
第
二
学
年 

国
語
科
学
習
指
導
案 

    

一
、
単
元
名 

「
君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
知
っ
て
い
る
か 

自
分
ア
ナ
ラ
イ
ズ
～
「
か
っ
こ
い
い
」
を
解
き
明
か
す
～
」 

 
 二

、
単
元
及
び
教
材
に
つ
い
て 

我
々
は
生
活
の
様
々
な
場
面
で
、
物
事
を
選
択
・
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
基
準
に
な
る
の
が
、
自
分
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
で
あ
る
。
自
分
で
は
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
他
の
人
と
比
較
し
た
時
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な

い
場
合
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
見
方
、
考
え
方
の
相
違
は
、
物
事
の
多
様
性
を
理
解
す
る
一
つ
の
指
針
で
あ
る
と
同
時
に
、

自
分
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
考
え
る
た
め
の
、
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。 

本
教
材
「
君
は
最
後
の
晩
餐
を
知
っ
て
い
る
か
」
で
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
名
画
「
最
後
の
晩
餐
」
を
筆

者
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
解
剖
学
」「
遠
近
法
」「
明
暗
法
」
と

い
っ
た
医
学
や
建
築
に
用
い
ら
れ
る
手
法
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
「
絵
画
の
科
学
」
と
称
し
て
論
理
的
に
説
明
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
的
文
章
や
絵
画
の
批
評
に
お
い
て
、
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
表
現
を
用
い
る
こ
と
や
、
絵
画
を
緻
密

な
視
点
で
詳
細
に
分
析
し
、
説
明
す
る
点
に
、
筆
者
の
着
眼
点
の
鋭
さ
が
表
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。 

 

三
、
生
徒
の
実
態 

生
徒
は
こ
れ
ま
で
の
説
明
的
文
章
の
学
習
を
通
し
て
、
自
分
の
言
葉
で
課
題
に
対
す
る
結
論
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
結
論
に
到
達
し
た
理
由
を
文
章
化
す
る
こ
と
や
、
根
拠
を
明
確
に
す
る
こ
と

に
つ
い
て
も
習
熟
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
な
り
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
必
要
な
要
素
を
必
要
な
文
章
量
で
書
い

た
り
、
自
分
の
考
え
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠
を
適
切
に
結
び
つ
け
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
弱
さ
が
見
ら
れ
る
。 

ま
た
、
論
理
の
展
開
を
「
説
明
的
文
章
は
難
し
い
」「
考
え
を
書
く
の
は
難
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
生
徒
が
、「
自
分
は

こ
う
考
え
た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と…

」
と
自
分
な
り
の
言
語
能
力
や
既
有
知
識
を
駆
使
し
て
学
習
に
臨

め
る
よ
う
、「
文
章
を
読
ん
で
自
分
の
考
え
を
つ
く
る
の
は
楽
し
い
。」
と
思
え
る
よ
う
な
、
主
体
的
な
姿
を
生
み
出
し
て

い
き
た
い
。 

 

四
、「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て 

 

（
１
）
学
習
指
導
要
領
解
説
か
ら 

本
単
元
で
の
「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
を
、
次
の
よ
う
に
捉
え
た
。 

  

こ
の
力
の
実
現
の
た
め
に
、
「
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編 

Ｃ
読
む
こ
と
」
に
示
さ
れ
た
以
下
の
指
導
事
項
に
つ
い

て
、
重
点
的
に
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

   

日 

時 

令
和
五
年 

十
月
二
十
三
日
（
月
） 

場 

所 

岐
阜
市
立
岐
阜
中
央
中
学
校 

二
年
二
組
教
室
（
南
舎
３
Ｆ
） 

学 

級 

二
年
二
組
（
三
十
二
名
） 

授
業
者 

北
原 

章
大 

イ 

目
的
に
応
じ
て
複
数
の
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
適
切
な
情
報
を
得
た
り
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
に
つ
い

て
考
え
た
り
し
て
、
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
（
精
査
・
解
釈
） 

