
問
題
解
決
学
習
に
お
け
る
知
識
の
主
体
的
組
織

1
初
期
社
会
科
教
育
実
践
に
お
け
る
児
童
の
単
元
学
習
の
日
記
の
分
析
を
通
七
て
つ
つ
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一
、
本
稿
の
目
的

(
1
)

初
期
社
会
科
教
育
実
践
は
、
経
験
主
義
の
教
育
論
に
も
と
づ
く
問
題

解
決
学
習
を
行
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
『
小

学
校
学
習
指
導
要
領
社
会
科
霜
(
試
案
)
』
は
、
「
実
生
活
の
中
で
直
面

す
る
切
実
な
問
題
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
自
主
的
に
究
明
し
て
い
く

(
2
)

こ
と
を
学
習
の
方
法
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
子

ど
も
が
問
題
意
識
を
も
っ
て
主
体
的
に
「
環
境
」
に
働
き
か
け
な
が
ら

(
3
)

思
考
し
、
自
己
の
「
経
験
の
絶
え
間
な
い
改
造
」
を
行
う
学
習
を
す
る

と
こ
ろ
に
初
期
社
会
科
の
本
磐
が
あ
っ
た
と
考
え
′
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
は
思
考
す
る
こ
上
に
上
っ
て
一
定
の
考
え
を
形

成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
経
験
を
組
織
だ
て
た
も
の
と
し
て
の
知

(
4
)

識
の
組
織
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
.
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
と
呼
ば
れ

一
笑
　
笥
韻
事
決
学
習
は
托
験
の
絶
え
ざ
る
再
構
成
を
行
う
学
習
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
は
不
断
に
更
新
さ
れ
る
。

問
題
解
決
学
習
は
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
.
の
連
続
的
改
造
を
行
う
学

習
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
の
目
的
は
、
.
問
題
解
決
学
習
に
お
い
て
子
ど
も
が
形

成
す
る
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
の
特
質
を
、
経
玖
主
立
の
知
誠
学
習

論
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
積
で
は
、
昭

皐
ぎ
あ
げ

和
二
六
年
に
和
歌
山
市
の
吹
上
小
学
校
で
実
践
さ
れ
た
単
元
「
鉄
と
口

本
」
　
(
第
六
学
年
)
　
の
学
習
日
記
を
分
析
す
る
中
で
、
そ
の
日
的
を
達

成
し
た
い
。

二
、
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
学
習
日
記

和
歌
山
市
の
吹
上
小
学
校
は
、
桓
め
て
意
欲
的
に
初
期
社
会
科
教
育

実
践
に
取
り
組
ん
だ
学
校
と
し
て
、
全
国
的
に
評
価
を
受
け
た
と
い
わ

れ
て
い
る
学
校
で
あ
る
。
吹
上
小
は
、
研
究
テ
ー
マ
を
次
の
よ
う
に
変



化
さ
せ
な
が
ら
実
践
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
る
。

の
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
貴
成
(
昭
和
二
二
～
二
四
年
)

脚
社
会
科
を
コ
ア
と
す
る
実
技
(
昭
和
二
五
年
)

初
日
太
の
歴
史
的
社
会
的
課
題
に
立
降
し
た
実
践
(
昭
和
二
六
～
二

七
年
)

(
5
)

川
基
礎
的
客
観
由
知
誼
を
導
入
し
た
社
会
科
の
実
践
(
昭
和
三
〇
年
)

水
積
で
取
り
上
げ
る
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
実
践
は
、
こ
の
時
期
区

分
で
は
用
に
あ
た
る
昭
和
二
六
年
一
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
一
八
日
に

か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
指
導
者
は
同
校
の
雑
門
明
先
生
で
あ
る
。
ま

た
、
単
元
学
習
口
記
は
城
野
精
二
君
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
城
野
君

は
こ
の
日
記
に
、
太
単
元
で
学
習
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
毎
日
毎

日
詳
し
く
記
録
し
て
お
り
、
日
記
は
原
稿
用
紙
一
五
〇
枚
に
及
ん
で
い

る
。
初
期
社
会
科
の
問
題
解
決
学
習
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
問
題
解
決
学
習
の
中
で
子

ど
も
が
ど
の
よ
う
に
思
考
活
動
を
繰
り
返
し
、
ど
の
よ
う
な
「
知
識
の

主
体
的
組
織
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
、
子
ど
も
の
探
究
的
思
考
活

動
と
関
連
し
て
教
節
は
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
活
動
を
行
っ
た
の
か
を

分
析
す
る
手
が
か
り
と
し
て
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。そ

れ
で
は
以
下
に
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
城
野
精
二
君
の
学
習
日
記

を
抄
録
す
璽
(
誉
n
月
1
日
の
意
味
で
あ
る
)

現
　
僕
た
ち
は
こ
れ
か
ら
の
単
元
で
鉄
に
つ
い
て
生
活
学
習
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
頃
、
鉄
や
金
物
類
の
値
段
が
上
が
っ
て

き
た
し
、
古
鉄
良
さ
ん
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
は
」
朝
鮮
の
戦

争
に
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
日
本
に
段
々
鉄
が

減
っ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
古
鉄
昆
さ
ん
が
多
く
な
っ
た
の

は
、
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
た
の
で
古
鉄
を
買
う
と
も
う
け
に
な

る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
の
頃
の
新
聞
に
は
、
ど
こ
か
で
鉄
が
盗

ま
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
毎
日
の
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今

は
古
鉄
を
買
い
に
来
て
も
な
い
の
で
盗
む
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
み
ん
な
で
想
像
し
な
が
ら
話
し
合
っ
た
。

現
今
口
、
単
元
の
問
題
を
み
ん
な
で
決
め
た
。
「
な
ぜ
鉄
の
値

段
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
古
鉄
染
め
が
盛
ん
な
の
か
」
を

学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
各
班
で
調
べ
る
こ
と
も
次
の
よ
う
に
決
め
た
。

の
古
鉄
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
。
古
鉄
で
何
を
作
る
の
か
。

研
鉄
は
ど
の
よ
う
に
し
て
作
る
の
か
。

伺
鉄
の
生
産
費
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

∴
聞
日
本
に
今
、
鉄
の
原
料
が
多
い
の
か
少
な
い
の
か
。

用
鉄
の
値
段
は
ど
の
よ
ケ
に
変
化
し
て
き
た
の
か
。

ノ
ー
b

l
タ

l∠
7

1
タ

l

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
と
、
こ
の
単
元
の
問
題
は
解
決

で
き
る
と
、
先
生
が
言
わ
れ
た
。

班
分
け
を
し
た
。
僕
は
、
日
本
に
今
、
鉄
の
原
料
が
多
い
の

か
少
な
い
の
か
調
べ
る
斑
に
入
っ
た
。

斑
で
調
べ
る
こ
と
を
先
生
と
相
談
し
て
次
の
よ
う
に
決
め
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た
。

①
日
本
の
鉄
鉱
石
の
産
地
と
取
れ
高

②
日
本
で
使
っ
て
し
ま
う
鉄
の
量
・

③
ど
の
国
か
ら
ど
れ
だ
け
の
鉄
を
輸
入
し
て
い
る
の
か

④
日
本
の
製
鉄
原
料
の
生
産
高
の
移
り
か
わ
り

⑤
外
国
と
わ
が
国
の
製
鉄
原
料
の
生
産
高
の
比
較

⑥
日
本
の
鉄
鉱
石
の
生
産
高
は
世
界
の
何
%
ぐ
ら
い
か

み
ん
な
で
教
科
書
や
図
書
室
の
本
や
年
鑑
で
調
べ
よ
う
と
話
し

合
っ
た
。

日
本
の
鉄
鉱
石
の
産
地
を
地
図
帳
で
調
べ
た
。
岩
手
の
釜

石
、
埼
玉
の
秩
父
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。

取
れ
高
と
欲
し
い
量
が
わ
か
れ
ば
足
り
な
い
量
が
わ
か
る
、

足
り
な
い
量
は
輸
入
し
て
い
る
量
で
あ
る
と
先
生
が
教
え
て
く

れ
た
。先

生
が
、
日
本
の
鉄
鉱
石
の
取
れ
高
と
輸
入
高
、
く
ず
鉄
の

輸
入
高
の
移
り
か
あ
り
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
、
ノ
ー
ト
に
と

っ
て
表
を
作
っ
た
。
取
れ
高
も
輸
入
高
も
段
々
減
っ
て
き
て
い

る
。
戦
争
中
に
た
く
さ
ん
鉄
が
必
要
で
方
々
の
国
か
ら
輸
入
し

て
い
た
け
れ
ど
も
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
鉄
が
い
ら
な
く

な
っ
て
輸
入
が
段
々
と
減
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
戦
争
な
ん
か

や
め
て
鉄
は
平
和
の
た
め
に
使
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
た
ら
人
々
は
楽
に
生
活
で
き
る
と
思
っ
た
。
次

に
、
世
界
の
国
々
.
の
鉄
鉱
石
の
取
れ
高
と
含
有
量
の
表
を
作
っ

4

∠117

l

た
。
土
地
の
性
質
に
よ
っ
て
含
有
量
が
ち
が
う
と
い
う
の
は
お

も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。

今
日
、
先
生
が
「
み
ん
な
は
あ
ま
り
先
生
を
使
わ
な
い
ね
。

先
生
は
み
ん
な
の
先
生
だ
か
ら
何
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
聞

き
な
さ
い
。
先
生
で
な
け
れ
ば
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
れ

は
、
先
生
を
使
い
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
′

先
生
が
鉄
鉱
石
の
生
産
高
と
輸
入
高
な
ど
を
刷
っ
た
プ
リ
ン

ト
を
配
っ
た
。
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日

本
の
鉄
鉱
石
の
生
産
は
昭
和
一
〇
年
か
ら
一
四
年
ま
で
少
し
ず

つ
増
え
て
い
る
。
一
五
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
急
に
増
え
て
、
そ

れ
か
ら
急
に
減
っ
て
、
ま
た
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
い
る
。
な

ぜ
一
五
年
頃
か
ら
生
産
が
多
く
な
っ
た
の
か
。
ア
メ
リ
カ
と
の

戦
争
の
準
備
を
始
め
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
一
五
年
頃
か

ら
は
鉄
が
ほ
と
ん
ど
戦
争
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
っ
た
。

日
本
の
鉄
鉱
石
の
輸
入
は
昭
和
一
〇
年
か
ら
一
三
年
頃
ま
で
は

同
じ
く
ら
い
だ
。
一
四
年
か
ら
一
七
年
ま
で
た
い
へ
ん
輸
入
が

多
い
。
戦
争
中
は
あ
ま
り
輸
入
し
て
い
な
い
。
二
一
年
か
ら
二

二
年
は
少
し
も
輸
入
し
て
い
な
い
。
二
三
年
か
ら
ま
た
輸
入
し

始
め
て
い
る
け
れ
ど
も
少
な
い
。
有
本
に
お
金
が
な
い
の
で
た

く
さ
ん
輸
入
で
き
な
い
の
だ
と
思
っ
た
。
古
鉄
は
昭
和
一
〇
年

か
ら
一
五
年
ま
で
輸
入
が
多
い
け
れ
ど
、
日
本
の
生
産
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
一
六
年
か
ら
輸
入
が
少
な
く
な
っ
て
、
日
本
の
生

産
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
一
番
輸
入
が
多
く
な
っ

64



リf5
て
い
る
。
日
本
の
鉄
鉱
石
の
埋
蔵
量
は
九
九
五
〇
万
ト
ン
で
、

砂
鉄
は
七
二
二
〇
万
ト
ン
、
合
計
一
億
七
〇
八
〇
万
ト
ン
だ
。

鉄
鉱
石
を
一
年
に
一
〇
〇
万
ト
ン
ず
つ
掘
る
と
、
九
九
年
で
掘

り
つ
く
ざ
れ
て
し
か
石
。
た
い
へ
ん
心
細
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

