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特 集「書く力」を高めるための
指導の工夫

C ontents

探検！ 言葉の森 6

「受かる」と「受ける」 森山卓郎

巻頭エッセイ　言葉と向き合う 言葉は「人格」である 橋本五郎

教師力講座 5

「聞く力」をつけるために 甲斐利恵子

教材の径 5

学年最終単元をどう扱うか 松野洋人

これからの書写指導 3

「許容される書き方」の取り扱い 住川英明

新しい書写実践の試み 9

行書における漢字と平仮名の調和をめざして 新しい指導を考える会

（硬筆への発展） 「̶竹取物語」̶ （１年）

提言 「自分の考え」と「意見交換」そして「読むこと」と「書くこと」 阿部　昇

実践提案 ❶　読むことや音声言語表現との関連を図りながら
「書く力」を育てる指導 濱松　寿

実践提案 ❷　「書く力」につながる指導の工夫 工藤　隆

豊かな書写指導のために
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期
時
期
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期
時
期
時
期
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期
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期
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期
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。
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受
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受
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受
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受
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受
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受
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受
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生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生
先
生生生
方
と
方
と
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と
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と
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と
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と
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と
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と
方
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と
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と
も
と
も
と
も
と
も
と
も
と
も
と
も
と
も
と
も
と

に
、
に
、
に
、
に
、
に
、
に
、
に
、
にに
、
に
、
に
、
に
、「
受
「
受
「
受
「
受
「「
受
「
受
「
受
「
受
「
受
「
受
「
受受受受
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け
た
け

」」」」」」」」」

結
果
結
果
結
果
結
果
結
果
結
果
結
果
結結
果
結
果
結
果
結結
果果
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「
が
「「
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受
か
受受

っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
っ
た
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
と
」
ととと
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な
る
な

「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
め
「
めめ
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
た
で
たた
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
対
い
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応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
応
関
係
」
係
」
係
」
係係
」
係
」
係
」
係
」
係
」
係
」
係
」
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
を
祈
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
た
り
たた
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
。
い
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ

言
葉
と
向
き
合
う

言
葉
は「
人
格
」で
あ
る

読
売
新
聞
社
特
別
編
集
委
員

橋は
し

本も
と

五ご

郎ろ
う

一
国
の
首
相
の
漢
字
能
力
が
こ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
っ

た
こ
と
が
か
つ
て
あ
っ
た
ろ
う
か
。
漢
字
が
書
け
な
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
そ
れ
で
も
読
む
こ
と

は
で
き
る
と
い
う
の
が
、
あ
る
種
の
救
い
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
な
の
に
「
踏
襲
」
を
「
ふ
し
ゅ
う
」、「
詳
細
」
を

「
よ
う
さ
い
」、「
未
曽
有
」
を
「
み
ぞ
う
ゆ
う
」
…
…
。

嗚
呼
。

し
か
し
、
笑
っ
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
い
。
自
分
た

ち
は
本
当
に
言
葉
を
大
事
に
し
て
い
る
の
か
。
自
覚

的
に
使
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
問
わ
れ
れ
ば
、
考
え
込

ま
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。

読
売
新
聞
で
「
新
日
本
語
の
現
場
」
と
題
す
る
企

用
語
、
さ
ら
に
は
方
言
の
魅
力
な
ど
今
を
象
徴
す
る

言
葉
を
取
り
上
げ
、
日
本
人
や
日
本
社
会
の
変
化
を

掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
多

く
の
反
響
か
ら
多
く
の
人
が
日
本
語
に
関
心
を
示
し
、

憂
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

新
聞
記
者
に
な
っ
て
四
十
年
近
く
な
る
。
言
葉
は

単
な
る
伝
達
手
段
で
は
な
く
、
使
う
人
の
人
格
を
示

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
日
本
で
は
政

治
家
の
演
説
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
い
が
、
米
次

期
大
統
領
オ
バマ
氏
の
演
説
の
喚
起
力
を
み
れ
ば
、「
言

葉
の
力
」
を
実
感
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

私
は
読
売
新
聞
の
読
書
委
員
を
十
年
以
上
務
め
て

い
る
が
、書
評
を
書
く
に
あ
た
って
は
、「
二
回
半
読
む
」

こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
。
一
回
目
は
赤
鉛
筆
で
線

を
引
き
な
が
ら
読
み
、
二
回
目
は
赤
線
部
分
を
抜
き

書
き
し
な
が
ら
読
む
。
そ
し
て
三
回
目
は
、メ
モ
（
時

に
Ａ
５
用
紙
で
三
十
枚
に
な
る
こ
と
も
あ
る
）
を
読
み

返
し
な
が
ら
、
書
評
の
執
筆
に
入
る
。

何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
著
者
が
何
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
虚
心
に

読
め
ば
そ
の
著
書
の
全
体
像
が
見
え
て
く
る
。
書
評

を
し
て
い
て
嬉
し
い
の
は
著
者
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。

『
目
安
箱
の
研
究
』（
創
文
社
）
の
書
評
に
対
し
て
、

画
を
始
め
た
の
は
二
〇
〇
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
胃
癌

で
胃
の
全
摘
手
術
を
受
け
、
編
集
委
員
と
し
て
復
帰

し
書
い
た
コ
ラ
ム
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
れ
は『
思
想
』

（
岩
波
書
店
）
と
い
う
八
十
年
も
の
伝
統
あ
る
雑
誌
の

座
談
会
で
、「
立
ち
上
げ
る
」
が
三
十
数
回
も
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
強
く
批
判
す
る
内
容
だ
っ
た
。

「
国
学
を
立
ち
上
げ
た
本
居
宣
長
」「
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
場
合
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も

の
を
立
ち
上
げ
て
い
く
」
…
…
。
思
想
を
論
ず
る
の

に
こ
ん
な
に
ま
で
無
神
経
に
多
用
し
て
い
い
の
か
。
こ

の
座
談
会
に
限
ら
な
い
。「
審
議
会
を
立
ち
上
げ
る
」

「
保
育
園
を
立
ち
上
げ
る
」
な
ど
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニュー
ス

立
命
館
大
学
教
授
の
大
平
祐
一
さ
ん
か
ら
は
「
妻
と

娘
は
私
が
ど
ん
な
研
究
を
し
て
い
る
の
か
、
今
朝
の
書

評
で
よ
く
分
か
っ
た
よ
う
で
す
」
と
い
う
手
紙
を
い
た

だ
い
た
。
作
家
の
津
村
節
子
さ
ん
の
作
品
を
二
回
取

り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
小
説『
土
恋
』（
筑
摩
書
房
）

と
、
夫
の
吉
村
昭
さ
ん
と
の
歩
み
を
描
い
た
エッ
セ
ー

『
ふ
た
り
旅
』（
岩
波
書
店
）
で
あ
る
。
津
村
さ
ん
か

ら
の
お
葉
書
に
は
「
私
の
意
図
を
正
確
に
理
解
し
て
い

た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
あ
っ
た
。

新
聞
に
書
く
場
合
も
、
テ
レ
ビ
で
話
す
時
に
も
心

が
け
て
い
る
の
は
「
わ
か
り
や
す
く
、
た
め
に
な
っ
て
、

お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
文
章
で

も
中
学
生
や
お
年
寄
り
に
も
ス
ー
と
頭
に
入
る
分
か

り
や
す
さ
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

し
か
し
、
た
だ
分
か
り
や
す
い
と
い
う
だ
け
で
は
十

分
で
な
い
。
お
陰
で
勉
強
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と

が
必
要
だ
。
そ
し
て
、
知
的
好
奇
心
を
刺
激
さ
れ
る

よ
う
な
わ
く
わ
く
す
る
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
面
白
さ

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
つ
の
条
件
を
満
た
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

い
。
日
暮
れ
て
道
遠
し
で
は
あ
る
が
、
自
覚
的
に
使
っ

て
こ
そ
言
葉
は
生
き
生
き
と
魅
力
を
発
揮
す
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

で
も
平
気
で
使
っ
て
い
る
。
日
本
語
に
は
も
っ
と
ふ
さ

わ
し
い
言
葉
が
あ
る
だ
ろ
う
。
表
現
力
の
貧
困
さ

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
趣
旨

だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
手
紙
や
メ
ー
ル
が
殺
到
し
た
。
一
人

一
人
に
返
事
を
書
け
な
く
な
り
、
そ
れ
で
は
新
聞
社

を
挙
げ
て
チ
ー
ム
を
作
っ
て
連
載
を
始
め
よ
う
。
そ
う

思
って
最
初
に
俎そ

上じ
ょ
うに
乗
せ
た
の
は
、若
者
言
葉
や
フ
ァ

ミ
レ
ス
言
葉
だ
っ
た
。「
支
店
と
か

4

4

に
連
絡
と
か

4

4

し
て

お
き
ま
し
ょ
う
か
」「
千
円
か
ら

4

4

い
た
だ
き
ま
す
」

「
チ
ョ
ー

4

4

4

お
も
し
ろ
い
」
…
…
。

そ
の
後
、
テ
レ
ビ
や
学
校
現
場
の
言
葉
、
マ
ニュア
ル

橋本 五郎（はしもと ごろう）
１９４６年、秋田県生まれ。
読売新聞社論説委員、政治部長、編集局次長、
編集委員などを経て、現職。ニュース解説者として
も活躍している。著書に、『橋本五郎の「どうなる
日本！」』（弘文堂）、監修書に「新日本語の現場」
（中央公論新社）シリーズなどがある。



特 集「書く力」を高めるための
指導の工夫

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ（
学
習
到
達
度
調
査
）
の
結
果
か
ら
は
、
い

く
つ
か
の
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち

の
一
つ
に
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
無
答
率
の
高
さ
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
記
述
式
設
問
で
、
日
本
の
無
答

率
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
を
大
き
く
上
回
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

成
績
低
下
以
上
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
、
無
答
率
の
低
か
っ

た
秋
田
県
で
は
、
日
頃
か
ら
ど
の
よ
う
な
学
習
に
力
を

入
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
特
集
で
は
、秋
田
県
で
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
、「
書

く
力
」
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を

ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

なぜ、今、
「書く力」について

考えなければいけないのか

4

秋
田
県
二
年
連
続
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
理
由

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
、
秋
田
県
の
子

ど
も
た
ち
は
二
年
連
続
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
結
果
を
残

し
た
。
同
時
に
秋
田
県
の
子
ど
も
た
ち
の
白
紙
回

答
率
（
無
答
率
）
は
、
た
いへ
ん
低
か
っ
た
。
特
に

国
語
の
Ｂ
問
題
の
記
述
式
設
問
で
、
全
国
平
均
の

約
二
分
の
一
の
無
答
率
で
あ
っ
た
。

理
由
は
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ

と
し
て
授
業
の
在
り
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
年
度

生
徒
質
問
紙
の
中
に
「
国
語
の
授
業
で
は
、
自
分

の
思
い
や
考
え
を
書
く
こ
と
が
多
い
で
す
か
。」
と
い

う
問
い
が
あ
る
が
、「
当
て
は
ま
る
」「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
当
て
は
ま
る
」
と
答
え
た
子
ど
も
が
、
秋

田
県
は
全
国
平
均
よ
り
約
一
○
ポ
イ
ン
ト
高
い
。
同

じ
く
「
国
語
の
授
業
で
は
、
友
達
と
話
し
合
っ
た
り

し
て
意
見
を
交
換
す
る
場
面
が
多
い
で
す
か
。」
に

つ
い
て
は
、
秋
田
県
は
全
国
平
均
よ
り
約
二
○
ポ
イ

ン
ト
高
い
。

授
業
で
自
信
の
な
い
意
見
を
皆
の
前
で
言
う
よ

り
、先
生
や
成
績
の
良
い
子
ど
も
の
「
正
答
」
を
待
っ

て
、
ノ
ー
ト
に
書
い
た
り
暗
記
し
た
り
す
る
ほ
う
が

よ
い
、
と
思
って
い
る
子
ど
も
は
日
本
で
は
少
な
く
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
面
倒

