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14

す
。
カ
エ
ル
の
名
前
の
由
来
な
ど
、
教
え
て
し
ま
え
ば
簡
単
な
こ
と
で
す
が
、
教
師
は
辛
抱
強
く
待
つ
の
で

す
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
祖
父
に
カ
エ
ル
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
聞
き
、
学
ん
だ
こ
と
を
記
し
ま
す
。
ア
マ

ガ
エ
ル
の
「
ア
マ
」
が
「
雨
」
の
こ
と
だ
と
知
り
、
同
時
に
「
雨
」
を
「
ア
マ
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
覚
え
る
の
で

す
。
さ
ら
に
、
教
師
が
「
ア
マ
グ
モ
（
雨
雲
）」
と
い
う
言
葉
を
教
え
、
語
彙
が
増
え
て
い
く
の
で
す
。
ま
さ

に
言
葉
の
教
育
で
す
。
そ
し
て
極
め
つ
け
な
の
が
、「
ア
マ
ガ
エ
ル
を
箱
に
入
れ
て
飼
っ
て
ご
覧
な
さ
い
」
と

い
う
コ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
発
見
と
驚
き
へ
と
子
ど
も
を
誘
い
、
学
び
の
方
向
に
導
く
こ
と
も
で
き

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
小
学
校
で
学
ぶ
基
礎
的
な
言
葉
の
力
が
生
活
の
中
で
生
か
さ
れ
、
同
時
に
、
生
活
の
中
で
疑

問
に
思
っ
た
こ
と
や
気
付
い
た
こ
と
が
学
校
教
育
で
の
学
習
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
、
子
ど
も
の
も

の
の
見
方
や
考
え
方
を
深
め
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

小
学
校
に
お
け
る
国
語
科
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
教
科
で
あ
る
か
、
日
記
指
導
を
例
に
そ
の
一

端
を
紹
介
し
ま
し
た
。
言
葉
の
使
い
方
だ
け
で
は
な
く
、
認
識
力
や
思
考
力
も
伸
ば
す
と
い
う
意
味
が
、
少
し

お
分
か
り
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

教
科
書
か
ら
何
を
学
ぶ
か

国
語
科
以
外
の
教
科
で
は
教
科
書
を
読
め
ば
そ
こ
に
習
得
す
べ
き
知
識
や
方
法
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
算
数
科
の
教
科
書
は
、
計
算
や
図
形
に
関
す
る
基
礎
知
識
や
法
則
な
ど
に
つ
い
て
、
読
め
ば
分
か
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
国
語
科
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
物
語
文
や
説
明
文
の
よ
う
な
読
み
物
は
ど

う
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
平
成
二
十
三
年
度
版
の
国
語
科
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
説
明
文
『
ウ
ナ
ギ
の

な
ぞ
を
追
っ
て
』（
光
村
図
書

　四
年
生
）
を
読
む
と
、
ウ
ナ
ギ
が
ど
の
よ
う
な
生
物
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
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。
例
え
ば
、
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和
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年
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版
の
国
語
科
の
教
科
書
に
掲
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さ
れ
て
い
る
説
明
文
『
ウ
ナ
ギ
の
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ぞ

を
追
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図
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と
、
ウ
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が
ど
の
よ
う
な
生
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あ
る
の
か
と
い
っ
た
知
識
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17 1 章　国語って、何を教える教科？

し
ょ
う
。

基
礎
＝
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
の
知
識

基
本
＝
言
葉
を
使
い
こ
な
す
力

小
学
校
の
教
師
は
「
基
礎
＝
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
の
知
識
」
を
次
の
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え

ま
す
。

 

新
し
く
出
て
き
た
言
葉
は
で
き
る
だ
け
多
く
覚
え
ま
し
ょ
う
。

 

卒
業
す
る
ま
で
に
一
〇
二
六
文
字
の
漢
字
を
覚
え
て
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

 

正
し
い
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

 

正
し
い
文
で
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

「
基
本
＝
言
葉
を
使
い
こ
な
す
力
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
子
ど
も
に
伝
え
ま
す
。

 

人
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
上
手
に
聞
く
力
を
つ
け
ま
し
ょ

う
。

 

様
々
な
種
類
の
文
章
を
書
く
書
き
方
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。

 

様
々
な
文
章
を
読
む
力
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。

 

多
く
の
本
に
親
し
み
、
進
ん
で
読
書
し
ま
し
ょ
う
。
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は
、
次
の
よ
う
に
子
ど
も
に
伝
え
ま
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。
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向
か
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す
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に
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つ
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し
ょ
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様
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方
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付
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付
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。
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進
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読
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し
ま
し
ょ
う
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27 2 章　授業時間の四十五分をどう生かすか

た
学
習
者
へ
と
成
長
す
る
手
だ
て
に
な
り
ま
す
し
、
そ
う
し
た
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
互
い
を
尊
重
し
合
え
る

ク
ラ
ス
作
り
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

「
し
つ
け
」
と
「
お
し
つ
け
」

と
こ
ろ
で
、
教
師
に
と
っ
て
最
も
簡
単
な
授
業
と
は
ど
の
よ
う
な
授
業
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、「
今
か
ら
漢

字
を
五
文
字
覚
え
な
さ
い
。
そ
れ
が
済
ん
だ
ら
意
味
調
べ
を
し
な
さ
い
。
で
き
た
ら
ノ
ー
ト
を
持
っ
て
く
る
こ

と
」
の
よ
う
に
指
示
だ
け
を
す
る
授
業
で
す
。「
お
し
つ
け
型
授
業
」
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
物
語
文

だ
と
「
登
場
人
物
の
心
情
は
○
○
か
ら
○
○
に
変
わ
る
の
で
す
。
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
か
探
し
な
さ
い
」、

説
明
文
だ
と
「
段
落
の
要
点
は
○
○
で
す
。
ノ
ー
ト
に
写
し
な
さ
い
」
の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
教
師
が
教
え
込

ん
で
い
き
ま
す
。
子
ど
も
が
自
分
で
考
え
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
や
り
方
や
答
え
を
教
え
込
ん
で

い
き
ま
す
。
順
調
に
授
業
は
進
み
ま
す
し
、
き
っ
と
テ
ス
ト
の
成
績
も
い
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
お
し
つ
け
型
の
授
業
を
行
っ
て
い
る
教
師
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
方
法
で
は
、
子
ど
も
が
自
分
で
考
え
る
力
を
鍛
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
子
ど
も
を
学
習
者
と
し
て

独
り
立
ち
さ
せ
る
の
が
学
校
教
育
の
目
的
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
毎
日
の
授
業
を
通
し
て
、
自
分
で
考
え
、

判
断
し
、
表
現
で
き
る
子
ど
も
に
し
つ
け
る
の
が
教
師
の
役
目
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、「
あ

れ
し
な
さ
い
、
こ
れ
し
な
さ
い
」
式
の
お
し
つ
け
型
授
業
で
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
子
ど
も
は
育
ち
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
が
自
分
で
物
事
を
考
え
る
た
め
の
仕
掛
け
で
す
。

そ
の
仕
掛
け
と
は
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
楽
し
い
活
動
で
あ
っ
た
り
、
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
教
師
の

発
問
で
あ
っ
た
り
、
友
達
と
の
伝
え
合
い
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
指
導
技
術
を
身
に
付
け
て
い
く
の

は
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
ま
ず
は
教
師
自
身
が
楽
し
い
と
感
じ
る
授
業
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
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あ
れ
し
な
さ
い
、
こ
れ
し
な
さ
い
」
式
の
お
し
つ
け
型
授
業
で
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
子
ど
も
は
育
ち
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
が
自
分
で
物
事
を
考
え
る
た
め
の
仕
掛
け
で
す
。

そ
の
仕
掛
け
と
は
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
楽
し
い
活
動
で
あ
っ
た
り
、
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
教
師
の

発
問
で
あ
っ
た
り
、
友
達
と
の
伝
え
合
い
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
指
導
技
術
を
身
に
付
け
て
い
く
の

は
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
ま
ず
は
教
師
自
身
が
楽
し
い
と
感
じ
る
授
業
を
イ
メ
ー
ジ
し
、

p.27　訂正

旧版 改訂版
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31 2 章　授業時間の四十五分をどう生かすか

第 2学年　国語科学習指導案
指導者○○○○

1　日　時　　平成○年○月○日（○）第○校時

2　単元名　　本は友だち「スーホの白い馬」

3　単元目標
●出来事の順序に気を付けたり場面の様子や登場人物の気
持ちを想像したりしながら読む
・読んで思ったことや分かったことを、理由を付けて分か
りやすく話すことができる。
 （話すこと・聞くこと）
・場面の様子を想像し、登場人物の気持ちを考えながら読
むことができる。（読むこと）