今
ま
で
に
作
っ
た
円
グ
チ
フ
を
見
る
と
、
昭
和
二
五
年
の
鉄

鉱
石
の
輸
入
高
は
六
三
%
で
、
取
れ
高
は
三
七
%
で
あ
る
。
輸

入
が
た
い
へ
ん
多
く
、
日
本
で
取
れ
る
量
が
少
な
い
。
古
鉄
で

も
同
じ
よ
う
だ
。
今
ま
で
の
調
べ
で
、
日
本
に
は
鉄
が
少
な
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
古
鉄
を
集
め
て
使

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
古
鉄
屋
が
多
く
な
っ
た

の
だ
と
思
っ
た
。
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
は
鉄
の
値
段
が
高
く
な

っ
た
理
由
だ
。
今
、
鉄
の
値
段
ほ
ど
の
国
で
も
上
が
っ
て
い
る

の
だ
と
先
生
が
言
わ
れ
た
。
.
今
、
.
世
界
が
二
つ
に
分
か
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
鉄
で
何
か
を
作
ろ
う
と
し
て
い
て
、
ど

の
国
.
で
も
鉄
を
買
い
集
め
て
い
て
売
ら
な
小
の
で
、
鉄
の
値
段

が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
と
先
生
が
言
っ
た
。

7/
「
1

1
′

l

と
取
れ
高
、
日
本
で
使
っ
て
し
ま
う
鉄
.
の
量
、
月
本
の
鉄
鉱
石

の
輸
入
量
を
調
べ
て
い
ま
す
」
・
と
答
え
た
。
先
生
厄
ど
の
よ
う

に
発
表
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
言
わ
れ
た
。
斑
の
み
ん
な

で
調
べ
た
こ
と
を
み
ん
な
で
発
表
し
よ
う
と
相
談
士
た
。
班
の

み
ん
な
で
縫
表
の
た
め
の
グ
デ
フ
を
模
造
紙
に
書
い
た
。

今
日
、
発
表
の
け
い
こ
を
し
て
い
て
疑
問
に
な
っ
.
て
き
た
こ

今
日
は
斑
の
中
で
ど
れ
だ
け
調
べ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
。
初
め
隼
、
先
生
が
.
「
君
た
ち
の
調
べ
か
ら
ど
ん
な
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
ら
.
い
い
の
か
」
と
た
ず
ね
た
。
僕
た
ち

は
「
古
鉄
昆
さ
ん
が
多
く
な
.
っ
た
の
と
、
鉄
の
値
段
が
高
く
な

っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
よ
い
で
す
」
と

答
え
た
。
「
そ
こ
で
君
た
ち
の
班
は
ど
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
い

る
の
か
」
と
先
生
が
言
っ
た
。
僕
は
「
日
本
の
鉄
鉱
山
の
場
所

と
が
あ
っ
た
。
日
本
で
鉄
鉱
石
が
取
れ
な
く
な
る
と
ど
う
す
る

の
か
。
使
う
量
の
全
部
を
輸
入
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

す
る
と
、
日
本
は
お
金
が
減
っ
て
い
く
は
か
り
だ
ろ
う
。
古
鉄

は
全
部
鉄
に
な
る
の
だ
ろ
づ
か
4
古
鉄
が
全
部
鉄
に
な
る
の
な

ら
鉄
鉱
石
よ
り
得
に
な
る
。
得
に
な
る
.
の
な
ら
古
鉄
屋
が
多
く

l
な
っ
た
理
由
が
わ
か
る
と
思
っ
た
。

9兄
　
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
た
理
由
は
朝
鮮
の
戦
争
に
関
係
が
あ
る

l‥
1
の
で
は
な
い
か
と
み
ん
な
で
話
し
合
っ
た
。
今
、
日
本
で
朝
鮮

.
i
の
戦
争
で
使
う
も
の
を
作
っ
て
い
る
せ
い
う
こ
と
だ
。
本
当
だ

と
し
た
ら
、
な
ぜ
.
日
本
で
戦
争
に
使
う
も
の
を
作
る
の
だ
ろ
う

か
4
ァ
メ
4
ヵ
は
運
賃
が
安
い
と
い
う
理
由
で
月
本
に
作
ら
せ

て
い
る
そ
う
だ
。
日
本
の
鉄
を
使
っ
て
作
っ
て
い
る
の
か
、
ア

メ
リ
カ
か
ら
運
ん
で
来
て
作
っ
て
い
る
の
か
、
は
、
つ
き
り
し
な

い
。
日
本
に
鉄
を
作
る
原
料
を
送
る
か
ら
作
っ
た
も
の
を
売
っ

て
く
れ
と
ア
メ
リ
ヵ
か
ら
頼
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
後
で
わ
か
っ

た
。鉄

は
文
明
生
活
に
な
く
て
ほ
な
ら
な
心
も
の
で
、
鉄
を
ど
れ
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だ
け
生
産
し
、
ど
れ
だ
け
使
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
文
化

の
程
度
が
わ
か
る
と
、
.
先
生
を
百
わ
れ
た
。
疎
は
ど
町
乱
に
と

っ
て
も
た
い
へ
ん
大
切
な
も
の
だ
と
話
し
合
っ
た
。

0妬
.
今
日
ほ
各
班
の
調
べ
た
こ
と
の
報
告
会
を
し
た
。
最
初
に
、

l

電
気
代
な
ど
の
運
転
費
と
管
理
費
な
ど
で
あ
る
。
鉄
の
値
段
が

高
く
な
っ
た
の
は
、
船
賃
な
ど
の
材
料
費
と
労
務
費
と
運
転
費

66

「
古
鉄
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
古
鉄
で
何
を
作
る
の
か
」
を
調

べ
.
た
班
が
報
告
し
た
。
和
歌
山
市
で
集
め
ら
れ
た
古
鉄
は
、
古

鉄
星
か
ら
問
屋
を
1
通
っ
て
八
幡
製
鉄
や
新
扶
桑
金
属
へ
送
ら
れ

る
そ
う
だ
。
鉄
鉱
石
に
鋳
物
の
古
鉄
と
マ
ー
ク
ス
と
石
灰
石
を

混
ぜ
る
と
銑
鉄
が
で
き
る
。
銑
鉄
に
再
び
古
鉄
を
.
混
ぜ
る
と
鋼

が
で
き
て
、
レ
ー
ル
や
鉄
筋
や
鉄
板
や
鉄
管
や
時
計
の
ぜ
ん
ま

い
な
ど
が
作
ら
れ
る
上
い
う
こ
と
だ
。
古
鉄
は
本
当
に
大
切
な

も
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
古
鉄
屋
が
多
く
な
っ
.
た
の
は
、
古
鉄
が

大
切
な
も
の
だ
か
ら
だ
と
思
っ
た
。
.

戦
争
が
終
わ
っ
て
、
日
本
の
国
が
複
興
す
る
た
め
に
鉄
が
必

要
に
な
っ
て
き
た
。
今
と
昭
和
一
九
年
の
戦
争
の
真
最
中
と
の

鉄
を
使
う
量
ほ
同
じ
く
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
け
れ
ど
年

必
要
な
だ
け
の
原
料
が
な
い
し
、
輸
入
す
る
に
も
日
本
に
お
金

か
な
い
.
の
で
、
古
鉄
を
集
め
て
い
る
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
鉄
の

一
原
料
が
少
な
い
の
で
値
段
が
上
が
っ
て
、
も
う
け
に
な
る
の
で

古
鉄
屋
が
増
え
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。
.

次
に
、
「
鉄
の
生
産
費
」
を
調
べ
た
斑
が
報
告
し
た
。
鉄
の

値
段
は
生
産
費
と
利
益
で
決
ま
る
。
生
産
男
は
、
鉄
鉱
石
な
ど

の
材
料
費
上
機
械
な
ど
の
間
接
材
料
費
と
労
務
費
と
償
却
費
と

l
∠
Z

1
7

1

が
高
く
な
っ
た
か
ら
だ
七
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
の

製
鉄
の
機
初
は
旧
式
で
、
生
産
費
が
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と

薫
た
と
え
は
、
ア
リ
4
-
ヵ
に
は
三
千
ト
ン
の
釜
が
あ
る
の
に
、

日
本
に
は
千
ト
ン
の
釜
し
か
な
い
。
.
鉄
の
値
段
を
安
く
し
て
外

国
に
買
っ
て
滝
ら
う
た
め
に
は
、
大
き
な
機
械
を
使
っ
て
三
日

で
.
や
る
こ
と
を
一
日
で
し
た
り
、
も
う
け
を
少
な
く
し
て
安
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
話
し
合
っ
た
。

今
日
は
僕
た
ち
の
班
が
、
.
「
日
本
に
今
、
鉄
の
原
料
が
多
い

の
か
少
な
い
の
か
」
を
発
表
し
た
。
今
ま
で
の
発
表
で
、
日
本

に
必
要
な
だ
け
の
鉄
の
原
料
が
な
い
の
で
、
古
鉄
を
集
め
て
い

る
し
、
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
と
わ
か
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
、
l
日
本
の
鉄
鉱
石
の
取
れ
高
と
輸
入
高
と
甘
鉄
の
輸
入

高
と
国
内
で
集
め
ら
れ
て
い
る
古
鉄
の
量
を
わ
か
っ
て
も
ら
え

ば
よ
い
と
思
っ
て
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
た
。
発
表
し
な
が

ら
、
鉄
の
値
段
が
高
く
な
っ
た
の
は
、
古
鉄
の
畳
は
決
吏
っ
て

い
る
の
に
、
た
く
さ
ん
の
古
鉄
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
畳
が
　
l
減
っ

て
き
た
か
ら
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
鉄
を
使
用
す

る
量
が
こ
れ
か
ら
も
多
い
と
、
鉄
の
値
段
が
ど
ん
ど
ん
高
く
な

っ
て
い
く
と
思
っ
た
。

衰
1

1
′

l

今
日
、
「
な
ぜ
古
扶
生
め
が
多
く
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
鉄
の

値
段
が
高
く
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
わ
か
っ
た



こ
と
を
話
し
合
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

川
日
本
に
鉄
の
原
料
が
少
な
い
。

用
鉄
の
原
料
の
輸
入
が
楚
し
い
。

用
復
興
の
た
め
日
本
で
鉄
が
必
要
で
あ
る
。

用
日
本
の
鉄
の
生
産
費
が
他
の
国
よ
り
も
高
い
。

伺
国
際
的
に
も
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
て
い
る
。

脚
世
界
の
国
々
が
軍
備
の
た
め
に
鉄
を
買
い
集
め
て
い
を
.

先
生
が
物
の
値
段
の
決
ま
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
。
生
産
が

少
な
く
て
買
い
手
が
多
い
と
値
段
が
上
が
る
。
反
対
に
生
産
が

多
く
て
買
い
手
が
少
な
い
と
値
段
が
下
が
る
。
そ
れ
に
、
生
産

費
が
高
く
つ
く
と
値
段
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
だ
。
物
の
値
段

が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
理
由
が
わ
か
.
っ
た
。
今
ま
で

の
学
習
で
、
日
本
で
は
鉄
の
原
料
が
少
な
い
し
、
輸
入
も
難
し

い
の
に
、
鉄
を
た
く
さ
ん
復
興
の
た
め
に
使
っ
て
鉄
が
不
足
す

る
か
ら
、
鉄
の
値
段
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。
そ

れ
か
ら
、
古
鉄
星
は
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
て
い
て
も
う
か
る
の

で
多
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
た
り
.
そ
れ
か
ら
、
鉄
の
原
料
を
こ

れ
か
ら
も
外
国
か
ら
買
う
と
、
段
々
と
鉄
の
値
段
が
上
が
っ
て

く
る
と
思
っ
た
。

6舛
　
今
日
、
次
の
学
習
問
題
を
話
し
合
っ
て
決
め
た
。
僕
ほ
、
今

l

の
製
鉄
業
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
製

鉄
業
は
ど
う
な
っ
て
い
く
l
の
か
、
鉄
の
原
料
の
輸
入
は
こ
れ
か

ら
先
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
を
調
べ
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ

れ
で
最
初
に
意
見
を
言
っ
た
。
輸
入
を
ど
う
す
る
の
か
は
、
貿

.

