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令
和
３
・
７
・
１

む

つ

み

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」

第
五
十
六
回

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」

東
京
Ｗ
Ｅ
Ｂ
大
会

案
内
号

２ ８ ５

新
学
習
指
導
要
領
で
の
教
育
課
程
が
全
面
実
施
と
な
っ
た
昨
年
度
で

し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
下
で
の
一
斉
休
校
と
新
し
い
生
活
様
式
、
オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
に
備
え
た
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
な
ど
、
今
ま
で
と
違
う

こ
と
の
連
続
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
並
列
す
る
こ
れ
ら
の
課
題
と
の
向
き
合
い
方
が
、
「
こ
れ
か
ら

の
国
語
授
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
べ
き
か
」
と
い
う
根
本
的

な
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
大
会
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機

の
活
用
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
国
語
教
育
で
大
事
に
し
た
い

こ
と
な
ど
、
「
こ
れ
か
ら
先
の
国
語
の
教
室
」
を
考
え
る
上
で
の
実
践

や
お
考
え
を
交
流
す
る
機
会
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご
参
加
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
昨
年
度
予
定
し
て
い
た
陸
前
高
田
復
幸
大
会
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
の
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
と
し
、
令
和
五
年
度
に
延
期
い
た
し

ま
す
。

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」
東
京
Ｗ
Ｅ
Ｂ
大
会

一

主

題

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
こ
れ
か
ら
先
の
国
語
の
教
室
を
考
え
る
～

主
催

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」

【
Ｈ
Ｐ
】https:

//www.
keyaki

kokugo.com

二

と

き

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
八
月
七
日
（
土
）

一
〇
：
〇
〇
～
一
六
：
〇
〇

三

と
こ
ろ
（
事
務
局
）

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校

〒112-8610

東
京
都
文
京
区
大
塚
二
ー
一
ー
一

※
大
会
はZoom

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
す
。

申
し
込
ま
れ
た
方
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
配
信
い
た
し
ま
す
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四

日

程

【
午
前
の
部
】
八
月
七
日
（
土
）

一
〇
：
〇
〇
～
一
二
：
〇
〇

○

入
室
準
備

九
：
四
〇
～
一
〇
：
〇
〇

１

開
会
式

一
〇
：
〇
〇
～
一
〇
：
一
〇

①

開
会
の
こ
と
ば

大
会
事
務
局

若
林

富
男
（
東
京
）

②

大
会
運
営
の
連
絡

大
会
事
務
局

廣
瀬

修
也
（
東
京
）

２

は
じ
め
の
話

一
〇
：
一
〇
～
一
〇
：
三
〇

大
会
委
員
長

片
山

守
道
（
東
京
）

３

実
践
報
告
分
科
会

一
〇
：
四
〇
～
一
二
：
〇
〇

◆
下
学
年
分
科
会

司
会

佐
久
山
有
美
（
東
京
）

「
ス
タ
ー
ト
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
学
ぶ
国
語
授
業
の
こ
れ
か
ら
」

発
表
者

安
藤

浩
太
（
東
京
）

特
別
発
言
者

成
田

信
子
（
神
奈
川
）

◆
上
学
年
分
科
会

司
会

廣
瀬

修
也
（
東
京
）

「
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
の
実
現
を
目
指
し
て
」

発
表
者

吉
野

竜
一
（
埼
玉
）

特
別
発
言
者

黒
田
英
津
子
（
静
岡
）

○

昼
食

一
二
：
〇
〇
～
一
三
：
一
五

【
午
後
の
部
】
八
月
七
日
（
土
）

一
三
：
三
〇
～
一
六
：
〇
〇

○

入
室
準
備

一
三
：
一
五
～
一
三
：
三
〇

４

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
一
三
：
三
〇
～
一
五
：
〇
〇

「
こ
と
ば
の
力
を
育
むICT

機
器
を
活
用
し
た
学
習
づ
く
り
」

パ
ネ
リ
ス
ト

内
丸

友
之
（
茨
城
）

曽
根

朋
之
（
東
京
）

渡
辺

光
輝
（
東
京
）

５

ま
と
め
の
話
（
総
括
講
演
）
一
五
：
一
〇
～
一
五
：
四
〇

濱
田

芳
子
（
神
奈
川
）

６

閉
会
式

一
五
：
四
〇
～

・
会
代
表
挨
拶

安
田

恭
子
（
東
京
）

・
参
加
者
代
表
挨
拶

大
木

圭
（
千
葉
）

・
大
会
連
絡

若
林

富
男
（
東
京
）

五

研
究
発
表
等

分
科
会
実
践
報
告
（
八
月
七
日
午
前
）
発
表
者
と
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
八
月
七
日
午
後
）
の
パ
ネ
リ
ス

