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西
条
市
立
北
中
学
校
教
諭

野の

村む
ら

光み
つ

子こ

「
世
界
に
目
を
向
け
る
」（
二
年
第
二
単
元
）

連
載
―
教
材
化
の
工
夫

１
　
は
じ
め
に
―
「
世
界
に
目
を
向
け
る
」
こ
と
の
大
切
さ

国
際
化
が
進
む
に
従
っ
て
、
生
徒
た
ち
の
生
活
を
取
り
巻
く

環
境
も
急
速
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
外
国
の
文
化
に
触
れ
る

機
会
が
多
く
な
り
、
海
外
旅
行
や
そ
こ
で
の
生
活
経
験
を
も
つ

者
も
増
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
は
、
本
や
新
聞
を
読
ま

な
い
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
な
い
と
い
う
生
徒
が
少
な
く
な
い
。
自

分
た
ち
の
生
活
に
直
接
か
か
わ
り
が
な
け
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ

が
隣
の
国
の
出
来
事
で
あ
ろ
う
と
も
、
世
界
の
状
況
な
ど
関
心

が
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
中
東
や
近
隣
諸
国
に
お
い
て
緊
張
し
た
国
際
情
勢
が

続
く
今
日
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
も
、
世
界
的
な
視
野
か
ら
自

分
た
ち
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

ま
ず
は
世
界
全
体
に
広
く
目
を
向
け
、
多
様
な
価
値
観
や
考
え

方
、
異
な
る
文
化
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
ら
を
尊
重
し
な

が
ら
、
自
分
た
ち
は
周
り
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
け
ば

よ
い
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
社
会
の
中

の
日
本
の
在
り
方
、
自
己
の
在
り
方
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
基

盤
と
な
る
の
が
国
語
力
で
あ
ろ
う
。
母
語
で
あ
る
国
語
の
力
を

身
に
つ
け
、
日
本
人
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
、
自
ら
の
考
え

を
論
理
的
に
言
葉
で
ま
と
め
、
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ

か
ら
の
国
際
社
会
に
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　
教
材
文
「
伝
え
合
い
」
に
つ
い
て

教
材
文
の
「
伝
え
合
い
」
で
は
、
言
葉
が
通
じ
て
し
ま
う
か

ら
こ
そ
、
単
純
な
事
態
が
複
雑
な
事
態
を
招
き
、
誤
解
が
生
じ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、「
羊
」
や
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う

言
葉
を
例
に
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん

だ
と
き
、
私
は
あ
る
教
え
子
か
ら
聞
い
た
話
を
思
い
出
し
た
。

大
学
生
だ
っ
た
彼
女
が
ケ
ニ
ア
を
訪
れ
た
と
き
の
話
だ
。
ケ
ニ

ア
な
ど
遠
い
国
の
話
だ
と
思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、「
ケ
ニ
ア

に
は
複
数
の
民
族
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
語
で
話
し
て
い

る
こ
と
。
ス
テ
イ
先
で
牛
の
値
段
を
聞
か
れ
て
困
っ
た
こ
と
。」

な
ど
、
彼
女
か
ら
聞
く
体
験
の
数
々
は
と
て
も
神
秘
的
で
新
鮮

な
驚
き
で
あ
っ
た
。
話
を
聞
く
ま
で
は
、
言
葉
さ
え
通
じ
れ
ば
、

意
思
の
疎
通
が
図
れ
る
も
の
と
単
純
に
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。

「
伝
え
合
い
」
は
、
異
な
る
環
境
や
文
化
、
生
活
習
慣
の
違
い
を

知
る
う
え
で
、
彼
女
の
話
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
外
国
の
人
た
ち
と
接
し
た
人
か
ら
体
験
談
を
聞
き
、

自
分
の
生
活
と
考
え
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
は
、
異
な
る
文
化
や

多
様
な
価
値
観
、
考
え
方
を
認
め
、
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る

よ
い
き
っ
か
け
と
な
る
。

こ
の
「
伝
え
合
い
」
の
学
習
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
筆
者

の
悩
み
や
驚
き
を
理
解
し
共
感
す
る
こ
と
で
、
国
際
社
会
に
生

き
る
自
分
た
ち
が
、
相
互
に
理
解
し
合
う
社
会
を
形
成
す
る
に

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
始
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
考
え
た
。

「
伝
え
合
い
」
は
、
自
分
の
目
線
だ
け
で
物
事
を
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
物
事
を
見
つ
め
る
こ
と
の
重
要