.
易
を
勉
強
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
意
見
が
出
た
。
そ
れ
か
ら
、
扶

桑
金
属
工
場
を
見
学
し
ょ
う
l
と
い
う
意
見
が
出
た
。
み
ん
な
が

賢
成
し
た
。
僕
も
賛
成
だ
っ
た
。
何
の
た
也
に
見
学
す
る
の
か

と
先
生
が
た
ず
ね
た
。
学
習
し
た
こ
と
を
確
か
め
た
い
、
鉄
は

ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
た
い
、
と
い
う
意
見
が

出
た
。
結
局
、
扶
桑
金
属
工
場
を
見
学
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。

7
.妬

　
今
日
は
工
数
の
発
達
に
つ
い
て
勉
強
し
た
。
工
業
は
、
一
人

l

で
作
る
⊥
家
内
で
作
る
l
工
場
制
手
工
業
l
近
代
工
業

∵
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
。
段
々
と
分
業
で
物
を
作
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

0
0

宛
　
き
の
う
の
勉
強
の
つ
づ
き
を
し
た
。
近
代
工
業
に
な
っ
た
の

1
は
ワ
㍗
が
蒸
気
機
関
を
発
明
し
て
、
大
量
生
産
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
わ
か
っ
た
。
工
場
見
学
に
行
っ
た
ら
、

大
量
生
産
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
l
か
を
見
て
こ
よ
う

・
と
話
し
合
っ
た
。

9宛
　
工
場
見
学
に
行
.
っ
て
ど
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
く
る
の
か
を
話

l

し
合
っ
た
。
「
今
ま
で
の
学
習
を
確
か
め
た
い
」
　
「
鉄
は
ど
の

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
た
い
」
.
「
大
量
生
産
は
ど
の

よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
た
い
」
と
い
っ
て
も
何
を

調
べ
る
の
か
、
と
先
生
が
た
ず
ね
た
。
そ
こ
で
、
み
ん
な
で
相

談
し
て
次
の
r
J
う
な
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

り
一
日
の
生
産
量
は
ど
れ
く
ら
▼
い
か
。
一
人
当
り
の
生
産
量
は
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ど
れ
く
ら
い
か
。

何
原
料
の
割
合
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

用
原
料
は
ど
こ
か
ら
、
∴
と
の
よ
う
に
し
て
入
手
す
る
の
.
か
。
.
何

で
運
ん
で
来
る
の
か
。

伺
製
品
に
な
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
機
械
を
通
る
の
か
。
流
れ
作

、
菜
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

伺
ど
の
よ
う
な
動
力
を
使
っ
、
て
い
る
の
か
。
ど
れ
だ
け
の
電
力

・
や
燃
料
を
使
う
の
か
。
′

㈲
鉄
は
何
度
で
と
け
る
の
か
。
何
を
燃
や
し
て
高
い
温
度
を
出

す
の
か
。

の
釜
は
何
で
で
き
て
.
い
る
の
か
。
「
度
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
量
の

.
、
鉄
が
と
け
る
の
か
。
ど
ん
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

㈱
工
場
の
人
々
は
ど
0
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
。
危
険

な
仕
事
を
ど
の
よ
う
に
し
て
行
っ
七
い
る
の
か
。
危
険
を
防

・
ぐ
た
め
の
設
備
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

1舛
▼
扶
桑
金
属
工
場
尤
見
学
を
お
願
い
す
る
手
紙
を
書
い
た
。
そ

れ
か
ら
、
.
き
の
う
決
め
た
調
べ
る
こ
と
の
中
で
、
本
で
調
べ
ら

れ
る
も
の
は
み
ん
な
で
班
毎
に
調
べ
る
こ
と
t
に
な
っ
た
。
供

は
、
製
鉄
の
原
料
の
割
合
は
ど
れ
く
ら
い
か
を
調
べ
る
斑
の
班

長
に
な
っ
た
。
、
明
日
、
一
ト
ン
の
鉄
を
作
る
の
に
ど
れ
だ
け
の

原
料
が
ど
れ
だ
け
の
割
合
で
必
要
な
の
か
を
調
べ
よ
う
と
話
し

合
っ
た
。

斑
の
調
べ
を
し
た
。
一
ト
ン
の
銑
鉄
を
作
る
た
め
に
は
、
三

・
九
五
与
ソ
の
原
料
が
必
要
だ
と
わ
か
4
た
。
鉄
鉱
石
が
二
・

五
五
ト
ン
、
古
鉄
が
一
ト
ン
、
コ
ー
ク
ス
が
一
ト
ン
.
、
マ
ソ
ガ

ン
が
〇
・
〇
二
五
ト
ー
ン
、
石
灰
石
が
〇
・
四
「
ト
ン
で
あ
る
。

鋼
を
作
る
た
め
の
割
合
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
朋
を
作
る
た
め

に
は
銑
鉄
を
作
っ
て
そ
の
上
に
古
鉄
を
混
ぜ
る
と
い
う
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
る
。
ど
れ
だ
け
の
古
鉄
が
必
要
な
の
か
。
見
学
に

∵
行
っ
た
時
に
調
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
　
今
日
、
報
告
会
を
し
た
。
「
鉄
の
性
質
」
の
班
が
発
表
し

た
「
鋼
鉄
は
か
た
い
は
が
ね
の
こ
と
だ
4
鉄
骨
と
か
し
方
で
柔

ら
か
く
な
っ
.
た
り
か
た
く
な
っ
た
り
す
る
。
染
工
て
急
に
さ
受

す
と
か
た
い
鉄
に
な
り
、
ゆ
っ
く
り
さ
ま
す
と
柔
ら
か
い
鉄
に

一
な
る
と
わ
か
っ
た
。
日
.
木
の
銅
款
は
世
界
に
名
高
写
い
う
こ

と
で
あ
る
。

明
酪
告
会
の
続
き
を
し
た
。
最
初
に
、
僕
の
斑
が
「
製
鉄
原
料

の
割
合
」
に
つ
い
て
発
表
t
た
。
次
に
、
「
製
品
に
な
る
ま
で

∵
に
通
る
機
械
」
を
調
べ
た
斑
が
発
表
し
た
。
鉄
管
が
で
き
る
ま

・
で
に
通
っ
て
い
く
樺
械
を
写
巽
で
説
明
し
て
く
れ
た
。
流
れ
作

業
に
な
っ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
速
い
生
産
で
大
童
生

産
⊥
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
鉄
管
は
何
分
ぐ
ら
い

で
で
き
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
早
く
見
学
l
こ
行
っ
て
調

べ
た
い
と
思
っ
た
。

男
、
「
釜
の
構
造
」
を
調
べ
た
班
が
発
表
し
た
。
釜
に
は
誓
山
炉

と
平
炉
が
あ
っ
て
、
耐
火
レ
ン
ガ
で
で
き
て
い
る
そ
う
だ
。
早
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く
確
か
め
た
い
と
思
っ
た
。

現
　
「
動
力
」
の
斑
が
発
表
し
た
。
電
力
を
使
っ
て
い
る
せ
い
う

こ
と
だ
。
電
力
を
起
こ
す
に
は
水
力
と
火
力
が
あ
っ
て
、
日
本

は
水
力
発
電
が
多
い
。
火
力
発
電
に
は
石
炭
が
必
要
だ
と
わ
か

った。次
に
、
「
鉄
の
と
か
し
方
」
を
調
べ
た
斑
が
発
表
し
た
。
熔

鉱
炉
で
鉄
を
と
か
す
た
め
に
は
、
空
気
圧
搾
機
か
ら
空
気
を
送

っ
て
、
熱
風
炉
で
熱
風
に
し
て
、
釜
に
送
る
。
そ
の
熱
風
で
コ

ー
ク
ス
を
燃
や
し
て
、
鉄
鉱
石
と
て
ソ
ガ
ン
と
石
灰
石
な
ど
の

原
料
を
と
か
す
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
鉄
は
一
五
〇
〇
度
で
と
け

る
と
わ
か
っ
た
。

l舛
　
鉄
と
石
炭
の
関
係
に
つ
い
て
勉
強
し
た
。
一
番
便
利
な
製
鉄

l

所
は
、
鉄
鉱
石
と
石
炭
の
と
れ
る
所
が
近
く
て
、
港
が
近
く
て
、

電
力
が
十
分
に
あ
る
所
で
あ
る
。
石
銀
は
コ
ー
ク
ス
や
燃
料
と

し
て
製
鉄
に
欠
か
せ
な
い
大
事
な
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
。

4粥
　
今
日
は
扶
桑
金
属
工
場
を
見
学
し
た
。
初
め
に
、
工
場
の
食

l

堂
で
お
じ
さ
ん
の
話
を
開
い
た
。
こ
の
工
場
に
は
平
炉
工
場
と

製
輪
工
場
と
製
管
工
場
が
あ
る
。
平
炉
工
場
は
月
産
六
千
ト
ン

で
人
員
は
二
八
四
人
、
製
輪
工
場
は
月
産
千
ト
ツ
で
人
員
百

人
、
製
管
工
場
は
月
産
一
九
〇
〇
ト
ン
で
人
員
三
二
〇
人
だ
そ

ぅ
だ
。
こ
の
工
場
に
は
七
〇
ト
ン
の
平
炉
が
三
つ
し
か
な
い
の

で
月
に
六
千
ト
ソ
し
か
鉄
を
作
れ
な
い
そ
う
だ
。
働
く
時
間
は

一
日
七
時
間
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
か
ら
、
で
き
た
パ
イ
プ
な

ど
は
ア
メ
リ
カ
へ
輸
出
⊥
て
い
て
ト
ン
当
り
十
万
円
で
売
れ
る

と
教
え
で
く
れ
た
。
次
に
、
み
ん
な
で
お
じ
さ
ん
に
質
問
し
て

教
え
で
も
ら
っ
た
。
鋼
を
作
る
原
料
は
銑
鉄
と
古
鉄
と
石
灰
石

な
ど
で
、
学
校
で
調
べ
た
も
の
と
同
じ
だ
っ
た
。
銑
鉄
と
古
鉄

の
割
合
は
一
対
二
だ
と
教
え
て
く
れ
た
。
古
鉄
は
工
場
で
で
き

た
も
の
を
使
う
か
問
星
で
買
う
。
銑
鉄
虻
熔
鉱
炉
の
あ
る
八
幡

製
鉄
や
富
士
製
鉄
か
ら
買
う
。
石
灰
石
は
和
歌
山
県
有
田
郡

由
良
か
ら
、
石
炭
は
北
海
道
と
九
州
か
ら
買
う
と
教
え
て
く
れ

た
。
動
力
は
電
気
が
主
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

休
け
い
の
後
、
お
じ
さ
ん
の
案
内
で
工
場
の
中
を
見
学
し

た
。
こ
の
工
場
は
、
ほ
と
ん
ど
機
械
の
力
で
作
業
し
て
い
る
。

平
炉
の
側
に
は
十
人
ほ
ど
し
か
い
な
い
。
ど
.
の
機
械
も
よ
い
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
機
械
の
力
で
大
量
生
産
し
て
い
る
の
だ

と
思
っ
た
。
七
も
、
こ
れ
か
′
ら
段
々
と
椀
磯
で
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
る
と
人
々
の
働
き
が
い
ら
な
く
な
り
、
人
々
が
余
っ
て

く
る
だ
ろ
う
。
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
工
場
の
人
々
は
み
ん

な
汗
だ
く
で
働
い
て
い
る
。
鉄
を
作
る
の
は
た
い
へ
ん
な
こ
と

だ
。
鉄
は
も
っ
と
有
難
く
使
わ
な
骨
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

