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国
語
「
読
む
力
」
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
指
導
の
工
夫 

千
葉
県
立
〇
〇
〇
〇
高
等
学
校 

〇
〇 

〇
〇
（
国
語
）  

一 

は
じ
め
に 

本
校
の
生
徒
は
、
国
語
の
授
業
に
対
す
る
取
組
は
真
面
目
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
に
よ
っ

て
は
活
発
に
発
言
す
る
生
徒
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
章
を
読
ん
で
要
旨
を
捉

え
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
捉
え
ら
れ
ず
、
筆
者
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

て
も
、
自
分
の
考
え
を
、
自
信
を
持
っ
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

そ
の
要
因
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
生
徒
が
高
等
学

校
入
学
時
ま
で
に
身
に
付
け
る
べ
き
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
を
十
分
身
に
付
け
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
校
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
、
三
年
前
か
ら
帰
り
の

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
前
の
十
分
間
に
学
び
直
し
の
時
間
を
設
け
て
、
国
語
、
数
学
、
英
語
の

復
習
を
し
て
い
る
。
国
語
に
つ
い
て
は
、
漢
字
や
語
句
の
意
味
・
用
法
等
を
習
得
す
る

学
習
を
中
心
に
行
い
、
生
徒
も
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
語
彙
を
豊
か
に
し
て
き
て
い
る
。 

二
点
目
は
、
文
章
を
読
み
取
る
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
対
話

形
式
で
質
問
さ
れ
れ
ば
、
相
手
の
意
図
を
理
解
で
き
る
の
に
、
質
問
が
文
章
化
さ
れ
て

い
る
と
、
質
問
の
意
図
を
読
み
取
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
、
文
章
に
書
か
れ
て

い
る
書
き
手
の
考
え
の
中
で
、
何
が
一
番
重
要
な
の
か
を
根
拠
を
持
っ
て
捉
え
る
こ
と

は
苦
手
で
あ
る
。
こ
の
点
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
に

「
読
む
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
強
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
ま
で
も
、

「
読
む
力
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
授
業
を
実
施
し
て
き
た
つ
も
り
だ
が
、
十
分
な
結
果

が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
学
習
指
導
要
領
の
「
現
代
文
Ｂ
」
の
目
標
の
書
き
出
し
に
は
、

「
近
代
以
降
の
様
々
な
文
章
を
的
確
に
理
解
し
」
と
あ
り
、
文
章
を
的
確
に
読
み
取
る

こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
何
と
し
て
で
も
生
徒
の
「
読
む
力
」
を
向
上
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
授
業
に
お
け
る
指
導
の
改
善
と
工
夫
が
必
要
だ
と
考

え
、
本
主
題
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

二  

研
究
仮
説 

（
一
）
授
業
の
実
態 

 
 

授
業
に
お
い
て
、
生
徒
の
「
読
む
力
」
の
不
足
を
感
じ
る
の
は
、
評
論
や
随
筆
を
取 

り
上
げ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
生
徒
は
文
章
の
要
旨
を
捉
え
ら
れ
な
い
た
め
、
「
書
き

手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
」
「
文
章
を
読
み
批
評
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
、
社
会
、

自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
深
め
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
ま
で
に
至
ら
な
い
。
結

局
、
授
業
者
の
解
説
を
生
徒
が
ひ
た
す
ら
聞
く
形
態
の
授
業
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
生
徒

が
主
体
的
に
文
章
を
読
み
進
め
る
授
業
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。   

 
 

 

（
二
）
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ａ
】 

<

実
施
時
期 

平
成
二
十
五
年
九
月 

／ 

対
象 

三
年
生 

百
八
十
名> 

質
問
１ 

授
業
で
、
教
材
の
内
容
が
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。 

① 

い
つ
も
難
し
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
％ 

 
 

② 

難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

76
％ 

③ 

あ
ま
り
難
し
い
と
感
じ
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
％ 

④ 

難
し
い
と
は
感
じ
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
％ 

○
「
い
つ
も
難
し
い
・
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
の
理
由
（
抜
粋
） 

・
評
論
や
随
筆
は
苦
手
だ
か
ら
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32
％ 

・
教
材
の
内
容
に
よ
っ
て
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

18
％ 

・
言
葉
が
難
し
い
か
ら
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

11
％ 

・
書
き
手
の
意
図
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
％ 

 

・
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
分
か
ら
な
い
か
ら
。  

4
％ 

・
長
い
文
章
だ
と
分
か
ら
な
い
か
ら
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
％ 