ト
は
、
大
会
事
務
局
よ
り
依
頼
し
て
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

発
表
と
パ
ネ
リ
ス
ト
の
資
料
は
、
Ａ
４
用
紙
を
縦
長

縦
書
き
二
段
組
で
、
七
月
二
三
日
ま
で
に
申
込
先
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。
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六

参
加
費
等

大
会
参
加
費
は
無
料

大
会
申
込
は
必
要

※
ご
希
望
の
方
に
は
、
大
会
冊
子
を
一
冊
一
〇
〇
〇
円

（
印
刷
費
・
送
料
）
で
、
後
日
郵
送
し
ま
す
。

七

申
込
方
法

①
「
こ
く
ち
ー
ず
」
か
ら
の
申
し
込
み

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
k
o
k
u
c
h
p
r
o
.
c
o
m
/
e
v
e
n
t
/
k
e
y
a
k
i
_
t
o
k
y
o
/

②

メ
ー
ル
で
の
申
し
込
み

【
メ
ー
ル
】info@keyakikokugo.com

※
メ
ー
ル
本
文
に
、
氏
名
・
所
属
・
ア
ド
レ
ス
・
大
会
要
項

（
冊
子
）
希
望
の
有
無
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

八

申
込
〆
切

八
月
五
日
（
木
）

【
大
会
役
員
】

大
会
委
員
長

片
山

守
道

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
）

大
会
事
務
局
長

岡
田

博
元

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校)

大
会
事
務
局

飯
塚

健
太

（さ
い
た
ま
市
立
大
谷
口
小
学
校
）

佐
久
山
有
美

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校)

下
脇

陽
子

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校)

鈴
木
ま
ゆ
子

(

板
橋
区
立
蓮
根
小
学
校)

廣
瀬

修
也

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校)

横
内

智
子

(

前
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校)

若
林

富
男

(

前
・江
戸
川
学
園
取
手
小
学
校
）

【
実
践
報
告
】

文
章
と
向
き
合
う
主
体
を
育
む
「
ね
か
せ
読
み
」

片
山

守
道

(

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
）

一

ね
か
せ
て
読
む
と
い
う
こ
と

１

は
じ
め
に

五
月
の
欅
の
会
第
五
〇
五
回
例
会
で
、
飯
塚
健
太
先
生
が
「
児
童
の
読

み
を
深
め
る
た
め
の
指
導
と
工
夫
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
「
ね
か
せ
読
み
」

を
取
り
入
れ
た
六
年
生
『
川
と
ノ
リ
オ
』
の
実
践
発
表
を
行
っ
た
。

「
ね
か
せ
読
み
」
っ
て
何
？
と
い
う
、
多
く
の
参
会
者
の
疑
問
に
答
え

る
べ
く
、
私
が
第
五
三
回
伊
豆
熱
川
大
会
で
発
表
し
た
「
ね
か
せ
読
み
」

の
構
想
と
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
論
じ
た
い
。

２

<

読
み>

の
学
習
の
難
し
さ

「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
は
様
々
な
目
的
や
魅
力
が
あ
る
が
、
そ
の
大

き
な
魅
力
の
一
つ
と
し
て
読
書
の
愉
し
み
が
あ
る
。
そ
し
て
、
読
書
の
愉

し
み
を
感
じ
る
た
め
に
は
豊
か
な
読
書
経
験
を
積
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
日
々
の
国
語
授
業
で<

読
み>

の
実
感
を
も
て
る
よ
う
な

場
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。
国
語
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
多
く
の
文
章
は
、

