
（
１
）
学
校
の
状
況

私
が
教
育
実
習
生
と
し
て
学
び
、
講
師
と
し
て
務
め
た
京
都
府
立
盲
学
校

（
京
都
市
・
北
区
）
は
、
日
本
で
最
初
の
障
害
児
学
校
と
し
て
一
八
七
八
年

（
明
治
三
年
）
に
古
川
太
四
郎
先
生
に
よ
っ
て
京
都
府
盲
唖
院
の
名
で
開

校
さ
れ
た
一
二
一
年
の
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
学
校
で
あ
る
。

幼
稚
部
・
小
学
部
・
中
学
部
・
高
等
部
本
科
（
高
等
学
校
教
育
課
程
に
準

じ
、
普
通
科
・
保
健
理
療
科
・
音
楽
科
が
あ
る
）
・
高
等
部
専
攻
科
（
高
等

部
卒
業
後
、
さ
ら
に
各
科
を
専
攻
す
る
課
程
）
・
研
究
部
（
専
攻
科
理
療
科

を
卒
業
後
、
臨
床
実
習
を
深
め
る
課
程
）
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
児
童
生
徒

の
年
齢
幅
が
広
い
の
が
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

入
学
資
格
に
、

一
、
両
眼
の
視
力
が
矯
正
で
○
・
三
未
満
の
も
の
。

二
、
視
力
以
外
の
機
能
障
害
（
視
野
狭
窄
・
色
盲
・
夜
盲
な
ど
）
が
強

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

ｌ
絵
本
と
視
覚
障
害
Ｉ

｜
、
は
じ
め
に

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

度
の
も
の
。

三
、
将
来
視
力
が
著
し
く
減
退
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
。

と
、
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が

中
心
で
あ
る
が
、
弱
視
の
児
童
生
徒
が
三
分
の
二
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
は
、

全
盲
で
多
様
な
重
複
障
害
が
あ
る
児
童
生
徒
が
増
加
し
て
い
る
（
全
国
的
な

傾
向
で
も
あ
る
）
。
そ
う
し
た
視
覚
等
の
障
害
に
よ
り
生
活
・
行
動
・
学
習

に
制
約
を
も
つ
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力

を
伸
ば
す
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
、
聴
覚
・
触
覚
等
を
活
用
し
た
教
育

・
支
援
活
動
が
発
達
に
応
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

「
盲
学
校
に
お
い
て
は
歴
史
的
に
、
歩
行
訓
練
や
点
字
指
導
、
弱
視
児
・

者
へ
の
文
字
指
導
な
ど
と
し
て
、
一
般
の
学
校
な
ど
と
は
異
な
る
指
導
を
積

み
重
ね
て
き
迄
］
』

六
つ
の
点
の
組
合
せ
を
指
先
で
読
む
点
字
は
、
触
覚
を
活
用
し
た
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
拡
大
読
書
器
や
ス
ラ
イ
ド
等
、
様
々
な
機

器
が
学
習
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
学
校
内
に
は
寄
宿
舎
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
生
活
力
や
自
立
す
る
能
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力
の
育
成
と
い
っ
た
重
要
な
取
り
組
み
が
日
々
続
け
ら
れ
て
い
る
。

児
童
生
徒
の
人
数
は
、
少
子
化
や
一
般
の
小
・
中
学
校
に
在
籍
す
る
視
覚

障
害
の
あ
る
児
童
の
増
加
、
そ
し
て
中
途
失
明
者
（
糖
尿
病
な
ど
の
成
人
病

や
事
故
に
よ
る
）
の
途
中
編
入
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
・
中
・
高
と
、
上
へ

い
く
に
し
た
が
っ
て
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
度
は
、
小
学
部
五
名
、
中
学
部
九
名
、
高
等
部
四
五
名
が
在

籍
し
、
小
学
部
で
は
五
名
の
児
童
全
員
が
、
他
の
障
害
を
併
せ
も
つ
重
複
生

で
あ
る
。

少
人
数
、
重
度
・
重
複
化
か
ら
、
学
習
形
態
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
個
別
指

導
が
主
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
担
当
児
童
の
状
況

私
が
担
当
し
た
児
童
は
、
小
学
部
第
３
学
年
で
、
明
る
く
伸
び
伸
び
と
し

た
活
動
的
な
女
子
（
以
下
、
「
Ａ
子
さ
ん
」
と
表
記
す
る
）
で
あ
っ
た
。
視

力
は
指
数
弁
（
指
を
眼
前
で
動
か
せ
ば
わ
か
る
、
明
暗
．
は
っ
き
り
と
し
た

色
な
ら
わ
か
る
）
で
あ
り
、
生
ま
れ
つ
き
こ
の
状
態
の
た
め
、
視
覚
表
象
が

な
き
に
等
し
く
、
途
中
失
明
と
は
異
な
り
、
概
念
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が

難
し
い
が
、
何
事
に
も
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
み
、
授
業
以
外
の
時
間
に
も

自
発
的
な
頑
張
り
を
み
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
教
室
で
机
を
並
べ
て
学
び
過
ご
す
友
達
が
い
な
い
と
い
う
環
境
、

ま
た
、
家
庭
に
お
い
て
も
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
づ
け
で
限
ら
れ
た
一
方
的
な
情

報
源
の
片
寄
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
っ
た
。

会
話
の
機
会
が
少
な
い
生
活
環
境
は
、
Ａ
子
さ
ん
の
語
彙
力
に
影
響
し
て
い

る
。
そ
し
て
（
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
）
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
と
同
じ
よ
う
に
早
口

で
話
し
た
り
、
部
分
的
に
し
か
話
さ
ず
、
聞
き
手
に
は
そ
れ
で
理
解
さ
れ
て

い
る
と
思
っ
て
い
る
。
実
際
、
Ａ
子
さ
ん
が
自
分
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で

