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い
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
二
十
年
く
ら
い

前
の
生
徒
た
ち
と
は
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
。
極
端
な
例
で
す
が
、「
先
生
が
質

問
を
し
た
ら
、
多
少
わ
か
ら
な
く
て
も
手
を
挙
げ

な
さ
い
。」と
い
う
形
式
的
な
要
求
を
し
た
と
き
に
、

た
ぶ
ん
昔
の
生
徒
は
そ
れ
に
従
っ
て
付
き
合
っ
て
く

れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
今
の
生
徒
た
ち
は
、

そ
う
い
う
振
る
舞
い
を
拒
否
す
る
。
な
ぜ
か
と
い

え
ば
、
本
音
で
振
る
舞
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
時
代

に
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
い
い
こ
と
な

の
で
す
が
、
そ
の
変
化
に
教
師
が
つ
い
て
い
け
な
い

と
、
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

言
葉
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と

言
葉
を
獲
得
す
る
と
き
っ
て
、
ど
う
し

て
あ
ん
な
に
う
れ
し
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
わ
た
し

自
身
も
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
を
見
て
い
る

と
、
本
当
に
言
葉
の
学
習
が
好
き
な
ん
だ
と
実
感

し
ま
す
。言

葉
っ
て
自
分
自
身
だ
と
思
う
ん
で
す
。
獲

得
し
た
言
葉
は
自
分
の
一
部
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分

が
書
い
た
も
の
を
勝
手
に
直
さ
れ
た
り
、
先
生
に

否
定
さ
れ
た
り
す
る
と
、
本
当
に
腹
が
立
っ
た
り
悲

し
く
な
っ
た
り
す
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
を
つ

く
っ
て
い
る
時
期
の
中
学
生
に
と
っ
て
は
、
言
葉
を

獲
得
し
て
い
く
の
は
切
実
な
問
題
な
ん
で
す
ね
。

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
で
す
か
ら
、
言
葉

の
単
元
を
扱
う
と
き
は
、
こ
ち
ら
も
が
ん
ば
ら
な

く
ち
ゃ
、
と
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。
十
八
年
度

版
教
科
書
は
、
ど
こ
を
開
い
て
も
言
葉
に
つ
い
て

の
話
題
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
が
う
れ
し
い

で
す
ね
。
例
え
ば
、
単
元
の
扉
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
「
言
葉
を
楽
し
む
」
は
、
美
し
い
写
真
と

も
ど
も
、
こ
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
子
ど
も
た
ち
が

真
っ
先
に
目
を
留
め
そ
う
で
す
。
我
々
に
と
っ
て

も
、
教
科
書
全
体
が
授
業
の
始
ま
り
や
ち
ょ
っ
と

し
た
時
間
に
話
題
に
す
る
ヒ
ン
ト
集
の
よ
う
な
感

じ
に
も
な
っ
て
い
て
、
自
然
に
言
葉
が
身
に
つ
く

構
成
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、

対
人
関
係
の
中
で
自
分
の
存
在
や
考
え
を
追
い
求

め
る
気
持
ち
と
、
言
葉
を
自
分
の
血
や
肉
に
し
て

い
こ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
と
て
も
近
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
言
葉
に
の
せ
て
き

ち
ん
と
伝
え
、
そ
し
て
、
他
者
と
触
れ
合
う
こ
と

を
通
し
て
、
今
度
は
自
分
の
も
の
の
見
方
や
認
識

を
豊
か
に
し
た
り
深
く
し
た
り
す
る
。
そ
う
い
う

三
年
間
に
わ
た
る
学
び
の
大
き
な
流
れ
を
、
教
科

書
の
中
に
込
め
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

今
の
中
学
生
は
変
わ
っ
た
の
か

教
科
書
を
編
集
す
る
際
に
、「
今
の
子
ど

も
に
適
し
た
も
の
を
…
」
と
い
う
要
望
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
、
自
分
が
初
任
の
と

