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は
じ
め
に 

 

次
期
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
（
以
下
、
「
次
期
」
と
す
る
）
が
告
示
さ
れ

た
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
国
語
科
の
改
善
事
項
と
し
て
六
点
が
挙
げ
ら
れ
、
そ

の
う
ち
の
一
点
が
「
伝
統
文
化
に
関
す
る
学
習
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
期
に
お
い
て
、
国
語
科
で
の
「
伝
統
文
化
に
関
す
る

学
習
」
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
中
央
教
育
審
議
会
「
答
申

（

１

）

」

や
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
「
審
議
の
取
り
ま
と
め

（

２

）

」
及
び
「
議
事
録

（

３

）

」
等

を
も
と
に
、
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

「
言
語
文
化
」
及
び
「
古
典
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、「
審
議
の
取
り
ま
と
め
」

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

言
語
文
化

（

４

） 

「
言
語
文
化
」
と
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て

き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を
持
つ
言
語
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
文
化
と
し
て

の
言
語
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
き
た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
更
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の

各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や

芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て
い
る
。 

古
典

（

５

） 「
古
典
」
と
は
、
古
文
・
漢
文
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
に
お
い
て

古
来
引
き
継
が
れ
て
き
た
優
れ
た
固
有
の
思
想
や
も
の
の
見
方
、
考
え
方
、

日
本
人
の
心
性
な
ど
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
日
本

人
が
言
葉
に
よ
っ
て
生
み
出
し
て
き
た
精
神
的
所
産
の
蓄
積
で
あ
り
、
そ

こ
に
現
れ
た
思
想
や
も
の
の
見
方
、
考
え
方
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国

の
自
然
や
人
々
の
生
活
な
ど
を
言
葉
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
、
自
ら

が
そ
う
し
た
文
化
的
背
景
の
中
で
成
長
し
て
き
た
文
化
的
な
存
在
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
優
れ
た
点
を
継
承
し
て
い
く
担
い
手

と
し
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

 

「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
に
つ
い
て 

― 

伝
統
文
化
の
学
習 

― 

小 

林 
 

和 

馬 
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一 

改
訂
の
背
景 

二
〇
一
六
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
「
答
申
」
で
は
、「
伝
統

文
化
に
関
す
る
学
習
」
を
次
の
四
観
点
で
整
理
し
、
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
。
そ
の
観
点
と
は
、「
古
典
に
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
、
古
典
の
表

現
を
味
わ
っ
た
り
す
る
観
点
」
「
古
典
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
観
点
」
「
古

典
を
自
分
の
生
活
や
生
き
方
に
生
か
す
観
点
」「
文
字
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
る
観
点
」
で
あ
る
。 

そ
の
答
申
を
受
け
て
、
二
〇
一
七
年
二
月
十
四
日
に
改
訂
案
が
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
意
見
公
募
手
続
を
経
て
、
三
月
三
十
一
日
に
次
期
「
学
習
指
導
要
領
」

が
告
示
さ
れ
た
。 

二 

国
語
科
の
構
造
と
伝
統
文
化
の
位
置
づ
け 

次
期
で
は
、「
伝
統
文
化
に
関
す
る
学
習
」
が
「
知
識
・
技
能
」
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
「
知
識
・
技
能
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

「
事
実
的
な
知
識
の
み
を
暗
記
す
る
学
習
」
で
は
な
い
こ
と
は
、「
国
語
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
の
と
り
ま
と
め
」
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

三 

伝
統
文
化
の
指
導
事
項 

で
は
、
具
体
的
に
、
伝
統
文
化
に
関
す
る
指
導
事
項
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た

の
か
に
つ
い
て
、
現
行
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領

（

６

）

」
と
次
期
「
小
学
校
学
習
指

導
要
領

（

７

）

」
を
比
較
し
な
が
ら
、
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕 

現
行 

（
ア
）
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た

り
、
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
。 

次
期 ア 

昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
し
て
、
我
が

国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
。 

イ 

長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
言
葉
遊
び
を
通
し
て
、
言
葉
の
豊
か
さ
に
気

付
く
こ
と
。 

 

現
行
で
は
、「
読
み
聞
か
せ
」
や
「
発
表
」
と
い
っ
た
二
つ
の
活
動
に
限
っ
て

示
さ
れ
て
い
た
が
、
次
期
で
は
、「
な
ど
」
と
い
う
文
言
が
加
わ
る
こ
と
で
、
二

つ
以
外
の
活
動
へ
も
広
が
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
児
童
等
の
実
態
や
ね
ら

い
に
あ
わ
せ
て
、
よ
り
適
切
な
活
動
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
充
実
し
た
学

習
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
次
期
で
は
、

そ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、「
言
語
文
化
に
親
し
む
」
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
活
動
を
通
し
て
育
て
る
力
が
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
今
回
新
た
に
加
わ
っ
た
も
の
と
し
て
「
長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
言

葉
遊
び
を
通
し
て
、
言
葉
の
豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
。
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
会
議
に
お
い
て
、
関
連
し

た
発
言
が
見
ら
れ
た
の
で
、
次
に
紹
介
す
る
（
以
下
、
引
用
部
傍
線
は
筆
者
）
。 

 

