
一
　
は
じ
め
に

　
松
山
高
校
に
赴
任
し
て
す
ぐ
に
、「
こ
れ
ま
で
の
自
分
自
身
の
勉
強
や
経
験
が

ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
そ
ん
な
現
状
に
直

面
し
、
愕
然
と
し
ま
し
た
。
漢
字
が
読
め
な
い
。
言
葉
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。

次
の
時
間
に
は
前
の
時
間
の
内
容
を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
る
…
こ
れ
ま
で
、
所
謂
進

学
校
で
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
稿
者
に
と
っ
て
は
、
分
か
ら
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
校
だ
か
ら
小
中
学
校
で
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
い

う
稿
者
の
中
の
常
識
が
全
く
通
用
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
生
徒
に
あ
っ

た
レ
ベ
ル
の
授
業
を
し
な
け
れ
ば
と
必
死
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
様
々
な
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
山
陽
新
聞
社
の
ご

協
力
の
も
と
、「
コ
ラ
ム
を
発
端
に
思
考
を
表
現
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
授
業

を
行
い
ま
し
た
。

　
本
稿
は
山
陽
新
聞
社
と
吉
備
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
取
材
を
受
け
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
授
業
で
あ
り
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
の
「
三
時
の
会
」
で
の

発
表
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
す
。

二
　
学
校
紹
介

　
岡
山
県
高
梁
市
立
松
山
高
等
学
校
は
、
備
北
地
区
唯
一
の
夜
間
定
時
制
高
校

で
あ
る
。
生
徒
の
多
く
が
何
か
し
ら
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
現
在
は
十
五
～

四
十
七
歳
の
二
十
一
名
が
在
籍
し
て
い
る
。
全
四
学
年
で
あ
る
。「
働
き
つ
つ
学

ぶ
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
昼
間
は
仕
事
を
し
、
夜
は
学
校
で
勉
強
を
し
て
い
る
。

本
校
へ
来
る
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
よ
う
な
生
徒
が
多
く

（
不
登
校
や
保
健
室
登
校
、
特
別
支
援
学
級
な
ど
）、
平
成
二
十
五
年
度
の
全
国

学
力
テ
ス
ト
小
学
校
第
六
学
年
Ａ
問
題
を
全
校
生
徒
対
象
に
実
施
し
た
と
こ
ろ

（
今
年
度
最
初
の
授
業
で
実
施
）、
正
答
率
が
約
五
十
五
％
で
あ
り
、
学
力
は
極

め
て
低
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。（
得
点
は
発
表
者
が
設
定
し
た
の
で
、
正
答

率
の
数
字
は
目
安
）
一
方
で
は
、
定
時
制
高
校
の
不
利
な
点
な
ど
を
自
覚
し
、

本
気
で
学
び
直
し
を
求
め
、
と
て
も
素
直
で
意
欲
的
な
生
徒
が
多
い
。
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三
　
生
徒
観
と
目
的

　
今
回
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
現
在
の
第
三
学
年
で
あ
る
。
授
業
当
時
は
第
二

学
年
で
在
籍
生
徒
五
名
を
対
象
に
国
語
総
合
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
学
年
は
引

き
こ
も
り
や
不
登
校
を
経
験
し
た
生
徒
ば
か
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
義
務
教
育

を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
生
徒
も
い
る
こ
と
か
ら
、
学
力
と
し
て
は
全
校
で

最
も
低
い
。（
前
述
し
た
今
年
度
当
初
に
行
っ
た
全
国
学
力
テ
ス
ト
の
正
答
率
は

約
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
識
字
能
力
が
著
し
く
低
い
生
徒
、
す
ぐ
に
諦
め
て
自

力
で
は
問
題
に
向
き
合
え
な
い
生
徒
な
ど
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
を
す
る
と
授
業

で
の
反
応
と
全
く
比
例
し
な
い
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
多
い
。
し
か
し
、

ク
ラ
ス
全
体
の
雰
囲
気
は
良
く
、
お
し
ゃ
べ
り
が
好
き
な
生
徒
が
多
い
こ
と
か

ら
、
授
業
も
対
話
形
式
で
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
比
較
的
真
面
目
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
。
学
校
の
大
切
さ
を
認
識
す
る
生
徒
が
多
い
こ
と
か
ら
、
一
生

懸
命
に
授
業
を
受
け
よ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。

　「
読
む
こ
と
」
に
関
し
て
は
、
文
章
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
読
み
へ
と
落
と
す
、

つ
ま
り
読
解
へ
の
手
掛
か
り
と
し
て
具
体
例
を
使
用
す
る
こ
と
に
大
き
な
課
題

を
抱
え
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
授
業
で
扱
う
文
章
の
内
容
が
分
か
る
か
を
問

う
て
も
、「
言
葉
の
意
味
は
何
と
な
く
分
か
る
け
ど
、
何
が
言
い
た
い
の
か
は
分

か
ら
な
い
」
と
答
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
読
む
時
に
何
に
注
意
し
な

が
ら
読
ん
で
い
る
か
を
尋
ね
て
も
、「
特
に
な
い
」
と
全
員
が
答
え
た
。「
書
く

こ
と
」
に
関
し
て
は
、
書
き
出
し
が
定
ま
ら
ず
、
何
時
間
経
っ
て
も
な
か
な
か

前
に
進
ま
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
ま
た
、
文
章
を
長
く
だ
ら
だ
ら
と
書
く
こ

