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国
語
科
授
業
と
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
育
む

言
葉
の
力

上
出

愛

「
手
紙
」
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品

は
多
く
あ
り
ま
す
。
日
本
で
の
手
紙
の

起
源
は
古
代
に
遡
り
ま
す
が
、
特
に
平

安
時
代
に
は
ひ
ら
が
な
が
誕
生
し
、
女

性
も
文
字
を
書
く
よ
う
に
な
る
と
、
手

紙
（
文
や
消
息
）
が
盛
ん
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
は
「
手
紙
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
、

手
紙
は
人
と
人
と
を
繋
ぐ
大
切
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
、

扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

た
だ
、
現
在
の
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
、

瞬
時
か
つ
簡
単
に
言
葉
の
や
り
と
り
が

で
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
今
な
お
、
な

ぜ
手
紙
は
多
く
の
人
の
心
を
打
つ
の

か
、
手
紙
を
題
材
と
し
た
物
語
に
心
が

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
、
国

語
教
育
で
大
切
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
自
身
も
、
手
紙
に
書
か
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
何
度
も
読
み
返
し
、
前
進
す

る
糧
に
し
た
り
、
今
は
亡
き
人
を
偲
ん

だ
り
し
て
、
涙
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

特
に
、
子
ど
も
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
は
、

と
て
も
嬉
し
く
、
日
々
の
原
動
力
に
な

り
ま
す
。
一
生
懸
命
、
相
手
を
思
っ
て

書
か
れ
た
手
紙
は
、
読
む
だ
け
で
、
心

に
響
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
に
関

わ
る
感
受
性
を
、
子
ど
も
た
ち
に
も
育

み
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
度
も
、
吉
永
先
生
に
本
校
の
校

内
授
業
研
究
会
に
お
越
し
頂
き
、
一
年

生
の
授
業
（
「
て
が
み
で

し
ら
せ
よ

う
」
）
に
つ
い
て
、
ご
指
導
・
ご
助
言

を
賜
り
ま
し
た
。
こ
の
単
元
で
は
、
子

ど
も
た
ち
が
相
手
を
決
め
て
、
自
分
の

言
葉
で
手
紙
を
書
き
、
相
手
に
届
け
る

活
動
を
ゴ
ー
ル
に
し
ま
し
た
。
す
で
に

こ
れ
ま
で
の
国
語
の
学
習
で
、
相
手
意

識
を
明
確
に
持
っ
て
書
く
活
動
や
、
文

字
や
文
を
正
し
く
書
け
る
よ
う
に
読
み

返
す
学
習
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

学
習
で
、
子
ど
も
た
ち
は
手
紙
を
書
く

活
動
を
通
し
て
、
相
手
に
自
分
の
気
持

ち
が
届
く
よ
う
に
、
既
習
事
項
や
経
験

を
踏
ま
え
、
取
り
組
み
ま
し
た
。
型
を

参
考
に
し
て
、
読
み
手
に
分
か
り
や
す

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
こ
う
と
、
内
容
を

練
っ
て
か
ら
、
下
書
き
を
し
て
、
清
書

し
ま
し
た
。
一
年
生
の
子
ど
も
な
り
に

自
己
調
整
し
な
が
ら
、
精
一
杯
、
相
手

へ
の
丁
寧
な
心
遣
い
を
意
識
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
手
紙
を
書

く
こ
と
を
通
し
て
、
相
手
の
良
さ
を
言

葉
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

私
も
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
手
紙
を
も

ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
そ
の
都

度
、
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
返
事
を
書
く

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
返
事
を
す
る
こ

と
で
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
成
り
立
ち
、
手
紙
を
送
る
こ
と
・
も

ら
う
こ
と
の
嬉
し
さ
を
実
感
で
き
ま

す
。国

語
の
授
業
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
学

び
を
大
切
し
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
学
習

場
面
だ
け
で
な
く
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
生
き
た
言
葉
の

力
や
想
像
力
を
培
っ
て
い
き
た
い
と
願

っ
て
い
ま
す
。
言
葉
に
関
わ
る
た
く
さ

ん
の
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
学
校
と
し
て
、
校
長
と
し
て
で
き

る
こ
と
を
模
索
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
寝
屋
川
市
立
木
屋
小
学
校