話
し
て
い
る
と
、
Ａ
子
さ
ん
と
の
最
初
の
接
触
の
ぱ
あ
い
に
は
、
他
人
が
理

解
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
も
、
教

師
と
の
言
葉
の
交
換
の
み
で
、
様
々
な
意
見
を
聞
い
て
思
考
を
深
め
る
方
向

に
発
展
し
に
く
い
。

さ
ら
に
、
Ａ
子
さ
ん
は
、
同
じ
事
を
繰
り
返
し
話
し
た
り
、
知
っ
て
い
る

事
を
何
度
も
質
問
し
た
り
す
る
場
面
が
見
ら
れ
る
が
、
Ａ
子
さ
ん
の
心
に
常

に
不
安
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
視
覚
障
害
に
よ
る
日
常
生

活
全
般
に
わ
た
る
経
験
の
少
な
さ
や
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
自
信
の
な

さ
か
ら
く
る
不
安
で
、
幼
児
の
よ
う
な
つ
き
ま
と
い
行
動
も
、
同
様
の
原
因

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
子
さ
ん
は
読
む
場
合
に
は
点
字
触
読
を
行
い
、
ま
た
書
く
場
合
に
は
パ

ー
キ
ン
ス
・
ブ
レ
ー
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る
点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
用
し
て

い
る
。軽

度
の
知
的
障
害
を
併
せ
も
つ
た
め
、
学
習
内
容
は
小
学
校
一
・
二
年
程

度
の
も
の
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
指
先
の
操
作
能
力
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

知
的
レ
ベ
ル
が
向
上
し
て
い
く
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

三
年
生
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
力
と
課
題
を
持
っ
て
い
る
。

（
点
字
触
読
）
短
い
絵
本
を
ほ
と
ん
ど
詰
ま
ら
ず
に
読
む
こ
と
が
で
き

づ
（
〕
０

五
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今
後
の
課
題
と
し
て
、
語
彙
力
を
高
め
る
こ
と
や
言
葉
の
概
念
化
、
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
の
概
念
化
と
は
、
い
わ
ゆ
る
一
次
的
言
語
・
二

次
的
言
語
と
い
わ
れ
る
も
の
の
二
次
的
言
語
に
あ
た
る
と
私
は
考
え
て
い

（
２
）

つ
（
》
Ｏ

「
一
次
的
言
語
」
「
二
次
的
言
語
」
に
つ
い
て
は
、
【
表
１
】
を
参
照
さ
れ

た
い
。一

次
的
言
語
と
は
、
例
え
ば
消
し
ゴ
ム
は
こ
う
い
う
形
だ
と
い
う
、
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
の
言
葉
の
理
解
で
あ
り
、
自
分
と
互
い
に
親
し
い
人
に
し
か
通

じ
な
い
。
二
次
的
言
語
は
、
消
し
ゴ
ム
と
は
、
紙
面
の
上
の
文
字
を
消
す
作

用
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
、
イ
メ
ー
ジ
を
越
え
た
本
質
的
・
抽
象
的
な
も
の

ご
と
の
理
解
で
あ
り
、
不
特
定
の
一
般
者
に
通
じ
る
言
葉
で
あ
る
。

岡
本
夏
木
は
、
こ
の
二
次
的
言
語
の
獲
得
と
使
用
に
よ
っ
て
、
「
こ
と
ば

が
こ
と
ば
と
し
て
も
つ
真
の
力
が
本
格
的
に
発
揮
さ
れ
始
め
る
。
そ
し
て
子

集
中
力
を
欠
く
と
、
語
尾
等
を
よ
く
間
違
え
て
読
む
。

（
点
字
書
き
）
点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
用
し
、
短
い
日
記
や
作
文

を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
章
・
表
現
力
）
一
学
期
毎
日
書
い
て
い
た
日
記
で
は
、
「
た
の
し
か
っ

た
」
「
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
の
表
現
が
多
く
、
接
続
詞

は
「
そ
し
て
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
内
容
も
似
通
っ
て

い
た
。

し
か
し
経
験
し
た
こ
と
を
順
番
に
詳
し
く
話
し
て
日
記

に
も
同
様
に
書
き
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

ど
も
自
身
に
、
こ
と
ば
に
対
す
る
意
識
化
や
自
覚
が
い
ち
じ
る
し
く
強
ま
る
」

（
３
）

と
述
べ
て
い
る
。

Ａ
子
さ
ん
は
、
「
見
る
」
と
い
う
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
絵
本
や
教

科
書
を
読
む
こ
と
や
、
認
知
面
で
も
制
約
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
般

の
児
童
で
は
、
絵
本
の
さ
し
絵
が
お
話
の
世
界
に
引
き
込
む
重
要
な
役
目
を

果
た
し
て
い
る
が
、
Ａ
子
さ
ん
の
場
合
は
こ
の
「
絵
」
の
情
報
が
な
い
に
等

し
い
（
は
っ
き
り
と
し
た
色
な
ら
ぼ
ん
や
り
と
わ
か
る
程
度
）
。

ま
た
、
手
に
触
れ
る
も
の
の
範
囲
で
し
か
事
物
に
接
し
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
目
に
見
え
て
い
な
い
も
の
は
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
す
ら
気
付
い

て
い
な
く
て
、
さ
わ
り
も
し
て
い
な
い
。
故
に
、
物
・
事
象
に
つ
い
て
の
イ

メ
ー
ジ
が
未
分
化
で
あ
る
。

扁

表
1

ｰ

【
出
典
】
（
注
２
，
℃
・
笛
）

【
注
】
「
一
次
的
こ
と
ば
」
「
二
次
的
こ
と
ば
」
を
本
文
で
は
「
一
次
的
言
語
」

「
二
次
的
言
語
」
と
し
た
。

五

（
媒
体
）

（
展
開
）

（
対
象
）

（
成
立
の
文
脈
）

（
状
況
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態

話
し
こ
と
ば

会
話
式
の
相
互
交
渉

少
数
の
親
し
い
特
定
者

こ
と
ば
プ
ラ
ス
状
況
文
脈

具
体
的
現
実
場
面

一
次
的
こ
と
ば

話
し
こ
と
ば
書
き
こ
と
ば

一
方
向
的
自
己
設
計

不
特
定
の
一
般
者

言
葉
の
文
脈

現
実
を
離
れ
た
場
面

二
次
的
こ
と
ば



（
２
）
教
材
観

ま
ず
特
徴
と
し
て
、
こ
の
教
材
は
、
絵
に
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
は
語
ら
せ
、

