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新
学
習
指
導
要
領
の
告
示
を
前
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
漢
字
の
指
導
に
つ
い
て
は
、「
教
育

課
程
部
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
ま
と
め
」（
平
成
十
九
年
十
一
月
七
日

中
央
教
育
審
議
会
）
の
な
か
で
も
、
漢
字
の
指
導
に
つ
い
て
「
日
常
生
活
に
お
い

て
確
実
に
使
え
る
こ
と
を
重
視
し
、
実
際
の
文
章
や
表
記
の
中
で
繰
り
返
し
学
習

さ
せ
る
な
ど
、
児
童
の
習
得
の
実
態
に
応
じ
た
指
導
を
充
実
す
る
」
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、
座
談
会
で
漢
字
指
導
の
魅
力
と
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て

い
た
だ
き
、
実
践
提
案
で
実
際
の
授
業
の
中
で
の
工
夫
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
日
常
の
指
導
の
ご
参
考
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、「
審
議
の
ま
と
め
」

に
つ
い
て
、「
識
者
に
よ
る
解
説
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
感
想
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
ど
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
！
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八
三
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編
集
後
記

今
回
は
、
漢
字
や
表
記
に
関
し
て
、
編
集
部
に
よ
く
寄
せ
ら
れ
る
ご
質
問
と
、

そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

①
四
年
上
巻
「
伝
言
は
ま
ち
が
え
ず
に
」（
Ｐ
５０
）
の
「
き
き
返
す
」
は
、「
聞

き
返
す
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

「
き
く
」は
、
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
つ
は
、「
友
達

の
話
を
聞
く
」「
医
者
の
言
う
こ
と
を
聞
く
」の
よ
う
に
、
音
声
を
耳
を
通
し
て
感

じ
取
る
場
合
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
道
を
き
く
」「
遅
刻
し
た
わ
け
を
き
く
」の
よ

う
に
、
答
え
を
求
め
口
で
問
う
、
尋
ね
る
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
か
つ
て
は「
訊

問
」の「
訊
」が
使
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、「
訊
」は
常
用
漢
字
表
に
な
い
漢
字
な

の
で
、
現
在
は「
き
く
」と
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
。「
伝
言
は
ま

ち
が
え
ず
に
」の「
き
き
返
す
」は
、
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や
分
か
ら
な
い

こ
と
を
相
手
に
尋
ね
る
、
と
い
う
意
味
な
の
で
、
平
仮
名
で
表
記
し
て
い
ま
す
。

②「
部
首
」
と
「
偏へ

ん

旁ぼ
う

冠か
ん

脚
き
ゃ
く

」
は
、
ど
う
違
う
の
か
。

「
部
首
」
と
は
、
元
来
中
国
古
代
の
字
書
「
説せ

つ

文も
ん

解か
い

字じ

」
で
始
め
ら
れ
、「
康こ

う

煕き

字じ

典て
ん

」
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
漢
字
の
分
類
・
配
列
方
法
で
、
文
字
の
成
り

立
ち
か
ら
意
味
を
考
え
、
字
形
を
分
析
し
て
得
ら
れ
る
概
念
で
す
。
中
国
の
古

い
時
代
に
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
、
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
な
っ
て
も
と
も
と

の
要
素
が
な
く
な
っ
た
字
も
数
多
く
あ
り
ま
す
（「
声
」「
当
」（
そ
れ
ぞ
れ
旧

字
体
は
「
聲
」「
當
」）
な
ど
）。
辞
典
に
よ
っ
て
は
、
新
字
体
に
よ
る
分
類
を

優
先
し
、
以
前
と
は
違
う
部
首
に
分
類
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、

「
偏
旁
冠
脚
」
と
は
、
純
粋
に
漢
字
の
構
成
部
分
に
着
目
し
た
概
念
で
す
。
漢

字
に
は
会
意
文
字
・
形
声
文
字
の
割
合
が
多
く
、
必
然
的
に
字
形
は
い
く
つ
か

の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
も
の
が
多
く
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
配
置
上
左
に
あ

る
も
の
を
偏へ

ん

、
右
に
あ
る
も
の
を
旁つ

く
り

、
上
に
あ
る
も
の
を
冠

か
ん
む
り、
下
に
あ
る
も
の

を
脚あ

し

と
い
い
、
こ
の
代
表
的
な
四
つ
を
あ
わ
せ
「
偏
旁
冠
脚
」
と
よ
び
ま
す
。

一
般
に
は
、「
部
首
」
と
「
偏
旁
冠
脚
」
は
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
よ
う
で

す
が
、
小
社
で
は
本
来
の
意
味
を
尊
重
し
、
こ
の
二
つ
を
使
い
分
け
て
い
ま

す
。「
部
首
」
は
前
述
の
よ
う
に
辞
書
に
よ
っ
て
も
違
う
た
め
、
四
年
上
巻

「
漢
字
辞
典
の
使
い
方
」（
Ｐ
３２
）
で
の
み
扱
っ
て
い
ま
す
。

③
四
年
配
当
漢
字
「
夫
」
の
「
フ
ウ
」
と
い
う
読
み
は
、
小
学
校
で
は
習
わ

な
い
読
み
方
な
の
に
、
な
ぜ
読
み
替
え
漢
字
と
し
て
欄
外
に
提
出
さ
れ
て

い
る
の
か
。（
四
上
Ｐ
５１
）

「
学
校
教
育
に
お
け
る
外
来
語
及
び
音
訓
の
取
扱
い
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力

者
会
議
」
の
審
議
ま
と
め
（
平
成
三
年
）
で
は
、「
フ
ウ
」
と
い
う
読
み
は
中
学

校
に
割
り
振
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
で
、「
工
夫
」
と
い
う
語
は
小
学
校
段

階
で
も
教
科
書
中
に
頻
出
し
、
ま
た
児
童
の
使
用
頻
度
も
高
い
も
の
で
す
。
そ
の

よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
る
と
、
教
科
書
で
も
こ
れ
を
漢
字
で
表
記
し
、「
フ
ウ
」

と
い
う
読
み
も
押
さ
え
て
お
く
の
が
学
習
上
適
切
で
は
な
い
か
と
の
判
断
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
も
の
で
す
。
前
述
の
「
協
力
者
会
議
」
の
審
議
ま
と

め
は
、
あ
く
ま
で
も
目
安
を
示
し
た
も
の
な
の
で
、
例
外
と
し
て
こ
の
よ
う
な
扱

い
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
小
学
校
で
学
ぶ
音
訓
「
フ
・
お
っ
と
」
を
学

習
し
た
後
に
、「
フ
ウ
」
を
提
出
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。
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