「
言
語
文
化
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
」
の
が
高
等
学
校
の
段
階
で
、

言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
て
い
く
の
は
中
学
校
。
小
学
校
で
は
文

言
の
工
夫
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
母
語
と
し

て
の
日
本
語
に
対
す
る
関
心
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ら
い
い
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
現
在
様
々
な
国
籍
を
持
っ
た
子
も
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
も



59 

 

視
野
に
入
れ
つ
つ
、
母
語
と
し
て
の
豊
か
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
日
本
語

に
対
す
る
関
心
を
ま
ず
は
小
学
校
で
持
た
せ
て
、
そ
れ
か
ら
先
、
中
学
校
、

高
等
学
校
で
は
今
申
し
上
げ
た
よ
う
な
言
葉
の
見
直
し
が
必
要
に
な
る
の

で
は
な
い

（

８

）

か
。 

 

小
学
校
の
段
階
か
ら
、
古
典
に
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
と
い
う
、
こ

れ
は
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
遊
び
の
視
点
を
入
れ
た
方
が
い

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
古
典
に
ち
な

む
よ
う
な
言
語
遊
戯
、
日
本
語
と
い
う
の
は
と
に
か
く
言
葉
遊
び
が
大
好

き
な
言
語
体
系
で
あ
り
ま
す
し
、
百
人
一
首
か
る
た
な
ど
も
小
学
校
の
教

科
書
に
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
幼
児
教
育
か
ら
の
絡
み
で
考
え
る
と
、
も

う
少
し
遊
び
と
い
う
要
素
を
こ
こ
で
強
く
出
さ
れ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
ふ
う
に
こ
れ
は
提
案
し
ま
す

（

９

）

。 

 こ
の
よ
う
に
藤
森
氏
は
、
日
本
語
は
言
葉
遊
び
が
大
好
き
な
言
語
体
系
で
あ

る
と
し
た
う
え
で
、
遊
び
と
い
う
要
素
を
入
れ
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
今
回
の
改
訂
で
は
、
幼
稚
園
教
育
と
の
つ
な
が
り
が
重
視
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
「
言
葉
遊
び
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
次
期
『
幼
稚
園
教
育
要

領
』
の
中
に
も
存
在
す
る
。 

 

幼
児
が
生
活
の
中
で
、
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
、
新
し
い
言
葉
や
表
現
な

ど
に
触
れ
、
こ
れ
ら
を
使
う
楽
し
さ
を
味
わ
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ

の
際
、
絵
本
や
物
語
に
親
し
ん
だ
り
、
言
葉
遊
び
な
ど
を
し
た
り
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
言
葉
が
豊
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と

（

1
0

）

。 

 

〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕 

現
行 （

ア
）
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ

た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る

こ
と
。 

（
イ
）
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の

意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。 

次
期 ア 

易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
な

ど
し
て
、
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
。 

イ 

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意

味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。 

 

こ
れ
は
、
「
音
読
、
暗
唱
」
と
い
う
活
動
を
大
切
に
し
、
「
言
葉
の
響
き
や
リ

ズ
ム
に
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
の
だ
と
考
え
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
機
械
的
に
「
音
読
、
暗
唱
」
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、「
音
読
、
暗
唱
」

を
行
う
中
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
指
導
す
る
こ
と
は
、
今
後
も
必
要
で
あ
ろ
う
。 

こ
と
わ
ざ
、
慣
用
句
、
故
事
成
語
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

 
〔
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
〕 

現
行 （

ア
）
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ

い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
。 

（
イ
）
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
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や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
。 

次
期 ア 

親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
を
音
読

す
る
な
ど
し
て
、
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
。 

イ 

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
ん
だ
り
作
品
の
内
容
の
大
体
を

知
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方

を
知
る
こ
と
。 

 

現
行
の
「
「
内
容
の
大
体
を
知
り
」
と
い
う
文
言
は
、
二
つ
目
の
指
導
事
項
に

加
わ
っ
た
。
次
期
で
は
、「
音
読
す
る
な
ど
」
と
な
っ
て
お
り
、
音
読
以
外
の
活

動
へ
も
広
が
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
実
態
や
ね
ら
い
に
あ
わ
せ
て
、
活
動

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
充
実
し
た
学
習
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
、
「
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
、

〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕
の
部
分
や
、
次
期
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
の
部

分
と
同
じ
く
、
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
期
の
児

童
は
、
声
に
出
し
て
音
読
す
る
う
ち
に
、
す
ぐ
に
覚
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

覚
え
た
こ
と
は
、
中
学
校
、
高
等
学
校
と
進
み
、
改
め
て
そ
の
作
品
に
出
会
っ

た
時
に
、
そ
の
言
葉
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
体
を
通
し
て
、
言
葉
の
響

き
や
リ
ズ
ム
を
体
感
し
、
体
得
し
て
い
く
こ
と
で
、
日
本
語
を
豊
か
に
捉
え
て

い
く
素
地
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
、
次
期
で
は
、「
作
品
の
内
容
の
大
体
を
知
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
作
品
自

体
を
通
し
て
、
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
作
品
と
直
に
向
き
合
い
、
主
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
解
説
し
た
文
章
に
書
か
れ
た
考
え