き
の
中
学
生
と
今
の
中
学
生
と
で
は
、
本
質
の
と

こ
ろ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
も
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
二
十
年
の
間
に
、
中
学
生
を
取
り

巻
く
環
境
は
変
化
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
お
も
し

ろ
い
こ
と
が
大
好
き
で
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す

の
は
嫌
い
、
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
背
伸
び
し
た
こ

と
に
も
の
す
ご
く
意
欲
を
燃
や
す
…
、
そ
う
い

う
姿
は
本
当
に
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

携
帯
電
話
の
普
及
な
ど
、
現
象
面
で

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
わ
た
し
も
、
や
は
り
中
学
生
の
本
質
的
な

と
こ
ろ
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
の
大
事
な
と
こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
の
に
、

我
々
大
人
が
そ
れ
を
見
失
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、

変
わ
っ
た
の
は
大
人
の
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
。
中
学
生
が
本
来
も
っ
て
い
る
潜
在
的
な

パ
ワ
ー
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
伸
ば
す
サ
ポ
ー
ト

を
我
々
が
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

か
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

あ
え
て
変
わ
っ
た
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
対
す
る
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
ね
。
イ
ラ
ス
ト
や
文
字

を
組
み
合
わ
せ
る
と
き
、
昔
の
子
ど
も
た
ち
だ
っ

た
ら
考
え
な
か
っ
た
よ
う
な
配
置
を
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
話
を
す
る
と
き
や
聞
く

と
き
の
コ
ツ
の
つ
か
み
方
は
上
手
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
映
像
の
多
様
化
、
情
報
の

多
様
化
、
伝
達
手
段
の
多
様
化
な
ど
が
、
子
ど
も

の
体
に
染
み
つ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

と
に
か
く
メ
デ
ィ
ア
が
爆
発
的
に
多
様

化
し
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
だ
け
の
情
報
の
中
で

今
の
子
ど
も
た
ち
は
溺お

ぼ

れ
ず
に
、
上
手
に
サ
ー

フ
ィ
ン
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
情
報
が
あ
ふ

れ
る
社
会
の
中
で
、
本
質
を
見
誤
ら
な
い
舵か

じ

取
り

が
で
き
る
力
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
教
科
書

に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
も
、
本
質
と
い
う
面
で
は
確
か
に

変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
振
る
舞
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「言葉を楽しむ」①花便り

▲「国語」2   第4単元扉
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▲「国語」3   第2単元扉
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こ
れ
ま
で
の
教
科
書
も
そ
う
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
作
っ
て
き
た
は
ず
で
す
が
、ベ
ル
ト
コ
ン

ベ
ア
の
上
を
走
る
だ
け
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
学

習
の
目
標
や
見
通
し
と
同
時
に
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
問
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
一
年
生
最
初
の「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」教
材「
発
見
し
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
」は
、
新

し
い
級
友
と
出
会
っ
て
一
か
月
く
ら
い
た
っ
た
と
こ

ろ
で
学
習
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
単
な
る
自
己
紹
介

で
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
そ
こ
で
、
小
学
校
と
中
学

校
の
違
い
を
発
見
す
る
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
を
設
け
ま

し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ば
、
一
種
の
牽け

ん

引い
ん

力
に
な
っ
て
、

「
み
ん
な
の
前
で
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
っ
て
み
た

い
」と
い
う
思
い
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。

今
、
授
業
時
数
が
削
減
さ
れ
て
い
る
中

で
、
家
庭
で
の
学
習
が
貴
重
な
も
の
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
な
か
な
か
取
り
組
め
て

い
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
が
学
習
の
構
想
力
を
身

に
つ
け
れ
ば
、
自
分
で
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
や

「
書
く
こ
と
」
の
教
材
で
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
人

前
で
発
表
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
ゴ
ー
ル
が
、

例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
設
し
た

「
次
へ
つ
な
げ
よ
う
」
で
は
、「
目
標
」
に
対
す
る

「
振
り
返
り
」
と
し
て
評
価
の
観
点
を
示
し
ま

し
た
。
発
表
す
る
と
い
う
活
動
は
そ
の
後
も
出
て

く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
の
学
習
の
区
切
り

と
し
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

自
己
評
価
を
促
す
大
事
な
し
か
け
で
す
よ
ね
。

「
学
習
の
窓
」
も
あ
り
ま
す
し
ね
。

「
学
習
の
窓
」
は
現
行
本
で
も
か
な
り
機

能
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
さ
ら
に
磨
き
が

か
か
り
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
ね
ら
い
が
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
学
習
を

