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1

　は
じ
め
に

　

教
師
と
し
て
、
生
徒
の
「
資
質
・
能
力
」
が
発
揮
さ
れ
る
場
面
を
見
て
い
る

と
「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
授
業
の
内
容
を

応
用
し
て
授
業
の
内
容
以
上
の
考
え
を
も
つ
、
授
業
や
教
材
の
不
十
分
な
点
に

気
づ
く
、
行
事
で
伴
奏
し
た
り
動
画
を
編
集
し
た
り
す
る
、
部
活
動
で
努
力
し

て
活
躍
す
る
、
と
い
っ
た
場
面
が
あ
る
。
こ
う
し
た
生
徒
の
個
性
が
発
現
す
る

場
面
を
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
も
作
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
発
表
の
主
旨
で
あ

る
。

　
「
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
こ
と
を
定
め
て
い
く
の
は
難
し
い
。
教
師
も
生
徒
も

「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
て
い
れ
ば
、
ベ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
教

師
が
設
定
す
る
学
習
目
標
や
指
導
内
容
と
、
生
徒
が
も
つ
興
味
・
関
心
、
知
識

や
力
と
が
ピ
ッ
タ
リ
と
一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
授
業

を
す
る
際
、
い
つ
も
こ
の
す
り
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ

う
。

　

生
徒
の
「
資
質
・
能
力
」
の
発
現
を
考
え
る
と
、
言
語
活
動
は
不
可
欠
で
あ

る
。
教
師
は
学
習
目
標
や
指
導
内
容
を
吟
味
し
て
言
語
活
動
を
設
定
す
る
。
そ

れ
は
果
た
し
て
、
生
徒
の
日
常
的
な
言
語
生
活
と
ど
れ
く
ら
い
関
係
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
目
の
前
に
い
る
生
徒
の
言
語
生
活
の
実
態
を
少
し
で
も
把
握
し
た

い
、
そ
う
考
え
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
生
徒
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
ア

ン
ケ
ー
ト
は
、
日
常
の
言
語
生
活
に
お
い
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
Ｐ
Ｃ
な
ど
で
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
電
話
を
通
じ
て
や
り
と
り
を
す
る
場
面
が
多
い
と
仮
定
し
、
そ
の
使

用
頻
度
や
使
用
す
る
際
の
文
字
数
な
ど
を
聞
い
た
。
結
果
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。「
1
~
2
時
間
程
度
、
家
族
や
友
人
と

の
や
り
と
り
に
使
用
」「
文
字
で
の
や
り
と
り
は
ほ
と
ん
ど
が
1
~
2
行
程
度
」

「
1
0
0
字
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
」「
音
声
で
の
や
り
と
り
は
短
時
間
、
も
し

く
は
し
な
い
」「
中
に
は
1
時
間
以
上
す
る
場
合
も
」「
あ
る
程
度
の
字
数
を
書

く
こ
と
は
、
学
校
で
の
活
動
く
ら
い
」「
一
定
数
は
、
日
常
的
に
書
く
生
徒
も
い

る
」。
そ
こ
で
、
生
徒
は
文
字
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
場
面
が

多
く
、
そ
の
際
の
字
数
は
少
な
い
、
と
仮
定
し
た
。
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︱
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︱
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平均して 1日にどれくらい、そのコミュニケーションに時間を使っていますか。
64件の回答

そのコミュニケーションの相手はどういった人が多いですか。（複数回答可）
64件の回答

LINEやメール、Twitterなどの文字によるコミュニケーションでは、どれくらいの字数で
やりとりすることが最も多いですか。
64件の回答
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電話などの音声のコミュニケーションでは、どれくらいの時間でやりとりをすることが最
も多いですか。
64件の回答

200字以上の文章を書く機会はありますか。またそれはどのような場面ですか。（複数回答
可）
64件の回答
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そ
れ
を
授
業
に
落
と
し
込
む
た
め
に
次
の
よ
う
に
考
え
た
。「
ひ
と
ま
と
ま
り

