
さ
せ
、最
終
的
に
は
子
ど
も
が
自
分
な

り
に
俳
句
を
つ
く
って
み
る
、と
い
う
順

序
立
て
で
考
え
る
と
思
い
ま
す
。

あ
る
先
生
が
俳
句
の
指
導
を
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
、話
し
て
お
ら
れ
る
の

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
結
局
、俳
句
と
は
季
語
が
あ
って
、

5・7・5
で
す
。ま
ず
こ
の
俳
句
に
季

語
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、5・7・5
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
、子
ど
も
に
見
取

ら
せ
ま
す
。そ
し
て
、ほ
か
の
俳
句
に
つ

い
て
も
季
語
探
し
を
さ
せ
、さ
ら
に
や

は
り
5・7・5
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

確
認
さ
せ
ま
す
。そ
し
て
季
語
の
入
っ

た
、5
・
7
・
5
の
組
み
立
て
に
な
っ
た

俳
句
を
子
ど
も
自
身
に
つ
く
ら
せ
ま

す
。特
に
季
語
探
し
の
活
動
は
、子
ど

も
た
ち
が
興
味
を
も
っ
て
喜
ん
で
や

り
ま
す
よ
」と
いっ
た
趣
旨
で
し
た
。

季
語
探
し
を
や
って
悪
い
と
は
思
い

ま
せ
ん
。で
も
、季
語
探
し
と
い
う
活

動
の
ネ
タ
に
す
る
と
い
う
だ
け
の
た
め

に
、わ
ざ
わ
ざ
加
賀
千
代
女
の
こ
の

俳
句
を
も
っ
て
く
る
意
味
は
な
い
わ

け
で
す
。

俳
句
で
も
短
歌
で
も
詩
で
も
、そ

れ
ぞ
れ
約
束
事
を
大
事
に
し
て
い
る
、

と
い
う
面
が
確
か
に
あ
り
ま
す
。し

か
し
、そ
の
約
束
事
に
の
っ
と
っ
て
言

葉
を
組
み
合
わ
せ
さ
え
す
れ
ば
俳
句

や
短
歌
や
詩
に
な
る
、と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。表
現
し
た
い
、訴
え

か
け
た
い
と
い
う
感
動
な
り
、思
い
な

り
、こ
だ
わ
り
な
り
が
な
い
と
、俳
句

や
短
歌
や
詩
は
で
き
な
い
の
で
す
。

ひ
と
つ
の
俳
句
を
鑑
賞
す
る
、ひ
と

つ
の
短
歌
を
鑑
賞
す
る
、ひ
と
つ
の
詩

を
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
、作
者
の

こ
う
し
た
心
の
こ
だ
わ
り
を
受
け
止

め
て
味
わ
う
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。そ
れ
が
な
け
れ
ば
、俳

句
や
短
歌
、詩
と
、本
当
に
出
合
っ
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

で
は
、加
賀
千
代
女
の「
朝
顔
や 

つ
る
べ
取
ら
れ
て 

も
ら
ひ
水
」を
、ど

う
子
ど
も
た
ち
に
鑑
賞
さ
せ
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

「
朝
顔
」が
季
語
で
、続
い
て「
つ
る

べ
取
ら
れ
て 

も
ら
ひ
水
」を
合
わ
せ

全
体
で
5
・
7
・
5
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、そ
れ
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
鑑

賞
に
な
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
に
、「
こ
の
句
は
ど
う
い
う

こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

な
」と
尋
ね
た
ら
、多
く
の
子
ど
も
は

「
朝
顔
が
咲
い
て
い
て
、そ
の
つ
る
が
井

戸
の
つ
る
べ
に
巻
き
つ
い
て
い
た
ん
だ
。

つ
る
べ
に
巻
き
つ
い
た
つ
る
を
ほ
ど
く

こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
ら
、よ
そ
か
ら

水
を
も
ら
っ
て
き
た
の
だ
よ
」と
答
え

る
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
情
景
描
写
し
た
だ
け
の

俳
句
が
面
白
い
で
し
ょ
う
か
。２
５
０

年
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
く
る
で
し
ょ

う
か
。あ
る
感
動
が
、あ
る
心
の
こ
だ

わ
り
が
読
む
側
に
伝
わ
っ
て
き
た
も

の
し
か
残
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。文
学
作
品
と
は
そ
う
い
う
も

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、子
ど
も
に
ど
こ

か
で
気
づ
か
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

作
者
の
世
界
に
踏
み
込
む
た
め
に

は
、教
師
か
ら
、「
何
で
、よ
そ
か
ら
水

を
も
ら
っ
て
こ
な
く
て
は
い
け
な
い
の

だ
ろ
う
、ど
う
し
て
つ
る
べ
に
巻
き
つ
い

た
つ
る
が
ほ
ど
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
」と
い
う
問
い
を
出
さ
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。

