
Ⅰ
　
は
じ
め
に
─
課
題
の
設
定
─

　
学
習
指
導
要
領
は
、
戦
後
の
教
育
改
革
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

文
部
省
か
ら
出
さ
れ
る
も
の
で
、
国
の
教
育
の
指
針
・
規
準
等
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
も
、
ほ
ぼ
一
〇
年
に
一
度
の
改
訂
を
重
ね
な
が
ら
継
続
し
て
い
ま

す
。
国
語
科
の
最
初
の
も
の
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）

年
一
二
月
に
発
行
さ
れ
た
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編

（
試
案
）』
で
す
。

　
こ
の
最
初
の
学
習
指
導
要
領
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
つ
か
未
解
決
の
課
題
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
三
点
を
取
り
だ
し
て
、
こ
の
解
明
に
当
た
り
た
い
と
い

う
の
が
、
本
発
表
の
目
的
で
す
。

　
そ
の
課
題
は
、
以
下
の
三
点
で
す
。

　
一
、
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
は
、
そ
の

初
期
、
日
本
側
原
案
が
あ
っ 

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ア

メ
リ
カ
側
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
で
、
却
下
さ
れ
た
と
言
わ
れ

た
と
１

て
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
そ
の
①
日
本
側
原
案
の
実
態
、
②
そ
の
却
下
の
過
程
、

及
び
③
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
二
、
そ
の
却
下
の
後
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
案
が
提
示
さ
れ
ま
す
。

①
そ
の
ア
メ
リ
カ
側
Ｃ
Ｉ
Ｅ
案
の
内
容
、
及
び
②
そ
の
後
の
展
開
は
ど
う
な
っ

た
の
か
？
　
学
習
指
導
要
領
が
で
き
て
い
く
直
前
の
過
程
に
迫
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
三
、
こ
の
学
習
指
導
要
領
の
巻
末
に
、「
単
元
を
中
心
と
す
る
言
語
活
動
の
組

織
」、
い
わ
ゆ
る
単
元
学
習
の
具
体
例
が
「
参
考
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る

か
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
す
。
こ
の
提
示
に
は
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
単
元
学
習
が
、
①
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
強
制
さ
れ
た
と
も
、
ま
た
別
に
、

②
日
本
側
か
ら
導
入
を
働
き
か
け 

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
真
相
や
如

何
に
。
こ
の
真
相
の
究
明
に
当
た
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
三
つ
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試

案
）』
の
解
明
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
、
研
究
主
題
に
掲
げ
ま
し
た
「
戦
後
初

た
と
２
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期
に
お
け
る
国
語
教
育
改
革
」
の
実
態
に
迫
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
陳
腐

な
結
論
に
な
り
そ
う
で
恐
縮
で
す
が
、
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　

国
語
科
編
（
試
案
）』
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
国
語
科
が
成
立
し
て

以
来
の
、
や
は
り
大
き
な
国
語
教
育
の
曲
が
り
角
に
な
っ
た
歴
史
的
な
瞬
間
、

画
期
的
出
来
事
（
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
）
と
し
て
一
大
国
語
教
育
改
革
の
現

場
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
歴
史
的
意
義
、
今
日
的
意
義
の
両
面
か

ら
仮
説
的
に
描
き
た
い
と
い
う
の
が
、
本
発
表
の
願
い
で
す
。

Ⅱ
　『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
作
成
過

程
、
そ
の
三
つ
の
課
題
の
解
明

１
．
日
本
側
原
案
に
つ
い
て

（
１
）
当
事
者
（
作
成
者
）
石
森
の
回
想
か
ら

　
昭
和
二
一
年
一
〇
月
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
、
教
科
書
の
編
纂
（
短
期
間
・
他
種

類
・
新
機
軸
）
で
追
わ
れ
て
い
た
文
部
省
に
、
こ
れ
と
並
行
し
て
「
コ
ー
ス
・

オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
」（「
学
習
指
導
要
領
」）
を
編
集
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
た
教
科
書
と
同
じ
よ
う
に
、
昭
和
二
二
年
四
月
の
新
教
育
に
間
に
合
う

よ
う
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
厳
し

い
期
限
付
き
で
す
。

　
当
事
者
で
あ
り
ま
し
た
石
森
延
男
に
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
二
つ
の
回
想
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
そ
の
一
つ
で
す
。

　
わ
た
し
は
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
見
る
前
に
、
わ

れ
わ
れ
な
り
に
作
り
あ
げ
た
「
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
」
を
作
っ
て
提
出

し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
見
事
、
不
許
可
に
な
り
、
新
し
く
勉
強
し
な
お
す
よ

う
に
注
意
さ
れ
た
。
雨
の
降
る
日
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
ク
ネ
ス
さ
ん
が
、
わ
ざ

わ
ざ
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
「
国
語
科
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
」
を
わ

た
し
の
手
許
に
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。（
そ
れ
は
、
大
き
な
本
か
ら
、
そ
の
部

分
だ
け
を
切
り
と
っ
た
ら
し
い
三
十
頁
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。）

　
こ
れ
を
読
ん
で
は
じ
め
て
、
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
な
る
も
の
の
輪

郭
が
わ
か
っ
た
。

　
ハ
ー
ク
ネ
ス
さ
ん
が
、
検
定
課
の
方
に
代
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
フ
ェ
ハ
ナ

ン
さ
ん
が
着
任
し
た
。
そ
こ
で
一
週
三
回
の
会
合
を
し
て
、
早
速
、「
学
習
指

導
要
領
」
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
に
き
め
た
。
フ
ェ
ハ
ナ
ン
さ
ん
自
身
が
、
分

厚
い
ほ
ど
タ
イ
プ
を
う
っ
て
、
会
議
ご
と
に
わ
れ
わ
れ
に
配
布
し
、
説
明
を

し
て
く
れ
た
。（
こ
れ
を
「
サ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
自
分
た
ち
は
い
っ
た
。
半
ば

指
導
で
あ
り
、
相
談
で
あ
り
、
半
ば
指
示
で
あ
る
。）（
中
略
─
引
用
者
）

　
そ
れ
か
ら
六
ヵ
月
ほ
ど
か
か
り
、
二
十
二
年
十
一
月
に
完
成
し
、
い
わ
ゆ

る
「
二
十
二
年
度
試
案
」
と
い
う
名
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
、
翌
二
十
三
年
二

月
、
全
国
八
ヵ
所
に
お
い
て
、
こ
の
作
成
の
意
図
や
趣
旨
を
伝
達
す
る
こ
と

に
な
っ 

（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

　
当
時
か
ら
四
年
く
ら
い
経
た
時
点
（
昭
和
二
六
年
）
に
お
け
る
石
森
の
回
想

で
す
。
占
領
政
策
が
ほ
ぼ
終
わ
り
か
け
た
頃
の
回
想
で
す
。
文
部
省
の
務
め
を

終
え
て
（
石
森
は
昭
和
二
四
年
五
月
に
退
官
し
て
い
ま
す
）、
比
較
的
、
自
由
な

立
場
で
発
言
で
き
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
も
う
一
つ
。
こ
れ
は
、
学
習
指
導
要
領
を
作
成
し
た
直
後
の
座
談
会
で
の
発

言
で
す
。
ほ
ぼ
同
時
期
と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
立
場
も
、
文
部
省

の
係
官
と
し
て
で
す
。
こ
の
座
談
会
自
体
、
新
し
く
作
成
さ
れ
た
学
習
指
導
要

領
を
周
知
さ
せ
る
ね
ら
い
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
習

た
。
３

─　　─２



指
導
要
領
の
内
容
、
及
び
背
景
を
つ
ぶ
さ
に
知
り
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

こ
の
上
な
し
の
存
在
で
す
。
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
立
場
上
の
発
言
」（
ま
だ
、
こ

の
時
期
に
は
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
目
も
光
っ
て
い
ま
す
）
も
、
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
わ
れ
わ
れ
自
身
も
、
初
め
「
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
く
わ
し
く
飲
み
こ
め
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
初
め

て
日
本
の
教
育
実
際
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
一
つ
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
の
で
、
判
り
兼
ね
る
の
も
、
こ
れ
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。（
中
略
─
引
用
者
）。

　
国
語
科
の
方
で
も
い
ろ
い
ろ
こ
れ
に
は
苦
心
を
し
ま
し
て
最
初
に
作
成
い

た
し
ま
し
た
「
国
語
学
習
指
導
要
領
」
と
と
い
う
も
の
は
、
現
在
発
行
さ
れ

ま
し
た
も
の
と
は
、
非
常
に
違
っ
た
形
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
─
引
用

者
）
そ
の
こ
と
に
関
心
の
深
い
学
者
の
方
々
の
意
見
を
加
え
た
り
、
と
く
に

総
司
令
部
民
間
情
報
教
育
部
の
係
官
の
示
唆
も
受
け
た
り
し
ま
し
て
、
だ
ん

だ
ん
と
そ
の
方
向
と
形
と
が
定
ま
り
、
二
度
、
三
度
、
作
成
し
直
し
て
、
よ

う
や
く
今
日
発
行
さ
れ
た
よ
う
な
「
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
」
が
で
き
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
原
案
は
委
員
会
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

数
人
の
も
の
が
分
担
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
考
究
を
重
ね
、
最
後
に
全
体
と
し
て

の
形
式
上
の
整
理
を
し
て
、
纏
め
あ
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。（
中
略

─
引
用
者
）
要
す
る
に
こ
れ
は
、
従
来
発
行
さ
れ
ま
し
た
「
国
語
教
科
書
」

の
取
扱
い
方
と
か
、
或
は
「
国
語
の
教
材
」
の
趣
旨
、
文
章
の
解
説
と
い
う

よ
う
な
、
直
接
の
教
師
用
書
と
は
そ
の
意
図
に
お
い
て
全
く
違
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
ま
ず
先
生
方
に
よ
く
の
み
こ
ん
で
も
ら
う
必
要
が
あ
ろ
う
と
思

い
ま 
す
。
４

　
こ
の
二
つ
の
回
想
か
ら
判
断
し
ま
す
と
、

　
○
日
本
側
原
案
は
確
か
に
用
意
さ
れ
た
。

　
○
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
戦
前
の
教
師
用
書
と
類
似
の
も
の
。

　
す
な
わ
ち
、
国
語
教
科
書
の
取
扱
い
方
と
か
、
各
教
材
文
の
趣
旨
・
解
説
と

か
い
っ
た
よ
う
な
教
師
用
書
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
内
容
だ
と
し
ま
す
と
、
既
に
石
森
は
、
戦
前
の
国
定
教
科
書
で

経
験
者
で
す
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
当
事
者
石
森
の
回
想
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
想
定
が
可
能
で
す
。

　
が
、
事
実
は
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
『
学
習
指
導
要
領
　

国
語
科
編
』
の
作
成
指
示
か
ら
完
成
に
至
る
ま
で
に
は
、
実
は
ま
だ
ま
だ
紆
余

曲
折
の
過
程
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
間
の
会
議
ご
と
の
報
告C

onference
R
eports

 
           
      

が
、
も
う
一
方
の
当
事
者

で
あ
り
ま
す
ア
メ
リ
カ
側
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
係
官
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
会

議
を
終
え
る
と
、
そ
の
都
度
、
会
議
内
容
を
ま
と
め
て
上
司
に
報
告
し
た
よ
う

で
す
。
今
日
、
そ
のC

onference
R
eports
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）
に
収
蔵
、
保
存

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
Ｃ
Ｉ
Ｅ
側
か
ら
、
こ
の
間
の
詳

細
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。
石
森
の
回
想
の
と
お
り
で
あ
っ
た
り
、
そ
う

で
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
こ
のC

onference
R
eports

 
           
      

に
つ
き
ま
し
て
は
、
小
久
保
美
子
さ
ん
に

『
Ｃ
Ｉ
Ｅ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
レ
ポ
ー
ト
が
語
る
改
革
の
事
実
─
戦
後
国
語
教
育

の
原
点
─
』（
二
〇
〇
二
年
八
月
、
東
洋
館
出
版
社
）
と
い
う
著
書
が
あ
り
ま
す
。

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
本
書
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

─　　─３



（
２
）
ア
メ
リ
カ
側
Ｃ
Ｉ
Ｅ
資
料
か
ら

　『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
作
成
指
示
以
降
、
日
本
側
原
案

に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
Ｃ
Ｉ
Ｅ
資
料
に
よ
っ
て
見
て
み
ま
す
。

　
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
を
作
成
す
る
よ
う
に

指
示
が
あ
っ
た
の
は
、
文
部
省
・
石
森
が
国
語
教
科
書
の
編
集
作
業
に
追
わ
れ

て
い
た
昭
和
二
一
年
一
〇
月
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
期
、
新
教
科
書
、

い
わ
ゆ
る
「
み
ん
な
い
い
子
教
科
書
」
等
の
翻
訳
原
稿
が
検
閲
の
た
め
Ｃ
Ｉ
Ｅ

に
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
。『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
に
関
す

る
や
り
取
り
をC
onference

R
eports

 
           
      

で
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

①
Ｃ
Ｉ
Ｅ
、
文
部
省
に
学
習
指
導
要
領
の
作
成
を
指
示
、
石
森
は
多
忙
で
無
理

か
も
し
れ
な
い
。（
ハ
ー
ク
ネ
ス
報
告
）

　
○
昭
　
・
　
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
　
国
語
教
科
書
の
報
告
に
来
た
石
森
ら
に

２１

１０

１５

国
語
教
科
書
は
学
習
指
導
要
領
と
呼
応
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
コ
ー

ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
の
原
稿
は
無
か
っ
た
。
有
光
（
次
郎
）
は
、
事
前
に
こ

の
こ
と
を
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　
○
　
・
　
　
青
木
誠
四
郎
委
員
長
が
ハ
ー
ク
ネ
ス
に
、
石
森
ら
の
メ
ン
バ
ー

１０

２１

は
教
科
書
作
成
が
多
忙
。

　
○
　
・
　
、　
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
、
石
森
ら
に
教
科
書
と
学
習
指
導
要
領

１０

２９

１０

３０

と
の
関
連
を
迫
る
。

　
○
　
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
会
談
、
石
森
は
無
理
か
も
し
れ
な 

１１

１９

　
以
上
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
ハ
ー
ク
ネ
ス
報
告
か
ら
の
も
の
で
す
。
ハ
ー
ク

ネ
ス
は
、
こ
の
時
、
小
学
校
の
担
当
で
し
た
。
一
〇
月
一
五
日
、
国
語
教
科
書

の
報
告
に
来
た
石
森
に
、
ハ
ー
ク
ネ
ス
は
、
教
科
書
は
学
習
指
導
要
領
と
関
連

さ
せ
る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
た
の
に
教
科
書
の
こ
と
だ
け
を
報
告
に
来
た
と
い

う
の
で
、
不
満
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以

前
に
、
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
（『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試

案
）』）
作
成
の
指
示
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
石
森
ら

は
、
さ
ほ
ど
重
く
受
け
と
め
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く

こ
の
時
点
で
は
、
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
ま
ず
日
本
側
で
作
る
こ
と
が

命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
少
な
く
と
も
、
ア
メ
リ
カ
側
が
、「
こ
れ
を
使
え
」

と
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
渡
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

②
日
本
側
、
序
論
等
の
提
出
。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
側
は
不
満
。（
ハ
ー
ク
ネ
ス
報
告
）

　
こ
う
し
た
指
示
に
基
づ
い
て
、
い
よ
い
よ
文
部
省
・
石
森
ら
は
避
け
ら
れ
な

い
形
に
な
っ
て
、「
学
習
指
導
要
領
」
の
作
成
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た

い
。
５
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よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
誰
が
書
い
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
（
た
ぶ
ん
、
石
森
だ

と
思
わ
れ
ま
す
）
が
、
こ
う
し
て
日
本
側
原
案
は
作
成
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な

経
緯
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
○
　
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
会
談
で
、
他
の
教
科
と
と
も
に
、「
国
語
─

１２

１７

序
論
、
方
法
、
評
価
完
了
」
と
あ
り
ま
す
。
一
体
誰
が
書
い
た
も
の
か
不
明
で

す
が
、
と
も
か
く
、
こ
こ
で
国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
の
一
部
（
序
論
、
方
法
、

評
価
）
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
○
　
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
会
談
で
、
ま
た
「
国
語
、
序
論
を
提
出
」

１２

２３

と
な
っ
て
い
ま
す
。
誰
が
書
い
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
青
木
自
身
か
も
し
れ

ま
せ
ん
し
、
青
木
の
指
示
に
基
づ
い
て
石
森
ら
が
書
い
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
先
の
「
序
論
」
と
の
関
連
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
週
間
で
再
提
出
で
す
か

ら
、
門
前
払
い
に
近
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
○
昭
　
・
１
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
会
談
　「
国
語
、
遅
れ
て
い
る
」
と

２２

１４

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
二
月
二
三
日
の
も
の
も
、
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。

　
○
１
・
　
　
国
語
教
科
書
の
差
し
替
え
教
材
の
こ
と
は
話
題
に
な
っ
て
い
ま

２１

す
が
、
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
の
か
、
分

か
り
ま
せ
ん
。

　
○
２
・
４
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
　「
国
語
提
出
分
は
不
満
足
」
と
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、「
委
員
会
、
再
ス
タ
ー
ト
」
と
あ
り
ま
す
。
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
内
容
が
よ
ほ
ど
お
気
に
召
さ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

し
て
委
員
会
が
再
ス
タ
ー
ト
と
い
う
こ
と
は
、
現
行
メ
ン
バ
ー
で
は
無
理
と
い

う
烙
印
が
押
さ
れ
た
に
等
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
や
り
直
し
で
す
。
た
だ
、

肝
心
の
「
誰
（
現
行
）
か
ら
誰
（
変
更
）
へ
」
と
い
う
の
も
、
残
念
な
が
ら
わ

か
り
か
ね
ま
す
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
、
青
木
、
石
森
が
関
与
し
て
い

る
こ
と
だ
け
は
想
定
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
後
、
約
二
ヶ
月
余
り
（
二
月

五
日
～
四
月
一
五
日
）、
ハ
ー
ク
ネ
ス
文
書
は
、
空
白
に
な
っ
て
い
ま 

③
新
委
員
会
の
組
織
、
石
森
解
任
。
担
当
が
ハ
ー
ク
ネ
ス
か
ら
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
へ

（
ハ
ー
ク
ネ
ス
報
告
）

　
○
４
・
　
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
・
石
森
　
学
習
指
導
要
領
に
関
す
る
新
委

１６

員
会
組
織
を
示
唆
。
前
の
委
員
が
四
度
書
い
た
が
不
満
。
序
論
、
単
元
の
指
導

資
料
を
書
く
よ
う
に
。
そ
れ
を
五
月
一
日
に
戻
っ
て
く
る
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
提
出

す
る
こ
と
。
石
森
は
学
習
指
導
要
領
の
仕
事
か
ら
解
任
。

　
○
５
・
５
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
青
木
　
新
委
員
会
は
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
が
担
当
す
る
。

　
○
５
・
６
　
ハ
ー
ク
ネ
ス
・
稲
田
　
石
森
に
代
わ
る
人
選
を
青
木
か
ら
依
頼

さ
れ
た
。
石
森
は
四
度
書
き
な
お
し
た
が
不
満
足
な
内 

　
４
月
　
日
に
、
改
め
て
学
習
指
導
要
領
に
関
す
る
新
委
員
会
を
組
織
す
る
こ

１６

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
序
論
と
単
元
の
指
導
資
料
を
書
く
こ
と
が
命
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
後
の
経
緯
か
ら
し
ま
す
と
、
こ
の
「
単
元
」
に
つ
い
て
は
、
こ

の
時
点
で
は
、
お
そ
ら
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
石
森
は
、

教
科
書
の
仕
事
に
専
任
す
る
た
め
、
学
習
指
導
要
領
の
任
務
か
ら
解
任
さ
れ
ま

し
た
。
五
月
五
日
、
担
当
が
、
ハ
ー
ク
ネ
ス
か
ら
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
引
き
継
が
れ

ま
す
。
五
月
六
日
の
報
告
に
、「
石
森
は
四
度
書
き
な
お
し
た
が
不
満
足
な
内

容
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
側
原
案
は
、
や
は
り
石
森
が
書
い
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
四
月
一
六
日
の
「
前
の
委
員
」
も
石
森
と
想
定
さ

れ
ま
す
。
石
森
の
回
想
と
も
整
合
性
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま

す
。
６

容
。
７
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で
の
原
案
は
、
や
は
り
石
森
が
中
心
に
な
っ
て
、
教
科
書
の
編
集
作
業
と
並
行

し
な
が
ら
多
忙
な
中
で
書
い
て
い
た
と
断
定
し
て
良
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

④
青
木
に
対
す
る
不
信
感
　
石
森
の
後
任
と
し
て
井
坂
が
着
任
（
ヘ
フ
ァ
ナ
ン

報
告
）

　
○
５
・
６
　
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、「
そ
も
そ
も
失
敗
の
原
因
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
青
木
氏
は
、
読
む
こ
と
、
口
頭
及
び
文
字
表
現
、
書
き
か
た

な
ど
の
指
導
に
関
す
る
国
語
科
の
専
門
書
を
一
つ
も
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

日
本
で
こ
れ
よ
り
以
前
に
国
語
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（the

language
arts

                  

curriculum

          

）
に
お
い
て
指
導
力
を
発
揮
し
て
き
た
人
を
一
人
も
知
ら
な
か
っ

 

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
た
か
も
こ
れ
ま
で
の
交
渉
が
間
違
い
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
学
習
指
導
要
領

の
編
纂
に
後
ほ
ど
関
連
を
持
つ
こ
と
に
な
る
輿
水
実
に
、
次
の
よ
う
な
回
想
が

あ
り
ま
す
。

　
石
山
さ
ん
が
主
に
な
っ
て
、
高
師
付
属
の
人
た
ち
を
動
員
し
て
作
る
と
い

う
動
き
も
あ
り
ま
し
た 

　
こ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
直
接
結
び
つ
く
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
青
木
・
石
山
が
、
独
自
に
国
語
科
の
学
習
指

導
要
領
を
作
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
な
り
ま
す
と
、
実
践
の

プ
ロ
集
団
で
あ
る
高
師
附
属
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
に
よ
る
編
集
は
、
信
憑
性
が
高

い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
○
５
・
８
　
井
坂
行
男
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
あ
い
さ

つ
に
や
っ
て
く
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
学
習
指
導
要
領
を
貸
与
す
る
。

　
○
５
・
　
　
青
木
、
国
語
科
学
習
指
導
要
領
案
の
概
略
を
提
出
。
伝
統
的
な

２０

た
。」
８

ね
。
９

ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
に
従
っ
て
い 

　
五
月
六
日
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、
こ
こ
で
、
国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
が
前
進

し
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
窓
口
に
な
っ
て
き
た
青
木
（
誠
四
郎
）
に
そ
の
原
因

が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。
国
語
科
に
関
す
る
基
本
的
知
識
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
青
木
は
、
教
育
心
理
学
が
専
門
で
す
。
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
も
詳
し
い
の
で
す
が
、
国
語
教
育
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

五
月
八
日
、
石
森
に
代
わ
っ
て
井
坂
行
男
が
着
任
し
ま
す
。
井
坂
も
、
国
語
教

育
の
専
門
家
で
は
な
く
、
心
理
学
専
攻
で
す
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、
着
任
の
挨
拶

に
や
っ
て
き
た
井
坂
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
学
習
指
導
要
領
を
手
渡
し
て
い
ま

す
。
学
習
指
導
要
領
の
何
た
る
か
を
研
究
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
井
坂
は
、
英
語
が
で
き
た
よ
う
で
す
。
五
月
二
〇
日
、
青
木
は

「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
案
の
概
略
」
を
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
こ

の
辺
り
は
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
。
五
月
六
日
に
資
格
無
し
と
烙
印
を

押
さ
れ
た
青
木
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
に
従
っ
た

原
案
を
提
出
し
た
よ
う
で
す
。
提
出
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
が
報
告
さ
れ
て
い

て
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
感
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。
求
め
て
い
た
も
の
と
違
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
の
「
翻
訳
」

を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
ハ
ー
ク
ネ
ス
も
、

そ
し
て
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
も
、「
日
本
版
」
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
要
求
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
先
に
引
用
し
た
輿
水
の
別
の

回
想
を
見
て
み
ま
す
。

　
五
月
初
め
だ
っ
た
と
思
う
が
、
青
木
さ
ん
と
話
し
合
っ
た
時
に
、
青
木
さ

ん
は
ど
こ
の
だ
っ
た
か
忘
れ
た
が
、
国
語
科
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ

た
。

　１０

─　　─６



を
二
冊
持
ち
出
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
う
い
う
よ
う
に
二
年
生
か
ら
辞
書

を
使
わ
せ
て
い
る
。
日
本
の
国
語
教
育
も
根
本
的
に
転
換
し
な
け
れ
ば
だ
め

だ
。
日
本
の
文
部
省
は
、
教
科
書
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
コ
ー

ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
は
で
き
な
い
。」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
話
さ
れ 

　
も
う
一
つ
、
同
じ
内
容
が
、
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
重
複
し
ま
す

が
、
裏
づ
け
資
料
と
し
て
、
こ
れ
も
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

　
青
木
さ
ん
に
会
い
ま
し
た
。
青
木
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
習
指
導
要
領

を
二
冊
ぐ
ら
い
出
し
ま
し
て
ね
。
今
で
も
そ
れ
は
覚
え
て
い
ま
す
が
、「
輿
水

さ
ん
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
。
辞
書
な
ん
か
二
年
生
で
使

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
の
国
語
の
関
係
者
に
し
っ
か
り
や
っ
て
も
ら

い
た
い
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
が
保
証
し
て
く
れ
ま
す
か
」
と
い
わ
れ
た
。
だ

ん
だ
ん
言
葉
が
や
わ
ら
い
だ
が
、
青
木
さ
ん
も
昂
奮
し
て
い
ま
し
た 

　「
青
木
」、「
ア
メ
リ
カ
の
学
習
指
導
要
領
」
と
き
ま
す
と
、
内
容
的
に
は
ヘ

フ
ァ
ナ
ン
の
レ
ポ
ー
ト
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
青
木
は
、
こ
の
時
五
三
歳
、
教

育
行
政
の
管
理
職
と
し
て
年
齢
的
に
は
十
分
で
す
が
、
も
と
も
と
心
理
学
者
で

あ
っ
て
国
語
教
育
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
国
語
教
育
の

具
体
的
な
中
身
ま
で
期
待
さ
れ
て
も
苦
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
月
六
日

の
レ
ポ
ー
ト
で
、
五
月
一
日
に
赴
任
し
た
ば
か
り
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、
要
す
る

に
、
青
木
は
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
』
を
交
渉
す
る
直
接
の
相
手
で
は