の
思
想
を
文
章
に
し
て
い
く
経
験
の
少
な
さ
」「
手
書
き
で
多
い
字
数
を
書
く
と

な
る
と
抵
抗
感
は
高
い
」「
む
し
ろ
状
況
や
心
情
に
合
っ
た
短
い
文
を
選
択
す
る

こ
と
が
多
い
」。
そ
し
て
、「
短
い
文
に
考
え
や
工
夫
を
込
め
る
・
読
み
取
る
活

動
を
目
指
す
」「
自
分
が
込
め
た
考
え
や
工
夫
を
ま
と
ま
っ
た
字
数
で
説
明
す

る
」
と
い
う
授
業
指
針
を
立
て
た
。
以
降
に
こ
の
指
針
を
軸
に
し
た
二
点
の
授

業
実
践
に
つ
い
て
述
べ
る
。

2

　実
践
①

　中
学
校
2
年
生
「
カ
メ
レ
オ
ン
」（
チ
ェ
ー

ホ
フ
）

（
1
）
　授
業
に
つ
い
て

　

国
語
科
の
授
業
を
考
え
る
際
、
授
業
者
は
教
材
か
ら
最
も
効
果
的
な
問
い
を

探
し
、
そ
れ
を
授
業
過
程
に
落
と
し
込
ん
だ
り
、
板
書
に
反
映
さ
せ
た
り
す
る
。

学
習
者
は
提
示
さ
れ
た
問
い
を
考
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
を
書
い
た
り
、

話
し
合
っ
た
り
す
る
。
こ
の
固
定
化
さ
れ
た
一
方
的
な
授
業
の
流
れ
を
変
え
よ

う
と
す
る
動
き
は
様
々
あ
る
が
、
本
校
の
国
語
科
で
は
「
学
習
者
が
自
ら
問
い

を
立
て
る
」
こ
と
を
手
掛
か
り
と
考
え
た
。

　

学
習
者
は
小
説
を
読
む
際
、
登
場
人
物
の
心
情
や
全
体
の
印
象
に
目
を
向
け

や
す
い
。「
カ
メ
レ
オ
ン
」
に
お
い
て
は
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
が
こ
ろ
こ
ろ
と
言

動
を
変
え
る
様
に
注
目
し
、
そ
の
都
度
の
心
情
の
変
化
や
、
作
品
全
体
の
滑
稽

さ
が
、
初
読
で
つ
か
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
題
名
と
内
容
と
の
連
関
に
つ
い
て

も
、
初
読
で
疑
問
に
挙
が
っ
て
く
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
ま
ず
は
自
ら
立
て

た
部
分
的
な
問
い
を
考
え
て
い
き
、
続
い
て
、
小
説
全
体
を
含
ん
だ
題
名
に
ま

つ
わ
る
問
い
を
考
え
さ
せ
た
い
。
そ
れ
ら
の
問
い
を
考
え
た
後
に
「
カ
メ
レ
オ

ン
」
と
い
う
題
名
の
意
味
が
、
登
場
人
物
の
特
徴
を
表
す
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
こ
に
作
者
の
意
図
を
探
る
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
ら
問
い
を
立
て
て
小
説
を
読
ん
で
い
っ
た
こ
と

が
、
次
の
課
題
の
発
見
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

学
習
者
が
も
つ
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
や
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
し
て
こ
な
か
っ
た
読
み
や
、
普
段
は
考
え
な
い
よ
う
な
問
い
に
つ

い
て
は
、
と
き
に
授
業
者
か
ら
与
え
る
必
要
が
あ
る
。「
カ
メ
レ
オ
ン
」
に
お
い

て
は
、
作
者
の
意
図
や
作
品
が
成
立
し
た
社
会
的
背
景
を
含
ん
だ
問
い
が
、
こ

れ
に
あ
た
る
。
学
習
者
か
ら
出
る
に
せ
よ
授
業
者
が
与
え
る
に
せ
よ
、
問
い
を

通
じ
て
作
者
の
社
会
に
対
す
る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
迫
っ
て
い
き
、
さ
ら

に
学
習
者
が
自
ら
の
社
会
に
対
す
る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
表
現
す
る
こ
と

が
果
た
せ
れ
ば
、
探
究
的
な
深
い
学
び
を
得
ら
れ
る
、
と
考
え
た
。

　

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
カ
メ
レ
オ
ン
」
を
小
説
の
社
会
を
語
る
側
面
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
す
る
本
実
践
で
は
、
小
説
を
「
窓
」
で
あ
る
と