一
度
読
め
ば
大
意
は
つ
か
め
る
も
の
で
あ
り
、
小
学
生
の
学
習
者
で
も
、
自

分
な
り
の<

読
み>

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
景
か
ら

心
情
を
想
像
し
た
り
、
行
間
を
読
ん
だ
り
、
伏
線
に
気
づ
い
た
り
、
な
ど
作

品
を
深
く
読
み
味
わ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
は
至
ら
ず
、
大
人
か
ら
見
れ

ば
浅
い
読
み
で
も
、
納
得
し
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
学
習
者
も
多
い
。
授
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業
で
そ
う
い
っ
た
幅
広
い
読
み
や
深
い
読
み
の
可
能
性
を
示
し
、
気
づ
き
を

促
し
て
も
、
漠
然
と
理
解
し
た
気
に
な
り
な
が
ら
も
、
腑
に
は
落
ち
て
お
ら

ず
、
十
分
に
消
化
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。

一
読
し
た
だ
け
で
「
分
か
っ
た
！
」
と
思
っ
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら

な
る<

読
み>

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
追
究
し
て
い
く
姿
勢
を
培
い
た
い
。

そ
の
先
に
実
感
の
あ
る<
読
み>

が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３

<

読
み>

を
熟
成
さ
せ
る
「
ね
か
せ
読
み
」

（
１
）「
ね
か
せ
読
み
」
と
は

文
章
を
書
く
こ
と
に
お
い
て
、
一
度
書
き
上
げ
て
納
得
し
た
は
ず
の
文
章
で

も
、
数
日
経
っ
て
読
み
返
し
て
み
る
と
修
正
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、

ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
書
い
た
時
の
書
き
手
と
し
て
の
思
い
を

一
度
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
読
み
手
の
立
場
で
冷
静
に
読
み
返
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
利
点
を
生
か
し
て
、
あ
え
て
時
間
を

お
い
て
推
敲
し
て
い
く
活
動
が
組
ま
れ
る
こ
と
は
多
く
、
そ
う
す
る
こ
と
で

文
章
は
練
り
上
げ
ら
れ
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

同
様
に
、
私
た
ち
の
読
書
生
活
に
お
い
て
、
以
前
読
ん
だ
本
を
時
間
を
お
い

て
読
み
直
し
て
み
る
と
、
改
め
て
作
品
世
界
の
魅
力
に
引
き
込
ま
れ
た
り
、

新
た
な
作
品
の
魅
力
に
気
づ
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
読
書
経
験
を
重
ね

る
中
で
、
こ
う
し
た
再
読
を
経
験
し
、
そ
の
意
義
や
魅
力
を
体
感
し
た
こ
と

は
、
大
人
な
ら
ば
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
再
読
に
よ
り
自
己

の<

読
み>

と
向
き
合
い
、
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
内
対
話
が
生
ま

れ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
初
読
と
再
読
で
は
読
み
の
構
え
が
変
わ
る
。
初
読
の
際
は
、
そ
れ
ま

で
の
読
書
経
験
や
生
活
経
験
な
ど
か
ら
自
分
な
り
の
ス
キ
ー
マ
で
先
の
展
開

を
予
想
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
再
読
で
は
、
結
末
ま
で

理
解
し
た
上
で
、
出
来
事
や
描
写
の
意
味
や
関
連
性
な
ど
を
捉
え
直
し
な
が

ら
叙
述
の
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
読
む
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
図
的
・
計
画
的
に
そ
う
し
た
再
読
の
活
動
を
取
り
入
れ

た
授
業
実
践
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
一
度
学
習
し
て

い
る
文
章
を
学
習
材
と
し
て
、
時
間
を
お
い
て
（
ね
か
せ
て
）
再
読
し
、
自

ら
の<

読
み>

を
問
い
直
す
学
習
を
「
ね
か
せ
読
み
」（
稿
者
造
語
）
と
名
付
け
、

「
ね
か
せ
読
み
」
を
取
り
入
れ
た
授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
「
ね
か
せ
読
み
」
と
は
、
一
度
読
ん
だ
作
品
を
時
間
を
お
い
て