な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
点
で
い
え
ば
、
井
坂
行
男
も
同
様
に
心
理
学
専
攻
、
し
か
し
年
齢
は
ま

だ
三
五
歳
で
し
た
。
英
語
が
堪
能
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
点
で
抜
擢
さ
れ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
で
、
井
坂
に
関
す
る
輿
水
談
で
す
。

た
。

　１１
ね
。

　１２

　
フ
ェ
フ
ァ
ナ
ン
に
非
常
に
気
に
入
ら
れ
た
の
は
心
理
学
の
井
坂
行
男
氏
で
し 

　
井
坂
は
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
大
き
く
影
響
さ
れ
な
が
ら
、『
新
し
い
小
学
校
の
教

師
』（
昭
和
二
二
年
一
一
月
、
牧
書
店
）
を
出
版
し
て
い
ま
す
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の

考
え
や
著
作
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
よ
う
な
箇
所
も
多
く
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
て
、
確
か
に
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
と
井
坂
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

⑤
石
森
の
復
帰
　
石
森
案
の
最
終
却
下
　
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
新
案
の
提
示
（
ヘ
フ
ァ

ナ
ン
報
告
）

　
○
５
・
　
　
石
森
、
国
語
教
科
書
、
学
習
指
導
要
領
の
両
方
に
か
か
わ
る
こ

２２

と
を
要
望
。
相
互
連
絡
の
た
め
に
と
。

　
○
５
・
　
　
石
森
と
篠
原
　
石
森
案
の
可
否
に
つ
い
て
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
を
来
訪
。

２４

青
木
は
、
石
森
案
がC

IE

 
  

に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
な
か
っ

 

連
絡
不
行
き
届
き
を
不
快
に
思
う
。
先
の
報
告
書
に
は
「
日
本
語
学
習
の

課
題
に
関
す
る
研
究
と
専
門
的
な
文
献
が
欠
け
て
い
る

research
and

 
            

professional
literature

on
the
subje

                                    ct
of
Japanese

language
study

                             
」
こ
と
を

指
摘
し
た
。
相
当
の
助
言
が
必
要
で
あ
る
。
五
月
二
三
日
に
届
け
ら
れ
て
い
る

コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
を
読
む
こ
と
に
同
意
し
た
。

　
五
月
三
〇
日
に
は
、
篠
原
・
石
森
に
明
確
な
勧
告
を
与
え
る
で
あ
ろ 

こ

こ
は
、
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
原
文
を
引
い
て
み
ま
す
。

　
　M

r.
IS
H
IM
O
R
I
and
M
r.
S
H
IN
O
B
A
R
A
calle

 
     
 
  
 
 
       
     
  
 
 
 
 
 
      d

to
ask
w
hat
is
to
be

          
             

one
w
ith
the
C
ourse

of
S
tudy

w
hich

M
     
         
                
      

r.
IS
H
IM
O
R
I
has
been

w
orking

     
 
  
 
 
            
       

on
during

the
year.

A
pparently

M
r.
I

                     
           
    S

H
IM
O
R
I
had
not
been

inform
ed

 
 
  
 
 
                     
   

by
M
r.A
O
K
I
that
this
C
ourse

of
Stud

    
    
 
 
             
             y

had
not
been

approved
by
C
IE

                            
  

.  

　
　T

he
E
lem
entary

S
chools

O
fficer

expre

 
   
 
   
       
        
 
       
     ssed

regret
at
any

     
       
   
    

た
。

　１３

た
。

　１４

う
。」

　１５

─　　─７



m
isunderstanding

on
this
issue.

A
ppa

 
                                
   rently

M
r.
A
O
K
I
is
too
busy

to

        
    
 
 
                 

keep
his
S
taff
inform

ed
about

the
re

                     
               sults

of
conferences

here.
It
is

                                 

hoped,
also,

that
consistent

guidanc

                                    e
can
be
given

to
the
developm

ent

                              
    

of
the
language

arts
course

so
the
w

                                    

ork
w
ill
be
acceptable

w
hen

     
                   
    

com
pleted

   
      .  

　
　T

he
E
lem
entary

S
chools

O
fficer

has
p

 
    
   
                
            ointed

out
in
a
previous

report

                                

the
lack

of
research

and
professiona

                                    l
literature

on
the
subject

of

                               

Japanese
language

study.
C
onsiderabl

                          
          e

guidance
is
necessary

if
any

                               

creditable
course

of
study

is
to
be

                                    produced
        .  

　
　T

he
E
lem
entary

Schools
O
fficer

agree

 
    
   
                
            d

to
read
the
course

of
study

in
                                 

language
arts
w
hich

reached
her
desk

               
                     

M
ay

  
   23,
   

1947.
O
n
M
ay

        
   
   30   

1947

      

the
E
lem
entary

S
chools

O
fficer

w
ill

     
   
                
        
    have

definite
recom

m
endation

to

                   
 
            

m
ake
to
M
essrs

SH
IN
O
B
A
R
A
and
ISH
IM
O

 
        
        
  
 
 
 
 
 
        
  
 
  

 

　T
he
E
lem
entary

Schools
O
fficer

 
    
   
                
       
と
い
う
の
は
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
こ
と
で
す
。

previous
report

               

は
、
た
ぶ
ん
青
木
が
提
出
し
た
も
の
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
と
言
う
の
も
、
そ
の
後
の
記
述
に
、「
五
月
二
三
日
に
届
け
た
石

森
の
も
の
は
こ
れ
か
ら
読
む
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
返
事
は

五
月
三
〇
日
に
、
篠
原
・
石
森
に
明
確
な
勧
告
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
実
際
の
返
事
は
少
し
遅
れ
て
、
以
下
の
よ
う
に
、
六
月
三
日
に
申

し
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
○
６
・
３
　
青
木
・
石
森
、
井
坂
、
篠
原
、
釘
本
、
滑
川
、
沖
山
、
ヘ
フ
ァ

ナ
ン
、
オ
ズ
ボ
ー
ン

　
ま
ず
、
冒
頭
で
、
こ
の
暫
定stop-gap

course
of
study

 
                       
（
国
語
科
学
習
指
導

要
領
案
）
が
九
月
一
日
に
間
に
合
う
た
め
に
は
七
月
一
五
日
ま
で
に
発
行
さ
れ

R
I

 
 .  　１６

る
よ
う
企
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
決
定
的
な
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。

　「
国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
は
、
石
森
の
指
導
下
で
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
ハ
ー
ク
ネ
ス
、
及
び
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

学
科
に
対
す
る
専
門
的
な
文
献
（
論
文
）ProfessionalL

iterature

 
             
         

が
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
適
切
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
資
料
を
用
意

す
る
に
は
、
教
育
課
に
よ
る
高
度
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
必
要
と
思
わ
れ 

こ
の

辺
り
の
原
文
は
、
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　T

his
conference

w
as
held
to
m
ake
pla

 
                
            
       ns

for
the
preparation

of
a
stop

                                -  

gap
course

of
study

in
the
language

                                    arts,to
be
ready

for
publication

on

                                     

July

     15   .in
order

to
have

the
course

of
stu

                                    dy
available

in
the
schools

on

                               

Septem
ber,1,1947

      
            .  

る
。」

　１７

─　　─８



　
　T

he
course

of
study

in
language

arts
 
                                   ,

w
hich

w
as
prepared

under
the

   
      
                      

direction
of
M
r.
Ishim

ori,
w
as
disap

              
        
      
        proved

by
M
r.
H
arkness

and
the

           
    
                

E
lem
entary

S
chools

O
fficer.

In
view

 
   
                
               
 of

the
fact

that
there

is
no

                             

professional
literature

in
Japanese

                                    relative
to
this
subject,

it
seem

s

                                 
  

necessary
for
a
high

degree
of
guida

                                    nce
to
be
given

by
the
E
ducation

                        
         

D
ivision

in
preparing

adequate
curri

 
                                   culum

m
aterials

in
this
fie

     
  
                      

　
五
月
二
四
日
に
指
示
さ
れ
た
内
容
と
同
じ
こ
と
─ 
─no

professional

 
               

literature
in
Japanese

relative
to
t

                                    his
subject

           
（
国
語
学
習
の
課
題
に
関
す
る
研

究
と
専
門
的
な
文
献
が
見
ら
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
が
却
下
の
大
き
な
理
由
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
肝
心
の
「
国
語
学
習
の
課
題
に
関
す
る

研
究
と
専
門
的
な
文
献
」
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
残
念
な
が
ら

分
か
り
ま
せ
ん
。

　
と
い
う
こ
と
で
、
石
森
案
・
日
本
側
原
案
は
、
こ
の
時
点
で
、
先
に
提
示
し

た
こ
と
と
重
な
り
ま
す
が
、

　
○
石
森
の
回
想
、
及
び
戦
後
ま
も
な
く
と
い
う
時
代
背
景
か
ら
推
論
し
ま
す

と
─
─
確
か
に
存
在
し
た
。

　
○
そ
の
内
容
は
、
戦
前
の
教
師
用
書
に
類
似
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
○
そ
れ
に
対
す
る
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
、
及
び
前
任
者
ハ
ー
ク
ネ
ス
の
評
価
は
─ 
─

国
語
学
習
の
課
題
に
関
す
る
研
究
と
専
門
文
献
の
欠
如
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ

を
是
認
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
と
い
う
経
緯
か
ら
、
こ
こ
に
名
実
共
に
日
本
側
原
案
は
完
全
に
却
下
さ
れ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
石
森
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、「
作
っ
た
け
れ
ど
も
却
下

さ
れ
た
」
の
で
す
。
こ
の
六
月
三
日
の
会
議
は
、
そ
の
最
後
通
牒
、
日
本
側
原

案
が
完
全
に
潰
え
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
重
要
な
会
議
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

ld   .  　１８

　
石
森
・
日
本
側
の
思
い
と
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
・
ア
メ
リ
カ
側
の
思
い
と
が
ず
れ
て

い
た
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
真
相
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
側
は
何
と
い
っ
て
も
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
無

か
っ
た
（
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
と
い
う
「
文
化
」
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
）
と
い
う
の
が
致
命
的
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
知
っ
て
い
る
人

（
イ
メ
ー
ジ
可
能
）
と
知
ら
な
い
人
（
イ
メ
ー
ジ
不
可
能
）
と
の
差
は
大
き
か
っ

た
と
い
う
の
が
実
相
か
と
思
い
ま
す
。

　
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
肝
心
な
こ
と
は
、
こ
う
し
て
こ
の
時
点

で
日
本
側
原
案
の
前
途
が
完
全
に
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
す
。

２
．
ア
メ
リ
カ
側
Ｃ
Ｉ
Ｅ
案
の
具
体
化

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
日
本
側
案
が
却
下
さ
れ
た
後
、
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ

デ
ィ
（『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
』）
の
そ
の
後
の
動
向
は
ど
う
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？
　
日
本
側
は
、
こ
れ
を
立
案
す
る
側
か
ら
、
実
施
す
る
側
へ
と

転
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
提
案
（N

otes
for
L
anguage

A
rts
M
eeting

June

 
          
         
     
           

3,1947

        
）

　
六
月
三
日
と
い
う
日
は
、『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
成
立

に
と
っ
て
、
極
め
て
大
事
な
日
と
な
り
ま
す
。
一
つ
が
消
え
て
、
別
の
一
つ
が

生
ま
れ
る
、
そ
の
切
り
替
え
の
ス
タ
ー
と
な
る
日
だ
か
ら
で
す
。

　
こ
の
六
月
三
日
、
同
じ
会
議
の
中
の
前
半
で
、
先
に
検
討
し
ま
し
た
よ
う
に
、

日
本
側
原
案
に
き
っ
ち
り
と
見
切
り
を
つ
け
て
お
い
て
、
後
半
で
は
そ
の
代
案

と
し
て
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
か
ら
逆
提
案a

proposed
outline

 
                 

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
も
原
文
を
引
い
て
お
き
ま
す
。
先
の
会
議
報
告
の
続
き
の
部
分
で
す
。

─　　─９



　
　T

he
E
lem
entary

Schools
O
fficer

prepa
 
    
   
                
            red

a
proposed

outline
for
such

                                

a
course

of
study

in
order

to
econom

                                    

ize
tim
e
and
to
give
direction

to
th

       
                             e   

M
inistry’s

effo

 
                

　
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、
時
間
の
節
約
と
、
文
部
省
が
努
力
す
べ
き
方
向
性
を
与
え

る
た
め
にa

proposed
outline

 
                 
（
提
案
の
概
要
）
を
準
備
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
、
以
下
に
掲
げ
る
英
文
六
枚
の
文
書
で
す
。
項
目
だ
け
を
書
き
出
す
と
、

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
小
久
保
さ
ん
の
著
書
を
引
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

Ⅰ
．
序
論
─
国
語
科
の
一
般
的
な
考
え
（
原
文
は
、Introduction
–
G
eneral

 
               
       

Philosophy
of
the
L
anguage

A
rts.