そ
う
す
る
と「
朝
顔
の
つ
る
が
せ
っ

か
く
巻
き
つ
い
て
い
る
の
に
取
っ
ち
ゃっ

た
ら
、か
わ
い
そ
う
で
し
ょ
」と
か
、い

ろ
ん
な
答
え
が
子
ど
も
か
ら
返
っ
て

き
ま
す
。

教
師
は
、「
そ
う
だ
よ
ね
、こ
の
句

に
は
加
賀
千
代
女
の
優
し
い
気
持
ち

が
確
か
に
出
て
い
る
よ
ね
。で
も
自
分

の
家
の
井
戸
か
ら
水
を
自
分
で
汲
み

上
げ
な
い
で
、い
つ
で
も
水
を
近
所
か

ら
も
ら
って
い
た
の
だ
ろ
う
か
、そ
う
い

う
こ
と
で
や
っ
て
い
け
た
人
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
ね
」と
問
い
直
さ
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。

普
段
だ
っ
た
ら
加
賀
千
代
女
も
毎

朝
炊
事
洗
濯
を
し
な
い
と
い
け
な
い
か

ら
、例
え
優
し
い
気
持
ち
を
も
って
い
た

と
し
て
も
、つ
る
べ
に
巻
き
つ
い
た
つ
る

を
全
部
取
っ
て
、井
戸
の
水
を
何
杯
も

汲
み
上
げ
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。で

も
、そ
の
日
に
限
っ
て
で
き
な
か
っ
た
。

な
ぜ
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、そ
の

日
の
朝
顔
が
、こ
と
の
ほ
か
き
れ
い
だ
っ

た
か
ら
で
す
。「
わ
あ
、す
ご
い
な
！
」

と
思
っ
た
か
ら
、「
今
日
は
特
別
！
」と

い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
、つ
る
べ
に
巻
き

つ
い
た
つ
る
を
ほ
ど
け
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
心
情
を
読
み
と

ら
せ
て
あ
げ
た
い
も
の
で
す
。

「
朝
顔
や
」の「
や
」は「
切
れ
字
」

で
す
。小
学
生
に
は
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、切
れ
字
の
前
か
あ
と
に

自
分
の
心
が
動
い
た
と
か
感
動
し
た

と
か
い
う
こ
と
を
示
し
ま
す
。「
朝
顔

に
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
や
」と「
に
」

授
業
を
す
る
上
で
い
ち
ば
ん
大
事

な
こ
と
は
、本
時
を
通
し
て
子
ど
も

た
ち
に
、ど
う
い
う
力
を
つ
け
さ
せ
た

ら
い
い
の
か
、は
っ
き
り
と
頭
に
置
く

こ
と
で
す
。そ
し
て
、こ
の
本
時
が
単

元
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に

あ
る
の
か
、単
元
全
体
と
し
て
最
終

的
に
は
ど
う
い
う
力
が
つ
け
ば
い
い
の

か
、見
通
し
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

で
す
。そ
の
上
で
子
ど
も
に
つ
け
さ
せ

た
い
力
を
順
次
考
え
、そ
の
た
め
の
手

立
て
を
想
定
し
て
授
業
を
仕
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、ど
う
い
う
力
を
つ
け
さ
せ

る
か
で
は
な
く
、ど
う
い
う
活
動
を
さ

せ
る
か
、と
い
う
視
点
だ
け
で
授
業
を

考
え
る
人
が
い
ま
す
。安
易
な
授
業
観

で
す
が
、少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
も
の

で
す
。「
何
を
ネ
タ
に
ど
う
い
う
活
動

を
さ
せ
る
か
」と
い
う
視
点
で
授
業
を

す
る
と
、確
か
に
活
気
の
あ
る
活
動
が

で
き
ま
す
。そ
れ
こ
そ
、子
ど
も
の
目
が

キ
ラ
キ
ラ
し
、生
き
生
き
し
た
授
業
を

展
開
で
き
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、そ
う
し
た
授
業
で
、果
た
し

て
子
ど
も
た
ち
に
本
当
に
つ
け
さ
せ

た
い
力
が
つ
い
て
い
く
か
ど
う
か
、と
い

う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。

例
を
あ
げ
て
み
ま
す
。

加
賀
千
代
女
※
の「
朝
顔
や 

つ
る
べ

取
ら
れ
て 

も
ら
ひ
水
」と
い
う
俳
句

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
、ど
の
よ
う
に

授
業
で
扱
っ
て
い
く
か
、具
体
的
に
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
わ
た
し
が
扱
う
な
ら
、加

賀
千
代
女
の
句
を
中
心
に
深
く
指
導

し
、そ
れ
を
踏
ま
え
て
ほ
か
の
い
く
つ

か
の
俳
句
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
鑑
賞

子
ど
も
に
本
当
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
は
何
か

　

― 
授
業
で
い
ち
ば
ん
大
事
に
す
る
こ
と 

―

梶田 叡一
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授
業
を
仕
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視
点

俳
句
を
取
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よ
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そ
の
役
割
と
は
何
か