4　単元の評価規準

5　指導観
・「スーホの白い馬」は 2年生の最後の物語文である。物語
文の基本である場面の読み取りや叙述を味わいながら登場
人物同士の心の通い合いを読み取ることを通して、読みの力を身に付けさせることが目的である。
基礎的な読み取り方を学習させ、それを応用し定着を図る場、さらに発展させる場を設定し、読
む力を伸ばしていきたい。
・本学級の児童は、読書量が多く、この 1年間で 10000 ページ以上を全ての児童が突破している。
物語文の読みについての事前調査では、全員の児童が音読が大好きと答えており、読解について
は、時間の移り変わりによって場面が変わることを把握している児童が 7割、人物の言葉や行
動から心の動きを読み取ることができる児童が 4割、人物同士の関係を把握しながら読むこと
のできる児童が 6割いる。伝え合いについては、自分の考えを発言できる児童が多く活発な意
見交換ができることが多い。
・本時は、「スーホと白い馬」のメインテーマである馬頭琴
が誕生したわけについて、物語の結末から冒頭へと逆にた
どっていく。その際、「読みの根拠を示し自分の意見として
表現する」ために、言葉一つ一つの意味をしっかりと捉え
させる発問を心がけたい。さらに、学習者同士が自らの読
みを伝え合い、生かし、分かち合っていけるよう、場のコー
ディネートもつとめたい。教師を交えた伝え合いの場にお
いて、それぞれの読みを位置付け、高めていくことができ
るように授業を構築していきたい。

国語への関心・
意欲・態度 読むこと 国語の特質に

ついての事項

本や文章を読んだ
り、想像を広げた
りしながら読もう
としている。

場面の様子について
登場人物の行動を中
心に想像を広げなが
ら読んでいる。

文の中におけ
る主語と述語
との関係に注
意している。

評価規準は評価の内容について
書き、ABC の B 評定の到達基
準になります。　
関心・意欲・態度と国語の特質
については必須項目です。それ
に加えて、「話すこと・聞くこと」
「書くこと」「読むこと」などの
項目が一つ入ります。
内容は学習指導要領の解説編に
ある通りに書きます。

単元名は使用している教科書の
通りに書くのが一般的です。
単元目標は使用している教科書
会社の指導書に書いてある通り
に書きます。

指導観は
・教材観
単元の特徴や、この単元におい
て身に付けさせたいことなどを
書きます。
・児童観
クラスの子どもの実態や特徴に
ついて書きます。

31 2 章　授業時間の四十五分をどう生かすか

第 2学年　国語科学習指導案
指導者○○○○

1　日　時　　令和○年○月○日（○）第○校時

2　単元名　　本は友だち「スーホの白い馬」

3　単元目標
●出来事の順序に気を付けたり場面の様子や登場人物の気
持ちを想像したりしながら読む
・読んで思ったことや分かったことを、理由を付けて分か
りやすく話すことができる。
 （話すこと・聞くこと）
・場面の様子を想像し、登場人物の気持ちを考えながら読
むことができる。（読むこと）

4　単元の評価規準

5　指導観
・「スーホの白い馬」は 2年生の最後の物語文である。物語
文の基本である場面の読み取りや叙述を味わいながら登場
人物同士の心の通い合いを読み取ることを通して、読みの力を身に付けさせることが目的である。
基礎的な読み取り方を学習させ、それを応用し定着を図る場、さらに発展させる場を設定し、読
む力を伸ばしていきたい。
・本学級の児童は、読書量が多く、この 1年間で 10000 ページ以上を全ての児童が突破している。
物語文の読みについての事前調査では、全員の児童が音読が大好きと答えており、読解について
は、時間の移り変わりによって場面が変わることを把握している児童が 7割、人物の言葉や行
動から心の動きを読み取ることができる児童が 4割、人物同士の関係を把握しながら読むこと
のできる児童が 6割いる。伝え合いについては、自分の考えを発言できる児童が多く活発な意
見交換ができることが多い。
・本時は、「スーホと白い馬」のメインテーマである馬頭琴
が誕生したわけについて、物語の結末から冒頭へと逆にた
どっていく。その際、「読みの根拠を示し自分の意見として
表現する」ために、言葉一つ一つの意味をしっかりと捉え
させる発問を心がけたい。さらに、学習者同士が自らの読
みを伝え合い、生かし、分かち合っていけるよう、場のコー
ディネートもつとめたい。教師を交えた伝え合いの場にお
いて、それぞれの読みを位置付け、高めていくことができ
るように授業を構築していきたい。

国語への関心・
意欲・態度 読むこと 国語の特質に

ついての事項

本や文章を読んだ
り、想像を広げた
りしながら読もう
としている。

場面の様子について
登場人物の行動を中
心に想像を広げなが
ら読んでいる。

文の中におけ
る主語と述語
との関係に注
意している。

評価規準は評価の内容について
書き、ABC の B 評定の到達基
準になります。　
関心・意欲・態度と国語の特質
については必須項目です。それ
に加えて、「話すこと・聞くこと」
「書くこと」「読むこと」などの
項目が一つ入ります。
内容は学習指導要領の解説編に
ある通りに書きます。

単元名は使用している教科書の
通りに書くのが一般的です。
単元目標は使用している教科書
会社の指導書に書いてある通り
に書きます。

指導観は
・教材観
単元の特徴や、この単元におい
て身に付けさせたいことなどを
書きます。
・児童観
クラスの子どもの実態や特徴に
ついて書きます。

p.31　訂正

旧版 改訂版
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35 3 章　子どもが食いつく発問のテクニックとトレーニング

ん
。
で
は
、「
前
の
時
間
に
学
習
し
た
の
は
ど
の
場
面
で
し
た
か
？
」
と
問
い
か
け
て
み
る
の
は
ど
う
で
し
ょ

う
。「
え
ー
っ
と
、
こ
の
場
面
だ
っ
た
と
思
う
な
ぁ
」
と
か
「
確
か
、
主
人
公
が
○
○
す
る
場
面
で
し
た
」
の

よ
う
に
子
ど
も
の
思
考
が
刺
激
さ
れ
、
必
然
的
に
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、「
前
の
時
間
に
主
人
公
の
会

話
文
に
注
目
し
た
の
は
、
何
の
た
め
か
な
」
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
人
公
の
心
情
の
変
化
を
読
み
取
る

た
め
で
す
」
の
よ
う
な
答
え
を
引
き
出
し
、
学
習
の
め
あ
て
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

子
ど
も
が
自
分
で
考
え
る
よ
う
に
刺
激
し
、
授
業
が
展
開
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
く
発
問
を
「
た
し
か
め

発
問
」
と
呼
び
ま
す
。「
た
し
か
め
発
問
」
は
、
ク
イ
ズ
形
式
で
問
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
発
問
を
つ
な

げ
る
だ
け
で
も
ど
ん
ど
ん
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
た
し
か
め
発
問
だ
け
で
は
授
業
に

深
ま
り
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

つ
っ
こ
み
発
問
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

授
業
中
の
山
場
や
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
場
面
で
子
ど
も
た
ち
に
じ
っ
く
り
と
考
え
さ
せ
た
い
と
き
、
つ
ま
り
授

業
に
深
ま
り
を
持
た
せ
た
い
と
き
に
使
う
発
問
を
「
つ
っ
こ
み
発
問
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
例
え
ば
、
五

年
生
の
物
語
文
教
材
「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」（
光
村
図
書
）
に
、
主
人
公
の
お
み
つ
さ
ん
が
、
わ
ら
を
編

ん
で
わ
ら
ぐ
つ
を
作
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。

少
し
く
ら
い
格
好
が
悪
く
て
も
、
は
く
人
が
は
き
や
す
い
よ
う
に
、
あ
っ
た
か
い
よ
う
に
、
少
し
で
も
長

持
ち
す
る
よ
う
に
と
、
心
を
こ
め
て
、
し
っ
か
り
し
っ
か
り
、
わ
ら
を
編
ん
で
い
き
ま
し
た
。

（「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
杉
み
き
子
）

35 3 章　子どもが食いつく発問のテクニックとトレーニング

ん
。
で
は
、「
前
の
時
間
に
学
習
し
た
の
は
ど
の
場
面
で
し
た
か
？
」
と
問
い
か
け
て
み
る
の
は
ど
う
で
し
ょ

う
。「
え
ー
っ
と
、
こ
の
場
面
だ
っ
た
と
思
う
な
ぁ
」
と
か
「
確
か
、
主
人
公
が
○
○
す
る
場
面
で
し
た
」
の