自
分
で
身
に
つ
け
て
い
く
た
め
の
重
要
な
ツ
ー
ル

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
付
録
に
新
設
さ
れ
た

大
人
た
ち
は
忘
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
言
葉
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
切
羽
詰
ま
っ
た
こ
と

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
子
の
世
界
観
と
も

重
な
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
ど
う
い
う
言
葉
を
ど
う
や
っ
て
学
ん
で
い
く

か
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
す
ご
く
大
切
な
こ
と

で
す
ね
。

自
分
か
ら
学
習
に
取
り
組
も
う
と

す
る
姿
勢

今
ま
で
の
国
語
の
授
業
全
般
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
な
ん
の
た
め
の
授
業
を
し
て
い

て
、
自
分
は
ど
こ
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
か
、

子
ど
も
た
ち
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
の

で
す
。
教
え
る
側
と
し
て
は
、
単
元
の
目
標
を

決
め
、
学
習
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
ゴ
ー
ル
ま
で
考
え

て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
に
説
明
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
子

ど
も
た
ち
自
身
に
、
今
何
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る

の
か
、
何
を
学
び
た
い
の
か
、
ど
う
や
っ
て
学
ぶ

の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
も
ら
お
う
と
は
し
て
い

な
か
っ
た
ん
で
す
。

ゴ
ー
ル
だ
け
を
目
ざ
し
、
い
つ
の
間
に

か
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
夢
中
に
な
っ
て
た
だ

走
っ
て
い
る
だ
け
で
、
気
が
つ
い
た
ら
い
つ
の
間

に
か
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
ね
。

そ
の
点
に
つ
い
て
十
八
年
度
版
教
科
書
の

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
や
「
書
く
こ
と
」
の
教

材
で
は
、
目
標
を
き
ち
ん
と
立
て
た
う
え
で
、
ど

う
い
う
学
習
の
流
れ
が
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と

を
学
ん
で
、
次
へ
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
こ
こ
ま

で
到
達
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
そ
ん
な
学
習

の
道
筋
を
示
せ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
は
何
を
学
ぶ
の
か
、
学
び

た
い
の
か
と
い
う
学
習
の
構
想
力
を
身
に
つ
け
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

▲「国語」1    P. 30-31「発見したことを伝えよう」
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背
景
の
理
解
が
困
難
と
い
う
意
見
が
よ
く
き
か
れ

ま
し
た
。
今
回
は
思
い
切
っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト
で
資
料

を
提
示
し
、
ま
ず
は
そ
の
作
品
の
世
界
に
浸
っ
た

り
、
学
習
途
中
で
参
考
資
料
と
し
た
り
し
て
、
子
ど

も
の
学
習
へ
の
興
味
づ
け
を
行
う
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。そ

う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
回
の
「
読

書
案
内
」
の
ペ
ー
ジ
に
も
着
目
し
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
本
の
紹
介
は
、
表
紙
の
写
真
も

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
印
象
深
く

な
る
よ
う
に
配
慮
し
、
手
に
と
っ
て
読
ん
で
み
た

く
な
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
図
書

館
で
の
本
の
探
し
方
、
読
書
記
録
の
付
け
方
な
ど

を
、
一
ペ
ー
ジ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
各
学
年
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

