
１
　
実
践
提
案
の
共
通
点

定
評
の
あ
る
『
故
郷
』
に
つ
い
て
「
生
徒
の

多
様
な
『
読
み
』
を
授
業
に
生
か
す
」
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
。
三
つ
の
実
践
提
案
を
興
味

深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。

三
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
次
の
三
つ
で

あ
ろ
う
。

Ａ

教
師
主
導
の
指
導
は
も
は
や
無
意
味

で
あ
る
こ
と
。

Ｂ

学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
大
切

で
あ
る
こ
と
。

Ｃ

学
習
者
の
違
い
を
指
導
の
中
に
生
か

す
こ
と
。

中
学
校
の
現
場
で
、
こ
の
三
点
を
基
底
に
据

え
、
方
法
を
工
夫
し
て
日
々
実
践
さ
れ
て
お
ら

れ
る
こ
と
に
ま
ず
も
っ
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

な
ぜ
な
ら
私
の
見
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
国
語

教
室
に
な
か
な
か
出
会
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

２
　
教
師
主
導
か
ら
学
習
者
中
心
へ共

通
点
Ａ

こ
の
こ
と
は
、
か
な
り
言
い
古
さ
れ
た
言
葉

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
強
調
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
こ
の
国
の
国
語
科

教
育
の
問
題
が
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ「
教
師
主
導
」
を
捨
て
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
か
。
筆
者
自
身
も
若
い
と
き
や

は
り
そ
う
だ
っ
た
が
、
教
材
研
究
を
重
ね
て
得

た
結
論
は
絶
対
に
正
し
く
、
生
徒
に
ど
う
し

て
も
教
え
た
く
な
る
。
教
え
る
の
で
は
な
く
て

引
き
出
す
の
だ
と
い
う
こ
と
は
ア
タ
マ
で
は
分

か
っ
て
い
て
も
、つ
い
自
分
の
結
論
を
持
ち
出
し

た
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
引
き
出
す
」の

だ
と
言
い
聞
か
せ
て
も
、
自
分
の
結
論
が
あ
る

と
指
導
の
筋
道
が
自
分
の
結
論
に
向
か
う
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
ま
た
、
生
徒
も

「
自
分
な
り
の
答
え
で
い
い
」と
い
う
こ
と
に
は

不
安
で
仕
方
が
な
い
。
結
局
、
教
師
の
結
論
を

欲
し
が
る
か
ら
教
え
て
し
ま
う
。
こ
こ
を
克
服

す
る
道
が
必
要
な
の
だ
。
情
報
過
多
の
海
の

中
で
溺
れ
ず
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は「
吟
味

し
た
上
で
の
自
分
と
し
て
の
判
断
」が
何
よ
り

も
必
要
に
な
る
。「
教
師
主
導
か
ら
学
習
者
中

心
へ
」
と
い
う
こ
と
は
一
教
科
の
問
題
で
は
な

い
。
本
稿
の
提
案
者
全
員
が
こ
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

３

さ
ら
な
る
学
習
者
研
究
―
―

学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
の
基
底

共
通
点
Ｂ
・
Ｃ

昨
今
の
教
室
は
一
昔
前
と
は
違
う
。「
子
ど

も
が
何
を
考
え
て
い
る
か
分
か
ら
な
く
な
る
」

「
教
え
た
は
ず
な
の
に
、
確
か
め
る
と
ほ
と
ん

ど
分
か
っ
て
い
な
い
」「
学
習
以
前
の
問
題
、

席
に
着
か
な
い
、
指
示
に
従
え
な
い
」
と
い
っ

た
状
況
が
確
実
に
増
え
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら

私
た
ち
は
も
っ
と
生
徒
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
生

徒
た
ち
の
「
く
ら
し
」
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
の
世
に
も
教
師
と