を
一
方
的
に
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
作
品
に
能
動
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
な
り
、
意
義
の
あ
る
学
習
だ
と
考
え
る
。 

四 

教
材
の
在
り
方
と
考
え
ら
れ
る
具
体
例 

審
議
の
と
り
ま
と
め
で
は
、「
教
材
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
、
古
典
と
近
現
代
の
文
章
の
両
方
を
活
用
し
、
理
解
を
図
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
林
氏
が
、「
原
典
で
あ
る
古
典
と
の
比
較

な
ど
を
通
し
て
、
我
が
国
の
物
語
や
民
俗
な
ど
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
た
り
、

古
典
と
近
代
文
学
と
の
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
を
考
え
た
り
す
る
学
習
」
を
挙

げ
て
い
る
。 

 

古
典
を
題
材
に
と
っ
た
小
説
を
「
言
語
文
化
（
仮
称
）
」
で
扱
う
場
合

に
は
、
原
典
で
あ
る
古
典
と
の
比
較
な
ど
を
通
し
て
、
我
が
国
の
物
語
や

民
俗
な
ど
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
古
典
と
近
代
文
学
と
の
共
通
点

や
相
違
点
な
ど
を
考
え
た
り
す
る
学
習
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す

（

1
1

）

。 
 

 

こ
れ
は
、
高
等
学
校
で
の
学
習
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
だ
が
、
小
学
校
な

ど
に
お
い
て
も
、
扱
え
る
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。 

次
に
「
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
表
現
を
扱
う
」
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

児
童
生
徒
が
、
社
会
で
経
験
す
る
言
葉
は
、
多
様
な
媒
体
、
つ
ま
り
、
文
字
だ

け
で
な
く
、
音
声
や
映
像
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
情
報
量
も
、
多
様
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
語
科
に
お
い
て
も
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア

表
現
を
扱
う
こ
と
で
、
正
確
に
読
み
取
る
力
や
豊
か
に
想
像
す
る
力
を
育
成
す

る
こ
と
の
重
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
文
化
の
学
習
に
お
い

て
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
藤
森
氏
や
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児
玉
氏
が
、
音
声
や
映
像
を
教
材
と
し
て
扱
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ

て
い
る
。 

 
今
回
画
期
的
な
も
う
一
つ
の
要
素
で
、
映
像
も
含
む
多
様
な
メ
デ
ィ
ア

表
現
が
出
て
き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｉ
Ｅ
も
含
め
て
、
実
際
に
社
会
生
活
の
中
で

触
れ
る
メ
デ
ィ
ア
を
教
材
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
が
、

実
は
社
会
生
活
で
我
々
が
経
験
す
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
映
像
音
声
と
文

字
と
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
ね
。
そ
の
際
、

私
が
気
に
な
る
の
は
教
科
書
で
す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
実
際
の
事
例
な

ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
て
、
紙
の
教
科
書
が
消
え
つ
つ

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
国
語

の
教
科
内
容
と
し
て
、
「
み
る
こ
と
、
み
せ
る
こ
と
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
課
題
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
映
像
に
対
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
を
国
語
科

に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
す

（
1
2

）

。 

 

「
国
語
表
現
（
仮
称
）
」
の
二
つ
目
の
ポ
ツ
の
と
こ
ろ
で
、
「
映
像
を

含
む
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
表
現
を
扱
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
」
と
い

う
御
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
扱
う
と
い
う
こ
と
の
中
身
が
、
読
む
た

め
、
理
解
教
材
と
し
て
扱
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
し
に
、
表
現
す
る
も
の

と
し
て
も
扱
う
と
い
う
意
味
で
私
は
ま
ず
は
捉
え
た
い
と
思
っ
て
い
て
、

そ
の
理
解
で
良
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
確
認
し
た
い
と
こ
ろ
で

す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
を
決
し
て
「
国
語
表
現
」
だ
け
の
問
題
と
し

て
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、
「
現
代
の
国
語
」
、
「
言
語
文
化
」
、
「
論

理
国
語
」
の
全
部
に
関
わ
る
、
要
す
る
に
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
も
の
を
理
解

し
た
り
表
現
し
た
り
す
る
も
の
、
音
声
や
動
画
な
ど
と
い
う
も
の
を
、
言

葉
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
そ
う
い
う
も
の
も
国
語
の
教
材
と
し
て
取
上
げ
た

り
、
表
現
の
対
象
と
し
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
積
極
的
に
推
し

進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
よ
り
も
よ
り
強
め
に
書
い
て

お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た

（

1
3

）

。 

 

ま
た
、
酒
井
氏
の
発
言
か
ら
は
、
発
達
段
階
や
実
態
等
に
応
じ
て
、
文
字
、

音
声
、
映
像
を
適
宜
使
い
分
け
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ

る
。 

 

結
論
と
し
て
は
、
「
発
達
段
階
に
応
じ
て
」
以
降
で
す
け
れ
ど
も
、
「
想

像
力
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
手
法
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
。
つ

ま
り
、
言
葉
と
い
う
の
は
確
か
に
い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
可
能
な
わ
け
で
す

が
、
映
像
の
中
に
も
ち
ろ
ん
音
声
も
入
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
使
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
が
大
切
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
も
と
も
と
の
表
現