・
そ
の
他
。
（
無
回
答
を
含
む
。
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26
％ 

 
 

 

○
「
あ
ま
り
難
し
い
と
感
じ
な
い
・
難
し
い
と
は
感
じ
な
い
」
の
理
由
（
抜
粋
） 

・
評
論
は
時
々
難
し
い
と
思
う
が
、
そ
の
他
は
だ
い
た
い
理
解
で
き
る
か
ら
。 

・
内
容
を
一
つ
一
つ
理
解
し
て
読
み
進
め
る
と
、
あ
ま
り
難
し
い
と
は
感
じ
な
い
か
ら
。 

 

質
問
２ 
現
代
文
を
読
み
解
く
上
で
、
必
要
な
知
識
、
力
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。 

（
自
由
記
述
後
、
自
分
の
意
見
に
近
い
も
の
を
①
～
⑤
の
中
か
ら
選
択
） 

 



国―2－2 

○
自
由
記
述 

・
文
章
か
ら
情
景
や
場
面
を
想
像
す
る
力
。 

・
内
容
を
想
像
し
て
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
る
力
。 

・
必
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
付
け
る
こ
と
。 

・
理
解
力
。
相
手
の
考
え
を
読
み
取
る
こ
と
が
上
手
く
な
る
。
そ
れ
が
難
し
い
。 

・
集
中
力
。
省
略
せ
ず
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
む
こ
と
。
や
る
気
。 

・
書
き
手
の
考
え
や
言
い
た
い
こ
と
を
自
分
な
り
に
考
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
。 

① 

言
葉
の
知
識
（
語
彙
力
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23
％ 

 
 
 
 

② 

文
章
の
背
景
と
な
る
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
％ 

③ 

文
章
の
組
立
て
を
意
識
し
て
読
む
力 

 
 
 
 
 
 
 

22
％ 

④ 

書
き
手
の
考
え
を
見
付
け
る
力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40
％ 

⑤ 

自
分
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

8
％ 

【
ア
ン
ケ
ー
ト
Ｂ
】 

<

実
施
時
期 

平
成
二
十
五
年
九
月 

／ 

対
象 
三
年
生 

三
十
五
名> 

現
代
文
の
中
で
、
特
に
評
論
や
随
筆
が
苦
手
な
理
由
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

（
複
数
回
答
可
）
（
抜
粋
） 

・
書
い
た
人
が
何
を
言
い
た
い
か
分
か
ら
な
い
か
ら
。 

 
 

 
 

 
 

34
％ 

 

・
内
容
（
文
章
）
が
長
い
と
分
か
り
に
く
い
か
ら
。 

 
 

 
 

 
 

 

29
％ 

・
言
葉
が
難
し
い
か
ら
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
％ 

・
内
容
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
て
分
か
り
に
く
い
か
ら
。 

 
 

 
 

14
％ 

・
内
容
が
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。 

 
 

 
 

 
 

 

14
％ 

・
書
き
手
の
考
え
に
納
得
で
き
な
い
と
読
む
気
持
ち
が
薄
れ
る
か
ら
。 

9
％ 

 

（
三
）
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
分
析 

ア
ン
ケ
ー
ト
Ａ
で
は
、
現
代
文
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
教
材
の
内
容
は
「
い
つ
も
難

し
い
・
難
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
七
十
九
％
の
生
徒
が
回
答
し
て
い
る
。
具

体
的
な
理
由
と
し
て
三
十
二
％
の
生
徒
が
「
評
論
文
や
随
筆
は
苦
手
だ
か
ら
。
」
、
十

八
％
の
生
徒
が
「
教
材
の
内
容
に
よ
っ
て
。
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
あ
ま
り
難
し
い
と
感
じ
な
い
・
難
し
い
と
は
感
じ
な
い
」
の
理
由
に
は
、
「
評
論
は

時
々
難
し
い
と
思
う
が
、
そ
の
他
は
だ
い
た
い
理
解
で
き
る
か
ら
。
」
と
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、
生
徒
は
評
論
や
随
筆
に
対
し
て
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

と
こ
ろ
で
、
評
論
や
随
筆
を
読
み
解
く
上
で
必
要
な
こ
と
は
、
文
章
の
組
立
て
を
意 

 

識
し
、
書
き
手
の
言
い
た
い
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
質
問
２
で
は
、
③
と 

④
が
該
当
す
る
。
③
又
は
④
と
回
答
し
た
生
徒
の
割
合
は
六
十
二
％
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