校
長
）

▼
新
年
を
迎
え
る
時
い

つ
も
次
こ
の
言
葉
を
思

い
出
し
ま
す
。「『
新
年
』

と
い
う
の
は
何
も
か
も

が
マ
ッ
サ
ラ
の
お
初
と

い
う
ふ
う
に
見
え
て
、

わ
く
わ
く
し
ま
し
た
。

目
が
覚
め
て
出
会
う

服
、
机
、
窓
の
外
の
景

色
、
歯
み
が
き
も
、
今
年
は
じ
め
て
の

お
初
の
仕
事
だ
か
ら
、
水
道
の
蛇
口
に

も
歯
ブ
ラ
シ
に
も
コ
ッ
プ
に
も
、
ド
キ

ド
キ
し
な
が
ら
『
あ
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
』
と
言
い
ま
し
た
」
こ
れ
は
、
既

刊
の
「
さ
ざ
な
み
国
語
教
室
」
の
巻
頭

言
と
し
て
詩
人
工
藤
直
子
の
お
言
葉
で

す
。
「
い
つ
も
と
違
う
」
目
で
、
ま
わ

り
を
見
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
世
界
の
景

色
が
変
わ
り
ま
す
▼
学
校
は
多
様
化
の

時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
学
校
教
育
も

指
導
方
法
の
工
夫
や
改
善
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
１
人
１
台
の
端
末
を
は
じ

めI
C
T

環
境
の
整
備
が
整
い
、「
令
和
の

日
本
型
学
校
教
育
」
の
構
築
に
向
け
た

研
究
実
践
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
個

別
最
適
な
学
び
（
「
個
に
応
じ
た
指
導
」

・
指
導
の
個
別
化
と
学
習
の
個
性
化
を

学
習
者
の
視
点
か
ら
整
理
し
た
概
念
）

「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
の
構
築

に
向
け
た
研
究
や
実
践
が
広
が
り
深
ま

っ
て
い
ま
す
。
が
、
大
事
な
こ
と
は
、

本
気
で
一
人
一
人
の
子
ど
も
に
よ
り
添

っ
て
指
導
に
取
り
組
む
覚
悟
が
あ
る
の

か
ど
う
か
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

学
習
し
た
い
の
に
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば

い
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
子
が
い

ま
す
。
そ
の
事
実
に
謙
虚
に
向
か
い
あ

う
こ
と
が
最
初
の
一
歩
で
す
▼
「
い
つ

も
い
つ
ま
で
も
『
「
お
初
で
』
」
と
い
う

こ
と
も
ま
た
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す

こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。

（
吉
永
幸
司
）
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『
み
き
の
た
か
ら
も
の
座
談
会
』

井
上

滉
斗

今
年
か
ら
、
二
年
生
の
国
語
科
の
教

材
に
『
み
き
の
た
か
ら
も
の
』
と
い
う

新
し
い
物
語
文
が
加
わ
っ
た
。

こ
の
お
話
は
、
未
知
の
宇
宙
人
「
ナ

ニ
ヌ
ネ
ノ
ン
」
と
、
「
み
き
」
と
い
う

女
の
子
と
の
交
流
が
描
か
れ
、「
み
き
」

が
夢
を
も
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
出
会

い
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
お
も

し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
未
知
の
宇
宙
人
「
ナ

ニ
ヌ
ネ
ノ
ン
」
が
一
体
ど
ん
な
姿
を
し

て
い
る
の
か
な
ど
、
描
写
を
も
と
に
、

自
由
に
物
語
を
想
像
し
て
楽
し
め
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
良
さ
を
生
か
し
、
読
書
の
本
質