で
は
、
た
だ
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
表
現
を
与
え
て
い
れ
ば
楽
し
い
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
も
し
、

言
葉
を
足
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
な
ぜ
想
像
力
を
豊
か
に
す
る
た
め
に

そ
の
使
用
法
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
文
字
し
か
な

い
と
い
う
限
定
さ
れ
た
入
力
か
ら
、
我
々
は
、
一
体
こ
の
人
は
ど
う
い
う

心
持
ち
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
想
像
す

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
補
っ
て
、
初
め
て
行
間
の
読
み
が
で
き
る
わ
け

で
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
音
声
化
す
る
と
、
大
分
、
心
情
が
入
り
ま
す
の
で
、

情
報
が
増
え
ま
す
。
当
然
、
映
像
を
見
れ
ば
、
さ
ら
に
、
そ
の
人
が
ど
う

い
う
服
装
を
し
て
、
情
景
も
全
て
表
現
さ
れ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
想
像
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力
の
余
地
が
な
い
く
ら
い
、
は
っ
き
り
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
何
で
も
情
報
が
多
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
情
報
を
限

っ
た
か
ら
こ
そ
文
字
や
音
声
の
メ
デ
ィ
ア
が
意
味
を
持
つ
の
で
、
そ
こ
ら

辺
の
教
材
の
在
り
方
と
い
う
こ
と
を
、
や
っ
ぱ
り
、
き
ち
っ
と
提
示
す
る

こ
と
が
大
切
か
な
と
思
い
ま
し
た

（

1
4

）

。 

 

さ
ら
に
、
絵
巻
物
の
よ
う
な
絵
画
的
資
料
が
、
学
習
に
お
い
て
読
む
対
象
と

な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
氏
が
、
小

学
校
に
お
い
て
、
既
に
絵
巻
が
教
材
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

言
語
文
化
、
あ
る
い
は
古
文
・
漢
文
と
い
っ
た
よ
う
な
教
材
を
扱
お
う

と
し
た
と
き
に
、
資
料
と
し
て
の
絵
画
的
な
資
料
と
い
う
も
の
は
、
こ
の

中
に
ど
う
読
む
、
例
え
ば
絵
巻
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
よ
う

な
資
料
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
な
。
そ
う

い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
古
典
に
入
っ
て
い
く
。
小
学
校
な
ん
か
で
は
、
既
に

絵
巻
は
教
材
に
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
読

ん
で
い
く
と
い
う
読
書
活
動
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
と
い
う
の
が
あ
っ
て
も
良

い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た

（

1
5

）

。 

 

そ
れ
は
、
光
村
図
書
の
小
学
校
六
年
生
版
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
高
畑

勲
氏
の
書
い
た
「
『
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」
と
い
う
教
材
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ

れ
る
。
こ
の
単
元
で
は
、
「
鳥
獣
戯
画
」
の
写
真
が
カ
ラ
ー
で
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
、
筆
者
が
「
鳥
獣
戯
画
」
に
描
か
れ
て
い
る

「
何
」
を
「
ど
の
よ
う
に
」
感
じ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い

る
の
か
を
捉
え
て
い
く
と
い
う
学
習
で
あ
る
。
単
元
の
最
後
に
は
、
『
鳥
獣
戯

画
』
と
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
た
絵
巻
物
と
し
て
、
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
や
「
伴

大
納
言
絵
巻
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

今
後
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
取
り
組
み
が
、
さ
ら
に
望
ま
れ
て
く
る

と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
え
ら
れ
る
学
習

の
具
体
例
に
つ
い
て
、
考
え
る
こ
と
と
す
る
。 

古
典
と
近
現
代
の
文
章
の
両
方
を
活
用
す
る
と
い
う
視
点
に
お
い
て
は
、
例

え
ば
、
『
御
伽
草
子
』
の
「
浦
嶋
太
郎
」
と
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
絵
本
の

『
浦
島
太
郎
』
を
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
学
習
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
、
『
御
伽
草
子
』
の
「
浦
嶋
太
郎
」
を
用
い
た
学
習
は
、
三
宅

晶
子
氏
の
論
考
」
古
文
は
時
の
方
言
―
江
戸
時
代
の
子
供
た
ち
が
読
ん
だ
「
浦

嶋
太
郎

（

1
6

）

」
―
』
で
、
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。
そ
こ
で
の
対
象
は
、
大
学
生
で
あ
る
が
、
教
材
提
示
の
仕
方
な
ど
を
小

学
生
に
合
わ
せ
て
計
画
す
る
こ
と
で
、
小
学
校
に
お
い
て
も
実
践
で
き
る
と
考

え
る
。
実
際
、
三
年
程
前
に
、
筆
者
が
五
年
生
を
担
任
し
て
い
た
と
き
、
『
御

伽
草
子
』
の
「
浦
嶋
太
郎
」
が
、
絵
本
の
「
浦
島
太
郎
」
と
違
う
こ
と
を
示
す

と
、
児
童
は
、
と
て
も
興
味
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
時
は
、
自
身
に
知
識
が
な

く
、
違
う
と
い
う
こ
と
の
み
を
簡
単
に
示
す
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
三

宅
氏
の
論
考
の
な
か
で
は
、
物
語
の
楽
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
の

