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新
学
習
指
導
要
領
が
ね
ら
う
「
生
き
る
力
」
の
育
成
と
重
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
現
状
と
力
に
応
じ
た
学
習
を
確
か
に
進
め
て

い
く
、
そ
の
一
部
始
終
を
目
の
当
た
り
に
で
き
、
で
き
る
よ
う
に

支
援
を
重
ね
て
い
く
こ
と
は
指
導
者
の
醍だ

い

醐ご

味み

で
も
あ
る
。

さ
て
、
通
常
の
学
習
で
も
、
そ
の
「
新
し
い
主
体
的
な
学
習
の

場
」
で
も
、
学
習
す
る
生
徒
た
ち
に
も
っ
て
い
て
ほ
し
い
の
は
課

題
意
識
で
あ
る
。
一
連
の
学
習
を
常
に
支
え
る
課
題
意
識
は
、
興
味

や
関
心
、
そ
し
て
、
好
奇
心
か
ら
生
ま
れ
、
学
び
た
い
、
わ
か
り

た
い
と
い
う
意
欲
が
そ
の
根
底
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
課
題
意
識

を
も
た
せ
る
に
は
、
生
徒
た
ち
の
興
味
・
関
心
を
か
き
立
て
る
こ

と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
興
味
・
関
心
を
か
き
立
て
る

た
め
に
は
、
生
徒
た
ち
の
心
の
琴
線
に
ふ
れ
る
素
材
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
素
材
に
生
徒
た
ち
が
引
き
続
き
こ
だ
わ
り
、
一
定
の
学
び

を
果
た
す
と
き
、
そ
れ
は
学
習
す
る
に
値
す
る
学
習
材
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
学
習
の
場
で
は
い
っ
た
い
何
が
学
習
材
と
な

り
う
る
の
か
、
も
う
一
度
「
好
き
な
作
品
を
選
び
、
自
ら
取
り
組

も
う
」
と
い
う
言
葉
を
吟
味
し
て
み
た
い
。
ま
ず
「
好
き
な
作
品

を
選
ぶ
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
教
科
書
に
は
「
葉
っ
ぱ
の
フ
レ

デ
ィ
―
い
の
ち
の
旅
―
」「
江
戸
の
人
々
と
浮
世
絵
」「
言
葉
の
力
」

の
三
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
授
業
の
中
で
こ
の
三
編

は
通
読
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
解
説
を
す
る
が
、
生
徒
た
ち
の
選

ぶ
「
好
き
な
作
品
」
は
こ
の
中
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え

１

「
選
ぶ
」
と
「
自
ら
」
の
意
味

新
し
い
学
習
の
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
好
き
な
作
品
を
選
び
、

自
ら
取
り
組
も
う
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
目
の
前
に
し
た
と
き
、

生
徒
た
ち
の
脳
裏
に
は
何
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
か
。「
好
き
な
作
品

は
漫
画
や
歌
で
も
い
い
の
か
な
。」「
自
ら
取
り
組
む
っ
て
、
何
を

す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。」「
何
か
作
っ
た
り
、
話
し
合
っ
た
り
す

る
の
か
な
。」「
み
ん
な
の
前
で
発
表
す
る
の
か
な
。」
な
ど
が
挙

が
ろ
う
が
、
期
待
ば
か
り
で
な
く
戸
惑
い
も
お
お
い
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
教
師
に
と
っ
て
も
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
生
徒
た
ち
が
、
ど
ん
な
作
品
の
ど
こ
に
こ
だ
わ
り
、

注
目
し
て
読
み
、
ど
ん
な
課
題
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
ど
ん
な
方
法

で
追
求
し
、
そ
し
て
ど
ん
な
方
法
で
表
現
し
て
い
く
か
、
生
徒
自

身
が
考
え
、
選
択
を
し
、
実
現
し
て
い
く
そ
の
過
程
は
、
ま
さ
に

る
。
過
去
の
体
験
や
知
識
・
理
解
な
ど
集
積
さ
れ
て
き
た
情
報
の

中
か
ら
、「
好
き
な
作
品
」
を
選
択
す
る
生
徒
も
出
て
く
る
だ
ろ

う
。
指
導
者
が
提
示
す
る
素
材
に
触
発
さ
れ
て
そ
れ
を
学
習
材
と

し
て
選
ぶ
生
徒
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
大
好
き
な
歌
手
の
歌
う
歌

