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単
元
び
ら
き
に
は
い
つ
も
「
学
習
の
流
れ
」
と

い
う
プ
リ
ン
ト
を
配
り
ま
す
（
図
１
）。
そ
れ
に
よ

り
、
ど
ん
な
学
習
を
し
て
、
何
時
間
か
け
て
、
ど

ん
な
発
表
を
す
る
の
か
、
教
師
と
子
ど
も
が
「
学

習
の
流
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
今
回
は
そ
の
プ
リ
ン

ト
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
が
ど
ん
な
ふ
う
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
も
明
記
し
ま
し
た
。
一
年
の

と
き
に
学
習
し
た
「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お

う
〜『
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
』〜
」
、
「
『
竹

取
物
語
』
名
場
面
発
表
会
」
、
二
年
で
学
習
し
た

「『
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
』
〜
ぐ
う
ち
ゃ
ん
の
魅

力
〜
」
、
「
短
歌
の
世
界
〜
鑑
賞
文
を
書
く
〜
」

な
ど
の
単
元
で
身
に
つ
け
た
力
を
使
っ
て
学
ん
で

い
く
と
い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
意
識
さ
せ

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
入
り

ま
す
。
「
場
面
を
選
ぶ
」
と
い
う
意
識
で
読
み
、

各
自
に
、
名
場
面
の
候
補
を
考
え
さ
せ
ま
す
。
そ

し
て
、
名
場
面
を
決
定
し
ま
す
。

　

私
は
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
を
常
に
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

事
前
に
「
発
表
の
て
び
き
」
と
い
う
台
本
の
例
を

つ
く
り
ま
し
た
（
図
２
）。
台
本
形
式
に
す
る
こ
と

で
発
表
の
様
子
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
、
押
さ
え

て
お
き
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
教
師
が

あ
ら
か
じ
め
、
発
表
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ

こ
と
は
、
指
導
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

朗
読
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
あ
り
、
名
言
探
し
あ
り

で
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
す
が
、
今
ま
で
の
積

み
重
ね
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
判
断
し
ま
し
た
。

台
本
を
み
ん
な
で
読
み
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学

習
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
楽
し
い
も
の
で
す
。

図
１　
「
学
習
の
流
れ
」
の
内
容

図
２　
「
発
表
の
て
び
き
」
プ
リ
ン
ト
の
一
部

名
場
面
・
名
言
発
表
会

　
使
用
教
材
：「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
二
年
）

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
魅
力
は
な
ん
と
言
っ

て
も
「
言
葉
」「
文
章
」
で
す
。
圧
倒
的
な
力

が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
ぐ
ん
ぐ
ん
ひ
き
つ

け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
言
葉
」
や
「
文

章
」
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
よ
う
な
授
業
に
し

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
授
業
は
、
昨
年
度
に
取
り
組
ん
だ

「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お
う
～
『
星
の
花

が
降
る
こ
ろ
に
』
～
」
の
流
れ
を
踏
ま
え
て

い
ま
す（
弊
誌
№
69
参
照
）。
文
学
を
語
り
合
う

楽
し
さ
を
よ
り
い
っ
そ
う
実
感
し
、
文
学
を

語
る
語
彙
を
習
得
で
き
る
単
元
を
設
定
し
ま

し
た
。
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学
習
の
流
れ
と
目
標
の
確
認

名
場
面
を
考
え
る

第
一
時

発
表
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む

名
場
面
を
決
め
る

第
二
時

【
学
習
の
流
れ
】

一
、
学
習
の
流
れ
を
知
る
（
単
元
に
つ
い
て
の
説
明
） 

…
…
…
…
…
一
時
間
目

二
、
発
表
の
概
要
を
知
る

三
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
む
（
名
場
面
の
候
補
を
考
え
る　

個
人
で
）

四
、
グ
ル
ー
プ
分
け

五
、
発
表
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
（
台
本
形
式
で
）
…
…
…
…
…
…
二
時
間
目

六
、
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
う
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
時
間
目
〜
五
時
間
目

      

▼
名
場
面
を
選
ぶ
（「
竹
取
物
語
」
名
場
面
発
表
会
）

      　
（
ど
ん
な
場
面
か
…
○
○
が
○
○
で
○
○
す
る
場
面
で
す
）

      

▼
群
読
の
工
夫
を
話
し
合
う　

　
　
　

※
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
す
る
（「
朝
の
リ
レ
ー
」）

      

▼
内
容
把
握
＋
作
品
の
よ
さ
＋
批
評

        

・
人
物
像
を
つ
か
む
・
心
情
を
つ
か
む
・
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
う