オ 

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
知
識
や
経
験
と
結
び
付
け
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
す
る
こ
と
。（
考
え
の
形
成
） 

文
章
の
内
容
を
精
査
解
釈
す
る
こ
と
で
、
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て

自
分
な
り
に
考
え
を
形
成
し
、
そ
れ
を
仲
間
と
比
較
、
関
連
し
合
う
こ
と
で
、
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る
力 



【
令
和
五
年
度 

中
国
研
「
読
む
こ
と
部
会
」
研
究
主
題
】 

文
章
を
主
体
的
に
読
み
深
め
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
生
徒
の
育
成 

～
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
学
習
過
程
と
、 

高
ま
り
を
実
感
す
る
評
価
に
重
点
を
置
い
た
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
の
工
夫
～ 

（
２
）
研
究
と
の
か
か
わ
り 

読
む
こ
と
部
会
研
究
テ
ー
マ
よ
り 

    

【
研
究
内
容
１-

②
学
ぶ
魅
力
・
必
然
性
の
あ
る
単
元
開
発
】 

本
単
元
で
は
、
筆
者
の
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
適
切
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
自
分
が
「
か
っ
こ
い
い
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
，
自
分
の
見
方
，

考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
言
語
活
動
を
設
定
し
た
。
自
分
の
も
の
の
見
方
，
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
，
自
分

が
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
，
そ
れ
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
感
じ
た
理
由
や
そ
れ
ら
の
共
通
点
を
分
析
す
る

必
要
が
あ
る
。
多
様
な
思
考
を
促
す
と
と
も
に
，
根
拠
を
明
確
に
し
た
論
理
的
な
思
考
活
動
が
求
め
ら
れ
る
点
で
，
考
え

を
深
め
広
げ
る
点
に
お
い
て
最
適
な
言
語
活
動
で
あ
る
と
考
え
た
。 

 

ま
た
、
新
単
元
構
想
表
を
用
い
て
単
元
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
活
動
や
評
価
基
準
な
ど
を
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
、
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。 

 

【
研
究
内
容
２-

①
生
徒
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
指
導
の
工
夫
】 

 

本
単
元
で
は
、
考
え
を
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る
た
め
に
、
協
働
的
な
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
精
査

解
釈
の
授
業
で
は
、
個
人
追
究
で
ま
と
め
た
自
分
の
意
見
に
つ
い
て
全
体
で
交
流
し
た
の
ち
、
そ
れ
ま
で
の
交
流
を
踏
ま

え
て
深
め
の
発
問
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
交
流
の
中
で
広
が
っ
た
思
考
を
課
題
に
集
約
し
た
り
、
よ
り
深
め
た
り

す
る
た
め
の
発
問
で
あ
る
。
こ
の
発
問
に
つ
い
て
協
働
的
に
考
え
る
こ
と
で
、
課
題
に
対
す
る
考
え
を
た
し
か
な
も
の
に

で
き
る
と
考
え
た
。 

ま
た
、
考
え
の
形
成
の
授
業
で
は
、
個
人
追
究
で
形
成
し
た
考
え
を
協
働
的
に
交
流
し
、
様
々
な
見
方
、
考
え
方
と
比

較
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
、
協
働
的
な
交
流
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
が
ど
の
よ
う
に
深
ま
っ
た
り
広
が
っ
た
り
し

て
い
る
か
を
共
通
理
解
す
る
た
め
の
全
体
交
流
を
設
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仲
間
が
ど
の
よ
う
に
考
え
を
再
構
築
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
学
び
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
指
導
計
画
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
た
。 

 

【
研
究
内
容
３-

①
単
元
目
標
達
成
ま
で
の
見
通
し
と
具
体
的
な
個
人
目
標
の
設
定
を
行
う
導
入
の
在
り
方
の
工
夫 

②
単
元
で
身
に
付
け
た
力
を
実
感
す
る
終
末
の
在
り
方
の
工
夫
】 

 

