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一

　は
じ
め
に

　

国
語
教
科
書
は
、
学
習
者
に
提
示
さ
れ
る
教
材
群
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る

と
と
も
に
、
年
間
の
授
業
計
画
を
示
し
た
モ
デ
ル
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
り
、
学

習
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
教
具
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
国
語
教
科
書
は
、
学
習

の
利
便
性
を
図
る
た
め
に
、
一
般
図
書
と
は
異
な
る
特
有
の
型
を
も
っ
て
編
修

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
教
科
書
全
体
は
単
元
を
単
位
と
し
て
構
造
化
さ
れ

て
い
る
し
、
単
元
設
定
や
採
録
教
材
に
も
緩
や
か
な
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
個
々
の
教
材
を
掲
載
す
る
際
に
も
、
新
出
漢
字
や
重
要
語
句
を
欄
外
に
挙

げ
た
り
、
教
材
末
に
学
習
の
手
引
き
を
付
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
科

書
の
形
式
は
、
個
々
の
教
科
書
で
様
々
な
工
夫
が
施
さ
れ
る
一
方
で
、
教
科
書

を
超
え
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
教
科
書
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
の

よ
う
な
形
式
的
な
枠
組
を
、
本
稿
で
は
教
科
書
の
編
修
様
式
と
呼
ぶ
こ
と
と
す

る
。
教
科
書
の
編
修
様
式
は
、
そ
の
教
科
書
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
や
学
習
の
実
際
に
合
わ
せ
て
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
教
員

が
行
う
一
般
的
な
授
業
の
あ
り
方
を
方
向
付
け
て
も
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
編
修
様
式
は
、
先
行
す
る
教
科
書
の
様
式
を
踏
襲
、
改
善
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
国
語
教
科
書
史
研
究

は
、
主
と
し
て
教
科
書
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
側
面
に
注
目
し
、
採
録
さ
れ
た
教

材
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
、
国
語
教
科
書
が
提
示
す
る
教
育
内
容
や

価
値
観
の
変
容
を
考
察
し
て
き
た
。
一
方
で
、
教
材
が
ど
の
よ
う
な
形
で
学
習

者
に
渡
さ
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
教
科
書
が
担
う
教
育
内
容
の
媒
体
と
い
う
役
割

に
つ
い
て
の
検
討
は
、
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
教
育
内
容

の
媒
体
＝
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
教
科
書
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て

き
た
か
を
考
察
し
、
現
行
の
様
式
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
お

く
こ
と
は
、
今
後
教
科
書
が
ど
の
よ
う
な
形
で
編
修
さ
れ
う
る
の
か
を
見
通
し

て
い
く
た
め
の
有
益
な
情
報
と
な
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
後
小
学
校
国
語
教
科
書
が
ど
の
よ
う
な
編
修
様
式
で

作
成
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
現
行
様
式
に
至
る
ま
で
の
史
的
変
容
を
記
述

し
た
い
。
教
科
書
特
有
の
編
修
様
式
は
、
特
に
小
・
中
学
校
の
教
科
書
に
お
い

て
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
小
学
校
教
科
書
を
対
象
と
し
て
検

討
す
る
こ
と
と
す
る
。

「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
八
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
刊
）

小
学
校
国
語
教
科
書
の
編
修
様
式
の
変
遷

幾　

田　

伸　

司
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二

　調
査
対
象

　

本
稿
で
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
、
学
校
図
書
が
刊
行
し
て
き
た
小
学
校
検
定
教

科
書
を
取
り
上
げ
る
。
同
社
は
検
定
最
初
期
の
昭
和
二
四
年
度
か
ら
現
行
ま
で

の
七
〇
年
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
教
科
書
を
刊
行
し
て
お
り
、
通
時
的
に
教

科
書
の
変
遷
を
検
討
す
る
の
に
適
し
た
素
材
で
あ
る
。

　

調
査
対
象
と
し
た
教
科
書
の
一
覧
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

教
科
書
名

刊
行
年

Ａ
　

国
語　

五
年
生

Ｓ
26　

Ｂ
　

五
年
生
の
国
語

Ｓ
27　

Ｃ
　

小
学
校
国
語

Ｓ
30　

Ｄ
　

わ
た
し
た
ち
の
国
語

Ｓ
34　

Ｅ
　

小
学
校
国
語

Ｓ
36　

Ｆ
　

小
学
校
国
語

Ｓ
46　

Ｇ
　

小
学
校
国
語

Ｓ
55　

Ｈ
　

小
学
校
国
語

Ｈ
4　

Ｉ
　

み
ん
な
と
ま
な
ぶ　

小
学
校
国
語

Ｈ
14　

Ｊ
　

み
ん
な
と
ま
な
ぶ　

小
学
校
国
語

Ｈ
23　

　

戦
後
の
検
定
国
語
教
科
書
は
昭
和
二
四
年
度
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
当
初
は

検
定
に
合
格
し
た
学
年
か
ら
順
次
刊
行
さ
れ
た
た
め
、
全
学
年
が
そ
ろ
う
の
は

昭
和
二
六
年
度
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も
昭
和
二
六
年
度
か
ら
使
用

さ
れ
た
﹃
国
語　

五
年
生
﹄
を
最
初
期
の
教
科
書
と
し
、
以
後
、
学
習
指
導
要

領
の
改
訂
に
あ
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た
大
改
訂
時
の
教
科
書
を
取
り
上
げ
た
。
な

お
、
昭
和
三
五
年
度
ま
で
は
一
社
か
ら
複
数
の
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

改
訂
年
度
も
随
時
で
あ
っ
た
た
め
、
教
科
書
の
内
容
に
即
し
て
対
象
教
科
書
を

決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
学
年
の
方
が
教
科
書
の
様
式
が
定
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
し
、
五
年
生
用
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
教
科
書
の
五
年
生
上
巻
に
採
録
さ
れ
た
教
材
の
一
覧
を
、
稿
末
に