な
ぜ
、新
国
語
科
の「
言
語
活
動

例
」は
現
行
の「
3
内
容
の
取
り
扱

い
」か
ら「
2
内
容（
2
）」へ
格
上
げ

さ
れ
た
の
か
。そ
れ
は
、新
国
語
科
の

「
言
語
活
動
の
充
実
」が
他
教
科
等
の

「
言
語
活
動
の
充
実
」に
役
立
つ
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
”ね
ら
い
“は
、新
国
語
科
の

「
言
語
活
動
の
充
実
」が
基
礎・基
本

と
な
っ
て
、例
え
ば
理
科
の
観
察
・
実

験
レ
ポ
ー
ト
や
社
会
科
の
社
会
見
学

レ
ポ
ー
ト
の
作
成
や
推す

い

敲こ
う

、発
表・討

論
な
ど
、他
教
科
等
の「
言
語
活
動
の

充
実
」に
役
立
つ
た
め
で
あ
る
。そ
れ

は
、新
国
語
科
の「
習
得
と
活
用
」を

推
進
す
る
こ
と
で
、新
教
育
課
程
全

体
で「
思
考
力・判
断
力・表
現
力
」を

育
成
す
る
た
め
で
あ
る
。

新
国
語
科
の「
習
得
と
活
用
」を
推

進
す
る
た
め
に
は
、従
来
以
上
に
①
相

手
意
識
、②
目
的
意
識
、③
場
面
・
条

件・状
況
意
識
、④
生
き
た
理
解・表
現

意
識
、⑤
評
価
意
識
を
も
っ
て「
記
録
、

要
約
、説
明
、論
述
と
い
っ
た
言
語
活

動
」に
取
り
組
む
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、こ
れ
ら
の「
言
語
活
動
」で

「
習
得
・
活
用
」さ
れ
た「
既
習
の
学

び
」を
次
の
単
元
や
次
の
学
期
等
で

意
図
的・計
画
的
に
活
用
す
る
こ
と
で

あ
る
。さ
ら
に
、他
教
科
等
の「
言
語

活
動
の
充
実
」の
た
め
に
は
、こ
れ
ら
の

「
言
語
活
動
」と「
既
習
の
学
び
」と
を

「 

一い
っ

対つ
い

」に
し
て「
本
時
の
学
習
指
導

案
」等
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

1「
Ａ
話
す
こ
と・聞
く
こ
と
」で
は
、

各
学
期
の
指
導
計
画
に
は
、例
え
ば

「
説
明
や
報
告
を
発
表
し
た
り
す

る
こ
と
」な
ど
の
言
語
活
動
例
の

具
体
化
、つ
ま
り
、「
習
得・活
用
」

さ
れ
た「
既
習
の
学
び
」を
意
図

的・計
画
的
に
位
置
づ
け
る
。授
業

展
開
で
は
、単
元
ご
と
に
示
さ
れ
た

言
語
活
動
例
を
反
復
的・螺ら

旋せ
ん

的

に
学
習
で
き
る
よ
う
に
す
る
。そ

れ
は
、各
学
期
で
身
に
つ
け
た「
既

習
の
話
す
・
聞
く
力
」を
反
復
的
・

螺
旋
的
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

2「
Ｂ
書
く
こ
と
」で
も
、各
学
期
の

指
導
計
画
に
は
、例
え
ば「
説
明

や
報
告
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
」

な
ど
の
言
語
活
動
の
具
体
化
、つ

ま
り
、「
習
得・活
用
」さ
れ
た「
既

習
の
学
び
」を
意
図
的・計
画
的
に

位
置
づ
け
る
。授
業
展
開
で
は
、単

元
ご
と
に
示
さ
れ
た
言
語
活
動
例

を
反
復
的・螺
旋
的
に
学
習
で
き

る
よ
う
に
す
る
。そ
れ
は
、各
学
期

で
身
に
つ
け
た「
既
習
の
書
く
力
」

を
反
復
的
・
螺
旋
的
に
高
め
る
こ

と
で
あ
る
。そ
の
際
、例
え
ば「
記

録
力
」「
要
約
力
」「
説
明
力
」「
論

述
力
」を
中
心
に
、「
Ｂ
書
く
こ
と
」

の
言
語
活
動
を
、他
教
科
等
の

「
言
語
活
動
の
充
実
」に
役
立
て
る

工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

3「
Ｃ
読
む
こ
と
」で
も
、各
学
期
の

指
導
計
画
に
は
、例
え
ば「
目
的
に

応
じ
て
説
明
な
ど
の
多
様
な
本
や

文
章
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
」な

ど
の
言
語
活
動
例
の
具
体
化
、つ

ま
り
、「
習
得・活
用
」さ
れ
た「
既

習
の
学
び
」を
意
図
的・計
画
的
に

位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。授
業

展
開
で
は
、各
単
元
で
身
に
つ
け
た

「
既
習
の
読
む
力
」を
反
復
的・螺

旋
的
に
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。特

に
、「
Ｃ
読
む
こ
と
」で
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
力
を
育
成
す
る
た
め
、情