本
単
元
で
は
、
単
元
の
導
入
で
設
定
す
る
個
人
目
標
の
達
成
に
力
を
い
れ
る
こ
と
と
す
る
。
導
入
で
は
、
言
語
活
動
や

単
元
目
標
と
と
も
に
、
前
回
の
同
一
領
域
に
お
け
る
自
分
の
課
題
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
の
個
人
目

標
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
毎
時
間
の
振
り
返
り
に
お
い
て
、「
①
結
論
を
ま
と
め
る
力
②
理
由
を
文
章
化
す
る

力
③
根
拠
を
明
確
に
す
る
力
④
考
え
を
説
明
す
る
力
⑤
他
の
考
え
と
比
較
す
る
力
」
と
い
っ
た
学
習
に
向
か
う
力
と
と
も

に
「
⑥
個
人
目
標
達
成
度
」
を
加
え
、
六
観
点
で
自
己
評
価
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
を
チ
ャ
ー
ト
化
す
る
こ
と
で
、
自

分
の
学
習
状
況
が
視
覚
的
に
捉
え
や
す
く
な
り
、
学
習
の
調
整
を
行
い
な
が
ら
単
元
を
す
す
め
て
い
け
る
と
考
え
た
。 

 

ま
た
、
生
徒
が
立
て
た
個
人
目
標
を
教
師
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
ど
の
よ
う
な
目
標
や
困
り
感
を
も
っ

て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
指
導
に
当
た
る
こ
と
に
よ
り
、
個
別
最
適
な
指
導
が
実
現
で
き
る
と
考
え
た
。 

 

最
後
に
、
個
人
目
標
の
達
成
度
を
踏
ま
え
、
自
分
の
身
に
付
け
た
力
を
チ
ャ
ー
ト
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
由
を
具

体
的
に
記
述
す
る
活
動
を
設
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
本
単
元
で
身
に
付
け
た
力
や
、
課
題
を
実
感
し
、
次
の

学
習
の
個
人
目
標
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
学
習
の
調
整
が
螺
旋
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
た
。 



六
、
単
元
指
導
計
画
（
全
６
時
間
） 

【
単
元
の
ね
ら
い
】 

・
筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
理
由
を
、
筆
者
の
着
眼
点
や
論
理
の
工
夫
を

根
拠
に
精
査
解
釈
す
る
こ
と
で
、
筆
者
が
「
物
事
を
分
析
的
に
見
る
」
と
い
う
も
の
の
見
方
、
考
え
方

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
根
拠
と
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
か
っ
こ
い
い
」
を
定
義
す
る
と

い
う
活
動
を
通
し
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と
つ
な
げ
て
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

【
単
元
の
評
価
規
準
】 

・
筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
着
眼
点
や
論
理
の
展
開
を

根
拠
と
し
て
、
適
切
に
読
み
取
っ
て
い
る
。 

・
精
査
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
適
切
に
捉
え
、
そ
れ
に
対
す
る
自

分
の
考
え
を
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
形
成
し
て
い
る
。 

  

 