                   
         
    
）

　
Ａ
．
範
囲
（
原
文Scope

 
    
）

　
　
１
．
言
語

　
　
　
ａ
．
話
し
こ
と
ば
に
よ
る
表
現

　
　
　
ｂ
．
書
き
こ
と
ば
に
よ
る
表
現

　
　
２
．
文
法

　
　
３
．
書
く
こ
と

　
　
４
．
読
む
こ
と

　
　
５
．
文
学

（
…
…
社
会
科
の
各
単
元
は
、
国
語
科
に
お
け
る
必
要
な
知
識
や
理
解
、

習
慣
、
技
能
、
態
度
と
鑑
賞
を
発
達
さ
せ
る
際
の
、
多
く
の
価
値
あ
る

資
料
や
活
動
を
含
ん
で
い
る
。）

　
Ｂ
．
発
達
段
階

　
　
１
．
初
級
段
階

　
　
２
．
中
級
段
階

rt   .  　１９

　
　
３
．
中
学
校
段
階

Ⅱ
．
初
級
段
階
に
お
け
る
国
語
科
の
指
導

　
Ａ
．
入
門
期
の
児
童
の
適
応
（A

djustm
ent

 
      
   
）

　
Ｂ
．
言
語

　
　
１
．
言
語
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か

　
　
２
．
一
般
目
標
、
国
語
科
の
主
な
目
標

　
　
３
．
言
語
指
導
に
対
す
る
示
唆

Ⅲ
．
中
級
段
階
の
指
導

　
Ａ
．
読
む
こ
と

　
　
１
．
身
体
的
障
害

　
　
２
．
読
み
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
順
に
対
す
る
示
唆

　
Ｂ
．
口
頭
お
よ
び
文
字
言
語

　
　
１
．
言
語
指
導
の
一
般
的
原
理

　
　
２
．
話
す
こ
と
の
訓
練
の
目
的

　
　
３
．
話
す
経
験
の
機
会

　
　
４
．
書
き
こ
と
ば
指
導
の
目
的

　
Ｃ
．
習
字

　
　
１
．
習
字
の
目
標

　
　
２
．
習
字
を
改
善
す
る
た
め
に
役
立
つ
場

　
　
３
．
習
字
を
含
む
意
味
の
あ
る
場

　
　
４
．
習
字
指
導
に
対
す
る
示
唆

　
Ｄ
．
あ
ら
ゆ
る
言
語
経
験
の
機
会
を
必
要
と
す
る
中
級
学
年
の
典
型
的
な
社

会
科
単
元

Ⅳ
．
中
学
校
段
階
の
指
導
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Ａ
．
一
般
目
標

　
Ｂ
．
特
殊
目
標

　
Ｃ
．
作
文
活
動

　
　
１
．
会
話
と
礼
儀

　
　
２
．
個
人
的
な
経
験
の
お
話

　
　
３
．
ス
ピ
ー
チ
と
報
告

　
　
４
．
討
議
、
ク
ラ
ブ
会
合
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
５
．
手
紙
を
書
く
こ
と

　
　
６
．
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
文
章
を
書
く
こ
と

　
　
７
．
文
学
や
創
造
的
な
表
現

　
　
８
．
集
会

　
Ｄ
．
社
会
科
に
お
け
る
典
型
的
な
作
文

　
Ｅ
．
技
能
の
発
達
と
維
持

　
　
１
．
文
と
段
落
の
構
成

　
　
２
．
正
し
い
用
法

　
　
３
．
句
読
法

　
　
４
．
語
彙
、
語
法
、
語
の
研
究

　
　
５
．
ス
ピ
ー
チ
と
声
の
文
化

　
　
６
．
概
略
と
組
織

　
　
７
．
書
く
こ
と

　
　
８
．
読
み
の
技 

　
こ
の
原
文
は
、
次
の
六
枚
の
英
文
文
書
（docum

ent

     
   
）
で
す
。

能 　２０
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こ
こ
で
、
こ
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
文
書
か
ら
気
づ
い
た
こ
と
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み

ま
す
。

１
．
石
森
に
と
っ
て
も
、
印
象
的
な
文
書

　
こ
の
原
文
は
、
石
森
の
論
文
「
占
領
下
の
こ
ろ
」（
注
２
）
に
、
文
書
の
冒
頭

部
分
（
Ⅰ
．
Ａ
、
同
Ｂ
）
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
石
森
に
と
っ
て

も
、
印
象
的
な
文
書
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
石
森
は
、
こ
れ
を
紹
介
（
引
用
）

す
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
昭
和
二
十
二
年
（
こ
れ
は
二
十
一
年
の
誤
り
─
引
用
者
）
の
六
月
こ
ろ
か

ら
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
こ
の
た
め
の
話
し
あ
い
を
い
く
ど
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
わ
た
し
ら
も
、
し
ぶ
と
い
ほ
ど
根
ほ
り
葉
ほ
り
た
ず
ね
た
が
、
係
官
も
、

い
と
わ
な
い
で
答
え
て
く
れ
た
も
の
だ
。
次
の
プ
リ
ン
ト
は
、
六
月
三
日
に

話
し
あ
っ
た
要
旨
の
一
部
で
あ
る
。

　
こ
の
後
に
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
文
書
の
冒
頭
部
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
引
用
の
後
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
幼
稚
と
い
え
ば
幼
稚
な
話
だ
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
順
序

だ
て
て
話
し
て
く
れ
る
の
が
、
わ
た
し
に
は
、
た
の
し
み
で
あ
っ
た
。
い
か

に
も
平
易
で
、
実
際
的
で
、
な
っ
と
く
が
い
く
か
ら
で
あ
る
。
勝
利
者
ら
し

い
お
し
つ
け
が
ま
し
い
と
こ
ろ
が
、
微
塵
も
な
い
。
こ
ち
ら
が
わ
か
る
ま
で
、

具
体
的
な
事
例
を
示
し
て
く
れ 

　
こ
こ
は
回
想
で
す
か
ら
、
少
し
呑
気
に
聞
こ
え
ま
す
。
い
さ
さ
か
余
裕
を

持
っ
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
現
場
は
、
こ
う
し
た
空
気

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
の
体
系
と
内
容

を
前
に
し
て
、
驚
き
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
と
と
も
に
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
短

時
日
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
前
途
に
暗
い
も
の
を
感
じ
、
お
そ

る
。

　２１

ら
く
困
惑
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
こ
こ
は
お
そ
ら
く
ヘ
フ
ァ
ナ
ン

の
一
方
的
な
説
明
、
石
森
を
は
じ
め
日
本
側
は
黙
っ
て
文
書
を
見
な
が
ら
ひ
た

す
ら
そ
れ
を
聞
く
だ
け
、
そ
ん
な
風
景
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
、
日
本
側
も
必
ず
し
も
こ
の
文
書
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
と
い
う
だ
け

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
の
文
書
に
対
す
る
日
本
側

の
修
正
案
の
よ
う
な
も
の
（「
国
語
課
学
習
指
導
の
手
引
」）
が
こ
の
二
十
日
後

の
六
月
二
四
日
に
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
辺
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

別 

述
べ
ま
し
た
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
に
し
ま
す
。

２
．
井
坂
行
男
の
著
書
『
新
し
い
小
学
校
の
教
師
』
に
そ
っ
く
り

　
こ
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
文
書
の
構
成
・
表
現
の
そ
こ
こ
こ
に
、
先
に
も
触
れ
ま
し

た
が
、
井
坂
行
男
の
著
書
『
新
し
い
小
学
校
の
教
師
』
に
そ
っ
く
り
な
と
こ 

が
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、
そ
の
成
立
が
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
考
え
を
大
き
く
反
映
し

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
言
わ
ば
当
然
で
す
。
が
、
こ
の
『
新
し
い

小
学
校
の
教
師
』（
昭
和
二
二
年
一
一
月
、
牧
書
店
）
が
、
昭
和
二
二
年
度
『
学

習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
に
関
わ
っ
て
、
い
か
に
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
特
に
、

著
書
冒
頭
の
部
分
は
、「
翻
訳
」
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
、
と
り
わ
け
箇
条
書
き
の

と
こ
ろ
な
ど
は
項
目
も
内
容
も
同
じ
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の

考
え
方
が
、
い
か
に
大
き
く
学
習
指
導
要
領
に
浸
透
・
反
映
し
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

３
．『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
と
同
じ
部
分

　
そ
し
て
、
当
然
と
言
え
ば
余
り
に
も
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
で
き
あ
が
っ
た

『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
』
と
同
じ
部
分
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

消
え
去
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
提
案

稿
に

　２２

ろ 　２３
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を
取
捨
選
択
し
な
が
ら
、
日
本
の
、
そ
し
て
当
時
の
教
育
の
実
状
に
合
う
よ
う

に
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

４
．
社
会
科
と
の
関
連
、“  unit

    ”  
（
単
元
）
の
示
唆

　
各
段
階
で
、
社
会
科
と
の
関
連
、
そ
し
て“  unit

    ”  
（
単
元
）
が
、
示
唆
さ
れ
て

い
ま
す
。

低
学
年
─A

n
illustrative

unit
of
w
ork

 
                        
   ,  

中
学
年
─A

typical
social

studies
unit

 
                            ,  

中
学
校
─Typical

com
position

in
social

studie

 
          
                         s

unit

        

　
こ
の
文
書
に
は
、
繰
り
返
しsocialstudies

 
             
「
社
会
科
」、
及
びunit

 
   
「
単
元
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、
目
に
つ
き
ま
す
。
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
の
考
え
方
の

根
底
に
は
、
国
語
科
で
も
、「
社
会
科
と
の
関
連
」、
そ
し
て
「
単
元
」
の
考
え

方
が
基
本
的
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
冒
頭
の
部

分
に
示
さ
れ
た
「
…
…
社
会
科
の
各
単
元
は
、
国
語
科
に
お
け
る
必
要
な
知
識

や
理
解
、
習
慣
、
技
能
、
態
度
と
鑑
賞
を
発
達
さ
せ
る
際
の
多
く
の
価
値
あ
る

資
料
や
活
動
を
含
ん
で
い 

、
こ
の
辺
り
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
。

②
三
部
会
の
設
置

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
六
月
三
日
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
文
書
の
意
義
は
別
し
て
大

き
い
と
思
わ
れ
ま
す
（
ち
な
み
に
、
中
学
校
は
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
七
月
八
日
）。

こ
の
文
書
が
、
と
り
わ
け
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
骨
格
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
こ
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
案
は
文
部
省
で
検
討
さ
れ
、
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に

別
案
が
用
意
さ
れ
た
（
六
月
二
四
日
）
よ
う
で
す
が
、
提
示
さ
れ
た
期
限
の
七

月
一
五
日
ま
で
に
残
さ
れ
た
期
間
が
四
〇
日
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
下
部

e  s  　２４

る
。」

　２５

委
員
会
と
し
て
、
初
級
（
一
～
三
年
）、
中
級
（
四
～
六
年
）、
中
学
校
の
三
部

会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
案
の
提
示
か
ら
以
後
は
、
こ
の
ヘ

フ
ァ
ナ
ン
案
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
で
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
デ
ッ
ド
ラ
イ
ン
の
七
月
一
七
日
、
小
学
校
案
は
、
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ

た
よ
う
で
す
。

３
．
単
元
学
習
は
押
し
つ
け
か
？

　
三
つ
め
の
課
題
で
す
。『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
に
参
考
と

し
て
掲
載
さ
れ
た
単
元
の
導
入
を
巡
っ
て
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
押
し

つ
け
（
有
無
を
言
わ
さ
ず
）
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
側
か
ら
の
申
し

出
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。

（
１
）
石
森
の
回
想

　
ま
ず
、
こ
の
「
単
元
」
に
つ
い
て
、
石
森
は
、「
占
領
下
の
こ
ろ
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。

　
…
…
係
官
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
さ
ん
に
、「
も
う
、
国
語
科
の
指
導
要
領
の
中
に

『
単
元
』
と
い
う
こ
と
を
だ
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
な
ん
と
か
、
実
際
上
の
問

題
と
し
て
教
師
た
ち
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
か
ら
」
と
言
う
と
、
オ

ズ
ボ
ー
ン
さ
ん
は
、「
そ
れ
じ
ゃ
、『
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に

よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
』
と
い
う
『
単
元
』
を
出
そ
う
」
と

答
え
る
。
こ
の
単
元
名
を
聞
い
て
、
わ
た
し
は
、
は
た
と
迷
っ
た
。
い
き
な

り
わ
が
国
古
来
の
国
語
教
材
（
文
章
、
資
料
な
ど
と
…
…
）
と
異
質
な
も
の

に
な
っ
て
は
、
現
地
で
は
さ
ぞ
迷
う
だ
ろ
う
と
不
安
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ

れ
で
、
こ
の
単
元
名
は
、
本
文
に
か
か
げ
な
い
で
「
参
考
」
と
し
て
掲
示
す
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る
こ
と
に
と
ど
め
た
の
だ
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
さ
ん
は
、
一
歩
も
二
歩
も
ゆ
ず
っ

た
か
た
ち
で
あ 

　
こ
の
、
石
森
の
方
か
ら
、
単
元
を
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』

へ
記
述
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
と
い
う
回
想
は
、
果
た
し
て
事
実
な
の
で
し
ょ

う
か
？
　
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
レ
ポ
ー
ト
に
戻
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
直
接
的
な
答
を
求
め
る
前
に
、
こ
こ
で
、
実
は
小
学
校
で
も
同
じ
時
期

に
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
よ
っ
て
単
元
学
習
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
取

り
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
２
）C

onference
R
eports

 
           
      

か
ら

①
小
学
校
で
も
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
か
ら
示
唆

　
単
元
の
導
入
と
い
い
ま
す
と
、「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ

て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」
と
い
う
具
体
的
事
例
が
中
学
校
三
年
生
の

事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
学
校
で
と
い
う
受
け
と

め
が
多
い
の
で
す
が
、
小
学
校
で
も
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
に
よ
っ
て
単
元
の
開
発
が
以

下
の
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
１
　
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
六
月
三
日
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
、