な
記
述
式
の
設
問
を
前
に
し
た
際
に
「
間
違
っ
て
も

い
い
か
ら
自
分
の
考
え
を
書
い
て
み
よ
う
。」
と
は
思

わ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
ま
ず
は
自
分
の
思
い
や
考

え
を
書
い
て
み
る
、
発
言
し
て
み
る
。
そ
れ
を
友
達

と
話
し
合
っ
た
り
意
見
交
換
を
し
た
り
す
る
と
い
う

学
習
を
多
く
行
っ
て
い
る
と
、
少
々
面
倒
な
記
述
式

設
問
で
も
、
と
に
か
く
や
っ
て
み
よ
う
、
試
み
て
み

よ
う
、
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

何
を
学
ば
せ
る
の
か
と
い
う
到
達
点
の
明
示
化

学
習
課
題
に
つい
て
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に

考
え
さ
せ
た
り
書
か
せ
た
り
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

時
間
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。
達
成
が
遅
い
子

ど
も
に
は
丁
寧
な
援
助
も
必
要
と
な
る
。
話
し
合

い
や
意
見
交
換
に
も
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず

は
、
四
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
交
換
し
合
い

話
し
合
っ
て
い
く
。
次
に
、
そ
れ
を
学
級
全
体
に

出
し
て
検
討
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
指
導
は
、
教
師

に
と
っ
て
時
間
も
手
間
も
か
か
る
授
業
の
在
り
方

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
いっ
た
一
手
間
も
二
手
間
も
か
か

る
授
業
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
抜
き
に
、
無
答
率

を
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
無
答
率

そ
の
も
の
以
上
に
、
そ
う
いっ
た
学
習
が
子
ど
も
た

「
自
分
の
考
え
」
と「
意
見
交
換
」

そ
し
て「
読
む
こ
と
」
と「
書
く
こ
と
」

秋
田
大
学
教
授

阿あ

部べ

昇の
ぼ
る

提

言
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ち
の
教
科
内
容
獲
得
を
よ
り
豊
か
に
よ
り
深
く
す

る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
考
え
さ
せ

た
り
書
か
せ
た
り
、
話
し
合
わ
せ
た
り
す
る
と
い
う

学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
学
習
効
率

を
下
げ
る
危
険
も
あ
る
。
活
動
だ
け
が
前
面
に
出

る
学
び
の
薄
い
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
で
あ
る
。

こ
う
い
う
学
習
ほ
ど
、
そ
の
単
元
・
そ
の
授
業
で
子

ど
も
た
ち
に
何
を
こ
そ
学
ば
せ
身
に
付
け
さ
せ
る
か

と
い
う
到
達
点
（
教
科
内
容
）
を
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
学
習

課
題
を
厳
選
し
、
助
言
や
援
助
を
多
様
に
準
備
す

る
な
ど
の
配
慮
が
必
要
に
な
る
。

教
師
自
身
が
授
業
の
到
達
点
を
明
確
に
し
て
い

く
だ
け
で
な
く
、子
ど
も
た
ち
に
も
「
ね
ら
い
」「
ま

と
め
」
と
い
う
形
で
到
達
点
を
示
し
意
識
化
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
考
え
て
み
た
く

な
る
「
必
然
性
」
を
感
じ
ら
れ
る
学
習
設
定
、
学

習
課
題
の
提
示
も
求
め
ら
れ
る
。

「
読
む
こ
と
」と
「
書
く
こ
と
」の
有
機
的
関
連

無
答
率
の
低
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
書
く

こ
と
」
の
力
や
意
欲
が
深
く
か
か
わ
る
。
し
か
し
、

今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
自
分
の
考
え
を
書
く
、

表
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
課
題
に
応
え
て
教
材
や

学
習
対
象
を
「
読
む
こ
と
」
で
も
あ
る
。

一
九
年
度
中
学
校
国
語
Ｂ
問
題
で
「
蜘
蛛
の
糸
」

（
芥
川
龍
之
介
）が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
、

こ
の
作
品
の
「
三
」（
極
楽
の
場
面
）
は
「
な
い
ほ

う
が
い
い
」
か
「
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
か
、「
あ
な

た
は
」「
ど
ち
ら
の
意
見
に
賛
成
し
ま
す
か
」
と
い

う
設
問
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
賛
成
す
る
か
を
明
示

し
た
う
え
で
「
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
」
を
書

か
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
秋
田
県
の
子
ど
も

た
ち
の
正
答
率
は
全
国
平
均
を
約
八
ポ
イ
ン
ト

上
回
り
、
無
答
率
は
全
国
平
均
の
ほ
ぼ
二
分
の
一
で

あ
っ
た
。

こ
の
設
問
は
、
記
述
式
で
あ
り
書
く
力
が
求
め
ら

れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
「
三
」
の
場
面
を
自
分
自

身
で
解
釈
し
批
評
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
読

む
こ
と
」
の
力
で
あ
り
姿
勢
で
あ
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
、
記
述
式
設
問
の
正
答

率
の
低
さ
、無
答
率
の
高
さ
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
に
、

「
記
述
回
答
率
の
低
さ
」
イ
コ
ー
ル
「
書
く
力
の
低

さ
」
と
い
う
図
式
だ
け
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の

か
か
わ
り
の
中
で
問
題
を
と
ら
え
な
い
限
り
、
事
態

は
好
転
し
な
い
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
こ

の
設
問
の
よ
う
な
「
評
価
」「
批
評
」
が
明
確
に

教
科
内
容
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
場
合
も

「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
密
接
に
関
連
さ

せ
な
け
れ
ば
指
導
は
成
立
し
な
い
。

阿部 昇（あべ のぼる）
1954年生まれ。茗溪学園中学校・高等学校教諭を経て、
現在、秋田大学教育文化学部教授、秋田大学教育文化
学部附属小学校長。著書に、『文章吟味力を鍛える̶
教科書・メディア総合の吟味』（明治図書／2003年）、
『授業づくりのための「説明的文章教材」の徹底批判
（授業への挑戦）』（明治図書／1996年）ほか多数。
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読
む
こ
と
や
音
声
言
語
表
現
と
の
関
連
を

図
り
な
が
ら
「
書
く
力
」
を
育
て
る
指
導

秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
附
属
中
学
校
教
諭

濱は
ま

松ま
つ

寿ひ
と
し

は
じ
め
に

生
徒
の
「
書
く
力
」
を
育
て
る
た
め
に
は
、
相
手
意
識
と
目
的
意
識

を
も
た
せ
る
こ
と
と
書
く
内
容
を
も
た
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
書
く
た
め
の

技
能
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
に
私
は
、
読
む
こ
と
や
音
声
言
語
表
現
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
を
心
が

け
て
い
る
。
相
手
意
識
も
目
的
意
識
も
書
く
内
容
も
個
人
に
委
ね
る

よ
う
な
「
書
く
」
学
習
は
、
適
切
な
指
導
が
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
相
手
意
識
と
目
的
意
識
、
書
く
内
容
の
情
報
源
が
同
じ
で
あ

れ
ば
、
共
通
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
可
能
と
な
り
、
学
力
保
障
に
結
び

付
く
と
考
え
た
。

生
徒
に
人
気
の
高
い
作
品
を
学
習
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
書
く
活
動

を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
書
く
こ
と
に
抵
抗
感
を
も
つ
生
徒
は
少

な
い
。
そ
し
て
、
単
元
に
合
わ
せ
た
「
書
く
」
学
習
を
仕
組
み
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
章
の
書
き
方
を
能
動
的
に
学
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
書

く
こ
と
」
の
取
り
立
て
指
導
に
お
い
て
も
、
共
通
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

学
習
材
を
活
用
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

１

書
く
こ
と
で
、
楽
し
く
文
章
理
解
を
深
め
る
実
践

使
用
教
材

「
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ
│『
論
語
』か
ら
│
」（
三
年
）

中
学
生
は
、
古
典
が
大
好
き
で
あ
る
。
特
に
論
語
は
、
訓
読
の
平
易

な
学
習
材
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
が
多
く
、
決
し

て
遠
い
時
代
・
世
界
の
話
で
は
な
い
。
孔
子
の
言
葉
は
ご
く
身
近
な
世
界

に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
、
単
元
の
最
後
に
「
書
く
」

活
動
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

生
徒
は
好
き
な
論
語
を
引
用
し
て
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
た
り
、
論

語
を
基
に
お
話
作
り
を
し
た
り
す
る
。
こ
の
こ
と
で
、
生
徒
は
孔
子
の
言

葉
と
自
分
の
生
活
と
を
関
連
付
け
て
考
え
、一
層
の
理
解
を
深
め
て
い
く
。

結
論
を
論
語
で
表
現
す
る
の
で
、
楽
し
み
な
が
ら
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
P
８
資
料
１
参
照
）

ま
ず
は
、
各
自
に
好
き
な
論
語
を
一
つ
選
ば
せ
る
。
そ
し
て
次
の
二
つ

の
課
題
を
提
示
し
、
最
後
に
、
二
つ
の
課
題
を
貫
く
テ
ー
マ
を
決
め
て
文

章
を
書
き
進
め
て
い
く
。
分
量
は
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
一
枚
で
あ
る
。

課
題
１
選
ん
だ
論
語
に
当
て
は
ま
る
身
近
な
体
験
を
具
体
的
に
書
き
、

そ
の
体
験
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
「
論
語
」
の
言
葉
を
引
用

し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

課
題
２
選
ん
だ
論
語
に
関
係
し
た
お
話
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

（
生
徒
に
示
し
た
例
文
）

昔
々
、
あ
る
村
に
百
五
十
歳
の
お
じ
い
さ
ん
が
お
り
ま
し
た
。
村

人
は
、
明
日
の
天
気
や
政
治
の
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
相
談

に
行
き
ま
し
た
。
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す
る
と
お
じ
い
さ
ん
は
、
こ
の
村
の
過
去
の
出
来
事
を
記
録

し
た
分
厚
い
歴
史
の
本
を
開
き
、
現
在
の
村
の
状
況
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
、
いつ
も
正
し
い
予
言
を
し
ま
し
た
。

村
人
は
お
じ
い
さ
ん
を
「
師
」
と
呼
び
尊
敬
し
ま
し
た
。

自
で
見
つ
け
、
尾
括
法
で
攻
め
る
か
頭
括
法
で
攻
め
よ
う
か
、
双
括
法
で

い
こ
う
か
な
ど
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
の
た
め
の
文
章
構
成
を
グ
ル
ー
プ
で

練
り
に
練
って
い
た
。（
資
料
２
・
３
参
照
）

２

思
考
す
る
た
め
に
、
書
く
こ
と
の
能
力
を
育
て
る
実
践

使
用
教
材

「
扇
の
的
│『
平
家
物
語
』か
ら
│
」
（
二
年
）

「
提
案
の
し
か
た
を
工
夫
し
よ
う

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
」（
二
年
）

古
文
を
読
む
学
習
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
た
討
論
学
習

の
実
践
を
紹
介
す
る
。

平
家
物
語
の
人
気
は
高
い
。「
那
須
与
一
」
の
一
節
の
歓
喜
の
場
面
が
、

「
弓
流
し
」
で
は
、
一
転
し
て
緊
張
感
が
高
ま
って
い
く
。
生
徒
の
意
見
は

二
つ
に
分
か
れ
る
も
の
の
、「
情
け
な
し
」
派
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