生
徒
の
価
値
観
に
は
ズ
レ
が
あ
っ
た
が
（
そ
の

こ
と
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
）、
昨
今

の
そ
れ
は
ズ
レ
で
は
な
く
、
乖
離
も
し
く
は
異

次
元
で
は
な
い
の
か
。
少
な
く
と
も
私
に
は
そ

う
見
え
る
。

実
践
提
案

の
筆
者
は
「
現
代
の
子
ど
も

た
ち
の
特
徴
」
を
、
端
的
に
「
言
葉
で
考
え
た

り
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
の
は
苦
手
、
ま
ず

は
行
動
、
言
葉
は
そ
の
後
」「
言
葉
以
外
の
表

現
力
や
表
現
手
段
は
豊
か
で
巧
み
な
の
に
、
仲

間
と
協
力
し
て
何
か
を
創
り
出
す
こ
と
は
苦

手
。
強
く
求
め
て
は
い
る
も
の
の
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
協
同
の
気
持
ち
、
お
よ
び

技
能
が
著
し
く
低
い
。」
と
記
し
、
ま
た
実
践

提
案

の
筆
者
も
「
学
習
者
の
日
常
の
読
書

生
活
の
変
化
と
個
人
差
の
拡
大
が
急
速
に
進
む

中
で
、
教
え
る
側
の
意
識
と
学
習
者
の
実
態
の

乖
離
に
と
ま
ど
う
指
導
者
も
多
い
。」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
」

指
導
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

「
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
」「
学
習
者
の
違
い

を
指
導
の
中
に
生
か
す
」
と
い
っ
て
も
、
学
習

者
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
が
肝
心
で

あ
る
。
従
来
の
よ
う
な
楽
観
的
な
生
徒
観
に
固

執
し
て
い
た
の
で
は
生
徒
は
見
え
て
こ
な
い
。

教
師
自
身
が
見
方
を
変
え
ら
れ
る
か
、
自
分
自

身
を
変
え
ら
れ
る
か
、と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

「
現
代
の
学
習
者
」
研
究
を
も
っ
と
も
っ
と
深

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
所
以
で
あ
る
。

４
「
故
郷
を
」で
は
な
く
「
故
郷
で
」
―
―

学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
の
前
提

共
通
点
Ａ

次
に
、
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
前
提
を
考
え

て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
な
ぜ
学
校
で
文
学
作
品
を
教
材
と

し
て
読
ま
せ
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
言
え
ば
、
そ
の
答
え
は
二
つ
。
一
つ
は

「
人
間
形
成
」（
最
近
お
目
に
か
か
れ
な
く
な
っ

た
言
葉
だ
が
）
の
た
め
価
値
あ
る
も
の
を
読
ま

せ
、
そ
の
価
値
に
迫
ら
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
将
来
の
た
め
、
文
学
作
品
の
「
読

み
方
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
の
実
践
の
流
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
間
を

行
っ
た
り
来
た
り
し
て
き
た
。
前
者
に
傾
け
ば

「
道
徳
の
時
間
」
に
近
似
し
「
内
容
主
義
」
と

批
判
さ
れ
、
後
者
に
傾
け
ば
単
な
る
訓
練
に
終

始
し
「
技
術
主
義
」「
形
式
主
義
」
と
謗そ

し

ら
れ
、

両
者
の
融
合
は
未
だ
整
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
私
は
、
ど
ち
ら
に
も
傾
斜
す
る
こ

と
な
く
、
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
（
す
ば
ら
し
さ
）

に
乗
じ
て
「
読
み
方
」
を
学
ば
せ
て
い
く
の
が

良
い
と
考
え
て
い
る
。別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

前
者
は
「
故
郷
を
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
故
郷

で
」
と
い
う
立
場
と
も
言
え
る
。「
故
郷
を
」

教
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
「
教
師

主
導
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
「
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
」
に
は
、「
故