と
は
で
き
る
が
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
何
が
言
い
た
い
の
か
自
分
自
身
が
分
か

ら
な
く
な
り
、
ま
と
ま
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
頻
発
し
て
い
た
。
何
を
書

け
ば
い
い
の
か
、
何
を
書
き
た
い
の
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
ず
、
苦
労
し

て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
事
象
は
全
て
、
具
体
例
に
対
す
る
メ
タ
認
知
の
欠
如
が
原
因
の

一
つ
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
よ
っ
て
、
具
体
例
と
は
何
か
、

な
ぜ
具
体
例
が
必
要
な
の
か
、
こ
の
こ
と
の
解
決
が
生
徒
に
と
っ
て
の
国
語
力

の
基
礎
と
し
て
、
今
後
の
成
長
を
支
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
。

　
そ
こ
で
、
今
回
の
単
元
で
は
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
参
考
に
「
具
体
」
の
効
果

を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
但
し
、
こ
こ
で
言
う
「
具
体
」
と
は
主
に

事
実
と
意
見
と
い
う
対
義
に
お
け
る
事
実
に
当
た
る
も
の
に
焦
点
を
置
い
て
い

る
。

四
　
教
材
観

　「
具
体
」
の
効
果
を
理
解
す
る
た
め
に
今
回
用
い
た
の
は
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
で

あ
る
。
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
教
材
と
し
た
の
は
、
以
下
の
五
点
の
理
由
か
ら
で
あ

る
。

①
コ
ラ
ム
の
書
き
写
し
を
何
度
も
行
い
、
生
徒
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
あ

る
文
章
で
あ
る
こ
と
。

②
段
落
構
成
が
分
か
り
や
す
い
こ
と
。

③
短
い
文
章
で
あ
る
た
め
、
内
容
を
把
握
す
る
の
に
時
間
が
か
か
ら
な
い

こ
と
。

④
具
体
例
が
明
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤
評
論
文
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
し
た
論
理
構
成
を
求
め
ら
れ
ず
自
由
に
書
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け
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
利
点
か
ら
本
教
材
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
本
単
元
で
モ

デ
ル
と
し
て
使
用
し
た
山
陽
新
聞
の
平
成
二
十
五
年
一
月
六
日
の
コ
ラ
ム
は
、

冬
休
み
明
け
で
正
月
の
記
憶
も
新
し
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
旬
な
話
題

で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
使
っ
て
「
具
体
」
の
効

果
に
気
付
き
、
そ
の
効
果
を
自
ら
生
か
し
て
文
章
を
書
い
て
み
る
こ
と
で
、「
具

体
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
せ
る
教
材
と
し
て
使
用
で
き
る
と

考
え
た
。五

　
授
業
の
実
際

　
授
業
は
、
①
イ
メ
ー
ジ
す
る
②
効
果
を
知
る
③
使
っ
て
み
る
と
い
う
三
段
階

で
行
っ
た
。

（
一
）　
イ
メ
ー
ジ
す
る

　
こ
こ
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

い
「
具
体
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
の
区
別
化
を
試
み
た
。

　
ま
ず
、
単
元
の
最
初
に
モ
デ
ル
と
な
る
コ
ラ
ム
の
書
き
写
し
を
行
う
こ
と
で
、

文
章
の
内
容
を
な
ん
と
な
く
分
か
る
と
い
う
程
度
に
読
ん
だ
状
態
に
し
、
記
述

の
中
で
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
（「
具
体
」）
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
気
づ
か
せ

る
た
め
に
、「
イ
メ
ー
ジ
読
み
」
を
行
っ
た
。「
イ
メ
ー
ジ
読
み
」
と
は
、
文
章

に
書
か
れ
た
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
読
む
こ
と
で
あ
る
。
今
回
は
イ
メ
ー

ジ
を
よ
り
共
有
す
る
た
め
に
、
挿
絵
を
用
意
し
、
挿
絵
と
文
章
を
意
味
段
落
ご

と
に
示
し
な
が
ら
読
む
方
法
を
行
っ
た
。

　
こ
の
方
法
は
、
桂
（
２
０
１
１
）
の
「
イ
メ
ー
ジ
型
」
の
中
に
あ
る
「
資
料

提
示
読
み
」
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
桂
氏
の
実
践
は
、
教
科
書
に
本
文

と
一
緒
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
を
使
っ
て
行
う
音
読
で
あ
り
、「
文
章
と
資
料

と
の
対
応
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
は
、
内
容
を
理
解
さ
せ
て
い
く
の
に
と
て
も
有

効
で
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
コ
ラ
ム
に
は
資
料
が
同
時
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
稿
者
が

行
っ
た
授
業
で
は
、
稿
者
が
挿
絵
を
用
意
し
、
そ
の
順
番
を
入
れ
替
え
、
挿
絵

と
本
文
が
対
応
し
な
い
状
態
で
、
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
範
読
を
行
っ
た
。
生
徒

が
読
ま
ず
、
範
読
を
行
う
の
は
、
挿
絵
に
注
目
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　「
絵
を
用
意
し
て
き
た
か
ら
、
顔
を
上
げ
て
絵
を
見
な
が
ら
内
容
を
復
習
し
よ

う
」
と
呼
び
か
け
て
範
読
す
る
と
、
挿
絵
が
順
番
通
り
で
な
い
こ
と
に
気
が
つ

い
た
生
徒
が
す
ぐ
に
反
応
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
生
徒
の
指
摘
か
ら
、
正
し
い