關
圃
剛
山
に
楽
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
絵
本
は
、
絵
と
文
の

割
合
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
本
作
品
は
、
「
絵
が
物
語
を
展

開
し
、
文
が
こ
れ
を
補
助
す
る
絵
物
語
満
」
に
あ
た
る
。
文
章
に
は
擬
音
語

・
擬
態
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
音
読
は
楽
し
め
る
が
、
視
覚
障
害
の
あ
る

児
童
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
容
易
で
は
な
い
教
材
と
い
え
る
。
前
回

に
取
り
扱
っ
た
教
材
の
『
ぐ
り
と
ぐ
ら
』
（
中
川
李
枝
子
・
著
、
大
村
百
合

子
・
挿
絵
、
福
音
館
書
店
）
は
、
お
話
が
説
明
的
な
言
葉
と
絵
の
両
面
か
ら
、

同
時
的
に
進
行
し
て
い
た
の
で
、
視
覚
障
害
の
あ
る
児
童
に
も
取
り
付
き
や

す
い
教
材
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
同
じ
絵
本
教
材
で
あ
っ
て
も
、

対
照
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

内
容
は
、
お
な
か
が
ぺ
こ
ぺ
こ
の
皿
匹
の
の
ら
猫
た
ち
が
、
怪
物
み
た
い

な
大
き
な
魚
を
つ
か
ま
え
る
た
め
に
、
山
を
越
え
野
を
越
え
て
、
さ
ら
に
い

か
だ
を
作
っ
て
湖
へ
行
き
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
魚
を
手
に
入
れ
る
ま
で
の

奮
闘
ぶ
り
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
、
〃
食
べ
る
″
と
い
う
こ
と
を
大
き
な

そ
こ
で
、
二
次
的
言
語
の
獲
得
に
向
け
て
、
基
礎
と
な
る
一
次
的
言
語
を

豊
か
に
し
て
い
く
よ
う
に
指
導
者
が
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

（
１
）
単
元
「
皿
ぴ
き
の
ね
こ
」
馬
場
の
ぼ
る
著
（
こ
ぐ
ま
社
）

｜
｜
、
国
語
の
授
業
の
実
践
報
告

「しよくんしずかに！

われわれ11ぴきはなかまなんだ。

な か よくするんだ。

さあ、おあずけ！」

「まんなかが、おいしそうだな。」

｢あたまのほうがおおきいぞ｡」

｢しっぽはいやだよ。」

とらねこたいしょうが、

ちい さなさかなをこまかくわけました。

〃
てつ

〆
冒
邑

池
野

四
劃
■
垂

§
畠

固
§

，
竜
囚
Ⅷ
加
西
《
｝

五
四



目
的
と
し
て
い
る
お
話
な
の
で
、
児
童
の
心
を
も
引
き
つ
け
や
す
い
。
最
後

に
、
お
話
の
中
で
は
「
食
べ
な
い
」
と
約
束
し
た
の
に
魚
を
食
べ
て
、
星
空

の
下
で
猫
た
ち
は
ど
う
思
っ
た
の
か
な
ど
、
猫
の
心
情
の
変
化
も
想
像
す
る

の
が
お
も
し
ろ
い
。

視
覚
障
害
の
あ
る
児
童
に
と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
教
材
だ
が
、
言
語
を

て
が
か
り
に
想
像
力
を
高
め
て
、
児
童
の
内
面
的
世
界
を
広
げ
て
い
く
こ
と

の
で
き
る
教
材
で
も
あ
る
。

お
話
教
材
が
、
心
の
中
で
広
が
り
、
定
着
し
て
い
く
こ
と
は
、
言
語
構
成

力
（
例
え
ば
、
物
語
を
筋
道
を
つ
け
て
ま
と
め
、
組
み
立
て
て
い
く
力
）
を

広
げ
、
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
単
元
目
標

○
物
語
や
童
話
な
ど
の
簡
単
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
ま
か
な
流
れ
が
わ
か
る

○
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
感
想
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

○
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
心
情
を
想
像
し
な
が
ら
劇
遊
び
を
す
る
こ

と
が
で
き
る

辱
入
（
Ⅲ
八

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

希
坦
干
や
’
串
Ｌ
千
晶
Ｌ
子
一
』
八
一
‐
１
９
－
４
，
↓
互
千
‐
可
〕
仙

本
時
学
習
内
容
告
知

今
日
は
、
本
読
み
の

を
く
わ
し
く
勉
強
し

「
ま
ず
○
Ｏ
ち
ゃ
ん
．

宿
題
確
諏

旧
題
に
な
一

』
い
き
ま
す

Ａ
〈
本
時
の
学
習
目
標
〉
（
Ⅶ
時
間
の
う
ち
の
１
コ
マ
目
）

部
分
動
作
化
（
あ
る
事
柄
を
、
実
際
の
動
作
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
）

を
と
お
し
て
、
〃
細
か
く
分
け
る
″
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

動
作
化
は
文
章
を
よ
り
的
確
に
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
読
み
深
め
る
為
の
手
だ

て
と
し
て
多
く
は
低
学
年
の
学
級
で
用
い
る
。

（
５
）
授
業
の
実
践
報
告
（
上
記
第
２
次
分
よ
り
２
コ
マ
）

こ
の
報
告
書
で
は
、
上
記
「
（
４
）
指
導
計
画
」
の
第
２
次
分
（
ｎ
時
間
）

の
う
ち
、
２
時
間
分
を
、
Ａ
・
Ｂ
に
分
け
て
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
４
）
指
導
計
画
全
加
時
間