読
み
直
す
こ
と
で
あ
る
。「
ね
か
せ
て
」
再
読
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
感
動
や

新
た
な
作
品
の
魅
力
へ
の
気
づ
き
は
、
そ
の
間
の
、
人
生
経
験
や
読
書
経
験

が
生
き
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
で
は
、「
ね
か
せ
読
み
」
ま
で
の
間
に

何
か
し
ら
の
人
生
経
験
や
読
書
経
験
を
積
ま
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
感
動

や
気
づ
き
は
得
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は

な
く
、
一
度
作
品
か
ら
離
れ
て
、
頭
を
リ
セ
ッ
ト
し
た
上
で
読
み
直
す
こ
と
、

即
ち
「
ね
か
せ
て
」
読
み
直
す
こ
と
自
体
に
、
自
分
の
読
み
を
客
体
視
し
て

捉
え
直
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

一
度
作
品
か
ら
離
れ
た
上
で
読
み
直
す
こ
と
に
最
大
の
価
値
が
あ
る
の
で
、

そ
の
間
に
特
別
な
手
立
て
な
ど
は
講
じ
な
い
こ
と
を
旨
と
考
え
て
い
る
。

（
２
）
再
読
と
「
ね
か
せ
読
み
」

一
般
的
に
言
わ
れ
る
再
読
と
「
ね
か
せ
読
み
」
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。

で
は
、
相
違
点
は
何
な
の
か
。
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国
語
辞
典
を
引
く
と
、
再
読
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
通
り
書
か
れ
て
い
る
。

再
読

ふ
た
た
び
読
む
こ
と
。
く
り
か
え
し
読
む
こ
と
。

（広
辞
苑
第
六
版
）

再
読
は
、
既
読
の
文
章
を
読
む
こ
と
全
般
を
指
す
言
葉
な
の
で
、
言
い
換
え

れ
ば
、
初
読
以
外
の
、
同
じ
文
章
を
何
度
か
読
む
行
為
は
全
て
再
読
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
一
連
の
学
習
の
中
で
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
読
む

行
為
も
再
読
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
ね
か
せ
読
み
」
は
前
に
読
ん
だ
記
憶
を
持
ち
つ
つ
も
、

し
ば
ら
く
時
を
お
い
た
後
、
改
め
て
読
み
直
す
こ
と
を
指
す
。

三
読
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
精
読
」
を
し
た
後
の
「
味
読
」
で
、
自
分
の
読

み
を
ま
と
め
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
一
連
の
学
習
で
得
つ
つ
あ
る
、
謂
わ
ば

「
未
消
化
な
状
態
の
」
読
み
で
あ
る
。
単
元
を
終
え
て
、
い
っ
た
ん
頭
を
切

り
換
え
て
他
の
経
験
を
し
た
後
、
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
「
自
分
な
り

に
消
化
し
た
」
読
み
を
メ
タ
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な
理
解
や
気
づ
き
が
あ
る
の
か
（
あ
る
い
は
未
消
化
な
部
分
が
あ
る
の
か
）

を
自
ら
振
り
返
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
ね

か
せ
読
み
」
の
意
味
が
あ
る
。

（
３
）「
ね
か
せ
読
み
」
の
意
義

「
ね
か
せ
読
み
」
か
ら
は
、
初
読
の
よ
う
な
先
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
期
待

感
や
思
わ
ぬ
展
開
に
対
す
る
驚
き
な
ど
の
新
た
な
作
品
と
の
出
会
い
に
よ
る

感
動
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
読
書
の
魅
力
を
ド
キ
ド
キ
感
・
ワ
ク
ワ

ク
感
や
作
品
に
感
じ
る
新
鮮
さ
と
捉
え
て
い
る
子
は
、
も
の
足
り
な
く
感
じ

る
面
も
あ
る
。
し
か
し
「
ね
か
せ
読
み
」
に
は
、
作
品
へ
の
愛
着
を
深
め
な

が
ら
安
心
感
を
も
っ
て
じ
っ
く
り
読
み
込
め
る
良
さ
が
あ
る
。
時
間
を
お
く

こ
と
で
、
自
分
の
以
前
の<

読
み>

と
自
己
内
対
話
し
な
が
ら<

読
み>

を
熟
成

さ
せ
、
更
新
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
読
書
行
為
の
中
に
、
文
章
と