考
え
た
。
小
説
を
読
む
こ
と
で
、
小
説
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
家
が
見
た
世

界
を
追
体
験
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
ま
た
そ
こ
に
直
接
関
与
す
る
の
で
は
な
く
、

作
家
が
見
た
世
界
を
間
接
的
に
見
る
こ
と
も
、「
窓
」
と
し
た
理
由
で
あ
る
。

「
窓
」
を
通
じ
て
間
接
的
に
社
会
を
見
る
目
を
も
っ
た
学
習
者
た
ち
に
、
今
そ
の

目
の
前
に
広
が
る
社
会
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
語
る
言
葉
を
探
っ
て
ほ
し
い
。

自
分
た
ち
の
す
ぐ
近
く
の
風
景
だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
に
広
が
っ
て
い
る
景
色

に
目
を
向
け
て
ほ
し
い
。「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
「
窓
」
か
ら
見
え
た
景
色
を

通
じ
て
、
学
習
者
た
ち
が
社
会
に
対
し
て
「
窓
」
を
開
い
て
い
く
こ
と
を
期
待

し
た
い
。
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指
導
計
画
（
全
5
時
間
）

　

第
一
次　
　

初
読
の
感
想
か
ら
問
い
を
挙
げ
、
分
類
し
共
有
す
る
（
＊
）。

（
1
時
間
）

　

第
二
次　
　

②
か
ら
③
、
④
、
⑤
の
順
で
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
問
い
を

考
え
心
情
や
相
互
関
係
を
整
理
す
る
。（
2
時
間
）

　

第
三
次　
　

①
を
考
え
、
小
説
を
社
会
風
刺
を
語
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
。

（
1
時
間
）

　

第
四
次　
　

自
分
の
社
会
を
見
る
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
語
る
言
葉
を
探

る
。（
1
時
間
）

＊
生
徒
た
ち
が
挙
げ
た
問
い

　

①　

な
ぜ
題
名
が
カ
メ
レ
オ
ン
な
の
か

　

②　
「
外
と
う
」
と
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
心
情
の
関
係

　

③　
「
群
集
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て　
　

④　

表
現
・
構
成
に
つ
い
て

　

⑤　

小
説
の
設
定
に
つ
い
て

教
材
観

　
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
は
1
8
8
4
年
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
登
場
す

る
警
察
署
長
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
が
、
他
の
登
場
人
物
の
発
言
に
こ
ろ
こ
ろ
と
態

度
を
変
え
る
姿
や
そ
の
根
本
に
あ
る
権
威
主
義
と
、
発
言
者
の
権
威
性
を
考
え

ら
れ
て
い
な
い
姿
と
の
矛
盾
を
鮮
明
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
ク
リ
ミ

ア
戦
争
に
敗
北
し
、
急
速
に
近
代
化
し
て
い
く
ロ
シ
ア
や
、
そ
れ
を
主
導
し
て

い
た
知
識
人
た
ち
の
姿
と
重
な
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
作
品
は
風
刺
と
し
て

の
側
面
を
強
く
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
作
家
と
し
て
生
計
を
た
て
て

い
く
こ
と
が
難
し
か
っ
た
作
者
が
、
自
身
の
作
品
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
よ

り
、
求
め
に
応
じ
て
作
品
を
書
い
て
い
く
自
身
の
姿
を
重
ね
て
い
る
も
の
と
も

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
は
権
威
主
義
の
も
と
で

成
り
立
つ
社
会
や
、
そ
こ
に
生
き
る
個
人
に
対
す
る
風
刺
の
側
面
を
強
調
し
て

扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

指
導
観

　

新
指
導
要
領
の
「
教
科
の
目
標
、
各
学
年
・
各
科
目
の
目
標
及
び
内
容
の
系

統
表
」
に
お
い
て
、
小
学
校
で
の
教
科
目
標
で
は
「
日
常
生
活
」
が
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
る
の
に
対
し
、
中
学
校
で
は
「
社
会
生
活
」、
高
等
学
校
で
は
「
実
社

会
」「
生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

中
学
校
で
は
個
人
の
学
び
を
支
え
と
し
て
、「
社
会
生
活
」
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
、
自
分
が
参
画
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
「
実
社
会
」
を
視
野
に
入
れ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
と
ら
え
た
。
自
分
が
参
画
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