順
番
に
挿
絵
を
並
び
替
え
る
作
業
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
そ
の
根
拠
を
本
文
か

ら
見
つ
け
る
こ
と
で
、
絵
に
な
っ
て
い
る
部
分
を
本
文
か
ら
探
し
出
す
、
つ
ま

り
具
体
例
と
な
っ
て
い
る
部
分
の
抜
き
出
し
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
生

徒
は
自
然
に
絵
に
で
き
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
イ
メ
ー
ジ
」
す
る
の
ま
と
め
と
し
て
、
絵
に
で
き
る
部
分
を
「
具
体
」
と
呼
ぶ

こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
の
中
で
「
具
体
」
と
は
絵
や
映
像
に
で

き
る
も
の
と
い
う
認
知
を
し
始
め
た
。

（
二
）　
効
果
を
知
る

　「
イ
メ
ー
ジ
読
み
」
で
「
具
体
」
を
認
知
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
「
つ
ぶ

や
き
読
み
」
を
通
し
て
、
な
ぜ
「
具
体
」
が
必
要
な
の
か
と
い
う
、「
具
体
」
の

効
果
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
を
行
っ
た
。
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　「
つ
ぶ
や
き
読
み
」
と
は
、
対
象
と
な
る
文
章
の
全
て
の
文
に
合
い
の
手
を
入

れ
な
が
ら
読
む
方
法
で
あ
り
、
文
章
を
論
理
的
に
理
解
す
る
た
め
に
用
い
た
手

法
で
あ
る
。
す
ぐ
に
対
話
形
式
で
は
対
応
で
き
な
い
生
徒
が
多
い
た
め
、「
プ
リ

ン
ト
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
感
覚
で
コ
メ
ン
ト
を
一
言
ず
つ
書
こ
う
」
と
生
徒
に
呼
び

か
け
、
プ
リ
ン
ト
に
書
く
時
間
を
ま
ず
は
設
け
、
そ
の
後
発
表
を
行
っ
た
。
こ

の
「
つ
ぶ
や
き
読
み
」
は
二
回
行
っ
た
。

　
一
回
目
は
コ
ラ
ム
全
文
に
対
す
る
つ
ぶ
や
き
、
二
回
目
は
「
具
体
」
を
全
て

削
除
し
た
文
章
、
つ
ま
り
要
約
し
た
も
の
に
つ
ぶ
や
き
を
行
っ
た
。
一
回
目
の

つ
ぶ
や
き
は
「
楽
し
そ
う
！
何
書
い
て
も
え
ん
？
」
と
楽
し
そ
う
に
書
き
込
ん

で
い
た
。
し
か
し
、
二
回
目
の
要
約
の
文
章
に
な
る
と
極
端
に
反
応
が
薄
く
な

り
、
全
て
の
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
何
も
つ
ぶ
や
け
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。

毎
回
提
出
す
る
授
業
の
「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」
に
、
一
回
目
と
二
回
目
の
つ
ぶ

や
き
に
つ
い
て
、
全
生
徒
が
「
二
回
目
の
方
が
つ
ぶ
や
き
に
く
か
っ
た
」
と
い

う
内
容
が
書
か
れ
て
い
た
。

　
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
読
み
」
と
「
つ
ぶ
や
き
読
み
」
の
ま
と
め
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
実
践
で
受
け
た
印
象
を
抽
象
化
さ
せ
、
生
徒
の
理
解
へ
と
促
し
た
。
具
体

的
に
は
、「
イ
メ
ー
ジ
読
み
」
で
使
用
し
た
挿
絵
の
部
分
が
「
つ
ぶ
や
き
読
み
」

の
二
回
目
で
は
全
て
削
除
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
挿
絵
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
内
容
が
「
具
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
確
認
し
た
。
更
に
、
一
回
目
の
方
が
つ

ぶ
や
き
や
す
か
っ
た
よ
う
に
、「
具
体
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
章
の
受
け
手
に

興
味
を
持
た
せ
、
内
容
の
理
解
を
促
し
、
会
話
が
弾
ん
だ
り
、
深
ま
っ
た
り
す

る
、
つ
ま
り
受
け
手
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
こ
れ

ら
の
説
明
に
よ
り
、
生
徒
の
感
想
に
「『
具
体
』
と
は
何
か
が
分
か
っ
た
」「
納

得
」
と
い
っ
た
反
応
が
あ
っ
た
。「
具
体
」
に
対
す
る
メ
タ
認
知
化
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

（
三
）　
使
っ
て
み
る

　「
具
体
」
と
は
何
か
が
本
当
に
分
か
っ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
実
際
に
「
具
体
」
を
使
っ
て
コ
ラ
ム
を
書
い
て
み

る
活
動
を
行
っ
た
。

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
具
体
」
を
考
え
て
書
い
て
み
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、

そ
の
他
の
書
く
た
め
の
つ
ま
ず
き
を
取
り
払
う
べ
く
、
テ
ー
マ
の
限
定
、
テ
ー

マ
に
関
す
る
知
識
、
序
論
と
結
論
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
つ
ま
り
、
コ
ラ
ム

の
ス
タ
ー
ト
と
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
、
そ
の
間
の
過
程
を
考
え
さ
せ
た
。