向
き
合
う
主
体
性
が
育
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
学
年
や
教
材
な
ど
対
象
を
換
え
て
何
度
か
「
ね
か
せ
読
み
」
の

授
業
を
試
行
し
て
き
て
い
る
。
ど
の
学
年
で
も
、
学
習
前
に
「
ね
か
せ
読

み
」
の
よ
う
な
再
読
経
験
の
あ
る
子
は
多
く
な
い
が
、
実
際
に
「
ね
か
せ
読

み
」
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、<

読
み>

の
変
化
や
深
ま
り
を
実
感
す
る
子
は

多
く
、「
他
の
作
品
も
ね
か
せ
読
み
し
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
読
書
意
欲
の
高

ま
り
も
見
ら
れ
る
。「
ね
か
せ
読
み
」
を
通
し
て
読
書
の
視
野
を
広
げ
、
そ
う

し
た
再
読
の
意
義
と
面
白
さ
を
体
感
し
て
ほ
し
い
。

読
む
こ
と
の
学
習
を
登
山
に
例
え
る
な
ら
ば
、
通

常
の
学
習
で
は
、
未
読
段
階
の
麓
か
ら
、
学
習
の
ゴ

ー
ル
と
な
る
山
頂
（
作
品
の
確
か
な
読
み
）
ま
で
、

既
習
事
項
と
い
う
読
み
の
ツ
ー
ル
を
用
い
な
が
ら
、

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
登
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

読
書
経
験
や
読
み
の
力
の
差
異
は
、
登
山
経
験
や
体

力
の
違
い
と
同
じ
よ
う
に
、
読
み
の
登
山
に
影
響
す
る
。
読
み
応
え
の
あ
る

作
品
で
は
、
教
師
や
級
友
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
な
ん
と
か
登
り
切
っ
た
と
し

て
も
山
頂
の
景
色
を
味
わ
う
余
裕
が
な
か
っ
た
り
、
途
中
の
山
道
で
息
切
れ

し
て
登
り
切
れ
な
か
っ
た
り
す
る
子
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、「
ね
か
せ
読

み
」
と
い
う
再
登
山
で
は
、
初
読
の
経
験
を
経
て
、
五
合
目
辺
り
か
ら
の
ス

タ
ー
ト
と
な
り
、
山
頂
ま
で
の
道
の
り
も
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
周
囲
の
自

然
を
楽
し
む
余
裕
も
で
き
る
。
山
頂
で
も
周
囲
の
景
色
を
楽
し
む
余
裕
も
で
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き
、
登
頂
の
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
読
む
こ
と
を
楽
し
む
実
感
を
期
待
で
き
る
こ
と
が
「
ね
か
せ

読
み
」
の
最
大
の
魅
力
と
言
え
よ
う
。

二

「
ね
か
せ
読
み
」
を
取
り
入
れ
た
授
業
づ
く
り

１

ふ
さ
わ
し
い
学
習
材

読
み
応
え
が
あ
っ
た
り
読
む
ほ
ど
に
味
わ
い
が
深
ま
る
よ
う
な
作
品
ほ
ど

「
ね
か
せ
読
み
」
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
左
記
の
よ
う
な

文
学
作
品
は
、「
ね
か
せ
読
み
」
向
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
年
「
あ
い
し
て
い
る
か
ら
」「
お
手
紙
」

※
太
字
は
実
践
済

二
年
「
き
つ
ね
の
お
き
ゃ
く
さ
ま
」「
ス
イ
ミ
ー
」「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」

三
年
「
わ
す
れ
ら
れ
な
い
お
く
り
も
の
」「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」

「
モ
チ
モ
チ
の
木
」「
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
」

四
年
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
一
つ
の
花
」

五
年
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」「
雪
わ
た
り
」

六
年
「
海
の
い
の
ち
」「
や
ま
な
し
」「
き
つ
ね
の
窓
」「
川
と
ノ
リ
オ
」

２

ね
か
せ
る
期
間

ど
れ
だ
け
の
期
間
を
お
け
ば
「
ね
か
せ
読
み
」
と
な
る
の
か
、
明
確
な
基
準

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
最
短
一
ヶ
月
、
最
長
四
年
と
い
う
間