「
学
習
を
広
げ
る
」
に
入
っ
て
い
る
資

料
の
「
本
と
の
出
会
い
」
に
も
、
子
ど
も
た
ち
が

好
き
な
本
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
ん
で
す
。
子
ど

も
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
本
と
、
子
ど
も
が
読
み

た
い
本
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
本
は
、
ど
れ
も
子
ど

も
の
反
応
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
絶
対
に
お
す
す

め
の
本
で
す
の
で
、こ
こ
に
載
っ
て
い
る
百
冊
は
、

ぜ
ひ
図
書
館
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

教
育
の
世
界
で
は
多
読
と
い
う
の
が
非
常

に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
教
科
書
の
中
で
、
子

ど
も
た
ち
が
夢
中
に
な
っ
て
読
め
る
本
を
、
ど
れ

だ
け
手
控
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。
十
八
年
度
版
の
教
科
書
で
は
、
写
真

付
き
で
六
十
六
冊
、
そ
の
ほ
か
、
資
料
の
ペ
ー
ジ
に

百
冊
、
全
部
で
百
六
十
六
冊
紹
介
し
て
い
ま
す
。

三
年
間
で
こ
れ
だ
け
の
本
を
読
破
し
た

ら
立
派
で
す
。
グ
ラ
フ
や
チ
ェ
ッ
ク
欄
が
つ
い
て

い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
達
成
感
を
味
わ
っ

て
ほ
し
い
で
す
ね
。
自
分
か
ら
進
ん
で
読
む
、
本

が
好
き
だ
か
ら
読
む
、
と
い
う
理
想
像
が
わ
た
し

に
は
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
本
を

手
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
ペ
ー
ジ
作
り
を
心
が
け

ま
し
た
。

「
学
習
の
た
め
の
用
語
一
覧
」
と
い
う
の
も
画
期

的
で
す
ね
。
こ
う
し
た
一
覧
表
は
、
数
が
多
過
ぎ

る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
見
た
だ
け
で
う
ん
ざ
り
し

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
一
ペ
ー
ジ
に
精
選
さ
れ
て

い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
国
語
に
自
信
の
な
い
子
で

も
、
こ
の
く
ら
い
だ
っ
た
ら
な
ん
と
か
な
る
と
、

考
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

学
習
し
て
い
る
自
分
を
確
認

で
き
る
し
か
け

今
回
の
教
科
書
は
、
メ
タ
認
知
と
い
う

か
、
学
習
し
て
い
る
自
分
を
客
観
化
で
き
る
よ
う

な
場
面
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
次
へ
つ
な
げ
よ
う
」
も
そ
う
だ
し
、「
学
習
の
た

め
の
用
語
一
覧
」
や
「
学
習
の
窓
」
も
そ
う
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
た
だ
が
む
し
ゃ
ら
に
学
習
す
る
の
で

は
な
く
、
自
分
が
今
ど
こ
ま
で
来
て
い
る
の
か
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確

認
で
き
る
ツ
ー
ル
で
す
。
例
え
ば
、
学
習
を
す
る

ご
と
に
、「
用
語
一
覧
」
の
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
印

を
付
け
て
い
く
と
、
こ
ん
な
に
学
習
し
た
と
い
う

道
筋
が
残
り
ま
す
。
自
分
が
ど
れ
だ
け
学
習
し
た

の
か
、
自
信
に
も
つ
な
が
る
し
、
喜
び
に
も
な
る

と
思
う
ん
で
す
。

自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
学
び
方
を
自
分
の
中

に
構
築
し
て
い
く
。
こ
れ
が
本
当
の
意
味
で
の

メ
タ
認
知
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
で
き
る
例

の
一
つ
と
し
て
、
一
年
の「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

教
材
「
話
し
合
っ
て
考
え
よ
う
」の
グ
ル
ー
プ
・

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
て
い
く
と
、
活
動
が
必
ず
し
も

活
発
に
い
か
ず
に
、
停
滞
し
た
り
立
ち
止
ま
っ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
中
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
起

き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
立
ち
止
ま
っ

た
り
、
あ
る
い
は
振
り
返
っ
て
も
ら
う
と
い
う
エ
ッ

セ
ン
ス
が「
学
習
の
窓
」に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

そ
こ
で
学
習
し
た
こ
と
が
次
の
学
習
で

使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
頭
の

中
で
一
般
化
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
法
則
と
し
て
意
識
的
に
自
分
で
身
に