資
料
と
し
て
掲
載
し
た
。
教
材
に
付
し
た
ジ
ャ
ン
ル
名
や
言
語
活
動
は
教
科
書

記
載
の
も
の
を
用
い
、
適
宜
筆
者
が
補
足
し
た
。
以
下
に
お
け
る
教
科
書
の
記

載
に
つ
い
て
は
、
刊
行
年
を
も
と
に
Ｓ
26
版
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

三

　小
学
校
国
語
教
科
書
の
教
科
書
編
修
様
式
の
特
徴

　

考
察
の
観
点
と
す
る
た
め
に
、
現
行
教
科
書
と
一
般
図
書
と
を
比
べ
て
特
徴

的
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
教
科
書
編
修
様
式
の
特
徴
を
挙
げ
る
。

①　

単
元
を
単
位
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。

②　

単
元
・
教
材
等
の
選
定
と
配
列
に
つ
い
て

Ａ　

単
元
と
し
て
設
定
さ
れ
る
言
語
活
動
の
領
域
や
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、

あ
る
程
度
定
ま
っ
て
い
る
。

Ｂ　

単
元
の
主
教
材
の
後
や
単
元
間
に
、
関
連
教
材
や
、
書
く
こ
と
、
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
を
取
り
立
て
て
行
う
練
習
教
材
が
お
か
れ
て
い
る
。

Ｃ　

単
元
と
は
別
に
、
言
語
事
項
を
取
り
上
げ
た
コ
ラ
ム
や
練
習
教
材
が
お

58-3-1幾多.indd   46 2017/03/16   10:01:46



―　　―47 ―　　―46

か
れ
て
い
る
。

Ｄ　

第
一
単
元
の
前
に
、
た
と
え
ば
巻
頭
詩
の
よ
う
な
授
業
開
き
の
た
め
の

教
材
が
お
か
れ
て
い
る
。

Ｅ　

巻
末
に
資
料
（
付
録
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

③　

教
材
の
構
成
に
つ
い
て

Ａ　

物
語
や
説
明
文
な
ど
の
教
材
で
は
、
本
文
の
欄
外
に
新
出
漢
字
や
重
要

語
句
が
示
さ
れ
て
い
る
。

Ｂ　

読
む
こ
と
の
単
元
で
は
、
教
材
の
後
に
学
習
の
手
引
き
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
学
習
の
手
引
き
は
、
読
解
の
観
点
の
ほ
か
、
学
習
活
動
も
指
示
さ

れ
て
い
る
。

Ｃ　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
の
単
元
で
は
、
学
習
活
動
の
手
順

が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
モ
デ
ル
と
な
る
事
例
が
示
さ
れ
、
参
照
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

四

　単
元
を
単
位
と
す
る
構
造
化

　

戦
後
の
国
語
教
科
書
は
、
個
々
の
教
材
を
並
列
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の

教
材
を
関
連
づ
け
て
一
課
に
集
め
た
単
元
を
単
位
と
し
て
、
教
科
書
全
体
を
構

造
化
し
て
い
る
。
五
年
生
上
巻
の
場
合
、
設
定
さ
れ
て
い
る
単
元
数
は
五
～
八

で
、
年
代
に
よ
る
顕
著
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

　

昭
和
二
〇
年
代
の
教
科
書
は
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
二
～
四
編
の
教
材
を
括
り

一
単
元
と
す
る
編
修
様
式
を
採
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ｓ
26
版
で
設
定
さ
れ

た
単
元
に
は
、「
新
し
い
力
」「
心
と
心
」
の
よ
う
に
教
材
内
容
の
共
通
点
を
示

し
た
も
の
、「
ス
ポ
ー
ツ
」「
少
年
の
こ
ろ
」
の
よ
う
に
素
材
や
題
材
を
示
し
た

も
の
、「
発
表
会
」
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
言
語
活
動
を
示
し
た
も
の
な
ど
が

見
ら
れ
、
各
単
元
で
は
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
各
教
材
の
学
習
を
つ
な
い
で
い
く
授

業
展
開
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
代
の
教
科
書
は
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
単
元

内
の
教
材
が
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
や
言
語
活
動
の
領
域

を
系
統
立
て
る
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
学
習
指
導
要
領
に
規
定

さ
れ
た
学
習
内
容
は
一
覧
表
を
作
成
し
て
教
材
ご
と
に
対
応
を
設
定
し
、
教
科

書
全
体
で
年
間
の
学
習
内
容
を
担
保
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
現
行
教
科
書
の
よ
う
に
、
各
学
年
で
同
じ
時
期
に
同
ジ
ャ
ン
ル
の
学

習
を
設
定
す
る
反
復
型
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

昭
和
三
〇
年
代
の
教
科
書
で
も
、
複
数
の
教
材
を
合
わ
せ
て
単
元
を
構
成

す
る
様
式
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
Ｓ
36
版
で
は
、「
げ
き
」
の
よ
う
に

ジ
ャ
ン
ル
名
を
出
し
た
り
、「
最
後
の
授
業
」
の
よ
う
に
教
材
名
を
出
し
た
り

し
て
、
一
教
材
だ
け
で
単
元
を
構
成
す
る
様
式
も
見
ら
れ
始
め
る
。

　

教
科
書
に
お
け
る
単
元
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
Ｓ
46
版
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
版
か
ら
、
単
元
名
は
設
定
せ
ず
、
原
則
と
し
て
一
単
元
に
主
教

材
を
一
つ
お
く
教
材
中
心
の
単
元
編
成
が
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
版
か
ら

は
、
学
年
が
変
わ
っ
て
も
同
じ
時
期
に
同
じ
言
語
活
動
領
域
の
学
習
を
行
う
反

復
型
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
と
な
っ
た
。
複
数
の
教
材
を
テ
ー
マ
で
括
り
、
言