隔
で
、
様
々
に
期
間
を
変
え
た
実
践
を
行
っ
て
き
た
が
、「
ね
か
せ
期
間
」
は

ど
の
程
度
が
適
当
な
の
か
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
学
習
と

し
て
、
よ
り
「
ね
か
せ
読
み
」
の
効
果
を
高
め
る
に
は
、
以
前
に
読
ん
だ
記

憶
の
あ
る
範
囲
で
、
約
半
年
～
二
年
程
度
お
く
の
が
よ
い
よ
う
に
感
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
あ
る
程
度
期
間
を
置
い
た
こ
と
で
新
鮮
な
思
い
で
読
め
る
と

同
時
に
、
以
前
に
読
ん
だ
記
憶
も
明
確
に
残
っ
て
い
て
、
自
分
の<

読
み>

の

変
化
を
実
感
で
き
る
、
短
す
ぎ
ず
長
す
ぎ
な
い
期
間
で
あ
る
。

３

単
元
構
想
の
留
意
点

「
ね
か
せ
読
み
」
す
る
教
材
は
、
通
常
、
時
間
を
掛
け
て
既
習
し
て
い
る

も
の
な
の
で
、
あ
ま
り
時
間
を
掛
け
ず
、
二
～
四
時
間
程
度
で
ポ
イ
ン
ト
を

絞
っ
て
読
み
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
年
度
内
、
同
学
年
で
計
画
的

に
「
ね
か
せ
読
み
」
を
取
り
入
れ
る
の
な
ら
、
初
読
時
の
学
習
を
予
定
の
八

割
程
度
の
時
間
で
済
ま
せ
、
残
り
の
二
割
に
一
，
二
時
間
を
加
え
て
「
ね
か

せ
読
み
」
の
時
間
を
取
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
が
「
ね
か
せ
読
み
」
に
取
り
組
む
際
は
、「
ね
か
せ
読
み
」
を
す
る
最
初

の
時
間
に
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
し
て
「
ね
か
せ
読
み
」
の
魅
力
や
可
能
性
を
伝

え
た
上
で
「
ね
か
せ
読
み
」
す
る
作
品
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
時
点
で
の
、

作
品
の<

読
み>

や
印
象
に
つ
い
て
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。「
ね
か
せ
読

み
」
後
に
は
、
感
想
や
初
読
時
と
の
比
較
、
新
た
な
気
付
き
や
疑
問
を
丁
寧

に
書
き
ま
と
め
さ
せ
た
い
。
そ
の
中
か
ら
、
主
題
に
関
わ
る
辺
り
に
ポ
イ
ン

ト
を
絞
っ
て
、
自
分
の<

読
み>

を
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
、
話
し
合
い
な
が

ら
読
み
込
ん
で
い
き
、
改
め
て<

読
み>

を
書
き
ま
と
め
て
い
く
と
、
主
体
的

に
文
章
と
向
き
合
っ
て
い
る
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、「
ね
か
せ
読
み
」
を
通
し
て
、<

読
み>

の
変
化
は
な
い
、
と
い
う
実

感
を
も
つ
子
も
多
い
。
印
象
や
感
想
は
変
わ
ら
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
気

付
き
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
た<

読
み>

の
深
化
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
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三
｢

ね
か
せ
読
み｣

の
効
果
と
可
能
性

１

実
践
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と

「
ね
か
せ
読
み
」
の
授
業
を
重
ね
て
き
て
、
授
業
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の

<

読
み>

や
反
応
か
ら
、
対
象
を
問
わ
ず
共
通
し
て
見
ら
れ
る
手
応
え
が
あ
る
。

そ
れ
ら
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
学
習
効
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。

○
以
前
に
作
品
を
読
み
、
概
ね
の
内
容
理
解
が
で
き
て
い
る
の
で
、
難
語
句
や

細
部
の
描
写
を
捉
え
る
こ
と
な
ど
に
戸
惑
っ
た
り
つ
ま
ず
い
た
り
す
る
こ
と

な
く
、
作
品
の
本
筋
を
精
査
し
、
し
っ
か
り
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
展
開
や
結
末
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
人
物
の