報
の
取
り
出
し
、解
釈
、熟
考・評

価
等
の
学
習
指
導
を
工
夫
す
る

必
要
が
あ
る
。

4﹇
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
﹈で
は
、「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」と「
国
語
の
特
質
」

と
を
結
ぶ
”と
“の
関
係
を
重
視
す

る
授
業
展
開
が
基
本
で
あ
る
。

の
ど
ち
ら
が
使
って
あ
る
か
は
大
事
で

す
。「
朝
顔
に　
つ
る
べ
取
ら
れ
て　

も
ら
ひ
水
」で
も
、意
味
と
し
て
は
同

じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
こ
こ
は

「
や
」な
の
で
す
。だ
か
ら
、こ
こ
で
は

「
あ
あ
、朝
顔
！
」と
い
う
感
動
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は

下
の
句
の
形
で
注
釈
を
付
け
て
、ど
れ

だ
け
今
日
の
朝
顔
が
特
別
だ
っ
た
か
、

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

普
段
だ
っ
た
ら
や
ら
な
い「
も
ら
ひ

水
」ま
で
し
た
の
は
、つ
る
べ
に
巻
き
つ

い
て
い
た
つ
る
を
引
き
は
が
せ
な
か
っ

た
の
で
、と
い
う
説
明
を
つ
け
て
い
る

わ
け
で
す
。

だ
か
ら
そ
の
感
動
を
、今
日
は
こ
と

の
ほ
か
特
別
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

先
生
が
ど
こ
ま
で
説
明
す
る
か
、子

ど
も
に
ど
こ
ま
で
わ
か
ら
せ
る
か
、と

い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

問
い
の
形
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
点
を

子
ど
も
に
考
え
さ
せ
る
、気
づ
か
せ

る
、と
い
う
問
い
の
系
列
を
準
備
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。そ
う
し
な

い
と
、単
な
る
状
況
描
写
の
読
み
取

り
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。そ

れ
で
は
、こ
の
俳
句
と
の
本
当
の
出
合

い
が
な
い
わ
け
で
す
。

「
こ
の
俳
句
に
は
、こ
の
よ
う
な
形

で
心
に
訴
え
か
け
る
も
の
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
。そ
れ
を
味
わ
って
み
よ
う
。

そ
の
上
で
俳
句
の
約
束
事
と
し
て
の

季
語
と
5・7・5
も
確
認
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、み
ん
な
も
俳
句
を
つ
く

る
と
き
に
は
自
分
な
り
の
こ
だ
わ
り

を
強
く
も
っ
て
つ
く
ろ
う
ね
。季
語
と

5・7・5
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
俳
句

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
」と
、

こ
う
い
う
指
導
を
し
た
い
も
の
で
す
。

こ
こ
で
、い
つ
も
わ
た
し
が
言
う
文

学
作
品
と
の
出
合
い
方
の
話
を
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

韻
文
で
も
散
文
で
も
、ひ
と
つ
の
詩

や
文
章
と
出
合
う
際
に
は
、三
つ
の
世

界（
意
味
空
間
）を
想
定
し
て
お
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は「
テ
キ

ス
ト
の
世
界
」「
作
者
の
世
界
」「
読
者

の
世
界
」で
す
。フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家

モ
ー
リ
ス・ブ
ラ
ン
シ
ョ
は『
文
学
空
間
』

の
中
で
、こ
の
三
つ
の
意
味
空
間
の
こ

と
を
論
じ
て
い
ま
す
。そ
の
三
つ
の
空

間
は
、相
互
に
関
係
し
て
い
る
け
れ
ど

も
違
う
わ
け
で
す
。

文
学
作
品
と
し
て
い
え
ば
、や
は
り

根
本
に
な
る
の
は
テ
キ
ス
ト
で
す
。だ

か
ら
ま
ず
、子
ど
も
た
ち
に
テ
キ
ス
ト

の
空
間
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
さ
せ
な

い
と
い
け
ま
せ
ん
。「
や
」と
い
う
の
は

切
れ
字
だ
ね
と
か
、こ
れ
は
５・７・５

に
な
っ
て
い
る
ね
と
か
、季
語
が
あ
る

ね
、な
ど
で
す
。こ
れ
が「
テ
キ
ス
ト
の

世
界
」の
読
み
取
り
に
な
る
わ
け
で

す
。こ
れ
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
る
こ
と

が
大
事
で
す
。

で
も
、そ
の
後
で
作
者
は
ど
う
い
う

つ
も
り
で
つ
く
っ
た
の
だ
ろ
う
、そ
れ
は

テ
キ
ス
ト
に
ど
う
表
現
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
、と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。作
者
の

側
の
意
味
空
間
に
参
与
す
る
よ
う
学

び
を
進
め
さ
せ
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
踏
ま
え
た
ら
、今
度
は
自