考
え
方
や
生
き
方
、
美
し
く
豊
か
な
日
本
の
四
季
、
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
連

な
ど
に
つ
い
て
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。 

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
表
現
を
扱
う
と
い
う
視
点
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、「
見
る

こ
と
」
を
重
視
し
た
狂
言
の
学
習
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
昨
年
十
月
の
古
典
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
会
で
、
筆
者
が
発
表
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。 

使
用
し
た
映
像
は
、
光
村
教
育
図
書
の
『
小
学
校
国
語
資
料D

V
D

』「
狂
言
〈
柿



63 

 

山
伏
〉
」
で
あ
る
。
出
演
は
、
人
間
国
宝
の
山
本
東
次
郎
師
と
、
山
本
則
俊
師
で

あ
る
。 

「
言
葉
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
は
、
好
き
で
は

な
い
」
と
言
っ
て
い
た
児
童
が
、
映
像
を
見
な
が
ら
学
習
を
進
め
た
こ
と
で
、

動
き
や
声
の
面
白
さ
、
発
声
や
衣
装
へ
の
驚
き
と
い
っ
た
今
ま
で
伝
わ
っ
て
き

た
も
の
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
主
体
的
に
映
像
と
自
分
の
動
き

を
比
べ
て
確
か
め
た
り
、
友
だ
ち
の
演
技
を
見
た
り
、
友
だ
ち
か
ら
ア
ド
バ
イ

ス
を
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら
練
習
を
重
ね
て
い
っ
た
。
演
じ
る
こ
と
に
苦
手
意

識
を
持
っ
て
い
る
児
童
も
、
映
像
を
見
て
読
み
取
っ
た
こ
と
を
友
だ
ち
に
ア
ド

バ
イ
ス
す
る
と
い
う
役
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
全
員
が
楽
し
く
学
習
に
参
加
で
き

た
。
単
元
の
最
後
に
は
、
狂
言
発
表
会
を
行
う
こ
と
で
、「
で
き
た
」
と
い
う
成

功
体
験
を
得
る
に
至
り
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
は
、
大
切
。
好
き
」
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
意
欲
を
持
っ
て
、
主
体
的
に
学
び
に
向
か
い
、
伝
承
さ

れ
て
き
た
も
の
に
気
付
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

単
元
終
了
後
に
は
、「
こ
れ
か
ら
も
狂
言
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
行
っ
た
り
し

て
み
た
い
」「
昔
の
言
葉
を
こ
れ
か
ら
も
学
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
、

今
後
も
親
し
ん
で
い
こ
う
と
す
る
姿
が
感
じ
ら
れ
た
。 

絵
画
的
資
料
を
活
用
す
る
と
い
う
視
点
に
お
い
て
は
、
窪
田
祐
樹
氏
の
論
考

「
物
語
絵
か
ら
読
む
『
伊
勢
物
語
』
―
教
材
と
し
て
の
可
能
性

（

1
8

）

―
」
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
高
校
生
を
対
象
に
し
て
、
物
語
絵
か
ら
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
作

品
を
享
受
し
て
き
た
人
々
が
ど
う
作
品
に
触
れ
、
解
釈
し
、
親
し
ん
で
き
た
の

か
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
作
品
の
見
方

が
発
見
で
き
た
り
、
広
い
視
野
で
の
古
典
観
の
涵
養
を
促
す
こ
と
が
で
き
た
り

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
高
校
生
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

視
点
は
、
小
学
校
に
お
い
て
も
活
用
で
き
る
と
考
え
る
。 

五 

今
後
、
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
学
習 

こ
の
他
に
も
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
会
議
の
中
で
、
伝
統
文
化
に
つ
い

て
触
れ
ら
れ
て
い
る
発
言
が
い
く
つ
か
あ
る
。
会
議
で
の
内
容
が
、
指
導
要
領

の
解
説
や
教
科
書
編
集
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
今
後
、
伝
統
文
化
の
学
習
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
か
、
会
議
で
の
発
言
を
も
と
に
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。 

ま
ず
、「
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
か
す
、
捉
え
て
い
く
学
習
」
が

あ
る
。
島
田
氏
や
大
野
氏
、
髙
木
ま
さ
き
氏
は
、
「
古
典
作
品
に
描
か
れ
て
い

る
も
の
と
、
今
の
自
分
と
を
比
較
し
て
考
え
て
み
る
な
ど
の
、
学
習
の
大
切
さ
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。 

 

最
初
に
北
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
「
龍
が
如
く
」
の
例
が

あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
主
と
し
て
若
い
人
や
子
供
た
ち
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
す
る
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
の
タ
イ
ト

ル
に
「
龍
が
如
く
」
の
よ
う
な
技
巧
調
と
い
い
ま
す
か
、
文
語
調
を
わ
ざ

わ
ざ
持
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
一
定
の
効
果
と
い
う
の
を

狙
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
現
代
の
言
語
生
活
の

中
に
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
言
語
文
化
の
一
面
で
も

あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
か

す
、
あ
る
い
は
捉
え
て
い
く
と
い
う
学
習
を
す
る
の
が
こ
の
科
目
だ
と
す

る
と
、
た
だ
読
む
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
り
分
か
る

よ
う
な
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
、
よ
り
よ
い
と
思
っ
た
次
第
で
す