生
徒
は
、
お
お
む
ね
文
章
を
読
み
解
く
上
で
必
要
な
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。
で
は
、

な
ぜ
評
論
や
随
筆
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
が
、
評

論
や
随
筆
を
苦
手
と
す
る
理
由
の
中
に
あ
る
と
考
え
、
ア
ン
ケ
ー
ト
Ｂ
を
実
施
し
た
。 

最
多
回
答
に
「
書
い
た
人
が
何
を
言
い
た
い
か
分
か
ら
な
い
。
」
と
あ
り
、
書
き
手

の
意
図
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
最
大
の
苦
手
な
理
由
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。
書
き
手

の
意
図
が
捉
え
ら
れ
な
い
主
な
要
因
と
し
て
、
「
内
容
（
文
章
）
が
長
い
と
分
か
り
に

く
い
」
・
「
内
容
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
て
分
か
り
に
く
い
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
章
が
「
長
い
」
又
は
「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
」
か
ら
要
旨

を
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
言
葉
が
難
し
い
」
「
内
容
が
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
阻
害
要
因
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
徒
が
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る

評
論
や
随
筆
に
つ
い
て
も
要
旨
を
捉
え
ら
れ
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
四
） 

研
究
仮
説 

課
題
で
あ
る
「
読
む
力
」
の
不
足
の
解
消
、
向
上
の
た
め
に
は
、
次
の
二
つ
の
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
」
文

章
の
組
立
て
を
把
握
す
る
力
と
、
「
長
い
」
文
章
を
、
段
落
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
、

短
い
単
位
で
読
み
取
る
力
で
あ
る
。 

ま
た
、
「
言
葉
が
難
し
い
」
「
内
容
が
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
二
つ
の
力
を
身
に
付
け
、
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、

生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
内
容
で
言
葉
の
易
し
い
文
章
を
読
ま
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
授
業
に
お
い
て
要
旨
や
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
さ
せ
る

機
会
を
増
や
す
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
の
二
つ
の
仮
説
を
立
て
た
。 

① 
文
章
の
組
立
て
を
把
握
す
る
た
め
の
手
順
を
確
認
し
な
が
ら
、
文
章
を
読
む
こ
と 

 

を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

② 

生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
短
い
文
章
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え 

る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
て
い
け
ば
、
長
く
て
論
理
的
な
文
章
に
お
い
て
も
要
旨
を
捉
え 

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 



国―2－3 

（
五
）
授
業
実
践
に
向
け
て
の
留
意
点 

ア 
仮
説
①
に
係
る
授
業
（
授
業
実
践
Ⅰ
）
に
お
け
る
留
意
点 

 
 

本
校
の
生
徒
は
、
文
章
を
捉
え
る
手
順
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
上
に
、

評
論
や
随
筆
の
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
に
対
し
て
苦
手
意
識
が
強
い
の
で
次
の
（
ア
）

～
（
オ
）
の
工
夫
を
施
し
た
「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
」
【
資
料
１
】
を
用
い
る
。 

（
ア
）
学
習
の
目
標
を
明
示
す
る
。 

（
イ
）
段
落
ご
と
に
ま
と
め
る
こ
と
を
、
視
覚
的
に
意
識
さ
せ
る
配
置
に
す
る
。 

（
ウ
）
段
落
の
要
点
の
中
心
に
な
る
文
を
見
付
け
さ
せ
る
た
め
に
、
文
章
を
、
「
事
実

（
具
体
例
）
」
「
筆
者
の
感
想
や
意
見
」
に
分
け
る
学
習
活
動
が
行
え
る
よ
う
に

す
る
。 

（
エ
）
効
率
的
に
（
ウ
）
の
学
習
活
動
を
実
施
す
る
た
め
に
、
文
章
を
事
前
に
分
け
て

番
号
を
付
け
る
。 

（
オ
）
段
落
の
要
点
を
ま
と
め
る
場
合
は
、
空
欄
補
充
の
形
を
と
る
。 

※ 

教
材
ご
と
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
作
成
す
る
。 

※ 

授
業
実
践
Ⅲ
に
お
い
て
も
教
材
ご
と
に
作
成
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】

を
作
成
す
る
。 

イ 

仮
説
②
に
係
る
授
業
（
授
業
実
践
Ⅱ
）
に
お
け
る
留
意
点 

「
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
短
い
文
章
」
に
つ
い
て
は
、
新 

聞
記
事
を
用
い
る
。 

 

（
六
）
研
究
手
順 

 
 