よ
う
に
子
ど
も
の
思
考
が
刺
激
さ
れ
、
必
然
的
に
会
話
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、「
前
の
時
間
に
主
人
公
の
会

話
文
に
注
目
し
た
の
は
、
何
の
た
め
か
な
」
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
人
公
の
心
情
の
変
化
を
読
み
取
る

た
め
で
す
」
の
よ
う
な
答
え
を
引
き
出
し
、
学
習
の
め
あ
て
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

子
ど
も
が
自
分
で
考
え
る
よ
う
に
刺
激
し
、
授
業
が
展
開
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
く
発
問
を
「
た
し
か
め

発
問
」
と
呼
び
ま
す
。「
た
し
か
め
発
問
」
は
、
ク
イ
ズ
形
式
で
問
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
発
問
を
つ
な

げ
る
だ
け
で
も
ど
ん
ど
ん
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
た
し
か
め
発
問
だ
け
で
は
授
業
に

深
ま
り
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

つ
っ
こ
み
発
問
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

授
業
中
の
山
場
や
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
場
面
で
子
ど
も
た
ち
に
じ
っ
く
り
と
考
え
さ
せ
た
い
と
き
、
つ
ま
り
授

業
に
深
ま
り
を
持
た
せ
た
い
と
き
に
使
う
発
問
を
「
つ
っ
こ
み
発
問
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
例
え
ば
、
五

年
生
の
物
語
文
教
材
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（
光
村
図
書
）
に
、
大
造
が
残
雪
と
対
峙
す
る
シ
ー
ン
が
あ

り
ま
す
。

「
大
造
じ
い
さ
ん
は
、
強
く
心
を
打
た
れ
て
、
た
だ
の
鳥
に
対
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。」

（「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
椋
鳩
十
）

こ
の
文
章
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
造
の
人
間
性
と
心
情
の
変
化
が
分
か
る
重
要
な
一
文
で
す
。
こ

p.35　訂正
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36

こ
で
ど
の
よ
う
に
問
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
一
文
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

問
い
１

「
大
造
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
残
雪
と
向
き
合
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」

こ
の
よ
う
に
抽
象
的
な
「
気
持
ち
」
を
問
う
発
問
で
も
子
ど
も
は
反
応
し
て
く
れ
ま
す
が
、
も
う
少
し
具
体

的
に
問
い
ま
し
ょ
う
。

問
い
２

「
大
造
と
残
雪
と
の
距
離
は
こ
の
シ
ー
ン
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
か
」

問
い
１
は
、
大
造
が
残
雪
に
対
峙
し
た
と
き
の
「
気
持
ち
を
想
像
す
る
」
と
い
う
問
い
で
す
か
ら
、
本
文
中

に
あ
る
「
強
く
心
を
打
た
れ
ま
し
た
」
と
か
「
た
だ
の
鳥
に
対
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
」
と
答
え
る

の
が
精
一
杯
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、「
残
雪
は
頭
領
ら
し
い
ガ
ン
だ
と
思
っ
た
」「
も
う
戦
う
こ
と
は
や
め
よ

う
」
な
ど
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
問
い
１
に
対
し
て
は
精
一
杯
の
答
え
で
し
ょ
う
。

問
い
２
で
は
、
本
文
を
遡
り
大
造
と
残
雪
の
戦
い
の
シ
ー
ン
を
振
り
返
る
活
動
へ
誘
う
発
問
で
す
。「
弾
の

届
く
距
離
の
三
倍
も
あ
る
え
さ
場
に
い
る
ガ
ン
を
小
屋
の
中
か
ら
狙
う
大
造
」、「
襲
い
か
か
る
ハ
ヤ
ブ
サ
か
ら

仲
間
を
救
う
空
中
戦
を
小
屋
か
ら
這
い
出
て
見
て
い
る
大
造
」、
そ
し
て
、「
地
上
で
の
戦
い
に
お
い
て
、
大
造

が
手
を
伸
ば
せ
る
距
離
ま
で
近
づ
い
て
も
じ
た
ば
た
騒
が
な
い
残
雪
」
が
大
造
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
ま

す
。
大
造
と
残
雪
の
距
離
が
徐
々
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

36

こ
の
文
章
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
お
み
つ
さ
ん
の
人
間
性
が
分
か
る
重
要
な
一
文
で
す
。

こ
こ
で
ど
の
よ
う
に
問
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
一
文
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

問
い
1

 

「
お
み
つ
さ
ん
が
、
わ
ら
ぐ
つ
を
編
む
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
を
付
け
た
で
し
ょ
う
？
」

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
問
い
で
も
子
ど
も
は
反
応
し
て
く
れ
ま
す
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
聞
い
て
み
ま

し
ょ
う
。

問
い
2

 

「
お
み
つ
さ
ん
は
、
ど
ん
な
わ
ら
ぐ
つ
に
仕
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？
」

問
い
1
は
、
主
人
公
が
わ
ら
ぐ
つ
を
編
む
と
き
に
「
何
に
気
を
付
け
た
か
」
と
い
う
問
い
で
す
が
、
本
文
中

に
「
気
を
付
け
た
」
と
い
う
語
句
が
な
い
た
め
に
子
ど
も
は
答
え
に
困
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
「
心
を
こ
め
て
編

み
ま
し
た
」「
し
っ
か
り
わ
ら
を
編
み
ま
し
た
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
い
1
に

対
し
て
は
精
一
杯
の
答
え
で
し
ょ
う
。

問
い
2
で
は
、
本
文
中
の
語
句
を
使
っ
て
「
は
く
人
が
は
き
や
す
い
わ
ら
ぐ
つ
で
す
」「
は
く
人
が
温
か
い

わ
ら
ぐ
つ
で
す
」「
少
し
で
も
長
持
ち
す
る
わ
ら
ぐ
つ
で
す
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
2
の
よ
う
に
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
る
こ
と
の
で
き
る
発
問
を
考
え
る
こ
と
が
教
師
の
技
術
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
主
人
公
の
心
情
の
読
み
取
り
は
、
叙
述
に
即
し
て
じ
っ
く
り
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

p.36　訂正

旧版 改訂版
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37 3 章　子どもが食いつく発問のテクニックとトレーニング

ん
。
そ
の
た
め
の
き
っ
か
け
を
つ
く
る
の
が
「
発
問
」
で
す
。
同
時
に
、
答
え
や
す
く
、
そ
れ
で
い
て
具
体
的

な
答
え
が
出
や
す
い
問
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

つ
っ
こ
み
発
問
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
読
み
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
ら
、
次
の
段
階
で
は
考
え
を
ま
と

め
さ
せ
る
た
め
の
発
問
を
し
ま
す
。

 

「
お
み
つ
さ
ん
が
わ
ら
ぐ
つ
に
込
め
た
思
い
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。
一
文
に
ま
と
め
な
さ
い
」

こ
の
よ
う
に
効
果
的
に
発
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
読
み
解
い
た
考
え
を
一
文
に
ま
と
め
る
活
動
に

入
り
ま
す
。
子
ど
も
の
思
考
は
さ
ら
に
活
性
化
し
一
生
懸
命
考
え
、
書
く
活
動
に
入
り
ま
す
。

例
え
ば
「
は
き
や
す
く
、
温
か
く
て
、
じ
ょ
う
ぶ
な
わ
ら
ぐ
つ
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
思
い
」
と
い
う
答
え

が
返
っ
て
き
た
り
、「
は
く
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
た
わ
ら
ぐ
つ
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
思
い
」
と
い
う
考
え

が
出
さ
れ
ま
す
。
い
く
つ
か
の
つ
っ
こ
み
発
問
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
精
一
杯
い

い
も
の
を
作
り
た
い
」「
買
っ
て
く
れ
る
人
の
た
め
に
心
を
込
め
て
作
り
た
い
」
と
い
う
主
人
公
の
お
み
つ
さ

ん
の
わ
ら
ぐ
つ
作
り
に
対
す
る
思
い
や
、
優
し
い
人
柄
が
だ
ん
だ
ん
と
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

発
問
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　そ
の
1

例
え
ば
、「
こ
の
本
は
好
き
で
す
か
？
」
の
よ
う
な
場
合
だ
と
、
好
き
か
嫌
い
か
を
答
え
る
だ
け
で
す
か
ら
、

思
考
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
答
え
は
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
は
次
の
例
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

37 3 章　子どもが食いつく発問のテクニックとトレーニング

大
造
と
残
雪
と
の
距
離
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
す
か
さ
ず
「
そ
の
時
々
の

大
造
の
心
情
は
？
」
と
つ
っ
こ
み
発
問
を
し
ま
す
。「
小
屋
の
中
で
残
雪
を
仕
留
め
た
い
と
執
念
を
燃
や
す
大