（

1
9

）

。 

 

読
む
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
国
語
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
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け
れ
ど
も
、
何
か
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
中
に
そ
う
い
っ
た
文
化
財

を
探
し
て
み
た
り
だ
と
か
、
自
分
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
を

通
し
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
見
直
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、

社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
に
生
か
す
学
習
が
よ
り
具
体
的
な
も
の
に

展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
な
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
も
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す

（

2
0

）

。 
 

 

 

古
典
の
方
を
見
て
み
ま
す
と
、
読
み
取
っ
た
り
継
承
し
た
り
と
い
う
と

こ
ろ
に
比
重
が
ど
う
し
て
も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

古
典
と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
自
分

の
今
の
生
活
に
生
か
す
と
い
う
側
面
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
。
だ
か
ら
継

承
も
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
改

め
て
古
典
の
中
に
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
。
先
ほ

ど
、
大
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
活
や

生
き
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
高
校
で
し
っ
か
り

と
押
さ
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し

た
。 例

え
ば
、
日
記
系
の
文
学
で
し
た
ら
、
自
分
を
見
つ
め
る
と
か
、
今
で

言
う
自
分
を
見
つ
め
る
と
は
少
し
違
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
に

向
か
っ
て
く
る
言
葉
。
そ
れ
か
ら
、
文
学
と
し
て
の
、
昔
の
古
典
は
恐
ら

く
政
治
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
面
で
見
ま
す

と
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
う
い
う
古
典
の
と
い
う
か
、
文
章
の
働
き
と
い
う
も
の
を
も
う

一
度
古
典
を
通
し
て
も
学
び
直
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
良
い

の
で
は
な
い

（

2
1

）

か
と
。 

 

 

小
学
校
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
指
導
が
、
今
後
、
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

次
に
、「
話
し
言
葉
の
文
化
を
扱
っ
た
学
習
」
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
田

氏
が
「
落
語
、
歌
舞
伎
、
狂
言
」
を
挙
げ
、
今
ま
で
、
読
む
こ
と
が
中
心
と
な

っ
て
い
た
学
習
を
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
な
ど
の
視
点
か
ら
も
考
え
て
い
く

こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。 

 

「
言
語
文
化
」
が
読
む
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
感
が
あ
る
か
な
と
思
い

ま
す
。
国
語
の
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
読
む
こ
と
だ
け
で
は

な
く
て
、
話
し
言
葉
の
文
化
、
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
の
文
化
と
い
う
も

の
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
落
語
だ
と
か
、

あ
る
い
は
漫
才
だ
と
か
、
あ
る
い
は
歌
舞
伎
だ
と
か
、
狂
言
だ
と
か
と
い

っ
た
よ
う
な
形
で
、
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
あ
る
い
は
話
し
言
葉
の
文

化
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
こ
の
「
言
語
文
化
」
の
中
に
含
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

（

2
2

）

。 

 

今
の
話
し
言
葉
と
比
べ
て
見
つ
め
直
し
て
み
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

さ
ら
に
、「
民
俗
学
的
視
点
を
取
り
入
れ
た
学
習
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
藤

森
氏
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
わ
る
も
の
は
、
祈
り
だ
っ
た
り
、
暮
ら
し

だ
っ
た
り
、
な
り
わ
い
だ
っ
た
り
、
人
々
の
様
々
な
生
活
場
面
を
支
え
て
く
る
」

と
し
た
う
え
で
、
民
俗
学
的
、
文
化
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
学
習
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
。 

 

先
ほ
ど
小
林
課
長
補
佐
か
ら
大
事
な
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
民
俗
と
い
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う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
古
文
・
漢
文
と
い
う
大
前
提
が
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
わ
る
も
の
は
、

祈
り
だ
っ
た
り
、
暮
ら
し
だ
っ
た
り
、
な
り
わ
い
だ
っ
た
り
、
人
々
の
こ

れ
ま
で
の
様
々
な
生
活
場
面
を
支
え
て
く
る
、
民
俗
学
で
言
う
と
こ
ろ
の

こ
う
い
っ
た
事
項
が
関
わ
っ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
視

点
か
ら
、
こ
れ
を
抜
本
的
に
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う

で
な
い
と
、
結
局
、
古
文
・
漢
文
を
読
む
授
業
と
い
う
形
は
消
え
な
い
の

で
は
な
い
か
な
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す

（

2
3

）

。 

 

民
俗
学
的
、
文
化
的
な
側
面
は
、
作
品
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
理
解
し
、
と
も
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
で
、
人
々
の

感
じ
た
こ
と
や
考
え
に
深
く
触
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。 

国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
が
平
成
二
十
六
年
度
に
全
国
の
小
学
校
一
か

ら
六
年
生
の
児
童
を
も
つ
保
護
者
、
約
一
万
六
千
人
を
対
象
に
行
っ
た
調
査

（

2
4

）

に

よ
る
と
、
家
庭
で
お
月
見
な
ど
を
す
る
家
庭
は
、
約
三
割
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
回
答
項
目
の
中
に
は
、
男
女
の
違
い
に
よ
る
行
事
も
含
ま
れ
お
り
、
一
概