６ 

本
時 

５ ４ ３ ２ １ 時 

【
考
え
の
形
成
】 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
自
分

の
考
え
を
形
成
す
る
。 

〇
自
分
が
考
え
る
「
か
っ
こ
い
い
」
と
は
ど
ん
な
も
の

だ
ろ
う
か
。 

【
精
査
解
釈
②
】 

・
筆
者
の
着
眼
点
や
論
理
の
展
開
の
工
夫
を
根
拠
敏
、

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
つ
か
む
。 

〇
布
施
さ
ん
は
な
ぜ
「
最
後
の
晩
餐
」
を
か
っ
こ
い
い

と
評
し
た
の
か
。 

【
精
査
解
釈
①
】 

・
筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
説
明
す
る
た
め
に
「
絵

画
の
科
学
」
に
着
目
し
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
説
明
す

る
た
め
の
展
開
の
工
夫
を
つ
か
む
。 

〇
布
施
さ
ん
は
「
最
後
の
晩
餐
」
の
ど
こ
に
着
目
し
た

の
か
。 

【
内
容
理
解
②
】 

・
「
最
後
の
晩
餐
」
と
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
や
そ
の
作

品
に
つ
い
て
知
る
。 

〇
「
最
後
の
晩
餐
」
と
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
に
つ
い
て

知
ろ
う
。 

【
内
容
理
解
①
】 

・
重
要
語
句
、
展
開
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
文
章
の
概

要
に
つ
い
て
理
解
す
る
。 

〇
重
要
語
句
に
着
目
し
て
、
文
章
の
概
要
を
把
握
し

よ
う
。 

【
導
入
】 

・
言
語
活
動
、
単
元
目
標
、
単
元
の
流
れ
を
知
り
、
自

分
の
課
題
に
応
じ
た
個
人
目
標
を
設
定
す
る
。 

〇
単
元
の
計
画
を
立
て
よ
う
。 

ね
ら
い
（
〇
中
心
と
な
る
主
発
問
） 

◎
精
査
解
釈
で
明
ら
か
に
し
た
筆
者
の
物
の
見

方
、
考
え
方
を
基
に
し
て
、
自
分
の
考
え
を
形

成
し
、
説
明
し
て
い
る
。 

【
思
・
判
・
表 

オ
】 

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
発
言
） 

◎
精
査
解
釈
し
た
内
容
を
関
連
さ
せ
て
、
筆
者

が
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
理
由
に
つ
い
て

考
え
て
い
る
。 

【
思
・
判
・
表 

イ
】 

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
発
言
） 

◎
「
解
剖
学
」「
遠
近
法
」「
明
暗
法
」
と
い
っ
た

「
絵
画
の
科
学
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
適
切

に
理
解
し
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
展
開

の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。 

【
思
・
判
・
表 

エ
】 

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
発
言
） 

◎
「
最
後
の
晩
餐
」
や
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
の
作

品
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
き
、
文
章
の
理
解

に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
。 

【
主
体
的
に
学
ぶ
態
度
】 

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

◎
重
要
語
句
に
つ
い
て
文
章
中
か
ら
適
切
に
抜

き
出
し
、
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。 

【
思
・
判
・
表 
ア
】 

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 

◎
言
語
活
動
と
単
元
目
標
を
理
解
し
、
自
分
の

課
題
に
応
じ
た
個
人
目
標
を
設
定
し
て
い

る
。 

【
主
体
的
に
学
ぶ
態
度
】 

（
計
画
プ
リ
ン
ト
） 

◎
評
価
規
準
（
評
価
方
法
） 

 



六
、
本
時
の
ね
ら
い 

 

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
踏
ま
え
、
精
査
解
釈
し
た
内
容
や
自
分
の
見
方
、
考
え
方
を
比
較
、
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
形
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

七
、
本
時
の
展
開
（
６
／
６
） 

       

 

場
面 

 

生
徒
の
思
考
の
流
れ 

①
前
時
の
内
容
を
振
り
返
る
。 

・「
最
後
の
晩
餐
」
と
は
ど
の
よ
う
な
絵
画
だ
っ
た
か
。 

・
布
施
さ
ん
が
「
最
後
の
晩
餐
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
し
た
の
は
、 

ど
ん
な
理
由
か
ら
か
。 

・
布
施
さ
ん
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
。 

②
単
元
に
お
け
る
本
時
の
位
置
を
確
認
し
、
課
題
を
共
有
す
る
。 

   

③
課
題
に
対
し
て
個
人
追
究
を
す
る
。 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

・「
人
」「
も
の
」「
こ
と
」
な
ど
の
観
点
で
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
う
も
の 

を
挙
げ
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
自
分
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
明
ら 

か
に
す
る
。 

                

④
個
人
追
究
で
形
成
し
た
考
え
を
交
流
す
る
。 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
に
提
出
し
、
他
者
の
考
え
を
つ
か
ん 