つ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
科
書
の
中
で

も
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
認
識
で
き
る
部
分
が
あ
れ

ば
、
学
習
の
定
着
、
学
力
の
定
着
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
思
い
ま
す
ね
。

子
ど
も
の
読
む
意
欲
を
引
き
出
す

工
夫

今
、
子
ど
も
た
ち
は
、
言
葉
だ
け
で
は

な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
情
報
が
い
く
ら
で
も

手
に
入
る
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

彼
ら
に
と
っ
て
役
立
つ
「
読
む
力
」
と
は
、
と
考

え
た
と
き
、
文
字
だ
け
で
は
な
く
、
理
解
を
助
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

子
ど
も
た
ち
の
読
む
意
欲
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く

と
思
う
の
で
す
。

十
八
年
度
版
の
教
科
書
は
Ｂ
５
判
で
大
判

に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
利
点
を
最
大
限
に
生
か

し
て
、
子
ど
も
の
読
む
意
欲
を
促
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
近
代
文
学
や
古
典
教
材
な
ど
は
、
時
代

「国語」1   P. 103
「話し合って考えよう」の「学習の窓」

▲「国語」1   P. 100-101「話し合って考えよう」

▲

信州大学教育学部助教授。
1960年生まれ。専門は、授業コミュニケーション論。著書に、
『対話的コミュニケーションの指導』（明治図書）、『死と豊穣の
民俗文化』（吉川弘文館）などがある。
光村図書中学校国語教科書編集委員を務める。
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あ
る
子
ど
も
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い

た
ん
で
す
。「
テ
ー
マ
が
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
て
、

ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

テ
ー
マ
さ
え
見
つ
か
れ
ば
勉
強
が
で
き
る
の
に
。」

と
。
驚
く
べ
き
情
報
量
の
中
で
日
々
生
活
し
て
い

る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
る

こ
と
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
に
も
、

こ
の「
学
習
を
広
げ
る
」に
あ
る
「
発
想
を
広
げ

る
」
を
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
中
学
生
に
ふ
さ

わ
し
い
テ
ー
マ
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
用
意
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

本
編
の
ほ
か
に「
学
習
を
広
げ
る
」が
あ
る

と
は
い
っ
て
も
、ペ
ー
ジ
数
は
現
行
本
よ
り
も
減
っ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
も
、
ゆ
っ
た

り
し
た
気
持
ち
で
取
り
組
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
教
科
書
は
、
隅
々
に
ま
で
子
ど
も
た
ち

へ
の
配
慮
が
行
き
渡
っ
て
い
ま
す
し
ね
。

目
次
の
イ
ラ
ス
ト
を
よ
く
見
る
と
、
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
宮
沢
賢
治
が
い
る
と
か
ね
（
笑
）。

そ
う
い
っ
た
細
か
い
技
も
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
部
分
で
も
い
い
の
で
、
子

ど
も
た
ち
が
、
ま
ず
教
科
書
に
愛
着
を
も
っ
て
く

れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。

こ
の
教
科
書
を
パ
ラ
パ
ラ
め
く
っ
て
い

る
と
、
他
愛
な
い
発
見
を
し
た
り
、
好
き
な
作
品

を
見
つ
け
て
予
想
外
に
の
め
り
込
ん
だ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

は
子
ど
も
た
ち
の
反
応
を
見
た
い
で
す
ね
。

わ
た
し
に
は
、
今
か
ら
も
う
、
子
ど
も

た
ち
の
反
応
が
目
に
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

願
い
も
込
め
て
で
す
が
、
こ
の
教
科
書

を
使
え
ば
子
ど
も
た
ち
は
き
っ
と
国
語
が
好
き
に

な
る
と
、わ
た
し
は
固
く
信
じ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

そ
こ
か
ら
が
本
当
の
国
語
の
学
習
の
ス

タ
ー
ト
で
す
ね
。

「
学
習
を
広
げ
る
」
を
効
果
的
に

生
か
す新

設
さ
れ
た「
学
習
を
広
げ
る
」で
す
が
、

こ
れ
は
単
な
る
付
録
ペ
ー
ジ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
三
年
の
「
二
つ
の
悲
し
み
」
は
現
行
版