語
活
動
の
経
験
を
通
し
て
学
習
内
容
の
習
得
を
図
る
学
習
か
ら
、
教
材
を
媒
材

と
し
て
学
習
内
容
を
系
統
的
に
組
織
す
る
学
習
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
同
時
に
、
単
元
と
は
別
に
、
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と
に
つ
い
て
取
り

立
て
た
練
習
教
材
が
登
場
し
た
。
Ｓ
46
版
で
は
読
む
こ
と
の
教
材
の
後
に
「
作

文
の
練
習
」
が
置
か
れ
た
単
元
が
三
単
元
あ
り
、
読
む
こ
と
の
学
習
を
書
く
こ

と
へ
つ
な
げ
る
関
連
学
習
が
、
教
科
書
の
上
で
設
定
さ
れ
た
。
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Ｓ
55
版
以
降
の
教
科
書
も
、
Ｓ
46
版
を
踏
ま
え
て
、
各
単
元
に
主
教
材
を
配

置
す
る
編
修
様
式
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
主
教
材
と
関
連
さ
せ
た
副
教

材
を
お
く
だ
け
で
な
く
、
単
元
番
号
が
付
さ
れ
た
主
教
材
か
ら
独
立
し
て
学
習

を
行
う
練
習
教
材
も
、
近
年
に
な
る
ほ
ど
増
え
て
い
る
。

五

　単
元
・
教
材
等
の
選
定
と
配
列

　

昭
和
二
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
、
学
習
者
と
同
年
代
の
子
ど
も
が
登
場
し
、

案
内
役
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
単
元
は
そ
の
子
ど
も
の
生
活
や
季
節
、
年
中

行
事
な
ど
と
関
連
づ
け
て
配
列
さ
れ
、
一
年
の
中
で
そ
の
子
が
経
験
す
る
出
来

事
に
沿
っ
て
単
元
が
進
行
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
心
と
心
」（
Ｓ
26
版
）
は
、
登
場
人
物
の
ま
さ
お
が
、
転
任
し
た
先
生
や
転
校

し
た
友
だ
ち
と
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
設
定
で
単
元
が
構
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
単
元
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
住
ん
で
い
る
町
や
今
の
生
活
を
、

説
明
文
、
研
究
報
告
、
日
記
（
こ
の
日
記
に
は
俳
句
や
短
歌
も
書
か
れ
て
い

る
）
な
ど
で
書
い
た
手
紙
が
教
材
と
し
て
提
示
さ
れ
、
手
紙
の
や
り
と
り
と
い

う
ま
さ
お
の
生
活
で
起
き
た
出
来
事
に
沿
っ
て
、
種
々
の
文
種
の
文
章
を
読
ん

だ
り
書
い
た
り
す
る
学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

昭
和
三
〇
年
代
の
教
科
書
は
、
複
数
教
材
で
一
単
元
を
構
成
す
る
様
式
を
踏

襲
す
る
一
方
で
、
学
習
活
動
を
軸
に
し
た
単
元
が
増
加
す
る
。
た
と
え
ば
Ｓ
36

版
に
設
定
さ
れ
た
八
単
元
中
、
テ
ー
マ
で
括
っ
た
単
元
は
「
春
の
詩
」「
南
か

ら
北
か
ら
」
の
二
単
元
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
学
習
者
の
学
習
活
動
で
括
っ
た

単
元
は
「
作
文
」「
知
識
を
求
め
る
」「
話
し
聞
く
生
活
」「
感
想
を
ま
と
め
る
」

の
四
単
元
あ
り
、
全
体
の
半
数
に
及
ぶ
。
ま
た
、
Ｓ
34
版
に
は
課
外
読
み
物
と

し
て
「
残
雪
」
が
掲
載
さ
れ
た
。「
読
書
会
」
な
ど
、
読
む
こ
と
の
学
習
と
し

て
読
書
活
動
を
設
定
し
た
単
元
は
こ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
が
、
学
習
の
手
引
き

が
つ
か
な
い
読
書
材
が
見
ら
れ
始
め
る
の
は
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

　

一
つ
の
単
元
に
主
教
材
を
お
く
新
し
い
編
修
様
式
を
採
用
し
た
教
科
書
で
あ

る
Ｓ
46
版
で
は
、
一
つ
の
単
元
で
主
と
し
て
行
う
言
語
活
動
も
原
則
的
に
一
領

域
に
し
ぼ
っ
て
学
習
を
進
め
る
形
に
な
っ
た
。
主
教
材
で
扱
う
ジ
ャ
ン
ル
・
言

語
活
動
は
、
物
語
、
説
明
文
、
書
く
、
話
す
（
話
し
合
う
）
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
版
で
は
、
読
書
材
「
レ
ナ
ド
」
と
図
書
紹
介
「
読
書
の
た
め
に
」

が
掲
載
さ
れ
た
。
言
語
能
力
の
習
得
を
図
る
単
元
の
学
習
と
は
別
に
、
読
書
指

導
を
行
う
教
材
・
単
元
が
設
定
さ
れ
、
こ
う
し
た
読
書
教
材
（
単
元
）
は
以
降

の
教
科
書
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　

Ｓ
55
版
以
降
の
教
科
書
は
す
べ
て
、
Ｓ
46
版
の
よ
う
に
一
教
材
で
一
単
元
を

構
成
す
る
編
修
様
式
を
採
っ
て
い
る
が
、
主
教
材
の
後
に
お
か
れ
る
練
習
教
材

の
重
み
は
近
年
に
近
づ
く
ほ
ど
増
し
、
単
元
間
に
お
か
れ
た
独
立
教
材
と
し
て

扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
Ｈ
14
版
の
「
ク
ラ
ス
イ
ベ
ン

ト
の
計
画
を
立
て
よ
う
」
で
は
、
主
教
材
の
活
動
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
「
お
礼