「
実
社
会
」
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
は
高
等
学
校
で
の
目
標
に
な
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
叶
え
て
い
こ
う
と
す
る
学
び
に
「
探
究
」
の
手
掛
か
り
を

み
た
い
。

　

こ
の
こ
と
を
小
説
の
読
み
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
る
。
学
習
者
は
小
説
を

読
む
際
、
登
場
人
物
の
心
情
や
全
体
の
印
象
に
目
を
向
け
や
す
い
。
そ
れ
ら
は

小
説
を
読
む
際
に
授
業
者
た
ち
が
中
心
的
に
扱
う
事
柄
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
を

も
つ
こ
と
自
体
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
新
た
な
側
面
と
し
て
、
作
者

の
社
会
事
象
へ
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
い
。
小
説
に
表
れ
る

作
家
の
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
に
気
付
く
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
読
み
を
広
げ
、

さ
ら
に
社
会
認
識
を
涵
養
で
き
る
と
考
え
た
。
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「
カ
メ
レ
オ
ン
」
に
お
い
て
は
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
と
い
う
人
物
が
警
察
署
長

で
あ
る
、
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
設
定
は
例
え
ば
「
羅
生
門
」

で
人
物
の
固
有
名
詞
が
用
い
ら
れ
ず
、
下
人
の
姿
は
多
く
の
人
間
に
あ
て
は
ま

る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
と
は
対
比
的
で
あ
る
。「
カ

メ
レ
オ
ン
」
に
は
風
刺
の
側
面
が
強
く
あ
る
と
考
え
、
風
刺
の
対
象
は
人
間
一

般
の
姿
で
は
な
く
、
社
会
で
の
権
力
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
、
扱
っ
て
い
き

た
い
。「
カ
メ
レ
オ
ン
」
に
あ
る
社
会
へ
の
風
刺
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
小
説
が

社
会
を
語
る
面
を
も
つ
こ
と
を
意
識
し
て
読
み
、
さ
ら
に
「
実
社
会
」
へ
の
感

性
を
自
ら
表
現
す
る
手
が
か
り
と
し
て
と
ら
え
て
い
き
た
い
。「
読
む
能
力
」
に

と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
の
意
見
を
表
現
す
る
力
を
育
み
た
い
が
た
め
で
あ
る
。
小

説
の
読
み
か
ら
得
た
視
点
を
、
社
会
事
象
を
語
る
言
葉
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に

つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

　

小
説
を
手
掛
か
り
に
社
会
事
象
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
い
く
ら
か

の
飛
躍
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
学
習
者
の
力
で
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

ま
ず
は
自
分
た
ち
で
問
い
を
考
え
、
部
分
的
な
も
の
か
ら
読
み
を
積
み
重
ね
て

い
き
、
全
体
に
ま
つ
わ
る
読
み
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
後
に
、
作
者
の
見

た
社
会
を
見
つ
め
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
の
生
き
る
社
会
を
考
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
授
業
過
程
を
仕
組
ん
だ
。

（
2
）
　言
語
活
動

　

以
上
の
授
業
計
画
で
授
業
を
行
い
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
が
見
て
い
る
現
代
社

会
の
在
り
様
を
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
に
な
ら
っ
て
名
詞
で
表
す
活
動
を
行
っ
た
。

以
下
が
そ
の
一
覧
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
こ
の
言
葉
に
込
め
た
考
え
を
2
0
0
字
程
度
の
文
に
述