実
践
Ⅰ
…
要
旨
を
捉
え
る
手
順
を
理
解
さ
せ
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

実
践
Ⅱ 

…
要
点
を
ま
と
め
、 

要
旨
を
捉
え
る
力
を
強
化
す
る
。 

    
  

  

実
践
Ⅲ
…
初
読
で
要
旨
を
捉
え
さ
せ
評
価
す
る
。
要
旨
を
捉
え
る
手
順
を
再
確

認
さ
せ
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 

【
資
料
１
】
ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

 

留意点ア－（イ） 

 

留意点ア－（オ） 

 

留意点ア－（ア） 留意点ア－（ウ）・（エ） 
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三 
授
業
実
施
計
画 

（
平
成
二
十
五
年
度 

三
年
生
「
現
代
文
」
三
単
位
）

＊
「
学
習
目
標
」
の
（ 

 
 

）
内
は
、
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
「
現
代
文
Ｂ
」
の
、
ど
の
内
容
に
該
当
す
る
か
を
示
す
。

四  

授
業
実
践 

（
一
）
授
業
実
践
Ⅰ 

<

実
施
時
期
・
対
象> 

平
成
二
十
五
年
九
月
～
十
一
月
・
三
年
生 

五
ク
ラ
ス 

<

単
元> 

随
筆
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え
よ
う 

<

教
材> 

教
材
①
「
悲
し
む
」
（
『
生
き
る
ヒ
ン
ト
』
） 

教
材
②
「
小
さ
な
巨
人
の
時
代
」
（
『
ア
ル
プ
ス
便
り
』
） 

 
ア 
ね
ら
い 

随
筆
を
読
ん
で
、
文
章
の
組
立
て
を
意
識
す
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
、
要
旨
を
的
確 

に
捉
え
さ
せ
る
。 

イ 

授
業
展
開
と
指
導
上
の
留
意
点 

（
ア
）
教
材
①
を
用
い
る
。 

平
成
二
十
五
年 

十
一
月
～ 

平
成
二
十
六
年 

一
月 

実
施
時
期 

実 
践 

Ⅲ 

平
成
二
十
五
年 

九
月
～
十
一
月 

実
施
時
期 

実 

践 

Ⅰ 

評
論
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え
よ
う 

・
教
材
① 

「
創
造
性
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」 

（
『
レ
ト
リ
ッ
ク
を
少
々
』
） 

・
教
材
② 

「
漱
石
と
文
明
開
化
」 

（
『
文
藝
春
秋
特
別
版
夏
目
漱
石
と 

明
治
日
本
』
） 

単 

元
・
教 

材 

随
筆
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え
よ
う 

・
教
材
① 

「
悲
し
む
」 

（
『
生
き
る
ヒ
ン
ト
』
） 

・
教
材
② 

「
小
さ
な
巨
人
の
時
代
」 

（
『
ア
ル
プ
ス
便
り
』
） 

 

単 

元
・
教 

材 

 

文
章
を
読
ん
で
、
構
成
、
展

開
、
要
旨
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、

そ
の
論
理
性
を
評
価
す
る
。 

（
内
容
⑴
ア
） 

 

学
習
目
標 

 

文
章
を
読
ん
で
、
構
成
、
展

開
、
要
旨
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、

そ
の
論
理
性
を
評
価
す
る
。 

（
内
容
⑴
ア
） 学

習
目
標 

・
初
読
で
段
落
ご
と
の

要
点
と
要
旨
を
ま
と
め

る
。 

・
段
落
ご
と
の
要
点
を

ま
と
め
る
。 

・
要
旨
を
捉
え
る
。 

・
要
旨
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

学
習
活
動 

・
段
落
ご
と
に
要
点
を

ま
と
め
る
。 

・
要
旨
を
捉
え
る
。 

・
要
旨
に
対
す
る
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

学
習
活
動 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述

の
点
検 

・
考
え
を
書
い
た
プ
リ
ン

ト
の
分
析 

 

評
価
方
法 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述

の
点
検 

・
考
え
を
書
い
た
プ
リ
ン

ト
の
分
析 

 

評
価
方
法 

新
聞
記
事
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え

よ
う 

・
教
材
① 

朝
日
小
学
生
新
聞 

「
ニ
ュ
ー
ス
あ
れ
こ
れ
」 

 

・
教
材
② 

朝
日
新
聞
木
曜
日
夕
刊 

「
小
池
龍
之
介 

心
を
保
つ
お
稽
古
」 

 