状
を
書
こ
う
」
の
後
に
「
経
験
を
ふ
り
返
ろ
う
」
と
い
う
教
材
が
お
か
れ
て
い

る
。「
経
験
を
ふ
り
返
ろ
う
」
は
生
活
作
文
を
書
く
活
動
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
イ

ベ
ン
ト
の
計
画
を
立
て
る
話
し
合
い
と
は
異
な
る
、
独
立
し
た
設
定
の
学
習
内

容
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
時
数
を
費
や
す
単
元
を
柱
に
し
な
が
ら
、
短
い
時
数

で
実
施
す
る
取
り
立
て
学
習
も
組
み
合
わ
せ
て
、
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
書
単
元
に
つ
い
て
も
、「
ブ
ッ
ク
・
フ
ァ
イ
ル
を

作
ろ
う
」（
Ｈ
14
版
）
の
よ
う
に
、
単
な
る
読
書
材
と
図
書
紹
介
を
提
示
す
る

だ
け
で
な
く
、
言
語
活
動
と
組
み
合
わ
せ
て
学
習
を
展
開
す
る
単
元
構
成
に
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な
っ
て
い
る
。

　

近
年
の
教
科
書
で
培
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
言
語
能
力
は
多
岐
に
わ
た
る

し
、
教
科
書
に
は
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
た
教
材
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年

の
教
科
書
は
、
個
々
の
教
材
で
展
開
さ
れ
る
活
動
を
通
し
て
習
得
し
た
言
語
能

力
を
、
単
元
と
し
て
設
定
さ
れ
た
大
き
な
活
動
の
中
で
活
用
し
て
い
く
よ
う
な

授
業
展
開
を
想
定
し
て
、
編
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

六

　言
語
事
項
教
材

　

漢
字
や
文
法
な
ど
の
言
語
事
項
は
国
語
科
の
重
要
な
学
習
内
容
で
あ
る
。
近

年
の
教
科
書
で
は
、
言
語
事
項
を
取
り
立
て
て
指
導
す
る
コ
ラ
ム
教
材
が
お
か

れ
て
い
る
が
、
言
語
事
項
教
材
が
取
り
立
て
型
と
な
っ
た
の
は
Ｓ
46
版
以
降
の

こ
と
で
あ
る
。

　

昭
和
二
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
、
言
語
事
項
に
つ
い
て
の
学
習
は
単
元
の
中

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
Ｓ
26
版
で
は
、
伝
記
の
単
元
で
あ
る
「
少

年
の
こ
ろ
」
の
学
習
の
手
引
き
に
語
彙
や
文
法
事
項
の
問
題
が
付
さ
れ
、
学
習

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
三
〇
年
代
の
教
科
書
で
は
、
言
語
事
項
は
取
り
出
さ
れ
て
一
つ
の
単
元

と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｓ
30
、
Ｓ
34
版
で
設
定
さ
れ
て
い
る
「
こ

と
ば
の
研
究
室
」
で
は
、「
こ
と
ば
の
お
こ
り
」（
Ｓ
30
版
）、「
文
字
の
歴
史
」

（
Ｓ
34
版
）
の
よ
う
に
、
説
明
文
の
学
習
と
か
ら
め
て
言
語
事
項
に
つ
い
て
も

学
ぶ
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
辞
書
の
引
き
方
」（
Ｓ
34
版
）
の
よ
う
に
、

特
定
の
知
識
を
取
り
立
て
て
扱
う
教
材
も
見
ら
れ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
は
、
言

語
事
項
を
単
元
と
し
て
集
中
的
に
扱
っ
た
時
期
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

Ｓ
46
版
か
ら
は
言
語
事
項
の
単
元
が
な
く
な
り
、「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
の

よ
う
に
知
識
を
提
供
す
る
コ
ラ
ム
教
材
が
、
単
元
の
間
に
分
散
し
て
挿
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
Ｓ
55
版
で
は
さ
ら
に
「
漢
字
の
練
習
」
が
、
Ｈ
4
版
で
は
語

彙
に
関
す
る
コ
ラ
ム
教
材
で
あ
る
「
言
葉
の
い
ず
み
」
が
お
か
れ
、
単
元
の
主

た
る
学
習
内
容
と
は
別
に
言
語
事
項
を
取
り
立
て
て
提
示
す
る
編
修
様
式
が
確

立
す
る
。
こ
れ
ら
の
教
材
で
は
練
習
問
題
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
知
識
と
し

て
言
語
事
項
を
学
ぶ
シ
ス
テ
ム
が
拡
充
さ
れ
、
現
行
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
漢
字
や
語
彙
に
つ
い
て
、
各
教
材
の
中
で
取
り
立
て
て
示
す
様
式
も

普
及
し
た
。
Ｓ
34
版
で
は
、
新
出
漢
字
が
物
語
や
説
明
文
教
材
の
上
部
欄
外
に

示
さ
れ
、
新
出
漢
字
を
学
習
者
が
す
ぐ
に
把
握
で
き
る
形
式
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
教
材
の
提
示
様
式
に
も
学
習
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
工
夫
が
加
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
現
行
ま
で
継
続
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

七

　授
業
開
き
教
材
と
巻
末
資
料

　

国
語
教
科
書
で
は
、
冒
頭
に
年
度
の
授
業
開
き
の
た
め
の
教
材
が
配
置
さ

れ
、
巻
末
に
は
付
録
と
し
て
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
教
科
書
が
採

用
す
る
こ
の
編
修
様
式
に
つ
い
て
、
形
成
過
程
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。

　

学
校
図
書
の
場
合
、
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
で
、
授
業
開

き
教
材
の
位
置
に
詩
教
材
が
お
か
れ
て
き
た
。
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
は
、
第
一

単
元
の
第
一
教
材
に
詩
を
配
置
し
て
お
り
、
音
読
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
や
す