た
。
工
場
の
人
々
は
マ
ス
ク
の
よ
う
な
も
の
を
し
て
、
メ
ガ
ネ

を
か
け
て
危
険
を
防
い
で
い
る
。
外
輪
工
場
を
出
る
時
、
掲
示

板
に
重
傷
者
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
ん
な
に
よ
い
設
備

が
あ
る
の
に
重
傷
者
が
出
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
工
場
に

は
安
全
第
一
と
書
か
れ
た
ポ
ス
タ
ー
が
は
っ
て
あ
る
の
だ
と
思
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った。今
日
、
見
学
で
見
つ
け
た
大
量
生
産
の
で
き
る
理
由
を
話
し

合
っ
た
。
何
と
い
っ
て
も
機
械
の
働
き
と
い
う
こ
と
が
最
初
に

出
た
。
機
械
の
力
と
動
力
は
大
切
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

人
間
の
働
き
と
い
う
こ
と
も
た
い
へ
ん
大
切
だ
と
話
し
合
っ

た
。
機
械
を
発
明
七
た
の
.
ほ
人
間
だ
し
、
動
か
す
の
も
人
間
だ

か
ら
だ
。
働
く
人
々
は
心
を
打
ち
こ
l
ん
で
仕
事
を
す
る
べ
き
だ

と
思
っ
た
。
交
通
が
発
達
し
て
原
料
が
一
度
に
た
く
さ
ん
運
べ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
大
切
だ
と
話
し
合
っ
た
。
卓
後
に
、

安
全
第
一
と
い
う
.
こ
と
が
出
た
。
人
命
を
尊
ば
な
け
れ
ば
生
産

量
が
少
な
く
な
る
し
、
費
用
が
か
さ
ん
で
損
を
す
る
。
工
場
は

も
っ
と
危
険
を
防
い
で
、
人
命
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
話
し
合
っ
た
。

今
日
、
「
な
ぜ
鉄
の
値
段
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
古
鉄
集

め
が
盛
ん
な
の
か
」
を
話
し
合
っ
た
。
僕
は
、
古
鉄
臣
は
古
鉄

を
集
め
る
と
も
う
け
に
な
る
の
で
集
め
て
い
る
と
は
か
り
考
え

て
い
た
。
で
も
、
.
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
古
鉄
は
鉄
の
原

料
と
し
て
必
要
な
も
の
だ
っ
た
。
古
鉄
集
め
は
日
本
に
と
っ
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
実
際
、
日
本
は
鉄
鉱
石
の

足
り
な
い
の
を
古
鉄
で
補
っ
て
い
る
の
で
、
古
鉄
を
真
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
考
え
た
。
で
も
、
盗
ん
で
ま
で
集
め
る

の
は
よ
く
な
い
、
と
話
し
合
っ
た
。
鉄
の
値
段
が
高
く
打
っ
た
の

は
、
世
界
の
軍
備
の
た
め
に
国
際
的
に
値
が
上
が
っ
て
い
る
た

め
だ
と
話
し
合
っ
た
。
そ
れ
に
、
電
気
代
な
ど
の
生
産
費
が
高

く
な
っ
て
い
る
た
め
だ
と
話
し
合
っ
た
。

今
、
軍
備
の
た
め
に
鉄
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
た
い

へ
ん
な
こ
と
だ
。
鉄
は
国
民
の
生
活
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
使

わ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
国
の
復
興
の
た
め
に
使
わ
れ
て
も
よ

い
。
で
も
、
戦
争
の
た
め
に
使
う
と
不
幸
に
な
る
。
鉄
は
平
和

の
た
め
に
使
っ
て
、
も
っ
と
鉄
の
肇
易
を
盛
ん
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
話
し
合
っ
た
。

三
、
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
構
成
原
理
.

こ
こ
で
は
、
本
単
元
の
枯
成
原
理
を
吹
上
小
の
教
育
観
よ
り
明
ら
か

に
し
た
い
。

川
　
歴
史
的
社
会
的
課
題
の
認
識

次
頁
の
表
は
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
展
開
の
機
略
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
本
単
元
は
、
児
童
の
口
常
の
経
験
的
事
態
か
ら
生
じ
た
〝
な
ぜ
鉄

の
値
段
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
古
鉄
集
め
が
盛
ん
な
の
か
〃
と
い

う
問
題
を
解
決
す
る
学
習
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
"
鉄
資
政
の
窮
乏
〃

と
い
う
日
本
の
歴
史
的
社
会
的
課
題
を
認
試
し
、
〝
国
際
平
和
の
下
で

貿
易
を
盛
ん
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〃
と
い
う
課
題
解
決
の
子
ど
も

な
り
の
展
望
を
行
う
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま

り
、
木
単
元
は
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
生
じ
た
児
童
の
疑
問
と
し
て
の
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表1　単元「鉄と日本」の展開の概埼

問題解決過程1　　　　具　体　的　活　動　と　内　容

次
経
験
組
織
の
　
過
程

経験的事態
1

問題設定
1

仮説(予想)

l

卓　　見

1

情報収集
(斑学習)

1`

情報交換
(報告会)

1

帰結構成

近軋鉄や金物積の値段が上がってきた、古鉄昆さんが多くなってき

たと感じ、疑問を抱いている。

ミなぜ鉄の値段が高くなったのか、なぜ古鉄災めが盛んなのか.をこ
れからみんなで学習していくことになった。
ミ日本に段々鉄が減ってきたからだろう、鉄の値段が上がったので古

鉄を買うともうけになるのだろう、朝鮮の戦争に関係があるのだろ
うミ　と想像しながら話し合った。

古鉄で何を作るのか、鉄の生産費、日本に今鉄の原料が多いのか少な
いのか等を調べればわかると見通しをつけた。

城野君の斑はミ日本に今鉄の原料が多いのか少ないのかⅠを調べた。

その結果、ミ日本には鉄の原料が少ないこと.、必要なだけの鉄の原料
がないので古鉄を集めているということ.などがわかった。

古鉄で何を作るのかを調べた斑がミ古鉄は鉄を作るための大切な原料
であること、、鉄の生産費の斑が　ミ鉄の生産費が上がったので値段が
上がったこと、日本の鉄の生産費が外国より高いこと、を持告した。

本単元の問題に?いての帰結を六項目にまとめた。(1)日本に鉄の原料

が少ない、(2)鉄の原料の輸入が難しい、等。

問題◆設定

第
二
次
経
験
組
織
の
過
程

終

　

結

の
拡

験
の
　
1

拝
味

情報収負と
情托交換

工場見学

帰結を検証するためにミ扶桑金属工場を見学して、鉄がどのように作
られているのかを確かめるミ　ごとになった。

工業の発達の学習をして、蒸気機関の発明によって大孟生産ができる
ようになったことがわかった。ミ大量生産がどのように行われている

のか.を工場見学で見てくることになった。
工場見学の事前調査として、_各班でミ釜の構造ミやミ鉄の性質、'など
を調べて報告し合った。城野君の斑はミ1トンの鉄を作るのに必要な

原料の量と割合ミを調べて発表した。

工場のおじさんから鉄の作り方や生産量などを開いた後で、実際の鉄
製品の生産過程を見学した。
大量生産は機械の力で行われていること、工場の人の働きや交通の発

達なども大量生産に欠かせないものであることがまとめられた。

ミ古鉄集めが盛んになったのは、古鉄が製鉄に不可欠の原料で、日本
は鉄鉱石の足りないのを古鉄で補ってしこるからである。鉄の値段が上

が?たのはJ世界の軍備のた鋸こ国際的に値段が上がっている牢めで
あり、生産費が上がったためである。ミとまとめられた。

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
.
歴
史
的
社
会
的
課
題
を
認

識
す
る
問
題
解
決
学
習
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
本
単
元
の

目
標
は
「
国
際
的
視
野
に
立
っ

て
、
鉄
工
業
を
通
じ
て
、
工
業

資
源
の
乏
七
い
わ
が
国
の
現
実

の
姿
を
理
解
し
、
生
産
復
興
の

(
7
)

意
欲
を
昂
め
る
。
」
で
あ
る
。
教

師
の
側
か
ち
見
れ
ば
、
本
単
元
一

は
、
教
師
が
〝
鉄
資
源
の
窮
乏

と
国
際
平
和
の
必
要
性
〃
と
い

う
歴
史
的
社
会
的
課
題
を
児
童

に
認
識
増
せ
る
た
め
に
、
そ
れ

l
に
連
な
っ
七
日
常
の
経
験
的
事

態
を
問
題
化
し
て
組
織
し
た
問

題
解
決
学
習
で
あ
る
と
い
え
ま

う
。
.
本
単
元
の
目
標
は
歴
史
的

社
会
的
課
題
の
認
識
で
あ
り
、

そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
問
題

の
解
決
な
の
で
あ
る
。

吹
上
小
は
「
封
建
性
、
貧
困
　
れ

性
、
非
合
理
性
な
ど
の
歴
史
的



(
8
)

現
実
面
に
横
た
わ
る
困
難
な
社
会
的
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
」
　
(
傍
点

は
引
用
者
)
を
、
本
単
元
の
実
践
の
行
わ
れ
た
昭
和
二
六
年
以
降
教
育

目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
コ
ア
・

(
9
)

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
連
盟
の
教
育
論
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
教
育
目
標
で
は
「
課
題
の
解
決
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実

際
に
単
元
で
め
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
課
題
の
認
識
」

で
あ
る
。
歴
史
的
社
会
的
課
題
の
解
決
は
大
人
に
と
っ
て
も
難
し
い
も

の
で
あ
り
、
児
童
に
と
っ
て
は
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。
吹
上
小
は
歴

史
的
社
会
的
課
題
解
決
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
児
童
が
課
題
を
認
誠

し
て
い
く
こ
と
に
問
題
解
決
学
習
の
教
育
的
意
義
を
且
い
出
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
完
本
の
甥
的
社
会
的
課
題
轄
粧
し
た
実
践
の
典
型
例
と
い
わ
れ

る
「
西
陣
織
」
や
「
水
害
と
市
政
」
等
の
実
践
も
、
や
は
り
児
童
の
生

活
か
ら
生
じ
た
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
社
会
的
課
題

°

　

°

　

°

を
認
識
し
て
い
く
問
題
解
決
学
習
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
両
実
践
を
分

析
さ
れ
た
二
杉
孝
司
氏
は
、
「
必
要
な
こ
と
は
問
題
を
認
識
す
る
こ
と

(
1
2
)

で
ほ
な
い
の
か
」
二
肝
癌
解
決
の
過
程
に
存
在
し
て
い
る
問
題
の
認
識

過
程
こ
そ
、
問
題
解
決
学
習
の
も
っ
て
い
た
績
梅
的
な
意
義
な
の
で
あ

(
1
3
)

る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
二
杉
氏
は
課
題
(
二
杉
氏
は
問
題
を
歴
史
的
社

会
的
課
題
の
意
で
用
い
て
い
る
)
　
の
認
識
と
そ
の
認
識
過
程
に
問
題
解

決
学
習
の
意
義
を
兄
い
田
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
場
合
、
課
題
を
認
識
す
る
こ
と
以
上
に
、
そ

の
認
識
過
程
に
教
育
的
意
義
が
見
旧
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
木

単
元
の
課
題
認
識
過
程
、
す
な
わ
ち
問
題
溜
決
過
程
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
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用
　
経
験
の
連
続
的
発
展
的
再
構
成

単
元
「
鉄
と
日
本
」
は
、
児
童
が
最
初
に
設
定
し
た
〝
な
ぜ
鉄
の
値

段
が
高
く
な
っ
た
の
か
、
な
ぜ
古
鉄
集
め
が
盛
ん
な
の
か
〃
と
い
う
問

題
を
一
貫
し
て
探
究
し
て
い
く
問
題
解
決
学
習
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

前
頁
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、
本
単
元
で
は
、
問
題
設
定
l
仮
説
I
Y

情
報
収
集
l
情
報
交
換
l
帰
結
と
い
う
問
題
解
決
退
避
が
二
回
繰

り
返
さ
れ
、
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
(
さ
ら
に
三
学
期
芯
は
、
こ
の
結

論
よ
り
導
か
れ
た
〝
製
鉄
原
料
の
貿
易
を
盛
ん
に
す
る
七
は
ど
う
す
れ

(‖)