分
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
だ

ろ
う
と
い
う
読
者
の
側
の
意
味
空
間

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
実
際
の
授
業
で
は
、テ
キ
ス

ト
の
空
間
の
押
さ
え
方
が
十
分
で
な

か
っ
た
り
、さ
ら
に
作
者
の
空
間
と
読

者
の
空
間
の
混
同
が
あ
っ
た
り
し
て
い

る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ

れ
で
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
す
。

国
語
の
授
業
づ
く
り
、特
に
詩
的

な
世
界
を
授
業
で
ど
う
い
う
ふ
う
に

扱
う
か
、子
ど
も
に
ど
う
出
合
わ
せ

る
か
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、「
授
業
は

活
動
主
義
で
は
い
け
な
い
」と
い
う
こ

と
で
す
。子
ど
も
に
ど
う
い
う
力
を
つ

け
さ
せ
た
い
か
。こ
の
教
材
と
の
出
合

い
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
中
に
ど
う
い
う

新
し
い
気
づ
き
を
、新
し
い
力
を
育
て

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
。そ
の
た
め

に
ど
の
よ
う
に
授
業
を
組
み
立
て
て

い
け
ば
よ
い
の
か
が
、大
切
で
す
。

例
え
ば
発
問
の
系
列
を
ど
う
い
う

ふ
う
に
用
意
し
て
組
み
立
て
な
い
と
い

け
な
い
の
か
。教
師
の
側
か
ら
き
ち
ん

と
説
明
を
し
て
子
ど
も
に
気
づ
か
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
か
。子
ど