い
詩
を
授
業
開
き
に
用
い
、
春
と
い
う
テ
ー
マ
で
関
連
さ
せ
た
随
想
的
な
文
章

の
読
み
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
単
元
構
成
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｓ
46
版
で
は
、
詩
は
第
一
単
元
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
巻
頭
に
置
か
れ
る
よ
う
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に
な
り
、
第
一
単
元
は
物
語
教
材
の
学
習
に
な
っ
た
。
詩
を
授
業
開
き
に
お
く

こ
と
は
継
承
し
て
い
る
が
、「
物
語
を
読
む
」
こ
と
で
ま
と
ま
っ
た
単
元
を
展

開
す
る
た
め
に
、
詩
教
材
の
位
置
づ
け
が
軽
く
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
Ｈ
14
版
で
は
第
一
単
元
に
詩
教
材
が
組
み
込
ま
れ
、
二
編
の
詩
の
後
に

物
語
教
材
を
お
い
て
第
一
単
元
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
文
学
教
材
に
よ

る
単
元
構
成
は
こ
の
時
期
で
は
異
例
で
あ
る
が
、
教
材
構
成
か
ら
見
て
実
質
的

に
は
巻
頭
詩
が
第
一
単
元
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、

Ｈ
23
版
で
は
、
従
前
の
巻
頭
詩
と
物
語
と
い
う
構
成
に
戻
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｈ
14
版
で
は
、
授
業
開
き
と
し
て
「
二
人
で
話
そ
う
」
と
い
う
、
教
室
内
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
伝
え
合
う
こ
と
や
教
室
内
の
関
係
の
基
礎
作
り
が
重
視
さ
れ
た

こ
と
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
版
で
は
巻
頭
詩
が
第
一

単
元
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
授
業
開
き
教
材
に
教
室
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
題
材
を
入
れ
た
結
果
と
し
て
、
巻
頭
詩
が
第
一
単
元
に
送
り
こ
ま
れ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
を
第
一
単
元
の
前
に
置
く
構
成
は
次

の
版
で
も
踏
襲
さ
れ
、
Ｈ
23
版
で
も
学
級
作
り
と
い
う
小
見
出
し
で
「
つ
な
げ

て
ト
ー
ク
」
と
い
う
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
教
室
内
の
関
係
作
り
を
学
年

の
授
業
開
き
で
行
い
、
詩
教
材
の
音
読
を
経
て
物
語
の
学
習
に
つ
な
げ
て
い
く

授
業
展
開
が
、
近
年
の
教
科
書
の
様
式
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

　

巻
末
資
料
を
置
く
様
式
は
、
検
定
最
初
期
の
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
採
用
さ
れ

て
い
る
。
巻
末
資
料
で
は
、
新
出
漢
字
や
学
年
配
当
漢
字
の
一
覧
が
一
貫
し
て

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
漢
字
以
外
で
は
、「
お
も
な
こ
と
ば
」（
Ｓ
26
版
）「
注
意

す
る
こ
と
ば
」（
Ｓ
36
版
）
な
ど
語
彙
が
示
さ
れ
て
い
る
版
も
あ
る
。
基
本
的

に
自
学
や
復
習
の
た
め
に
使
う
索
引
と
し
て
の
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
授

業
で
活
用
す
る
資
料
集
の
役
割
は
持
た
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
昭
和
二
〇
年
代

で
は
教
師
や
保
護
者
に
あ
て
て
教
科
書
の
内
容
や
編
修
方
針
、
学
習
内
容
を
提

示
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
巻
末
資
料
の
役
割
が
変
わ
る
の
は
、
Ｈ
14
版
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
版
で
設
定
さ
れ
た
「
使
っ
て
み
よ
う
」
に
は
、「
情
景
」
や
「
要

旨
」
と
い
っ
た
授
業
で
用
い
る
学
習
用
語
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
単
な
る
索
引
か

ら
、
必
要
に
応
じ
て
授
業
中
に
参
照
す
べ
き
学
習
資
料
と
し
て
の
機
能
も
持
た

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｈ
23
版
で
は
、
学
習
用
語
の
他
に
、

読
書
材
と
し
て
「
父
ち
ゃ
ん
の
凧
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
本
編
内
に
読
書
単
元
と

し
て
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
読
書
材
を
提
示
す

る
こ
と
も
、
巻
末
資
料
の
新
た
な
役
割
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

八

　読
む
こ
と
の
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
と
作
者
名
の
記
載

　

周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
読
む
こ
と
の
教
材
は
物
語
と
説
明
文
が
主
と

な
っ
て
い
る
。
詩
教
材
は
巻
頭
か
単
元
間
に
お
か
れ
、
単
元
と
し
て
設
定
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
他
に
は
伝
記
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
、
古
文
な
ど
が
採
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
採
録
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
は
学
習

指
導
要
領
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
行
の
編
修
様
式
に
お
い
て
、
教
材
に
作
者
名
を
付
す
の
は
当

然
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
の
小
学
校
教
科
書
で
は
、
当
初

か
ら
教
材
と
作
者
名
が
セ
ッ
ト
で
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
二
〇

年
代
の
教
科
書
で
は
作
者
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
は
既
存

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
採
録
さ
れ
た
教
材
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
指
導
書
に
は
作
者
名
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
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も
作
者
不
詳
で
あ
る
こ
と
の
み
が
原
因
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と

も
、
学
習
者
に
提
示
す
る
情
報
と
し
て
作
者
名
が
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

は
言
え
る
だ
ろ
う
。
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
教
科
書
で
も
作
者
名
を
示

す
よ
う
に
な
る
が
、
Ｓ
30
、
Ｓ
36
、
Ｓ
46
版
で
は
学
習
の
手
引
き
の
後
に
付
記

の
形
で
、
Ｓ
34
版
で
は
巻
末
に
一
覧
で
示
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
目