「
社
会
科
の
各
単
元
は
、
国
語
科
に
お
け
る
必
要
な
知
識
や
理
解
、
習
慣
、
技
能
、

態
度
と
鑑
賞
を
発
達
さ
せ
る
際
の
多
く
の
価
値
あ
る
資
料
や
活
動
を
含
ん
で
い

る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
し
、
初
級
段
階
で
も
中
級
段
階
の
指
導
で
も
そ
の
最
後

の
項
目
で
社
会
科
単
元
と
の
関
連
・
開
発
を
示
唆
し
て
い
ま
し
た
。

　
２
　
六
月
九
日
　「
統
合
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
単
元
（Integrated

curriculum

                     
 

unit

    
）
に
お
け
る
言
語
の
機
会
を
提
示
し
な
が
ら
、
典
型
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
・
オ

ブ
・
ワ
ー
ク
を
開
発
す
る
よ
う
提
案
し 

る
。

　２６

た
」

　２７

　
３
　
ま
た
、
六
月
一
九
日
に
は
、
辞
書
利
用
の
資
料
、
及
び
学
校
新
聞
の
ユ

ニ
ッ
ト
の
開
発
、

　
４
　
六
月
二
五
日
に
は
、
引
き
続
き
学
校
新
聞
を
作
る
と
い
う
主
題
で
、
中

級
学
年
の
典
型
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
単
元
と
し
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
５
　
七
月
二
日
に
は
、
辞
書
の
利
用
が
中
級
下
部
委
員
会
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
翌
日
、
七
月
三
日
、
篠
原
が
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
を
訪
問
。
篠
原
が
、

「
日
本
に
は
子
供
用
の
辞
書
が
な
い
。
こ
れ
を
進
め
よ
う
と
す
る
と
、
大
人
用
の

辞
書
を
持
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
る
と
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
は
、「
文

部
省
が
学
者
に
よ
っ
て
子
供
用
の
辞
書
を
準
備
す
る
刺
激
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。」
と
述
べ
て
も
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
も
一
貫
し
て
、
単
元
学
習
の
導
入
を
示
唆
し
て

い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
小
学
校
で
も
、
単
元
学
習
は
話
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
実
質
的
提
案
が
な
さ
れ
る
七
月
八
日
よ
り
も
一
ヶ
月
も
早

い
段
階
で
す
。
実
際
（『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』）
に
は
、
単
元

例
と
し
て
提
示
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、「
第
三
章
　
小
学
校
四
、
五
、
六
学
年
の

国
語
科
学
習
指
導
」
に
、
話
し
方
、
作
文
、
読
み
方
、
書
き
方
の
領
域
の
後
に
、

「
第
五
節
　
辞
書
の
利
用
に
つ
い
て
」、「
第
六
章
　
学
校
新
聞
に
つ
い
て
」
と
し

て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
者
は
、
辞
書
利
用
の
効
果
、
辞
書
利
用
の

注
意
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
後
者
は
学
校
新
聞
、
学
級
新
聞
を
作

成
す
る
こ
と
に
及
ん
で
い
ま
す
。
単
元
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
具

体
的
に
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
新
聞
の
作
製
は
、
国
語
の
学
習
、
と
く
に
作
文
の
学
習
に
と
っ
て
は
、
す

─　　─１５



ぐ
れ
た
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
児
童
や
生
徒
の
社
会
意
識
を
そ
だ
て
、
さ

ら
に
編
集
・
報
道
・
広
告
・
家
庭
・
社
会
・
絵
画
・
写
真
な
ど
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
学
友
の
作
文
や
創
作
・
詩
歌
・
俳
句
・
ニ
ュ
ー
ス
・
研
究
発
表
な

ど
が
新
聞
に
の
れ
ば
、
興
味
を
も
っ
て
そ
れ
を
読
む
だ
ろ
う
し
、
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
自
分
で
も
つ
く
り
た
い
と
か
、
研
究
し
た
い
と
い
う
気
持
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
新
聞
を
つ
く
る
こ
と
は
、
国
語
の
学
習
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、

他
教
科
と
も
結
ん
で
、
総
合
的
な
学
習
を
営
ま
せ
る
点
に
、
そ
の
ね
う
ち
が

み
と
め
ら
れ 

　
こ
う
し
て
、「
単
元
」
と
い
う
用
語
は
使
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
国
語
の
学
習

だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
他
教
科
と
も
結
ん
で
」「
総
合
的
な
学
習
」
な
ど
に
、
単
元

学
習
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
七
月
に
入
っ
て
、
学
習
指
導
要
領
作
成
の
デ
ッ
ド
ラ
イ
ン
が
近
づ
き
、
ヘ

フ
ァ
ナ
ン
に
と
っ
て
、
所
期
の
目
的
が
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
て
、
小
学

校
で
も
下
部
委
員
会
レ
ベ
ル
で
は
、
実
質
的
に
単
元
は
話
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
決
定
的
に
は
や
は
り
中
学
校
に
お
け
る
展
開

で
し
た
。

②
中
学
校
で
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
か
ら
示
唆

　
さ
て
、〈
石
森
の
方
か
ら
単
元
を
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』

へ
記
述
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
〉
と
い
う
先
の
回
想
は
、
果
た
し
て
事
実
な
の

で
し
ょ
う
か
？
　
こ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

る
。

　２８

い
ま
す
。

　
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
が
提
案
し
た
六
月
三
日
か
ら
一
週
間
後
の
六
月
一
〇
日
、
中
学

校
の
第
一
回
会
議
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。
出
席
者
は
、
井
坂
、
青
木
、
石
森
、

輿
水
、
渋
谷
、
芦
沢
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
中
学
校
の
委
員
が

勢
揃
い
し
て
い
ま
す
。「
一
年
か
ら
九
年
ま
で
の
下
部
組
織
の
一
部
と
し
て
位
置

し
、
大
委
員
会
の
概
略
に
沿
い
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
他
の
部
門

同
様
、
単
元
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ 

こ
の
会
議
で
は
、
読
む

こ
と
を
中
心
に
協
議
し
た
よ
う
で
す
。
報
告
書
の
原
文
は
、
以
下
の
通
り
で
す
。

　T
his
w
as
the
first
m
eeting

of
a
sub-

 
     
              
                com

m
ittee

selected
to
develop

   
 
                          

course
of
study

m
aterials

for
the
us

                 
                   e

of
C
hugakko

teachers.
T
his
sub

      
                   
       -  

com
m
ittee

is
a
part

of
a
large

com
m
i

   
 
                              
 
 ttee

organized
to
develop

                          

curriculum
m
aterials

for
the
use
of

          
  
                        teachers

in
grades

1
through

9

                              .  

　T
oday’s

m
eeting

w
as
largely

devoted

 
        
        
                   to

a
discussion

by
the

                       

undersigned
of
im
provem

ent
of
readin

                 
      
             g

in
the
C
hugakko

          
       .  

　
○
６
・
　
　
一
週
間
ご
と
の
定
例
会
議
と
し
て
、
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編

１７

（L
anguage

A
rts
C
ourse

of
Study

 
         
     
              
）
の
全
体
に
関
す
る
会
議
が
開
か
れ
て
い
ま

す
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
報
告
書
か
ら
の
引
用
で
す
。

　T
his
w
as
the
w
eekly

m
eeting

of
a
gro

 
     
        
       
               up

w
hich
is
w
orking

outa
brief,

    
         
                    

tentative
course

of
study

in
languag

                                    e
arts
for
grade

1
through

9.
T
he

                               
   

group
is
divided

into
sub-com

m
ittees

                             
 
      

w
orking

on
the
prim

ary,

  
                  
     

interm
ediate

and
junior

high
levels

      
                             .  

　
こ
の
よ
う
に
三
部
会
（
初
級
、
中
級
、
中
学
校
）
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　T
he
prim
ary
and
interm

ediate
sub-com

 
       
              
              

m
ittees

stated
that
they

had

 
                            

う
。」

　２９
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nothing
to
report

at
this

tim
e.
M
r.

                             
    
   K

oshim
izu,

a
m
em
ber
of
the

 
     
        
  
           

chugakko
sub-com

m
ittee,

asked
the
gr

                
 
                   oup

for
perm

ission
to
report

at

            
                    

considerable
length

on
the
w
ork
thus

                            
        

far
on
his
group.A

ssentw
as
given

                    
       
         

by
the
chairm

an
(M
r.
IS
A
K
A
).
M
r.
K
os

             
     
     
 
 
 
    
    
  him

izu’s
report

is
outlined

on

   
                            

an
attached

she

                 

　
初
級
、
中
級
か
ら
は
、
現
状
報
告
の
み
で
取
り
立
て
て
追
加
の
報
告
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
中
学
校
か
ら
は
輿
水
の
申
し
出
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う

な
報
告
（IN

T
R
O
D
U
C
T
IO
N
T
O
C
H
U
G
A
K
K
O
S
E
C
T
IO
N
O
F

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
 T
H
E

 
 
 
 

L
A
N
G
U
A
G
E
A
R
T
S
C
O
U
R
S
E
O
F
S
T
U
D
Y
O
U
T
L
IN

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  

E  

）─
中
学
校
国
語
科

学
習
指
導
要
領
の
概
略
─
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
１
．SC

O
PE

 
 
 
  

（
範
囲
）─
３
項
目
、
Ⅱ
．G

E
N
E
R
A
L
O
B
JE
C
T
IV
E
S

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
（
一
般

目
標
）─
一
五
項
目
、
そ
し
て
、
最
後
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
か
ら
の
示
唆
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
１
．SC

O
PE

 
 
 
  

（
範
囲
）
で
は
、
１
．
過
去
の
国
語
科
（
従
来
の
国
語
科
）
の

範
囲
は
、
ａ
言
語
（
文
学
を
含
む
）、
ｂ
作
文
と
文
法
、
ｃ
書
写
、
ｄ
話
し
言
葉
、

ｅ
漢
字
の
書
き
取
り
と
な
っ
て
い
た
が
、

　
２
．
こ
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
範
囲
は
、
ａ
読
む
こ
と
、
ｂ
作
文
、
ｃ

話
す
こ
と
（
聞
く
こ
と
を
含
む
）、
ｄ
習
字
（
毛
筆
を
含
む
）、
ｅ
文
法
に
変
更

す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
３
．
た
だ
し
、
こ
の
（
細
分
化
し
た
─
引
用
者
）
分
類
は
便
宜
的
で
あ
っ
て
、

実
践
的
で
は
な
く
、
賢
明
で
も
な
い
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　T
here

w
ill
be
occasions

w
hen
speakin

 
      
                  
           g,

reading,
w
riting,

and
other

             
                  

language
arts
activities

w
ill
be
use

                          
          d

during
one
period,in

the
attem

pt

                                 
   to    

et   .  　３０

solve
a
prob

              

　
つ
ま
り
、「
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
話
し
た
り
、
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
、

他
の
言
語
活
動
も
使
わ
れ
よ
う
」
と
、「
単
元
学
習
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は

見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
意
識
し
た
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
文
書
に
対
す
る
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
示
唆
が
あ
り
ま
す
。

　T
he
com
m
ittee

should
keep

in
m
ind
th

 
      
 
                      
      e

necessity
of
w
riting

a
unit
in

                
                 

w
hich

all
of
the
language

arts
activ

 
                                   ities

are
involved.

T
his
m
ight
be
a

                     
     
          

social
studies

un

                   

　
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
が
含
ま
れ
る
単
元
を
作
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
心

が
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
科
の
単
元
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
し
て
い

ま
す
。
そ
の
他
は
、
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
日
を
追
う
ご

と
に
、
単
元
が
次
第
に
そ
の
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
報
告
か
ら
、
こ
の
時
の
議
長
は
、
井
坂
が
務
め
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

③「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る

か
」

　
こ
う
し
て
単
元
（
社
会
科
の
単
元
）
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
そ
の
初
期
か
ら

示
唆
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
少
な
く
と
も
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
は
、
単
元
学
習
に

つ
い
て
、
自
明
、
既
定
、
当
然
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
、
具
体
的
に
し
て
、
決
定
的
に
な
っ
た
の
は
、
七
月
八
日
の
こ
と

で
す
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
報
告
を
引
用
し
ま
す
。

　O
ne
task

yet
rem
ains

to
be
accom

plis

 
               
                
    hed

    —  

the
w
riting

of
a
unit

      
                 

lm   

.  　３１

it   .  　３２
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w
hich

w
ill
integrate

all
the
languag

 
      
                             e

arts
activities.For

convenience
t

                                    he    

course
of
study

divides
language

art

                                    s
into

several
different

areas;

                                

reading,literature,w
ritten

express

                      
              ion,oral

expression,handw
riting,a

                           
         nd    

gram
m
ar.It

is
em
phasized

that
there

    
 
            
                   

are
not
to
be
taught

separately
but

                                     

are
to
organized

around
som
e
problem

                           
         

unit,
preferably

a
unit
in
social

                                   

studies.
T
he
undersigned

suggested
a

          
                          

unit
on

         “  H
ow
D
o
O
ther
P
eople

 
  
  
   
            

Influence
our
O
pinions

               
       ?  ”  

A
ll
of
the
different

divisions
of
l

  
                                  anguage

        

activities
could

be
organized

around

                                    

this
problem

since
itw
ould

involve

             
           
             

public
speaking,use

of
new
spapers,

                           
         m

agazines,radio
broadcasting,and

 
                                  

m
otion

pictur

 
              

　
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
ま
だ
一
つ
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

全
て
の
言
語
活
動
を
統
合
し
た
単
元
の
作
成
で
あ
る
。
便
宜
の
た
め
に
学
習
指

導
要
領
は
幾
つ
か
の
領
域
、
読
む
こ
と
、
文
学
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
習

字
、
文
法
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
決
し
て
別
々
に
教
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
幾
つ
か
の
、
と
り
わ
け
社
会
科
の
問
題
単
元
を
め
ぐ
っ
て
構
成
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他

人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」
と
い
う
単
元
を
示
唆
し

て
お
い
た
。
こ
の
問
題
（
単
元
）
は
、
公
的
な
話
し
方
、
新
聞
、
雑
誌
、
ラ
ジ

オ
、
放
送
、
映
画
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
巡
っ
て
全
て
の
言
語
活
動
が

組
織
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
オ
ズ
ボ
ー
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
き
て
、
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な

影
響
を
こ
う
む
る
か
」
と
い
う
具
体
的
な
単
元
名
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
会
議
の
時
間
の
ほ
と
ん
ど
が
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
が
提
案
し
た
こ
の
単
元
の
話

es   .  　３３

し
あ
い
に
割
か
れ
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

　M
ost
of
the
conference

tim
e
today

w
a

 
                         
         
 s

devoted
to
discussion

of
the

                               

proposed
unit

             .  