　
テ
ー
マ
は
、
モ
デ
ル
と
な
る
コ
ラ
ム
が
一
月
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
自
分
の
好
き
な
月
」
と
し
た
。
そ
の
月
に
関
す
る
習
わ
し
や
知
識
な
ど

を
参
考
に
、
そ
れ
に
関
す
る
具
体
例
を
書
き
足
し
て
文
章
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

に
し
た
。
字
数
は
四
百
字
程
度
と
は
し
た
が
、
字
数
を
守
る
こ
と
は
強
制
し
な

か
っ
た
。
序
論
と
な
る
第
一
段
落
に
関
し
て
は
、
モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
使
用
す

る
生
徒
と
、
自
分
で
考
え
て
書
く
余
力
の
あ
る
生
徒
と
が
い
た
。
書
く
時
に
は

ほ
と
ん
ど
助
言
を
す
る
こ
と
な
く
、
教
員
側
か
ら
手
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。

　
書
き
終
わ
る
と
、
稿
者
が
原
稿
を
「
コ
ラ
ム
新
聞
」
と
し
て
編
集
し
て
発
表

会
に
備
え
た
。
同
時
に
評
価
シ
ー
ト
を
準
備
し
た
。
評
価
シ
ー
ト
で
評
価
し
た

項
目
は
「（
い
）
具
体
例
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
（
ろ
）
具
体
例
が
ふ
さ
わ
し
い

（
は
）
納
得
で
き
る
」
の
三
点
を
一
か
ら
三
点
で
点
数
を
付
け
る
よ
う
に
し
た
。

各
発
表
者
が
発
表
し
終
わ
る
た
び
に
評
価
シ
ー
ト
記
入
時
間
を
設
け
、
そ
の
場

で
評
価
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
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補
足
と
し
て
発
表
に
備
え
て
工
夫
し
た
こ
と
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

①「
コ
ラ
ム
新
聞
」
の
編
集

②
ス
ク
リ
ー
ン
の
利
用

③
発
表
順
＋
発
表
ア
ド
バ
イ
ス
の
カ
ー
ド

④
ま
と
め
プ
リ
ン
ト

①「
コ
ラ
ム
新
聞
」
の
編
集

　
文
字
を
書
く
こ
と
に
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
生
徒
を
配
慮
し
た
工
夫
で

あ
る
。
き
れ
い
に
字
が
書
け
な
か
っ
た
り
、
う
ま
く
漢
字
が
書
け
な
か
っ
た
り
、

筆
圧
が
弱
す
ぎ
た
り
と
、
生
徒
の
直
筆
を
載
せ
る
に
は
少
し
配
慮
が
必
要
な
の

が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
授
業
の
目
的
の
「
具
体
」
の
理
解
に
焦
点
を
当
て
、

自
ら
の
字
に
劣
等
感
を
与
え
て
発
表
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、

全
員
の
コ
ラ
ム
を
パ
ソ
コ
ン
で
打
ち
込
む
こ
と
で
差
を
付
け
な
い
よ
う
に
し
た
。

ま
た
、
新
聞
の
よ
う
に
編
集
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
意
欲
を
引
き
出
す
よ
う
視

覚
的
な
工
夫
を
行
っ
た
。

②
ス
ク
リ
ー
ン
の
利
用

　Pow
erPoint

   
       

を
使
っ
て
け
じ
め
を
視
覚
的
に
つ
け
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。

発
表
の
時
は
各
発
表
者
の
原
稿
の
あ
る
場
所
を
赤
太
枠
で
囲
っ
た
画
像
を
示
し
、

コ
ラ
ム
新
聞
の
中
の
ど
の
場
所
に
目
を
向
け
る
か
を
示
す
こ
と
で
、
発
表
時
間

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
発
表
が
終
わ
る
と
、「
評
価
タ
イ
ム
」
と
映
し
だ
し
、

そ
の
後
す
ぐ
に
評
価
カ
ー
ド
の
書
き
方
の
説
明
の
画
像
を
映
し
出
す
こ
と
で
、

評
価
に
集
中
で
き
る
よ
う
促
し
た
。

③
発
表
順
＋
発
表
ア
ド
バ
イ
ス
の
カ
ー
ド

　
配
布
プ
リ
ン
ト
に
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
に
し
て
配
り
、
プ
リ
ン
ト
を
受
け
取
っ

た
時
点
で
順
番
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
し
た
。
時
間
短
縮
と
発
表
を
盛
り
上

げ
る
狙
い
が
あ
る
。
発
表
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
は
、「
大
き
な
声
」「
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
」「
キ
メ
顔
」
な
ど
、
発
表
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
課
す
こ
と
で
、「
え
～
！
」

と
い
う
反
応
が
あ
る
と
同
時
に
、
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で
楽
し
く

取
り
組
め
る
よ
う
空
気
づ
く
り
を
行
っ
た
。

④
ま
と
め
プ
リ
ン
ト

　
他
者
評
価
と
自
己
評
価
を
載
せ
る
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
他
者
評
価
と
は
、
ク