次
に
は
作
品
名
だ
け
が
掲
げ
ら
れ
、
作
者
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｓ
55
版
で

は
じ
め
て
目
次
に
作
者
名
が
示
さ
れ
た
が
、
本
編
で
は
作
者
名
は
教
材
本
文
の

最
後
に
お
か
れ
て
い
る
。
現
行
の
よ
う
に
目
次
で
教
材
名
と
作
者
名
を
示
し
、

本
編
で
も
作
品
冒
頭
に
併
記
し
て
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
作
者
名
の
記
載
の
仕
方
は
便
宜
上
の
問
題
か
も
し
れ
な

い
が
、
授
業
に
お
け
る
「
作
者
」
と
い
う
情
報
が
持
つ
価
値
の
捉
え
方
を
反
映

し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
他
社
や
他
校
種
の
教
科
書
と
比
較
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

九

　書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
単
元
構
成

　

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
単
元
の
教
材
が
編
成
さ
れ
て
い
た
昭
和
二
〇
年
代
の
教
科

書
で
は
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
と
い
っ
た
言
語
活
動
領
域
の
学

習
は
単
元
内
の
教
材
に
即
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
Ｓ
26
版
「
心
と

心
」
で
は
、
教
材
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
様
々
な
文
体
で
書
か
れ
た
手
紙
を

読
み
取
り
、
そ
の
形
式
で
手
紙
を
書
く
と
い
う
学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
教
材
を
手
本
と
し
て
、
教
材
に
倣
っ
て
書
く
活
動
を
行
う
学
習
の
構
成
で

あ
る
。
ま
た
、「
学
級
新
聞
」（
Ｓ
30
版
）
の
よ
う
に
、
学
習
活
動
を
テ
ー
マ
に

し
て
教
材
が
編
成
さ
れ
た
単
元
も
あ
る
。「
学
級
新
聞
」
の
場
合
、
登
場
人
物

で
あ
る
ま
こ
と
君
が
学
級
新
聞
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
単
元
が

構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
教
材
で
は
、
ま
ず
「
編
集
会
議
」
で
ま
こ
と
君
の
ク
ラ

ス
で
新
聞
の
構
成
や
内
容
を
決
め
て
い
く
過
程
を
物
語
風
に
述
べ
、「
な
か
よ

し
新
聞
」
で
作
成
し
た
新
聞
を
例
示
し
、
さ
ら
に
ふ
り
返
り
の
話
し
合
い
の
要

点
を
記
録
し
た
「
ひ
ひ
ょ
う
会
記
録
」
で
「
な
か
よ
し
新
聞
」
の
修
正
点
を
挙

げ
て
い
る
。
新
聞
作
り
の
要
点
を
教
材
で
提
示
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
実
際
に
新

聞
作
り
を
や
っ
て
み
る
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

教
科
書
の
教
材
は
、
制
作
物
を
作
成
す
る
た
め
の
手
順
や
見
本
、
留
意
点
を
示

す
た
め
の
モ
デ
ル
の
役
目
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

教
材
に
モ
デ
ル
の
役
目
を
担
わ
せ
る
単
元
構
成
は
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
も

踏
襲
さ
れ
た
。「
作
文
」（
Ｓ
36
版
）
で
は
、
提
示
さ
れ
た
作
文
を
分
析
し
、
そ

の
要
点
を
踏
ま
え
て
各
自
が
作
文
を
す
る
授
業
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
作

文
」
で
は
、
生
活
文
「
お
か
あ
さ
ん
の
顔
の
色
」、
観
察
記
録
「
月
下
美
人
の

花
」、
報
告
文
の
書
き
方
の
解
説
「
ね
ら
い
を
は
っ
き
り
と
」
と
い
う
異
な
る

文
種
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
各
自
が
作
文
を
行
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
単
元
で
は
、
学
習
者
自
身
が
教
材
に
つ
い
て
話
し
あ
い
、
留

意
点
を
見
つ
け
て
い
く
活
動
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

Ｓ
46
版
の
「
な
く
な
っ
た
保
険
証
」「
ま
ん
画
を
ど
う
思
う
か
」
も
単
元
構

成
は
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
作
文
例
や
話
し
合
い
記
録
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
示

し
、
モ
デ
ル
教
材
を
素
材
に
し
て
作
文
や
話
し
合
い
の
留
意
点
を
話
し
合
っ
た

後
で
、
実
際
の
表
現
活
動
を
行
う
と
い
う
学
習
展
開
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
Ｓ
46
版
は
主
教
材
を
中
心
に
し
た
単
元
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
主
教
材

の
後
に
解
説
文
が
付
け
ら
れ
、
分
析
し
た
留
意
点
を
個
々
の
表
現
に
生
か
し
や

す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
く
こ
と
や
話
し
あ
い
の
単
元
で
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は
、
モ
デ
ル
教
材
の
分
析
か
ら
表
現
活
動
に
展
開
す
る
様
式
が
定
着
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
単
元
で
実
施
す
る
作
文
や
話
し
合
い
の
具
体
的
な
題
材
は
、
学

習
の
手
引
き
で
例
示
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
領
域
の
単
元
構
成
が
変
わ
る
の
は
Ｈ
４
版
か
ら
で
あ
る
。
Ｈ
４
版

の
「
心
に
残
る
で
き
ご
と
」
は
、
モ
デ
ル
と
な
る
作
文
を
示
し
て
分
析
す
る
の

で
は
な
く
、
題
材
選
び
↓
主
題
の
設
定
↓
取
材
↓
構
成
↓
書
き
出
し
↓
本
文
↓

ま
と
め
↓
題
名
と
い
う
作
文
の
過
程
を
順
を
追
っ
て
示
し
、
学
習
者
が
そ
の
過

程
に
沿
っ
て
実
践
し
て
い
く
教
材
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
メ
モ
や
文
章
の
例