造
」、「
残
雪
と
ハ
ヤ
ブ
サ
と
の
戦
い
に
見
と
れ
銃
を
下
ろ
し
て
し
ま
う
大
造
」、「
ぐ
っ
た
り
し
て
い
る
残
雪
に

「
強
く
心
を
打
た
れ
て
」
敬
意
を
払
い
手
を
伸
ば
す
大
造
」。
こ
の
よ
う
に
大
造
と
残
雪
の
距
離
が
短
く
な
る
に

し
た
が
っ
て
大
造
の
心
情
が
闘
争
心
か
ら
敬
意
へ
と
変
化
し
て
い
る
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

つ
っ
こ
み
発
問
に
よ
っ
て
大
造
の
心
情
が
一
八
〇
度
転
換
す
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
読
み
取
り
に
成
功
し
た

ら
、
次
の
段
階
で
は
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
た
め
の
発
問
を
し
ま
す
。

「
大
造
の
心
情
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
で
し
ょ
う
。
一
文
に
ま
と
め
な
さ
い
」

こ
の
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
思
考
は
さ
ら
に
活
性
化
し
一
生
懸
命
考
え
、
書
く
活
動
に
入
り
ま
す
。

例
え
ば
「
大
造
は
、
残
雪
の
頭
領
と
し
て
の
姿
に
心
を
打
た
れ
、
仕
留
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
変
わ
り
敬

意
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
答
え
が
出
さ
れ
ま
す
。
大
造
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
る
残
雪
の
行
動
に
、

読
者
も
心
も
動
か
さ
れ
る
の
で
す
。
物
語
文
の
読
み
の
醍
醐
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

発
問
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　そ
の
1

例
え
ば
、「
こ
の
本
は
好
き
で
す
か
？
」
の
よ
う
な
場
合
だ
と
、
好
き
か
嫌
い
か
を
答
え
る
だ
け
で
す
か
ら
、

思
考
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
答
え
は
「
は
い
」
か
「
い
い
え
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

で
は
次
の
例
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

p.37　訂正

旧版 改訂版
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55 4 章　子どもの発言を目に見える形にする板書メモのテクニックとトレーニング

板
書
メ
モ
の
実
際

五
年
生
の
物
語
文
教
材
「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」

（
光
村
図
書
）
の
板
書
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
主

人
公
の
お
み
つ
さ
ん
と
、
大
工
さ
ん
が
〈
わ
ら
ぐ
つ
〉
を

通
し
て
心
を
通
わ
せ
て
い
く
場
面
の
授
業
で
す
。

右
端
に
教
材
名
と
作
者
名
を
書
き
、
本
時
の
め
あ
て
を

書
き
ま
す
。
こ
の
物
語
の
読
み
取
り
に
は
欠
か
せ
な
い
、

「
わ
ら
ぐ
つ
」「
お
み
つ
さ
ん
」「
大
工
さ
ん
」
は
、
は
じ

め
か
ら
短
冊
黒
板
に
用
意
し
て
お
き
、
毎
回
の
授
業
で
使

い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
黒
板
の
中
央
に
掲
示
す
る
こ
と

か
ら
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
授
業
の
板
書

の
特
徴
は
、
中
央
か
ら
外
側
へ
と
書
い
て
い
っ
た
こ
と
で

す
。

「
板
書
は
右
側
か
ら
左
側
へ
順
序
よ
く
書
く
も
の
だ
」
と

い
う
基
本
形
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
授
業
の
板
書
の
よ
う
に
、
中
央
か
ら

外
側
（
左
右
）
へ
と
書
い
た
り
、
基
本
と
は
全
く
逆
の
左

側
か
ら
右
側
へ
と
書
い
て
い
っ
た
り
す
る
板
書
も
あ
り
ま

す
。
結
果
と
し
て
四
十
五
分
の
授
業
の
流
れ
や
要
点
が
構

成
図
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
。

この板書は、中央か
ら書き始め、左側と
右側に二人の登場人
物の心情を対比させ
る形に整理した。

子どもの意見の
中からキラリと
光る表現を横書
きで速記メモす
る。

教材名
著者名

主人公の心情が表れ
ている表現を抜き出
し、黄や赤のチョー
クの線で関係をつな
ぐ。

本時の
めあて

55 4 章　子どもの発言を目に見える形にする板書メモのテクニックとトレーニング

板
書
メ
モ
の
実
際

五
年
生
の
物
語
教
材
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」

（
光
村
図
書
）
の
板
書
を
例
に
取
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
物
語
の
位
置
関
係
を
視
覚
的
に
捉
え
る
場
面
の

授
業
で
す
。

右
端
に
教
材
名
と
本
時
の
め
あ
て
を
書
き
ま
す
。

次
に
こ
の
場
面
の
読
み
取
り
に
は
欠
か
せ
な
い
、

「
沼
地
」
と
「
方
角
」
を
黒
板
の
中
央
に
大
き
く
書

き
込
み
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
授
業
の
板
書
の
特
徴
は
、
読
み
取
っ

た
こ
と
を
絵
地
図
に
書
き
込
む
こ
と
、
そ
し
て
、
中

央
か
ら
外
側
へ
と
書
い
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。

「
板
書
は
右
側
か
ら
左
側
へ
順
序
よ
く
書
く
も
の

だ
」
と
い
う
基
本
形
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
こ

だ
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
授
業
の
板
書

の
よ
う
に
、
中
央
か
ら
外
側
（
左
右
）
へ
と
書
い
た

り
、
基
本
と
は
全
く
逆
の
左
側
か
ら
右
側
へ
と
書
い

て
い
っ
た
り
す
る
板
書
も
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て

四
十
五
分
の
授
業
の
流
れ
や
要
点
が
構
成
図
の
よ
う

に
整
理
さ
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
。

p.55　訂正

旧版 改訂版
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74

国
語
科
の
教
科
書
に
は
植
物
や
動
物
の
生
態
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
っ
た
り
、
社
会
問
題
や
歴
史
的
な
事

柄
に
つ
い
て
説
明
し
て
あ
っ
た
り
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
説
明
文
教
材
（
説
明
的
文
章

教
材
）
と
言
い
ま
す
。
例
え
ば
、『
あ
り
の
行
列
』（
光
村
図
書

　三
年
上
）
で
は
、
昆
虫
の
ア
リ
が
な
ぜ
行

列
を
作
る
の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
科
学
者
が
実
験
を
通
し
て
そ
の
謎
を
解
明
し
て
い
く
様
子
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
内
容
を
し
っ
か
り
読
ん
で
い
く
と
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
理
由
が
理
解
で
き
ま
す
。
昆
虫
好

き
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
楽
し
い
教
材
で
し
ょ
う
。

で
は
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
国
語
科
の
時
間
の
目
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
れ
は
理
科
の
時
間
に
学
ぶ
内
容
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
章
で
は
、
国
語
科
の
時
間
に
説
明
文
教
材
を
学
習
す
る
目
的
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

● 

説
明
文
を
学
習
す
る
こ
と
の

　意
味
を
理
解
す
る

● 

説
明
文
の
指
導
方
法
に
つ
い
て

　様
々
な
方
法
を
知
る

理
科
や
社
会
科
に
な
ら
な
い

た
め
の
説
明
文
の
授
業

この章のねらい

章
6

74

国
語
科
の
教
科
書
に
は
植
物
や
動
物
の
生
態
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
っ
た
り
、
社
会
問
題
や
歴
史
的
な
事

柄
に
つ
い
て
説
明
し
て
あ
っ
た
り
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
説
明
文
教
材
（
説
明
的
文
章

教
材
）
と
言
い
ま
す
。
例
え
ば
、『
あ
り
の
行
列
』（
光
村
図
書

　三
年
下
）
で
は
、
昆
虫
の
ア
リ
が
な
ぜ
行

列
を
作
る
の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
科
学
者
が
実
験
を
通
し
て
そ
の
謎
を
解
明
し
て
い
く
様
子
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
内
容
を
し
っ
か
り
読
ん
で
い
く
と
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
理
由
が
理
解
で
き
ま
す
。
昆
虫
好

き
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
楽
し
い
教
材
で
し
ょ
う
。

で
は
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
国
語
科
の
時
間
の
目
的
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
れ
は
理
科
の
時
間
に
学
ぶ
内
容
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
章
で
は
、
国
語
科
の
時
間
に
説
明
文
教
材
を
学
習
す
る
目
的
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

