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情
報
整
理
の
「
観
点
」
を
意
識
さ
せ
る
指
導

「
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
説
明
し
よ
う
」

一
年
P

32
「
情
報
整
理
の
レ
ッ
ス
ン 

比
較
・
分
類
」、
P

34
「
情
報
を
整
理
し
て
書
こ
う
」

適
切
に
情
報
を
整
理
す
る

「
観
点
」
の
設
定

　

こ
の
実
践
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
観
点
」。
情
報
を
目
の

前
に
し
た
と
き
の
「
目
の
付
け
所
」「
切
り
取
り
方
」
で

あ
る
。
比
較
、
分
類
、
順
序
付
け
と
い
っ
た
情
報
整
理

の
ス
キ
ル
は
「
観
点
」
が
提
示
さ
れ
れ
ば
さ
ほ
ど
難
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
生
活
で
は
自
分
で
観
点
を

設
定
し
て
整
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
観
点
は
、
何
で
も

い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
目
的
や
相
手
や
説
明
す
る

事
柄
の
特
性
に
合
っ
た
「
適
切
な
」
観
点
で
あ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
情
報
整
理
の
レ
ッ
ス
ン　

比
較
・
分
類
」

（
以
下
「
レ
ッ
ス
ン
」）
で
、
観
点
を
思
い
つ
く
力
を
含
め

た
情
報
整
理
の
ス
キ
ル
を
学
び
、そ
こ
で
習
得
し
た
知
識・

技
能
を
「
情
報
を
整
理
し
て
書
こ
う
」
の
中
で
「
リ
ク

エ
ス
ト
に
応
え
て
説
明
し
よ
う
」
と
い
う
言
語
活
動
と
し

て
展
開
し
な
が
ら
、
確
か
な
力
に
結
び
付
け
て
い
く
実

践
を
紹
介
す
る
。

「
レ
ッ
ス
ン
」
の
扱
い
方
の
工
夫

　
「
レ
ッ
ス
ン
」
の
「
【
整
理
の
方
法
❷
】
分
類
す
る
」

で
は
、「
学
校
図
書
館
へ
の
要
望
」
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

を
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
分
類
す
る
こ
と
自
体
も
大

切
だ
が
、
こ
れ
は
ど
ん
な
観
点
に
よ
る
分
類
か
、
こ

の
観
点
で
分
類
す
る
よ
さ
は
何
か
を
問
い
か
け
る
。
ま
た
、

他
に
は
ど
ん
な
観
点
で
分
類
で
き
る
か
を
問
い
か
け
れ

ば
、「
実
行
性
」「
要
望
の
多
さ
」
等
の
観
点
が
挙
が
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

下
段
の
「
問
題
」
の
扱
い
も
工
夫
し
た
い
。
場
面
状

況
↓
雑
多
な
情
報
↓
観
点
設
定
↓
情
報
の
整
理
の
順
に

進
め
る
と
す
れ
ば
、
場
面
状
況
に
は
「
問
題
２
」
を
活

用
し
て
観
点
を
着
想
さ
せ
、「
問
題
１
」
の
情
報
を
整
理

す
る
と
い
う
扱
い
も
あ
り
得
る
。
そ
の
際
、
な
ぜ
そ
の

観
点
が
重
要
か
を
交
流
す
る
よ
う
に
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
レ
ッ
ス
ン
」
で
は
、
情
報
の
機
械
的
な

整
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
誰
が
何
の
た
め
に
整
理
す
る
の

か
、整
理
し
よ
う
し
て
い
る
の
は
、ど
の
よ
う
な（
量
や
質
）

情
報
か
な
ど
に
よ
っ
て
、情
報
整
理
（
取
捨
選
択
も
含
む
）

の
観
点
が
決
ま
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
学
習
を
行
う
。

リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
説
明
し
よ
う

■
学
習
目
標

･
適
切
な
観
点
を
設
け
て
情
報
を
整
理
す
る
。

･
目
的
に
応
じ
て
わ
か
り
や
す
い
説
明
文
を
書
く
。

■
指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

第
一
時 

学
習
の
め
あ
て
と
流
れ
を
つ
か
む
。
説
明
し

 

て
ほ
し
い
こ
と
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
合
う
。

第
二
時 

情
報
を
収
集
し
、
目
的
や
相
手
に
合
わ
せ
て

 

情
報
を
整
理
す
る
。（
自
ら
観
点
を
設
定
）

第
三
時 

情
報
を
整
理
し
た
結
果
（
表
や
ベ
ン
図
等
）

 

を
も
と
に
、
ペ
ア
で
評
価
、
助
言
し
合
う
。

第
四
時 

構
成
を
考
え
、
説
明
文
を
書
く
。

第
五
時 

文
章
を
読
み
合
い
、
学
習
を
振
り
返
る
。

■
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

　

本
単
元
の
中
で
も
「
情
報
の
整
理
」
に
関
す
る
指
導

の
ポ
イ
ン
ト
を
四
点
示
す
。

そ
の
１ 

必
然
性
の
あ
る
言
語
活
動
に
す
る

　

第
一
時
で
は
、
級
友
の
得
意
分
野
を
知
り
合
う
と
い

う
実
際
的
な
意
義
を
言
語
活
動
に
加
え
て
導
入
と
す
る
。

座
席
表
な
ど
に
級
友
に
説
明
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を

自
由
に
書
か
せ
る
。
そ
の
人
自
身
の
人
物
紹
介
で
は
な

く
、
そ
の
人
が
よ
く
知
っ
て
い
て
「
説
明
」
で
き
そ
う
な

題
材
（
所
属
す
る
部
活
動
、
趣
味
、
出
身
小
学
校
、
よ

く
聴
く
音
楽
、
学
習
の
し
か
た
等
）
に
す
る
。
教
師
は

こ
れ
を
集
約
し
、
題
材
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
や
内
容
的
価
値