に
は
言
え
な
い
が
、
平
成
十
年
と
二
十
六
年
を
比
べ
る
と
、
行
事
に
よ
っ
て
は
、

行
っ
て
い
る
家
庭
が
、
年
々
、
減
っ
て
い
る
も
の
も
、
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
、
文
化
的

な
内
容
を
、
教
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。 

ま
た
、「
多
様
な
解
釈
を
許
す
学
習
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

北
村
氏
が
、「
短
歌
や
俳
句
は
、
様
々
な
解
釈
が
で
き
る
教
材
だ
」
と
し
た
う
え

で
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
解
釈
の
で
き
る
教
材
を
扱
う
こ
と
の
意
義
を
述
べ
て

い
る
。 

 

短
歌
、
俳
句
、
非
常
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま

す
。
非
常
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
短
歌
、
俳
句
な
ん
か
だ
と
様
々
に

解
釈
が
さ
れ
る
教
材
等
が
あ
り
ま
し
て
、
「
深
い
学
び
」
、
「
対
話

的
な
学
び
」
、
「
主
体
的
な
学
び
」
と
い
う
こ
と
か
ら
い
い
ま
す

と
、
従
来
、
割
と
我
々
が
扱
っ
て
き
た
教
材
な
ん
か
で
す
と
、
指
導

書
な
ん
か
で
一
つ
の
正
解
を
導
か
れ
る
よ
う
な
も
の
、
そ
う
で
は
な

く
て
、
多
様
な
解
釈
を
も
許
す
よ
う
な
教
材
と
い
う
も
の
も
、
こ
の

学
び
に
関
し
て
は
貴
重
な
の
で
は
な
い
か
。 

芥
川
龍
之
介
が
子
供
の
頃
、
海
の
絵
を
泥
色
に
描
い
た
ら
、
海
は
青

い
ん
だ
と
。
僕
が
見
た
の
は
こ
れ
だ
っ
た
の
に
と
。
吉
行
理
恵
さ
ん
は
、

小
学
校
の
授
業
で
先
生
が
「
上
品
な
色
は
何
で
す
か
」
と
聞
い
て
、
「
灰

色
で
す
」
と
答
え
た
ら
、
「
ネ
ズ
ミ
の
色
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
て
教
室

中
が
笑
っ
た
と
。
二
人
と
も
深
い
傷
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
先
生
が
そ

う
い
う
ふ
う
に
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、
質
問
す
る
力
や
判
断

力
と
い
う
の
は
生
徒
以
上
に
教
員
に
求
め
ら
れ
て
き
て
、「
深
い
学
び
」
、

「
対
話
的
な
学
び
」
、
「
主
体
的
な
学
び
」
を
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
中
で
、
教

材
な
ん
か
に
も
、
あ
る
意
味
、
率
先
的
に
、
具
体
例
は
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
そ
れ
を
挙
げ
て
い
く
と
大
変
な
時
間
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
言

い
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
、
様
々
な
別
解
の
あ
る
よ
う
な
教

材
な
ん
か
も
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
学
び
の
有
益

な
教
材
に
な
る
か
と
思
い
ま
す

（

2
5

）

。 

 

こ
れ
は
、
大
切
な
視
点
だ
と
は
考
え
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
教
員
自
信
が
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深
い
知
識
を
持
ち
、
児
童
か
ら
出
て
き
た
多
様
な
解
釈
を
、
価
値
づ
け
た
り
、

整
理
し
た
り
、
誤
っ
た
解
釈
の
場
合
は
、
そ
こ
を
指
摘
し
、
修
正
し
た
り
す
る

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
後
一
層
、
教
員
自
信
の
古

典
力
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

結
び 

 

第
一
章
で
は
、「
学
習
指
導
要
領
」
改
訂
の
背
景
を
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
、

次
期
に
お
け
る
国
語
科
の
構
造
と
伝
統
文
化
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
確
認
し
た
。

第
三
章
で
は
、
伝
統
文
化
の
指
導
事
項
に
つ
い
て
、
現
行
と
次
期
を
比
較
す
る

こ
と
で
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
審
議
の

経
過
を
踏
ま
え
て
、
考
察
を
行
っ
た
。
第
四
章
で
は
、
次
期
に
お
い
て
教
材
の

在
り
方
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
考
え
ら
れ
る
具
体
的

実
践
例
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
基
に
考
察
し
た
。
第
五
章
で
は
、
今
後
、
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
学
習
に
つ
い
て
、
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る

審
議
の
経
過
を
踏
ま
え
て
考
察
を
行
っ
た
。 

今
後
は
、
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点
を
視
野
に
い
れ
、
伝
統
文
化
の
学
習

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
え
る
と
と
も
に
、
実
際
の
授
業
場
面
で
の
児
童
の
反
応

を
通
し
て
検
証
を
重
ね
て
い
き
た
い
。 
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t
o
u
s
h
i
n
/
1
3
8

0
7
3
1
.
h
t
m

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：2

0
1
7
.
4
.
1

）
（
以
下
、
「
答
申
」
）
。 

（
２
） 

 