性
を
認
識
さ
せ
る
の
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
。

３
　
実
践
内
容

（１）
教
材
化
の
視
点

少
な
い
国
語
の
授
業
で
は
、
教
材
の
視
点
を
明
確
に
し
、
で

き
る
だ
け
学
習
を
焦
点
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、「
伝
え

合
い
」
を
中
心
に
読
み
を
進
め
、「
マ
ド
ゥ
ー
の
地
で
」
は
扱
わ

ず
、「
伝
え
合
い
」
を
よ
り
深
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
補
助

教
材
を
用
意
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
論
理
の
展
開
を
押
さ
え
、
筆

者
の
体
験
や
現
地
の
人
々
の
状
況
や
思
い
な
ど
を
読
み
取
り
、

広
く
世
界
に
目
を
向
け
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
」
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

ま
た
、「
書
く
こ
と
」
の
情
報
を
集
め
る
こ
と
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
中
心
に
扱
い
、
時
間
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
た
。
分

量
も
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
最
後
の
部
分
で
百
五
十
字
程
度
と
し
た
。

「
話
す
こ
と
」
は
別
の
機
会
に
譲
っ
た
。

そ
の
中
で
特
に
生
徒
た
ち
に
気
づ
か
せ
た
か
っ
た
こ
と
は
、

「
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
、
そ
の
言
葉
を
母
語
と
す
る
人
た
ち
の
伝

統
的
な
文
化
や
、
そ
の
人
た
ち
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
、
人
間

関
係
な
ど
が
深
く
結
び
付
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

背
景
に
あ
る
文
化
や
風
俗
習
慣
へ
の
理
解
な
く
し
て
、
円
滑
な

意
思
疎
通
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
多
様
な
考
え

方
を
認
め
、
広
い
視
野
を
身
に
つ
け
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
と

考
え
た
。
そ
こ
を
し
っ
か
り
お
さ
え
る
こ
と
が
、
意
見
文
を
書

く
た
め
の
情
報
を
集
め
る
と
き
に
も
役
立
つ
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。

（２）
指
導
の
手
立
て

①
補
助
教
材
の
工
夫
　

指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
ケ
ニ
ア
で
の
体
験
を
も
つ
教
え
子
の

―
「
考
え
る
力
」「
想
像
す
る
力
」
を
伸
ば
す
工
夫
―
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体
験
を
補
助
教
材
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。（「
ケ
ニ
ア

で
の
出
来
事
」
Ｐ
２２
・
２３
を
参
照
）
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、「
伝

え
合
い
」
の
内
容
は
、
と
も
す
れ
ば
遠
い
世
界
で
の
話
と
し
て

観
念
的
に
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
自
分
た
ち
の
周
り
に

も
、「
伝
え
合
い
」
の
筆
者
と
似
た
体
験
を
も
つ
人
が
い
る
の
を

知
る
こ
と
で
、
文
章
で
語
ら
れ
て
い
る
世
界
を
身
近
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
よ
う
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

〈
補
助
教
材
を
読
ん
で
の
生
徒
の
感
想
例
〉

○
一
つ
一
つ
の
簡
単
な
言
葉
で
も
、
自
分
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も

の
と
、
相
手
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
で
は
違
う
の
で
、
異
な
る
文
化

の
人
に
、
自
分
の
文
化
を
伝
え
る
の
は
難
し
い
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。

自
分
が
「
こ
れ
く
ら
い
当
た
り
前
の
こ
と
だ
。」
と
思
っ
て
言
っ
て
も
、

相
手
に
は
「
こ
の
人
、
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。」
と
受
け
取
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
、
そ
う
い
う
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
自
分
が
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
た
と
き
は
、
相
手
が
ど
う
い

う
対
応
を
す
る
か
を
考
え
、
接
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

○
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
な
こ
と
が
通
じ
な
い
と
い
う
の
は
、

と
て
も
も
ど
か
し
い
と
思
う
。
国
の
文
化
や
生
活
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の

常
識
も
違
っ
て
く
る
か
ら
、
日
本
で
は
常
識
で
あ
っ
て
も
、
他
の
国
で
は

非
常
識
な
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
け
っ
こ
う
あ
る
と
思
う
。
他
の
人

と
価
値
観
が
異
な
る
の
は
仕
方
な
い
か
ら
、
外
国
の
人
と
接
す
る
と
き

は
自
分
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
に
接
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。