郷
を
」
で
は
な
く
「
故
郷
で
」
の
立
場
に
立
つ

こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

５

学
習
目
標
の
吟
味
と
設
定
―
―

学
習
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
の
具
体

共
通
点
Ｂ

「
故
郷
で
」
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
、「
何

を
」
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
「
学
習
目
標
」
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。「
目
標
」
を
設
定
す
る
の
は
、

教
師
の
側
か
ら
言
え
ば
、
一
つ
に
、
生
徒
の

学
習
の
明
確
化
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
す
る
こ

と
が
あ
ろ
う
が
、「
目
標
」
に
沿
っ
た
も
の
に
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整
理
で
き
る
。
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
二
つ
に
、
目
標
到
達
へ
の
筋
道
が

描
き
や
す
く
な
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、

ど
の
よ
う
な
「
学
習
活
動
」
を
用
意
す
れ
ば

い
い
か
、
編
み
出
し
や
す
く
な
る
。
三
つ
に
、

「
目
標
」
到
達
の
状
況
が
把
握
し
や
す
く
な
る
。

つ
ま
り
学
級
全
体
や
個
々
の
「
評
価
」
が
可

能
に
な
る
。
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
重
要
な
こ
と
は
、
目
の
前
の
生
徒

の
力
に
照
ら
し
合
わ
せ
設
定
し
た
目
標
（
あ

る
い
は
設
定
し
よ
う
と
用
意
し
た
目
標
、
多

く
は
教
科
書
な
ど
に
示
さ
れ
た
目
標
）
を
吟

味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
指
導
を
加
え
れ
ば
全

員
が
到
達
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
割
は

無
理
な
の
か
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。

も
し
、
目
標
が
高
す
ぎ
る
の
で
あ
れ
ば
、
レ

ベ
ル
を
考
慮
す
る
か
、
も
し
く
は
別
の
「
目

標
」
に
変
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の

吟
味
を
経
て
、
直
ち
に
「
評
価
」
の
具
体
的

な
方
法
と
ス
ケ
ー
ル
（
規
準
や
基
準
）
を
描

く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
目
標
設
定
時
に
評

価
の
具
体
的
方
法
を
描
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
が
「
学
習
者
の
視
点
に
立
つ
」
こ

と
の
具
体
で
あ
る
。
本
稿
の
三
つ
の
実
践
提

案
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
筆

者
と
同
様
な
立
場
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

６
「
故
郷
で
」の「
多
様
な
読
み
」を
生
か
す
――

学
習
者
の
違
い
を
指
導
に
生
か
す
こ
と

共
通
点
Ｃ

（1）
「
多
様
な
読
み
」
を
生
か
す
第
一
は
、「
生

徒
に
聞
け
！
」「
生
徒
の
姿
に
学
べ
！
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
実
践
提
案

に
あ
る
よ
う
に
、『
故

郷
』
の
初
発
の
読
み
の
状
況
を
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」

と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
方
法
を
考

案
し
て
い
く
と
い
う
方
法
は
、「
教
材
」
と

「
生
徒
」
を
乖
離
さ
せ
な
い
優
れ
た
方
法
で
あ

る
。
こ
の
提
案
の
場
合
は
、
学
級
ご
と
で
は
な

い
が
、
授
業
は
学
級
ご
と
に
な
さ
れ
る
か
ら
学

級
ご
と
に
ま
と
め
直
せ
ば
、
学
級
ご
と
の
指
導

方
法
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
記
名
さ
せ
れ
ば

個
々
の
姿
が
も
っ
と
具
体
的
に
な
る
。

ま
た
、
実
践
提
案

の
「
生
徒
の
三
種
類

の
『
読
み
の
ス
タ
イ
ル
』」
も
「
つ
ぶ
さ
に
観

察
し
て
い
く
と
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
生

徒
に
聞
け
！
」
の
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
実
践
提

案

の
「
ス
ト
ー
リ
ー
を
と
ら
え
る
こ
と

そ
の
も
の
を
目
標
と
し
た
読
み
」
も
そ
う
で

あ
る
。
提
案
者
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
が
と
ら
え

ら
れ
な
い
学
習
者
の
増
加
を
考
え
る
と
、
こ

の
こ
と
自
体
を
目
標
に
し
た
学
習
活
動
を
明
確

に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
」
と

述
べ
て
い
る
。

（2）
「
多
様
な
読
み
」
を
生
か
す
第
二
は
、「
学

習
者
の
違
い
」
を
指
導
の
中
に
生
か
せ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
践
提
案