第
１
次
全
文
通
読
と
大
筋
の
把
握
（
４
時
間
）

第
２
次
場
面
ご
と
の
状
況
と
登
場
人
物
の
心
情
の
把
握
（
ｎ
時
間
）

第
３
次
劇
遊
び
と
読
後
の
感
想
（
５
時
間
）

盲
常
点
一
子
本
準
窟

五
五

過
程

教
師
の
指
導
行
動

学
習
者
の
活
動



〈
本
時
の
学
習
過
程
と
反
省
〉

こ
の
授
業
は
、
最
初
の
音
読
は
１
箇
所
間
違
え
た
だ
け
で
、
大
き
な
声
で

は
き
は
き
と
読
め
た
。
だ
が
内
容
確
認
に
入
る
と
、
少
し
黙
り
込
ん
で
「
わ

か
ら
な
い
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
私
の
発
問
が
失
敗
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
か
」
が
児
童
に
は
何
を
聞
か
れ
て
い

内
容
確
認
一
と
ん
か

（
内
容
把
握
が
出
壺

読
み
聞
か
せ
を
す
ｚ

再
宴
内
容
確
認

書
い
て
か

八
日
笏
ヘ
コ
）

る
の
か
と
ら
え
に
く
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
読
み
聞
か
せ
を
行
な
っ
た
。

児
童
は
し
っ
か
り
と
聞
き
入
り
、
今
度
は
「
誰
が
何
を
し
ま
し
た
か
」
の
発

問
に
、
す
ぐ
「
と
ら
ね
こ
た
い
し
ょ
う
が
魚
を
こ
ま
か
く
分
け
た
」
と
自
信

を
持
っ
て
発
表
で
き
た
。
続
け
て
「
ど
ん
な
魚
を
？
」
「
何
匹
の
ね
こ
に
？
」

の
発
問
に
も
す
ら
す
ら
と
答
え
ら
れ
た
。

五
六

整
理
（
、
分
）

展
開
（
お
分
）

ま
と
め
読
み
を
す
る

感
想
を
発
問
す
る

点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
感
想
を
書
く
よ
う
に
指
示
す
る

本
読
み
の
宿
題
を
出
す

次
回
予
告

挨
拶
起
立
・
礼

「
○
○
ち
ゃ
ん
が
と
ら
ね
こ
た
い
し
よ
う
に
な
っ
て
、
小
さ
な
魚
を

こ
ま
か
く
分
け
て
み
よ
う
」

事
前
に
色
画
用
紙
で
魚
を
作
っ
て
お
き
児
童
に
渡
す
。
児
童
が
魚
を

切
る
作
業
に
手
間
取
る
よ
う
で
あ
れ
ば
代
り
に
切
る

ぬ
い
ぐ
る
み
を
ね
こ
に
見
た
て
る

説
明
を
す
る

「
ね
こ
た
ち
何
て
言
っ
て
た
か
な
」

本
時
学
習
し
た
ペ
ー
ジ
を
教
師
と
声
を
合
わ
せ
て
読
む

感
想
を
発
表
す
る

感
想
を
書
く

宿
題
・
次
回
予
告
を
聞
き
確
認
す
る

挨
拶
起
立
・
礼
着
席

色
画
用
紙
の
魚
を
皿
匹
分
（
児
童
・
指
導
者
・
ぬ
い
ぐ
る
み
９
匹
）

に
切
っ
て
、
わ
け
る

ね
こ
た
ち
の
セ
リ
フ
に
つ
い
て
考
え
る



部
分
動
作
化
で
は
児
童
が
と
ら
ね
こ
た
い
し
よ
う
に
な
っ
て
、
（
色
画
用

紙
で
つ
く
っ
て
お
い
た
）
小
さ
な
魚
を
皿
匹
の
ね
こ
（
児
童
・
教
師
・
ぬ
い

ぐ
る
み
９
匹
）
に
切
り
分
け
る
。
画
用
紙
の
魚
に
し
た
の
は
、
本
時
は
魚
そ

の
も
の
を
理
科
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
小
さ
な
魚
を
細

か
く
分
け
る
分
割
と
分
配
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
す
る
こ
と
で
、
場
面
の
状
況
と

登
場
人
物
の
心
情
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
導
く
た
め
で
も
あ
る
。

ま
ず
、
児
童
は
画
用
紙
の
魚
を
さ
わ
っ
て
、
魚
の
形
を
「
こ
こ
、
口
」
「
こ

こ
、
し
っ
ぽ
」
と
声
に
出
し
な
が
ら
確
め
て
い
っ
た
。
私
は
そ
の
様
子
を
見

な
が
ら
、
「
紙
の
お
魚
わ
か
り
ま
す
か
」
と
聞
い
た
。
す
る
と
児
童
は
「
大

き
い
お
魚
」
と
答
え
た
。
切
り
や
す
い
よ
う
に
と
、
わ
ざ
と
少
し
大
き
く
作

っ
て
お
い
た
の
だ
が
、
切
る
こ
と
が
メ
イ
ン
の
作
業
で
な
く
「
小
さ
な
魚
を

分
け
る
」
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
の
で
、
切
り
に
く
い
ほ
ど
小
さ
く
す
れ
ば
よ

か
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
よ
り
一
層
ね
こ
た
ち
の
気
持
ち
を
児
童
に
理
解
さ

せ
る
こ
と
が
叶
っ
た
だ
ろ
う
。

魚
に
は
、
切
り
や
す
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
折
り
目
で
印
を
つ
け
て
お
い

た
が
、
そ
れ
で
も
児
童
に
は
切
り
に
く
い
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
私
が
代
っ
て

切
る
作
業
を
行
っ
た
（
切
る
作
業
で
は
時
間
を
と
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
の