番
号

現
代
社
会
を
表
す
言
葉

1

月

2

サ
イ
コ
ロ

3

ガ
ラ
ス
細
工

4

マ
ネ
キ
ン

5

ツ
ナ
缶

6

わ
め
く
ナ
マ
ケ
モ
ノ

7

メ
ロ
ン
パ
ン

8

か
き
氷

9

イ
シ
モ
チ
ソ
ウ

10

ゴ
ム
ボ
ー
ル

11

多
角
柱

12

磁
石

13

鉄

14

カ
フ
ェ
オ
レ

15

ド
ミ
ノ

16

水

17

ド
ミ
ノ

18

白

19

ケ
ー
キ
ボ
ッ
ク
ス

20

オ
セ
ロ

番
号

現
代
社
会
を
表
す
言
葉

21

メ
イ
ク

22

魚

23

ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン

24

月

25

オ
セ
ロ

26

も
の
さ
し

27

月

28

雨

29

き
れ
い
な
川

30

赤
シ
ー
ト

31

絵
具

32

風
車

33

オ
セ
ロ

34

お
化
け
屋
敷
の
カ
ッ
プ
ル
割
り

35

お
化
け
屋
敷
の
カ
ッ
プ
ル
割
り

36

お
化
け
屋
敷
の
カ
ッ
プ
ル
割
り

37

お
化
け
屋
敷
の
カ
ッ
プ
ル
割
り

38

ふ
る
い

39

ホ
ッ
キ
ョ
ク
グ
マ

40

ふ
る
い
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べ
る
活
動
を
行
っ
た
。

　

言
葉
や
込
め
た
考
え
は
多
分
に
批
判
的
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
は
メ
デ
ィ
ア

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
部
分
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
こ
と
に
自
覚
的
で
な
い
状
態

で
た
だ
批
判
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
は
、
危
う
さ
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
ま

ず
は
、
こ
う
し
た
言
葉
で
現
代
社
会
を
語
る
生
徒
た
ち
の
「
資
質
・
能
力
」
を

「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
る
。
現
代
社
会
の
様
相
を
と
ら
え
よ
う
と
し
、
そ
れ
を

表
現
す
る
の
に
最
も
い
い
言
葉
を
探
し
て
い
る
際
の
生
徒
の
姿
は
、「
お
も
し
ろ

い
」
と
感
じ
ら
れ
た
。
非
常
に
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
本
実
践
の
言
語
活
動
は

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

3

　実
践
②

　中
学
校
3
年
生

　「俳
句
を
よ
む
」

（
1
）
　授
業
に
つ
い
て

　

学
習
者
の
表
現
す
る
言
葉
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
短
い
言

葉
の
中
に
様
々
な
解
釈
を
も
た
せ
て
い
た
り
、
絶
妙
な
間
で
言
葉
を
挟
ん
だ
り

す
る
。
こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
学
習
者
は
短
い
言
葉
に
お
も
し
ろ
み
を
も
た
せ

な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
仮
説
を
立
て
た
。
こ
の
仮
説
を
基

に
、
ま
ず
は
短
い
言
葉
に
よ
り
こ
だ
わ
っ
て
表
現
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
こ
だ
わ

り
を
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
字
数
の
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
、
の
2
つ
を
目

標
に
据
え
た
。

　

学
習
指
導
要
領
で
は
言
語
活
動
例
と
し
て
俳
句
の
創
作
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
本
校
で
使
用
し
て
い
る
教
科
書
で
は
、
2
社
の
う
ち
1
社
は
俳
句
創
作
の

単
元
は
組
ん
で
い
な
い
。
組
ん
で
い
る
1
社
も
、
評
価
の
基
準
な
ど
は
明
瞭
で

な
く
、
あ
く
ま
で
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
発
展
的
な
単
元
と
し
て
組
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
か
学
習
者
の
俳
句
創
作
や
俳
句

の
評
価
へ
の
意
識
・
関
心
は
高
く
、
俳
句
創
作
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
、
俳
句
創
作
を
主
た
る
活
動
と
し
て
組
み
込
ん
だ
。

　

俳
句
創
作
に
お
い
て
は
、
本
単
元
の
開
始
時
（
俳
句
を
読
む
よ
り
も
前
）
に

そ
れ
を
予
告
し
、
継
続
的
に
俳
句
創
作
へ
の
意
識
を
喚
起
さ
せ
て
き
た
。
ま
た
、

自
分
の
誕
生
日
を
含
む
季
節
の
季
語
を
使
い
、
五
・
七
・
五
を
基
本
と
す
る
こ

と
と
し
た
。
加
え
て
、
創
作
に
お
い
て
工
夫
し
た
点
や
込
め
た
思
い
を
2
0
0

字
以
内
で
書
か
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　

俳
句
の
読
解
だ
け
で
な
く
和
歌
の
鑑
賞
に
も
俳
句
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
る

こ
と
で
、
読
解
や
鑑
賞
の
活
動
に
も
主
体
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
意
識
し
、