　
　

 　
（「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」）＋（
短
歌
他
）＋（「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」）

　
　
　
　
　

批
評

　
　

▼
発
表
用
の
原
稿
を
検
討
す
る　

　
　

▼
名
言
を
選
ぶ

　
　

▼
レ
ジ
ュ
メ
の
清
書
・
発
表
の
分
担
を
決
め
る

七
、
発
表
の
練
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
・
発
表
会
…
…
…
…
六
時
間
目
〜
七
時
間
目

八
、
発
表
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
時
間
目

九
、
ま
と
め

　
　
　

・
講
評

　
　
　

・
学
習
の
振
り
返
り　

【
目
標
】

■
文
章
を
読
ん
で
、
場
面
を
つ
か
む
・
心
情
を
つ
か
む
・
作
品
を
分
析
す
る

   

（
批
評
す
る
）。

■
朗
読
の
工
夫
を
し
、
堂
々
と
し
た
発
表
を
す
る
。

■
効
率
的
な
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。
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■ 
場
面
説
明
を
ど
う
す
る
か

　

自
分
た
ち
の
選
ん
だ
場
面
を
100
字
で
説
明
す
る

文
章
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
を
持
ち
寄
っ
て
、
グ

ル
ー
プ
と
し
て
の
原
稿
を
仕
上
げ
ま
す
。

■ 

朗
読
・
群
読
の
工
夫
を
ど
う
す
る
か

　

群
読
は
、
一
年
の
最
初
に
谷
川
俊
太
郎
の
「
朝

の
リ
レ
ー
」
と
い
う
詩
で
練
習
済
み
で
す
。
ま
た
、

「
の
は
ら
う
た
」
の
朗
読
発
表
会
も
経
験
し
て
い

ま
す
。
古
典
の
朗
読
も
含
め
て
、
教
室
で
大
真
面

目
に
声
を
出
す
習
慣
が
つ
い
て
い
る
と
い
い
発
表

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

■ 

コ
メ
ン
ト
を
ど
う
す
る
か

　

選
ん
だ
場
面
に
つ
い
て
、
350
〜
400
字
で
コ
メ
ン

ト
を
ま
と
め
ま
す
。
今
回
の
取
り
組
み
で
い
ち
ば

ん
ね
ら
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
い
ち
ば
ん
難
し

い
こ
と
で
し
た
。

　

文
学
を
語
る
に
は
そ
れ
な
り
の
語
彙
力
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
内
容
を
し
っ
か
り
と
読
み
取
る

語
彙
力
と
、
文
学
を
語
る
た
め
の
語
彙
力
、
そ
の

両
方
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
一
年
の
と
き
か
ら
ど

れ
く
ら
い
言
葉
を
意
識
し
て
指
導
し
て
き
た
か
が

問
わ
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。
一
年
の
「
星
の
花
が

降
る
こ
ろ
に
」
の
単
元
で
使
っ
た
言
葉
を
中
心
に
、

「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
、
二
年
の
「
ア
イ
ス
プ

ラ
ネ
ッ
ト
」
、
「
平
家
物
語
」
な
ど
、
今
ま
で
の

文
学
の
単
元
で
使
っ
た
言
葉
を
振
り
返
り
、
そ
れ

を
意
識
し
て
使
う
よ
う
に
指
導
し
ま
し
た
。
一
人

一
人
が
コ
メ
ン
ト
を
書
き
、
「
持
ち
寄
っ
て
い
い

も
の
に
仕
上
げ
て
い
く
」
と
い
う
場
面
説
明
の
と

き
と
同
じ
や
り
方
で
行
い
ま
し
た
。

■ 

ど
の
言
葉
を
「
名
言
」
に
す
る
か

　

こ
の
話
し
合
い
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
し
た
。

「
メ
ロ
ス
、
君
は
、
真
っ
裸
じ
ゃ
な
い
か
」
を
選

ぼ
う
と
し
た
子
に
反
論
す
る
子
の
理
由
が
立
派
な

も
の
だ
っ
た
り
、
「
や
ん
ぬ
る
か
な
」
の
ひ
と
言

の
重
さ
を
語
る
子
が
い
た
り
、
ま
さ
に
小
さ
な
読

書
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
選
ば
れ
た
名
言
に

は
「
え
い
、
え
い
と
大
声
上
げ
て
、
自
身
を
し
か

り
な
が
ら
走
っ
た
」
「
ふ
と
耳
に
、
せ
ん
せ
ん
、

水
の
流
れ
る
音
が
聞
こ
え
た
」
「
い
や
、
ま
だ
日

は
沈
ま
ぬ
」
「
間
に
合
う
、
間
に
合
わ
ぬ
は
問
題

で
な
い
の
だ
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
こ
を

と
っ
て
も
「
名
言
」
に
な
る
の
が
こ
の
作
品
の
力

だ
と
思
い
ま
す
。

■ 

発
表
の
流
れ
・
分
担
を
ど
う
す
る
か

　