も
自
身
に
自
分
な
り
に
取
り
組
ま
せ

な
い
と
い
け
な
い
課
題
は
何
か
、と
いっ

た
こ
と
を
考
え
て
、単
元
を
通
じ
て
の

授
業
の
全
体
を
組
み
立
て
て
準
備
し

て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

子
ど
も
に
本
当
の
力
を
つ
け
さ
せ

る
授
業
と
は
、こ
う
い
う
も
の
だ
と
思

う
の
で
す
が
、い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

検索ぶんけい　教育コラム梶田 叡一先生の教育コラム開設！

こ
の
授
業
の
ね
ら
い

文
学
の
三
つ
の
空
間

国
語
授
業
の
基
本

平成22年度新学習指導要領完全実施に向けて授業改善の
ポイントはここだ！

国 語 科新
国
語
科
の
考
え
方

1

新
国
語
科
授
業
づ
く
り
の
基
本

2

各
領
域
等
の
ポ
イ
ン
ト

3

授業づくりシリーズ①
『新国語科の
 考え方と授業展開』
小森茂編著（文溪堂）2,310円

小森 茂
青山学院大学教育人間科学部教授

08＊授業改善のポイントはここだ！

教育ほっとにゅーす

＊09 授業改善のポイントはここだ！



新
学
習
指
導
要
領
で
は
、言
語
活

動
の
充
実
が
基
本
に
据
え
ら
れ
、例

え
ば
、「
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力

等
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
学
習
活
動
」

を
教
科・領
域
を
横
断
し
て
重
視
す

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、そ
の「
基
盤
と

な
る
も
の
は
、数
式
な
ど
を
含
む
広
い

意
味
で
の
言
語
」で
あ
る
と
し
て
、言

語
観
が
拡
げ
ら
れ
、算
数・数
学
に
は

言
語
と
し
て
の
役
割
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。中

央
教
育
審
議
会
答
申（
平
成
20
年
）

で
は
、「
論
理
や
思
考
と
いっ
た
知
的

活
動
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
に

着
目
し
た
場
合
、比
較
や
分
類
、関

連
づ
け
と
い
っ
た
考
え
る
た
め
の
技

法
、帰
納
的
な
考
え
方
や
演
繹え

き

的
な

考
え
方
な
ど
を
活
用
し
て
説
明
す

る
、（
中
略
）と
いっ
た
言
語
活
動
が
重

要
で
あ
り
、こ
れ
ら
の
活
動
を
行
う

算
数・数
学
や
理
科
の
役
割
は
大
き

い
」と
さ
れ
て
い
る
。こ
の
大
き
な
期

待
に
し
っ
か
り
と
応
え
て
ゆ
く
た
め

に
、的
確
か
つ
積
極
的
な
対
応
を
開

発
し
実
現
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

以
下
、算
数
科
の
目
標
で
改
善
が

加
え
ら
れ
た
こ
と
を
中
心
に
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
る
。

授
業
は
基
本
的
に「
算
数
的
活
動

を
通
し
て
」行
わ
れ
る
こ
と
が
要
請

さ
れ
て
い
る
。算
数
的
活
動
は「
児
童

が
目
的
意
識
を
も
ち
主
体
的
に
取

り
組
む
算
数
に
か
か
わ
る
様
々
な
活

動
」で
あ
り
、学
び
の
内
容
や
方
法
と

し
て
、ま
た
、学
び
を
導
く
方
法
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。算

数
的
活
動
に
つ
い
て
は
、小
学
校
学
習

指
導
要
領
解
説
算
数
編
に
お
い
て

「
算
数
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
考
え

た
り
、算
数
の
知
識
を
も
と
に
発
展

的・応
用
的
に
考
え
た
り
す
る
活
動
」

や「
考
え
た
こ
と
な
ど
を
表
現
し
た

り
、説
明
し
た
り
す
る
活
動
」が
例

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

表
現
す
る
能
力
の
育
成
を
、「
見

通
し
を
も
ち
筋
道
を
立
て
て
考
え
る

こ
と
」と
関
連
づ
け
、と
り
わ
け
、説

明
す
る
力
を
鍛
え
る
こ
と
が
要
請
さ

れ
て
い
る
。た
め
に
、ま
ず
、日
常
の
事

象
に
つ
い
て
考
察
し
、自
分
の
考
え
を

し
っ
か
り
も
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。そ
し
て
、自
己
内
対
話
を
通
し

て
的
確
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。さ
ら
に
、説
明

し
学
び
合
う
こ
と
を
通
し
て
よ
り
質

の
高
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
実
体

験
す
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
ら
を
通
し

て
、よ
り
よ
く
表
し
た
り
説
明
し
た

り
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、そ

れ
ら
の
必
要
性
や
は
た
ら
き
に
気
づ

き
積
極
的
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
導
く
必
要
が
あ
る
。

算
数
を｢

進
ん
で
生
活
や
学
習
に

活
用
し
よ
う
と
す
る
態
度｣

の
育
成

が
要
請
さ
れ
て
い
る
。た
め
に
、活
用

の
仕
方
や
活
用
す
る
こ
と
の
よ
さ
を

明
ら
か
に
し
、算
数
の
活
用
を
そ
の

文
脈
や
場
面
に
応
じ
て
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
導
く
必
要
が
あ

る
。そ
の
際
、日
常
の
事
象
に
つ
い
て

単
純
化
し
た
り
理
想
化
し
た
り
し
て

算
数
の
言
葉
を
用
い
て
表
し
、算
数
の

問
題
に
改
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
意
図
的
、計
画

的
な
対
応
が
必
要
に
な
る
。

前
述
の
1
〜
4
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、全
国
学
力・学
習
状
況
調
査
に
お

け
る
、い
わ
ゆ
る
Ｂ
問
題
の
結
果
を
踏

ま
え
、出
題
の
趣
旨
を
的
確
に
と
ら

え
、授
業
改
善
に
生
か
す
こ
と
が
も
っ

と
も
早
道
と
い
え
る
。

平
成
23
年
度
の
学
習
指
導
要
領

完
全
実
施
に
向
け
て
、い
ま
何
を
準

備
す
る
か
。ま
た
日
々
の
社
会
科
授

業
を
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
か
。こ
こ

で
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
3
つ
述
べ
る
。

平
成
22
年
度
に
は
、4
年
の「
県

（
都
、道
、府
）の
様
子
」の
学
習
で「
自

然
環
境
、伝
統
や
文
化
な
ど
の
地
域

の
資
源
を
保
護
・
活
用
し
て
い
る
地

域
」を
先
行
し
て
取
り
上
げ
る
。こ
れ

は
今
回
の
改
訂
で
追
加
さ
れ
た
内
容

で
あ
る
。そ
の
た
め
、3・4
年（
下
）の

教
科
書
や
社
会
科
副
読
本
に
は
、こ

れ
に
相
当
す
る
教
材
が
掲
載
さ
れ
て

お
ら
ず
、各
学
校
で
開
発
し
準
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
47
都
道
府
県
の
名
称
と
位
置
」

（
4
年
）や
、「
世
界
の
主
な
大
陸
と

海
洋
」「
主
な
国
の
名
称
と
位
置
」

（
5
年
）な
ど
の
内
容
は
、地
図
帳
や

地
球
儀
を
活
用
し
て
引
き
続
き
前

倒
し
し
て
指
導
す
る
。白
地
図
を
活

用
し
た
作
業
的
な
活
動
や
ド
リ
ル
教

材
に
よ
る
繰
り
返
し
学
習
が
効
果
的

で
あ
る
。こ
こ
に
は
、習
得
し
た
名
称

を
活
用
し
て
、自
分
た
ち
の
住
ん
で
い

る
県（
都
、道
、府
）や
日
本
の
位
置
を

広
い
視
野
か
ら
と
ら
え
説
明
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
留
意
し
て
指
導
し
た
い
。

各
学
校
に
お
い
て
、新
教
材
を
開
発

し
、指
導
方
法
を
研
究
す
る
こ
と
に

よ
って
、平
成
23
年
度
か
ら
の
新
し
い
社

会
科
授
業
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
23
年
度
か
ら
使
用
す
る
新
し