・
教
材
③ 

朝
日
新
聞
社
説 

 

・
教
材
④ 

朝
日
新
聞
グ
ロ
ー
ブ 

 

単 

元
・
教 

材 

※ 

実
施
時
期 

平
成
二
十
五
年
十
月
～
平
成
二
十
六
年
一
月 

実 

践 

Ⅱ 

 

文
章
を
読
ん
で
、
段
落
ご
と

の
要
点
を
ま
と
め
、
要
旨
を
捉

え
る
。 

 

学
習
目
標 

・
教
材
①
を
読
ん
で
記
事
の
見
出

し
を
考
え
る
。 

 

・
主
語
と
述
語
の
関
係
を
明
確
に

し
て
見
出
し
を
書
く
。 

 

・
教
材
②
③
④
を
読
ん
で
、
文
章

の
組
立
て
を
捉
え
る
。 

 

・
段
落
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
、

要
旨
を
捉
え
る
。 

 

学
習
活
動 

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述

の
点
検 

評
価
方
法 
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（
イ
）
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
配
付
し
、
学
習
の
目
標
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
役

割
を
説
明
す
る
。 

（
ウ
）
段
落
ご
と
に
、
文
章
の
組
立
て
を
理
解
さ
せ
る
。 

ａ 
事
前
に
番
号
を
付
け
て
区
分
け
し
た
本
文
を
音
読
さ
せ
、
時
間
を
与
え
、
文

章
を
「
事
実
（
具
体
例
）
」
と
「
筆
者
の
感
想
や
意
見
」
に
分
け
さ
せ
る
。 

ｂ 

生
徒
に
発
表
さ
せ
、
ク
ラ
ス
全
員
で
確
認
し
て
い
く
。 

 

（
エ
）
段
落
ご
と
に
、
要
点
を
ま
と
め
さ
せ
る
。 

 
 
 

ａ 

話
題
の
中
心
を
見
付
け
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｂ 

話
題
に
対
し
て
ど
う
結
論
付
け
て
い
る
か
、
該
当
す
る
表
現
を
探
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｃ 

空
欄
補
充
の
形
で
、
段
落
の
要
点
を
ま
と
め
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｄ 

要
点
を
踏
ま
え
、
分
か
り
に
く
い
表
現
や
語
句
に
つ
い
て
補
足
説
明
を
す
る
。 

 

（
オ
）
要
旨
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 
 
 

ａ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
の
各
段
落
の
要
点
の
見
直
し
を
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｂ 

要
旨
記
入
用
紙
【
資
料
２
】
を
配
付
し
、
要
約
と
要
旨
を
書
か
せ
提
出
さ
せ

る
。 

 
 
 

ｃ 

文
章
の
組
立
て
が
理
解
で
き
た
か
、
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
要
旨
記
入
用
紙
に
自
己
評
価
を
書
か
せ
る
。 

ｄ 

授
業
者
が
、
提
出
さ
れ
た
要
旨
記
入
用
紙
を
点
検
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ｅ 

授
業
者
が
、
生
徒
に
要
旨
記
入
用
紙
を
返
却
し
、
生
徒
全
員
に
評
価
の
観
点

を
示
し
た
上
で
、
要
旨
を
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
参

考
と
し
て
、
要
旨
を
ま
と
め
た
例
を
生
徒
に
示
す
。 

（
カ
）
要
旨
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
こ
の
活
動
の
目
的
は
、
書
き 

手
の
意
図
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

ａ 

今
ま
で
の
授
業
を
振
り
返
ら
せ
る
。 

 
 
 

ｂ 

二
百
字
の
原
稿
用
紙
を
配
付
し
、
要
旨
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
。 

ｃ 

評
価
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
    

 
 

Ａ
…
要
旨
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
展
開
し
て
い
る
。 

 
 
  
 
  

Ｂ
…
要
旨
を
理
解
し
、
自
分
の
考
え
も
書
い
て
い
る
。 

 
  

 
  

Ｃ
…
要
旨
を
理
解
し
て
い
な
い
。 

 

 
 
 

ｄ 

授
業
者
が
評
価
Ａ
の
生
徒
の
作
文
を
発
表
し
、
生
徒
に
意
見
を
共
有
さ
せ
る

こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。 

 

（
キ
）
教
材
②
を
用
い
て
、
（
イ
）
～
（
カ
）
を
行
う
。 

 

【
資
料
２
】
要
旨
記
入
用
紙 
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【
資
料
３
】
「
悲
し
む
」
の
要
旨
に
対
す
る
生
徒
の
考
え 