で
、
最
初
か
ら
代
わ
っ
て
切
る
予
定
だ
っ
た
）
。

こ
の
時
、
私
は
ハ
サ
ミ
で
な
く
手
で
切
り
分
け
た
。
す
る
と
、
児
童
は
切

っ
た
面
の
な
み
な
み
に
な
っ
た
部
分
が
嬉
し
く
て
、
何
度
も
指
先
で
確
め
て

は
喜
び
「
な
ん
で
な
み
な
み
に
な
っ
た
？
」
「
（
一
学
期
、
養
護
訓
練
の
紙
破

り
で
）
ヘ
ビ
さ
ん
つ
く
っ
た
時
も
な
っ
た
な
あ
」
「
ど
う
す
る
と
な
る
？
」

と
質
問
を
連
発
し
た
。
完
全
に
Ａ
子
さ
ん
の
注
意
力
が
分
割
の
動
作
か
ら
離

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

れ
た
の
で
、
一
瞬
あ
せ
っ
て
し
ま
っ
た
。
質
問
に
簡
単
に
答
え
て
、
「
な
み

な
み
の
話
は
、
ま
た
休
み
時
間
に
し
よ
う
ね
」
と
、
気
持
ち
を
引
き
戻
し
た

が
、
児
童
が
せ
っ
か
く
養
護
訓
練
の
紙
破
り
の
経
験
を
思
い
出
し
て
話
し
た

の
だ
か
ら
、
も
う
少
し
そ
れ
を
大
事
に
受
け
止
め
て
や
れ
ば
よ
か
っ
た
と
反

省
し
た
。
こ
れ
ま
で
学
習
・
経
験
し
た
こ
と
を
生
か
す
場
面
を
つ
く
り
、
振

り
返
る
機
会
を
も
つ
こ
と
は
、
他
の
教
科
と
の
関
連
を
含
め
て
、
教
師
の
役

目
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

次
に
、
切
っ
た
魚
が
、
匹
分
あ
る
か
児
童
と
一
緒
に
数
え
た
。
皿
匹
分
あ

っ
た
の
で
児
童
が
机
と
作
業
机
の
上
に
お
い
て
あ
る
ね
こ
（
ぬ
い
ぐ
る
み
）

１
匹
に
１
コ
ず
つ
魚
を
分
配
し
て
い
っ
た
。
だ
が
、
狭
い
机
の
上
で
は
ぬ
い

ぐ
る
み
が
ひ
し
め
き
合
い
、
や
り
に
く
か
っ
た
。

「
机
を
離
れ
て
作
業
を
す
る
、
そ
う
し
た
発
想
が
大
切
な
の
だ
」
と
、
私

は
こ
の
授
業
で
し
み
じ
み
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
こ
の
授
業
に
お
い

て
も
、
教
室
の
後
ろ
に
マ
ッ
ト
で
も
運
ん
で
く
る
な
り
し
て
、
そ
の
上
に
座

り
込
ん
で
、
児
童
・
教
師
・
ぬ
い
ぐ
る
み
で
円
に
な
っ
て
分
割
・
分
配
の
動

作
を
行
え
ば
、
も
っ
と
ス
ム
ー
ズ
に
、
ま
た
場
面
の
様
子
を
一
層
う
ま
く
再

現
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
、
机
を
離
れ
る
と
い
う
授
業
の
中
で
の
行
動
の
大
切
さ
は
、
私
が
こ

の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

魚
を
Ⅱ
匹
に
分
け
て
か
ら
、
再
度
、
１
匹
の
魚
を
切
り
分
け
る
動
作
を
繰

り
返
し
て
確
認
し
た
。
児
童
は
分
配
の
動
作
を
通
し
て
、
〃
分
け
る
″
と
い

う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
。

最
後
に
、
皿
匹
の
猫
が
、
「
ま
ん
な
か
が
お
い
し
そ
う
だ
な
」
「
あ
た
ま

五
七



~一－、言
／／一 、

のねこはでかけましたて

やまをこえ、のをこえて、どんどん

いくと、はるかむこうにみずうみがみえました。

「ひろいなあ、おおきいぞ、うみみたいだ。」

の
ほ
う
が
お
お
き
い
ぞ
」
「
し
っ
ぽ
は
い
や
だ
よ
」
と
言
い
合
っ
て

い
る
場
面
を
振
り
返
っ
て
、
児
童
が
、
授
業
で
実
際
に
分
け
ら
れ
た
魚
の
大

き
さ
を
教
師
の
魚
と
比
べ
て
、
「
こ
っ
ち
の
方
が
ち
ょ
っ
と
大
き
い
」
と
言

っ
た
こ
と
は
、
「
（
３
）
単
元
目
標
」
の
「
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
感

想
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
項
目
を
児
童
が
達
成
し
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
て
、
私
は
た
い
へ
ん
う
れ
し
か
っ
た
。

私
が
反
省
し
た
こ
と
は
、
絵
本
で
は
、
小
さ
な
魚
を
Ⅱ
匹
分
に
分
割
・
分

配
し
て
い
た
か
ら
、
も
し
、
も
っ
と
小
さ
い
魚
で
分
配
し
て
い
れ
ば
、
児
童

が
「
え
Ｉ
、
こ
ん
な
に
小
さ
い
の
？
」
と
思
わ
ず
言
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
成
功
と
い
え
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
教
師
の
他
に
も
魚
を
比
べ
て
会
話
で
き
る
友
達
が
い
れ
ば
、
も
っ
と

気
持
ち
が
深
ま
っ
た
の
で
は
、
と
残
念
に
感
じ
た
。

こ
の
授
業
も
反
省
す
る
事
は
多
か
っ
た
が
、
何
よ
り
心
に
残
っ
た
の
は
、

児
童
が
指
先
で
な
み
な
み
の
部
分
を
楽
し
そ
う
に
触
っ
て
い
た
場
面
で
あ

る
。

国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
こ
の
実
践
報
告
の
際
に
ご
指
摘
い
た
だ
い
た