● 

説
明
文
を
学
習
す
る
こ
と
の

　意
味
を
理
解
す
る

● 

説
明
文
の
指
導
方
法
に
つ
い
て

　様
々
な
方
法
を
知
る

理
科
や
社
会
科
に
な
ら
な
い

た
め
の
説
明
文
の
授
業

この章のねらい

章
6
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96

小
学
校
で
は
以
前
か
ら
、
平
安
時
代
の
短
歌
や
江
戸
時
代
の
俳
句
、「
附ぶ

子す

」
の
よ
う
な
狂
言
や
「
寿じ
ゅ

限げ

無む

」
な
ど
の
落
語
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
古
典
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
平
成

二
十
三
年
度
か
ら
は
本
格
的
に
古
典
の
指
導
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
以
前
は
中
学
校
で
始
め
て
出
合
っ
た
「
枕

草
子
」「
平
家
物
語
」
な
ど
を
、
小
学
校
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
章
で
は
、
小
学
校
の
古
典

の
授
業
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

本
格
的
に
古
典
の
指
導
が
始
ま
り
ま
し
た

現
行
の
学
習
指
導
要
領
は
、
令
和
二
年
度
か
ら
小
学
校
に
お
い
て
全
面
実
施
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
典
の
指

導
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
の
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
中
の
「
伝
統
的
な
言
語
文

化
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

● 

小
学
校
で
古
典
を
学
ぶ
目
的
を

　理
解
す
る

● 

古
典
の
授
業
を
工
夫
す
る

　ポ
イ
ン
ト
を
学
ぶ

声
に
出
し
て
味
わ
う

古
典
の
授
業

この章のねらい

章
8

96

小
学
校
で
は
以
前
か
ら
、
平
安
時
代
の
短
歌
や
江
戸
時
代
の
俳
句
、「
附ぶ

子す

」
の
よ
う
な
狂
言
や
「
寿じ
ゅ

限げ

無む

」
な
ど
の
落
語
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
古
典
に
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
平
成

二
十
三
年
度
か
ら
は
本
格
的
に
古
典
の
指
導
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
以
前
は
中
学
校
で
始
め
て
出
合
っ
た
「
枕

草
子
」「
平
家
物
語
」
な
ど
を
、
小
学
校
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
章
で
は
、
小
学
校
の
古
典

の
授
業
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

本
格
的
に
古
典
の
指
導
が
始
ま
り
ま
し
た

現
行
の
学
習
指
導
要
領
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
小
学
校
に
お
い
て
全
面
実
施
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
典

の
指
導
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の
中
の

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 ● 

小
学
校
で
古
典
を
学
ぶ
目
的
を

　理
解
す
る

● 

古
典
の
授
業
を
工
夫
す
る

　ポ
イ
ン
ト
を
学
ぶ

声
に
出
し
て
味
わ
う

古
典
の
授
業

この章のねらい

章
8
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97 8 章　声に出して味わう古典の授業

一
．
二
年
生

（
ア
）
　昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ

と
。

三
．
四
年
生

（
ア
）
　易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が

ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
。

（
イ
）
　長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

五
．
六
年
生

（
ア
）

　親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音

読
す
る
こ
と
。

（
イ
）

　古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
。

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
各
学
年
の
目
的
を
読
む
と
、
低
学
年
で
は
「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
」
を
「
聞

く
・
話
す
」
こ
と
、
中
学
年
で
は
「
文
語
調
の
俳
句
・
短
歌
」
を
「
音
読
し
た
り
、
暗
唱
し
た
り
」
す
る
こ

と
、
高
学
年
で
は
「
古
文
や
漢
文
・
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
」
を
「
音
読
し
て
大
体
の
意
味
を
知
る
」
こ

と
、
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
中
学
年
で
は
「
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
・
故
事

成
語
」
の
「
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
」
と
い
う
内
容
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
小
学
校
の
古
典
の
授
業
で
は
、
音
読
や
暗
唱
を
中
心
に
古
典
に
親
し
み
、
な
お
か
つ
、
日
常
生
活

に
お
い
て
も
古
典
の
学
び
が
生
き
る
よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

97 8 章　声に出して味わう古典の授業

一
．
二
年
生

（
ア
）
　昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
し
て
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親

し
む
こ
と
。

（
イ
）
　長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
言
語
遊
び
を
通
し
て
、
言
葉
の
豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
。

三
．
四
年
生

（
ア
）
　易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
言
葉
の
響
き
で
リ
ズ

ム
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
　長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

五
．
六
年
生

（
ア
）
　親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
を
音
読
す
る
な
ど
し
て
、
言
葉
の
響
や

リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
　古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
ん
だ
り
作
品
の
内
容
の
大
体
を
知
っ
た
り
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
。

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
各
学
年
の
目
的
を
読
む
と
、
低
学
年
で
は
「
昔
話
や
神
話
・
伝
承
」
を
「
聞

く
」
こ
と
、
中
学
年
で
は
「
文
語
調
の
俳
句
・
短
歌
」
を
「
音
読
し
た
り
、
暗
唱
し
た
り
」
す
る
こ
と
、
高
学

年
で
は
「
古
文
や
漢
文
・
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
」
を
「
音
読
し
て
大
体
の
意
味
を
知
る
」
こ
と
、
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
低
学
年
で
は
「
言
葉
遊
び
を
通
し
て
言
葉
の
豊
か
さ
に

気
付
く
こ
と
」
と
い
う
内
容
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
小
学
校
の
古
典
の
授
業
で
は
、
音
読
や
暗
唱
を
中
心
に
古
典
に
親
し
み
、
な
お
か
つ
、
日
常
生
活

p.97　訂正

旧版 改訂版



14

98

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う小

学
校
の
古
典
の
学
習
で
は
「
声
に
出
し
て
読
む
活
動
」
が
中
心
に
な
り
ま

す
。
教
科
書
に
は
ふ
り
が
な
が
打
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
漢
詩
や
文
語
調
の
古
典
の
言
い
回
し
は
ま
る
で
外
国
語
で
す
。
当
然
、

教
師
の
範
読
が
学
び
の
入
り
口
に
な
り
ま
す
。

「
春
暁
」
は
六
年
生
の
四
月
の
教
材
で
す
。
こ
れ
を
見
て
い
き
な
り
「
し
ゅ
ん
み

ん
、
あ
か
つ
き
を
お
ぼ
え
ず
」
と
読
め
る
子
ど
も
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
あ
な
た
の
登
場
で
す
。
中
学
校
、
高
等
学
校
、
そ
し
て
大
学
で
学
ん
だ

古
典
に
関
す
る
レ
ベ
ル
の
差
を
子
ど
も
た
ち
に
示
し
、「
や
っ
ぱ
り
先
生
は
す
ご

い
や
」
と
感
じ
さ
せ
る
読
み
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
は
、
声
を
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

大
丈
夫
、
ち
ゃ
ん
と
ふ
り
が
な
を
打
っ
て
お
き
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ
れ
で
は
ど
う
ぞ
。

春
暁
（
し
ゅ
ん
ぎ
ょ
う
）
／
孟
浩
然
（
も
う
こ
う
ね
ん
）

春
眠
不
覚
暁
（
し
ゅ
ん
み
ん
あ
か
つ
き
を
お
ぼ
え
ず
）
／
処
処
聞
啼
鳥
（
し
ょ
し
ょ
て
い
ち
ょ
う
を
き
く
）

／
夜
来
風
雨
声
（
や
ら
い
ふ
う
う
の
こ
え
）
／
花
落
知
多
少
（
は
な
お
つ
る
こ
と
し
る
た
し
ょ
う
ぞ
／
は
な
お

つ
る
こ
と
し
ん
ぬ
た
し
ょ
う
ぞ
）

声
に
出
し
て
読
む
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ト
ー
ン
や
リ
ズ
ム
で
読
む
こ
と
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。「
春
暁
」
と

い
う
題
名
の
漢
詩
な
の
で
、
何
だ
か
重
々
し
く
硬
い
感
じ
で
読
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

で
は
、「
春
暁
」
の
現
代
語
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。（
現
代
語
訳
は
教
科
書
に
載
っ
て
い
ま
す
）

春
暁　

　
　
　孟
浩
然

春
眠
不
覚
暁

処
処
聞
啼
鳥

夜
来
風
雨
声

花
落
知
多
少

98

に
お
い
て
も
古
典
の
学
び
が
生
き
る
よ
う
な
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う小

学
校
の
古
典
の
学
習
で
は
「
声
に
出
し
て
読
む
活
動
」
が
中
心
に
な
り
ま

す
。
教
科
書
に
は
ふ
り
が
な
が
打
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
漢
詩
や
文
語
調
の
古
典
の
言
い
回
し
は
ま
る
で
外
国
語
で
す
。
当
然
、