「
あ
、
射
た
り
」
派
と
二
つ
に
分
か
れ
て
、
単
元
の
終
わ
り
に
討
論
の
学

習
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
を
、
歴
史
的
な
背
景
も
含
め
て
、
自
分

の
立
場
と
は
別
の
視
点
か
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
で
、
複
眼
的
な
読
み
の
学

習
に
も
つ
な
が
る
。

ま
た
、
討
論
に
お
い
て
は
、
立
論
に
重
き
を
置
き
、
立
論
部
分
に
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
て
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
立
論
に
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
入
れ
る
と
、
反
対
尋
問
が
立
て
や
す
い
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
も
あ
り
、
論
理
的
な
討
論
に
な
る
。「
源
平
合
戦
図
屏
風
」
や
「
平

家
物
語
絵
巻
」
に
描
か
れ
て
い
る
様
子
を
立
論
の
根
拠
と
し
た
り
、
当

時
の
武
家
社
会
の
き
ま
り
な
ど
を
根
拠
に
し
た
り
と
、
自
分
の
興
味
・

関
心
の
あ
る
事
柄
を
基
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
作
り
が
行
わ
れ
る
。
説
得

力
の
あ
る
話
し
方
や
資
料
の
提
示
の
し
か
た
よ
り
も
、
立
論
か
ら
最
終

弁
論
ま
で
論
の
柱
が
一
貫
し
て
い
る
か
を
、
勝
敗
の
判
定
の
中
心
と
す
る
。

す
る
と
勝
敗
よ
り
も
根
拠
の
お
も
し
ろ
さ
に
引
か
れ
て
、
ま
す
ま
す
平

家
物
語
が
好
き
に
な
って
い
く
。

「
書
く
」
学
習
で
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
発
表
原
稿
を
書

く
活
動
が
中
心
と
な
る
。
相
手
を
説
得
す
る
決
め
手
と
な
る
事
柄
を
各

３

近
代
作
家
の
名
作
を
楽
し
く
読
み
進
め
る
た
め
に
書
く
実
践

使
用
教
材

「
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う

情
報
を
選
ぶ
」
（
一
年
）

次
は
、
短
編
小
説
を
使
っ
て
楽
し
く
書
く
力
を
育
て
る
実
践
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
読
解
力
が
も
の
を
い
う
。
四
人
グ
ル
ー
プ
で
、ニュー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー

役
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
役
、
リ
ポ
ー
タ
ー
役
に
分
か
れ
て
、
小
説
の
場
面
を

実
況
中
継
す
る
と
い
う
設
定
の
学
習
で
あ
る
。
共
通
の
学
習
材
を
活
用

し
て
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
、
個
々
へ
の
指
導
が
的
確

に
な
る
と
考
え
た
。

ま
ず
は
、
報
道
番
組
を
リ
サ
ー
チ
し
、ニュー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
、コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
、
リ
ポ
ー
タ
ー
の
役
割
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
原
稿
の
書
き
方
を
確
認
す
る
。

次
に
、
小
学
校
四
年
生
で
学
習
し
た
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
使
っ
て
、
ど
の

場
面
を
ど
の
よ
う
に
実
況
中
継
し
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
原
稿
に
起
こ
し
て
い
く

か
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、原
稿
を
完
成
さ
せ
る
。
最
後
に
発
表
会
で
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
の
実
況
中
継
を
楽
し
む
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
だ
い
た
い
こ
つ

を
つ
か
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
本
番
。
近
代
作
家
の
名
作
を
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。

題
材
は
、
短
編
で
あ
り
な
が
ら
展
開
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
蜘
蛛
の
糸
」

を
活
用
す
る
。
主
人
公
が
蜘
蛛
の
糸
を
よ
じ
登
り
、
そ
の
後
お
釈
迦
様

の
怒
り
を
買
い
、
地
獄
へ
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
て
い
く
場
面
が
実
況
中
継

の
中
心
と
な
っ
た
。
二
人
の
リ
ポ
ー
タ
ー
が
、
天
国
と
地
獄
に
そ
れ
ぞ
れ

分
か
れ
、
主
人
公
と
お
釈
迦
様
の
様
子
を
リ
ポ
ー
ト
し
た
り
、
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
に
乗
り
な
が
ら
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
主
人
公
が
地
獄
に
落
ち
る
ま
で

の
様
子
を
リ
ポ
ー
ト
し
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
見
ら
れ
て

本
当
に
楽
し
い
学
習
で
あ
る
。（
P
１０
資
料
４
参
照
）

▲

資
料
１

資
料

▲ 資料２（学習の手引き）資料（学 手引 ）

▼ 資料３（討論の過程）
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４

作
品
の
よ
さ
を
伝
え
る
た
め
に
書
く
実
践

使
用
教
材

「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
二
年
）

「
読
書
活
動

読
書
紹
介
を
す
る
」
（
二
年
）

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
も
生
徒
に
人
気
の
高
い
作
品
で
あ
る
。
四
つ
の
大
き
な

場
面
に
分
か
れ
る
が
、
ど
の
場
面
も
登
場
人
物
の
言
動
に
つ
い
て
の
意
見

が
分
か
れ
る
深
さ
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
う
いっ
た
作
品
の
特
徴
を

と
ら
え
、
各
場
面
に
一つ
ず
つ
課
題
を
設
定
し
、
討
論
を
通
し
て
読
み
深

め
て
い
く
。
こ
こ
で
一
工
夫
を
加
え
る
。
議
論
伯
仲
と
な
り
、
と
も
す
れ

ば
自
分
の
主
張
に
こ
だ
わ
り
、
他
者
の
意
見
に
つい
て
の
理
解
が
お
ろ
そ
か

に
な
り
が
ち
な
の
で
、
自
分
の
立
場
を
変
え
た
友
達
の
考
え
や
、
立
場
は

変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
説
得
力
が
あ
る
と
感
じ
た
考
え
な
ど
を
振
り
返
っ

て
メ
モ
を
さ
せ
る
。

そ
し
て
一
通
り
学
習
を
終
え
た
あ
と
で
、
こ
の
作
品
の
よ
さ
を
コ
ピ
ー

作
文
で
伝
え
る
学
習
を
設
定
す
る
。
普
通
の
読
書
案
内
や
ポ
ッ
プ
で
は
、

取
り
上
げ
る
場
面
や
コ
ピ
ー
の
表
現
が
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
り
や
す
い
。

そ
こ
で
、「
討
論
の
過
程
で
、
自
分
が
最
も
心
が
揺
れ
た
場
面
を
コ
ピ
ー

作
文
に
し
よ
う
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
討
論
の
際
の
メ
モ

を
活
用
す
る
。
コ
ピ
ー
作
文
に
は
、
メ
モ
を
し
た
友
達
の
考
え
と
、
そ
の

友
達
の
名
前
を
必
ず
盛
り
込
む
こ
と
を
条
件
と
し
た
。
こ
の
学
習
で
は
、

ボ
デ
ィ
・
コ
ピ
ー
作
り
を
重
視
す
る
。
前
述
の
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、

読
み
手
に
説
得
力
の
あ
る
文
章
表
現
を
練
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
こ
の
作
品
を
多
く
の
人
の
手
に
取
って
も
ら
う
に
は
、
ど
の
コ

ピ
ー
作
文
が
よ
い
か
検
討
し
合
い
、
各
グ
ル
ー
プ
の
代
表
作
品
を
紹
介
し

合
う
。
学
習
の
足
跡
を
振
り
返
り
、
互
い
の
学
び
の
よ
さ
を
認
め
合
え
る

学
習
と
な
る
。（
P
１１
資
料
５
参
照
）

阿
部
昇
先
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

■
文
学
を
「
読
む
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」
へ
の
必
然
的
発
展

濱
松
先
生
の
実
践
提
案
は
、
い
ず
れ
も
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く

こ
と
」
の
指
導
が
必
然
性
を
も
っ
て
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
論
語
」

で
は
、
読
み
取
り
の
単
元
の
最
後
に
「
身
近
な
体
験
」「
お
話
」
作

り
を
位
置
づ
け
て
い
る
。「
平
家
物
語
」
で
は
、
同
じ
く
読
み
取
り
の

延
長
線
上
に
「
あ
、射
た
り
」「
情
け
な
し
」
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
設
定
し
、

そ
の
中
に
書
く
こ
と
の
指
導
を
位
置
づ
け
て
い
る
。「
平
家
物
語
シ
ー

ト
」（
Ｐ
９
資
料
３
）
を
見
る
と
、
そ
の
読
み
の
指
導
過
程
が
見
え
て

く
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
蜘
蛛
の
糸
」
と
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
、「
実

況
中
継
」「
読
書
紹
介
」
と
い
う
形
で
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」

を
丁
寧
に
結
び
付
け
て
い
る
。

こ
う
い
う
形
で
「
読
む
こ
と
」
と
の
関
連
の
中
で
「
書
く
こ
と
」

の
指
導
を
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
二
つ
の
分
野
の
指
導
の
有
機
的
関
連

が
図
ら
れ
る
。

■「
評
価
」「
批
評
」
的
な
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
指
導

濱
松
先
生
は
、「
平
家
物
語
」
の
「
扇
の
的
」
の
終
結
部
に
あ
た
る

「
五
十
ば
か
り
な
る
男
」
の
射
殺
に
関
し
て
、「
あ
、
射
た
り
」
に
共
感

す
る
か
、「
情
け
な
し
」
に
共
感
す
る
か
を
、
生
徒
た
ち
に
論
じ
さ
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
今
回
新
た
に
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
国
語
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
「
評
価
」「
批
評
」
に
つ
な
が
る
指
導
で
あ
る
。
ま
た
、「
蜘

蛛
の
糸
」
の
「
実
況
中
継
」
は
、
語
り
手
や
視
点
を
変
え
る
と
い
う
形

で
「
批
評
」
的
指
導
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
つ
い

て
も
、
メ
ロ
ス
は
「
自
分
勝
手
」
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
「
議
論
伯
仲
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
点
で
も
濱
松
実
践
は
、
先
進
的
と
言
え
る
。

▲

資
料
４

▲

資
料
５
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は
じ
め
に

生
徒
た
ち
の
可
能
性
を
引
き
出
し
、
生
徒
た
ち
に
確
か
な
言
葉
の
力

を
付
け
た
い
。
そ
れ
が
国
語
教
師
と
し
て
の
願
い
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

日
常
の
実
践
の
中
で
少
し
で
も
創
意
工
夫
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

と
き
に
は
教
科
書
を
離
れ
て
自
分
で
単
元
を
構
成
し
た
り
、
教
科
書
教

材
の
発
展
学
習
を
一
工
夫
し
た
り
し
な
が
ら
実
践
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

さ
て
、生
徒
た
ち
が
書
く
（
表
現
す
る
）
力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
は
、

次
の
三
つ
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

①
生
徒
た
ち
が
書
き
た
い
（
表
現
し
た
い
）
と
い
う
意
欲
を
も
って
い
る
。

②
生
徒
た
ち
が
書
く
（
表
現
す
る
）
た
め
の
内
容
を
も
って
い
る
。

③
生
徒
た
ち
が
書
く
（
表
現
す
る
）
た
め
の
技
術
を
も
って
い
る
。

次
に
述
べ
る
の
は
、
そ
う
し
た
書
く
（
表
現
す
る
）
力
を
身
に
付
け
さ

せ
る
た
め
の
日
常
の
さ
さ
や
か
な
実
践
で
あ
る
。

１

論
説
文
の
読
解
か
ら
「
書
く
こ
と
」
へ
つ
な
げ
る
実
践

使
用
教
材

「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」（
三
年
）
四
時
間

を
例
と
し
て
考
え
な
が
ら
、
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
根
拠
を
挙
げ