詞
の
中
か
ら
、
学
ぶ
た
め
の
要
素
を
す
く
い
と
る
生
徒
も
い
る
だ

ろ
う
。
こ
こ
の
学
習
の
一
つ
の
要
は
学
習
意
欲
の
火
を
燃
や
し
続

け
る
こ
と
の
で
き
る
魅
力
に
富
ん
だ
素
材
―
学
習
材
を
ど
れ
だ

け
指
導
者
が
用
意
で
き
る
か
で
あ
る
。「
好
き
な
作
品
」
は
そ
れ

こ
そ
な
ん
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
拡
大
し
て
「
好
き
な
書

物
」
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
「
自
ら
取
り
組
も
う
」
と
は
何
か
。
ま
ず
指
導
者
の
支
援

を
受
け
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え
ず
「
自
分
で
」「
何
か
の
」
学
習

を
進
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
何
か
の
」
に
つ
い
て
は

何
の
制
約
も
な
い
。
ま
た
「
取
り
組
み
方
」
も
何
の
指
示
も
な
く

同
じ
く
制
約
が
な
い
。
ど
う
い
う
方
法
で
課
題
を
追
求
し
、
ど
う

い
う
形
で
表
現
活
動
と
し
て
結
実
さ
せ
る
か
は
学
習
者
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。「
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
る
生
徒
」「
ホ
ー
ム
ぺ
ー

ジ
を
作
成
す
る
生
徒
」「
新
聞
を
作
る
生
徒
」「
絵
本
や
画
集
を
作

る
生
徒
」「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
い
と
し
て
ポ
ス
タ
ー

に
学
習
成
果
を
ま
と
め
る
生
徒
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
生
ま

れ
て
く
る
は
ず
だ
。
た
だ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
課
題
追

求
の
過
程
と
具
体
的
な
表
現
活
動
の
中
で
、
国
語
科
の
目
的
で
あ

る
言
語
の
三
つ
の
機
能
（
言
語
を
通
し
て
物
事
を
認
識
す
る
。
言

語
を
通
し
て
思
考
す
る
。
言
語
を
通
し
て
伝
達
す
る
。）
と
、
言

語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
生
徒
に
培
う
視
点
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
、
支
援
の
方
策
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
課
題
追
求
の
方

法
と
、
そ
れ
を
ど
う
表
現
活
動
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
か
の
具
体

的
な
道
筋
を
指
導
者
が
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
前
提
の
も
と
に
、
考
え
ら
れ
る
限
り
ど
ん
な
素

材
―
学
習
材
が
あ
る
か
、
そ
し
て
ど
う
表
現
活
動
と
し
て
結
実

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
指
導
者
の
準
備
す
る
こ
と
と
し
て
私

な
り
の
手
引
き
を
示
し
て
み
た
い
。

２

「
好
き
な
作
品
を
選
び
、
自
ら
取
り
組
も
う
」
の
素
材
ー

学
習
材

考
え
ら
れ
る
素
材
―
学
習
材
を
掲
げ
て
み
る
。

①
「
読
書
紹
介
の
『
帯
』
作
り
」

友
達
に
お
奨
め
の
一
冊
を
選
ん
で
、
そ
の
本
を
手
に
と
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
「
帯
」
を
作
っ
て
み
る
。

②
「
百
人
一
首
の
詩
」

百
人
一
首
の
和
歌
を
読
ん
で
、
そ
の
意
味
を
こ
わ
さ
ず
に
詩
に

し
て
み
る
。

③
「
石
川
啄
木
の
情
景
」

例
え
ば
、
石
川
啄
木
な
ど
好
き
な
歌
人
や
俳
人
の
短
歌
や
俳
句

生
徒
が
本
気
に
な
る

「
好
き
な
作
品
」
を

特
集
―
好
き
な
作
品
を
選
び
、
自
ら
取
り
組
も
う

大
月
市
立
大
月
東
中
学
校
教
諭

宇
野

う

の

誠
ま
こ
と
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幼
い
こ
ろ
の
気
持
ち
と
今
の
気
持
ち
を
比
べ
る
。