だ
状
態
で
交
流
す
る
。 

・
自
分
の
考
え
と
の
共
通
点
、
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
。 

⑤
全
体
で
交
流
し
、
学
習
の
状
況
を
共
有
す
る
。 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
対
す
る
自
分
の
捉
え
と
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
考
え
た
自
分
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
の
理
由
に
つ
い
て
。 

・
自
分
と
仲
間
の
考
え
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
。 

・
現
在
の
学
習
の
状
況
に
つ
い
て 

⑥
自
分
の
考
え
を
再
構
築
す
る
。 

  

・
筆
者
や
自
分
，
仲
間
の
捉
え
を
比
較
し
直
し
、
言
葉
の
意
味
を
確
か
な

も
の
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
再
構
築
す
る
。 

 

⑦
学
習
の
成
果
を
発
表
す
る
。 

   

⑧
本
時
の
学
習
に
つ
い
て
振
り
返
る
。 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
振
り
返
り
に
チ
ャ
ー
ト
を
記
入
す
る
。 

学
習
活
動 

①
で
は
、
精
査
解
釈
で
学
習
し
た
内

容
や
、
内
容
理
解
で
ま
と
め
た
内

容
に
つ
い
て
ペ
ア
で
話
す
こ
と

で
、
理
解
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
。 

③
で
は
、
予
め
把
握
し
て
い
る
個
人

目
標
と
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
書
き

込
み
の
状
況
を
基
に
し
て
、「
文

章
量
を
増
や
す
」、「
根
拠
を
明
確

に
す
る
」
、
教
科
書
の
ど
の
部
分

に
着
目
す
る
、
等
の
観
点
で
指

導
・
援
助
を
行
う
。 

③
で
は
、 

         

と
い
う
三
つ
の
困
り
感
を
想
定

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て 

   

と
い
う
援
助
を
行
う
。 

④
で
は
、
提
出
箱
を
共
有
す
る
こ
と

で
誰
が
ど
ん
な
考
え
を
形
成
し

た
か
を
一
覧
に
し
て
示
し
、
意
図

的
な
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。 

⑤
で
は
、
自
分
が
納
得
し
た
こ
と

や
、
逆
に
悩
み
が
生
じ
た
こ
と
な

ど
を
交
流
す
る
こ
と
で
、
自
分
と

仲
間
を
比
較
し
、
学
習
の
調
整
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

⑥
で
は
、
再
度
筆
者
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
に
着
目
さ
せ
る
こ
と

で
、
自
分
の
考
え
の
根
拠
を
見
直

し
、
考
え
を
再
構
築
で
き
る
よ
う

に
す
る
。 

      

【
評
価
基
準
】
（
発
言
・
ノ
ー
ト
） 

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に

つ
い
て
、
自
分
な
り
の
言
葉
で
考

え
を
形
成
し
て
い
る
。 

指
導
・
援
助
【
評
価
基
準
】 

 

布
施
さ
ん
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
も
の
の

こ
い
い
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。 

「
か
っ
こ
い
い
」
の
定
義
と
は
何
か
。 

今
日
の
学
習
の
達

成
度
は
ど
う
だ
ろ
う
。

個
人
目
標
の
高
ま
り

と
そ
の
理
由
を
明
ら

か
に
し
よ
う
。 

 

自
分
は
布
施
さ
ん
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
「
細
か
く
計
算
さ
れ
た
も
の
が
か
っ
こ
い
い
」
と
捉
え
た
。
ま
た
、
他
の
人
の
「
か
っ
こ
い
い
」
を
聞

く
と
、
自
分
と
は
違
う
見
方
や
考
え
方
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
布
施
さ
ん
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
も
う
一
度
考
え
た
り
，
仲

間
の
考
え
と
の
共
通
点
を
考
え
る
中
で
、
「
そ
れ
自
体
に
憧
れ
を
抱
い
た
り
、
よ
り
知
り
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
技
術
が
あ
っ
た
り
す
る
も
の
が
か
っ
こ