教
師
の
範
読
が
学
び
の
入
り
口
に
な
り
ま
す
。

「
春
暁
」
は
五
年
生
の
十
二
月
の
教
材
で
す
。
こ
れ
を
見
て
い
き
な
り
「
し
ゅ
ん

み
ん
、
あ
か
つ
き
を
お
ぼ
え
ず
」
と
読
め
る
子
ど
も
は
そ
う
多
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
あ
な
た
の
登
場
で
す
。
中
学
校
、
高
等
学
校
、
そ
し
て
大
学
で
学

ん
だ
古
典
に
関
す
る
レ
ベ
ル
の
差
を
子
ど
も
た
ち
に
示
し
、「
や
っ
ぱ
り
先
生
は

す
ご
い
や
」
と
感
じ
さ
せ
る
読
み
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
で
は
、
声
を
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

大
丈
夫
、
ち
ゃ
ん
と
ふ
り
が
な
を
打
っ
て
お
き
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ
れ
で
は
ど
う
ぞ
。

春
暁
（
し
ゅ
ん
ぎ
ょ
う
）
／
孟
浩
然
（
も
う
こ
う
ね
ん
）

春
眠
不
覚
暁
（
し
ゅ
ん
み
ん
あ
か
つ
き
を
お
ぼ
え
ず
）
／
処
処
聞
啼
鳥
（
し
ょ
し
ょ
て
い
ち
ょ
う
を
き
く
）
／
夜
来
風
雨

声
（
や
ら
い
ふ
う
う
の
こ
え
）
／
花
落
知
多
少
（
は
な
お
つ
る
こ
と
し
る
た
し
ょ
う
ぞ
／
は
な
お
つ
る
こ
と
し
ん
ぬ
た
し
ょ
う
ぞ
）

声
に
出
し
て
読
む
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ト
ー
ン
や
リ
ズ
ム
で
読
む
こ
と
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。「
春
暁
」
と

い
う
題
名
の
漢
詩
な
の
で
、
何
だ
か
重
々
し
く
硬
い
感
じ
で
読
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

春
暁　

　
　
　孟
浩
然

春
眠
不
覚
暁

処
処
聞
啼
鳥

夜
来
風
雨
声

花
落
知
多
少
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102

次
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
参
考
に
、
活
動
過
程
に
お
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
書
き
込
み
な

が
ら
楽
し
く
進
め
て
く
だ
さ
い
。

ことわざスキットワークシート 氏名○○○○

発表する「ことわざ・故事成語」はこれだ

弘法にも筆の誤り

スキットのアイデアを考えるときに話し合ったことや、
ことわざの意味を調べて気付いたことなど

 「こうぼう」が弘法大師のことで、嵯峨天皇、橘逸勢とともに「三筆」
と呼ばれるほどの書の名人と言われていたことを知った。

 「弘法も筆の誤り」だと思ってたけれど「弘法にも筆の誤り」が正しい
と知った。

 京都の応天門の額を書いた弘法大師が、書き終えて額を門に掲げてみる
と、「応」の字の一番上の点を書き忘れていた。それを、見た弘法大師は、
筆を投げつけて点を打ったそうだ。弘法大師が書き誤りをした話は今昔
物語に書かれている。

 「弘法筆を選ばず」ということわざもある。

意味

弘法大師（空海）のような書の名人でも、書き損じることがある。
その道に長じた人でも時には失敗をすることがあるというたとえ。
同じ意味のことわざ「猿も木から落ちる」、「河童の川流れ」

スキットのアイデア

 世界陸上の男子百メートル決勝の場面優勝間違いなしと思われたボルト
選手がフライングをする。

 走りながら「コウボウニモォ　フーデノ　アヤマリィ」と叫び、決めの
ポーズをとる。

 最後に「弘法にも筆の誤り」と毛筆で書いた紙を取り出し、流ちょうな
日本語で意味を解説する。

 さらに、帰り際にずっこけて「サルモォ　キカラァ　オチルゥ」と言っ
てオチを付ける。

102

次
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
参
考
に
、
活
動
過
程
に
お
い
て
話
し
合
っ
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
書
き
込
み
な

が
ら
楽
し
く
進
め
て
く
だ
さ
い
。

ことわざスキットワークシート 氏名○○○○

発表する「ことわざ・故事成語」はこれだ

弘法にも筆の誤り

スキットのアイデアを考えるときに話し合ったことや、
ことわざの意味を調べて気付いたことなど

 「こうぼう」が弘法大師のことで、嵯峨天皇、橘逸勢とともに「三筆」
と呼ばれるほどの書の名人と言われていたことを知った。

 「弘法も筆の誤り」だと思ってたけれど「弘法にも筆の誤り」が正しい
と知った。

 京都の応天門の額を書いた弘法大師が、書き終えて額を門に掲げてみる
と、「応」の字の一番上の点を書き忘れていた。それを、見た弘法大師は、
筆を投げつけて点を打ったそうだ。弘法大師が書き誤りをした話は今昔
物語に書かれている。

 「弘法筆を選ばず」ということわざもある。

意味

弘法大師（空海）のような書の名人でも、書き損じることがある。
その道に長じた人でも時には失敗をすることがあるというたとえ。
同じ意味のことわざ「猿も木から落ちる」、「河童の川流れ」

スキットのアイデア

 世界陸上の男子百メートル決勝の場面優勝間違いなしと思われた選手が
フライングをする。

 走りながら「コウボウニモォ　フーデノ　アヤマリィ」と叫び、決めの
ポーズをとる。

 最後に「弘法にも筆の誤り」と毛筆で書いた紙を取り出し、流ちょうな
日本語で意味を解説する。

 さらに、帰り際にずっこけて「サルモォ　キカラァ　オチルゥ」と言っ
てオチを付ける。
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122

小
学
校
六
年
間
で
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
漢
字
は
一
〇
〇
六
文
字
で
す
。
こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
が
各

学
年
で
学
習
す
べ
き
「
配
当
漢
字
」
と
し
て
定
め
、
読
む
こ
と
は
そ
の
学
年
で
、
書
く
こ
と
は
次
の
学
年
ま

で
に
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
〇
〇
六
文
字
も
覚
え
さ
せ
る
こ
と
は
一
見
大
変
そ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
一
年
間
の
授
業
日
数
を
約
二
〇
〇
日
と
す
る
と
六
年
間
で

一
二
〇
〇
日
で
す
。
一
日
一
文
字
し
か
指
導
し
な
く
て
も
、
六
年
間
で
全
て

教
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
字
数
な
の
で
す
。

漢
字
は
覚
え
さ
え
す
れ
ば
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
が
漢
字
を
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
学
習
方
法
や

活
用
の
さ
せ
方
に
工
夫
を
重
ね
る
教
師
の
指
導
技
術
が
必
要
で
す
。

こ
の
章
で
は
、
漢
字
の
指
導
方
法
や
活
用
の
さ
せ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

● 

漢
字
の
指
導
法
（
筆
順
・
部
首
・

 

と
め
・
は
ね
な
ど
）
を
理
解
す
る

● 

美
し
い
字
を
書
か
せ
る
た
め
の

 

工
夫
に
つ
い
て
考
え
る

漢
字
指
導
は
国
語
科
指
導
の

い
ろ
は
の
い

この章のねらい

章
10

配
当
漢
字
の
数

一
年
生 

八
〇
字

二
年
生 

一
六
〇
字

三
年
生 

二
〇
〇
字

四
年
生 

二
〇
〇
字

五
年
生 

一
八
五
字

六
年
生 

一
八
一
字

計 

一
〇
〇
六
字

122

小
学
校
六
年
間
で
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
漢
字
は
一
〇
二
六
文
字
で
す
。
こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
が
各

学
年
で
学
習
す
べ
き
「
配
当
漢
字
」
と
し
て
定
め
、
読
む
こ
と
は
そ
の
学
年
で
、
書
く
こ
と
は
次
の
学
年
ま

で
に
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
〇
二
六
文
字
も
覚
え
さ
せ
る
こ
と
は
一
見
大
変
そ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
一
年
間
の
授
業
日
数
を
約
二
〇
〇
日
と
す
る
と
六
年
間
で

一
二
〇
〇
日
で
す
。
一
日
一
文
字
し
か
指
導
し
な
く
て
も
、
六
年
間
で
全
て

教
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
字
数
な
の
で
す
。

漢
字
は
覚
え
さ
え
す
れ
ば
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
が
漢
字
を
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
学
習
方
法
や

活
用
の
さ
せ
方
に
工
夫
を
重
ね
る
教
師
の
指
導
技
術
が
必
要
で
す
。

こ
の
章
で
は
、
漢
字
の
指
導
方
法
や
活
用
の
さ
せ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

● 

漢
字
の
指
導
法
（
筆
順
・
部
首
・

 

と
め
・
は
ね
な
ど
）
を
理
解
す
る

● 

美
し
い
字
を
書
か
せ
る
た
め
の

 