生
徒
た
ち
の
感
想
を
読
む
と
、
異
な
る
文
化
環
境
に
あ
る

国
々
と
の
相
互
理
解
を
図
る
う
え
で
、
言
葉
の
も
つ
意
味
を
そ
の

言
葉
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
含
め
て
学
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
、
自
分

の
側
か
ら
で
は
な
く
相
手
サ
イ
ド
に
立
っ
て
物
事
を
見
つ
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
、
生
徒
た
ち
が
気
づ
い
た
よ
う
に
思
う
。

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
活
用

内
容
の
理
解
を
助
け
る
手
だ
て
と
し
て
、
教
師
側
で
あ
ら
か

じ
め
ソ
マ
リ
ア
や
ケ
ニ
ア
の
状
況
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
調
べ
て
お
き
、
情
報
を
関
係
資
料
と
し
て
提
供
し
た
り
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
た
り
し
た
。
生
徒
た
ち
が
自
分
の
意

見
を
も
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
筆
者
の
考
え
を
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
た
ち
の
読
解
力
に
は
差
が
あ
り
、

正
し
い
理
解
の
困
難
な
者
も
い
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
の
体
験
を

丁
寧
に
読
み
取
り
、
そ
の
体
験
に
基
づ
い
て
考
え
た
こ
と
を
正

確
に
理
解
さ
せ
る
手
だ
て
と
し
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
利
用
し
た
。

（３）
指
導
の
流
れ

限
ら
れ
た
少
な
い
時
間
数
の
中
で
指
導
の
焦
点
化
を
図
る
た

め
に
、
次
の
四
つ
の
観
点
か
ら
学
習
を
進
め
て
い
っ
た
。

第
一
次
（
第
１
・
２
時
）

○
筆
者
の
論
理
の
展
開
を
と
ら
え
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
。

○
補
助
教
材
を
読
み
、
筆
者
の
体
験
を
通
し
て
自
分
の
考
え

を
深
め
る
。

第
二
次
（
第
３
時
）

○
「
世
界
に
目
を
向
け
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
課
題
を
決
め
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
情
報
を
集
め
る
。（
足
り
な
い
分

は
、
休
み
時
間
を
使
っ
た
り
、
教
師
が
資
料
を
用
意
し
た
り

し
た
。）

第
三
次
（
第
４
時
）

○
情
報
を
も
と
に
、
自
分
の
考
え
を
意
見
文
に
ま
と
め
る
。

第
三
次
で
は
、
ユ
ニ
セ
フ
、
世
界
紛
争
、
地
雷
問
題
、
外
国

か
ら
見
た
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を

も
と
に
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
（
上
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
参

照
）、
第
一
次
で
学
習
し
た
こ
と
が
関
心
を
高
め
る
の
に
大
き
く

影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

４
　
お
わ
り
に

生
徒
た
ち
は
こ
の
学
習
を
通
し
て
、
国
語
（
言
葉
）
の
重
要

性
を
改
め
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
相
手
の
表
情
や
態
度
か
ら

言
葉
に
表
れ
て
い
な
い
言
外
の
思
い
を
察
す
る
力
、
す
な
わ
ち

「
想
像
す
る
力
」
の
必
要
性
を
感
じ
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。
広
く

世
界
に
目
を
向
け
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
か
ら
学
ぶ
姿
勢
を
、

生
徒
た
ち
が
今
後
の
生
き
方
に
生
か
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ

て
い
る
。

▲

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
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ケ
ニ
ア
で
の
出
来
事

私
が
大
学
の
夏
休
み
を
利
用
し
て
ケ
ニ
ア
を
訪
れ
た
の
は
一
九
九
七
年
の
こ
と
で
し
た
。

ご
く
普
通
の
観
光
客
と
は
少
し
違
い
、
青
年
海
外
協
力
隊
な
ど
を
企
画
し
て
い
る
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
日
本
国
際
協
力
事
業

団
）
で
、
友
人
の
お
父
さ
ん
が
、
ケ
ニ
ア
の
植
林
の
た
め
に
働
い
て
い
た
の
で
、
半
分
そ
れ
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
と
い

う
旅
で
し
た
。

そ
う
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
Ｊ
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
植
林
事
業
を
行
っ
て
い
る
村
で
、
農
家
の
家
に
一
泊
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
村
は
、
草
木
も
ま
ば
ら
な
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ッ
プ
気
候
特
有
の
景
観
で
し
た
。
泊
め
て
も
ら
っ
た
の
は
、