言
動
の
意
味
や
心
情
、
人
物
像
や
関
係
性
な
ど
を
叙
述
を
ふ
ま
え
て
想
像
し

た
り
考
え
た
り
し
や
す
い
。

○
作
品
の
大
枠
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
機
微
へ
関
心
が
向
く

の
で
、
微
細
な
表
現
の
差
異
に
思
い
が
至
っ
た
り
、
伏
線
に
気
付
い
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

○
以
前
の<

読
み>

を
客
体
視
し
改
め
て
自
己
内
対
話
し
な
が
ら
再
構
築
し
た
自

分
の<

読
み>

は
、
確
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
深
く
読
め
た
と
い

う
実
感
や<

読
み>

に
対
す
る
自
信
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

○
改
め
て
自
分
の<

読
み>

を
捉
え
直
し
作
品
の
面
白
さ
を
味
わ
う
と
い
う
読
み

込
む
行
為
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
、
他
の
作
品
も
読
み
返
し
て
み
た
い
と
い

う
次
な
る
読
書
意
欲
が
高
ま
る
。

ま
た
、
授
業
者
も
「
ね
か
せ
読
み
」
を
前
提
に
単
元
を
構
成
す
る
と
、
一

度
目
の
学
習
で
「
こ
こ
ま
で<

読
み>

を
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
見

え
な
い
責
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
今
の<

読
み>

と

向
き
合
い
、
受
容
的
に
捉
え
る
余
裕
が
で
き
る
。
こ
の
「
ね
か
せ
読
み
」
を

見
通
す
こ
と
に
よ
る
授
業
者
側
の
意
識
の
変
容
も
一
つ
の
成
果
と
言
え
よ
う
。

２

「
ね
か
せ
読
み
」
の
可
能
性

「
ね
か
せ
読
み
」
を
経
験
し
た
子
ど
も
の
日
記
に
、〔
家
の
本
だ
な
に
あ
っ

た
本
を
「
ね
か
せ
読
み
」
し
て
み
ま
し
た
。
小
さ
い
時
に
読
ん
だ
時
よ
り
も

お
も
し
ろ
く
て
、
主
人
公
の
気
持
ち
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
「
ね
か

せ
読
み
」
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。〕
と
い
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
日
常
的
な
読
書
意
欲
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

一
方
で
「
ね
か
せ
読
み
」
に
は
、
ま
だ
ま
だ
未
整
理
な
部
分
も
多
い
。「
ね

か
せ
読
み
」
の
定
義
や
効
果
な
ど
、
さ
ら
に
理
論
構
築
し
、
今
後
も
検
証
授

業
の
工
夫
と
、
実
際
の
子
ど
も
の<

読
み>

の
分
析
に
努
め
た
い
。
具
体
的
に

は
、
次
の
五
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
る
。

○
最
初
の
単
元
で
取
り
組
む
べ
き
学
習
、
育
て
て
お
き
た
い<

読
み>

の
力
は
？

○
「
ね
か
せ
読
み
」
に
よ
り
生
ま
れ
る
（
新
た
な
）
学
び
・
成
果
と
は
？

○
時
間
数
及
び
時
間
配
分
（
単
元
構
成
）
の
考
え
方

○
「
ね
か
せ
読
み
」
を
学
習
に
取
り
入
れ
る
際
の
留
意
点
の
整
理

○
文
種
に
よ
る
「
ね
か
せ
読
み
」
の
違
い
。
説
明
的
文
章
に
お
け
る
可
能
性
は
？

「
ね
か
せ
読
み
」
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
教
師
も
子
ど
も
も
そ
の
手
応
え

を
確
実
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
「
ね
か
せ
読
み
」
を
取

り
入
れ
た
学
習
で
自
分
の<

読
み>

と
向
き
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
読
み
込
む

こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
、「
読
む
こ
と
」
の
奥
深
さ
に
触
れ
、

読
書
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
。
ふ
だ
ん
の
国
語
学
習
で
は
、
な
か
な
か