い
教
科
書
は
、22
年
度
の
夏
に
決
定

さ
れ
る
。ま
た
各
地
域
で
は
、社
会
科

副
読
本
の
編
集
作
業
が
加
速
さ
れ

る
。各
学
校
で
は
、新
学
習
指
導
要
領

の
総
則
お
よ
び
社
会
科
の
趣
旨
を
ふ

ま
え
て
、平
成
23
年
度
か
ら
の
指
導

計
画
の
作
成
が
は
じ
ま
る
が
、そ
の

際
、次
の
諸
点
に
留
意
し
た
い
。

●
基
礎
的・基
本
的
な
知
識
や
技
能

を
明
確
に
し
、そ
れ
ら
を
確
実
に

身
に
つ
け
さ
せ
る
。

●
習
得
し
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し

て
、問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な

思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
な
ど

の
能
力
を
育
成
す
る
。

●
社
会
科
に
お
い
て
は
、調
べ
る
能
力

と
と
も
に
、特
に「
話
し
合
う
活

動
」「
書
く
活
動
」と
いっ
た
言
語

活
動
を
重
視
し
、言
語
力
の
育
成

に
努
め
る
。

●
問
題
解
決
的
な
学
習
を
重
視
し
、

子
ど
も
た
ち
が
学
習
に
主
体
的
に

取
り
組
む
態
度
を
養
う
。

●
子
ど
も
が
学
習
計
画
を
作
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、問
題
解
決
へ
の
見

通
し
を
も
っ
て
学
習
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

●
学
習
を
ふ
り
返
る
場
面
を
取
り

入
れ
、学
習
へ
の
成
就
感
や
達
成

感
を
味
わ
わ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、社
会
科
の
授

業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。い
ま
か

ら
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
社
会
科
は
何
を
教
え
た
ら
よ
い
の

か
が
わ
か
ら
な
い
」と
い
う
声
を
た
び

た
び
聞
く
。こ
れ
が
社
会
科
の
授
業

は
難
し
い
と
さ
れ
る
要
因
で
あ
る
。

社
会
科
の
授
業
で
は
多
様
な
知
識

が
数
多
く
登
場
し
、そ
れ
ら
が
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
い
る
。概
念
的
な
知
識

も
あ
れ
ば
、そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の

知
識
も
あ
る
。用
語
や
語
句
な
ど
の

知
識
も
扱
わ
れ
る
。こ
う
し
た
知
識

を
階
層
的
に
整
理
し
た
も
の
が「
知

識
の
構
造
図
」で
あ
る
。こ
れ
は
、指

導
計
画
を
作
成
す
る
際
の
基
礎
資
料

と
な
る
。ま
た
、知
識
と
知
識
の
関
係

性
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

単
元（
小
単
元
）ご
と
に
作
成
し
た

「
知
識
の
構
造
図
」と
指
導
計
画
と
の

一
体
化
を
図
る
こ
と
が
、「
知
識
や
技

能
の
習
得
と
そ
の
活
用
」と
い
う
課

題
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
。

平成22年度新学習指導要領完全実施に向けて授業改善の
ポイントはここだ！

社 会 科

北 俊夫
国士舘大学 体育学部教授

新
教
材
を
開
発
し
先
行
実
践
す
る

1

新
し
い
指
導
計
画
を
作
成
す
る

2

「
知
識
の
構
造
図
」を
作
成
す
る

3

平成22年度新学習指導要領完全実施に向けて授業改善の
ポイントはここだ！

算 数 科言
語
と
し
て
の
算
数

1

算
数
的
活
動
を
通
す
こ
と

2

進
ん
で
活
用
す
る
こ
と

4
表
現
す
る
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

3

清水 静海　

帝京大学文学部准教授

授業づくりシリーズ②
『新社会科の 考え方と授業展開』
北俊夫編著（文溪堂）2,100円

業 ②

授業づくりシリーズ③
『新算数科の
 考え方と授業展開』
清水静海編著（文溪堂）2,310円

10＊授業改善のポイントはここだ！

教育ほっとにゅーす

＊11 授業改善のポイントはここだ！



小
学
校
理
科
の
新
学
習
指
導
要

領
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
と
授
業
改
善
の

方
法
を
明
確
に
す
る
た
め
、ま
ず
新

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
ポ
イ
ン

ト
、次
に
授
業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
の
順

序
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

新
学
習
指
導
要
領
は
、子
ど
も
が

基
礎
的・基
本
的
な
知
識・技
能
を
習

得
す
る
と
と
も
に
、思
考
力
・
判
断

力・表
現
力
な
ど
の
能
力
を
獲
得
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
理
科
の
学
習
指
導
過
程