の
「
読
み
の
三
ス
タ
イ
ル
」

を
そ
の
ま
ま
読
み
の
方
法
と
し
て
い
く
の
が
こ

れ
に
当
た
る
。
ま
た
同
提
案
の
「
ジ
グ
ソ
ー
学

習
」
の
中
の
生
徒
た
ち
が
担
当
場
面
を
「
寸
劇

風
・
漫
画
風
・
ク
イ
ズ
風
・
テ
レ
ビ
解
説
風
な

ど
」
の
中
か
ら
選
ん
で
発
表
し
て
い
く
と
こ
ろ

も
そ
う
で
あ
る
。
個
で
は
な
い
が
「
選
択
で
き

る
」
と
い
う
こ
と
が
「
違
い
を
生
か
す
」
こ
と

に
な
る
。

ま
た
、
実
践
提
案

の
「
生
徒
の
価
値
観

の
違
い
に
着
目
し
た
授
業
」
も
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
筆
者
は
「
従
来
の
授
業
で
は
、
と
も
す
る

と
価
値
観
に
起
因
す
る
個
性
的
な
『
読
み
』
を

封
じ
込
め
、『
一
つ
の
正
答
』
に
収
束
さ
せ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
そ
う
読
む
自

分
』
の
否
定
に
つ
な
が
り
、
生
徒
か
ら
文
学
本

来
の
楽
し
さ
を
奪
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
。」

と
述
べ
て
い
る
。こ
の
筆
者
の
指
摘
は
正
し
い
。

（3）
「
多
様
な
読
み
」
を
生
か
す
第
三
は
、
目

標
到
達
に
向
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

を
工
夫
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

登
山
に
た
と
え
る
と
、山
頂
は「
目
標
到
達
」。

山
頂
に
立
つ
に
は
い
く
つ
か
の
登
山
道
が
あ

る
。
一
気
に
極
め
る
上
級
者
向
け
の
直
線
的
な

道
、
ゆ
っ
く
り
と
な
だ
ら
か
に
設
定
さ
れ
た
初

心
者
向
け
の
道
、
山
小
屋
を
経
由
す
る
道
、

ち
ょ
っ
と
時
間
が
か
か
る
が
高
山
植
物
の
群
落

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
道
な
ど
、「
目
標
達

成
」
へ
の
道
筋
は
一
つ
で
は
な
い
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
本
当
に
い
く
つ
も
の
登
山
道
を
見
つ