ば
よ
い
か
″
と
い
う
問
題
を
探
究
す
る
学
習
が
行
.
わ
れ
て
い
る
。
)

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
問
題
解
決
過
程
が
連
続
的
に
繰

り
返
さ
れ
る
中
で
、
児
童
の
学
習
対
象
が
、
日
常
的
な
地
域
の
問
題
か

ら
日
本
及
び
世
界
の
問
題
へ
と
発
展
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
木
単
元
は
、
児
童
の
経
験
が
直
接
経
験
に
よ
る
も
の
か

ら
間
接
経
験
に
よ
る
も
の
へ
と
質
的
に
高
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
梼
成
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
儲
一
正
、
第
一
.
次
経
験
組
織
の
過
程
で
導
か

れ
た
帰
結
が
第
二
次
経
験
組
織
の
過
程
で
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
展
開
さ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
本
単
元
で
は
、
経
験
的
事
態
を
常
に

(
1
5
)

「
不
確
定
事
能
ご
と
見
な
し
、
「
よ
り
多
く
の
確
実
性
を
求
め
て
思
考
」

し
、
経
験
の
再
構
成
を
行
っ
て
い
く
学
習
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。



「
能
動
的
、
思
考
的
、
社
会
的
経
験
が
次
か
ら
次
へ
と
拡
大
的
に
発

展
し
、
学
習
者
自
身
が
自
分
の
経
験
を
正
し
く
組
織
だ
て
る
J
ぅ
に
す

る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
望
ま
し
い
方
向
に
経
験
の
再
構
成
を
行
う
こ

(
1
5
)

と
」
を
、
戦
後
の
吹
上
小
は
一
訂
し
て
教
育
目
標
と
し
て
い
る
。
こ
の

日
標
は
い
う
ま
で
も
な
く
デ
ュ
ー
イ
の
経
験
主
義
教
育
論
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
本
単
元
は
こ
の
目
標
に
も
と
づ
い
て
、
問
題
解
決
が
連
続
的

発
展
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

画
　
正
し
い
社
会
を
建
設
す
る
人
間
主
体
の
育
成

吹
上
小
は
「
正
し
い
社
会
を
建
設
す
る
人
間
主
体
の
育
成
、
す
な
わ

ち
、
環
境
に
対
し
て
能
動
的
主
体
的
に
働
き
か
け
、
近
代
社
会
と
し
て

の
市
民
社
会
へ
の
適
応
能
力
を
も
ち
、
さ
ら
に
困
難
を
克
服
し
て
社
会

の
矛
盾
を
打
ち
破
り
、
現
在
社
会
を
改
造
し
ょ
う
と
す
る
改
革
的
人
間

(
1
7
)

の
育
成
」
を
戦
後
一
貫
し
て
め
ざ
し
、
そ
れ
を
理
想
的
人
間
像
と
し
て

教
育
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
理
想
的
人
間
像
は
、
吹
上
小
の

理
論
的
指
導
者
で
あ
る
森
昭
氏
の
教
育
論
よ
り
導
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
森
氏
は
　
「
今
日
の
教
育
は
…
(
中
略
)
…
歴
史
的
な
現
在
に
た
っ

て
、
過
去
の
生
活
現
実
を
民
主
的
な
仕
方
で
改
造
す
る
人
間
、
将
来
に

む
か
っ
て
、
豊
か
で
文
化
的
な
、
自
由
と
正
義
の
、
平
和
な
民
主
主
義

社
会
を
建
設
す
る
人
間
に
ま
で
、
青
少
年
を
指
導
し
、
形
成
し
な
け
れ

(
1
8
)

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
一
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
理
想
的
人
間
像
は
、
民
主
主
義
社
会
を
建
設
す
る
た
め
の
個
人

の
あ
り
方
を
示
し
た
全
人
格
的
な
態
度
目
標
で
あ
る
。
先
述
し
た
、
の

歴
史
的
社
会
的
課
題
の
認
識
と
、
用
経
験
の
連
続
的
発
展
的
再
構
成
と

い
う
二
つ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
教
育
の
窮
極

目
標
で
あ
る
。

吹
上
小
は
問
題
解
決
学
習
に
よ
る
歴
史
的
社
会
的
課
題
の
認
識
そ
の

も
の
よ
り
も
、
そ
の
認
識
と
認
識
過
程
を
通
し
て
、
経
験
を
連
続
的
発

展
的
に
再
構
成
す
る
能
力
と
、
環
境
に
対
し
て
能
動
的
l
主
体
的
に
働
き

か
け
民
主
主
義
社
会
を
建
設
し
ょ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を

本
旨
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
吹
上
小
で
は
、

児
童
に
認
識
さ
せ
る
べ
き
課
題
は
系
統
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
単
元
「
鉄
上
日
本
」
は
態
度
、
能
力
、
課
題
認
識

の
三
つ
の
教
育
目
標
よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
の
達
成
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

四
、
問
題
解
決
学
習
に
お
け
る
知
識
の
主
体
的
組
織

用
　
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の
知
識

吹
上
小
は
、
「
知
識
の
体
系
は
児
童
が
彼
の
問
題
に
た
ち
向
い
、
彼

自
身
の
経
験
を
解
釈
し
組
織
す
る
の
を
助
け
る
手
段
と
し
て
の
価
値
は

認
め
る
が
、
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
目
的
は
ど
こ
ま
で
も
児
童

(
1
9
)

の
生
活
の
更
新
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
吹
上
小
は
、

三
、
で
述
べ
た
三
つ
の
目
標
を
問
題
解
決
学
習
で
達
成
す
べ
く
、
知
識

の
習
得
を
そ
の
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

吹
上
小
は
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の
知
識
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
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把
捉
し
て
い
る
。

。
知
的
素
材
(
既
有
経
験
と
し
て
の
知
識
「

。
予
児
か
帰
魔
を
見
出
す
の
に
必
要
な
各
種
の
情
報
と
吟
味
・
判
断
す

∴
　
る
の
に
必
要
な
素
材
(
報
道
的
知
識
)

4
個
結
を
得
、
更
に
帰
結
か
ら
実
証
へ
＼
そ
し
て
結
論
へ
の
過
程
に
は
、

∴
よ
り
高
次
な
経
験
の
増
加
へ
と
判
断
し
、
思
考
を
重
ね
る
に
は
よ
り

合
理
的
科
学
的
に
総
合
さ
れ
、
.
組
織
だ
て
ら
れ
た
知
識
素
材
(
科
学

(
2
0
)

・
的
知
識
)
が
考
え
ら
れ
る
。

問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の
知
識
を
、
既
有
経
験
と
し
て
の
知
識

(
記
憶
)
、
報
道
的
知
識
(
情
報
)
、
′
科
学
的
知
識
の
三
つ
に
分
類
し
て

兜
縫
七
、
科
学
瀾
知
識
ま
で
も
問
題
解
決
の
道
具
七
㌧
て
位
置
づ
け
、

重
視
す
る
と
て
ろ
に
吹
上
小
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
J
ぅ
。

宅
こ
ろ
で
.
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
吹
上
小
が
森
昭
氏
の
教
育
論

に
学
ん
だ
滝
の
で
ぁ
る
!
森
氏
は
、
「
ほ
ん
と
う
の
学
習
は
、
既
知
の

知
識
を
寺
腰
{
道
具
)
五
し
て
、
さ
ら
に
新
し
い
知
識
を
実
験
的
に
探

一

(

2

1

)

求
し
て
い
く
、
目
的
追
求
的
な
活
動
で
あ
る
。
」
「
知
識
は
究
極
に
お
い

て
は
、
行
動
的
な
思
考
の
用
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

(
2
2
)

が
、
デ
ュ
ウ
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
カ
ル
な
確
信
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
森
氏
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
問
題
解
決
学
習
に
お
け
る
知
識

(
2
3
)

の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
広
岡
亮
蔵
氏
と
の
論
争
の
中
で
よ
り
明
確
に
さ

れ
た
鴇
の
で
あ
る
。
船
山
謙
次
氏
は
森
・
広
岡
論
争
を
分
析
さ
れ
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
森
・
広
岡
両
氏
の
「
喰
い
ち
が
い
は
、
具
体
的

に
は
『
一
般
的
知
識
の
組
織
(
吹
上
小
の
い
う
報
道
的
知
識
と
科
学
的

知
識
を
含
む
…
…
引
用
老
)
』
を
ど
う
み
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
森
氏

が
『
一
般
的
知
識
の
組
織
』
を
尊
重
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
〝
探
究
〃

ゐ
『
手
段
』
と
し
て
で
あ
り
、
知
識
は
『
子
ど
も
の
生
活
に
お
い
て
あ

る
も
の
』
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
数
千
年
に
わ
た
っ
て
人
類

が
蓄
積
し
て
き
た
知
識
・
科
学
の
体
系
(
デ
ュ
」
ィ
の
い
わ
ゆ
る
『
先

行
的
実
在
』
)
を
重
視
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
〝
探
究
″
一
の
『
手

段
』
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
森
氏
に
あ
っ
て
は
、
『
系
統
的
知
識
』

は
や
や
も
す
れ
ば
〝
探
究
″
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
お
も
む
き
が

(
2
4
)

あ
る
。
」

(公)

こ
の
よ
う
セ
森
氏
は
、
.
「
知
識
の
対
象
的
組
織
」
　
(
学
習
者
が
学
習

し
は
じ
め
る
以
前
に
、
だ
れ
か
1
た
と
え
ば
学
者
や
教
師
1
-
が
、

す
で
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
知
識
の
組
織
、
す
な
わ
ち
一
般
的
知
識
の

組
織
)
を
、
問
題
解
決
学
習
の
探
究
的
思
考
の
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
、

児
童
が
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
　
(
学
習
者
自
身
が
自
分
の
経
験
を
組

織
立
て
た
も
の
と
し
て
の
知
識
の
組
織
)
を
形
成
し
て
い
く
ご
と
を
問

題
解
決
学
習
に
お
小
て
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

吹
上
小
の
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
実
践
は
、
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ

い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
単
元
「
鉄
と
日
本
」
に
お
い
て
、

児
童
が
形
成
し
た
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
に
つ
い
て
、
「
知
義
の
対

(鎚)

象
的
組
織
」
の
習
得
と
関
連
さ
せ
つ
つ
・
考
察
す
る
。

∽
　
単
元
「
鉄
と
日
本
」
に
お
け
る
知
識
の
主
体
的
組
織

次
頁
の
表
は
、
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
学
習
の
中
で
、
児
童
が
「
知
識
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衷
2　

単
元

「
鉄

と
日

本
」

に
お

け
る

児
藍

の
思

勇
の

推
移

※
()内

l川
口

を
示

し
て

い
る

間
用

旺
収

か
ら

の
予

見
・

棉
柑

収
処

・
†掴

n
交

換
週

榔
こ

お
け

る
推

論
学

級
全

体
の

帰
結

帰
結

か
ら

の
推

論
工

場
見

学
後

の
結

論

(%
一

%
)

.
(男

一
%

〉
(
第

一
次

位
放

組
級

の
過

程
)
(%

)
・

(%
)

(%
)

°　　
°

な
な

〔
口

本
の

製
鉄

胱
料

の
止

の
学

習
上

り
:

n
班

の
調

査
)

†
鉄

の
他

律
が

高
く
な

り
、

・
日

本
に

は
鉄

が
少

な
い

と
い

う
こ

と
か

わ
か

っ
て

き
た

.
だ

か
ら

古
鋏

を
無

(1相
木

に
鉄

の
原

料
が

少
な

い
.

・
甘

木
で

は
鉄

の
原

料
が

少
ぜ

ぜ
め

て
使

っ
て

l
かヾ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
で

∴
古

放
屁

か
多

く
な

っ
た

の
だ

な
く　

輸
入

も
鞋

し
い

の
古

銑

鉄
の

古
鉄

血
が

多
く

な
っ

た

の
は

、
日

本
に

段
々

鉄
(
%

)
』
(2

)鉄
の

鳳
科

の
輸

入
が

糀
し

い
.