ラ
ス
の
仲
間
に
よ
る
評
価
で
あ
る
。
そ
の
評
価
カ
ー
ド
を
集
め
て
貼
る
ス
ペ
ー

ス
を
設
け
、
評
価
カ
ー
ド
が
返
っ
て
き
た
ら
そ
れ
ら
を
の
り
付
け
さ
せ
た
。
自

己
評
価
と
は
、
他
者
評
価
を
受
け
て
自
ら
の
コ
ラ
ム
を
評
価
し
、
感
想
を
記
す

こ
と
で
、
授
業
や
本
単
元
全
体
の
振
り
返
り
と
し
て
も
機
能
さ
せ
た
。

　
こ
れ
ら
の
工
夫
に
よ
り
、
余
計
な
指
示
で
時
間
を
取
っ
た
り
混
乱
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
な
く
、
明
る
い
雰
囲
気
で
発
表
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
日
は

新
聞
と
テ
レ
ビ
取
材
と
し
て
、
生
徒
五
人
と
教
師
一
人
に
加
え
、
新
聞
記
者
と

テ
レ
ビ
局
の
取
材
者
が
カ
メ
ラ
を
持
ち
込
み
、
ま
た
本
校
教
員
が
複
数
名
見
学

に
来
て
お
り
、
生
徒
よ
り
も
そ
の
他
の
人
数
の
方
が
教
室
を
占
め
て
い
た
中
で

授
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
生
徒
が
過
剰
な
緊
張
が
な
く
普
段

通
り
授
業
に
楽
し
そ
う
に
参
加
で
き
、
生
徒
自
身
が
手
応
え
を
感
じ
ら
れ
る
時

間
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

六
　
生
徒
の
作
品
の
変
化

　
本
校
で
は
毎
年
五
月
頃
に
、
定
時
制
通
信
制
の
生
徒
対
象
の
生
活
体
験
作
文

発
表
会
に
向
け
の
取
り
組
み
と
し
て
、
生
活
体
験
作
文
を
全
生
徒
が
書
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
今
回
取
り
上
げ
た
授
業
で
の
取
り
組
み
以
前
に
書
い
た
作
文
と
、
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今
回
書
い
た
作
文
の
比
較
を
通
し
て
、
生
徒
の
文
章
の
変
化
を
分
析
す
る
。
コ

ラ
ム
と
作
文
で
は
異
な
る
特
徴
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
文
章
の

中
で
最
も
比
較
で
き
る
も
の
と
し
て
作
文
を
取
り
上
げ
る
。

　
ま
ず
は
、
五
月
に
書
い
た
生
徒
Ａ
の
作
文
で
あ
る
。

「
い
じ
め
」

　
最
近
い
じ
め
に
耐
え
ら
れ
ず
に
自
殺
を
す
る
人
が
多
数
い
ま
す
。
い
じ

め
て
い
た
人
は
い
じ
め
て
い
た
人
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
ん
な
気
持

ち
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
い
じ
め
て
い
た
人
は
絶
対
良
い
気
持
ち
じ
ゃ

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
僕
も
小
学
生
の
時
い
じ
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
小
３
の
頃
Ｔ
君
が
転
校

し
て
き
て
、
転
校
当
日
に
Ｔ
君
と
喧
嘩
を
し
て
し
ま
っ
た
。
喧
嘩
に
な
っ

た
理
由
は
、
Ｔ
君
が
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
て
き
た
の
で
僕
が
後
ろ
を
向
い

た
ら
手
が
顔
面
に
当
た
っ
て
急
い
で
謝
っ
た
け
ど
許
し
て
く
れ
ず
Ｔ
君
か

ら
突
っ
か
か
っ
て
き
た
の
で
そ
こ
か
ら
喧
嘩
に
な
っ
た
。
友
達
が
先
生
を

呼
び
に
行
っ
て
、
先
生
が
来
て
喧
嘩
は
終
わ
っ
た
。

　
で
も
僕
の
小
学
校
生
活
が
闇
に
包
ま
れ
た
。

　
翌
日
学
校
に
行
っ
た
ら
、
な
ぜ
か
僕
の
上
履
き
が
な
か
っ
た
の
で
先
生

に
言
っ
て
探
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
探
し
て
い
た
ら
、
ト
イ
レ
の
ご
み
箱

に
あ
り
ま
し
た
。
僕
は
誰
が
し
た
か
分
か
っ
て
い
た
け
ど
、
先
生
に
言
わ

な
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
教
室
に
入
る
と
Ｔ
君
が
後
ろ
で
笑
っ
て
い
た
の
で

や
っ
ぱ
り
Ｔ
君
が
上
履
き
を
隠
し
た
事
が
す
ぐ
分
か
っ
た
。
で
も
僕
は
我

慢
し
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
授
業
が
終
わ
り
帰
ろ
う
と
す
る
と
Ｔ
君
が

居
て
、
僕
は
Ｔ
君
の
隣
を
通
っ
て
下
駄
箱
に
行
っ
て
靴
に
履
き
か
え
て
家

に
帰
っ
た
。
家
に
帰
っ
て
親
に
今
日
あ
っ
た
事
を
言
い
た
か
っ
た
け
ど
、

言
え
な
か
っ
た
。
言
え
な
か
っ
た
自
分
に
少
し
腹
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
日
は
お
風
呂
に
入
り
、
ご
飯
を
食
べ
て
寝
ま
し
た
。
朝
に
な
っ
た
の

で
学
校
の
準
備
を
し
て
ご
飯
を
食
べ
て
学
校
に
行
き
ま
し
た
。
昨
日
の
今

日
だ
か
ら
嫌
な
気
持
ち
の
ま
ま
学
校
に
着
い
た
。
今
日
も
ま
た
上
履
き
を

隠
さ
れ
て
い
な
い
か
心
配
し
て
下
駄
箱
に
行
っ
た
け
ど
下
駄
箱
の
中
に

ち
ゃ
ん
と
上
履
き
が
あ
っ
た
の
で
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。
教
室
に
入
る
と
Ｔ