延
い
て
は
そ
れ
が
創
作
し
た
俳
句
を
評
価
す
る
観
点
に
も
な
る
こ
と
を
伝
え
て

単
元
を
継
続
的
に
進
め
て
き
た
。

指
導
計
画
（
全
9
時
間
）
＊
長
期
的
に
行
っ
て
い
る
単
元
で
あ
る
た
め
、
配
当

時
間
は
目
安
。

　

第
一
次
:
俳
句
の
読
解
を
す
る
。（
6
月　

3
時
間
）

　

第
二
次
:
和
歌
の
世
界
に
親
し
む
。（
9
月　

3
時
間
）

　

第
三
次
:
俳
句
を
創
作
し
、
創
作
し
た
俳
句
を
鑑
賞
し
あ
う
。（
11
月　

3
時

間
）

（
2
）
　言
語
活
動

　

以
上
の
授
業
計
画
で
授
業
を
行
い
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
俳
句
を
詠
ん
だ
。
俳

句
を
詠
む
指
示
を
し
た
の
は
6
月
で
、
実
際
に
提
出
を
求
め
た
の
は
11
月
で
あ

る
た
め
、
そ
の
間
に
考
え
続
け
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。（
句
切
れ
、
季
語
に
つ
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い
て
は
詳
細
な
指
導
が
入
れ
ら
れ
ず
、
句
切
れ
が
複
数
あ
る
句
や
、
歳
時
記
と