て
考
え
を
述
べ
る
学
習
を
設
定
し
た
。

（２）
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
の
実
際

①
学
習
目
標

立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
理
由
や
根
拠
を
挙
げ
て
意
見
を
述
べ
よ
う

②
主
な
学
習
活
動

○
本
時
の
課
題
を
確
認
す
る

○「
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
」
に
つい
て
考
え
る

・「
遺
伝
子
組
み
換
え
」
に
関
連
し
た
食
品
を
発
表
し
合
う
。

・
食
品
の
包
装
に
書
か
れ
て
あ
る
「
遺
伝
子
組
み
換
え
」
に
関
連

し
た
説
明
（
資
料
１
参
照
）
を
発
表
し
、
確
認
す
る
。

・
な
ぜ
「
遺
伝
子
組
み
換
え
で
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
が
書
か

れ
て
い
る
の
か
を
考
え
、
話
し
合
う
。

○
前
時
ま
で
の
内
容
を
簡
単
に
振
り
返
る

・「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」
の
内
容
を
キ
ー
ワ
ー
ド
の
確
認
で
振

り
返
る
。

○「
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
」
に
つ
い
て
理
解
す
る

・
現
状
が
分
か
る
補
助
資
料
を
読
み
合
う
。

○
論
理
的
な
文
章
の
展
開
を
確
認
す
る

・
立
場
、
根
拠
、
主
張
を
述
べ
る
文
型
を
確
認
す
る
。

○「
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
」
の
生
産
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま

と
め
る
（
P
14
資
料
２
参
照
）

・
自
分
の
立
場
（
促
進
派
・
抑
制
派
）
を
決
め
る
。

・
根
拠
・
意
見
を
メ
モ
す
る
。

・
自
分
の
考
え
を
原
稿
用
紙
に
ま
と
め
る
。

○
意
見
文
を
発
表
し
合
う

（1）
身
の
回
り
の
問
題
に
結
び
付
け
る
学
習
の
工
夫

理
由
や
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
論
理
を
展
開
す
る
論
説
文
「
生
き
物

と
し
て
生
き
る
」
の
読
解
の
最
後
に
、「
書
く
こ
と
」
の
教
材
「
説
得
力

の
あ
る
文
章
を
書
こ
う
」
の
学
習
に
つ
な
が
る
表
現
活
動
を
一
時
間
設
定

し
た
。
理
由
や
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
論
理
的
な
文
章
を
書
い
た
り
話

し
た
り
す
る
力
の
育
成
は
、
各
種
調
査
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
表
現
力
や

思
考
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
。「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
関
連

学
習
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
次
に
予
定
し
て
い
る
「
書
く
こ
と
」
の
学
習

の
導
入
も
兼
ね
た
い
と
考
え
た
。

さ
て
、「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」
で
は
、
生
物
学
者
で
あ
る
筆
者
が
、

機
械
と
同
じ
よ
う
に
生
き
物
（
人
間
）
ま
で
も
「
思
い
ど
お
り
に
」
作

ろ
う
と
す
る
こ
と
に
歯
止
め
を
か
け
、人
間
も
「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」

暮
ら
し
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
学
習
を
通
し
て
、

現
代
社
会
の
抱
え
て
い
る
諸
問
題
に
、
自
分
た
ち
が
密
接
に
か
か
わ
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、
自
分
は
そ
れ
に
ど

う
対
処
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
身
の
回
り
の
生
活
と
関
連
さ
せ

て
真
剣
に
考
え
る
よ
う
な
題
材
を
設
定
し
た
。

ま
た
、生
徒
た
ち
は
、総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
「
食
と
健
康
」
や
「
環

境
問
題
」
を
テ
ー
マ
に
学
習
し
て
き
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
食
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
って
き
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
、「
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
」

◀
資
料
１
「
遺
伝
子
組
み
換
え
」
に
関
連
し
た
食
品
（
実
物
）
の
包
装
か
ら

ア
納
豆

①
原
材
料
名

大
豆
（
カ
ナ
ダ
ま
た
は
ア
メ
リ
カ
）（
遺
伝
子
組
み
換
え

で
な
い
）

②
注
：
原
料
大
豆
は
表
示
の
原
産
国
の
大
豆
を
適
宜
切
り
替
え
て
使
用

し
て
お
り
ま
す
。

③
遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
は
使
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

イ
豆
腐

遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
は
使
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

ウ
ス
ナ
ッ
ク
菓
子

遺
伝
子
組
み
換
え
原
料
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
、
分
別
流
通
さ
れ
た
と
う

も
ろ
こ
し
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

（３）
作
文

次
の
文
は
、
抑
制
派
の
生
徒
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
の
生
産
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
主
婦
は
誰
よ
り
も
食
の
安
全
に
気
を
遣
っ
て
お
り
、
何
が
起
こ
る

か
分
か
ら
な
い
危
険
性
の
あ
る
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
を
好
ん
で
買
う
人
は

あ
ま
り
い
な
い
、
と
い
う
話
を
母
か
ら
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
も
、
自
然
な

生
き
物
や
食
べ
物
に
人
間
が
手
を
加
え
る
こ
と
で
危
険
性
が
高
ま
る
と
感
じ

る
。
だ
か
ら
、「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」
の
中
で
筆
者
が
言
って
い
た
よ
う
に
、

思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
当
て
は
め
て
し
ま
う

の
は
間
違
って
い
る
と
思
う
。

し
か
し
、
発
展
途
上
国
に
お
い
て
の
ワ
ク
チ
ン
摂
取
の
有
効
な
手
段
と
し
て

の
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
の
開
発
な
ど
の
研
究
は
人
類
の
役
に
立
つ
も
の
と
し

て
慎
重
に
行
って
い
け
ば
い
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
確
か
な
情
報
を
消
費

者
に
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
って
い
る
。

「
書
く
力
」
に
つ
な
が
る
指
導
の
工
夫

秋
田
市
立
泉
中
学
校
教
諭

工く

藤ど
う

隆た
か
し

「書く力」を高めるための
指導の工夫

特 集

実践提案 ❶実践提案 ❷
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（４）
学
習
を
終
え
て

食
品
偽
装
問
題
や
中
国
の
冷
凍
食
品
問
題
に
よ
っ
て
、「
食
の
安
全
」

に
対
す
る
関
心
が
高
ま
って
い
る
と
こ
ろ
で
こ
の
学
習
を
行
っ
た
。
論
説
文

指
導
に
お
い
て
は
、
論
説
文
で
読
み
取
っ
た
こ
と
と
身
近
な
問
題
を
関
連

付
け
な
が
ら
、
生
活
の
中
で
生
き
て
働
く
表
現
力
の
育
成
を
図
る
こ
と

も
時
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
筆
者
の
主
張
の
内
容

や
論
の
進
め
方
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
感
じ
た
。

３

生
き
生
き
と
し
た
文
章
を
書
く
た
め
の
実
践
（
行
事
と
の
関
連
）

オ
リ
ジ
ナ
ル
単
元

「
思
い
出
ス
ナ
ッ
プ
」（
一
〜
三
年
）

本
校
で
は
、
宿
泊
学
習
や
文
化
祭
な
ど
、
イ
ベ
ン
ト
が
終
わ
っ
た
あ
と

に
全
学
級
で
、「
思
い
出
ス
ナ
ッ
プ
」
を
書
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

Ｂ
５
か
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
に
、
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
、
自
分
に
と
っ
て
印

象
に
残
っ
た
思
い
出
を
自
由
に
書
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
効
果
的
に
伝
え
る
に
は
、
表
現
の
工
夫
が
大
切

だ
。
例
え
ば
、
書
き
出
し
を
疑
問
文
や
会
話
に
す
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

の
場
面
や
印
象
に
残
っ
た
言
葉
か
ら
書
き
始
め
る
。
前
掲
の
「
こ
こ
を
聞

い
て
」
の
学
習
な
ど
で
引
用
し
た
表
現
を
こ
こ
で
生
か
す
と
い
う
生
徒
も

出
て
く
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
最
初
の
一
文
か
ら
読
者
を
引
き
つ
け
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
時
に
は
、「
書
き
出
し
」
を
指
定
し
て
書
か
せ
て

み
る
こ
と
が
あ
って
も
い
い
。

次
の
文
は
、
一
年
生
が
十
一
月
に
行
っ
た
「
な
べっ
こ
集
会
」
の
「
思
い

出
ス
ナ
ッ
プ
」
の
文
で
あ
る
。
国
語
の
時
間
で
「
書
き
出
し
」
を
①「
や
っ

た
ー
。」
②
「
た
いへ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。」
の
二
つ
か
ら
選
ば
せ
書
か

せ
て
み
た一例
で
あ
る
。

「
や
っ
た
ー
。」
私
は
声
を
上
げ
た
。
と
っ
て
も
お
い
し
そ
う
な
豚
汁
が
で
き

た
の
だ
。『
は
や
く
食
べ
た
い
』
そ
う
思
っ
た
。
み
ん
な
も
そ
う
思
っ
た
は
ず
だ
。

食
べ
て
み
る
と
、
温
か
く
て
野
菜
も
た
っ
ぷ
り
入
っ
て
い
て
、
予
想
通
り
と
て

も
お
い
し
か
っ
た
。
い
つ
も
は
ふ
ざ
け
て
い
る
男
子
も
今
日
ば
か
り
は
真
剣
に
取

り
組
ん
で
作
っ
た
、
そ
ん
な
豚
汁
だ
。
お
い
し
く
な
い
わ
け
が
な
い
。
私
は
、

協
力
す
る
と
何
で
も
う
ま
く
い
く
ん
だ
と
実
感
し
た
。

２

読
者
を
引
き
つ
け
る
文
章
を
学
ぶ
実
践
（
読
書
紹
介
と
の
関
連
）

オ
リ
ジ
ナ
ル
単
元

「
こ
こ
を
聞
い
て
」（
一
年
）

読
書
後
に
、
読
書
記
録
を
書
く
活
動
を
行
う
こ
と
は
多
い
と
思
う
が
、

そ
こ
か
ら
朗
読
に
つ
な
げ
る
と
い
う
学
習
を
行
って
み
た
。
そ
れ
が
、一年
の

「
こ
こ
を
聞
い
て
」
と
い
う
読
書
紹
介
で
あ
る
。

本
校
で
は
、
自
由
読
書
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
同
じ
本
（『
盲
導

犬
ク
イ
ー
ル
の
一
生
』、『
佐
賀
の
が
ば
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
』、『
こ
こ
ろ
』
な
ど
）

を
学
級
全
体
で
読
む
集
団
読
書
を
行
う
な
ど
、
工
夫
し
な
が
ら
毎
朝

二
十
分
間
の
朝
読
書
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
友
達
に
紹
介
し
た
い
本

を
一
冊
選
び
、
そ
の
中
か
ら
一
場
面
を
選
び
、
朗
読
で
紹
介
す
る
」
と
い

う
学
習
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
第
一
学
年
、
２
内
容
、
Ｃ
読
む

こ
と
（２）
言
語
活
動
例
ウ

課
題
に
沿
って
本
を
読
み
、
必
要
に
応
じ
て
引

用
し
て
紹
介
す
る
こ
と
」
に
該
当
す
る
学
習
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
学
習
を
通
じ
て
、
生
徒
た
ち
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、

読
者
を
引
き
つ
け
る
文
章
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。（
資
料
３
参
照
）

そ
し
て
、
書
き
終
え
た
ら
必
ず
読
み
返
す
習
慣
を
つ
け
さ
せ
た
い
。

一
文
一
文
を
短
く
し
、
文
末
が
同
じ
よ
う
な
表
現
の
繰
り
返
し
に
な
ら
な

い
よ
う
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
で
き
る
と
い
い
。

最
後
に
な
る
が
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
の
工
夫

と
充
実
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
国
語
教
師
と
し
て
、
学
校
全
体
の
教