的
な
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
、

ま
た
、
友
だ
ち
と
の
意
見
共
有
の
中
で
、

さ
ら
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
の
初
発
の

感
想
か
ら
作
り
上
げ
た
話
題
に
つ
い
て

と
に
か
く
話
し
合
う
『
み
き
の
た
か
ら

も
の
座
談
会
』
と
い
う
活
動
を
言
語
活

動
に
設
定
し
た
。

こ
の
活
動
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
３

つ
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
た
。

①
必
ず
、
座
っ
て
交
流
す
る
こ
と
。

※
床
が
や
わ
ら
か
い
Ｐ
Ｃ
室
で
学
習

し
た
。

②
話
題
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
た

く
さ
ん
の
友
だ
ち
と
話
し
合
う
。

③
友
だ
ち
の
考
え
を
ひ
て
い
し
な

い
。「
ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
ん
？
」「
な

ぜ
？
」
を
大
切
に
す
る
。

座
談
会
は
、
全
四
回
行
い
ま
し
た
。

そ
の
時
の
様
子
を
一
部
紹
介
し
ま
す
。

〈
一
回
目
の
座
談
会
〉

話
題
：
「
み
き
は
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ン
を
見

て
ど
う
思
っ
た
の
か
」

Ａ
：
「
み
き
は
は
じ
め
こ
わ
か
っ
た
と

思
う
」

Ｂ
：
「
ど
う
し
て
、
そ
う
思
っ
た
の
？
」

Ａ
：
「
（
教
科
書
を
広
げ
な
が
ら
）
だ
っ

て
な
、
こ
こ
に
な
、
『
見
な
れ
な
い
』

っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら
。
初
め
て
見
る

も
の
や
っ
た
か
ら
」

Ｂ
：
「
ほ
ん
と
や
。
わ
た
し
は
な
～
」

〈
三
回
目
の
座
談
会
〉

話
題
：
「
み
き
の
た
か
ら
も
の
っ
て
？
」

Ｃ
：
「
ぼ
く
は
な
、
み
き
の
た
か
ら
も

の
は
、
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ン
か
ら
も
ら
っ
た

『
青
い
石
』
や
と
思
う
。」

Ｄ
：
「
わ
た
し
も
同
じ
考
え
。
だ
っ
て
、

そ
の
お
返
し
に
自
分
の
リ
ボ
ン
も
わ
た

い
て
い
る
し
…
」

Ｃ
：
「
み
き
の
た
か
ら
も
の
は
『
青
い

石
』
や
け
ど
さ
、
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ン
の
た

か
ら
も
の
っ
て
…
」

Ｃ
Ｄ
：
「
（
み
き
か
ら
も
ら
っ
た
）
リ
ボ

ン
！
！
」

座
談
会
の
回
数
を
増
す
に
つ
れ
、

ど
の
子
ど
も
も
、
叙
述
を
基
に
自
分
た

ち
で
想
像
し
た
こ
と
を
次
第
に
話
し
合

っ
て
い
た
。
た
だ
伝
え
合
う
だ
け
で
な

く
、
互
い
の
考
え
か
ら
新
し
い
考
え
を

発
見
し
た
り
、
深
め
た
り
す
る
こ
と
も

で
き
た
。
『
座
談
会
』
と
い
う
言
語
活

動
の
可
能
性
を
強
く
感
じ
た
実
践
だ
っ

た
。

（
豊
郷
町
立
日
栄
小
学
校
）

お
気
に
入
り
の

民
話
を
紹
介
し
よ
う

山
田

定
子

「
三
年
と
う
げ
」（
光
村
図
書
三
年
下
）

か
ら
他
の
民
話
や
昔
話
に
読
み
広
げ
、

面
白
い
と
思
う
と
こ
ろ
を
紹
介
す
る
言

語
活
動
を
設
定
し
た
。

単
元
の
導
入
で
「
自
分
の
お
気
に
入

り
の
民
話
を
読
ん
で
、
そ
の
お
も
し
ろ

さ
を
友
だ
ち
に
紹
介
す
る
」
と
い
う
単

元
の
ゴ
ー
ル
を
示
し
、
目
的
を
持
っ
て

学
習
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
計
画
し

た
。
学
習
の
始
め
か
ら
、
他
の
国
の
民

話
や
昔
話
を
置
い
て
お
き
、
読
書
タ
イ

ム
や
時
間
に
余
裕
の
あ
る
時
に
は
い
つ

で
も
読
め
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
。
ほ

と
ん
ど
の
子
が
、
準
備
し
た
三
十
五
冊

の
本
を
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
分
で
選
ん
だ
民
話
の
面
白
い
と
こ