よ
う
に
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
児
童
に
と
っ
て
、
触
覚
と
い
う
も
の
が
い
か

に
重
要
で
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
、
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。

私
は
以
前
、
「
か
ま
ど
」
と
「
た
き
ぎ
」
二
つ
の
事
物
の
イ
メ
ー
ジ
化
を

は
か
る
授
業
で
、
本
と
ペ
ン
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
石
や

枝
な
ど
の
具
体
物
を
教
材
に
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
今
で
は
思
う
。
身
近

（
学
校
の
中
庭
）
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
用
意
す
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
Ａ
子
さ
ん
は
石
や
小
枝
等
に
、
き
っ
と
大
き
な
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
、

五
八



授
業
に
取
り
組
め
た
は
ず
で
あ
る
。

Ｂ
〈
本
時
の
学
習
目
標
〉
（
胆
時
間
の
う
ち
の
２
コ
マ
目
）

○
書
か
れ
て
い
る
事
項
を
経
験
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
理
解
す
る
こ
と

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

部
分
動
作
化
を
指
示

児
童
の
片
手
を
待
ち
凌
功

一
ム
フ
Ｅ
は

『
山
を
こ
え
野

湖
が
み
え
ま
し

の
部
分
を
勉
強
し

山
・
野
・
湖
・
海
の

削
ら
な
い
，
も
の
ま
利

L一

双
些
と
繩
取
｝
」
ヨ

が
で
き
る
。

○
部
分
動
作
化
を
通
し
て
大
き
す
ぎ
る
対
象
（
山
・
野
・
湖
・
海
）
、
言

葉
（
こ
え
る
．
ど
ん
ど
ん
・
は
る
か
）
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
が
で

き
る

蕨
を
温
り
因

〃〕 り

蕊。畠五
九 ここ二二二

導
入
（
５
分
）

過
程

挨
拶
起
立
・
礼
準
備
が
で
き
た
か
見
る

前
時
の
授
業
内
容
の
確
認

宿
題
確
認
（
本
時
学
習
部
分
の
本
読
み
）

「
で
は
４
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
下
さ
い
」
音
読
を
指
示
す
る

内
容
確
認
「
誰
が
何
を
し
て
い
ま
し
た
か
」

（
内
容
把
握
で
き
て
い
な
い
場
合
）

司

も
う
一
度
、
確
め
て
ご
ら
ん
」

再
度
内
容
確
認

教
師
の
指
導
行
動

挨
拶
起
立
・
礼
着
席
点
字
本
準
備

前
時
ま
で
を
振
り
返
る

確
認
に
答
え
る

指
示
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
を
音
読
す
る

質
問
に
答
え
る

点
字
本
で
内
容
確
認
を
し
て
発
表
を
す
る

学
習
者
の
活
動



こ
の
授
業
は
八
山
Ｖ
・
八
野
Ｖ
・
Ａ
湖
Ｖ
・
八
海
Ｖ
、
ま
た
こ
え
る
ど
ん
ど
ん

は
る
か
と
大
切
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る

場
面
で
あ
る
。
視
覚
に
障
害
が
あ
る
こ
と
で
、
児
童
は
多
く
の
制
約
を
持
っ

て
い
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
「
触
覚
に
よ
る
情
報
は
量
的
に
も
質
的

に
も
か
な
り
劣
る
。
目
で
み
れ
ば
、
全
体
的
、
同
時
的
に
把
握
で
き
る
も
の

で
も
、
触
覚
で
は
部
分
的
、
継
時
的
な
把
握
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
時
間
を

多
く
要
す
る
。
大
き
す
ぎ
る
も
の
や
小
さ
す
ぎ
る
も
の
は
触
覚
に
よ
る
認
知

が
困
難
で
あ
ふ
邸
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
八
山
Ｖ

．
Ａ
野
Ｖ
・
八
湖
Ｖ
・
八
海
Ｖ
は
大
き
す
ぎ
て
部
分
的
に
し
か
触
覚
的
観
察
が
で

き
な
い
た
め
、
全
体
の
様
子
に
つ
い
て
は
認
知
で
き
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
化
が

困
難
な
も
の
ば
か
り
だ
が
、
少
し
で
も
似
た
状
況
を
つ
く
り
だ
し
似
た
経
験

を
で
き
る
よ
う
に
と
、
あ
ら
か
じ
め
教
室
の
後
ろ
に
、
高
い
と
び
ば
こ
や
低

い
と
び
ば
こ
を
並
べ
て
山
を
つ
く
り
マ
ッ
ト
を
ひ
い
て
野
を
つ
く
っ
て
お

い
た
。
そ
し
て
黒
板
を
八
湖
Ｖ
の
場
所
と
し
た
。

一
か
を
考
え
る

〈
本
時
の
学
習
過
程
と
反
省
〉

ま
ず
、
八
山
Ｖ
・
八
野
Ｖ
・
八
湖
Ｖ
・
八
海
Ｖ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
知
っ
て
い

る
か
、
そ
し
て
行
っ
た
経
験
が
あ
る
か
を
発
問
し
た
。

児
童
は
八
山
Ｖ
は
家
か
ら
車
で
行
っ
た
経
験
が
あ
り
、
土
の
上
と
石
の
段

を
歩
い
た
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
。
八
野
Ｖ
・
八
湖
Ｖ
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
と
答
え
、
八
海
Ｖ
は
以
前
に
琴
引
浜
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
「
（
水

が
）
し
ょ
っ
ぱ
か
っ
た
」
と
答
え
た
。

私
は
、
「
○
○
ち
ゃ
ん
は
八
山
Ｖ
へ
車
で
行
っ
た
け
れ
ど
、
ね
こ
た
ち
は
車

も
持
っ
て
な
い
し
、
切
符
を
買
っ
て
電
車
に
も
の
れ
な
い
し
、
八
山
Ｖ
ま
で
、

（
学
校
に
あ
る
）
中
庭
よ
り
も
も
っ
と
広
い
八
野
Ｖ
を
頑
張
っ
て
歩
い
て
行

っ
た
ん
だ
ね
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
八
野
Ｖ
は
、
中
庭
に
似
て
い
る
け
れ
ど