も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
留
意
点
を
分
析
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
手
順
で
作
成
す
る
メ
モ
や
文
章
の
見
本
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

る
。
活
動
や
思
考
の
具
体
を
順
を
追
っ
て
提
示
す
る
編
集
様
式
に
変
わ
っ
た
の

で
あ
る
。「
学
級
新
聞
」
の
よ
う
に
活
動
内
容
を
提
示
す
る
単
元
は
以
前
に
も

見
ら
れ
た
が
、
学
習
者
が
行
う
活
動
を
具
体
的
に
示
す
単
元
構
成
が
採
ら
れ
た

の
は
平
成
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
何
を
作
る
の
か
で
は
な
く
、
学
習
者
が
表

現
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
思
考
と
活
動
の
過
程
が
、
学
習
内
容
と
し
て
設

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
Ｈ
14
版
で
は
「
ク
ラ
ス
の
イ
ベ
ン
ト
計
画
を
立
て
よ
う
」「
方
言
を

調
べ
て
報
告
し
よ
う
」
な
ど
、
扱
う
題
材
も
具
体
的
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
活
動
型
の
学
習
が
定
着
し
て
い
く
中
で
、
近
年
の
教
科
書
は
、
教
科
書
の

中
で
学
習
を
完
結
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

十

　お
わ
り
に

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
教
科
書
の
編
修
様
式
は
学
習
の
あ
り
方
を
方
向
付

け
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
編
集
様
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

の
時
代
に
求
め
ら
れ
た
学
習
形
態
を
反
映
し
て
い
た
り
、
学
習
者
に
と
っ
て
使

い
や
す
い
と
判
断
さ
れ
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
言
語
事

項
教
材
を
例
に
す
る
と
、
コ
ラ
ム
と
い
う
編
修
様
式
が
文
法
に
対
す
る
体
系
的

な
学
習
を
可
能
に
し
た
一
方
で
、
具
体
的
な
文
章
と
切
り
離
さ
れ
た
暗
記
型
の

学
習
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
編
修

様
式
は
功
罪
を
併
せ
持
っ
て
い
て
、
時
代
の
要
請
に
あ
わ
せ
て
修
正
、
改
変
し

て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
の
検
討
か
ら
は
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
、
教
科
書
の
編
修
様
式
に
大

き
な
転
換
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
、
こ
の
時
期
に
提
案
さ
れ
た
編
修
様
式

が
原
型
と
な
っ
て
、
現
行
様
式
に
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
本
稿
の
記
述
は
、
一
部
の
教
科
書
を
例
に
し
た
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
他
社
や
他
学
年
、
小
改
定
時
の
教
科
書
と
照
ら
し
て
、
本
稿
の
事
例
を
検

証
す
る
こ
と
が
今
後
必
要
と
な
る
。

　

本
稿
は
教
科
書
様
式
の
変
遷
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
様
式

が
採
用
さ
れ
た
要
因
に
つ
い
て
は
検
討
で
き
て
い
な
い
。
先
行
様
式
を
踏
襲
す

る
に
せ
よ
改
変
す
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
必
然
性
を
伴
っ
た
要
請
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
新
た
な
編
修
様
式
が
採
用
さ
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
ま
ず
学
習
指
導

要
領
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
に
も
、
学
習
ス
タ
イ
ル
や
学
習
者
像
、
教
科
書
に

対
す
る
期
待
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
社
会
制
度
や
印
刷
技
術
な
ど
の
影
響
も

考
え
ら
れ
る
。
教
科
書
を
取
り
巻
い
て
い
る
情
況
は
、
教
材
採
録
だ
け
で
な
く

本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
編
修
様
式
に
も
影
響
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
検
討

を
進
め
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

 

（
鳴
門
教
育
大
学
）
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【資料　学校図書　小学校五年生用教科書　上巻　掲載教材一覧】