育
活
動
の
中
で
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
を
常
に
考
え
、
実
践
し
て
い
く

姿
勢
を
今
ま
で
以
上
に
も
って
い
き
た
い
。

阿
部
昇
先
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

■
説
明
文
を
「
読
む
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」
へ
の
必
然
的
発
展

工
藤
先
生
も
、
濱
松
先
生
同
様
、「
読
む
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」

に
指
導
を
必
然
的
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」

で
は
、
丁
寧
な
読
み
取
り
の
最
後
に
「
説
得
力
あ
る
文
章
を
書
こ
う
」

と
い
う
学
習
を
位
置
づ
け
て
い
る
。「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」
と
関

連
さ
せ
な
が
ら
「
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
」
に
つ
い
て
リ
サ
ー
チ
を
さ

せ
文
章
を
書
か
せ
て
い
る
。

■「
評
価
」「
吟
味
」
的
な
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
指
導

工
藤
先
生
は
、「
生
き
物
と
し
て
生
き
る
」
の
読
み
取
り
か
ら
「
遺

伝
子
組
み
換
え
食
品
」
の
書
く
こ
と
指
導
に
発
展
す
る
際
に
、「
評
価
」

「
吟
味
」
の
観
点
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。「
遺
伝
子
組
み
換
え

食
品
」
に
つ
い
て
、「
促
進
」
か
「
抑
制
」
か
を
子
ど
も
た
ち
に
選
択

さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、濱
松
実
践
同
様
、新
し
い
学
習
指
導
要
領
の「
評

価
」
に
深
く
か
か
わ
る
先
進
的
な
観
点
で
あ
る
。

「書く力」を高めるための
指導の工夫

特 集

実践提案 ❶実践提案 ❷

▲ 資料２

▲ 資料3
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教師力講 座 5

「聞く力」をつけるために

東京都台東区立御徒町台東中学校教諭　甲
か

斐
い

利
り

恵
え

子
こ

■
聞
き
た
く
な
る
話
を

「
静
か
に
し
な
さ
い
。」
と
言
わ
な
い
で
静
か
に

な
る
の
は
、「
聞
き
た
い
」
と
思
う
と
き
。
先
生

の
話
も
子
ど
も
の
話
も
「
聞
き
た
い
」
雰
囲
気

を
創
り
出
す
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
の
仕
事
で
す
。

中
学
一
年
生
を
担
任
し
た
と
き
が
い
ち
ば
ん
の

チ
ャ
ン
ス
。「
伸
び
た
い
。」「
が
ん
ば
り
た
い
。」

と
思
っ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
気
持
ち
に
沿
う
お

話
を
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
聞
く
こ
と
が
好

き
に
な
っ
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
一
年
以
外
を

担
任
し
て
い
て
も
大
丈
夫
。
子
ど
も
た
ち
は
お

も
し
ろ
い
こ
と
に
は
め
っ
ぽ
う
敏
感
で
、
な
ん
だ
、

な
ん
だ
の
ノ
リ
で
学
習
に
向
か
う
も
の
で
す
。

四
月
に
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
わ
た
し
は

「
か
ら
の
コ
ッ
プ
」
と
い
う
お
話
を
し
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
学
習
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
心

構
え
の
よ
う
な
内
容
で
す
が
、
聞
き
取
り
メ
モ
の

取
り
方
を
教
え
た
り
、話
を
聞
い
て「
要
約
す
る
」

と
い
う
学
習
を
教
え
た
り
、
さ
っ
と
感
想
を
書
く

こ
と
の
練
習
に
使
っ
た
り
で
き
る
便
利
な
お
話
な

の
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
か
ら
の
コッ
プ
】

み
な
さ
ん
、
頭
の
中
に
コッ
プ
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
こ
へ
、
お
母
さ
ん
が
牛
乳
を
持
っ

て
き
ま
し
た
。
と
く
と
く
と
く
と
く
…
…
。
牛

乳
で
満
タ
ン
に
な
り
ま
し
た
。
さ
あ
、
飲
も
う

と
思
っ
た
と
き
に
今
度
は
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を

持
っ
て
き
ま
し
た
。
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
が
大
好
物

で
す
。
ど
う
し
ま
す
？

あ
る
人
は
牛
乳
を
ご
く
り
と
飲
ん
で
、
コッ
プ

を
洗
い
、
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
む
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
ま
た
あ
る
人
は
、
牛
乳
よ
り
オ
レ
ン
ジ

ジ
ュ
ー
ス
が
飲
み
た
い
と
思
っ
て
、
牛
乳
を
誰
か
に

飲
ん
で
も
ら
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
く
持
っ
て
き
た
オ
レ
ン
ジ

ジ
ュ
ー
ス
を
飲
む
た
め
に
、
コッ
プ
を
か
ら
に
す
る

と
思
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
も
あ
て
は

ま
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
心
の
中
に
も
コ
ッ
プ
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
の
コッ
プ
が
満

タ
ン
だ
と
何
も
入
り
ま
せ
ん
。

国
語
は
き
ら
い
な
ん
だ
よ
な
あ
、
あ
の
人
の
い

う
こ
と
は
つ
ま
ん
な
い
、
あ
い
つ
の
言
う
こ
と
は

聞
き
た
く
な
い
。
算
数
は
苦
手
だ
。
そ
ん
な
ふ

う
に
思
っ
て
し
ま
う
と
き
は
心
の
コッ
プ
が
一
杯
に

な
って
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
み
な
さ
ん
は
中
学
と
い
う
場
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
び
ま
す
。
心
の
コッ
プ
を
いつ

で
も
か
ら
に
し
て
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
こ
と
を

いっ
ぱ
い
学
ん
で
ほ
し
い
と
思
って
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
小
さ
な
お
話
を
す
る
と
き
に
活

用
し
て
い
る
の
が
「
聞
き
取
り
メ
モ
シ
ー
ト
」
で

す
。（
資
料
１
）
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
使
え
て
と
て

も
便
利
で
す
。

聞
き
取
り
メ
モ
は
、
縦
書
き
横
書
き
斜
め
書

き
、
自
由
自
在
。
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
よ
う
と
何

を
し
よ
う
と
自
由
。「
工
夫
し
て
や
って
み
ま
し
ょ

う
。」
と
、
指
示
し
ま
す
。
ま
た
、
お
話
を

聞
い
た
あ
と
に
は
、「『
ま
と
め
』
の
欄
に
、
先

生
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
を
一
文
で
ま
と
め
な
さ

い
。」
と
い
う
学
習
を
し
ま
し
た
。
十
分
も
あ

れ
ば
で
き
る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
と
て

も
集
中
し
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。

▲

資
料
１

聞
き
取
り
メ
モ
シ
ー
ト

言葉を学ぶ教室には、明るい雰囲気と適度な緊張感が必要だと感じ
ています。気持ちが開かれていないと、子どもたちの中に本当の言葉が
生まれてこないと思うからです。
もちろん、それはわたしたち教師にも言えることです。きちんとさせよ
う、静かにさせようということに気持ちがいってしまうと、どうしても注
意が多くなります。本当に子どもたちに伝えたい言葉、語りたい言葉が
出にくい雰囲気になってしまいます。
「静かにしなさい。」「集中しなさい。」と言わなくても、静かになる教
室、集中する教室になるといいですね。そのためには、思わず「静かに
なってしまう学習」の用意をすることが必要になります。
「聞く力」は、すべての学習の基本となるものです。そのために、どんな
ことを心がけているか、実際にはどんな工夫をしているかをご紹介した
いと思います。

？
4月の初めのころは集中していた生徒も最近では緊張感
がなくなり、おしゃべりが多くなってきました。
まずは注意してから授業を始めることも多く、先日は授
業中に私語をしていたので注意したところ、「なんで、わたし
ばっかり注意するんですか。」と反抗的な態度でした。
生徒の聞く力をつけるにはどうしたらいいのでしょうか。
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は
いっ
ぱ
い
あ
る
方
が
嬉
し
い
も
の
で
す
。

■
意
識
し
て
授
業
に「
お
話
」を
取
り
入
れ
る

授
業
で
子
ど
も
た
ち
に
説
明
す
る
場
面
は
多

く
あ
り
ま
す
。
知
識
的
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
解

説
の
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

説
明
の
と
き
に
、
た
だ
な
ん
と
な
く
流
れ
に
沿
っ

て
話
し
出
さ
ず
、
区
切
り
を
つ
け
て
、
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
る
と
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
題
を
つ
け

る
と
効
果
的
で
す
。

例
え
ば
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
学
習
の
前
や
後

に
「
太
宰
治
の
人
と
作
品
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

話
し
ま
す
。
ま
た
、「
近
代
短
歌
の
基
礎
知
識
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
表
現
技
法
に
つ
い
て
説
明
し

た
り
、「『
ま
す
ら
を
ぶ
り
』
と
『
た
を
や
め
ぶ

り
』」
で
万
葉・古
今
に
つい
て
説
明
し
た
り
、「
解

説
を
聞
く
│
お
く
の
ほ
そ
道
」
な
ど
も
お
話
の

題
材
に
な
り
ま
す
。（
資
料
３
）

な
ん
と
な
く
説
明
し
な
い
で
、
一
回
の
話
で
理

解
さ
せ
よ
う
と
い
う
迫
力
で
話
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。「
お
話
」
の
材
料
は
身
近
な
と
こ
ろ
に

いっ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。

※
１
…
ビ
デ
オ
「
大
村
は
ま
創
造
の
世
界
」
特
別
付
録

『
大
村
は
ま
ア
ル
バ
ム
』（
大
空
社
）
よ
り
引
用
。

さ
ら
に
、
生
徒
た
ち
の
取
っ
た
メ
モ
（
資
料
２
）

を
印
刷
し
て
配
り
、
教
え
た
い
こ
と
に
焦
点
を

絞
って
講
評
す
る
と
効
果
的
で
す
。
子
ど
も
た
ち

の
書
い
た
も
の
の
中
に
は
、
必
ず
学
習
材
に
な
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
メ
モ
の
取
り
方
で
す
が
、
字
の
乱
暴
さ

な
ど
は
今
は
問
わ
な
い
と
教
え
ま
す
。
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
て
い
ね
い
に
書
け
た
ら
い
い
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
速
さ
と
正
確
さ
が
大
事
で
す
。
子
ど

も
た
ち
の
資
料
を
見
な
が
ら
、「
ほ
ら
見
て
、
こ

の
字
あ
ま
り
き
れ
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
ね
。
で

も
、
い
い
ん
で
す
よ
。
大
事
な
中
身
が
き
ち
ん
と

書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。」
と
言
っ
た
り
し
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
に
は
、「
メ
モ
」
の
字
と

「
ま
と
め
」
の
字
の
違
い
が
際
立
つ
資
料
を
使
う

と
い
い
の
で
す
。

ま
た
、
メ
モ
を
取
る
と
き
に
は
聞
い
た
そ
の
ま

ま
を
だ
ら
だ
ら
と
文
で
書
い
て
い
く
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
す
。
記
号
を
使
っ
た
り
、

単
語
だ
け
で
書
い
た
り
、
人
に
よ
っ
て
は
イ
ラ
ス

ト
を
描
い
た
り
も
し
ま
す
。
課
題
を
意
識
し
つ

つ
（
今
回
は
先
生
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
一
文

で
ま
と
め
な
さ
い
と
い
う
も
の
で
し
た
）、
大
事
な

と
こ
ろ
は
線
で
囲
ん
だ
り
、
傍
線
を
引
い
た
り
、

★
印
を
つ
け
た
り
し
て
メ
モ
を
す
る
の
だ
と
伝
え

ま
す
。

こ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
の
書
い
た
作
品
を
も
と

に
講
評
す
る
「
ま
と
め
」
の
授
業
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
聞
か
せ
っ
ぱ
な
し
を
防
ぎ
、
何
を
教