で
具
体
化
さ
せ
る
と
、

1
問
題
の
見
い
だ
し
方

2
予
想
の
設
定
の
仕
方

3
観
察・実
験
の
器
具
の
扱
い
方

4
観
察・実
験
結
果
の
整
理
の
方
法

5
事
象
の
性
質（
科
学
的
な
用
語
を

含
む
）や
規
則
性
の
獲
得

と
い
う
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

子
ど
も
が
1
〜
5
を
獲
得
す
る

学
習
指
導
過
程
は
、次
の
6
つ
の
場

面
か
ら
構
成
す
る
こ
と
が
多
い
。そ

れ
ら
は
、子
ど
も
が
ま
ず
、

1
問
題
を
見
い
だ
し

2
そ
の
問
題
と
な
る
事
象
を
説
明
す

る
た
め
の
仮
説
を
発
想
し

3
発
想
し
た
仮
説
の
真
偽
を
確
か
め

る
た
め
の
実
験
方
法
を
立
案
し

4
実
験
を
行
い

5
実
験
結
果
に
つい
て
考
察
し

6
獲
得
す
べ
き
事
象
の
性
質
や
規
則

性
を
明
確
に
し
、新
た
な
問
題
を

見
い
だ
す

と
い
う
場
面
で
あ
る
。

授
業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
は
、以
下
の

５
点
が
大
切
で
あ
る
。

ア
子
ど
も
が
問
題
を
見
い
だ
す
に

は
、事
象
の
中
か
ら
違
い
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

イ
子
ど
も
が
問
題
と
な
る
事
象
を

説
明
す
る
た
め
の
仮
説
を
発
想
す

る
に
は
、現
象
の
中
か
ら
異
な
る

要
因
を
見
い
だ
し
た
り
、既
有
の

学
習
経
験
を
想
起
し
て
類
似
関

係
な
ど
を
適
用
し
た
り
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

ウ
子
ど
も
が
解
決
方
法
を
発
想
す

る
に
は
、既
有
の
知
識
に
類
推
な

ど
を
適
用
し
て
発
想
で
き
る
よ
う

に
す
る
。

エ
子
ど
も
に
実
験
結
果
に
つ
い
て
考

察
さ
せ
る
に
は
、仮
説
と
実
験
結

果
を
一
致
、不
一
致
と
い
う
視
点

で
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

オ
子
ど
も
が
行
っ
て
き
た
問
題
解
決

過
程
を
見
直
し
、新
た
な
問
題
を

見
い
だ
す
よ
う
に
す
る
に
は
、事
象

の
性
質
や
規
則
性
な
ど
か
ら
得
た

知
識
や
技
能
を
、そ
れ
ら
を
得
る

手
続
き
と
と
も
に
、こ
れ
か
ら
追

究
す
る
問
題
を
明
確
に
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

平成22年度新学習指導要領完全実施に向けて授業改善の
ポイントはここだ！

理 科

角屋 重樹
広島大学大学院教育研究科教授

新
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト

1

授
業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト

2

角
屋
式
学
習
指
導
法

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
や
技
能
と

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
な
ど
の
能

力
を
育
て
る
学
習
指
導
過
程
は
、子
ど

も
が
問
題
を
見
い
だ
し
、仮
説
を
検
証

し
て
い
く
活
動
を
基
底
と
し
て
お
り
、

子
ど
も
の
主
体
的
な
活
動
の
た
め
に
は

次
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
に
な
る
。

1 

問
題
を
見
い
だ
す
場
面
に

お
け
る
工
夫

子
ど
も
が
観
察
し
て
い
る
現
象
ど
う

し
、あ
る
い
は
、そ
の
現
象
と
既
有
知
識

の
間
に｢

ズ
レ｣

を
発
生
さ
せ
る
。具
体

的
に
は
、子
ど
も
が
比
較
や
分
類
な
ど

の
ス
キ
ル
を
適
用
し
観
察
し
て
い
る
現

象
ど
う
し
、あ
る
い
は
、そ
の
現
象
と
既

有
知
識
と
の
間
に
違
い
を
見
い
だ
す
よ

う
に
す
る
。

2 

仮
説
や
解
決
方
法
を
発
想
し
、

実
行
す
る
場
面
に
お
け
る
工
夫

子
ど
も
の
既
有
知
識
を
適
用
し
、仮

説
や
解
決
方
法
を
発
想
す
る
。具
体
的

に
は
、子
ど
も
が
仮
説
を
発
想
す
る
た

め
に
、既
有
知
識
・
技
能
の
中
か
ら
類
似

な
ど
の
ス
キ
ル
を
適
用
し
、仮
説
や
解

決
方
法
を
発
想
す
る
よ
う
に
す
る
。

3 

結
果
を
考
察
す
る
場
面
に

お
け
る
工
夫

子
ど
も
が
仮
説
と
方
法
に
つ
い
て
評

価
す
る
。具
体
的
に
は
、子
ど
も
が
仮

説
と
実
験
結
果
の
関
係
か
ら
、両
者
が

一
致
あ
る
い
は
不
一
致
を
判
断
す
る
。

ま
た
、実
験
結
果
が
仮
説
と
違
っ
た
場

合
は
、仮
説
と
実
験
方
法
を
再
考
し
、

そ
の
原
因
を
探
る
よ
う
に
す
る
。

授業づくりシリーズ④
『新理科の 考え方と授業展開』
角屋重樹編著（文溪堂）2,310円

12＊授業改善のポイントはここだ！

教育ほっとにゅーす