私
は
、
子
ど
も
た
ち
が
一
年
生
の
頃
か
ら
、
何

か
発
表
す
る
と
き
に
は
、
自
分
た
ち
で
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
役
割
分

担
の
決
め
方
も
、
友
達
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
二

年
生
な
ら
で
は
の
話
し
合
い
で
し
た
。

人
は
誰
し
も
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
混

ざ
り
合
い
、
ひ
と
言
で
は
言
い
難
い
感
情
を
抱
え

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
メ
ロ
ス
を
現

実
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、
読
者
が
広
く
共
感
で
き
る
人
物
と
し

て
描
い
た
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
さ
ら
に
厚
み
が

出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
人
間
の
心
理
を
描
く
こ
と
で
、
読

者
は
感
情
移
入
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の
場
面

　

次
は
、
メ
ロ
ス
が
走
る
の
を
諦
め
る
場
面
を
選

ん
だ
グ
ル
ー
プ
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

こ
の
場
面
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
メ
ロ
ス

が
友
と
の
約
束
を
諦
め
そ
う
に
な
っ
て
い
る
場
面

で
す
。
こ
こ
で
は
口
に
は
出
し
て
い
な
い
は
ず
の

彼
の
心
の
叫
び
が
ま
る
で
、
大
き
な
鐘
の
音
と

な
っ
て
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
メ
ロ
ス
の
心
情
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変

わ
る
の
で
す
。
正
義
を
貫
こ
う
と
す
る
自
分
と
、

諦
め
よ
う
と
す
る
自
分
。
葛
藤
を
す
る
メ
ロ
ス
は
、

正
義
を
貫
く
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
終
わ
ら
ず
、
人
間
ら

し
い
黒
い
部
分
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
長
く
愛

さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
も
、
場
面
説
明
の
100
字
の
文
章

も
、
す
べ
て
朗
読
の
練
習
を
し
、
い
い
発
表
に
な

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

大
き
く
息
を
吸
う
、
声
を
前
に
出
す
、
声
の

「
張
り
」
を
意
識
す
る
、
話
す
よ
う
な
自
然
の
流

れ
で
読
む
─
─
そ
の
練
習
で
す
。
司
会
を
担
当
す

る
子
も
同
じ
で
す
。
朗
読
の
部
分
は
一
グ
ル
ー
プ

ず
つ
、
私
の
前
で
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
ま
す
。
最
後

の
仕
上
げ
と
し
て
、
実
際
の
発
表
と
同
じ
よ
う
に

行
い
ま
す
。

　

図
３
は
、
講
評
の
と
き
の
プ
リ
ン
ト
で
す
。

「
文
学
を
読
み
、
味
わ
う
た
め
の
表
現
集
」
と
し

て
、
子
ど
も
た
ち
が
実
際
に
使
っ
た
言
葉
を
明
記

し
た
も
の
で
す
。
コ
メ
ン
ト
の
中
に
あ
っ
た
言

葉
・
表
現
に
着
目
す
る
と
、
文
学
を
読
む
力
に
つ

な
が
る
語
彙
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
意
識

化
・
顕
在
化
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

私
は
、
単
元
を
終
わ
る
と
き
は
必
ず
、
こ
の

「
ま
と
め
」
の
時
間
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
単
元
で
何
を
学
び
、
何
が
で
き
て
何
が
課
題

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
か
を
き
ち
ん
と
言
葉
に
す

る
仕
事
で
す
。
教
師
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を

言
語
化
し
、
蓄
積
し
て
い
く
と
い
う
意
識
を
も
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
ま
と
め
」
の
時
間
が

な
い
と
、
「
活
動
あ
っ
て
、
力
な
し
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
私
た
ち
教
師
が
常
に

「
言
葉
を
教
え
る
仕
事
」
を
し
て
い
る
の
だ
と
自

覚
し
た
い
も
の
で
す
。

発
表
の
準
備

第
三
時
〜
第
五
時

発
表
会
・
ま
と
め
・
講
評

第
七
時
〜
第
八
時

◀
図
３　

講
評
の
と
き
に
配
布
す
る
プ
リ
ン
ト
（
一
部
）

発
表
の
練
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
・
発
表
会

第
六
時
〜
第
七
時