ろ
を
見
つ
け
て
紹
介
す
る
文
章
を
書
く

た
め
に
「
三
年
と
う
げ
」
の
面
白
さ
に

つ
い
て
考
え
、
自
分
の
考
え
や
思
い
を

交
流
し
た
。
「
友
だ
ち
と
同
じ
と
こ
ろ

で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
書

き
方
が
く
ふ
う
さ
れ
て
い
た
。
友
だ
ち

は
、
く
わ
し
く
書
い
て
い
た
。
」
等
、

各
々
が
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
。こ

の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
自
分
の

選
ん
だ
民
話
の
面
白
い
と
こ
ろ
を
見
つ

け
、
そ
う
思
っ
た
わ
け
も
メ
モ
し
て
文

章
を
書
く
よ
う
に
し
た
。
ど
の
子
も
本

を
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
、
す
ん
な
り

と
書
き
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

挿
絵
も
自
分
で
工
夫
し
て
描
い
た
の

で
、
と
て
も
楽
し
い
紹
介
文
が
で
き
あ

が
っ
た
。
こ
の
紹
介
文
を
交
流
す
る
時
、

い
ろ
ん
な
友
だ
ち
に
自
分
の
お
話
を
読

ん
で
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た

の
で
、
隣
の
友
だ
ち
、
グ
ル
ー
プ
の
友

だ
ち
、
同
じ
本
を
読
ん
だ
友
だ
ち
、
と

紹
介
文
を
読
み
合
い
友
だ
ち
の
紹
介
文

の
よ
い
所
を
見
つ
け
、
コ
メ
ン
ト
を
書

く
よ
う
に
し
た
。

◎
あ
ら
す
じ
が
き
ち
ん
と
書
け
て
い

て
、
す
ご
い
な
と
思
っ
た
。
そ
れ
に
、

「
わ
く
わ
く
」
や
「
ど
き
ど
き
」
と
い

う
言
葉
が
入
っ
て
い
た
の
で
、
ま
す
ま

す
読
ん
で
み
た
く
な
り
ま
し
た
。

◎
あ
ら
す
じ
が
と
て
も
上
手
に
書
け
て

い
ま
し
た
。
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
も
分

か
り
や
す
く
書
け
て
い
た
し
、
い
い
言

葉
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
て
よ
か
っ
た

で
す
。

◎
絵
が
と
て
も
上
手
な
の
で
、
お
話
が

そ
う
ぞ
う
し
や
す
か
っ
た
で
す
。

と
い
っ
た
よ
う
に
、
友
だ
ち
の
よ
い
と

こ
ろ
が
た
く
さ
ん
見
つ
け
ら
れ
、
コ
メ

ン
ト
を
読
ん
だ
子
ら
も
、
自
分
の
よ
さ

を
認
め
て
も
ら
え
て
と
て
も
う
れ
し
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
、
全
員
の
文
章
を
紹
介
す
る

と
、
赤
鉛
筆
で
友
だ
ち
の
よ
い
と
こ
ろ

に
印
を
付
け
て
い
る
子
が
い
た
。
「
い

い
こ
と
だ
ね
」
と
声
を
掛
け
る
と
、
真

似
し
て
多
く
の
子
が
し
っ
か
り
読
む
よ

う
に
な
っ
た
。

保
護
者
の
方
か
ら
も

「
お
話
の
紹
介
が
し
っ
か
り
書
け
て
い

て
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
友

だ
ち
の
意
見
や
発
表
を
聞
い
て
新
し
い

言
葉
を
覚
え
た
り
参
考
に
し
た
り
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
素
敵
だ
な
と
思
い
ま

す
。
絵
も
た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
て
お

も
し
ろ
い
で
す
。」

等
、
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
。

そ
れ
を
読
ん
だ
子
ど
も
達
は
、
本
当
に

嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。

こ
の
学
習
を
機
に
読
書
の
楽
し
さ
を

感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

（
野
洲
市
立
北
野
小
学
校
）
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自
由
進
度
学
習
へ
の
道