文
章
と
向
き
合
え
な
い
子
も
抵
抗
な
く
文
章
と
向
き
合
い
、
自
分
な
り
の<

読

み>

を
つ
く
り
、
自
信
を
も
っ
て
気
づ
き
や
考
え
を
表
現
す
る
。
無
理
な
く

<

読
み>

の
主
体
と
な
る
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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飯
塚
実
践
の
よ
う
に
「
ね
か
せ
読
み
」
を
「
問
題
作
り
学
習
」
と
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
の
質
が
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。

欅
の
会
員
に
よ
る
、「
ね
か
せ
読
み
」
の
発
想
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
計
画
的
に

組
み
入
れ
た
、
創
造
的
な
実
践
の
展
開
を
期
待
し
て
い
る
。

◇
◇

会
案
内

◇
◇

日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」の
研
究
で
め
ざ
す
も
の

日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」は
、
二
十
一
世
紀
の
国
語
学
習
の
在
り
方
の
探

求
す
る
研
究
集
団
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
が「
自
ら
国
語
の
力
を
獲
得
す
る
学
び
」の
姿
を
求
め
て
、
東
京
、
千

葉
、
埼
玉
、
神
奈
川
、
茨
城
な
ど
か
ら
会
員
が
都
内
の
会
場
校
に
集
ま
っ
て
来
る
。

若
手
か
ら
中
堅
、
そ
し
て
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
、
幅
広
い
層
の
教
員
が
、
常
に
三
十
名
前
後
、

参
加
し
て
い
る
。

『
研
究
は
厳
し
く
、
人
間
関
係
は
和
や
か
に
』を
合
言
葉
に
毎
月
一
度
集
ま
り
、

互
い
に
学
び
合
っ
て
い
る
。
二
〇
二
一
年
に
は
月
例
会
が
通
算
五
〇
〇
回
を
超
え
、

二
〇
二
一
年
一
〇
月
に
は
祝
賀
会
を
予
定
し
て
い
る
。

日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」は
、
故
石
田
佐
久
馬
代
表
の
遺
志
を
引
き
継
ぎ

「
吾
以
外
皆
我
師
」を
モ
ッ
ト
ー
に
学
び
続
け
て
い
る
。
月
例
会
で
学
ん
だ
こ
と
を
も

と
に
、
日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」の
全
国
大
会
（毎
年
七
～
八
月
）で
、
発
表

す
る
会
員
も
多
い
。

近
年
五
年
間
の
日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」の
全
国
大
会
の
研
究
テ
ー
マ
を

掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
〇
一
五
年

第
五
十
一
回

多
摩
東
京
大
会

(

東
京
都
立
川
市
）

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
ど
の
子
も
輝
く
国
語
の
教
室
～

二
〇
一
六
年

第
五
十
二
回

茨
城
取
手
大
会

(

茨
城
県
取
手
市
）

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
自
ら
学
び
、
み
ん
な
で
学
ぶ
国
語
の
教
室
～

二
〇
一
七
年

第
五
十
三
回

伊
豆
熱
川
手
大
会

(

静
岡
県
東
伊
豆
町
）

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
国
語
科
に
お
け
る「
深
い
学
び
」と
は
～

二
〇
一
八
年

第
五
十
四
回

宇
都
宮
大
会

(

栃
木
県
宇
都
宮
市
）

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
学
び
続
け
る
主
体
を
育
て
る
国
語
の
教
室
～

二
〇
一
九
年

第
五
十
五
回

横
須
賀
大
会

(

神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る

～
主
体
的
・対
話
的
に
学
び
を
深
め
る
国
語
の
教
室
～

二
〇
二
〇
年
は
、
陸
前
高
田
復
幸
大
会
を
計
画
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
開
催
中
止
と
し
た
。

日
本
国
語
教
師
の
会「
欅
の
会
」の
会
員
は
、
全
国
大
会
の
テ
ー
マ
を
常
に
意
識
し

な
が
ら
、
自
分
で
興
味
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
授
業
実
践
を
通
し
て
追
究

し
、
年
一
回
月
例
会
で
提
案
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。