大地（詩） どこかで春が（詩） 詩の手帳から（詩） 春のスケッチ（詩） 花ふぶき（詩）

春のさきがけ（叙景文） 春の朝（写生文） こぶしの花（写生文） こぶしの花（写生文） 春のスケッチ（詩）

新しい力（抒情文） 北海道から 早春の海べ（写生文） 早春の海べ（写生文） Doko ka de Haru ga

奈良の春（手紙） 奈良の春（手紙）

心と心 大きな愛情 美しい心 美しい心 作文

先生へ（手紙）
自然のめぐみ
（伝記）

おかあさん（生活文） 線路の友情（物語）
おかあさんの顔の色
（生活文）

わたくしの住む町
（手紙／記録）

一頭のやぎ
（事実物語）

勝利をすてて（物語） やわらかなボール（物語） 月下美人の花（観察記録）

小さな研究報告
（手紙／報告）

アルベルト=シュワイ
ツェル（伝記）

線路の友情（物語） 悲願の橋（物語） ねらいをはっきりと

日記のたより
（手紙／日記）

Hyogo

スポーツ ことばの研究室 ことばの研究室 知識を求める

ドッジボール大会 白うめの林
ことばのおこり
（説明文）

話すことと書くこと
（説明文）

辞典のひきかた

かがやかしい記録
（伝記）

千葉のれんげ
話すことと書くこと
（説明文）

文字の歴史（説明文） 本で調べる

菜の花畑 辞書のひきかた

みかんのかおり

たざわ湖のほとり

はぎの花を求めて

かりかちとうげから

発表会 大空をあおいで 科学の世界 話し聞く生活

夏休みがすんで 七つの星（説明文） 蚕の観察（記録文） 海の歌（よびかけ） 対話と話しあい

クラーモント号のできるま
で（伝記）

雲のさまざま
（説明文）

空はどこまで
（詩／説明文）

造船所（詩／記録文） たんぽぽのない村

時（劇脚本）
空はどこまで
（説明文）

科学者の道（伝記） かつおつり（生活文）

蚕のまゆ（観察記録）

夏休みのしごと

よびかけの研究（説明文／呼
びかけ脚本）

少年のころ 海はよぶ 学級新聞 新聞

小さな画家（伝記） 海の歌（音読脚本） 編集会議（生活文） なかよし新聞

少年ニュートン（伝記） ほげいの話 なかよし新聞（ニュース版） ひひょう会記録（記録文）

なかよし新聞（学習版） 新聞の読み方（説明文）

ひひょう会記録（記録文）

本を読もう げき

読書について
てるぼうず　ふるぼうず
（劇脚本）

ボールをみつめて

月光の曲（伝記）

南から北から

関門トンネル（記録文）

立山に登る（記録文）

Matusima

横浜港の朝（詩）

感想をまとめる

海の勇者（物語）

残雪（物語）

課外読み物

残雪（物語）

字漢た出くし新字漢いし新字漢いし新字漢た出くし新引手の事仕お

えかみよえかみよえかみよ字漢た出にでまれこ葉言た出くし新

漢字 先生と父兄へ 四年までに出た漢字 音訓別教育漢字さくいん ローマ字五十音表

国語五年生上の編修に
ついて

先生と家族のかたがたへ
（内容一覧表）

文の作者 音別　教育漢字さくいん

国語能力表との対照 内容一覧表 注意することば

この本の語法指導系統

表記のきまり

春の詩

Ａ『国語　五年生』S26 Ｂ『五年生の国語』S27 Ｃ『小学校国語』S30 Ｄ『わたしたちの国語』S34 Ｅ『小学校国語』S36

1

新しい力 春 春のスケッチ 春

資
料

2

3

4

海

5

みつばちとともに
（日記／紀行）

最後の授業（物語）

6

7

8

【資料　学校図書　小学校五年生用教科書　上巻　掲載教材一覧】
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水あゆのうた（詩） どうしていつも（詩） レモン（詩） 二人で話そう（話す・聞く）
はじめて小鳥が飛んだとき
（詩）

学級作り　　つなげてトーク

夏みかん（物語） 悲願の橋（物語） わすれ物（物語） 水のこころ（詩） トゥーチカと飴（物語）

ことばのきまり　① ◇文語の文章
◇しょうかいします
（話す）

あいたくて（詩） 言葉のきまり１

★ことばのきまり①

言葉のいずみ①

なくなった保険証 漢字の話（言語事項） 魚の感覚（説明文） 和紙の心（説明文）

なくなった保険証
（作文）

◇漢和辞典のひきかた 言葉のきまり１ お礼状を書こう（書く） 言葉のいずみ１

作文の組み立て ◇漢字の練習 友達発見（話す） 言葉のきまり①  漢字の部屋　①

経験をふり返ろう（書く）
○書くこと　―筋道（論理）を
たしかめる

八郎 自然に目を向けて（書く） 心に残るできごと（書く） 日本の恐竜時代（説明文）

作文の練習 もぐら（作文） 言葉のいずみ①
いろいろな方法で調べよう
（調べる）

言葉のきまり２

ことばのきまり　②
よく観察し、適切なことば
で書こう（書く）

言葉のいずみ②
○書くこと　―表やグラフを
使って伝えよう

木竜うるし（劇脚本） レイチェル・カーソン（伝記）

★ことばのきまり②
ブック・ファイルを作ろう
（読書）

漢字の部屋　②

読もう・楽しもう（読書）

山頂から（詩） 星とたんぽぽ（詩）

故郷の空（詩） きもち（詩）

言葉のきまり②

木竜うるし（劇脚本） 漢字の話 注文の多い料理店（物語）

作文の練習 ◇脚本の朗読 言葉のきまり②
言葉のおもしろさから読んで
みよう

ことばのきまり　③ ◇手紙を書く（書く） 漢字の部屋　③　

レナド（物語） 手紙（詩）

読書のために まり（詩）

言葉の文化に親しもう
（古文）

知識を求めて 平和への祈り（伝記） わたし風「枕草子」（書く）

たなばたのおこり 七夕のおこり 夏休みの読書 言葉のいずみ２

魚の感覚（説明文）
必要なことを整理して（書
く）

見学の記録をまとめよう
（書く）

ことばのきまり　④ 色に関係のあることば

★ことばのきまり③

◇メモをもとに話す

青い色（詩）

詩のノート 豊かな読書 レナド（物語）

海・ガリレイ・耕うん
機・迷い（児童詩）

本とのめぐりあい 言葉のいずみ②

大造じいさんとがん
（物語）

玉虫のずしの物語

作文の練習

新しく出た漢字 ◇漢字の練習 新しく出た漢字 新しく出た漢字 父ちゃんの凧（物語）

漢字の練習 ◇ことばの練習 四年までに学習した漢字 使ってみよう（学習用語）
インターネットを活用して情報
をさがそう

◇新しく出た漢字 主な部首の名前 授業で使う言葉（学習用語）

◇四年までに習った漢字 話し方・聞き方・まとめ方

漢字のまとめ

Ｊ『みんなと学ぶ小学国語』H23Ｆ『小学校国語』S46 Ｇ『小学校国語』S55 Ｈ『小学校国語』H4 Ｉ『みんなと学ぶ小学国語』H14

8

資
料

クラスのイベント計画を立てよう
（話す・聞く）

まん画をどう思うか
（話し合い記録）

一万一千メートルの深海へ
（事実物語）

ニッポニア－ニッポン
（説明文）

4

5

6

3

7

空気の重さを計るには
（説明文）

1

2

学校を百倍すてきにする方法
（話す・聞く）

分かったことを報告しよう
（書く）

知識を求めて
（読む／書く）

方言を調べて報告しよう
（書く）

チョコレートのおみやげ
（物語）
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