も
っ
と
広
い
、
何
分
も
何
時
間
も
歩
く
ん
だ
よ
と
話
し
た
。
八
湖
Ｖ
は
、
琵

琶
湖
を
知
っ
て
る
か
と
聞
く
と
、
知
ら
な
い
と
言
う
の
で
、
プ
ー
ル
を
喰
え

に
話
し
て
か
ら
八
海
Ｖ
と
比
べ
て
説
明
し
た
。
「
八
海
Ｖ
は
し
ょ
っ
ぱ
い
け
れ
ど

八
湖
Ｖ
は
ね
…
…
」
「
八
海
Ｖ
は
世
界
中
に
つ
な
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
八
湖
Ｖ
は

…
…
」
等
。
こ
う
し
て
、
一
つ
ず
つ
経
験
を
振
り
返
っ
て
は
説
明
を
繰
り
返

六
○

整
理
（
加
分
）

ま
と
め
読
み
を
す
る

今
日
の
感
想
を
発
問
す
る

点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
感
想
を
書
く
よ
う
に
指
示
す
る

本
読
み
の
宿
題
を
出
す

次
回
予
告

挨
拶
起
立
・
礼

本
時
学
習
ペ
ー
ジ
を
教
師
と
声
を
合
わ
せ
て
読
む

感
想
を
発
表
す
る

感
想
を
書
く

宿
題
・
次
回
予
告
を
聞
き
確
認
す
る

挨
拶
起
立
・
礼
・
着
席



し
た
。「

と
び
ぱ
こ
を
八
山
Ｖ
に
し
よ
う
。
本
当
は
も
っ
と
大
き
い
け
れ
ど
持
っ

て
こ
れ
な
い
か
ら
」
と
、
八
野
Ｖ
・
八
湖
Ｖ
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
か
ら
児
童

の
手
を
と
り
部
分
動
作
化
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
。

し
ん
ど
い
け
れ
ど
頑
張
る
を
課
題
と
し
た
。
マ
ッ
ト
で
代
用
の
八
野
Ｖ
を

何
往
復
も
し
て
、
「
や
っ
と
八
野
Ｖ
が
終
わ
っ
た
よ
、
こ
れ
を
『
こ
え
た
』
っ

て
言
う
ん
だ
よ
」
と
話
し
た
。
八
山
Ｖ
も
何
回
も
の
ぼ
り
、
「
本
当
の
八
山
Ｖ
は

と
び
ば
こ
よ
り
ど
う
や
？
」
と
聞
い
た
。
八
山
Ｖ
が
終
わ
る
と
、
八
野
Ｖ
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
え
る
の
意
味
を
説
明
し
た
。
途
中
で
「
し
ん
ど
い
け
れ
ど
皿

匹
の
誰
か
帰
る
と
い
い
ま
し
た
か
」
と
聞
く
と
「
言
っ
て
へ
ん
」
と
答
え
た
。

そ
こ
で
、
歩
き
続
け
な
が
ら
、
「
こ
う
や
っ
て
い
つ
ま
で
も
前
へ
前
へ
と
休

み
な
く
歩
い
て
行
っ
た
ん
だ
ね
」
と
、
ど
ん
ど
ん
と
の
部
分
を
説
明
し
た
。

チ
ャ
イ
ム
の
時
間
が
近
づ
い
て
き
た
。
私
は
、
「
す
ご
く
歩
い
た
の
に
遠

く
の
ほ
う
に
八
湖
Ｖ
は
ち
ら
っ
と
見
え
た
だ
け
、
帰
る
か
？
魚
会
え
へ
ん
な

あ
」
と
言
っ
た
。
児
童
は
「
か
え
ら
へ
ん
」
と
言
っ
た
の
で
、
「
で
も
、
八
湖
Ｖ

は
ま
だ
ま
だ
遠
く
に
、
は
る
か
に
あ
る
ん
だ
ね
え
」
と
残
念
そ
う
に
言
っ
て

み
た
。
Ａ
子
さ
ん
も
「
残
念
」
と
つ
ぶ
や
い
た
の
で
、
登
場
人
物
の
心
情
を

き
っ
ち
り
把
握
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
「
た
く
さ
ん
歩
い
て
ど
う
だ
っ
た
？
」
と
感
想
を
聞
く
と
、
楽

し
か
っ
た
こ
と
と
、
（
八
湖
Ｖ
に
行
け
な
い
か
ら
）
早
く
着
き
た
い
こ
と
を
発

表
し
た
。

そ
こ
で
私
は
「
○
○
ち
ゃ
ん
は
こ
ん
な
せ
ま
い
教
室
で
歩
い
て
い
た
か
ら

大
丈
夫
だ
っ
た
ん
だ
ね
、
本
当
の
八
野
Ｖ
や
八
山
Ｖ
を
こ
え
た
ね
こ
た
ち
は
ど

盲
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業

今
回
、
報
告
さ
せ
て
頂
い
た
国
語
科
の
授
業
二
例
は
、
視
覚
に
障
害
の
あ

る
児
童
に
対
し
て
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
化
を
は
か
る
こ
と
を
一
つ
の
目
標
と
し

た
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
下
手
を
す
れ
ば
国
語
科
（
幼
年
文
学
）
の
指
導
か

ら
離
れ
て
工
作
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
危
険
性
を
も
っ
て
い

た
。
部
分
動
作
化
の
中
で
、
模
倣
す
る
こ
と
を
模
倣
だ
と
理
解
で
き
な
い
知

的
レ
ベ
ル
の
児
童
に
は
こ
の
授
業
は
行
え
な
い
。

う
だ
っ
た
の
か
な
あ
」
と
投
げ
か
け
た
。
す
る
と
児
童
は
「
本
当
や
っ
た
ら

も
っ
と
し
ん
ど
い
な
あ
、
○
○
ち
ゃ
ん
（
自
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い
・
る
）
が