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ

グ

ル

ー

プ

に

お

け

る

審

議

の

取

り

ま

と

め

」

二

〇

一

六

年

八

月

、

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
e
x
t
.
g
o
.
j
p
/
b
_
m
e
n
u
/
s
h
i
n
g
i
/
c
h
u
k
y
o
/
c
h
u
k
y
o
3
/
0
6
8
/
s
o
n
o
t
a
/

1
3
7
7
0
9
7
.
h
t
m

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：2

0
1
7
.
3
.
1
6

）（
以
下
、「
審
議
の
取
り
ま
と
め
」
）
。 

（
３
） 

 

中
央
教
育
審
議
会
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
「
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ

グ

ル

ー

プ

議

事

録

」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
e
x
t
.
g
o
.
j
p
/
b
_
m
e
n
u
/
s
h
i
n
g
i
/
c
h
u
k
y
o
/
c
h
u
k
y
o
3
/
0
6
8
/
s
o
n
o
t
a
/

1
3
8
2
1
1
1
.
h
t
m

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：2

0
1
7
.
3
.
1
6

）
（
以
下
、
「
議
事
録
」
）
。 

（
４
） 

 

「
審
議
の
取
り
ま
と
め
」
、
一
頁
。 

（
５
） 

 

「
審
議
の
取
り
ま
と
め
」
、
一
二
頁
。 

（
６
） 

 

文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』
東
洋
館
出
版
社
、
二

〇
〇
八
年
八
月
、
四
三
、
六
八
、
九
三
頁
。 

（
７
） 

 

文
部
科
学
省
「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
二
〇
一
七
年
三
月
、
一
五
、
一
八
、

二
一
頁
。 

h
ttp

://w
w

w
.m

e
x

t.g
o
.jp

/a
_
m

e
n

u
/s

h
o
to

u
/n

e
w

-c
s
/1

3
8

3
9

9
5

.h
tm

（
最
終

ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
）
。 

（
８
） 

 

藤
森
裕
治
「
第
三
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
一
月
、
二
六
頁
。 

（
９
） 

 

藤
森
裕
治
「
第
八
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
五
月
、
二
七
頁
。 

（1
0

） 
 

文
部
科
学
省
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
二
〇
一
七
年
三
月
、
一
七
頁
。

h
ttp

://w
w

w
.m

e
x

t.g
o
.jp

/a
_
m

e
n

u
/s

h
o
to

u
/n

e
w

-c
s
/1

3
8

3
9

9
5

.h
tm

（
最
終

ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
）
。 

（1
1

） 
 

小
林
教
育
課
程
課
課
長
補
佐
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
一

〇
頁
。 

（1
2

） 
 

藤
森
裕
治
「
第
四
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
二
月
、
二
一
頁
。 

（1
3

） 
 

児
玉
忠
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
二
二
頁
。 
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（1
4

） 
 

酒
井
邦
嘉
「
第
七
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
五
月
、
三
〇
―
三
一
頁
。 

（1
5

） 
 

西
一
夫
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
一
三
―
一
四
頁
。 

（1
6

） 
 

三
宅
晶
子
「
古
文
は
時
の
方
言
―
江
戸
時
代
の
子
供
た
ち
が
読
ん
だ
「
浦
嶋
太

郎
」
―
」
『
横
浜
国
大
国
語
研
究
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
四
四
―

五
六
頁
。 

（1
7

） 
 

小
林
和
馬
「
「
見
る
こ
と
」
を
重
視
し
た
小
学
校
の
古
典
授
業
―
狂
言
を
体
験

す
る
ー
」
。 

（1
8

） 
 

窪
田
祐
樹
「
物
語
絵
か
ら
読
む
『
伊
勢
物
語
』
―
教
材
と
し
て
の
可
能
性
―
」

『
教
育
デ
ザ
イ
ン
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
一
六
年
一
月
、
七
〇
―
七
九
頁
。 

（1
9

） 
 

島
田
康
行
「
第
四
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
二
月
、
二
三
―
二
四
頁
。 

（2
0

） 
 

大
野
泰
弘
「
第
四
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
二
月
、
二
九
頁
。 

（
21
） 

髙
木
ま
さ
き
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
二
九
頁
。 

（
22
）  

吉
田
裕
久
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
一
四
―
一
五
頁
。 

（
23
）  

藤
森
裕
治
「
第
五
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
三
月
、
二
七
頁
。 

（2
4

） 
 

国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
「
「
青
少
年
の
体
験
活
動
等
に
関
す
る
実
態
調
査

（
平
成
二
六
年
度
調
査
）
結
果
」
の
概
要
・
資
料
集 

第
二
章
調
査
の
結
果
」
二

〇
一
六
年
五
月
、
一
〇
五
頁
。 

h
ttp

://w
w

w
.n

iy
e
.g

o
.jp

/k
e
n

k
y

u
_
h

o
u

k
o
k

u
/c

o
n

te
n

ts
/d

e
ta

il/i/1
0

7
/

（
最

終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
七
年
三
月
十
六
日
） 

（2
5

） 
 

北
村
薫
「
第
七
回
「
議
事
録
」
」
二
〇
一
六
年
五
月
、
二
六
―
二
七
頁
。 

 

（
こ
ば
や
し
・
か
ず
ま
／
横
浜
国
立
大
学
大
学
院
修
士
課
程
） 