工
夫
に
つ
い
て
考
え
る

漢
字
指
導
は
国
語
科
指
導
の

い
ろ
は
の
い

この章のねらい

章
10

配
当
漢
字
の
数

一
年
生 

八
〇
字

二
年
生 

一
六
〇
字

三
年
生 

二
〇
〇
字

四
年
生 

二
〇
二
字

五
年
生 

一
九
三
字

六
年
生 

一
九
一
字

計 

一
〇
二
六
字

p.122　訂正
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144

考えるヒント

現
在
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
の
「
文
字
に
関
す
る
事
項
」

に
お
い
て
「
平
仮
名
及
び
片
仮
名
を
読
み
、
書
く
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
公
式
に
は
小
学

校
に
入
学
し
て
か
ら
文
字
を
習
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
幼
稚
園
や
保
育

園
で
の
学
習
や
、
家
庭
学
習
な
ど
に
よ
っ
て
、
小
学
校
入
学
前
か
ら
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
が
で

き
る
子
ど
も
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。
現
実
問
題
、
小
学
校
に
入
学
し
た
時
点
で
ひ
ら
が
な
の
読

み
書
き
が
で
き
な
い
と
、
教
室
で
自
分
の
名
前
が
書
か
れ
た
座
席
も
探
せ
ま
せ
ん
し
、「
こ
く
ご
」

の
教
科
書
が
ど
れ
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
書
く
こ
と
は
と
も
か
く
、
読
む
こ
と
に
関
し
て
は
、
小

学
校
入
学
時
に
あ
る
程
度
は
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
が
現
実
の
状
況
で
す
。

そ
れ
で
は
、
書
く
こ
と
に
関
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
小
学
校
入
学
前
に
ひ
ら
が
な
を
書
か

せ
る
こ
と
に
関
し
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
よ
う
で
す
。「
書
け
る
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
書
け
る
」
の
度
合
い
な
の
で

す
。
自
己
流
で
覚
え
る
と
、「
書
け
る
」
で
は
な
く
「
本
人
は
書
け
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う

状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
と
で
修
正
す
る
の
が
非
常
に
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
私

の
娘
も
早
く
か
ら
文
字
に
興
味
を
持
っ
て
ひ
ら
が
な
を
書
き
始
め
て
い
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
最
初
に
覚
え
た
ひ
ら
が
な
は
自
分
の
名
前
で
す
。
そ
し
て
、
小
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
、

き
ち
ん
と
ひ
ら
が
な
を
習
う
と
、
入
学
前
に
比
べ
て
非
常
に
綺
麗
に
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と

144

考えるヒント

現
在
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
の
「
知
識
及
び
技
能
」
に
お

い
て
「
平
仮
名
及
び
片
仮
名
を
読
み
、
書
く
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
公
式
に
は
小
学
校
に

入
学
し
て
か
ら
文
字
を
習
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
幼
稚
園
や
保
育
園
で

の
学
習
や
、
家
庭
学
習
な
ど
に
よ
っ
て
、
小
学
校
入
学
前
か
ら
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
が
で
き
る

子
ど
も
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。
現
実
問
題
、
小
学
校
に
入
学
し
た
時
点
で
ひ
ら
が
な
の
読
み
書

き
が
で
き
な
い
と
、
教
室
で
自
分
の
名
前
が
書
か
れ
た
座
席
も
探
せ
ま
せ
ん
し
、「
こ
く
ご
」
の

教
科
書
が
ど
れ
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
書
く
こ
と
は
と
も
か
く
、
読
む
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
学

校
入
学
時
に
あ
る
程
度
は
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
が
現
実
の
状
況
で
す
。

そ
れ
で
は
、
書
く
こ
と
に
関
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
小
学
校
入
学
前
に
ひ
ら
が
な
を
書
か

せ
る
こ
と
に
関
し
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
よ
う
で
す
。「
書
け
る
方
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
書
け
る
」
の
度
合
い
な
の
で

す
。
自
己
流
で
覚
え
る
と
、「
書
け
る
」
で
は
な
く
「
本
人
は
書
け
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う

状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
と
で
修
正
す
る
の
が
非
常
に
困
難
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
私

の
娘
も
早
く
か
ら
文
字
に
興
味
を
持
っ
て
ひ
ら
が
な
を
書
き
始
め
て
い
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
最
初
に
覚
え
た
ひ
ら
が
な
は
自
分
の
名
前
で
す
。
そ
し
て
、
小
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
、

き
ち
ん
と
ひ
ら
が
な
を
習
う
と
、
入
学
前
に
比
べ
て
非
常
に
綺
麗
に
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と

p.144　訂正
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187 15 章　まとめ

て
く
だ
さ
い
。

②
子
ど
も
の
日
記
か
ら
「
日
記
の
書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
取
り
上
げ
る
と
し
た
と
き
、
ど
う
い
う
ポ
イ

ン
ト
を
取
り
上
げ
れ
ば
い
い
で
す
か
。

③
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
お
け
る
読
解
力
の
定
義
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

④
意
見
文
を
評
価
す
る
と
き
の
基
準
を
三
つ
以
上
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。

８
章
　
声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
授
業

①
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
全
面
実
施
と
な
っ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
古
典
の
扱
い
に
つ
い
て
説
明
し

て
く
だ
さ
い
。

②
小
学
校
に
お
い
て
古
典
を
扱
う
と
き
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
中
心
に
す
べ
き
で
す
か
。

③
音
読
さ
せ
る
だ
け
の
活
動
で
は
子
ど
も
た
ち
は
飽
き
て
き
ま
す
。
活
動
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
か
。

④「
読
み
聞
か
せ
」「
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
」「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
」
の
違
い
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
俳
句
に
つ
い
て
は
、
創
作
だ
け
さ
せ
て
、
作
ら
せ
っ
ぱ
な
し
で
は
十
分
に
学
び
に
な
り
ま
せ
ん
。
創
作

活
動
の
後
に
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
用
意
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

９
章
　
討
論
や
発
表
を
楽
し
む
授
業

①「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
は
何
で
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

②
一
般
的
な
自
己
紹
介
と
「
シ
ョ
ウ
＆
テ
ル
」
に
よ
る
自
己
紹
介
の
違
い
は
何
で
す
か
。

③
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
必
要
で
す
か
。

187 15 章　まとめ

て
く
だ
さ
い
。

②
子
ど
も
の
日
記
か
ら
「
日
記
の
書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
取
り
上
げ
る
と
し
た
と
き
、
ど
う
い
う
ポ
イ

ン
ト
を
取
り
上
げ
れ
ば
い
い
で
す
か
。

③
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
お
け
る
読
解
力
の
定
義
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

④
意
見
文
を
評
価
す
る
と
き
の
基
準
を
三
つ
以
上
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。

８
章
　
声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
授
業

①
令
和
二
年
度
か
ら
全
面
実
施
と
な
っ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
古
典
の
扱
い
に
つ
い
て
説
明
し
て
く

だ
さ
い
。

②
小
学
校
に
お
い
て
古
典
を
扱
う
と
き
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
中
心
に
す
べ
き
で
す
か
。

③
音
読
さ
せ
る
だ
け
の
活
動
で
は
子
ど
も
た
ち
は
飽
き
て
き
ま
す
。
活
動
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
か
。

④「
読
み
聞
か
せ
」「
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
」「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
」
の
違
い
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
俳
句
に
つ
い
て
は
、
創
作
だ
け
さ
せ
て
、
作
ら
せ
っ
ぱ
な
し
で
は
十
分
に
学
び
に
な
り
ま
せ
ん
。
創
作

活
動
の
後
に
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
用
意
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

９
章
　
討
論
や
発
表
を
楽
し
む
授
業

①「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
は
何
で
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

②
一
般
的
な
自
己
紹
介
と
「
シ
ョ
ウ
＆
テ
ル
」
に
よ
る
自
己
紹
介
の
違
い
は
何
で
す
か
。

③
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
、
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
必
要
で
す
か
。
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199

近
く
か
ら

見
る
現
場
、

遠
く
か
ら

見
る
現
場

対
談

「
ぼ
く
は
」
や
「
わ
た
し
は
」
を
使
う
の
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
文
章
の

書
き
出
し
は
最
も
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
日
頃
か
ら
指
導
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
素

晴
ら
し
い
日
記
に
は
必
ず
「
花
丸
」
を
付
け
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
花
丸
の
付
い
た
日
記
が
返
っ
て
く

る
と
子
ど
も
た
ち
は
大
変
喜
び
ま
す
。

初
任
者
だ
か
ら
っ
て

牛
頭 

地
域
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
新
規
採
用
の
先
生
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と