畑
中

翔
太

６
年
生
に
と
っ
て
最
後
の
小
学
校
生

活
が
始
ま
っ
た
。
学
期
初
め
子
ど
も
達

に
「
丁
寧
」
に
生
活
す
る
こ
と
の
大
切

さ
に
つ
い
て
話
し
た
。
丁
寧
な
学
校
生

活
、
学
習
へ
向
か
う
姿
、
友
だ
ち
へ
の

関
わ
り
方
、
と
い
う
視
点
で
自
分
を
振

り
返
り
、
そ
れ
ら
を
意
識
し
た
生
活
を

し
て
、
胸
を
張
っ
て
卒
業
で
き
る
よ
う

な
日
々
を
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。

早
速
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
元
気

に
声
を
出
す
子
た
ち
を
見
て
素
直
で
努

力
の
で
き
る
子
ど
も
達
に
改
め
て
感
心

し
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
を
大
切
に
し
な

が
ら
、
学
習
に
も
生
か
し
て
い
き
た
い
。

自
由
進
度
学
習
と
よ
く
耳
に
す
る
よ

う
に
な
り
、
２
学
期
に
は
漢
字
学
習
で

自
由
進
度
学
習
を
取
り
入
れ
た
。
漢
字

学
習
を
選
ん
だ
理
由
は
二
つ
だ
。
一
つ

目
は
、
１
学
期
の
様
子
を
見
て
い
て
漢

字
に
苦
手
意
識
を
も
つ
児
童
が
多
い
と

感
じ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
、
漢
字
学
習

が
自
由
進
度
学
習
に
向
い
て
い
る
と
知

っ
た
か
ら
だ
。
主
に
以
下
５
つ
に
取
り

組
ん
だ
。

①

読
み
を
大
切
に
す
る
こ
と
（
ド
リ

ル
を
見
な
が
ら
音
訓
読
み
、
意
味
、
熟

語
を
声
に
出
し
て
３
回
読
む
。）

②

な
ぞ
り
書
き
で
形
に
慣
れ
る
こ
と

（
書
き
順
を
確
か
め
な
が
ら
指
で
な
ぞ

り
、
慣
れ
た
ら
空
書
き
を
す
る
。）

③

ド
リ
ル
に
書
き
練
習
（
線
を
は
み

出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
「
は
ね
」
や

「
は
ら
い
」
を
意
識
し
て
丁
寧
に
書
く
。
）

④

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
（
覚
え
ら
れ

た
か
、
自
分
で
チ
ェ
ッ
ク
。
ペ
ア
で
チ

ェ
ッ
ク
。
複
数
人
で
チ
ェ
ッ
ク
。）

⑤

活
用
し
て
い
く
こ
と
（
覚
え
た
漢

字
を
使
っ
て
文
を
つ
く
る
。
ま
だ
知
ら

な
い
熟
語
を
調
べ
る
。）

こ
れ
ら
を
、
練
習
す
る
こ
と
か
ら
始

め
た
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
自
身
で
い
つ

ま
で
に
ど
の
漢
字
ま
で
進
め
る
の
か
期

限
を
考
え
ド
リ
ル
に
記
入
さ
せ
た
。
以

降
、
自
分
に
合
っ
た
進
度
で
ド
リ
ル
を

進
め
、
教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
進
み
具

合
を
把
握
し
た
り
、
早
く
ド
リ
ル
を
終

わ
ら
せ
た
子
へ
の
追
加
課
題
を
用
意
し

た
り
し
た
。

２
学
期
末
の
５
０
問
テ
ス
ト
で
は
、

「
初
め
て90

点
台
の
点
数
が
取
れ
た
。
」

と
喜
ぶ
子
や
「
あ
と
二
文
字
あ
っ
て
た

ら
満
点
だ
っ
た
の
に
。
」
と
悔
し
が
る

子
が
い
た
。
自
由
進
度
学
習
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
欲
や
学
び
方
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
高
得
点
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
子
が

い
た
こ
と
が
反
省
す
る
と
こ
ろ
だ
。
新

し
い
学
習
方
法
に
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
取
り
組
み
の
良
さ
や
効
果
を

子
ど
も
が
実
感
し
な
け
れ
ば
続
か
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
３
学
期
は
さ
ら
に

ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
を
意
識
し
た
自
由

進
度
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

⑥

カ
レ
ン
ダ
ー
を
活
用
し
て
テ
ス
ト

日
の
提
示
（
教
室
に
テ
ス
ト
を
す
る
日

を
示
し
、
期
限
を
よ
り
意
識
さ
せ
る
。
）

⑦

最
低
限
進
め
る
べ
き
文
字
数
の
計

算
（
期
限
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
、
一
日

の
進
む
量
を
確
認
す
る
。）

⑧

読
み
テ
ス
ト
の
追
加
（
書
き
テ
ス

ト
よ
り
も
点
が
取
り
や
す
く
、
点
数
を

取
る
こ
と
が
で
き
る
。）

⑨

加
点
制
度
（
加
点
制
度
で
１
０
０

点
と
い
う
上
限
を
無
く
し
意
欲
に
つ
な

げ
る
。）

改
善
策
に
取
り
組
み
、
よ
り
多
く
の

子
ど
も
達
が
自
主
的
に
学
習
を
し
て
言

葉
を
獲
得
し
て
い
く
姿
を
目
指
し
て
い

く
。
次
回
原
稿
で
結
果
を
報
告
す
る
。

【
参
考
文
献
】
土
居
正
博
（2

02
3

）「
漢

字
指
導
の
新
常
識
」
学
陽
書
房

（
大
津
市
立
田
上
小
学
校
）

楽
し
く
詩
を
学
ぼ
う

川
部

長
人

冬
休
み
が
明
け
、
三
学
期
最
初
の
授

業
で
詩
の
学
習
を
し
ま
し
た
。
『
ね
こ

の
こ
』
（
光
村
図
書
二
年
生
）
の
教
材

を
行
い
ま
し
た
。
授
業
の
初
め
、
題
名

を
隠
し
た
ま
ま
教
材
文
の
視
写
を
行
い

ま
し
た
。
一
文
、
一
文
上
段
を
書
き
、

下
段
の
言
葉
を
予
想
し
な
が
ら
進
め
て

い
き
ま
し
た
。
一
文
目
の
「
あ
く
び
」

と
板
書
し
、
「
み
ん
な
あ
く
び
は
ど
ん

な
感
じ
で
す
る
？
」
と
聞
い
て
み
る
と
、

「
ふ
あ
ー
」
や
「
ふ
あ
ふ
あ
」
な
ど
実

際
に
あ
く
び
を
し
な
が
ら
答
え
て
い
ま

し
た
。
あ
く
び
に
続
く
言
葉
は
「
ゆ
う

ゆ
う
」
と
板
書
す
る
と
「
ど
う
い
う
こ

と
？
」
や
「
こ
れ
何
の
詩
？
」
と
い
う

疑
問
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
次

に
二
文
目
の
「
あ
ま
え
て
」
に
続
く
言

葉
を
考
え
、「
あ
ま
え
て

ご
ろ
ご
ろ
」

と
板
書
す
る
と
、
「
小
さ
な
子
の
感
じ

が
す
る
」
と
い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

三
文
目
の
「
た
ま
ご
」
の
続
き
を
考
え

る
と
き
に
な
る
と
、
「
ぱ
き
ぱ
き
」
や

「
ぱ
り
ぱ
り
」
な
ど
多
く
の
子
が
四
文

字
の
言
葉
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
「
な
ぜ
、
み
ん
な
四
文
字
の
言
葉

に
し
た
の
？
」
と
聞
い
て
み
る
と
、「
四

文
字
や
と
リ
ズ
ム
が
い
い
や
ん
」
や
「
今

ま
で
の
二
つ
が
四
文
字
や
っ
た
か
ら
次

も
四
文
字
の
言
葉
が
入
る
と
思
っ
た
か

ら
」
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
出
て
き
ま

し
た
。
「
た
ま
ご
」
の
続
き
は
「
こ
ろ

こ
ろ
」
と
板
書
す
る
と
、
「
や
っ
ぱ
り

四
文
字
や
」
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
子

ど
も
た
ち
は
自
然
と
詩
の
表
現
の
工
夫

に
気
づ
い
て
い
く
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
形
で
、
最
後
の
文
ま
で
考

え
て
い
き
ま
し
た
。
最
後
の
文
は
「
ミ

ル
ク
で

に
ゃ
ん
」
と
い
う
文
で
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
「
ね
こ
の
詩
や
」
と
い

う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
発
言
を

受
け
て
、
「
こ
の
詩
の
題
名
は
な
ん
だ

ろ
う
？
」
と
発
問
し
て
み
る
と
「
ね
こ

の
こ
と
」
や
「
ね
こ
の
一
日
」
な
ど
様

々
な
題
名
が
出
て
き
ま
し
た
。
あ
る
子

が
「
あ
ま
え
て

ご
ろ
ご
ろ
と
か
、
子

ど
も
の
ね
こ
み
た
い
」
と
い
う
発
言
も

あ
り
、
「
こ
の
詩
は
『
ね
こ
の
こ
』
と

い
う
題
名
で
す
」
と
紹
介
し
ま
し
た
。

す
る
と
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
『
い
ぬ
の

こ
』
の
詩
も
作
っ
て
み
た
い
」
と
い
う

意
見
が
出
た
の
で
、
ク
ラ
ス
み
ん
な
で

『
い
ぬ
の
こ
』
の
詩
を
考
え
て
み
ま
し

た
。『
ね
こ
の
こ
』
を
も
と
に
、「
あ
く

び
に
続
く
言
葉
は
ど
う
し
よ
う
？
」
と

聞
い
て
み
る
と
「
わ
ん
わ
ん
」
と
い
う

意
見
が
出
ま
し
た
。
他
の
子
か
ら
「
い

き
な
り
わ
ん
わ
ん
や
と
、
す
ぐ
に
犬
や

と
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
今
回
の
詩
の
お

も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
途
中
か
ら
ね
こ

の
詩
や
と
わ
か
っ
て
く
る
か
ら
お
も
し

ろ
い
」
と
い
う
意
見
が
出
て
き
て
、
子

ど
も
た
ち
は
新
た
な
詩
の
表
現
の
工
夫

に
気
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。
最
終
的
に

出
来
上
が
っ
た
詩
が
以
下
の
よ
う
な
も

の
で
す
。

い
ぬ
の
こ

二
年
二
組

あ
く
び

ふ
あ
ふ
あ

あ
ま
え
て

ご
ろ
ご
ろ

ボ
ー
ル

か
み
か
み

お
も
ち
ゃ

し
ゃ
か
し
ゃ
か

か
く
れ
て
も

ぶ
ん
ぶ
ん

し
か
ら
れ
て

き
ゃ
ん
き
ゃ
ん

よ
ば
れ
て

て
く
て
く

お
や
つ
で

ワ
ン

子
ど
も
た
ち
は
楽
し
み
な
が
ら
、
詩

の
表
現
の
工
夫
に
た
く
さ
ん
気
づ
い
て

い
き
、
気
づ
い
た
こ
と
を
も
と
に
、
自

分
た
ち
な
り
の
詩
を
楽
し
ん
で
作
っ
て

い
き
ま
し
た
。

（
湖
南
市
立
菩
提
寺
小
学
校
）
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「
生
成
Ａ
Ｉ
と
教
育
現
場
」