異
な
る
季
節
の
設
定
の
も
の
も
あ
る
）

①　

新
入
生　

一
月
（
ひ
と
つ
き
）
の
よ
う
に　

卒
業
生

②　

桜
吹
雪　

一
面
に
広
が
る　

蕾
か
な

③　

葉
桜
や　

急
き
た
つ
人
の　

ベ
ー
ル
か
な

④　

少
年
よ　

太
陽
を
呑
む　

雲
の
峰

⑤　

鯉
の
ぼ
り　

は
た
め
く
空
は　

だ
い
だ
い
色

⑥　

虹
か
か
り　

空
も
心
も　

晴
れ
模
様

⑦　

夕
焼
け
と　

さ
ざ
波
の
音　

染
み
わ
た
る

⑧　

頰
つ
た
う　

蛙
な
き
け
り　

訃
の
報
ら
せ

⑨　

雲
の
峰　

ご
う
と
ふ
く
そ
ば
の　

風
あ
り
け
り

⑩　

移
り
気
な　

紫
陽
花
の
色
と　

空
の
色

⑪　

傘
と
共
に　

お
ど
る
値
札
や　

梅
雨
は
じ
め

⑫　

短
冊
に　

十
色
の
願
い　

万
華
鏡

⑬　

我
が
生
辰　

夏
の
学
び
舎　

な
か
り
け
り

⑭　

昼
下
が
り　

う
だ
る
朝
顔　

僕
の
色

⑮　

時
す
ぎ
て　

風
が
吹
い
て
も　

炎
天
下

⑯　

花
火
散
り　

一
人
で
帰
る　

暗
い
道

⑰　

夏
終
わ
る　

白
き
課
題
や　

ス
イ
カ
の
皮

⑱　

彼
岸
花　

涼
風
引
き
連
れ　

咲
き
揃
う

⑲　

漕
ぎ
終
わ
り　

暑
さ
忘
れ
る　

9
月
の
そ
よ
風

⑳　

彼
は
誰
に　

ひ
や
り
と
香
る　

金
木
犀

㉑　

下
校
時
の　

空
の
暗
さ
で　

秋
を
知
る

㉒　

秋
の
虫　

き
れ
い
な
声
だ
が　

見
た
く
な
い

㉓　

紅
葉
の
よ
う　

変
わ
り
ゆ
く
の
は　

胸
の
内

㉔　

風
吹
け
ば　

秋
の
せ
つ
な
さ　

香
り
出
す

㉕　

霧
深
し　

吐
息
白
色　

家
を
出
る

㉖　

秋
晴
れ
の　

大
空
の
下　

立
つ
私

㉗　

儚
げ
に　

川
面
に
移
り
し　

星
月
夜

㉘　

名
月
の　

水
面
に
浮
か
ぶ　

淡
い
影

㉙　

赤
い
羽
根　

季
節
感
ず
る　

始
ま
り
の
日

㉚　

月
団
子　

砂
糖
じ
ょ
う
ゆ
の　

香
り
か
な

㉛　

ピ
ン
ポ
ー
ン　

ド
ア
の
向
こ
う
に　

ヴ
ァ
ン
パ
イ
ア

㉜　

桂
浜　

し
お
り
片
手
の　

秋
の
宵

㉝　

こ
の
寒
さ　

未
だ
染
ま
ら
ぬ　

紅
葉
や

㉞　

落
ち
葉
落
ち　

流
さ
れ
見
る
や　

た
だ
枯
れ
野

㉟　

寒
き
夜　

羽
毛
布
団
に　

包
ま
れ
て

㊱　

風
冴
ゆ
る　

池
の
隅
に
て　

沈
む
鯉

㊲　

外
で
鳴
る　

北
風
小
僧
の　

寒
太
郎

㊳　

北
風
や　

端
山
の
早
暁　

か
け
廻
る

㊴　

イ
ヤ
ホ
ン
を　

片
方
外
し　

眺
む
雪

㊵　

珈
琲
の　

海
に
溶
け
ゆ
く　

雪
見
だ
い
ふ
く

㊶　

年
が
明
け　

戻
る
時
計
と　

戻
れ
ぬ
時
間

㊷　

大
寒
に　

ま
だ
見
え
ぬ
春　

背
伸
び
し
て

㊸　

冬
の
空　

我
包
む
繭　

白
色
に

　

こ
こ
か
ら
生
徒
が
5
句
を
選
ん
で
投
票
し
、
集
計
し
た
上
位
5
句
を
決
定
し

た
。
生
徒
を
10
班
に
分
け
、
そ
の
上
位
5
句
に
つ
い
て
1
句
に
つ
き
2
班
を
あ
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て
、
解
釈
を
発
表
し
合
う
活
動
を
行
っ
た
。
同
じ
句
を
読
ん
だ
班
で
解
釈
が
異

な
っ
た
り
、
共
通
し
て
解
釈
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
り
と
、
生
徒
が
詠
ん
だ

俳
句
を
読
み
合
う
活
動
を
仕
組
ん
だ
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
解
説
集
も
読
み
合
い
、

詠
み
手
に
と
っ
て
込
め
た
思
い
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
、
読
み
手
に
と
っ
て
解
釈

と
読
ん
だ
工
夫
が
一
致
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
観
点
で
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

授
業
者
と
し
て
は
、
も
う
少
し
日
常
的
な
、
卑
近
な
題
材
が
多
く
な
る
か
と

考
え
て
い
た
。
し
か
し
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
に
題
材
を
工
夫
し
て
選
び
、
自
分
の

感
覚
を
表
現
で
き
る
言
葉
を
吟
味
に
吟
味
を
重
ね
て
選
び
取
っ
て
い
た
。
そ
の

姿
も
ま
た
、「
お
も
し
ろ
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。

4

　お
わ
り
に

　

2
つ
の
実
践
を
通
し
て
、
短
い
言
葉
に
思
い
や
工
夫
を
込
め
る
と
い
う
言
語

活
動
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
思
い
や

工
夫
を
述
べ
る
と
な
る
と
、
2
0
0
字
程
度
の
ま
と
ま
っ
た
字
数
の
文
章
を
書

く
こ
と
に
つ
い
て
も
抵
抗
感
を
下
げ
て
実
践
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き

た
。
こ
う
し
た
授
業
過
程
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
「
資
質
・

能
力
」
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
と
考
え
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
非
常
に

主
観
的
に
述
べ
る
こ
と
を
避
け
ず
に
言
っ
て
、
表
現
活
動
を
し
て
い
る
生
徒
た

ち
は
「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
学
習
目
標
や
指
導
内

容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
た
時
、
教
師
に
と
っ
て
も
「
お
も
し
ろ
い
」
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
主
観
的
な
「
お
も
し
ろ
さ
」
か
ら
授
業
構
想
を
し
て
言
語
活
動
を

仕
組
ん
で
い
く
こ
と
も
、
授
業
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
の
1
つ
の
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

（
広
島
大
学
附
属
中
高
等
学
校
）