お
う
ち
か
え
る
時
間
や
な
あ
」
と
答
え
た
。

私
は
、
こ
の
「
お
う
ち
か
え
る
時
間
や
な
あ
」
と
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
時
間

が
か
か
っ
て
し
ま
う
と
イ
メ
ー
ジ
化
で
き
た
こ
と
が
、
よ
か
っ
た
な
と
感
じ

た
。

今
振
り
返
る
と
、
こ
の
授
業
は
教
室
の
外
に
飛
び
出
し
て
み
て
も
お
も
し

ろ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
に
草
花
や
土
の
あ
る
中
庭
を
歩
い
て
も
よ

か
っ
た
し
、
八
湖
Ｖ
の
場
所
も
、
教
室
内
の
黒
板
に
設
定
す
る
の
で
は
な
く

て
、
も
っ
と
遠
く
離
れ
た
場
所
に
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

だ
が
、
教
室
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
内
に
お
い
て
も
、
環
境
を
整
え
る
工

夫
を
す
れ
ば
、
確
か
な
学
習
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
自
信
も
つ
い
た
。
結
局
、

教
師
の
事
前
の
用
意
、
研
究
と
工
夫
が
授
業
を
左
右
す
る
の
だ
と
再
認
識
し

た
授
業
で
も
あ
っ
た
。

三
、
お
わ
り
に

一
ハ
ー



指
導
に
は
全
部
で
皿
時
間
を
か
け
て
い
る
。
中
で
も
、
第
２
次
の
段
階
で

は
、
場
面
ご
と
の
状
況
と
登
場
人
物
の
心
情
の
把
握
と
し
て
ｎ
時
間
を
と
っ

て
い
る
。

前
述
の
国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
「
こ
の
よ
う
に
長
い
時
間
の
中
で
、

児
童
に
ど
の
よ
う
に
し
て
話
の
流
れ
、
前
後
性
を
認
識
さ
せ
て
い
く
よ
う
指

導
さ
れ
て
い
る
か
」
と
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
確
か
に
、
大
変
に
長
い
時

間
の
実
践
で
あ
る
の
で
、
と
も
す
れ
ば
、
各
時
間
に
取
り
扱
う
場
面
の
み
に

視
点
を
当
て
て
し
ま
い
、
そ
の
場
面
が
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

る
の
か
忘
れ
て
し
ま
い
か
ね
ず
、
話
の
流
れ
を
見
失
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

そ
の
点
は
、
必
ず
毎
時
間
、
導
入
段
階
で
前
時
間
を
振
り
返
る
よ
う
に
し

て
い
た
の
で
、
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
児
童
の
記
憶
が
お
ぼ
ろ
げ
な

場
合
は
、
前
時
間
ま
で
の
読
み
聞
か
せ
を
行
い
、
そ
の
上
で
次
の
場
面
へ
と

進
ん
で
い
く
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
新
た
に
学
習
し
た
場
面
を
、
ま
と
め
読

み
と
し
て
児
童
が
音
読
し
た
り
、
時
に
は
教
師
と
声
を
合
わ
せ
て
読
む
作
業

を
行
っ
た
。
聞
く
こ
と
、
読
む
こ
と
で
、
話
の
流
れ
を
再
確
認
で
き
る
よ
う

に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
他
の
方
法
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ば
、

児
童
は
第
一
次
の
段
階
で
全
文
通
読
を
お
こ
な
い
、
大
筋
を
把
握
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
授
業
の
最
初
に
大
筋
を
発
表
さ
せ
、
今
日
学
習
す
る
の
は
ど
の

部
分
に
あ
た
る
の
か
見
つ
け
さ
せ
る
こ
と
）
。

国
語
科
と
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
も
っ
と
深
ま
っ
た
授
業
に
な
っ
た
だ
ろ
う

か
と
、
反
省
や
課
題
は
尽
き
な
い
が
、
今
後
も
教
壇
に
立
つ
限
り
、
先
輩
の

先
生
方
に
学
び
、
が
ん
ば
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

付
記
小
稿
は
、
一
九
九
九
年
一
二
月
二
三
日
、
「
国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
の
一
部
を
も
と
に
加
筆
・
訂
正
し
て
い
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
ご
助
言
。
ご
指
導
い
た
だ
い
た
中
村
誠
輝
先
生
、
谷
川
邦
宏

先
生
、
横
井
靖
男
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
方
、
と
り
わ
け
、
掲
載
す
る

に
あ
た
っ
て
ご
指
導
い
た
だ
い
た
上
田
博
先
生
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
く
ろ
だ
・
ま
ち
こ
元
京
都
府
立
盲
学
校
講
師
・

現
京
都
市
立
西
院
小
学
校
常
勤
講
師
）

注
（
１
）
京
都
府
立
盲
学
校
養
護
・
訓
練
（
視
覚
障
害
）
研
究
グ
ル
ー
プ
『
視
覚

障
害
児
・
生
に
対
す
る
養
護
・
訓
練
の
手
引
き
Ⅱ
』
（
京
都
府
立
盲
学
校
、

一
九
九
九
）
豆
。

（
２
）
岡
本
夏
木
『
こ
と
ば
と
発
達
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
八
五
）
已
一
‐
＄
。

（
３
）
岡
本
夏
木
「
こ
と
ば
と
人
間
形
成
」
（
『
岩
波
講
座
教
育
の
方
法
４

こ
と
ば
と
教
育
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
）
で
・
扇
。

（
４
）
阪
本
敬
彦
「
絵
本
」
（
依
田
新
監
修
『
新
・
教
育
心
理
学
事
典
』
（
金
子

書
房
、
一
九
七
九
）
豆
一
・

（
５
）
小
柳
恭
治
「
盲
児
」
（
依
田
新
、
前
掲
書
）
ロ
ョ
さ
。

一
ハ
ー
ー