川
端

大
介

新
学
習
指
導
要
領
に
生
成
Ａ
Ｉ
の
活

用
が
盛
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

生
成
Ａ
Ｉ
と
小
学
校
国
語
授
業
の
今
後

を
考
え
て
み
る
。
年
末
に
文
部
科
学
省

が
示
し
た
生
成
Ａ
Ｉ
活
用
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
踏
ま
え
つ
つ
、
諸
外
国
の
事
例

も
参
考
に
そ
の
利
点
と
課
題
を
検
討
す

る
。文

部
科
学
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
教
育
現
場
で
活
用
す

る
際
の
基
本
原
則
と
し
て
、
「
教
育
目

的
に
即
し
た
活
用
」
「
情
報
モ
ラ
ル
の

徹
底
」
「
生
成
物
の
適
切
性
の
確
認
」

の

点
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
枠
組
み

3
を
通
じ
て
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
国
語
教
育
の

質
を
向
上
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
可
能

性
が
示
さ
れ
た
。

ま
ず
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
作
文
支
援
に
大

き
な
効
果
を
発
揮
す
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
よ
れ
ば
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
提
供
す
る

例
文
や
題
材
の
ア
イ
デ
ア
を
通
じ
て
、

児
童
が
自
由
に
表
現
す
る
力
を
育
む
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
具
体
例

と
し
て
、
作
文
の
導
入
部
分
で
ア
イ
デ

ア
が
浮
か
ば
な
い
児
童
が
Ａ
Ｉ
の
提
案

を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
ス
ム
ー
ズ
に

書
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

生
成
さ
れ
た
文
章
を
基
に
児
童
が
自
分

の
言
葉
で
再
構
成
す
る
活
動
を
通
じ

て
、
表
現
力
や
発
想
力
が
さ
ら
に
磨
か

れ
る
。

次
に
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
読
解
力
向
上
に

も
役
立
つ
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
児

童
の
習
熟
度
に
応
じ
た
問
題
文
や
補
助

教
材
の
生
成
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
個
別
最
適
化
さ
れ
た
学
習

が
可
能
と
な
り
、
児
童
の
理
解
度
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｉ

が
多
角
的
な
解
説
を
提
供
す
る
こ
と

で
、
批
判
的
思
考
や
多
様
な
視
点
を
持

つ
力
を
養
う
教
育
が
期
待
さ
れ
る
。
教

師
に
と
っ
て
も
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
強
力
な

サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
と
な
る
。
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
、
教
師
の
負
担
軽
減
を
目
的

と
し
た
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用
が
奨
励
さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
教
材
作
成
や

児
童
の
回
答
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

効
率
化
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
Ａ
Ｉ
が
児
童
の
作
文
を
分
析
し
、

即
座
に
改
善
点
を
示
す
こ
と
で
、
教
師

は
児
童
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
っ
た
指

導
に
集
中
す
る
時
間
を
確
保
で
き
る
。

諸
外
国
で
も
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
教
育
分
野

で
活
用
さ
れ
始
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ

で
は
、
Ａ
Ｉ
を
利
用
し
た
個
別
学
習
支

援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
普
及
し
て
お

り
、
児
童
の
進
捗
に
応
じ
た
カ
ス
タ
マ

イ
ズ
教
材
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
活

用
し
た
多
言
語
教
育
が
進
め
ら
れ
て
お

り
、
国
語
以
外
の
言
語
学
習
で
も
Ａ
Ｉ

が
教
材
生
成
を
行
い
、
児
童
の
言
語
能

力
向
上
を
支
援
し
て
い
る
。

一
方
、
中
国
で
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
使

っ
た
作
文
指
導
が
盛
ん
で
、
児
童
の
創

造
力
を
高
め
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て

の
利
用
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
生

成
Ａ
Ｉ
の
利
用
に
は
課
題
も
伴
う
。
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
が
示
す
通
り
、
生
成
物
の

適
切
性
や
正
確
性
を
確
認
す
る
こ
と
が

必
須
で
あ
る
。
特
に
小
学
生
向
け
の
内

容
で
は
、
誤
っ
た
情
報
や
不
適
切
な
表

現
が
含
ま
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、

教
師
が
慎
重
に
内
容
を
精
査
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
生
成
Ａ
Ｉ
を
過
信
せ