君
が
僕
に
「
お
は
よ
う
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
僕
も
「
お
は
よ
う
」
と
言

い
ま
し
た
。
昨
日
は
挨
拶
を
し
な
か
っ
た
か
ら
ち
ょ
っ
と
気
味
が
悪
か
っ

た
。
昨
日
は
遊
び
心
で
し
た
ん
だ
な
と
こ
の
時
は
思
っ
て
い
た
。
４
時
間

目
が
終
わ
り
昼
休
み
に
な
っ
た
か
ら
、
教
室
で
読
書
を
し
て
い
た
ら
Ｉ
君

が
話
し
か
け
て
き
た
。
Ｉ
君
と
は
話
し
た
事
が
な
か
っ
た
の
で
ち
ょ
っ
と

び
っ
く
り
し
た
。
Ｉ
君
は
凄
く
優
し
か
っ
た
か
ら
友
達
に
な
っ
た
。
昼
休

み
が
終
わ
り
５
時
間
目
が
始
ま
っ
た
。
５
時
間
目
に
Ｔ
君
が
「
も
の
さ
し

が
な
い
か
ら
貸
し
て
く
れ
ん
？
」
と
聞
い
て
き
た
か
ら
も
の
さ
し
を
貸
し

て
あ
げ
た
。
も
の
さ
し
を
貸
し
て
Ｔ
君
が
僕
に
も
の
さ
し
を
渡
し
て
き
た

け
ど
、
も
の
さ
し
は
折
ら
れ
て
い
て
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
け
ど
我
慢
し
た
。

５
時
間
目
が
終
わ
り
Ｉ
君
が
僕
の
所
に
来
た
か
ら
Ｉ
君
に
も
の
さ
し
の
事

を
話
し
た
。
Ｉ
君
は
「
遊
び
で
や
っ
た
ん
だ
と
思
う
か
ら
気
に
す
る
な
。」

と
言
っ
て
き
た
。
僕
は
遊
び
で
や
っ
て
な
い
と
思
う
け
ど
遊
び
で
や
っ
た

と
思
い
込
ん
だ
。
Ｔ
君
に
「
何
で
僕
の
も
の
さ
し
を
折
っ
た
ん
？
」
と
は

聞
け
な
か
っ
た
。
聞
い
た
ら
何
を
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
嫌
な

気
持
ち
で
６
時
間
目
の
授
業
を
受
け
た
。
６
時
間
目
が
終
わ
り
掃
除
の
時

間
に
な
っ
た
。
掃
除
が
終
わ
っ
た
か
ら
Ｉ
君
と
一
緒
に
帰
っ
た
。
い
じ
め
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は
な
ん
と
小
３
～
小
５
ま
で
続
い
た
。
小
５
の
２
学
期
に
Ｔ
君
と
は
仲
良

く
な
っ
た
。
小
５
か
ら
ず
っ
と
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
２
年
間
く
ら

い
凄
く
嫌
な
気
持
ち
だ
っ
た
。
い
じ
め
は
本
当
に
嫌
な
も
の
だ
と
改
め
て

思
っ
た
。
今
は
い
じ
め
ら
れ
て
な
い
か
ら
凄
く
幸
せ
だ
。

　
生
徒
観
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
出
来
事
を
だ
ら
だ
ら
と
時
間
に
沿
っ
て
羅
列

し
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
急
に
話
が
展
開
し
、
そ
の
経
緯
も
不
明
の
ま
ま
、
読

み
手
が
混
乱
し
た
ま
ま
文
章
が
終
わ
っ
て
い
る
。
最
初
の
問
題
提
起
「
い
じ
め

て
い
た
人
の
気
持
ち
」
に
関
す
る
結
論
は
述
べ
ら
れ
ず
、「
今
は
い
じ
め
が
な
い

か
ら
幸
せ
だ
」
と
い
う
飛
躍
し
た
結
論
で
文
章
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
文
章
の

受
け
手
か
ら
す
る
と
何
の
話
だ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
文
章
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
、
具
体
例
に
着
目
す
る
と
、
具
体
例
は
書
け
て
い
る
が
、
具
体
例
の
用
い
方

に
問
題
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
何
に
つ
い
て
の
具
体
例
が
必
要
か
。
具
体
例
か

ら
何
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
文
章
の
ゴ
ー
ル
を
見
据
え
て
書
か
れ

て
お
ら
ず
、
思
い
つ
く
ま
ま
だ
ら
だ
ら
と
書
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
次
の
文
章
は
、
今
回
の
授
業
で
同
じ
く
生
徒
Ａ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
コ

ラ
ム
で
あ
る
。

　
年
賀
状
を
ふ
と
見
返
し
て
み
る
と
、
昨
年
の
七
五
三
の
様
子
が
写
真
と

し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
十
一
月
が
遠
い
日
の
よ
う
に
感

じ
る
。
▼
十
一
月
を
「
霜
月
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
霜
降
月
・
霜
降
り
月
（
し

も
ふ
り
つ
き
）」
の
略
と
す
る
説
が
有
力
と
さ
れ
る
。
▼
十
一
月
は
私
の
誕

生
日
だ
。
で
も
毎
年
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
な
い
の
で
少
し
寂
し
く
な
る
。