こ
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
提
案
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
衝
撃
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
も
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
発
言
は
、
読
む
、
書
く
、
話
す
な
ど
は
便
宜

的
で
、
本
来
、
実
践
的
に
は
、Integrate

 
        
　
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
い
続

け
ら
れ
て
来
て
い
ま
し
た
。
が
、
そ
の
方
向
性
は
示
唆
さ
れ
な
が
ら
も
、
具
体

的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
、
具
体
的
な
単
元
名

「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る

か
」
が
示
唆
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
会
議
の
大
半
が
こ
れ
を
め
ぐ
っ

て
話
し
合
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
方
向
は
明
確
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
七
月
八
日
と
い
う
日
は
、
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
、
引
い
て
は
、
国
語
科
の
単
元
学
習
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
な
る
歴
史
的
に

重
要
な
日
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
課
題
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
こ
の
問
題

単
元
の
登
場
の
真
実
・
真
相
は
、
こ
う
で
あ
っ
た
の
で
す
。
押
し
つ
け
と
い
え

ば
、
立
場
上
、
そ
う
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う
少
し
弱
い

suggest

       
（
提
案
）
と
言
っ
て
良
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
七
月
八
日
の
文
書
（
原
文
）
は
、　
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
も
の
で
す
。

１９
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④
便
宜
的
な
言
語
活
動
の
領
域
と
単
元
学
習
の
勧
め

　
こ
の
後
、
七
月
一
〇
日
、
七
月
一
二
日
と
会
議
は
急
ピ
ッ
チ
で
重
ね
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
会
議
に
お
い
て
、
連
続
し
て
こ
の
単
元
学
習
の
こ
と
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
会
議
報
告
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
七
月
一
〇
日
は
、
言
語
活
動
・
領
域
で
分
け
ら
れ
て
い
る
（
日
本
側
）
が
、

こ
れ
ら
の
分
か
れ
た
領
域
は
社
会
科
の
単
元
でintegrate

 
        

さ
れ
る
で
あ
ろ
う

（
オ
ズ
ボ
ー
ン
）
と
報
告
し
て
い
ま
す
。

　
七
月
一
二
日
も
同
様
で
、
日
本
側
は
便
宜
的
だ
と
し
な
が
ら
、
国
語
科
の
領

域
を
読
む
こ
と
、
口
頭
表
現
等
で
示
し
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
を
統

合
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
も
述
べ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
社
会

科
の
単
元
の
開
発
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

　For
purposes

of
convenience

the
gene

                                    ral
language

area
w
as
divided

                   
           

into
reading

(including
literature),

                                    

oral
expression,

w
ritten

expression

                   
                 ,   

gram
m
ar,
and
handw

riting.
T
he
desira

    
 
             
         
         bility

of
integrating

them
is

                          
    

em
phasized

throughout
the
course

of

  
         
           
    
       
   

study.
A
s
a
m
eans

of

       
 
  
  
 
     
   

dem
onstrating

the
m
eans

of
integrati

   
                
                 on,

the
com
m
ittee

decided
to

           
 
                 

develop
a
social

studies
unit
as
an

                                    exam
ple
of
m
any
others

that
m
ight

    
        
                 
     

be
developed.

T
he
social

studies
uni

               
                     t

furnishes
the
content

(things
to

                                   

talk
about

and
w
rite
about)

of
the
a

                
                    ctivities,

and
at
the
sam
e
tim
e

                         
     
  

suggests
a
variety

of
w
ell-integrate

                       
             d

language
activities.

T
his
m
eeting

                        
     
       

w
as
concerned

w
ith
a
discussion

of
t

 
              
                     he

proposed
unit

                 “  H
ow
D
o
O
ther

 
  
  
   
     

People
Influence

O
ur
O
pini

                  
    
    o    

　
社
会
科
の
単
元
は
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
言
語
活
動
を
備
え
る
と
と
も
に
、

一
つ
の
単
元
の
中
で
適
切
に
統
合
さ
れ
た
多
様
な
言
語
活
動
を
提
供
す
る
。
こ

の
会
議
は
、
提
案
し
て
い
る
単
元
「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に

よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」
に
関
し
て
議
論
し
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
日
々
の
会
議
は
、
日
本
側
は
、
言
語
活
動
の
領
域
を

出
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
統
合
の
必
要
性
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
こ
の
時

点
で
は
、
統
合
（integrate

         
）
と
い
う
用
語
は
使
い
な
が
ら
単
元
（unit

    
）
と
は

言
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　
一
方
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
方
は
、unit

 
   
（
単
元
）、social

studies
unit

 
                  
（
社
会
科

の
単
元
）、「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を

こ
う
む
る
か
」
に
、
明
ら
か
に
意
識
的
に
触
れ
て
い
ま
す
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
会

議
報
告
か
ら
見
る
限
り
、
同
一
方
向
を
取
り
な
が
ら
、
微
妙
に
強
調
点
は
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
と
な
り
ま
す
と
、
そ
の
微
妙
に
異
な
る
「
言
語
活
動
の
領
域
」
と
単
元
「
わ

n  s  ?”    
　３４
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れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」

の
行
く
末
が
、
気
が
か
り
で
す
。

　
七
月
一
〇
日
に
示
さ
れ
た
日
本
側
の
言
語
活
動
・
領
域
の
骨
格
は
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
よ
う
で
、
七
月
一
四
日
の
会
議
報
告
で
も
、
領
域
別
編
成
は

生
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
も
、
次
第
に
『
学
習
指
導
要
領
』
の
完
成
が
見

え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
、
な
か
な
か
用
意
周
到
、
権
謀
術
数
の
や
り
取

り
が
展
開
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
を
認
め
な
が
ら
別
の
一
つ
を

認
め
さ
せ
る
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
七
月
一
四
日
は
、
中
学
校
の
各
章
の
作
成
進
度
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
序
、
読
む
、
文
学
、
習
字
は
出
版
準
備
、
文
字
表
現
、
口
頭
表
現
は
大
幅
修

正
進
行
中
、
文
法
は
認
可
・
提
出
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
領
域
ご
と
に
、

大
部
分
が
仕
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
最
後
の
項
と
し
て
、
言
語
活
動
を
統
合

す
る
社
会
科
の
単
元
（
た
ぶ
ん
こ
の
命
名
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
？
）
が
上
が
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
中
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　S
ocial

studies
unit

to
integrate

lan

                                    

guage
activities

                 —  

now
being

    
       

w
ritten

by
the
com
m
itt

 
                 
 
     

　
オ
ズ
ボ
ー
ン
と
し
て
は
、
単
元
「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に

よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」
を
何
と
か
入
れ
さ
せ
る
、
こ
の
目
的

が
達
成
で
き
る
な
ら
、
後
の
小
さ
な
こ
と
は
認
め
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、

そ
の
辺
り
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
何
が
何
で
も
と
い
う
強
い
押
し
押
し
つ
け
の
よ

う
に
も
思
え
ま
す
し
、
お
勧
め
レ
ベ
ル
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
し
、
判
断
は
難

し
い
所
で
す
。
た
だ
、
最
終
的
に
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
に

入
れ
た
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

ee   .  　３５

　
○
７
・
　
　T
he
w
ork
is
now
substantially

com
ple

 
    
          
                  
   ted.

    
（
こ
の
仕
事
は
、

２２

実
質
上
、
終
わ
り
つ
つ
あ
る
）
と
書
い
て
あ
り
、
口
頭
表
現
、
文
字
表
現
、
文

法
が
修
正
さ
れ
、
出
版
許
可
と
な
っ
て
い
ま
す
。
構
成
は
、
１
．
ま
え
が
き
、

２
．
話
し
方
、
３
．
作
文
、
４
．
読
み
方
、
５
．
書
き
方
、
６
．
文
学
、
７
．

あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
を
含
む
統
合
さ
れ
た
単
元
（Integrated

U
nit
Involving

            
              

allC
om
m
on
L
anguage

A
ctivities

     
  
 
    
         
         
）、
８
．
文
法
と
な
っ
て
い
て
、「
単
元
」
は

き
ち
ん
と
位
置
づ
い
て
い
ま
す
。

　
○
７
・
　
　
今
日
、
最
終
的
な
許
可
が
下
り
た
。
八
章
の
う
ち
既
に
七
章
は

２４

出
版
社
に
送
ら
れ
て
い
る
と
、
作
業
の
終
了
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。

　F
inal

approval
for
content

w
as
given

                            
        

today.
S
even

of
the
eight

                           

sections
have

already
gone

to
publis

                                    he     

　
残
り
の
一
つ
は
、
懸
案
の
単
元
に
つ
い
て
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
結
局
、
単
元

に
関
す
る
章
は
、
第
七
章
に
予
定
さ
れ
な
が
ら
、『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編

（
試
案
）』
で
は
「
参
考
一
　
単
元
を
中
心
と
す
る
言
語
活
動
の
組
織
」
に
な
っ

て
い
く
過
程
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
会
議
報
告
か
ら
は
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　
社
会
科
の
単
元
と
明
確
に
言
い
切
る
オ
ズ
ボ
ー
ン
と
国
語
科
の
立
場
で
協
議

し
て
い
る
委
員
と
の
間
に
は
、
や
は
り
埋
め
る
に
埋
め
ら
れ
な
い
溝
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。「
参
考
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
ぎ
り
ぎ
り

の
妥
協
点
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
完
成
し
た
『
学
習
指
導
要
領
　
国

語
科
編
（
試
案
）』
の
「
参
考
」
の
書
き
出
し
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
話
す
こ
と
、
つ
づ
る
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
、
文
法
、
文
学
等
と

わ
け
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
学
習
の
便
宜
の
た
め
に
す
ぎ
な
い
の

rs   .  　３６
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で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
る
た
め
に
読
ん
だ
り
、
ま
た
、
楽
し
み
の

た
め
に
読
ん
だ
り
、
文
章
で
表
わ
し
た
り
、
話
し
あ
っ
た
り
、
文
法
を
わ
き

ま
え
た
り
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
国
語
の
効
果
的
な
使
用
と
い
う
点

か
ら
し
て
一
体
を
な
す
も
の
で
、
わ
け
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
教
室
に
お
け
る
国
語
科
の
作
業
は
、
単
元
を
中
心
に
し
て
、
組
み
た
て
る

こ
と
も
で
き 

「
痛
み
分
け
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
の
文
部
省
は
、
協
議
会
等
で
こ
の
単
元
に
つ
い
て
、
大
き

く
旗
振
り
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

（
３
）
考
察

　
こ
う
し
て
単
元
の
導
入
過
程
を
見
て
き
ま
す
と
、

　
○
石
森
の
「
こ
ち
ら
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
少
し
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
○
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
の
「
押
し
つ
け
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
何
が
何
で
も
と
い
う
高
圧
的
な
、
絶
対
命
令
と
も
少
し
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
繰
り
返
し
そ
の
導
入
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
か

ら
判
断
す
る
と
、
そ
し
て
そ
の
時
の
立
場
を
勘
案
す
る
と
、
や
は
り
「
押
し
つ

け
」
感
は
免
れ
得
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
輿
水
の
回
想
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
各
項
目
ご
と
に
、
そ
う
い
う
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
聞
い
て
か
ら
、
こ
ち
ら

で
原
稿
を
書
い
て
は
、
そ
れ
を
文
部
省
で
英
訳
し
て
、
司
令
部
に
持
っ
て
行

く
ん
で
す
。
す
る
と
、
む
こ
う
さ
ん
が
い
ろ
い
ろ
書
き
こ
ん
で
返
し
て
く
れ

る
ん
で
す
。
全
部
す
ん
だ
七
月
の
何
日
で
し
た
か
、
わ
た
し
が
井
坂
君
と
オ

る
。

　３７

ズ
ボ
ン
氏
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
時
に
、「
単
元
の
展
開
に
よ
る
国
語
の
学
習
は

日
本
で
も
や
れ
ま
す
か
、
わ
た
し
は
こ
う
い
う
の
を
考
え
た
ん
だ
が
」
と
い
っ

て
、
プ
リ
ン
ト
を
渡
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
二
十
二
年
度
試
案
の
付
録
に
な
っ

た
「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を

こ
う
む
る
か
」
と
い
う
、
話
題
を
め
ぐ
る
言
語
活
動
の
組
織
で
し
た
。
オ
ズ

ボ
ン
氏
は
、
こ
れ
は
自
分
が
考
え
た
ん
だ
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
の