で
す
。
私
が
小
学
校
教
員
を
し
て
い
る
愛
媛
県
で
は
、
何
年
も
新
規
採
用
の
先
生
が
配
属
さ
れ
な
い
地

域
が
あ
り
ま
し
た
。
若
い
二
十
代
の
ピ
チ
ピ
チ
の
先
生
が
一
人
も
い
な
い
状
態
で
す
。
若
手
の
先
生
が

来
ま
せ
ん
か
ら
、
学
校
に
よ
っ
て
は
も
う
す
ぐ
五
十
歳
に
な
る
か
と
い
う
白
髪
ま
じ
り
の
先
生
で
も
、

現
役
バ
リ
バ
リ
の
体
育
主
任
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　森 

文
部
科
学
省
の
学
校
教
員
統
計
調
査
で
は
、
お
お
よ
そ
三
年
ご
と
に
教
員
数
な
ど
の
調
査
を
し
て
い

ま
す
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
の
デ
ー
タ
を
見
て
み
る
と
、
全
国
平
均
が
三
九
・
五
歳
、
愛
媛
県

の
平
均
が
三
八
・
二
歳
で
す
ね
。
十
一
年
を
経
た
平
成
十
年
（
一
九
九
八
年
）
に
な
る
と
、
全
国
平
均

が
四
一
・
八
歳
、
愛
媛
県
が
三
九
・
三
歳
。
さ
ら
に
、
最
新
の
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
年
）
に
な
る

と
、
全
国
平
均
が
四
四
・
三
歳
、
愛
媛
県
が
四
五
・
二
歳
で
す
ね
。
全
国
的
に
高
齢
化
は
進
ん
で
い
ま
す

し
、
愛
媛
県
に
関
し
て
言
え
ば
、
二
十
一
年
前
は
全
国
平
均
よ
り
も
低
か
っ
た
の
に
、
現
在
で
は
逆
転

し
て
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
最
近
に
な
っ
て
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
小
学
校
入
学
に
合
わ

せ
て
大
量
に
採
用
さ
れ
た
世
代
が
退
職
し
始
め
て
い
ま
す
の
で
、
都
市
部
で
は
教
員
採
用
枠
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
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近
く
か
ら

見
る
現
場
、

遠
く
か
ら

見
る
現
場

対
談

「
ぼ
く
は
」
や
「
わ
た
し
は
」
を
使
う
の
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
文
章
の

書
き
出
し
は
最
も
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
日
頃
か
ら
指
導
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
素

晴
ら
し
い
日
記
に
は
必
ず
「
花
丸
」
を
付
け
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
花
丸
の
付
い
た
日
記
が
返
っ
て
く

る
と
子
ど
も
た
ち
は
大
変
喜
び
ま
す
。

初
任
者
だ
か
ら
っ
て

牛
頭 

地
域
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
新
規
採
用
の
先
生
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と

で
す
。
私
が
小
学
校
教
員
を
し
て
い
る
愛
媛
県
で
は
、
何
年
も
新
規
採
用
の
先
生
が
配
属
さ
れ
な
い
地

域
が
あ
り
ま
し
た
。
若
い
二
十
代
の
ピ
チ
ピ
チ
の
先
生
が
一
人
も
い
な
い
状
態
で
す
。
若
手
の
先
生
が

来
ま
せ
ん
か
ら
、
学
校
に
よ
っ
て
は
も
う
す
ぐ
五
十
歳
に
な
る
か
と
い
う
白
髪
ま
じ
り
の
先
生
で
も
、

現
役
バ
リ
バ
リ
の
体
育
主
任
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　森 
文
部
科
学
省
の
学
校
教
員
統
計
調
査
で
は
、
お
お
よ
そ
三
年
ご
と
に
教
員
数
な
ど
の
調
査
を
し
て
い

ま
す
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
の
デ
ー
タ
を
見
て
み
る
と
、
全
国
平
均
が
三
九
・
五
歳
、
愛
媛
県

の
平
均
が
三
八
・
二
歳
で
す
ね
。
平
成
十
年
（
一
九
九
八
年
）
に
な
る
と
、
全
国
平
均
が
四
一
・
八
歳
、

愛
媛
県
が
三
九
・
三
歳
。
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
に
な
る
と
、
全
国
平
均
が
四
四
・
五
歳
、
愛
媛

県
が
四
三
・
八
歳
。
最
新
の
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
年
）
に
な
る
と
、
全
国
平
均
が
四
三
・
四
歳
、

愛
媛
県
が
四
七
・
〇
歳
で
す
。
全
国
的
に
高
齢
化
は
進
ん
で
い
ま
す
し
、
愛
媛
県
に
関
し
て
言
え
ば
、

二
十
七
年
前
は
全
国
平
均
よ
り
も
低
か
っ
た
の
に
、
現
在
で
は
逆
転
し
て
全
国
平
均
を
大
き
く
上
回
っ

て
い
ま
す
。
最
近
に
な
っ
て
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
小
学
校
入
学
に
合
わ
せ
て
大
量
に
採
用
さ
れ
た

世
代
が
退
職
し
始
め
て
い
ま
す
の
で
、
都
市
部
で
は
教
員
採
用
枠
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
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牛
頭 

退
職
数
だ
け
で
は
な
く
、
少
人
数
学
級
の
影
響
も
あ
り
ま
す
ね
。

　森 

は
い
。
そ
の
通
り
で
す
。
た
だ
、
都
市
部
に
比
べ
て
地
方
で
は
そ
れ
ほ
ど
採
用
が
増
え
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
都
市
部
の
平
均
年
齢
の
低
下
（
平
成
二
十
二
年
で
東
京
四
一
・
七
歳
、
神
奈
川
四
一
・
五
歳
な
ど
）

に
比
較
し
て
、
地
方
で
は
教
員
の
高
齢
化
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

牛
頭 

な
る
ほ
ど
。
現
場
で
は
、
若
手
の
先
生
が
赴
任
す
る
と
学
校
が
活
気
づ
き
ま
す
。
毎
日
ひ
た
む
き
に
熱

心
に
教
育
活
動
に
励
ん
で
い
る
若
い
先
生
に
負
け
て
は
い
け
な
い
と
、
高
齢
化
し
て
い
た
職
員
室
が
活

性
化
す
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
課
題
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
や
保
護
者

に
と
っ
て
、
若
手
の
先
生
で
も
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
と
同
じ
力
を
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
若
い
先
生

だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
こ
れ
は
で
き
な
く
て
い
い
」
と
か
「
あ
れ
は
無
理
だ
ろ
う
」
で
は
困
る
の
で
す
。

と
に
か
く
教
師
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
義
務
が
あ
る
の
で
す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
に
比
べ
て
経
験
値

の
少
な
い
若
手
の
先
生
に
必
要
な
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
め
げ
な
い
心
」
と
「
粘
り
強
い
実
行
力
」

で
す
。

　森 

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
初
任
者
も
、
ベ
テ
ラ
ン
も
、
子
ど
も
か
ら
見
た
ら
、
等
し
く
「
先
生
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

牛
頭 

そ
の
通
り
で
す
。
つ
い
三
月
ま
で
教
育
学
部
の
学
生
さ
ん
だ
っ
た
若
者
が
、
四
月
か
ら
は
「
先
生
」
と

呼
ば
れ
る
教
育
公
務
員
と
し
て
職
責
を
果
た
す
立
場
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
き
な
り
学
級
担
任
を

任
さ
れ
る
新
規
採
用
の
先
生
は
、
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
日
々
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
も
、「
め
げ
な
い
心
」
と
「
粘
り
強
い
実
行
力
」
が
必
要
で
す
。

「
実
際
は
先
輩
教
師
が
色
々
と
教
え
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
か
、「
新
規
採
用
教
職
員
の
た
め

の
研
修
制
度
も
あ
る
か
ら
心
配
な
い
だ
ろ
う
」
と
か
、
楽
観
的
に
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
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つ
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三
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ま
で
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学
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の
学
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ん
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た
若
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が
、
四
月
か
ら
は
「
先
生
」
と

呼
ば
れ
る
教
育
公
務
員
と
し
て
職
責
を
果
た
す
立
場
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
き
な
り
学
級
担
任
を

任
さ
れ
る
新
規
採
用
の
先
生
は
、
大
き
な
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
日
々
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
も
、「
め
げ
な
い
心
」
と
「
粘
り
強
い
実
行
力
」
が
必
要
で
す
。

「
実
際
は
先
輩
教
師
が
色
々
と
教
え
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
か
、「
新
規
採
用
教
職
員
の
た
め

の
研
修
制
度
も
あ
る
か
ら
心
配
な
い
だ
ろ
う
」
と
か
、
楽
観
的
に
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
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