に
鉄

を
た

く
さ

ん
復

興
の

た
め

に
倣

っ
て

鉄
か

不
足

兆
値

め
撒

が
減

っ
て

き
た

か
ら

だ

ろ
う

.
く
IM

)
・
戦

争
が

終
わ

っ
て

、
日
本

の
田

が
復

興
す

る
た

め
に

鉄
が

必
要

に
な

っ
て

き

た
.

と
こ

ろ
が

、
日

本
に

は
必

要
な

だ
け

の
原

料
が

な
い

し
、

輸
入

す
る

に

(3)復
興

の
た

め
日
本

で
鉄

が
必

要
で

あ
る

.

す
る

か
ら

鉄
の

値
段

が
あ

が
っ

て
い

る
.

が
が

も
あ

ま
り
お

金
が

な
い

.
そ

れ
で

古
鉄

を
集

め
て

い
る
の

だ　
鉄

の
原

料
か

〕
ノ

盛
柘

ん
く

ナ　
′

・
今

は
占

鉄
を
只

い
に

来

少
な

い
の

で
鉄

の
仇

段
が

上
が

っ
て

い
る
.

(%
)

(教
師

の
補

足
説

明
:
科

学
的

知

r　
r

て
も

な
い

の
で
盗

む
よ

・
鉄

の
値

段
が
苅

く
な

ら
た

の
は　

古
鉄

の
且

は
決

ま
っ

て
い

る
の

に　
た

く
・
生

産
.が

少
な

く
て

貝
い

手
が

多
い

と
値

段
が

の
っ

う
に

な
っ

た
の

だ
ろ

う
.

さ
ん

の
鉄

が
撤

め
ら

れ　
た

く
さ

ん
使

用
さ

れ
て　

そ
の

鼠
が

減
っ

て
き

た
上

が
る　

反
対

に
生

産
が

多
く

て
買

い
手

が
か

た
'
のか

(男
)

か
ら

だ
.

(%
)　　　　　　　　　　　　　　　　

-
少

な
い

と
値

段
が

下
が

る
.

・
古

鉄
瓜

が
多

く
な

っ
た

の
は

、
鉄

の
仙

段
が

上

・
鉄

の
値

段
が
塙

く
な

っ
て

も
う

け
に

な
る

の
で

、
古

鉄
屋

が
増

え
て

い
る

の
I

だ
.

(%
)

.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
t

ト
古

飲
屋

は
鉄

の
値

段
が

上

昌
;
詣

霊
雲

の

・
古

鉄
屋

は
古

鉄
を
集

め
る

と

も
う
け

に
な

る
の

で
製

め
て

い
る

の
だ

と
ば

か
り
考

え
て

(
欠

落
し
て

い
る

)

が
っ

真
の

で
、

古
鉄

を

買
う

と
も

う
け

に
な

る

か
ら
だ

ろ
う

.
(男

)

・
古

鉄
が

全
都

鉄
に

な
る

の
な

ら
鉄

鉱
石

よ
り

相
に

な
る

.
相

に
な

る
の

な
ら
、

古
飲

屋
が

多
く
な

っ
た

理
由

が
わ

か
る

.
(%

)

〔古
鉄

の
使

途
の

学
習

よ
り

:
他

虹
の

発
表

〕

い
た

.
で

も
、

古
鉄

は
鉄

の

駄
科

と
し

て
必

要
な

も
の

で
、

古
鉄

集
め

は
日
本

に
と

っ
て

な
く
て

は
な

ら
な

い
も
の

だ

っ
た

。
実

際
、

日
本

に
鉄

鉱
石

の
足

り
な

い
の

を
古

鉄
で

揃
っ

て
い

る
の

で
、

古
鉄

を
集

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

だ
.

"

l

・
鉄

の
値

段
が

高
く
な

り
こ

古
飲

屋
か

多
く
な

っ
た

「
禁

禁
誓

孟
忘

票
禁

禁
警

篭
る
・・

甲
`湘

lこ
畑

な
当

(
鉄

の
生

産
費

の
学

習
よ

り
:
他

壇
の

発
表

)

卜
鉄

の
値

段
が

高
く
な

っ
た

の
は

、
生

産
費

が
高

く
な

っ
た

か
ら
だ

.
(%

)
(4川

本
の

鉄
の

生
産

費
が

他
の

国
よ

り
も

高
い

。
・

・
電

気
代

な
ど

の
生

産
費

が
高

く
な

っ
た

の
で

,
鉄

の
値

段

が
高

く
な

っ
た

.
.

卜
日

本
の

鉄
の

生
産

紋
は

外
因

よ
り
高

い
の

で
、

鉄
の

値
段

が
か

、.
(%

)

(そ
の

他
の

学
習

よ
り
)

・
今

、
世

界
が

二
つ

に
分

か
れ

よ
う

と
し

て
、

鋏
で

何
か

を
作

ろ
う

と
し
て

い
る

の
で

、
ど

こ
の

国
で

も
鉄

の
値

段
が

高
く

な
っ

て
い

る
.

(
%

)

(5)国
際

的
に

も
鉄

の
値

段
が

上
が

っ

て
い

る
.

・
鉄

の
原

料
を

こ
れ

か
ら

も
外

国
か

ら
貝

う
と
、

段
々

と
鉄

の
値

段
か

上
が

っ
て

・
鉄

の
値

段
が

高
く

な
っ

た
の

は
、

世
界

の
箪

億
の

た
め

に
(6

)世
界

の
国

々
が

軍
備

の
た

め
に

鉄

∴
の

は
∴

朝
鮮

の
咄

争
に

関
係

が
あ

る
の
だ

ろ
う

.

・
(tH

)

・
鉄

の
値

段
が

上
が

っ
た

理
由

は
、
朝

鮮
の

戦
争

に
関

係
が

あ
る

だ
ろ

う
.

今
、

ア
メ

リ
カ

に
頼

ま
れ

て
、

朝
鮮

の
戦

争
で

使
う

い
ろ

い
ろ

な
軍

需
品

を
作

っ

て
い

る
。

(%
〉

を
買

い
集

め
て

い
る

。
`
く

る
だ

ろ
う
。

国
際

的
に

値
が

上
が

っ
て

い

(
欠

落
し

て
い

る
)

る
た

め
で

あ
る

.



の
対
象
的
組
織
」
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
〝
な
ぜ
鉄
の
値
段
が
高
く
な

っ
た
の
か
、
な
ぜ
古
鉄
集
め
が
盛
ん
な
の
か
″
　
(
以
下
で
は
本
単
元
の

問
題
と
記
す
)
に
つ
い
て
思
考
す
る
中
で
形
成
し
た
「
知
識
の
主
体
的

組
織
」
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
児
童
は
本
単
元
の
問
題
を
実
に
積
柾

的
に
探
究
し
て
い
る
。
記
憶
と
し
て
の
知
識
を
想
起
し
、
情
報
を
収
集

交
換
し
、
科
学
的
知
識
を
も
活
用
し
て
思
考
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
新
聞
の
鉄
盗
難
の
記
事
を
想
起
し
て
〝
古
鉄
を
買
い
に
来
て

も
な
い
の
で
盗
む
の
だ
ろ
う
〃
と
考
え
た
り
、
日
本
の
鉄
鉱
石
の
生
産

量
・
輸
入
量
・
使
用
量
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
〝
日
本
に
鉄
が

少
な
い
の
で
鉄
の
値
段
が
上
が
り
、
古
鏡
集
め
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
〃
と
推
理
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
〝
生
産
が
少
な
く
て

買
い
手
が
多
い
と
値
段
が
上
が
る
〃
と
い
う
教
師
の
需
要
供
給
法
則
に

つ
い
て
の
説
明
を
手
が
か
り
に
し
て
、
〝
日
本
で
は
鉄
の
原
料
が
少
な

く
輸
入
も
難
し
い
の
に
、
鉄
を
復
興
の
た
め
に
た
く
さ
ん
使
い
、
鉄
が

不
足
す
る
か
ら
鉄
の
値
段
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
だ
″
と
推
論
し
て
い

る
。
こ
の
推
論
は
需
要
供
給
法
則
を
道
具
と
し
て
形
成
さ
れ
た
科
学
的

に
レ
ベ
ル
の
高
い
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
児
童
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
情
報
を
得
る
毎
に
、
既
知
の
知
識
と
照
合

し
な
が
ら
思
考
し
、
よ
り
確
実
性
の
高
い
仮
設
的
知
識
を
形
成
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
児
童
は
「
知
識
の
対
象
的
組
織
」
を
連
続
的
に
取
り
入

れ
る
中
で
、
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
を
繰
り
返
し
形
成
し
、
そ
れ
を

よ
り
科
学
的
な
方
向
へ
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
本
単
元
の
第
一
次
経
験
組
織
の
過
程
の
帰
結
に
着
目
し
た

い
。
本
単
元
の
問
題
を
探
究
し
て
児
童
が
導
い
た
帰
結
は
、
Ⅲ
日
本
に

鉄
の
原
料
が
少
な
い
、
用
鉄
の
原
料
の
輸
入
が
難
し
い
等
の
六
項
目

で
、
箇
条
書
き
の
形
で
並
記
さ
れ
て
い
る
。
(
こ
れ
ら
の
帰
結
が
日
本

の
歴
史
劇
社
会
的
課
題
の
認
識
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
述

し
た
。
)
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
六
項
目
の
帰
結
に
は
、
児
童
が
情
報
収
集

・
交
換
過
程
で
組
織
し
た
〝
古
鉄
は
製
鉄
の
た
め
の
不
可
欠
な
資
源
で

あ
る
″
.
と
い
う
知
識
と
、
〝
ア
メ
リ
カ
に
頼
ま
れ
て
朝
鮮
の
戦
争
で
使

う
い
ろ
い
ろ
な
軍
需
品
を
作
っ
て
い
る
た
め
に
、
鉄
の
値
段
が
上
が
っ

て
い
る
″
と
い
う
知
識
が
欠
落
し
て
い
る
。
(
表
参
照
)
児
童
が
探
究

の
結
果
と
し
て
構
成
し
た
帰
結
は
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

さ
ら
に
、
児
童
は
六
項
目
の
帰
結
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
〝
棍
結

か
ら
の
推
論
″
を
構
成
し
て
い
る
。
の
～
何
の
帰
結
と
需
要
供
給
法
則

を
結
び
つ
け
て
〝
日
本
で
は
鉄
の
原
料
が
少
な
く
輸
入
も
理
し
い
の

に
、
鉄
を
復
興
の
た
め
に
た
く
さ
ん
使
い
、
鉄
が
不
足
す
る
か
ら
、
鉄

の
値
段
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
だ
″
と
推
論
し
、
囚
刷
の
帰
結
を
結
び

つ
け
て
〝
鉄
の
原
料
を
他
の
国
か
ら
買
う
と
、
鉄
の
値
段
が
段
々
と
高

く
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
〃
と
推
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
導
か
れ
た
帰

結
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
棍
恕
か
、
ら
の
推
論
に
お
い
て
、
〝
復
興
に

よ
る
需
要
と
朝
鮮
の
戦
争
に
よ
る
軍
需
、
及
び
日
本
の
鉄
原
料
の
少
な

さ
と
輸
入
の
難
し
さ
等
に
よ
っ
て
、
日
本
の
鉄
の
需
給
.
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
、
鉄
が
値
上
が
り
し
、
古
鉄
集
め
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
古
鉄
は

製
鉄
の
不
可
欠
の
原
料
で
あ
り
、
今
は
そ
れ
を
売
る
と
も
う
か
る
の
で
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盛
ん
に
集
め
ら
れ
て
い
る
″
と
い
う
本
単
元
の
問
題
の
総
括
的
な
結
論

に
、
児
童
は
到
達
し
て
い
な
い
。
工
場
見
学
後
の
本
単
元
の
ま
と
め
の

段
階
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。

(
2
7
)