▼
去
年
の
十
一
月
に
は
事
故
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
が
青
信
号
で
渡
っ

て
い
た
ら
、
信
号
無
視
を
し
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
横
か
ら
突
っ
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
。
横
か
ら
突
っ
込
ま
れ
た
の
で
、
手
を
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
に
尻

も
ち
を
つ
い
て
し
ま
い
、
お
尻
が
す
ご
く
痛
か
っ
た
。
事
故
は
去
年
の
事

故
を
合
わ
せ
て
二
回
に
な
る
。
一
回
目
の
事
故
は
回
送
バ
ス
と
正
面
衝
突

で
前
歯
が
飛
ん
で
い
っ
た
。
二
回
の
事
故
は
と
て
も
嫌
な
思
い
出
だ
。
▼

私
も
今
年
で
十
九
歳
だ
。
今
年
の
十
一
月
は
、
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
な

年
に
し
た
い
。

　
前
出
の
作
文
と
の
比
較
か
ら
見
ら
れ
る
変
化
と
そ
の
要
因
を
四
点
に
整
理
し

て
挙
げ
て
み
る
。

　
一
点
目
は
、
文
章
全
体
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
序
文
は
、
稿
者
が
提
示
し
た

書
き
出
し
の
モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
の
で
分
析
対
象
に
入
れ
な
い

と
し
て
も
、「
十
一
月
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
ま
と
ま
り
の
あ
る

文
章
が
書
け
て
い
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、
テ
ー
マ
の
提
示
、
モ
デ
ル
と
し

て
の
コ
ラ
ム
の
書
き
写
し
、
結
論
を
想
定
し
た
具
体
例
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

　
二
点
目
に
は
、
書
く
際
の
作
業
の
取
り
か
か
り
の
ス
ム
ー
ズ
さ
で
あ
る
。
Ａ

は
何
か
を
書
く
際
に
、
書
き
出
し
に
戸
惑
い
、
何
度
も
消
し
て
は
書
き
直
す
こ

と
を
繰
り
返
し
、
何
時
間
か
か
っ
て
も
な
か
な
か
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
毎

回
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
書
き
出
し
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
文
章

を
書
く
こ
と
へ
の
弊
害
が
取
り
除
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
点
目
は
、
具
体
例
の
適
切
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
だ
ら
だ
ら
と
時
系
列
に

思
い
つ
く
ま
ま
書
い
て
い
た
具
体
例
が
、
昨
年
十
一
月
の
二
回
の
事
故
に
焦
点

を
絞
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
な
年
に
し
た
い
。」
と
い
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う
結
論
に
「
あ
ぁ
、
だ
っ
て
あ
な
た
は
昨
年
二
回
も
事
故
に
あ
っ
た
も
ん
ね
」

と
文
章
の
受
け
手
が
納
得
す
る
よ
う
な
効
果
的
な
具
体
例
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
結
論
を
想
定
し
た
上
で
具
体
例
を
考
え
た
こ
と
、
具
体
例
の
効
果
を

学
習
し
た
上
で
コ
ラ
ム
作
成
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　
最
後
は
、
文
体
の
一
致
で
あ
る
。
作
文
の
時
ほ
ど
注
意
し
て
い
な
い
に
も
関

わ
ら
ず
、
文
体
が
一
致
し
て
い
る
。
コ
ラ
ム
の
書
き
写
し
を
す
る
こ
と
で
、
文

体
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
慣
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
分
析
対
象
と
し
て
載
せ
た
の
は
生
徒
Ａ
一
名
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
生

徒
も
同
様
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。

七
　
成
果
と
意
義

　
単
元
を
通
し
て
率
直
に
感
じ
た
の
は
、
全
て
の
生
徒
の
文
章
力
が
、
個
人
差

は
あ
る
も
の
の
向
上
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欠
席
者
が
多
く
、
生
徒

一
人
に
一
授
業
時
間
程
度
し
か
書
く
時
間
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
。
生
徒
が
自
力
で
書
い
た
そ
の
文
章
は
、
ど
れ
も
き
ち
ん
と
具
体
例
が
具
体

例
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
は
、
モ
デ
ル
の
提
示
で
あ
る
。
月
に
一
回
程
度
の
コ
ラ
ム
の
書
き
写
し

を
行
う
中
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
コ
ラ
ム
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
モ

デ
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
具
体
例
以
外

の
部
分
、
つ
ま
り
序
論
と
結
論
の
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
も
な
い

と
こ
ろ
か
ら
書
き
始
め
る
よ
り
も
、
書
く
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
が
下
が
り
、
書
き

や
す
さ
を
演
出
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
次
に
、
音
読
の
工
夫
で
あ
る
。
単
に
声
に
出
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
今
回

は
「
具
体
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
論
理
的
に
理
解
す
る

こ
と
と
い
う
二
段
階
に
分
け
た
音
読
の
工
夫
を
行
っ
た
。
こ
の
活
動
か
ら
、「
具

体
」
の
効
果
を
体
験
的
に
、
そ
し
て
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
最
後
に
、
発
表
会
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
人
に
自
ら
の
文
章
が
露
見
す

る
と
知
っ
た
生
徒
は
、
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
文
章
を
心
が
け
て
い

た
。「
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
ど
う
で
も
い
い
」
で
は
な
く
、「
な
る
ほ