い
い
」
と
い
う
点
で
、
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。 

「
最
後
の
晩
餐
」
を

か
っ
こ
い
い
と
評
し

た
理
由
は
分
か
っ
た
。

で
は
、
自
分
は
ど
ん
な

も
の
の
見
方
，
考
え
方

を
も
っ
て
い
る
ん
だ

ろ
う
。
筆
者
の
も
の
の

見
方
，
考
え
方
を
参
考

に
す
れ
ば
，
自
分
の

「
か
っ
こ
い
い
」
が
わ

か
る
は
す
だ
。 

筆
者
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
は
自
分
な

り
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
自
分
の
場
合

に
当
て
は
め
て
み
よ

う
。
自
分
が
か
っ
こ
い

い
と
思
う
も
の
は
ガ

ン
ダ
ム
やB

’z

，
ス

ポ
ー
ツ
カ
ー
な
ど
だ
。

こ
れ
ら
の
共
通
点
や
，

そ
れ
を
か
っ
こ
い
い

と
感
じ
る
理
由
に
つ

い
て
詳
し
く
分
析
し

て
み
よ
う
。 

み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ

の
「
か
っ
こ
い
い
」
を

も
っ
て
い
て
、
多
様
性

に
驚
か
さ
れ
る
な
。
も

の
の
見
方
、
考
え
方
を

聞
く
と
、
そ
れ
に
当
て

は
ま
る
も
の
が
想
像

し
や
す
い
。
逆
に
仲
間

に
自
分
の
「
か
っ
こ
い

い
」
に
合
致
す
る
も
の

を
見
つ
け
て
も
ら
う

と
、
と
て
も
嬉
し
い

な
。 自

分
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
は
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き

た
け
ど
、
「
そ
れ
が
定

義
か
」
と
言
わ
れ
る
と

ど
う
だ
ろ
う
。
「
か
っ

こ
よ
さ
」
に
は
様
々
な

考
え
方
が
あ
る
が
、
共

通
点
は
何
だ
ろ
う
。 

見通す 見つける 深め、広げる 確かめる 

ａ
「
筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」 

ｂ
「
自
分
が
か
っ
こ
い
い
と
思
う

要
素
を
選
択
で
き
な
い
」 

ｃ
「
か
っ
こ
い
い
と
思
う
要
素
か
ら

も
の
の
見
方
、
考
え
方
を
つ
な
げ

ら
れ
な
い
」 

ａ
「
最
後
の
晩
餐
は
ど
ん
な
絵
か
」 

ｂ
「
各
要
素
で
思
い
つ
く
も
の
は
」 

ｃ
「
理
由
や
共
通
点
は
何
か
」 

 

自
分
に
と
っ
て
の
「
か
っ
こ
い
い
」
と
は
、「
男

子
が
好
き
そ
う
な
色
形
を
し
て
い
る
も
の
」
だ

と
考
え
た
。
ガ
ン
ダ
ム
や
ロ
ッ
ク
な
ど
は
、
男
子

が
好
き
そ
う
な
も
の
だ
。
優
し
く
可
愛
ら
し
い

も
の
で
は
な
く
、
と
が
っ
て
い
た
り
、
刺
激
が
あ

っ
た
り
す
る
も
の
を
か
っ
こ
い
い
と
感
じ
る
の

だ
と
考
え
た
。
筆
者
の
布
施
さ
ん
は
絵
画
の
科

学
が
使
っ
て
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
細
か
計
算

さ
れ
た
も
の
が
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
見
方
、
考

え
方
を
も
っ
て
い
る
と
捉
え
た
。
そ
れ
に
は
共

感
で
き
る
こ
と
が
多
く
、
「
ど
う
し
て
こ
の

M
S

は
こ
ん
な
形
を
し
て
い
る
の
か
」
と
か
、「
ど
う

し
て
こ
の
曲
は
こ
ん
な
歌
詞
が
使
わ
れ
て
い
る

の
か
」
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
の
も
の
に
と
て
も

興
味
が
湧
い
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
自
分

と
布
施
さ
ん
の
見
方
、
考
え
方
に
は
近
い
も
の

が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。 
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