本
単
元
の
指
導
者
で
あ
る
雑
賀
明
先
生
が
書
か
れ
た
学
習
指
導
計
画

に
は
、
児
童
に
到
達
さ
せ
た
い
帰
結
と
し
て
、
〝
鉄
は
復
興
の
た
め
に

も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
朝
鮮
の
戦
争
の
軍
霜
と
七
て
多
量
に
使
用
さ
れ

て
い
る
〟
　
〝
製
鋼
の
た
め
に
古
鉄
は
不
可
欠
の
重
要
賢
源
で
あ
る
″
等

が
箇
条
書
き
の
形
で
並
記
さ
れ
て
い
る
。
児
童
が
探
究
の
結
果
と
l
し
て

導
い
た
六
項
目
の
帰
結
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

雑
賀
先
生
は
本
単
元
の
問
題
の
帰
結
を
欠
落
す
る
と
こ
ろ
な
く
把
捉
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
授
業
の
中
で
、
児
童
が
探
究
の

結
果
と
し
て
導
い
た
帰
結
の
欠
落
部
分
を
補
い
」
教
師
が
と
ら
え
た
帰

結
を
児
童
に
教
え
る
こ
と
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
教
師
が
児

童
に
到
達
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
し
て
設
定
し
た
帰
結
は
、
教
師
の
頭
の

中
に
構
築
さ
れ
た
本
単
元
の
総
括
的
な
結
論
か
ら
暮
か
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
結
論
は
本
単
元
の
目
標
(
単
元
の
中
心
命
題
)
と
し
て
学
習

指
導
計
画
に
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
示
さ
れ
て
.
い
な
い
。
雑

且
先
生
は
自
ら
が
構
築
し
た
本
単
元
の
問
題
の
結
論
そ
の
も
の
を
児
童

が
導
-
」
と
及
び
そ
れ
を
教
え
ご
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
、
と
考

え
ら
れ
右
の
で
あ
る
。

教
師
が
構
成
し
た
帰
結
や
結
論
を
児
童
に
直
接
に
教
え
よ
ケ
と
し
な

い
の
は
、
1
そ
れ
が
目
的
と
し
て
の
知
識
だ
か
ら
で
あ
る
ヤ
先
述
の
よ
う

に
、
吹
上
小
は
、
知
識
の
習
得
を
問
温
解
決
0
道
具
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
。
「
既
得
の
知
識
を
手
段
-
つ
作
業
仮
説
!
と
し
て
、
今
虻

で
誰
も
が
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
発
見
す
.
る
こ
と
」
　
こ
れ
が
本
当

の
学
習
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
」
　
科
学
に
お
け
る
学
習
は
、
そ
こ
に
到

達
す
べ
き
目
的
物
と
し
て
知
識
の
体
系
を
前
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な

く
て
、
逆
に
さ
ら
に
新
し
い
知
識
の
実
験
的
探
求
を
目
的
と
す
る
活
動

(
2
8
)

な
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
吹
上
小
で
は
貫
か
れ
て
い
l
る
。
児
童
に

帰
結
や
結
論
を
教
え
る
こ
と
は
実
験
的
探
究
の
精
神
に
反
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
単
元
「
鉄
と
日
本
」
に
お
い
て
、
児
童
が
所
定
の
帰
結
や
結

論
l
を
目
的
と
し
て
探
究
す
る
と
い
う
授
業
構
成
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

問
題
解
決
学
習
で
は
、
児
童
が
新
し
い
知
識
を
主
体
的
に
探
究
す
る

こ
と
、
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
が
重
要
視
さ
れ
、
単
元
の
到
達
目
標

と
し
て
の
知
識
は
明
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
鴇
ち
ろ
ん
、
す
べ
て

の
児
童
を
所
定
の
知
識
目
標
に
到
達
さ
せ
る
た
め
の
指
導
は
否
定
さ
れ

旦
!
児
童
が
月
力
で
探
究
し
て
形
成
し
た
知
識
の
組
織
、
及
び
そ
の
探

究
過
程
が
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
児
童
の
探
究
力
が

低
け
れ
ば
　
(
当
然
、
大
人
の
探
究
力
よ
り
数
段
低
い
)
、
児
童
が
形
成
す

る
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
は
欠
落
部
分
の
多
い
事
実
的
羅
列
的
な
低

次
の
レ
ベ
ル
の
も
の
に
と
ど
ま
り
、
単
元
の
問
題
の
真
の
解
決
、
す
な

わ
ち
総
括
的
な
結
論
の
構
成
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
単
元
「
鉄
と

日
本
」
の
学
習
日
記
は
、
初
期
社
会
科
に
お
け
る
問
題
解
決
学
習
の
こ

の
よ
う
な
限
界
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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五
、
由
学
的
な
知
儀
の
主
体
的
組
廟
の
形
成
、

l

以
上
の
よ
う
に
、
吹
上
小
で
は
、
問
題
解
決
過
程
を
数
回
、
連
続
的

発
展
的
に
繰
ケ
返
す
中
で
、
児
童
が
「
直
接
経
験
を
l

こ
え
た
環
境
に
対

(
2
9
)

し
て
ま
で
意
味
の
付
与
を
な
し
、
探
免
し
て
い
く
問
題
解
決
学
習
」
が

実
践
さ
れ
て
い
た
。
吹
上
小
の
問
題
解
決
学
習
の
窮
極
的
な
目
標
は

「
正
し
い
社
会
を
建
設
す
る
人
間
主
体
の
育
成
」
で
あ
り
、
社
会
認
識

形
成
よ
り
も
満
民
的
資
質
の
育
成
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
よ

、
午
ま
た
、
「
知
識
の
主
体
的
組
級
」
と
組
織
過
程
(
探
究
過
程
)
が

重
視
さ
れ
、
「
知
識
の
対
象
的
組
織
」
は
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
の

み
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
単
元
の
到
達
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
た
知
識
命

題
に
向
か
っ
て
児
童
を
導
い
て
い
く
学
習
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
問
題

解
決
を
進
め
る
中
で
、
児
童
が
主
体
的
に
実
験
的
に
探
究
し
、
新
し
い

知
識
を
組
織
し
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
学
習

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
児
童
の
社
会
的
な
主
体
性
が
育
成
さ
れ

渇
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
児
童
が
主
体
的
に

形
成
し
た
知
識
の
組
織
は
結
論
と
し
て
科
学
的
に
低
次
な
レ
ベ
ル
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
ト
し
ろ
で
、
教
師
が
単
元
の
到
達
目
標
と
し
て
設
定
し
た
知
識
命
題

(
系
統
的
知
識
)
を
児
童
が
習
得
す
る
学
習
と
、
探
究
的
な
問
題
解
決

活
動
に
よ
っ
て
社
会
的
主
体
性
を
育
成
す
る
学
習
と
は
相
容
れ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
テ
ー
マ
は
問
題
解
決
学
習
と
系
統
学
習
の
統
一
を

め
ぐ
る
論
争
の
本
質
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
宇
佐
美
寛
氏
は
次

の
ユ
ぅ
に
述
べ
て
い
る
。
「
問
題
解
決
七
は
生
徒
の
思
考
に
つ
い
て
い

わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
が
記
号
を
解
釈
し
た
解
釈

性
向
が
問
題
解
決
的
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
凍
る
。
こ
れ

に
対
し
系
統
と
は
教
科
や
教
材
の
よ
う
な
、
ま
だ
伝
達
さ
れ
て
い
な
い

シ
ン
ボ
ル
の
意
味
の
連
関
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
性
向
の
こ
と
で

は
な
い
。
だ
か
ら
問
題
解
決
と
系
統
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に
す
る
の

で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
各
々
を
尊
重
す
る
こ

(
3
0
)

と
が
対
立
す
る
は
ず
は
な
い
の
.
で
あ
る
。
」
宇
佐
美
氏
の
所
論
に
し
た

が
え
ば
、
社
会
科
学
習
に
お
け
る
問
題
解
決
と
系
統
、
す
な
わ
ち
社
会

的
主
体
の
育
成
と
科
学
的
な
社
会
認
識
の
形
成
と
は
両
立
す
る
と
い
え

よ
右
ノ
。

単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
場
合
、
児
童
は
主
体
的
に
探
究
的
思
考
活
動

を
行
い
、
問
題
解
決
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
「
子
ど
も
を
と
り
ま
く
環

境
に
生
じ
る
変
化
」
や
「
主
体
の
主
観
に
生
じ
る
環
境
に
対
す
る
意
殊

(
3
1
)

の
附
与
の
変
化
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
確
定
事
態
を
問
題
と
し
て
受
け

と
め
、
そ
れ
を
解
決
す
べ
く
探
究
的
思
考
を
操
り
返
し
て
い
る
。
児
童

の
思
考
は
問
題
解
決
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
児

童
の
探
究
能
力
と
探
究
的
な
態
度
は
、
吹
上
小
の
教
育
目
標
で
あ
る

"
経
験
を
連
続
的
発
展
的
に
再
梼
成
す
る
能
力
″
と
"
正
し
い
民
主
主

義
社
会
を
建
設
し
ょ
う
と
す
る
態
度
″
の
育
成
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
能
力
と
能
仙
度
を
、
吹
上
小
の
児
童
は
そ
れ

ま
で
の
問
題
解
決
学
習
の
積
み
重
ね
の
成
果
と
し
て
達
成
し
て
い
る
と
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い
え
よ
う
。

他
方
、
本
単
元
の
知
識
の
系
統
性
は
極
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
4
本

(
3
2
)

単
元
の
よ
う
な
知
的
問
題
解
決
学
習
に
お
い
て
、
.
教
師
が
目
標
と
し
て

設
定
す
べ
き
知
誠
は
、
単
元
の
問
題
を
よ
り
科
学
的
に
説
明
し
▼
ぅ
る
知

識
命
題
で
あ
る
。
教
師
は
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
教
材
構
成
を
行
い
、
階

級
と
し
て
提
示
す
る
知
識
や
デ
ー
タ
を
選
定
す
驚
単
元
「
鉄
と
日
本
」

で
教
師
が
児
童
に
提
示
し
て
い
る
.
「
知
識
の
対
象
的
組
織
」
は
、
需
要

供
給
法
Ⅲ
等
の
科
学
的
知
識
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
こ
の
教
材
と
し
て

の
知
識
で
あ
る
。
教
材
と
し
て
の
知
識
は
、
目
標
と
し
て
の
知
識
(
教

育
内
容
)
よ
り
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
単
元
「
鉄
と
日
本
」
で
は
、

口
控
と
し
て
の
知
識
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
教
師
は
頭
の
中
に
あ

る
そ
れ
を
も
と
に
、
教
材
と
し
て
の
知
識
を
選
定
し
、
単
元
を
構
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
児
童
ほ
記
憶
と
し
て
の
知
識
や
、
教
肝
か
ら
提
示
さ
れ
た

情
報
や
科
学
的
知
識
を
問
題
解
決
の
道
具
と
し
て
「
知
識
の
主
体
的
組

織
」
を
形
成
し
て
い
く
。
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
場
合
、
児
童
は
数
多

く
の
「
知
識
の
対
象
的
組
織
」
を
取
り
入
れ
る
中
で
「
知
識
の
主
催
的

組
織
」
を
形
成
し
、
い
く
つ
か
の
帰
結
を
構
成
し
、
由
給
を
構
造
づ
け

そ
し
と
に
よ
っ
て
本
単
元
の
問
題
の
総
括
的
な
結
論
を
推
論
し
て
い

る
。
し
か
し
、
探
究
力
が
不
足
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
推
論
は
結
論

と
し
て
科
学
的
に
低
次
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
・

ヽ

教
師
は
、
児
童
が
形
成
し
た
新
し
い
1
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
と
さ
も

な
る
実
験
的
探
究
と
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
単
元
の
目
標
と
t
て
の
知

識
命
題
(
本
単
元
の
問
題
の
結
論
)
を
児
童
に
提
示
す
る
こ
と
を
避
け
・

て
い
た
の
で
あ
る
。
.
と
こ
ろ
で
、
.
教
師
が
単
元
の
目
標
と
し
て
設
定
す

る
知
識
は
、
客
観
的
科
学
的
な
知
識
体
系
に
も
と
づ
い
た
、
単
元
の
問

題
を
よ
り
科
学
的
に
説
明
し
う
る
知
識
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
師

の
実
験
的
探
究
の
所
産
で
あ
り
、
教
師
が
形
成
し
た
.
「
知
識
の
主
体
的

組
織
」
な
の
で
あ
る
。
決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
仮
設
的
な

知
識
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
師
が
、
問
題
解
決
学
習
の
結
論

構
成
の
時
点
で
、
単
元
の
首
標
と
し
て
の
知
識
命
題
を
吟
味
可
能
な
形

で
提
示
し
て
、
児
童
の
推
論
の
誤
り
を
正
し
、
不
足
部
分
を
補
い
、
児
.