に
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
文
学
な
の
か
、
そ
れ

と
も
非
文
学
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
以
前
、

か
な
り
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

作
品
が
資
料
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
扱
い
方
が
で
き
る
と
思
う

ん
で
す
。
例
え
ば
、
言
語
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と

も
可
能
で
す
。
教
科
書
を
資
料
化
し
て
使
う
と
い

う
方
向
が
あ
る
と
、
教
科
書
全
体
が
俄が

然ぜ
ん

違
っ
て

見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

わ
た
し
は
、
現
場
に
い
た
と
き
に
は
授
業

の
遅
い
教
師
だ
っ
た
の
で
、
た
ぶ
ん
、
今
、
教
壇
に

立
っ
て
も
、「
学
習
を
広
げ
る
」ま
で
や
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、

わ
た
し
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
こ
の
部
分
を
子
ど
も

に
渡
し
て
し
ま
っ
て
、
ど
れ
だ
け
自
分
で
使
え

る
か
。
そ
う
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
ね
。
生
徒
た

ち
は
、
結
構
お
も
し
ろ
が
っ
て
読
ん
で
、
活
用
し
て

く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

わ
た
し
は
、
ど
ん
な
使
い
方
を
し
よ
う
か

と
、
今
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
ん
で
す
。
読
み
物

以
外
に
、
表
現
の
テ
ー
マ
例
や
原
稿
用
紙
の
使
い

方
、
情
報
の
集
め
方
な
ど
も
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

単
元
の
学
習
の
前
で
も
後
で
も
、
途
中
で
も
使
え

る
し
、
家
庭
学
習
に
も
使
え
る
と
思
い
ま
す
。
自
主

的
な
学
習
を
課
題
に
出
す
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、

子
ど
も
た
ち
は
、「
た
い
へ
ん
だ
け
ど
、
お
も
し
ろ

い
。」み
た
い
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
こ
の「
学
習
を
広
げ
る
」を
、
ヒ
ン
ト
に
自
分
で

勉
強
さ
せ
る
と
い
う
の
も
い
い
な
と
考
え
て
い

ま
す
。

教
科
書
の
本
編
の
部
分
に
は
矢
印
の
マ
ー

ク
が
つ
い
て
い
て
、
資
料
の
ペ
ー
ジ
と
の
関
連
を
示

し
て
い
ま
す
。

勉

強
し
て
い
る
と
き
に
、「
学
習
を
広
げ
る
」の
中
に

こ
ん
な
資
料
が
あ
る
と
だ
れ
か
が
気
づ
い
た
ら
、

み
ん
な
に
紹
介
し
て
い
く
と
か
、い
ろ
い
ろ
な
場
面

で
生
徒
が
辞
書
の
よ
う
に
使
っ
て
い
く
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
々
の
力
に

合
っ
た
手
助
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

確
か
に
、
辞
書
の
よ
う
な
要
素
が
あ
り
ま

す
ね
。
ど
れ
か
を
丸
ご
と
一
つ
扱
わ
な
く
て
も
、
一

部
を
切
り
取
っ
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
ペ
ー
ジ
で
す

ね
。
授
業
時
数
が
少
な
い
中
で
、「
学
習
を
広
げ
る
」

は
、
負
担
に
な
る
の
で
は
な
く
、
大
き
な
手
助
け
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▲「国語」2   P. 218-219「発想を広げる」

中国45  05.4.4 3:32 PM  ページ 11



11 10

新
し
い
学
年
の
ス
タ
ー
ト
。
生
徒
は
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い

る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

「
学
習
の
計
画
を
立
て
よ
う
」
は
、
一
年
間
の
学
習
内
容
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
す
。