が
日
本
で
も
や
れ
ま
す
か
」
と
い
う
。「
や
れ
る
よ
う
だ
か
ら
、
考
え
て
み
よ

う
」
と
い
っ
た
ら
、
喜
び
ま
し
て
ね
。
そ
の
時
は
、
文
部
省
の
通
訳
が
い
な

く
て
井
坂
君
が
つ
い
て
行
っ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
井
坂
君
は
い
い
人
で
す

か
ら
、
責
任
を
持
っ
て
そ
の
プ
リ
ン
ト
を
訳
し
ま
す
よ
と
い
っ
て
く
れ
ま
し

た
。

　
よ
く
、
ア
メ
リ
カ
さ
ん
に
い
ろ
い
ろ
強
い
ら
れ
た
と
い
う
人
が
い
ま
す
。

わ
た
し
は
オ
ズ
ボ
ン
氏
に
は
そ
う
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
執
筆
に
、

ア
メ
リ
カ
さ
ん
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
演
説
は
あ
っ
た
が
、
大
部
分
は
、

わ
た
し
の
ほ
う
で
、
勝
手
に
、
書
い
て
行
っ
た
の
で
す
。
オ
ズ
ボ
ン
氏
に
強

い
ら
れ
て
書
い
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
が
書
い
て
行
く
と
、
そ

れ
を
読
ん
で
む
こ
う
が
書
き
こ
ん
で
く
れ
、
い
ろ
い
ろ
感
想
批
評
を
い
わ
れ

る
。
ア
メ
リ
カ
と
日
本
は
ち
が
う
と
い
う
の
で
、「
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
」
と
し
か
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
オ
ズ
ボ
ン
氏
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し

に
関
し
て
は
、
他
の
人
も
そ
う
で
し
た
ね
。「
こ
う
い
う
こ
と
は
、
日
本
で
も

や
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
、
一
応
は
、
相
談
の
形
で
出
し
て
く
る
。
い
つ
も

そ
う
で
し
た
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
自
分
で
、
勉
強
に
は
な
る
な
と
思
い

ま
し
た
が
、
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
は
あ
ま
り
受
け
な
か
っ
た
。（
中

略
）
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こ
の
よ
う
に
、
最
後
に
な
っ
て
国
語
科
で
単
元
に
よ
る
学
習
活
動
の
組
織

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
研
究
し
て
み
て
く
れ
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。

わ
た
し
は
、
そ
の
時
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
や
り
方
だ
と
思
い
ま

し
た
ね
。
オ
ズ
ボ
ン
氏
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
は
井
坂
氏
が
日
本
語
に
訳
し
て

く
れ
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
は
そ
れ
を
自
分
で
書
き
直
そ
う
と
、
す
こ
し
試
み

た
の
で
す
が
、
う
ま
く
書
け
な
い
ん
で
す
。
結
局
、
オ
ズ
ボ
ン
氏
の
を
そ
の

ま
ま
頂
い
て
、
少
し
手
を
入
れ
た
だ
け
で
す
。（
引
用
者
注
─
そ
ん
な
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
の
か
。
で
も
、
ど
こ
が
翻
訳
で
ど
こ
が
「
手
を
入
れ
た
」
と
こ
ろ

か
、
そ
の
区
別
は
で
き
な
い
）
そ
れ
が
で
き
た
の
は
も
う
八
月
に
は
い
っ
て

い
た
か
も
し
れ
ま
せ 

　
輿
水
は
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
生
ま
れ
で
、
当
時
は
四
〇
歳
に
近
い
。

オ
ズ
ボ
ー
ン
は
一
九
一
二
年
生
ま
れ
、
三
五
歳
。
こ
の
二
人
は
年
齢
も
近
い
。

輿
水
は
英
語
も
で
き
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
の
回
想
も
ど
こ
ま
で
真
実
を
反

映
し
て
い
る
か
、
そ
こ
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
と
い

え
ば
、
当
時
か
ら
す
で
に
二
〇
年
近
く
も
経
過
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
細
か

な
内
容
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
の
雰
囲
気
・
印
象
の
大
体
は
伝
え
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。

　
輿
水
は
、
ま
た
、
別
の
所
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の

方
が
ぴ
っ
た
り
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
昭
和
二
二
年
度
学
習
指
導
要
領
は
ア
メ
リ
カ
の
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ
ン
（
指
示
、

教
示
）
に
よ
っ
て
文
部
省
が
作
っ
た
。
ま
っ
た
く
取
り
あ
え
ず
の
も
の
だ
っ

た
。
国
語
科
は
、
文
部
省
の
者
に
外
部
か
ら
沖
山
光
（
当
時
は
ま
だ
第
一
師

範
）
花
田
哲
幸
、
西
原
慶
一
、
滑
川
道
夫
、
そ
れ
に
、
わ
た
し
が
協
力
し
て

作
っ
た
が
、
大
体
は
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
さ
ん
と
オ
ズ
ボ
ー
ン
氏
の
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ

ん
。

　３８

ン
に
よ
っ
て
い
た
。
中
に
ち
ょ
っ
ち
ょ
っ
と
、
日
本
の
考
え
を
取
り
入
れ
た
。

共
同
経
験
を
文
字
化
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
話
し
、
読
み
、
書
く
こ
と
を
教

え
る
、
経
験
主
義
的
方
法
の
中
核
と
し
て
の
エ
キ
ス
ピ
リ
ア
ン
ス
・
チ
ャ
ー

ト
（
経
験
チ
ャ
ー
ト
）
を
「
文
字
版
」
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
く
ら
い
、

ア
メ
リ
カ
の
サ
ジ
ェ
ス
シ
ョ
ン
を
ね
じ
ま
げ
た
と
い
う
か
、
日
本
化
し
た
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
れ
は
暫
定
的
の
も
の
だ
っ 

　
こ
の
考
察
が
、
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』

の
性
格
を
最
も
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
『
学

習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
作
成
過
程
を
見
て
き
ま
す
と
、
ま
さ
に

小
学
校
版
は
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
（
六
月
三
日
以
降
）、
中
学
校
版
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
（
六

月
一
七
日
、
七
月
八
日
以
降
）
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
に
大
き
く
拠
っ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
最
初
の
三
つ
の
課
題
に
返
っ
て
、
結
論
を
述
べ
ま
す
。

（
１
）『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
日
本
側
原
案
そ
の
も
の
は
作

ら
れ
た
（
石
森
・
青
木
の
両
案
）
よ
う
で
す
が
、
今
日
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
肝
心
の
石
森
案
は
、
戦
前
の
教
師
用
書
に
類
似
の
も

の
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
局
日
の
目
を
見
る
に
至
ら
な
い

で
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

（
２
）
そ
の
不
認
可
以
降
の
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
展
開

は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
と
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
・
リ
ー
ド
に

よ
る
と
し
て
良
か
ろ
う
。
小
学
校
の
文
字
版
、
辞
書
利
用
、
学
校
新
聞
、
中
学

校
の
単
元
例
「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響

を
こ
う
む
る
か
」
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
。

た
。

　３９
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（
３
）『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
末
尾
の
「
参
考
」、
単
元
「
わ

れ
わ
れ
の
意
見
は
、
他
人
の
意
見
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
影
響
を
こ
う
む
る
か
」

の
導
入
は
、
昭
和
二
二
年
七
月
八
日
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
示
唆
に
よ
る
。
日
本
側

の
「
こ
ち
ら
か
ら
」
働
き
か
け
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
絶
対
命

令
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
（
示
唆
）
で
あ
っ
た
と
い
う
の

が
私
の
解
釈
で
す
。

　
こ
れ
が
、
三
つ
の
課
題
に
対
す
る
私
の
結
論
で
す
。

Ⅲ
　
戦
後
初
期
国
語
教
育
改
革
に
お
け
る
『
学
習
指
導
要

領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
役
割
と
意
義

　
結
局
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
ヘ
フ
ァ
ナ
ン
と
オ
ズ
ボ
ー
ン
）
の
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科

編
（
試
案
）』
は
短
時
日
の
間
に
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
状
況
で
作
成
さ
れ
た
昭
和
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領 

国
語
科
編
（
試
案
）』
で
す
が
、
こ
の
成
立
に
つ
い
て
、
位
置
、
特
色
・
意
義
な

ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
１
．
ま
ず
「
位
置
」
づ
け
で
す
が
、
こ
の
成
立
は
、
や
は
り
日
本
の
国
語
教

育
の
分
岐
点
、
戦
後
国
語
教
育
改
革
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
歴
史
的
営
為

と
し
て
位
置
付
け
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
２
．
次
に
「
特
色
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
わ
が
国
の
教
育
に
お
い
て
有
史

以
来
、
初
め
て
外
国
（
ア
メ
リ
カ
）
の
示
唆
、
命
令
に
よ
っ
て
教
育
方
針
を
策

定
し
た
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
外
国
に
先
例
を
求
め
て
参
考
に
し
た
こ
と
（
間

接
的
摂
取
）
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
が
、
直
接
の
導
入
（
直
接
的
摂
取
）
は

初
め
て
の
こ
と
で
し
た
。

　
３
．
さ
ら
に
「
意
義
」
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。

　
学
習
指
導
要
領
に
し
て
も
、
単
元
学
習
に
し
て
も
、
あ
れ
か
ら
七
〇
年
に
及

ぼ
う
と
し
て
い
る
今
日
に
継
続
し
て
い
ま
す
。
こ
の
紆
余
曲
折
、
価
値
観
多
様

化
の
時
代
を
超
え
て
、
そ
の
役
割
を
演
じ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
自
体
、

既
に
意
義
深
い
こ
と
で
す
。
教
育
改
革
と
し
て
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
、
そ

う
し
た
長
く
牽
引
す
る
こ
と
に
な
る
、
歴
史
的
な
営
み
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

学
習
者
本
位
、
学
習
者
の
発
達
段
階
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
の
着
眼
、
言
語
能
力
、

評
価
な
ど
、
こ
の
時
に
大
き
な
意
識
改
革
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
に
ま
で
及
ん

で
い
る
の
で
す
。
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
、
普
遍
性
を
備
え
て
い

た
と
言
う
べ
き
か
、
大
き
な
歴
史
的
営
み
が
展
開
し
て
い
た
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
中
か
ら
、「
国
語
教
育
観
の
転
換
」、「
単
元
的
展
開
の
試
み
」、「
評

価
意
識
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）
国
語
教
育
観
の
転
換
（「
目
標
─
内
容
─
方
法
─
評
価
」、「
教
授
か
ら
学

習
へ
」）

　
石
森
に
し
て
も
、
青
木
に
し
て
も
、
そ
の
「
案
」
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
認
め
ら

れ
る
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
何
故
だ
っ
た
の
か
？

　
日
本
の
そ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
は
、
何
（
内
容
）
を
ど
う
教
え
る
か
（
方
法
）

が
優
先
し
て
い
て
、
そ
の
追
究
に
懸
命
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ

か
ら
、
戦
後
も
、
ま
ず
教
科
書
（
何
、
内
容
）
を
作
り
ま
し
た
。「
何
を
」
が
な

い
と
、
日
本
の
国
語
教
育
は
何
も
始
ま
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
こ
の
状
況
は
、
現
代
も
同
様
で
す
。

　
だ
か
ら
、
戦
後
最
初
の
国
語
教
科
書
（
石
森
が
編
纂
の
中
心
）
は
、
せ
い
ぜ
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い
が
教
材
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
「
群
れ
」（
文
種
）
の
発
想
だ
っ
た
の
で
す
。
そ

の
「
内
容
・
方
法
」
の
前
提
と
し
て
、
本
当
は
、「
目
標
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
一
環
と
し
て
「
方
法
」
も
「
評
価
」
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
す
。
戦
後
直
ち

に
教
科
書
を
作
っ
た
時
、
何
を
教
え
る
か
、
そ
れ
は
難
し
く
な
い
か
、
そ
れ
は

教
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
（
こ
と
・
も
の
）
か
と
い
う
発
想
は
あ
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
を
「
い
つ
」
学
ぶ
の
か
、
な
ぜ
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
な
ど
と

い
っ
た
「
目
標
─
内
容
─
方
法
─
評
価
」
の
発
想
は
稀
薄
で
あ
っ
た
と
言
え
ま

す
。
そ
の
意
味
で
、「
学
習
指
導
要
領
」
を
作
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
「
内
容
・
方
法
」
中
心
の
考
え
方
に
、「
目
標
・
評
価
」

を
考
え
る
機
会
を
生
み
出
し
た
こ
と
、
そ
れ
も
、
教
師
自
身
が
そ
れ
を
考
え
る

主
体
で
あ
る
こ
と
を
新
た
に
認
識
さ
せ
た
こ
と
の
意
義
は
と
て
も
大
き
い
と
思

い
ま
す
。
教
師
は
教
え
る
存
在
か
ら
教
育
活
動
を
支
え
る
存
在
へ
と
立
場
を
変

え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
教
材
研
究
─
指
導
方
法
」
か
ら
「
目

標
─
内
容
─
方
法
─
評
価
」
の
教
育
の
構
造
を
自
前
で
作
り
上
げ
る
こ
と
へ
と

目
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
教
師
の
意
識
を
大
き
く
変
え
た
こ
の
営
み

は
、
や
は
り
「
改
革
」
に
他
な
ら
な
い
、「
改
革
」
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。