⑨
「『
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
』
に
言
葉
を
つ
け
て
み
よ
う
」

字
の
な
い
絵
本
（
例
え
ば
『
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
』
／
Ｂ
Ｌ
出
版
／
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
バ
ン
サ
ン
作
）
に
言
葉
を
つ
け
、
物
語
に
し
て
み
る
。

⑩
「『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
そ
の
後
」

教
科
書
で
読
ん
だ
作
品
の
そ
の
後
を
作
っ
て
み
る
。
主
人
公
の

性
格
を
生
か
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作
る
。

⑪
「
さ
だ
ま
さ
し
の
『
主
人
公
』
の
世
界
」

好
き
な
歌
手
の
歌
詞
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
物
語
を
作
っ
て

み
る
。

⑫
「『
あ
り
ん
こ
』
の
探
求
」

常
日
ご
ろ
、
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
多
方
面
か
ら
調
べ
て

一
枚
の
大
き
な
紙
に
ま
と
め
る
。「
あ
り
」
な
ら
、「
あ
り
の
暮
ら
し
」

「
物
語
に
登
場
す
る
あ
り
」「『
ん
こ
』
は
ど
ん
な
意
味
か
」
な
ど
。

⑬
「『
い
の
ち
』
の
名
作
リ
ス
ト
」

「
い
の
ち
」
や
「
平
和
」
な
ど
に
関
わ
る
作
品
を
集
め
、
そ
の

紹
介
リ
ス
ト
を
作
る
。

⑭
「
私
の
朗
読
ー
『
春
に
』」

教
科
書
で
学
ん
だ
好
き
な
詩
や
作
品
の
一
部
を
、
読
み
方
を
変

え
て
朗
読
し
、
録
音
す
る
。
ど
ん
な
読
み
方
を
し
た
か
示
す
。

⑮
「
紙
上
討
論
会
『
携
帯
電
話
を
持
つ
の
は
是
か
否
か
』」

テ
ー
マ
を
決
め
て
、
例
え
ば
「
中
学
生
が
携
帯
電
話
を
持
つ
の

を
墨
で
書
き
、
そ
れ
ぞ
れ
思
い
描
く
情
景
を
絵
に
し
て
、
一
枚
の

作
品
に
す
る
。

④
「『
枕
草
子
』
ツ
ア
ー
へ
よ
う
こ
そ
」

例
え
ば
『
枕
草
子
』
な
ど
、
教
室
で
学
ん
だ
古
典
作
品
の
世
界

へ
案
内
す
る
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
す
る
。
見
所
・
お
い
し

い
も
の
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
調
べ
な
い
と
書
け
な
い
要
素
も

入
れ
て
も
よ
い
。

⑤
「
二
年
生
の
先
生
と
仲
間
の
好
き
な
漢
字
大
調
査
」

先
生
や
友
達
の
好
き
な
漢
字
を
調
査
し
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
が

好
き
な
の
か
も
含
め
て
リ
ポ
ー
ト
を
作
っ
て
み
る
。
表
や
グ
ラ
フ

も
活
用
す
る
。

⑥
「
私
だ
け
の
お
気
に
入
り
詩
集
」

自
分
の
好
き
な
詩
を
さ
ま
ざ
ま
な
「
詩
集
」
か
ら
選
ん
で
、
そ

れ
ら
を
写
し
て
、
カ
ッ
ト
と
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
て
自
分
だ
け
の
詩

集
を
作
る
。

⑦
「
雨
の
四
季
　
風
の
四
季
　
雲
の
四
季
…
」

日
本
古
来
の
季
節
の
美
し
い
言
葉
（
四
季
の
さ
ま
ざ
ま
な
事

象
を
表
す
言
葉
）
を
探
し
て
項
目
別
に
分
け
る
。
使
い
方
も
記
す
。

歳
時
記
な
ど
を
大
い
に
利
用
し
た
い
。

⑧
「『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
の
ネ
ロ
へ
の
手
紙
」

例
え
ば
『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
な
ど
幼
い
こ
ろ
読
ん
で
心
に