ど
な
」「
そ
う
な
ん
だ
」
と
読
み
手
（
聞
き
手
）
を
納
得
さ
せ
る
文
章
、
つ
ま
り

「
具
体
」
を
効
果
的
に
使
っ
た
論
理
的
な
文
章
へ
と
導
く
結
果
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
工
夫
に
よ
り
、
具
体
例
と
は
何
か
、
今
ま
で
漠
然
と
し
た
認

識
が
明
確
化
さ
れ
て
生
徒
に
内
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
し
た
課
題
を
解
決

す
る
糸
口
に
な
っ
た
と
思
う
。

　
一
方
で
は
、
ま
だ
ま
だ
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
高
校
生
で
こ
れ
ほ
ど
に
ま

で
レ
ベ
ル
の
低
い
学
習
を
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
論
理
的
と
は
言
っ

た
も
の
の
、
今
回
取
り
上
げ
た
具
体
は
事
実
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
抽

象
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ラ
ム
の
あ
る
意
味
で
何
で
も
書
け
る

と
い
う
性
格
を
都
合
良
く
利
用
し
た
と
見
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
実
践
で
あ
る
。

コ
ラ
ム
の
本
当
の
お
も
し
ろ
さ
や
難
し
さ
を
抜
き
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
具
体
と
抽
象
の
認
識
を
よ
り
高
度
な
も
の
に
し
、
評
論
文
と
言
え
る

文
章
の
読
解
に
到
達
す
る
に
は
多
く
の
実
践
の
積
み
上
げ
が
必
要
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
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八
　
お
わ
り
に

　
こ
の
単
元
を
行
う
際
、
目
の
前
の
生
徒
は
何
が
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
る
の
か

を
把
握
す
る
こ
と
に
非
常
に
戸
惑
い
ま
し
た
。
高
校
生
向
け
の
問
題
は
不
適
切

で
、
か
と
い
っ
て
高
校
以
前
で
は
国
語
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
段

階
が
あ
る
の
か
と
い
う
基
準
が
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
小
学

校
か
ら
の
学
習
指
導
要
領
や
小
学
校
で
の
取
り
組
み
実
践
を
参
考
に
し
、
手
探

り
で
「
読
む
こ
と
」
の
能
力
が
育
成
さ
れ
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
自
然
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ふ
と
、
大
学
院
修
士
課
程
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

に
関
し
て
評
価
基
準
を
一
枚
の
シ
ー
ト
で
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
で

き
る
も
の
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
一
枚
の
シ
ー
ト
で
各
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
成
長
の
ス

テ
ッ
プ
が
あ
り
、
何
が
で
き
た
ら
目
標
達
成
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
が
一
目
で

分
か
る
シ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
有
難
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
稿

者
に
と
っ
て
の
今
後
の
大
き
な
課
題
で
す
。
今
回
の
実
践
を
機
に
、
少
し
ず
つ

研
究
を
進
め
て
行
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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国語科（国語総合）
岡山県高梁市立松山高等学校　第２学年
平成２５年２月１４日（金）　第４校時（２０：００～２０：４５）　教室　２年ＨＲ　授業者　川合萌

「具体」の効果を感じてみよう
～山陽新聞「滴一滴」のつぶやき読みをきっかけに～

題　材
（単元）

○自らの具体例をコラムに生かそうとしている（関心・意欲・態度）
○コラムの構成や内容を確かめ、具体例の用い方について評価できる（読む
こと）
○具体例の効果を理解できる（知識・理解）

目　標

○生徒の実態
文章中の具体例の効果を理解しておらず、具体例を効果的に読みに生かすこ
とができていない。このため、読み取った内容を自分の頭の中でイメージす
ることが困難な生徒が多い。
○題材（単元）観
大きな括りとしては評論文の読みの指導にあたる。中でも具体例の効果を理
解することに重点を置く。身近で想像しやすい具体例を効果的に取り入れる
ことで、読み手に書き手の主張をより理解し、納得してもらえるように工夫
していることを理解し、その効果について評価できるようにする。
○本題材（単元）で工夫する点や手だて
身近な内容で文章量も短く、生徒一人でも最後まで読み切ることができる新
聞のコラムを教材として使用し、様々な音読の方法を通して声に出しながら
学ぶことで、授業への参加を自らが認識できるよう工夫する。また、実際に
具体例を用いてコラムを作成発表し評価し合うことで、具体例に対する理解
を確認できるようにする。

指導上
の立場

具体的な評価規準（◇）と 
評価方法

主な学習活動

指導と
評価の
計　画

全９時間

◇具体例の効果を理解できる（知
識・理解）［ワークシート］

◇自らの具体例をコラムに生かそ
うとしている（関・意・態）
［ワークシート・机間指導］
◇コラムの構成や内容を確かめ、
具体例の用い方について評価で
きる（読むこと）［ワークシー
ト］

第一次　コラムをイメージする…２時間
　第１時　コラムの書き写し
　第２時　挿絵の並べ替えと音読
第二次　具体の効果を知る　　…３時間
　第１時　「つぶやき読み」①
　第２時　「つぶやき読み」①の実践
　第３時　具体に気づく「つぶやき読

み」②
第三次　具体の活用　　　　　…４時間
　第１時　テーマと構成を決める
　第２時　コラムの作成
　第３時　コラムと挿絵の完成
　第４時　完成したコラムの鑑賞と評価
 　　　　　　　　　　　　　　　…本時