夫
婦
と
小
学
生
の
子
ど
も
が
二
人
の
四
人
家
族
の
家
で
し
た
。
家
に
は
電
気
も
水
道
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
雨
水
を
蛇
口
付

き
の
タ
ン
ク
に
溜
め
た
り
、
大
き
な
バ
ッ
テ
リ
ー
に
つ
な
い
で
ラ
ジ
オ
や
電
球
を
点
け
て
い
た
り
と
、
生
活
を
快
適
に
す

る
工
夫
を
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
ま
し
た
。

父
親
は
植
林
セ
ン
タ
ー
で
働
い
て
い
る
人
で
、
英
語
が
話
せ
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
日
本
の
こ
と
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
生
活
感
覚
の
違
い
の
た
め
、
相
手
が
質
問
し
て
き
そ
う
な
こ
と
を
私
が
予
測
で
き
な
い
の
で
、
会
話
は
な
ん
だ

か
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

父
親
「
〇
〇
は
、
日
本
語
で
な
ん
と
言
う
ん
だ
？
」

私
　
「
×
×
で
す
。」

父
親
「
日
本
で
は
、
牛
一
頭
い
く
ら
す
る
ん
だ
？
」

私
　
「
…
…
。」

ほ
ぼ
成
人
し
て
い
る
大
人
の
私
が
、
牛
の
値
段
を
す
ん
な
り
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
彼
に
は
と
て
も
不
思
議
な
こ

と
の
よ
う
で
し
た
。
村
の
人
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
農
業
を
営
ん
で
い
ま
す
し
、
牛
も
一
頭
く
ら
い
は
飼
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
、
ど
ん
な
家
庭
に
も
い
る
よ
う
な
身
近
な
も
の
の
値
段
が
言
え
な
い
な
ん
て
、
な
ん
て
世
間
知
ら
ず
な
、
と
思
わ

れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
に
置
き
換
え
れ
ば
、
自
動
車
の
大
体
の
値
段
が
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

多
く
の
日
本
人
が
「
牛
」
と
言
わ
れ
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
テ
レ
ビ
で
見
る
、
ど
こ
か
の
牧
場
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
で

し
ょ
う
が
、
こ
の
村
で
は
、
自
分
の
家
の
庭
に
い
る
牛
で
す
。

「
日
本
人
は
主
食
に
何
を
食
べ
て
い
る
ん
だ
？
」
と
聞
か
れ
て
「
ラ
イ
ス
で
す
。」
と
答
え
た
と
き
に
も
、
も
ど
か
し
さ

を
感
じ
ま
し
た
。
単
語
と
し
て
は
ラ
イ
ス
で
間
違
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
彼
ら
が
思
い
浮
か
べ
る
ラ
イ
ス
は
、
お
そ
ら

く
少
し
だ
け
出
回
っ
て
い
る
細
長
い
イ
ン
デ
ィ
カ
米
で
、
し
か
も
原
始
的
な
貧
弱
な
品
種
な
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ん
な
も
の

を
毎
日
食
べ
る
の
か
い
？
」
と
い
う
顔
を
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
相
手
が
見
た
こ
と
も
な
い
日
本
米
を
、
言
葉
で
ち
ゃ

ん
と
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

牛
、
米
、
と
い
う
簡
単
な
言
葉
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
何
も
考
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
を
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
簡
単
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
、
自
分

と
い
う
一
人
の
「
個
人
」
の
今
ま
で
の
経
験
が
、
ぎ
ゅ
っ
と
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

家
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
ケ
ニ
ア
の
人
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
、
私
の
経
験
も
、
実
は
非
常
に
膨
大
で
、
言
葉
に
し
尽
く

せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
共
通
言
語
を
話
せ
た
と
し
て
も
、
お
互
い
の
言
葉
の
意
味
を
本
当
に
正
確
に
理

解
す
る
に
は
、
た
く
さ
ん
の
時
間
と
手
間
を
か
け
て
、
お
互
い
の
社
会
や
文
化
や
個
人
的
な
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
ど
ん
な
単
純
な
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
の
も
つ
意
味
に
、
新
し
い
意
味
や
価
値
観
を
ど
ん
ど

ん
加
え
て
い
け
る
こ
と
が
、
文
化
の
異
な
る
人
と
触
れ
合
う
醍だ

い

醐ご

味み

の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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