残
っ
て
い
る
作
品
を
読
み
返
し
、
そ
の
主
人
公
に
手
紙
を
書
く
。

は
い
い
か
悪
い
か
」
に
つ
い
て
、
先
生
や
生
徒
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
た
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
り
し
て
、
架
空
の
紙
上
討
論
会

を
書
く
。
ま
た
、
自
分
な
り
の
考
察
を
ま
と
め
る
。

①
〜
⑮
ま
で
学
習
材
と
し
て
成
立
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

素
材
と
活
動
を
書
き
出
し
て
み
た
。
準
備
段
階
で
さ
ら
に
考
え
れ

ば
、
こ
れ
以
外
に
も
か
な
り
の
学
習
材
が
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
配
当
時
間
が
減
っ
た
中
で
、
こ
の
教
材
に
か
け
ら
れ
る

時
数
は
そ
れ
ま
で
に
や
り
く
り
し
て
も
多
く
て
八
時
間
程
度
で
あ

ろ
う
。
ね
ら
い
を
把
握
し
、
追
求
す
べ
き
学
習
材
と
追
求
・
表
現

方
法
を
決
定
し
、
追
求
し
発
表
に
耐
え
う
る
「
形
」
と
し
て
ま
と

め
て
い
く
の
は
、
こ
う
い
う
作
業
に
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
た
ち
に

と
っ
て
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
認
識
の
上
で
、
八
時

間
の
授
業
と
し
て
の
流
れ
を
ま
と
め
て
み
た
。

３
　
八
時
間
の
授
業
と
し
て
の
流
れ

【
第
一
時
・
第
二
時
】
こ
の
学
習
の
ね
ら
い
を
知
ら
せ
る
。
教

科
書
教
材
三
編
を
範
読
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を

解
説
す
る
。
取
り
組
む
べ
き
「
学
習
材
」
と
、
取
り
組
む
べ
き
方

法
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
わ
せ
な
が
ら
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え

さ
せ
、
決
定
を
さ
せ
る
。
発
表
方
法
・
表
現
方
法
を
検
討
さ
せ
る
。

【
第
三
時
】

発
表
段
階
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
計
画
表
を

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
い
な
が
ら
立
て
さ
せ
る
。
そ
れ
を
学
級
・
班

の
中
で
発
表
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
・
修
正
さ
せ
る
。
家
庭

学
習
で
次
時
か
ら
の
学
習
の
準
備
を
さ
せ
る
。

【
第
四
時
・
第
五
時
・
第
六
時
】

各
自
の
学
習
計
画
に
従
っ

て
、
学
習
を
進
め
さ
せ
る
。

【
第
七
時
】
自
分
の
学
習
成
果
を
発
表
す
る
た
め
の
準
備
と
練

習
を
さ
せ
る
。

【
第
八
時
】
発
表
計
画
に
従
っ
て
、
班
の
中
で
各
自
発
表
さ
せ

る
。
各
班
の
「
イ
チ
オ
シ
」
の
発
表
は
学
級
全
体
の
中
で
再
度
発

表
さ
せ
る
。

４
　
こ
の
学
習
を
進
め
る
上
で
留
意
し
た
い
こ
と

内
容
は
違
う
と
は
い
え
、
同
様
な
こ
と
は
「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」
で
は
か
な
り
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
の
共
通
項

は
「
個
に
応
じ
た
学
習
」
で
あ
る
。
個
別
の
興
味
・
関
心
に
基
づ

い
て
、
主
体
的
・
計
画
的
に
す
べ
て
の
生
徒
が
学
習
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
生
徒
に
よ
っ
て
は
学
習
初
期
の
「
学
習

材
」
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
な
り
の
支
援
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
家
庭
学
習
・
課
外
学
習
を
含
め
た
き
め
細
か

い
指
導
・
支
援
計
画
と
そ
の
実
践
が
な
に
よ
り
も
問
わ
れ
て
い

る
。
指
導
者
に
と
っ
て
も
工
夫
し
な
が
ら
「
自
ら
」
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
教
材
な
の
で
あ
ろ
う
。
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