ず
、
補
助
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

情
報
モ
ラ
ル
教
育
も
不
可
欠
で
あ

る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
児
童
が
生

成
Ａ
Ｉ
を
使
用
す
る
際
、
自
分
で
考
え

判
断
す
る
力
を
育
む
こ
と
が
重
要
と
さ

れ
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
が
提
供
す
る
情
報
を

鵜
呑
み
に
せ
ず
、
適
切
に
利
用
す
る
た

め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
通
じ
て
、
児

童
が
責
任
あ
る
利
用
態
度
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
児
童
の
学
び

の
主
体
性
を
損
な
う
リ
ス
ク
に
も
留
意

す
べ
き
だ
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
、
生

成
Ａ
Ｉ
の
利
用
が
児
童
の
思
考
力
や
表

現
力
を
奪
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
教
育

現
場
で
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
Ａ
Ｉ
が
提
示
し
た
内
容
を
そ

の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

の
意
見
を
補
足
す
る
形
で
活
用
す
る
方

法
等
が
推
奨
さ
れ
る
。

最
後
に
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
は
教

師
が
い
か
に
生
成
Ａ
Ｉ
を
理
解
で
き
る

か
が
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
。
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
適
切
な
ル
ー
ル
の
共
通

理
解
、
共
通
実
践
を
通
し
て
、
児
童
の

個
別
最
適
で
協
働
的
な
学
び
を
推
進
す

る
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
ど
の

よ
う
な
教
育
効
果
を
も
た
ら
す
の
か
、

実
に
興
味
深
い
。

（
滋
賀
大
学
教
職
大
学
院
）

▼
１
２
月
例
会

（
五
十
三
回
）

は
「
第
６
回

全
国
国
語
実
践
研
究
会
・
滋
賀
大
会
」

に
共
催
団
体
と
し
て
参
加
。
（
会
場
・

ク
サ
ツ
エ
ス
ト
ピ
ア
ホ
テ
ル
）
研
究
テ

ー
マ
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方

を
高
め
る
国
語
科
の
授
業
実
践
」
▼
第

１
日
目
①
実
践
提
案
は
田
中
詠
（
群
馬
）

研
究
教
材
は
「
川
と
ノ
リ
オ
」
（
６
年

教
育
出
版
）
司
会
者
は
坂
爪
新
太
郎(

群

馬
）
指
導
助
言
は
中
戸
育
代(

大
阪
）

②
実
践
提
案
は
少
徳
信
。
研
究
教
材
「
す

が
た
を
か
え
る
大
豆
（
３
年
光
村
図
書
）

司
会
者
は
蜂
屋
正
雄(

滋
賀
）
指
導
助

言
は
佐
藤
智
恵(

埼
玉
）
実
践
提
案
に

お
い
て
は
日
常
の
授
業
に
お
い
て
集
中

で
き
な
い
子
や
興
味
を
示
さ
な
い
子
の

指
導
に
つ
い
て
成
果
を
発
表
。
指
導
助

言
で
は
、
確
か
な
学
力
を
育
て
る
教
材

研
究
や
授
業
実
践
の
基
本
に
つ
い
て
示

唆
す
る
内
容
で
あ
っ
た
▼
第
２
日
目
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・

考
え
方
を
高
め
る
国
語
科
の
授
業
実

践
」
に
つ
い
て
。
司
会
者
は

川
那
部

隆
德(

滋
賀)

。
登
壇
者
は

栗
田
稔(

大

阪)

三
上
昌
男(

滋
賀
）
澤
田
佳
予
子

(

愛
知
）
論
点
と
し
て
、
「
い
ろ
い
ろ
な

ふ
ね
」
を
例
に
読
む
こ
と
に
お
け
る
手

堅
い
授
業
実
践
に
つ
い
て
（
栗
田
）
学

習
指
導
要
領
を
中
心
に
こ
れ
か
ら
の
授

業
に
つ
い
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
例
に

こ
れ
か
ら
の
授
業
に
つ
い
て
（
三
上
）

教
師
目
指
す
学
生
の
指
導
で
「
見
方
・

考
え
方
」
を
指
導
し
た
内
容
に
つ
い
て

「
盆
土
産
」
（
中
学
校
教
材
）
を
例
に

し
た
授
業
実
践
（
澤
田
）
多
面
的
で
深

い
内
容
に
学
び
の
多
い
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
あ
っ
た
▼
講
演
は
吉
永
が
総
括
を
含

め
て
成
果
と
学
力
調
査
の
結
果
や
自
由

進
度
学
習
な
ど
今
後
の
授
業
改
善
に
つ

い
て
展
望
を
伝
え
た
。（
文
中
敬
称
略
）

▼
巻
頭
に
は
、
上
出
愛
先
生
か
ら
玉
稿

を
頂
き
ま
し
た
。
深
謝
。

（
吉
永
幸
司
）