え
た
い
の
か
と
い
う
自
分
へ
の
自
問
も
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

■
お
話
を
い
っ
ぱ
い
貯
金
す
る

「
よ
く
聞
け
る
子
に
し
た
い
。
そ
れ
な
ら
面
白

い
話
を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
い
る
こ
と
で
す
。」

こ
れ
は
大
村
は
ま
さ
ん
の
言
葉
（
※
１
参
照
）

で
す
。
こ
の
言
葉
を
実
践
す
る
た
め
に
、
わ
た
し

は
お
話
を
原
稿
用
紙
に
書
い
て
い
ま
す
。

何
か
心
に
留
ま
っ
た
出
来
事
や
言
葉
、
文
章

の
一
節
を
メ
モ
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
を
と
き
ど

き
読
み
返
し
な
が
ら
ひ
と
つ
の
お
話
に
し
て
い
き

ま
す
。
何
を
伝
え
た
い
の
か
、
何
と
い
う
言
葉

を
子
ど
も
の
耳
に
届
け
た
い
の
か
、
こ
の
話
を
聞

い
て
ど
う
い
う
学
習
を
さ
せ
た
い
の
か
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
目
的
を
加
味
し
、
内
容
を
吟
味
し
て
約

三
分
ほ
ど
の
話
に
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。

お
話
の
タ
ネ
が
あ
る
と
い
い
な
と
、
常
に
心
の

ど
こ
か
で
思
っ
て
い
る
と
、
な
に
か
が
そ
の
ア
ン
テ

ナ
に
ひ
っ
か
か
っ
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に

も
さ
っ
と
メ
モ
を
取
っ
た
り
す
る
こ
と
は
大
事
で

す
ね
。
と
き
ど
き
、
そ
の
メ
モ
を
も
と
に
、
お
話

を
組
み
立
て
て
み
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
貯
金

▲

資
料
３
「
解
説
を
聞
く
│
お
く
の
ほ
そ
道
」

▲

資
料
２

生
徒
た
ち
の
聞
き
取
り
メ
モ
例

おもしろい話をいっぱい聞いていると、そこには静かで活気
のある空気が流れます。そういう雰囲気は自分たちが集中して
学習できているという実感を持たせ、いろいろなことに心が開
いていきます。
本の紹介でも、自分が体験したことでも、まずはやってみるこ

とです。子どもたちはそういう先生の姿が大好きだと思います。
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学
年
最
終
単
元
を
ど
う
扱
う
か山

梨
学
院
短
期
大
学
講
師

松ま
つ

野の

洋ひ
ろ

人と

1
は
じ
め
に

い
よ
い
よ
今
年
度
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
に
な
って
き
ま
し
た
。
授
業
は

年
度
当
初
の
予
定
ど
お
り
に
進
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
学
年

の
最
終
単
元
に
つい
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
終
単
元
は
、
各
学
年
と
も
三
領
域
の
学
習
を
す
べ
て
包
含
し
た
総

合
的
な
国
語
学
習
単
元
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
、
一
年
間
の

国
語
学
習
の
集
大
成
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
単
元
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
「
調
べ
学
習
」
を
位
置
付
け
て
い
る
と
い
う
点
、

大
き
な
学
習
の
流
れ
が
「
調
べ
る
」
↓
「
ま
と
め
る
」
↓
「
発
表
す
る
」

と
い
う
構
成
に
な
って
い
る
点
も
、
各
学
年
に
共
通
し
た
性
格
で
す
。

2
具
体
的
展
開
（
第
一
学
年
の
単
元
を
例
に
）

第
一
学
年
で
は
、「『
生
活
と
言
葉
』
身
の
回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
に

地
域
性
や
時
代
性
を
踏
ま
え
た
、
教
科
書
所
載
以
外
の
観
点
か
ら
課
題

例
を
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
段
階
の
学
習
で
は
、
生
徒
一
人
一
人
の
学
習
が

成
立
す
る
か
否
か
を
見
極
め
な
が
ら
、
教
師
は
積
極
的
に
指
導
助
言
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

次
の
ス
テ
ッ
プ
は
、「
研
究
計
画
を
立
て
、
調
べ
る
」
で
す
。
教
科
書
に

は
「
研
究
計
画
書
」
作
成
の
た
め
の
観
点
が
四
項
目
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

授
業
時
数
を
も
踏
ま
え
、
調
査
の
方
法
と
作
業
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
を
詳

細
に
決
め
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

研
究
課
題
に
よ
っ
て
は
、
放
課
後
・
休
日
等
を
利
用
し
た
校
外
で
の
調

査
活
動
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
際
の
注
意
点
、
具
体
的
に
は
安
全
に

関
す
る
こ
と
や
対
人
マ
ナ
ー
に
関
す
る
こ
と
等
も
し
っ
か
り
指
導
し
確
認

さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
情
報
源
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
も
予
想
さ

れ
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
情
報
源
と
し
て
利
便
性
が
高
い
反
面
、

情
報
の
質
と
い
う
点
で
は
玉
石
混
淆
で
す
の
で
、
評
価
が
定
ま
ら
な
い
不

安
定
な
情
報
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
従
って
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利

用
生
徒
に
対
し
て
は
常
に
目
配
り
し
、
個
別
指
導
に
努
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

図
書
館
の
資
料
を
利
用
す
る
生
徒
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
と
思
い
ま

す
が
、
一人
一人
の
生
徒
の
研
究
課
題
に
対
応
し
た
資
料
が
図
書
館
に
ど
れ

だ
け
あ
る
の
か
、
司
書
や
司
書
教
諭
等
の
協
力
も
得
て
事
前
に
確
認
し
て

お
く
の
も
教
師
の
大
事
な
仕
事
で
す
。

次
の
「
研
究
結
果
を
ま
と
め
る
」
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
、
情
報
の
取
捨
選

択
と
発
表
を
見
通
し
た
結
果
の
ま
と
め
方
に
配
慮
が
必
要
で
す
。
と
り

わ
け
後
者
に
つい
て
は
、
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て

グ
ラ
フ
・
図
表
で
表
し
た
り
、
配
布
資
料
、
ビ
デ
オ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
を

活
用
し
た
り
し
て
、
ビ
ジ
ュア
ル
化
を
図
る
工
夫
が
大
事
で
す
。

つ
い
て
考
え
る
」
と
い
う
単
元
名
・
単
元
目
標
を
受
け
、「『
言
葉
を
探
検

す
る
』
調
べ
た
こ
と
を
発
表
す
る
」
と
い
う
活
動
題
目
（
教
材
名
）
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
学
習
の
ス
テ
ッ
プ
が
次
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
研
究
の
課
題
を
見
つ
け
る
。
②
研
究
計
画
を
立
て
、
調
べ
る
。

③
研
究
結
果
を
ま
と
め
る
。

④
研
究
発
表
会
を
開
く
。

第
一
ス
テ
ッ
プ
は
、「
研
究
の
課
題
を
見
つ
け
る
」
で
す
が
、
実
は
こ
こ
で

の
課
題
設
定
が
、
こ
の
学
習
全
体
の
成
否
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

例
え
ば
、「
研
究
を
始
め
た
け
れ
ど
も
、
関
係
す
る
情
報
を
入
手
す
る
た

め
の
資
料
が
図
書
館
等
身
近
に
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。」「
研
究
結
果
を
発

表
し
た
の
だ
が
、
取
り
上
げ
た
内
容
に
問
題
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
あ
ま
り

興
味
を
示
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。」
と
い
う
よ
う
な
反
省
が
、
こ
の
種
の

学
習
で
は
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
課
題
設
定
に
問
題

が
あ
る
の
で
す
。

教
科
書
で
は
、
十
一の
課
題
を
例
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
を

参
考
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
状
況
に
応
じ
て
、

最
後
の
「
研
究
発
表
会
を
開
く
」
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
、
発
表
会
運
営
の

役
割
分
担
、
グ
ル
ー
プ
研
究
の
場
合
の
発
表
役
割
分
担
等
を
決
め
て
お
く

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
聞
き
手
へ
の
指
導
で
す
。

各
発
表
を
聞
い
て
何
を
学
べ
た
の
か
、
し
っ
か
り
確
認
さ
せ
記
録
に
と
ど
め

さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
発
表
聴
取
シ
ー
ト
」
の
よ
う
な
記
録
用
紙

を
用
意
し
、
発
表
の
要
点
や
、
発
表
を
聞
い
て
新
た
に
知
っ
た
事
柄
等
を

記
入
さ
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
意
見
や
感
想
の
交
換
を
さ
せ
る
と
効
果
的
で

し
ょ
う
。

筆
者
が
過
去
に
実
践
し
た
事
例
を
二
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

一つ
は
、「
正
し
い
日
本
語
表
現
を
考
え
よ
う
」
と
い
う
学
習
で
、
身
の

回
り
か
ら
「
誤
表
現
」
を
採
取
さ
せ
、
そ
れ
を
整
理
し
考
察
さ
せ
発
表

さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
は
じ
め
に
、
音
声
言
語
・
文
字
言
語
の
両
面

か
ら
、
誤
用
頻
度
の
高
い
日
本
語
表
現
を
学
ば
せ
、
そ
こ
か
ら
得
た
知
識

を
物
差
し
と
し
て
身
の
回
り
か
ら
誤
表
現
を
採
取
さ
せ
た
の
で
す
が
、
他

教
科
の
教
師
も
授
業
中
の
言
葉
遣
い
や
板
書
の
表
記
に
神
経
を
使
う
よ
う

に
な
る
と
い
う
、
予
期
せ
ぬ
副
産
物
ま
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

も
う
一つ
は
、「
方
言
地
図
を
作
ろ
う
」
と
い
う
学
習
で
、
県
内
で
複
数

の
表
現
が
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
選
ば
せ
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
地
域

で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
さ
せ
、
そ
れ
を
県
地

図
に
落
と
し
考
察
さ
せ
発
表
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
休
日
等
を
活
用

し
、
録
音
機
を
持
っ
て
土
地
の
古
老
の
声
を
拾
っ
て
く
る
者
、
図
書
館
や

市
町
村
役
場
等
で
、
各
『
市
町
村
誌
』
の
記
述
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
者

等
、
興
味
の
あ
る
学
習
に
は
、
生
徒
た
ち
は
主
体
的
・
積
極
的
に
取
り
組

む
と
い
う
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
実
践
で
し
た
。

生
徒
た
ち
は
、課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
道
筋
が
見
通
せ
れ
ば「
調
べ
る
」

と
い
う
学
習
に
は
強
い
興
味
と
意
欲
を
示
し
ま
す
。
一
年
間
の
学
習
成
果

が
実
を
結
ぶ
よ
う
な
実
践
を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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楷
書
と
「
速
く
書
く
こ
と
」

新
し
い
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
書
写
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
高
学

年
の
一
項
に
「
書
く
速
さ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
」
と
い
う
文
言
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
書
写
の
取
り
立
て
学
習
で
は
日
常
的
な
、
ゆ
っ
く

り
丁
寧
に
書
く
場
面
を
意
識
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
逆
の
、
速
く

書
く
場
面
を
意
識
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
で
に
小
学
校
の
段
階

で
、
日
常
的
な
書
字
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
や
、
そ
れ
ら
の
場
面
に
適
し
た

書
き
ぶ
り
に
つい
て
意
識
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
速
く
書
く
こ
と
」
の
で
き
る
書
き
ぶ
り
が
、
そ
の
ま
ま
「
行
書
」
で

あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
書
は
過
去
か

ら
現
在
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
速
く
書
く
こ
と
の
で
き
る
書
き
ぶ
り
の
う

ち
、あ
る
特
徴
的
な
「
範
囲
」
に
つい
て
そ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
だ
け
で
す
。

持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
で
す
が
、
楷
書
に
も
速
く
書
く
こ
と
の
で
き
る
書
き

ぶ
り
は
あ
り
ま
す
。

従
来
か
ら
小
・
中
学
校
書
写
の
学
習
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る

「
許
容
さ
れ
る
書
き
方
」
の
い
く
つ
か
は
、
速
く
書
く
こ
と
の
で
き
る
書
き

ぶ
り
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

「
許
容
」
の
本
来
の
意
味
は
、「
文
字
（
こ
の
場
合
は
漢
字
）
の
形
に
は
書

字
の
習
慣
上
行
わ
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
は
必
ず
し
も
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
教
科
書
体
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
標
準
的
な
字
体
に
拠
ら
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
た

だ
日
常
一
般
の
書
字
活
動
は
、
多
く
の
場
合
速
く
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
、「
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方
」
の
中
に
は
、
速
く
書
く
こ
と
に

適
し
た
書
き
方
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

お
手
元
に
「
常
用
漢
字
表
」
が
あ
れ
ば
開
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。「（
付
）

字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
の
中
の
「
第
２

明
朝
体
活
字
と
筆
写
の
楷
書
と

の
関
係
に
つ
い
て
」
の
項
に
「
２

筆
写
の
楷
書
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方

が
あ
る
も
の
」
と
し
て
具
体
的
な
例
示
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
「
長
短

に
関
す
る
例
」「
方
向
に
関
す
る
例
」「
つ
け
る
か
、は
な
す
か
に
関
す
る
例
」

「
は
ら
う
か
、
と
め
る
か
に
関
す
る
例
」「
は
ね
る
か
、
と
め
る
か
に
関
す
る

例
」「
そ
の
他
」
の
六
種
類
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
行
の
書
写
の
教
科

書
で
は
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
整
理
し
、
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
生
徒
に
提

示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

資
料
１
は
、
光
村
図
書
『
中
学
書
写
一
年
』（
Ｐ
10
）
の
例
で
す
が
、「
位
・

保
・
系
・
月
」
四
例
の
書
き
方
の
中
に
は
、
右
の
六
種
類
の
内
容
の
う
ち
「
方

向
」「
つ
け
る
か
、
は
な
す
か
」「
は
ら
う
か
、
と
め
る
か
」「
は
ね
る
か
、
と

め
る
か
」
と
いっ
た
複
数
の
内
容
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
保
」
の

一
字
を
と
っ
て
も
、「
口
」
の
部
分
は
「
つ
け
る
か
、
は
な
す
か
」、「
木
」
の
部

分
は
「
つ
け
る
か
、
は
な
す
か
」
と
「
は
ね
る
か
、
と
め
る
か
」
の
内
容
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
混
在
ぶ
り
が
「
許
容
さ
れ
る
書
き
方
」
の

内
容
を
あ
い
ま
い
に
し
、
理
解
し
に
く
く
し
て
い
る
と
いっ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
《
点
画
の
種
類
》
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
直
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
標
準
的
な
字
体
に
従
っ
た
書
き
方
（
以
下
「
標
準

的
な
書
き
方
」
と
い
う
）
と
許
容
さ
れ
る
書
き
方
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

二
者
の
間
で
点
画
の
種
類
が
変
化
し
て
い
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

連
載

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
3

「
許
容
さ
れ
る
書
き
方
」
の
取
り
扱
い

鳥
取
大
学
教
授

住す
み

川か
わ

英ひ
で

明あ
き
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豊かな書写指導のために

た
と
え
ば
「
月
」
の
場
合
。
標
準
的
な
書
き
方
で
は
、第
一
画
（
左
払
い
）

と
第
二
画
（
折
れ
）
と
は
必
ず
接
し
、
続
く
第
三
画
と
第
四
画
（
と
も
に

横
画
）は
第
一・
二
画
の
両
方
に
必
ず
接
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の「
接

す
る
」
＝
「
つ
け
る
」
と
い
う
関
係
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
字

体
と
し
て
の
正
し
さ
が
保
た
れ
る
わ
け
で
す
が
、
日
常
の
書
字
に
お
い
て
は

こ
こ
ま
で
厳
密
な
書
き
方
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
第
一・
二
画
が
離
れ
て
い
て

も
、
ま
た
第
二
画
と
第
三
・
四
画
が
離
れ
て
い
て
も
「
月
」
と
認
識
す
る
こ

と
は
十
分
可
能
な
の
で
す
。
そ
し
て
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
書

き
方
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
画
の
種
類
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
す
。

そ
こ
に
は
若
干
の
点
画
の
《
省
略
》
が
あ
る
の
み
で
す
。

「
保
」
の
「
口
」
部
に
つ
い
て
は
「
月
」
と
同
じ
内
容
で
す
が
、「
木
」

部
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
第
七
画
（
縦
画
）
を
「
は
ね
る
か
、
と
め

る
か
」
は
《
連
続
》
を
示
す
「
は
ね
」
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

縦
画
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
第
八
画
（
左

払
い
）・
第
九
画
（
右
払
い
）
に
い
た
っ
て
は
い
ず
れ
も
「
点
」
と
な
り
、
点

画
の
種
類
が
変
化
し
て
い
ま
す
。

「
系
」
の
第
一
画
（
左
払
い
）
が
横
画
に
変
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
糸
偏

の
下
部
が
三
つ
の
点
に
変
化
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
方
向
に
関
す
る
例
で

す
が
、
点
画
の
種
類
が
変
化
す
る
と
い
う
点
で
は
、「
保
」
の
第
八・九
画
の

変
化
と
同
じ
レ
ベル
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

行
書
指
導
を
は
じ
め
る
前
に

こ
れ
ら
の
許
容
さ
れ
る
書
き
方
を
理
解
す
る
に
は
、
書
字
行
為
を
「
公
」

と
「
私
」
に
よ
って
重
層
的
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
そ

の
取
り
扱
い
に
つい
て
は
困
難
さ
が
伴
い
ま
し
た
。

し
か
し
私
は
、
小
学
校
高
学
年
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
知
識
と
し
て

の
習
得
を
目
指
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領

に
「
書
く
速
さ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
」
の
文
言
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
今

後
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
字
の
場
面
を
想
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
適
し
た
文
字

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
、
実
際
に
速
く
書
い
て
み
て
文
字
の
書
き
ぶ
り
が
ど

の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
も
、
授
業
で
積
極
的
に
取
り
組
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

中
学
校
書
写
に
お
い
て
は
、
許
容
さ
れ
る
書
き
方
の
う
ち
、
ま
ず
点
画

の
種
類
が
変
化
し
な
い
書
き
方
に
つ
い
て
、
速
く
書
く
こ
と
の
で
き
る
技
能

と
し
て
取
り
上
げ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
後
点
画
の
種
類
の
変

化
す
る
書
き
方
に
つ
い
て
段
階
的
に
取
り
上
げ
、
行
書
の
基
礎
的
な
書
き

方
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
楷
書
学
習
か
ら
行
書
学
習
へ
の
な
だ
ら

か
な
連
絡
も
可
能
に
な
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

楷
書
に
い
ろ
い
ろ
な
書
き
方
が
あ
る
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
社
会
生

活
を
視
野
に
入
れ
た
中
学
校
の
書
写
学
習
に
と
っ
て
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
を
ま
る
ご
と
「
は
い
」
と
手
渡
す

だ
け
で
は
不
親
切
と
い
う
も
の
で
す
。
十
分
に
整
理
し
、
情
報
と
し
て
与

え
る
順
番
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

▲ 資料1
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１

実
践
の
趣
旨

中
学
一
年
生
の
書
写
学
習
に
お
い
て
は
、
楷
書
か
ら
行
書
へ
の
展
開
が
図

ら
れ
る
。
漢
字
と
平
仮
名
を
調
和
さ
せ
た
、
速
く
書
け
る
行
書
を
日
常
生

活
に
も
活
用
で
き
る
力
を
育
て
た
い
。

一
学
期
に
は
、
楷
書
の
学
習
（
毛
筆
・
硬
筆
）
に
加
え
、
平
仮
名
の
筆

使
い
の
定
着
を
図
る
た
め
、
小
筆
に
よ
る
平
仮
名
学
習
も
実
施
し
、
楷
書

に
調
和
す
る
平
仮
名
の
筆
使
い
に
慣
れ
る
。
そ
し
て
、
二
学
期
は
、
楷
書
で

学
ん
だ
筆
使
い
を
生
か
し
、
漢
字
の
行
書
への
展
開
を
図
る
。

ま
ず
、
い
く
つ
か
の
毛
筆
教
材
を
通
し
て
、
行
書
の
筆
使
い
の
基
本
学
習

に
取
り
組
ん
だ
。
本
実
践
（
硬
筆
への
発
展
）
は
、
こ
れ
ら
の
学
習
を
踏
ま

え
た
う
え
で
設
定
し
た
。
日
常
生
活
に
生
か
す
べ
く
、
行
書
で
の
漢
字
と
平

仮
名
を
調
和
さ
せ
、
毛
筆
か
ら
硬
筆
へ
応
用
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
。
本
来
、
行
書
に
お
け
る
漢
字
と
平
仮
名
の
調
和
を
図
る
学
習
は
、

二
・
三
年
の
指
導
事
項
で
あ
る
が
、
発
展
的
な
学
習
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
次
学
年
で
の
学
習
が
展
開
し
や
す
く
な
る
と
考
え
た
。

２

指
導
の
流
れ
（
全
３
時
間
）

第
一
時
「
竹
取
物
語
」
か
ら
「
今
は
昔
」「
竹
取
の
翁
」
な
ど
の

語
を
取
り
出
し
て
書
く
。（
毛
筆
）

第
二
時
「
竹
取
物
語
」
を
、
漢
字
と
平
仮
名
と
に
分
け
て
部
分
練

習
を
す
る
。（
硬
筆
）

第
三
時

漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
平
仮
名
で
、「
竹
取
物

語
」
を
書
く
。（
硬
筆
）

３

指
導
に
あ
た
っ
て

私
は
行
書
が
苦
手
で
し
た
。
毛
筆
の
文
字
を
学
習
す
る
前
、
最
初
全
て

の
画
を
つ
な
い
で
書
く
と
思
って
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
画

を
省
略
し
た
り
、
一部
の
画
だ
け
を
つ
な
い
だ
り
す
る
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
文

字
の
形
が
変
化
す
る
こ
と
に
も
気
付
き
ま
し
た
。
筆
順
が
変
わ
る
場
合
も

あ
る
こ
と
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
学
び
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
だ
、行
書
に
は
慣
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、こ
れ
か
ら
の
書
き
文
字
に
生
か
し
、

普
段
の
生
活
で
使
って
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（

前
年
度
生
徒
作
文

Ｓ
子
）

Ｓ
子
の
作
文
で
は
、
行
書
の
筆
使
い
に
つ
い
て
細
か
く
述
べ
て
は
い
な
い
が
、

点
画
の
丸
み
や
終
筆
の
変
化
、
連
続
に
も
意
識
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
筆
使

い
の
違
い
を
意
識
し
、
活
用
し
よ
う
と
す
る
力
が
育
ち
つつ
あ
る
。

そ
こ
で
、
毛
筆
と
硬
筆
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
行
書
の
技
法
を
確
実
に