（
２
）
単
元
的
展
開
（
効
果
的
な
学
習
法
と
し
て
、「
知
識
か
ら
活
動
へ
」）

　
次
に
、「
単
元
学
習
」（U
nit
of
W
ork

 
        
   
）
の
導
入
に
つ
い
て
で
す
。
単
元
に
は
、

当
初
、
関
係
者
は
み
ん
な
本
気
で
困
窮
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
昭
和

二
二
年
七
月
八
日
、
そ
れ
ま
で
す
ん
な
り
収
ま
り
そ
う
に
一
歩
前
ま
で
き
て
い

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
単
元
を
考
え
る
よ
う
オ
ズ
ボ
ー
ン
か
ら
促
さ
れ
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
た
日
本
の
国
語
教
育
改
革
に
大
き
く
つ
な
が
る
瞬
間
で
あ
っ
た
と
言
え

ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
総
合
的
な
学
習
を
考
え
て
き
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
み
ん
な
困
惑
し
た
の
で
し
た
。
過
去
に
例
を
求
め
よ

う
と
し
て
、
明
治
期
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
を
探
し
出
し
た
り
し
て
も
、
そ
れ
と
は
異

な
っ
て
い
た
の
で
途
方
に
暮
れ
た
よ
う
で
す
。
人
は
先
ず
新
し
い
も
の
に
出
く

わ
す
と
、
先
例
・
前
例
、
或
い
は
類
似
の
例
を
求
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
に

当
た
る
も
の
が
あ
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
単
元
学
習
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
国
語
科
は
教
科
書
が
あ
れ
ば
教
え
ら
れ
る
、
教
科
書
が
言
わ
ば
金

科
玉
条
で
あ
り
、「
教
科
書
ま
ず
あ
り
き
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
教

科
書
も
教
材
の
一
つ
で
あ
る
、
ま
ず
そ
の
発
想
の
転
換
、
意
識
改
革
が
ま
さ
に

「
改
革
」
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。「
教
材
を
探
す
、
教
材
を
創
る
」
─
そ
う

し
た
発
想
が
一
般
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
教
材
を
深
く
研

究
し
、
そ
れ
を
ど
う
上
手
く
教
え
る
か
、
そ
れ
が
良
い
教
師
の
条
件
で
し
た
。

　
そ
れ
を
単
元
学
習
は
、
言
わ
ば
根
底
か
ら
覆
し
ま
し
た
。「
学
習
者
の
興
味
・

関
心
を
生
か
し
な
が
ら
、
問
題
・
課
題
に
取
り
組
む
中
で
、
効
果
的
に
言
語
活

動
を
展
開
し
、
言
語
能
力
を
育
む
」、
こ
の
言
わ
ば
迂
遠
な
方
法
（
目
標
の
効
果

的
な
実
現
の
た
め
に
内
容
・
方
法
を
考
え
る
）
が
な
か
な
か
理
解
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
。
ま
た
そ
の
考
え
方
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
方
法
の
実
現
に
戸

惑
っ
た
の
で
す
。
先
に
も
取
り
上
げ
た
「
何
を
（
─
教
科
書
を
）、
ど
う
教
え
る

か
（
─
う
ま
い
教
え
方
）、
そ
う
し
た
知
識
的
・
暗
記
的
（
暗
記
・
記
憶
型
中

心
）
教
育
か
ら
、「
ど
ん
な
言
葉
の
力
を
付
け
る
た
め
に
、
ど
ん
な
問
題
・
課
題

を
設
定
し
、
そ
の
問
題
・
課
題
の
解
決
に
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
話
し
合
っ
た

り
し
て
懸
命
に
取
り
組
み
、
そ
の
中
で
効
果
的
に
こ
と
ば
の
力
を
育
む
、
言
わ

ば
学
習
者
中
心
の
国
語
教
育
へ
の
転
換
（
視
座
の
転
換
）
は
容
易
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
理
念
と
し
て
も
、
ま
た
実
践
と
し
て
も
で
す
。

こ
の
時
期
、
多
く
の
学
校
で
こ
の
効
果
的
な
学
習
指
導
法
で
あ
る
単
元
学
習
に

─　　─２４



取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
し
た
営
み
の
中
か
ら
、
今
日
も
こ
の
単
元
学
習
に

共
鳴
し
て
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
る
実
践
者
が
い
ま
す
。
改
革
が
今
日
に
及

ん
で
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
評
価
意
識
─
特
に
指
導
の
内
省
─

　
学
習
指
導
要
領
は
、
評
価
の
観
点
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
学
習
が
効
率
的

に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
テ
ス
ト
に
よ
る
確
か
め
は
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
が
、

そ
こ
に
は
学
習
者
一
人
一
人
の
問
題
、
そ
れ
に
教
師
自
身
の
内
省
の
問
題
は
希

薄
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
単
元
学
習
を
通
し
て
、
評
価
は
学
習
を
振
り
返

る
と
と
も
に
、
指
導
も
振
り
返
る
こ
と
と
い
う
機
会
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、

や
は
り
大
き
な
改
革
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
い
つ
し
か
声
と
し
て
は
小
さ

く
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
定
着
し
た
か
ら
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
り
わ
け
教
師
の
内
省
の
面

は
、
希
薄
で
す
。
年
間
指
導
計
画
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
チ
エ
ッ
ク
が
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
も
、
指
導
と
評
価
の
一
体
化
、
目
標
と
評
価
の
呼
応
な
ど
が
強
調

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
意
識
と
し
て
生

か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
改
革
の
一
側
面
で
す
。

お
わ
り
に
（
現
在
の
ル
ー
ツ
、
現
在
そ
の
も
の
の
課
題
、

普
遍
性
）

　
こ
う
し
て
考
察
を
進
め
て
き
ま
す
と
、『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試

案
）』
で
展
開
さ
れ
た
「
目
標
─
内
容
─
方
法
─
評
価
」
の
教
育
の
構
造
、
単
元

的
展
開
、
評
価
意
識
は
、
決
し
て
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
の
一
時
期
の
こ

と
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。「
温
故
知
新
」、「
歴
史
は
繰
り
返
す
」、

「
歴
史
は
過
去
と
の
対
話
」、
決
し
て
単
な
る
過
去
の
話
で
は
な
く
、
ま
さ
に
現

代
の
課
題
で
あ
り
ま
す
。
何
も
、
い
た
ず
ら
に
過
去
を
現
在
に
結
び
つ
け
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
に
結
び
つ
く
の
で
す
。
時
空
を
超
え

て
同
一
の
問
題
が
私
た
ち
の
目
の
前
で
展
開
し
て
い
る
の
で
す
。
言
語
活
動
の

充
実
も
ま
さ
に
単
元
学
習
攻
防
の
歴
史
の
再
来
と
言
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
過
去
は
現
在
を
見
つ
め
る
鏡
で
す
。
過
去
を
見
る
こ
と
は
現
在
を
見
る
こ
と

で
す
。
歴
史
研
究
を
そ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
し
た
。「
歴
史
の
空
白
を
埋
め
、
現

在
の
ル
ー
ツ
を
探
る
旅
」
と
言
っ
て
き
た
の
も
、
そ
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。

注１
　
石
森
（
注
３
）、
輿
水
（
注
９
、　
）
な
ど
の
回
想
か
ら
。

１１

２
　「
係
官
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
さ
ん
に
「
も
う
、
国
語
科
の
指
導
要
領
の
中
に
『
単

元
』
と
い
う
こ
と
を
だ
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。」」、（「
占
領
下
の
こ
ろ
」、「
言

語
生
活
」
第
一
六
四
号
、
一
九
六
五
・
五
、
筑
摩
書
房
）
五
九
ペ
ー
ジ

３
　「
国
語
教
育
の
回
顧
と
展
望
　
三
」、『
国
語
教
育
講
座
　
国
語
教
育
問
題

史
』、
一
九
五
一
・
七
、
刀
江
書
院
、
七
九
～
八
〇
ペ
ー
ジ

４
　「
コ
ト
バ
」
復
刊
第
一
号
、
一
九
四
八
・
二
、
国
語
文
化
学
会
、
九
ペ
ー
ジ

５
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６
　
５
に
同
じ

７
　
５
に
同
じ

８
　
小
久
保
美
子
『
Ｃ
Ｉ
Ｅ
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
レ
ポ
ー
ト
が
語
る
改
革
の
事

─　　─２５



実
─
戦
後
国
語
教
育
の
原
点
─
』、
二
〇
〇
二
・
八
、
東
洋
館
出
版
社
、
五
二

ペ
ー
ジ

９
　「
国
語
科
に
お
け
る
単
元
学
習
の
導
入
」、「
国
語
教
育
の
近
代
化
」
第
六
〇

号
、
一
九
六
七
・
七
、
四
二
ペ
ー
ジ
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１０　
　「
国
語
教
育
の
近
代
化
」
第
二
二
九
号
、
一
九
八
一
・
八
、
一
六
ペ
ー
ジ

１１　
　
９
に
同
じ
、
四
二
～
四
三
ペ
ー
ジ

１２　
　
９
に
同
じ
、
四
三
ペ
ー
ジ

１３　
　
石
森
─
青
木
の
関
係
に
つ
い
て
、
輿
水
に
次
の
よ
う
な
談
話
が
あ
る
。

１４
　
二
二
年
度
学
習
指
導
要
領
に
わ
た
し
が
深
い
関
係
を
も
っ
た
理
由
は
、
石

森
氏
が
、
教
科
書
が
終
わ
っ
て
Ｃ
Ｉ
Ｅ
か
ら
各
教
科
の
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス

タ
デ
ィ
を
作
れ
と
い
わ
れ
た
時
に
、
そ
の
全
体
の
取
り
ま
と
め
を
し
て
い
る

心
理
学
の
青
木
誠
四
郎
氏
（
後
に
教
材
研
究
課
長
と
な
る
）
と
意
見
が
合
わ

ず
、
や
め
る
と
言
い
出
さ
れ
た
の
で
、
び
っ
く
り
し
た
篠
原
氏
や
猪
股
氏
か

ら
電
話
で
呼
び
出
さ
れ
、
横
須
賀
か
ら
出
か
け
て
行
っ
て
、
青
木
さ
ん
と
い

ろ
い
ろ
話
し
合
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。（
　
に
同
じ
、
一
六
ペ
ー
ジ
）

１１

　
二
二
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』
の
最
先
端
に
い
た

二
人
（
石
森
と
青
木
）
が
、
こ
う
し
た
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と

も
当
事
者
か
ら
直
接
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
思
い
起
こ
す
の
は
、

青
木
が
石
森
に
Ｃ
Ｉ
Ｅ
の
不
許
可
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
ヘ

フ
ァ
ナ
ン
た
ち
の
不
評
を
買
っ
た
（
不
信
感
）
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
背

景
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
横
道
に
そ
れ
た
話
題

で
は
あ
る
が
、
歴
史
の
陰
に
こ
う
し
た
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
一
つ

か
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
青
木
は
、『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』

を
自
力
で
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
師
附
属
の
助
け
を
借

り
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
。

　
　
８
に
同
じ
、
五
八
ペ
ー
ジ
を
要
約
。

１５　
　
　
に
同
じ
。

１６

１０

　
　
８
に
同
じ
、
六
一
ペ
ー
ジ
を
一
部
意
訳
。

１７　
　
　
に
同
じ
。

１８

１０

　
　
　
に
同
じ
。

１９

１０

　
　
８
に
同
じ
、
六
三
～
六
八
ペ
ー
ジ
を
抜
粋
引
用
。

２０　
　
２
に
同
じ
、
五
五
～
五
六
ペ
ー
ジ

２１　
　
拙
稿
「『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』（
１
９
４
７
年
度
版
）
に

２２
関
す
る
考
察
─C

onference
R
eports

 
           
      

の
分
析
を
通
し
て
─
」、「
広
島
大
学
大

学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
　
第
二
部
」
第
六
三
号
、
二
〇
一
四
・
一
二

　
　『
新
し
い
小
学
校
の
教
師
』、
一
九
四
七
・
一
一
、
牧
書
店
、
一
一
三
～
一

２３
一
五
ペ
ー
ジ

　
　
　
に
同
じ
。

２４

１０

　
　
８
に
同
じ
、
六
三
ペ
ー
ジ

２５　
　
２
に
同
じ
、
五
九
ペ
ー
ジ

２６　
　
８
に
同
じ
、
七
三
ペ
ー
ジ

２７　
　『
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
（
試
案
）』、
八
七
～
八
八
ペ
ー
ジ

２８　
　
８
に
同
じ
、
二
四
〇
ペ
ー
ジ
を
要
約

２９　
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３０　
　
　
に
同
じ

３１

３０

　
　
　
に
同
じ

３２

３０

　
　
　
に
同
じ

３３

３０

─　　─２６



　
　
　
に
同
じ

３４

３０

　
　
　
に
同
じ

３５

３０

　
　
　
に
同
じ

３６

３０

　
　
　
に
同
じ
、
一
四
七
ペ
ー
ジ

３７

２８

　
　
９
に
同
じ
、
四
四
～
四
五
ペ
ー
ジ

３８　
　『
昭
和
国
語
教
育
個
体
史
』、
一
九
九
〇
・
一
〇
、
渓
水
社
、
二
一
一
～
二

３９
一
二
ペ
ー
ジ

（
広
島
大
学
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
六
年
八
月
一
一
日
、
第
五
五
回
広
島
大
学
国
語
教
育

学
会
に
お
い
て
「
特
別
研
究
発
表
」
し
た
も
の
に
基
づ
き
、
一
部
加
除
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
。

─　　─２７