け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
学
教
材
の
指
導
の

方
式
は
こ
れ
だ
、
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。

実
践
提
案

は
、
生
徒
自
身
に
「
三
つ
の

登
山
道
」
を
選
択
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
山
道

か
ら
登
ら
せ
、
途
中
、
キ
ャ
ン
プ
地
で
の
「
交

流
会
」
を
経
て
山
頂
の
山
小
屋
で
「
発
表
会
」

と
「
ま
と
め
新
聞
」
を
作
成
さ
せ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。

実
践
提
案

は
、
登
山
す
る
生
徒
の
体
力

（
能
力
）
と
興
味
・
関
心
を
ま
ず
お
お
ま
か
に

捉
え
、
ゆ
る
や
か
な
登
山
道
（「
ス
ト
ー
リ
ー

を
と
ら
え
る
こ
と
そ
の
も
の
を
目
標
と
し
た
読

み
」
(1)
絵
コ
ン
テ
、
(2)
三
人
称
視
点
に
書
き

換
え
）
か
ら
登
り
始
め
、
お
花
畑
で
（「
人
物

場
面
を
選
び
、読
み
と
り
を
検
討
す
る
読
み
」）、

高
山
植
物
の
楽
し
み
方〈
チ
ャ
ー
の
絵
を
描
く
〉

や
湖
で
（「
語
句
の
意
味
を
考
え
る
読
み
」）、

を
的
確
に
押
さ
え
な
が
ら
山
頂
に
立
つ
。

実
践
提
案

は
、「
故
郷
岳
」
の
登
山
道
の

数
々
を
示
し
て
く
れ
た
。
１．
作
者
や
時
代
背

景
に
着
目
し
た
授
業
、
２．
構
成
に
着
目
し

た
授
業
、
３．
人
物
描
写
に
着
目
し
た
授
業
、

４．
生
徒
の
価
値
観
の
違
い
に
着
目
し
た
授
業
、

５．
音
読
を
生
か
し
た
授
業
、
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
方
法
は
、
生
徒
た
ち
の
意
欲
と
能
力
か
ら

ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
と
良
い
の
か
、
と

考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

１
か
ら
５
の
方
法
に
限
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

方
法
に
は
メ
リ
ッ
ト
と
と
も
に
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
と「
こ
の
方

法
が
正
し
く
、
他
の
方
法
は
間
違
い
で
あ
る
」

な
ど
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
生
か
す
こ
と
で
あ

る
。
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
生

徒
の「
読
み
」の
力
が
確
実
に
高
ま
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。

生
徒
の
意
欲
と
能
力
を
押
さ
え
た
授
業
を
構

想
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
途
中
で
息
が
上
が
っ

て
登
頂
は
無
理
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
生
徒

も
出
て
こ
よ
う
。し
か
し
こ
う
し
た
生
徒
で
も
、

お
花
畑
で
の
可
憐
な
コ
マ
ク
サ
に
感
嘆
の
声
を

あ
げ
た
で
は
な
い
か
。
部
分
で
あ
る
と
し
て
も

そ
の
生
徒
な
り
の
「
学
習
が
成
立
し
た
」
の
で

あ
り
、
そ
の
積
み
上
げ
を
工
夫
し
て
い
き
た
い

も
の
で
あ
る
。

７
　
い
く
つ
か
の
問
題

三
つ
の
実
践
提
案
の
問
題
点
の
一
つ
は
「
評

価
」
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で
記
述
で
き

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
、
実
践

提
案

の
こ
う
し
た
実
践
に
よ
っ
て
生
徒
た

ち
の
「
読
み
」
が
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
深

ま
る
の
か
。
ま
た
実
践
提
案

の
「
チ
ャ
ー

の
絵
」
が
ど
の
よ
う
に
「
読
み
」
に
関
わ
っ
て

い
く
の
か
。
実
践
提
案

の
、
例
え
ば
「
価

値
観
の
違
い
に
着
目
」
し
た
授
業
は
、
授
業
の

活
性
化
や
楽
し
さ
の
醸
成
に
つ
な
が
る
こ
と

は
想
像
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
と
「
読
み
」
の

深
ま
り
と
が
結
び
つ
く
の
か
ど
う
か
。
さ
ら
な

る
実
践
で
の
評
価
・
検
証
を
続
け
て
欲
し
い
と

思
う
。

目
の
前
の
生
徒
の
「
読
み
」
の
力
は
か
な
り

落
ち
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
も
は
や
疑
う
べ

く
も
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
的
確
な
方
法
が
あ

る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
段
階
が
今
回
の

「
生
徒
の
多
様
な
『
読
み
』
を
授
業
に
生
か
す
」

で
あ
る
。
多
く
の
教
師
に
よ
る
実
践
的
な
開
発

が
待
た
れ
る
。
ま
さ
に
「
歩
く
人
が
多
く
な
れ

ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
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