身
に
付
け
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
書
写
教
科
書
の
硬

筆
教
材
「
竹
取
物
語
」（「
書
写
一
年
」
ｐ
19
）
は
、
漢
字
の
行
書
と
そ
れ

に
調
和
し
た
仮
名
への
発
展
的
な
学
習
に
都
合
良
く
配
置
さ
れ
て
い
る
。
教

科
書
を
活
用
し
、
毛
筆
か
ら
硬
筆
へ
の
流
れ
を
考
え
て
実
践
し
て
み
た
い
。

連
載

新
し
い
書
写
実
践
の
試
み
9

行
書
に
お
け
る
漢
字
と

平
仮
名
の
調
和
を
め
ざ
し
て

（
硬
筆
へ
の
発
展
）
│「
竹
取
物
語
」│
（
一
年
）

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会
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豊かな書写指導のために

４

指
導
の
実
際

【
第
一
時
】

導
入
に
お
い
て
三
時
間
の
学
習
の
見
通
し
を
示
し
た
。
今
回
の
学
習
は

行
書
の
発
展
学
習
と
し
て
、
最
終
的
に
「
竹
取
物
語
」
を
硬
筆
で
書
く
こ

と
を
伝
え
た
。

す
で
に
国
語
の
授
業
で
は
「
竹
取
物
語
」
を
終
え
て
い
る
の
で
、
教
材

文
を
何
度
か
声
に
出
し
て
読
む
活
動
を
取
り
入
れ
、全
文
の
意
識
化
を
図
っ

た
。
そ
の
際
、
文
章
中
の
漢
字
と
平
仮
名
の
表
記
に
着
目
し
て
読
む
よ
う

に
し
、
毛
筆
で
の
学
習
に
つ
な
が
る
よ
う
配
慮
し
た
。

本
時
は
行
書
で
の
漢
字
と
平
仮
名
を
調
和
さ
せ
て
書
く
こ
と
を
ね
ら
い

と
す
る
の
で
、毛
筆
学
習
の
課
題
文
字
に
は
、「
今
は
昔
」「
竹
取
の
翁
」「
竹

を
取
り
つつ
」「
使
い
け
り
」
の
四
種
を
提
示
し
た
。
生
徒
は
そ
の
中
か
ら

二
種
を
選
択
し
て
書
く
こ
と
に
し
た
。
硬
筆
へ
の
発
展
を
考
え
、
始
筆
は

軽
く
筆
を
入
れ
る
こ
と
や
、
最
終
画
の
終
筆
は
次
の
文
字
への
つ
な
が
り
を

意
識
し
て
書
く
こ
と
を
、
教
師
が
書
い
て
示
し
た
。

【
第
二
時
】

前
時
の
学
習
を
生
か
し
、
前
の
文
字
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
漢
字
、

平
仮
名
を
書
く
学
習
を
展
開
し
た
。
下
記
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
二

種
作
成
し
、
漢
字
と
平
仮
名
と
に
分
け
て
部
分
練
習
を
行
っ
た
。

【
第
三
時
】

本
時
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
行
書
で
全
文
を
書
い
た
。
漢
字

と
平
仮
名
全
体
の
調
和
を
図
る
た
め
、
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
具
体
的

な
文
字
例
を
挙
げ
て
示
し
た
。

①
点
画
の
連
続
「
今
」「
野
」

②
右
上
が
り
の
線
の
方
向
「
昔
」「
竹
」

③
偏
と
旁
の
あ
る
文
字
の
余
白
「
使
」

④
文
字
の
最
終
画
の
終
筆
（
次
の
文
字
へつ
な
ぐ
）
「
け
り
」「
あ
り
」

５

実
践
を
終
え
て

を
願
っ

「
竹
取
物
語
」
を
教
材
に

毛
筆
か
ら
硬
筆
へ
行
書
学
習
の
発
展
を

「
竹
取
物
語
」
を
教
材
に
、
毛
筆
か
ら
硬
筆
へ
行
書
学
習
の
発
展
をだ

け
多

て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
平
素
か
ら
、
毛
筆
で
書
い
た
語
句
を
で
き
る
だ

く
示
す
よ
う
努
め
て
い
る
が
、
同
じ
字
句
を
毛
筆
と
硬
筆
両
方
で
書
く
活

く
示
す
よ
う
努
め
て
い
る
が
、
同
じ
字
句
を
毛
筆
と
硬
筆
両
方
で
書

動
に
つ
い
て
、
生
徒
は
新
鮮
に
受
け
止
め
た
よ
う
だ
。
行
書
に
お
け
る
漢
字

と
平
仮
名
の
調
和
を
図
る
学
習
は
、
次
学
年
で
一
層
深
め
て
い
き
た
い
。

▲ 教師が示した例

▲ 生徒が書いた例

▲ 生徒が書いた竹取物語

▲
竹取物語ワークシート
（平仮名用）
※空欄部分に平仮名を書く
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教
科
書
編
集
部
便
り

新
し
い
学
習
指
導
要
領
と
「
書
く
こ
と
」

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
解
説
書
が
発
行
さ
れ
て
、
お
よ
そ
半
年
が
た
ち
ま

し
た
。
全
国
の
先
生
方
も
、
来
年
度
か
ら
の
移
行
期
間
の
ご
指
導
を
見
す
え
て
、

す
で
に
年
間
指
導
計
画
の
作
成
な
ど
を
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
号
で
も
特
集
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
数
年
、
子
ど
も
た
ち
の
書
く
力
の
低
下

が
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
に
実
施
さ
れ
た
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
な
ど
で
も
、
記
述
式
の
問
題
で
の
無
回
答
率
が
目
立
つ

結
果
が
出
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
新
し
い
学
習
指
導

要
領
の
「
書
く
こ
と
」
で
は
、
指
導
事
項
の
見
直
し
や
体
系
化
が
行
わ
れ
る
と

と
も
に
、
言
語
活
動
例
と
し
て
、
図
表
な
ど
を
用
い
て
説
明
や
記
録
の
文
章
を

書
く
活
動
、
鑑
賞
文
や
批
評
文
を
書
く
活
動
、
表
現
の
し
か
た
を
工
夫
し
て
詩

歌
や
物
語
を
創
作
す
る
活
動
な
ど
、
新
し
い
要
素
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
書
く
力
は
、
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
低
下
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
各
地
の
授
業
研
究
会
や
職
場
体
験
な
ど
で
、
中
学
生
た
ち

と
触
れ
合
う
機
会
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
子
ど
も
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
、
緊
張

し
て
い
る
と
は
い
え
人
前
で
も
臆
す
る
こ
と
な
く
話
し
ま
す
し
、
書
く
こ
と
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
苦
手
意
識
を
も
って
は
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
器
用
に
こ
な
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
で
、

夢
中
に
な
っ
て
、
我
を
忘
れ
る
ほ
ど
に
取
り
組
む
姿
と
い
う
の
は
、
残
念
な
が
ら

あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
与
え
ら
れ
た
話
題
や
題
材
が
、
自
分

に
引
き
つ
け
て
考
え
に
く
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
が
、書
く
た
め
の
技
術
は
あ
って
も
、肝
心
の
「
書
き
た
い
こ
と
」

が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
書
く
こ
と
」
に
限
ら
ず
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、
他
教
科

も
含
め
た
言
語
活
動
の
充
実
が
、
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
一つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
語
科
で
も
、
こ
れ
ま
で
「
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
に
示
さ
れ

て
い
た
言
語
活
動
例
が
、
指
導
事
項
と
と
も
に
「
内
容
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
お
け
る
討
論
や
、

相
手
を
説
得
す
る
た
め
の
話
し
合
い
、「
読
む
こ
と
」
に
お
け
る
批
評
す
る
活
動

や
、論
説
や
報
道
な
ど
に
盛
り
込
ま
れ
た
情
報
の
比
較
な
ど
、今
回
の
改
訂
に
よ
っ

て
新
し
く
示
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
以
前
の
学
習
指
導
要
領
な
ど
を
踏
ま
え
て
、

さ
ら
に
具
体
的
に
示
さ
れ
た
活
動
が
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
言
語
活
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
形
式
を
学
び
、
客
観
的
な
視

点
を
も
っ
て
考
え
る
こ
と
と
と
も
に
、
生
徒
た
ち
に
いっ
そ
う
「
自
分
」
を
表
現

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

か
ら
書
く
の
で
は
な
く
、「
書
き
た
い
」
か
ら
書
き
、「
伝
え
た
い
」
こ
と
が
あ

る
か
ら
話
す
の
だ
と
い
う
、
表
現
と
い
う
行
為
の
原
点
を
、
改
め
て
見
つ
め
直
す

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

生
徒
の
思
い
を
引
き
出
す
教
科
書

編
集
部
で
は
、
他
教
科
に
お
け
る
言
語
活
動
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
新
し

い
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
指
導
事
項
や
言
語
活
動
を
ど
う
紙
面
で
具
体
化

し
て
い
く
べ
き
か
、
日
々
議
論
を
重
ね
て
い
ま
す
。
国
語
科
の
授
業
を
起
点
と
し

て
、
他
教
科
の
学
習
へ
と
広
が
り
、
さ
ら
に
は
生
徒
の
日
常
生
活
と
も
いっ
し
ょ

に
歩
ん
で
い
け
る
よ
う
な
教
科
書
、
常
に
「
書
き
た
い
」「
伝
え
た
い
」
と
い
う

思
い
や
感
動
を
引
き
出
す
教
科
書
を
目
指
し
て
、
編
集
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
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お
知
ら
せ

光
村
「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
中
学
校
版

実
践
活
用
ガ
イ
ド
無
料
配
布
＆
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
関
す
る
お
知
ら
せ

現
在
全
国
各
地
で
ご
活
用
い
た
だ
い
て
い
る
「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」。「
効

果
的
な
使
い
方
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
先
生
方
か
ら
の
声
に
お
応
え
し
て
、

実
践
活
用
ガ
イ
ド
（
Ｂ
５
版
24
ペ
ー
ジ
）
を
無
料
で
配
布
し
て
お
り
ま
す
。

お
申
し
込
み
は
、
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
内
「
デ
ジ
タ
ル
教

材
」
コ
ー
ナ
ー
よ
り
受
け
つ
け
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、

実
践
活
用
ガ
イ
ド
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
の
基
本
的
な
使
い
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
話
す・

聞
く
」「
古
典
」
各
二
教
材
ず
つ
の
実
践
事
例
、
簡
単
な
機
器
の
設
置
に
つ
い
て

な
ど
、
充
実
し
た
内
容
が
満
載
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

移
行
期
関
連
資
料
に
つ
い
て

四
月
よ
り
、
移
行
期
に
入
り
ま
す
。
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
移
行
期
関
連

資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

広
報
部
よ
り

ご
意
見
・
ご
感
想
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
広
報
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三
（
三
四
九
三
）
五
四
八
三

E-m
ail  koho@

m
itsum

ura-tosho.co.jp

光村チャンネル→「デジタル教材」→「実践活用ガイド 
冊子お申し込み（無料）」をご覧ください。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/digital/t_digital/

光村チャンネル→「移行期関連資料」をご覧ください。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/Data/ikou/

指導事項配列表

学習指導要領
新旧対照表

年間指導計画

移行措置期間における
年間指導計画資料の
作成にあたって

移行措置期間に、どのようにして年
間指導計画を立てたらよいのか、その
ポイントを示した資料です。

単元系統一覧表
現行の単元系統一覧表に、新規で
加わった項目を赤字で示しました。

現行の指導事項配列表に、新規で
加わった項目を赤字で示しました。

新旧の学習指導要領を並べて表示
し、変更された部分や、新規で加わっ
た点をわかりやすく示しました。

現行教科書の単元・教材について、
時数や扱い方が変わるところをわかり
やすく示した年間指導計画資料です。