童
の
推
論
を
ま
り
科
学
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
.
は
、
決
十
て
児
竜
の
実

験
的
探
究
、
問
題
解
瀧
的
思
考
を
損
な
う
も
め
で
は
な
い
と
い
え
.
よ

う
。
忌
む
べ
き
は
目
標
と
し
て
の
知
識
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
の
注

入
で
あ
る
。
教
師
は
、
問
題
解
決
の
七
め
の
環
境
設
定
や
情
報
提
供
の

み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
.
I
知
識
目
標
を
児
童
に
理
解
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
実
験
的
探
究
を
導
く
指
導
者
と
し
て
寄
与
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
教
師
が
凪
童
に
提
示
す
る
問
題
解
決
学
習
の
結
論
が
仮
設
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
ず
、
.
結
論
の
縫
示
を
避
け
た
こ
と
が
、
初

期
社
会
科
教
育
実
践
を
は
い
回
る
も
の
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

初
期
社
会
科
教
育
は
、
経
験
の
連
続
約
歳
展
的
再
構
成
に
よ
っ
て
育

成
さ
れ
る
社
会
的
主
体
.
性
を
尊
重
l
L
キ
児
童
が
自
ら
の
「
知
識
の
主

体
的
組
織
」
を
形
成
し
、
そ
れ
を
更
新
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
一
教
師
は
瀾
題
腰
決
の
道
具
と
し
て
の
知
識
を
積
極
的
に

捏
示
し
た
が
、
l
自
標
と
し
て
の
知
識
を
提
示
す
る
こ
と
は
児
童
の
主
体

79



的
な
探
究
を
阻
む
も
の
と
し
て
避
け
ら
れ
た
。
.
そ
の
結
果
、
.
児
童
が
形

成
す
る
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
は
科
学
的
濫
低
次
な
レ
ベ
ル
の
不
十

分
か
つ
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
単
元
の
問
題
の
総
括
的
構
造
的

な
結
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
単
元
学
習
月
記
は

初
期
社
会
科
の
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
と
い
A
J

う
。
、
し
か
し
、
教
師
が
目
標
と
し
て
提
示
す
る
知
識
の
仮
設
性
が
認
識

さ
れ
る
は
き
、
「
知
識
の
主
体
的
組
織
」
の
科
学
性
を
も
向
上
増
せ
る

社
会
科
学
習
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ろ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
(
1
「
戦
後
の
初
期
社
会
科
教
育
の
時
期
範
囲
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
の

社
会
科
学
習
指
導
要
領
改
訂
ま
で
と
す
る
の
が
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
　
文
部
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
社
会
科
撮
(
試
案
)
』
一
九
五
一
、
二

.頁。

(
3
)
　
デ
ュ
ー
イ
(
松
野
安
男
訳
)
　
『
民
主
主
義
之
教
育
(
上
)
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
五
、
一
三
二
頁
。

(
4
)
　
森
昭
「
『
知
識
の
組
織
』
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
造
」
　
(
『
6
3
教
宅
』

一
九
五
一
年
一
月
号
)
を
参
照
。

(
土
　
吹
上
小
学
校
の
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
後
初

.
期
社
会
科
教
育
実
践
史
研
究
　
-
　
吹
上
小
学
校
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と

内
原
小
学
校
地
域
教
育
計
画
の
検
討
　
-
　
(
日
本
社
会
科
教
育
研
究
会
『
社

会
科
研
究
』
第
三
一
号
、
二
九
八
三
)
を
、
吹
上
小
学
校
の
初
期
社
会
科

l
教
育
実
践
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
俄
後
初
期
社
会
科
教
育
実

践
史
研
究
千
昭
和
二
五
⊥
二
〇
年
の
吹
上
小
学
校
の
教
育
実
践
　
-
　
」

(
中
国
四
国
教
育
学
会
『
教
育
学
研
究
紀
要
』
第
二
八
巻
、
一
九
八
三
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
せ
　
本
稿
に
は
単
元
学
習
月
記
の
要
点
を
抽
出
し
て
掲
載
し
た
り
ま
た
、
字

句
の
誤
り
等
の
修
正
も
若
干
行
っ
て
い
る
。

(
7
)
　
単
元
「
鉄
と
日
本
」
の
学
習
指
導
計
画
、
ガ
リ
版
刷
り
。

(
8
)
　
吹
上
小
学
校
『
吹
上
教
育
第
八
集
　
-
実
践
に
よ
る
問
題
解
決
学
習
の

.
本
質
の
追
求
-
-
』
一
九
五
二
、
二
一
頁
。

(
9
)
　
コ
ア
∴
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
連
盟
は
、
昭
和
二
六
年
八
月
、
三
層
四
餌
域
カ

.
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
日
本
の
歴
史
的
社
会
的
課
題
に
立
脚
し
た
問
題
解
決
学
習

を
行
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
改
革
に
対
応
す
る
目
標
と

し
て
、
的
生
産
の
高
度
化
と
経
済
自
立
、
画
前
近
代
性
の
払
拭
に
よ
る
民

主
主
義
の
確
立
、
内
平
和
愛
好
と
国
際
協
調
、
⇔
窮
乏
よ
り
の
解
放
と
生

一
括
水
準
の
向
上
を
設
定
し
て
い
る
。
(
『
カ
リ
キ
ヱ
フ
ム
』
臨
時
増
刊
『
生

l
　
活
教
育
の
前
進
第
二
集
　
-
　
生
活
教
育
の
枯
道
と
運
営
　
-
』
一
九
五

一
)
。

(
1
0
)
　
京
都
市
日
彰
小
学
校
の
永
田
時
雄
先
生
が
昭
和
二
八
年
に
五
年
生
を
対

象
と
し
て
行
わ
れ
た
実
践
。
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
一
九
五
四
年
二
月
号
に

所
収
さ
れ
て
い
る
。

(
1
1
)
　
熊
本
大
学
附
属
中
学
校
の
吉
田
定
俊
先
生
が
昭
和
二
八
年
に
三
年
生
を

対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
実
践
。
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
一
九
五
三
年
一
二
月

号
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

(
1
2
)
　
二
杉
老
司
「
問
題
解
決
学
習
と
系
統
学
習
」
　
(
柴
田
義
松
・
東
京
大
学

教
育
学
部
教
育
内
容
研
究
室
霜
『
教
科
理
論
の
探
究
　
-
　
戦
後
教
科
研
究

の
展
開
　
-
　
し
一
九
八
〇
、
九
頁
)
。
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(　　　′′.、　　　(

151413
ヽ_ノ　　　)　　　　　)

同
右
、
.
.
一
〇
頁
。
.

吹
上
小
学
校
雑
究
明
先
生
の
証
言
に
よ
る
。

森
昭
「
経
験
の
『
ひ
と
ま
と
ま
り
』
と
学
習
指
導
」
(
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』



(　　(　　(　　　(

19181716
)　　　　　)　　　　　)　　　　　　)

一
九
五
一
年
三
月
号
、
八
〇
頁
)
。

吹
上
小
学
校
、
前
掲
書
、
九
頁
。

同
右
、
≡
」
四
頁
。
.

森
昭
▼
『
今
日
の
教
育
原
理
』
、
黎
明
書
房
、
一
一
九
五
〇
、
四
一
頁
。

吹
上
小
学
校
『
吹
上
教
育
第
二
桒
　
ー
　
本
校
プ
ラ
ソ
の
理
論
　
-
　
』
一

(　　(　　(

30　29　28
)　　　　　)　　　　　)

九
四
九
、
一
五
頁
。

(
2
0
)
　
吹
上
小
学
校
、
前
掲
書
(
8
)
、
五
六
」
(
五
七
頁
。

(
2
1
)
　
森
昭
、
広
岡
亮
歳
『
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
生
活
学
習
の
省
察
』
黎
明
書
房
、

一
九
五
〇
、
七
七
貫
。

(
2
)
　
同
右
、
八
四
頁
。

(
椚
e
　
森
昭
「
経
験
に
よ
る
学
習
の
指
導
」
(
『
カ
リ
キ
三
フ
ム
』
一
九
五
一
年

二
月
号
～
五
月
号
)
、
広
岡
亮
蔵
「
森
昭
氏
『
問
題
解
決
学
習
』
　
へ
の
批

判
」
(
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
一
九
五
一
年
六
月
号
)
、
森
昭
「
経
験
主
義
の
弁

護
と
批
判
」
(
『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
一
九
五
一
年
九
月
号
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(
2
4
)
　
船
山
謙
次
　
『
抗
戦
後
日
本
教
育
論
争
史
』
、
東
洋
館
出
版
社
、
一
九
六

〇
、
三
四
三
頁
。

(
2
5
)
　
森
昭
、
前
掲
書
(
4
)
を
参
照
。

(
2
6
)
　
経
験
主
義
の
認
識
論
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
社
会
科
問
題
解
決
学
習
の

授
業
理
論
と
実
践
を
分
析
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
池
野
範
男
「
社
会
科
授

業
理
論
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
(
且
　
-
　
『
子
ど
軒
の
思
考
を
育
て
る
社

一
会
科
』
の
場
合
⊥
(
『
日
本
教
科
教
育
学
会
話
巴
薗
八
巻
第
一
号
、
一

九
八
三
)
が
あ
る
。
筆
者
も
単
元
学
習
日
記
の
分
析
に
あ
た
り
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
2
7
)
　
ガ
リ
版
刷
り
の
学
習
指
導
計
画
が
残
存
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に

(　　　　　(

32　31
)　　　　　)

よ
り
省
略
す
る
。

森
昭
、
由
掲
書
(
1
8
)
、
一
五
〇
頁
。
・
I

吹
上
小
学
校
、
前
掲
書
(
.
8
)
、
四
二
頁
。
.

宇
佐
美
寛
『
思
考
・
記
号
・
意
味
』
誠
信
書
房
、
一
九
六
八
、
.
二
二
四

～
〓
ニ
五
罠
∵

吹
上
小
学
校
、
前
掲
容
(
8
)
、
三
六
頁
。

知
的
問
題
解
決
学
習
龍
っ
い
て
は
、
森
昭
、
前
掲
容
(
1
8
)
、
二
二
～

二
一
七
頁
を
参
照
。

(
付
記
)

本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
元
吹
上
小
学
校
教
諭
で
あ
る
雑
賀
明
先
生
、
玉
井
廉

先
生
、
湯
川
整
先
生
他
多
く
の
先
生
方
に
貴
歪
な
資
料
を
拝
借
さ
せ
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
御
助
言
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

(
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
)
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A Study of Personal Organization of Knowledge

by a Pupil in Problem Solving Method

å  by Hirakazu Kimura

The purpose of this paper is to argue a charactaristic of personal organization of

knowledge by a pupil in problem solving method in social studies education practice

in the early era after World War II. In this paper, I have analyzed a learning-

diary written by a pupil who studied a unit "Iron in Japan" practiced at Fukiage

Elementary School, Wakayama city, in 1951.

The result of the analysis is as follows:

The pupil could not complet his personal organization of knowledge in solving

the problem of the unit well. Because the teacher believed that;

1) All teachers can do is to provide pupil with the motivation for study and the

way of learning.

2) According to the theory of knowledge in pragmatism, teachers can only give

necessary informations for solving the proplem.

3) Once teachers show the knowledge as the learning objective, it discourages

pupils to inquire t'.-.e problem further.