を
判
断
す
る
。
そ
の
上
で
、「
君
に
は
こ
う
い
う
リ
ク
エ

ス
ト
が
あ
っ
た
よ
」
と
一
人
一
題
材
を
提
示
す
る
。
配
慮

と
し
て
リ
ク
エ
ス
ト
主
も
そ
の
数
も
明
か
さ
ず
、
教
師
が

リ
ク
エ
ス
ト
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
て
も
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
自
分
が
紹
介
し
た
い
こ
と
で
は
な
く
、
相

手
が
知
り
た
い
こ
と
を
説
明
す
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
す

る
の
は
、「
説
明
」
の
本
質
が
「
問
い
」
に
答
え
る
こ
と

で
あ
る
た
め
で
、
最
後
に
説
明
を
読
み
合
う
必
然
性
が

生
ま
れ
る
。
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
る
書
き
手
も
意
欲
を
も

ち
や
す
い
言
語
活
動
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
仕
掛
け

に
よ
っ
て
、
相
手
は
そ
の
対
象
の
何
に
つ
い
て
知
り
た
い

か
を
想
定
し
な
が
ら
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
や
、
適
切

な
観
点
を
設
定
し
て
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
に
も
本
気

で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
２ 

情
報
は
取
「
捨
」
選
択
す
る

　

第
二
時
の
情
報
の
収
集
は
、
各
自
で
行
う
。
こ
こ
で

い
う
情
報
に
は
、自
分
が
も
と
も
と
も
っ
て
い
る
知
識（
曖

昧
な
場
合
は
確
認
が
必
要
な
こ
と
も
指
導
す
る
）
だ
け

で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
書
籍
等
か
ら
新
た
に
得

た
情
報
が
含
ま
れ
る
が
、
収
集
よ
り
も
整
理
に
重
点
を

置
く
た
め
に
、
本
実
践
で
は
前
者
を
中
心
と
し
た
。
情

報
を
整
理
す
る
に
は
一
定
量
の
情
報
が
揃
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
説
明
の
題
材
に
、
当
人
が
よ
く
知
っ
て
い
る

事
柄
を
取
り
上
げ
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
る
。
細
か

な
情
報
も
一
つ
に
つ
き
一
枚
の
付
箋
に
書
き
出
し
、
そ
れ

ら
を
表
や
ベ
ン
図
等
で
整
理
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
大
切

な
の
が
整
理
の
「
観
点
」
で
、
次
時
で
の
交
流
の
中
心

に
し
た
い
。

　

さ
て
、
観
点
を
設
け
て
整
理
し
て
い
く
と
不
要
な
情

報
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
と
こ
ろ
が
、
生
徒
は
こ
の

「
捨
て
る
」
思
考
操
作
が
苦
手
で
あ
る
。
捨
て
る
ほ
ど
多

く
の
情
報
を
準
備
で
き
な
い
こ
と
や
集
め
た
も
の
は
全

部
使
う
べ
き
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
が
原
因
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
明
解
な
文
章
に
は
扱
う
情
報

の
精
選
が
不
可
欠
で
あ
る
。「
選
ぶ
」
と
は
一
方
で
「
捨

て
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
捨
て
る
こ
と
に
抵
抗
が

あ
れ
ば
、「
念
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
」
コ
ー
ナ
ー
を
作
っ

て
移
動
さ
せ
る
と
よ
い
。
情
報
過
多
の
社
会
を
生
き
て

い
く
上
で
必
要
な
力
と
し
て
、
こ
の
機
会
に
、
情
報
の
必

要
性
や
確
か
さ
を
基
準
に
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と

を
指
導
し
た
い
。
な
お
、情
報
の
収
集・整
理
は
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
を
用
い
れ
ば
次
時
の
交
流
も
し
や
す
く
な
る
。

そ
の
３ 

情
報
整
理
の
「
観
点
」
を
問
い
合
う

　

第
三
時
で
は
、
ペ
ア
で
整
理
し
た
結
果
を
見
な
が
ら

助
言
し
合
う
。
こ
の
際
「
ど
う
い
う
観
点
で
整
理
し
た

の
？
」「
な
ぜ
そ
の
観
点
な
の
？
」
と
い
っ
た
問
い
か
け
、

「
読
み
手
と
し
て
は
〇
〇
が
知
り
た
い
か
ら
こ
う
い
う
観

点
で
整
理
し
て
は
ど
う
か
」
と
い
っ
た
助
言
を
す
る
よ
う

に
指
導
し
た
い
。
ま
た
、
全
体
に
広
め
た
い
整
理
の
し
か

た
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
共
有
す
る
こ
と
も
効
果
的
で

あ
る
。

そ
の
４ 

情
報
整
理
の
力
を
次
に
つ
な
げ
る

　

第
五
時
で
の
学
び
の
ま
と
め
も
、「
情
報
の
整
理
」
に

焦
点
化
し
て
行
う
。
そ
の
際
に
は
、
説
明
文
を
書
く
学

習
に
「
レ
ッ
ス
ン
」
で
ど
の
よ
う
な
学
び
を
活
用
で
き
た

か
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、「
学
習

を
広
げ
る
」
の
「
情
報
整
理
の
方
法
」（
一
年
P
271
）
を

案
内
し
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
表
現
場
面
で
身
に
付
け

た
力
が
生
か
せ
そ
う
か
考
え
さ
せ
た
い
。
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