学
年
の
始
ま
り
に
、
生
徒
自
身
が「
ど
ん
な
教
材
で
ど
ん
な
こ
と
を
学
習
す
る
の
か
」
を

把は

握あ
く

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
け
身
で
は
な
い
国
語
学
習
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
を
ど
う
学
ん
で

い
く
の
か
が
わ
か
る

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
の
最
初
に
、「
目
標
」

と
「
学
習
の
見
通
し
を
も
と
う
」
の
欄
を
設
け
ま
し
た
。
生
徒
自
身

が
、
何
を
目
標
に
学
習
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
自
覚
し
、
今
何
を
学
ん

で
い
る
の
か
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

ど
ん
な
こ
と
を
意
識
し
て

ど
ん
な
力
を

つ
け
れ
ば
よ
い
か
が
わ
か
る

学
習
す
る
中
で
身
に
つ
け
た
い
力
を
「
学
習
の
窓
」
で
示
し
ま
し

た
。
生
徒
が
ど
ん
な
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
学
習
を
進
め
て
い
け

ば
よ
い
の
か
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ど
ん
な
力
が
つ
い
た

の
か
が
わ
か
る

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
の
最

後
に
は
、「
目
標
」
に
対
す
る
「
振
り
返
り
」
と
し
て
の

自
己
評
価
の
観
点
を
示
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
学
習

で
身
に
つ
け
た
力
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

18年度版教科書は、
子どもの「学ぶ意欲」を刺激します

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
学
習
を

す
る
の
か
が
わ
か
る
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も
っ
と
読
み
た
い

「
読
書
案
内
」
の
ペ
ー
ジ
は
、
生
徒
が
思
わ
ず
手
に
と
っ
て
読
ん
で
み
た
く
な
る
よ
う
に
、

内
容
の
紹
介
と
合
わ
せ
て
表
紙
写
真
も
提
示
し
ま
し
た
。
生
徒
の
「
も
っ
と
読
み
た
い
」

「
も
っ
と
調
べ
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
図
書
館
で
の
本
の
探
し
方
や

索
引
の
使
い
方
な
ど
を
示
し
た
「
読
書
活
動
」
の
ペ
ー
ジ
を
設
け
ま
し
た
。

13 12

も
っ
と
知
り
た
い

本
編
の
ほ
か
の
教
材
や
「
学
習
を
広
げ
る
」
の
資
料
な
ど
に
関
連

し
て
い
る
ペ
ー
ジ
を
　
　
マ
ー
ク
で
示
し
、
適
宜
参
照
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
学
習
の
参
考
に
し
た
り
、
実
際
に
活
用
し
た
り
し
て
、

生
徒
の
「
も
っ
と
知
り
た
い
」
と
い
う
意
欲
に
こ
た
え
ま
す
。

子どもの「読みたい」「知りたい」と
思う気持ちを後押しします
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「
な
る
ほ
ど
」か
ら
学
習
に
取
り
組
め
る

時
代
背
景
の
解
説
や
作
者
紹
介
な
ど
、
基
礎
的
な
理
解
の
助
け
と
な
る

資
料
を
教
材
の
そ
ば
に
配
置
し
ま
し
た
。
特
殊
な
語
句
に
つ
い
て
は
、
脚
注

欄
に
、
図
や
写
真
と
と
も
に
解
説
を
つ
け
て
い
ま
す
。
豊
富
な
資
料
に
支

え
ら
れ
、
生
徒
は
国
語
の
学
習
に
じ
っ
く
り
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

気
が
つ
い
た
こ
と
を

す
ぐ
に
メ
モ
で
き
る

教
科
書
が
一
回
り
大
き
く
な
っ
た
こ

と
で
、
脚
注
欄
が
広
が
り
ま
し
た
。
余

白
を
利
用
し
て
学
習
中
に
気
が
つ
い
た

こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
、
そ
の
場
で
メ

モ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
学
習
を
振

り
返
る
と
き
に
も
役
立
ち
ま
す
。

15 14

大きな紙面が子どもの学習をサポートします
教科書紙面が、一回り大きなB5判になりました。
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