◎
評
価
Ａ
の
作
品 

私
は
、
悲
し
み
を
率
直
に
言
え
る
よ
う
な
感
性
も
大
事
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
行
動
す
る

こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
言
う
と
、
被
災
者
は
も
ち
ろ
ん
日
本

の
み
ん
な
が
悲
し
い
思
い
を
し
た
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
悲
し
み
を
伝
え
、
被
災

地
復
興
の
た
め
に
が
れ
き
の
撤
去
な
ど
を
行
っ
て
い
る
様
子
を
よ
く
見
た
。
私
は
悲
し
み
の
声
や
様

子
を
見
て
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
や
行

動
は
周
り
の
人
の
心
を
動
か
せ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

◎
評
価
Ｃ
の
作
品 

 

悲
し
み
は
自
分
の
こ
と
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
う
。
悲
し
み
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
け
れ

ど
も
、
私
は
友
達
な
ど
信
じ
て
い
た
人
に
裏
切
ら
れ
た
と
き
が
一
番
の
悲
し
み
か
な
と
思
う
。
そ
の

人
の
こ
と
を
信
じ
て
そ
の
人
に
し
か
話
を
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
の
に
、
周
囲
に
話
を
さ
れ
て
い

た
と
き
は
悲
し
い
と
感
じ
る
。
で
も
、
そ
の
分
そ
の
悲
し
み
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
あ
る
と
私
は
思
う
。

だ
か
ら
、
悲
し
み
は
自
分
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

 

【
資
料
４
】
「
小
さ
な
巨
人
の
時
代
」
の
要
旨
に
対
す
る
生
徒
の
考
え 

◎
評
価
Ａ
の
作
品 

私
は
高
性
能
化
し
て
き
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
生
活
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら

私
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
い
始
め
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た

り
と
使
い
続
け
て
し
ま
い
や
る
べ
き
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
、

私
た
ち
は
自
分
の
時
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
対
策
と
し
て
、
私
は
帰

宅
す
る
と
す
ぐ
に
引
き
出
し
に
し
ま
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
時
間
を
有
効
に
使
う
た
め
に
は
、
こ
の

危
険
性
を
頭
に
入
れ
自
分
な
り
の
工
夫
を
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ウ 

考
察
と
反
省 

（
ア
）
教
材
①
（
「
悲
し
む
」
）
を
用
い
た
授
業
実
践
に
つ
い
て 

【
資
料
１
】
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
文
章
を
「
事
実
（
具
体
例
）
」
と
「
筆

者
の
感
想
や
意
見
」
に
分
け
さ
せ
た
が
、
生
徒
は
そ
の
方
法
が
分
か
ら
ず
戸
惑
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
文
頭
の
「
例
え
ば
」
、
文
末
の
「
考
え
る
」
「
思
う
」
な
ど
の
表 

現
に
注
目
す
る
と
良
い
等
の
助
言
を
し
た
。 

 

【
資
料
２
】
の
自
己
評
価
か
ら
、
【
資
料
１
】
を
用
い
る
こ
と
で
、
八
十
％
の
生 

徒
が
文
の
組
立
て
を
理
解
で
き
た
と
感
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
生
徒

の
八
十
八
％
が
段
落
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
、
要
約
す
る
こ
と
で
、
要
旨
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
た
。
自
由
記
述
に
は
、
「
文
章
の
内
容
を
細
か
く
区

切
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
、
段
落
の
重
要
な
部
分
を
見
落
と
す
こ
と
な
く
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
」
と
あ
っ
た
。
「
事
実
（
具
体
例
）
は
、
筆
者
の
主
張
を
明
確
に

す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
」
と
い
う
感
想
も
あ
っ
た
。 

授
業
者
が
「
① 

本
文
の
一
番
重
要
な
文
を
活
用
で
き
て
い
る
」
「
② 

重
要
な

言
葉
（
悲
し
み
）
が
入
っ
て
い
る
」
「
③ 

主
語
（
わ
た
し
た
ち
・
現
代
人
）
が
入

っ
て
い
る
」
「
④ 

必
要
の
な
い
部
分
が
入
っ
て
い
な
い
」
の
四
つ
の
観
点
で
点
検

し
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
生
徒
は
、
五
十
五
％
で
あ
っ
た
。
生
徒

の
自
己
評
価
と
の
差
が
三
十
三
ポ
イ
ン
ト
も
生
じ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
要
因
と
し
て
、
九
十
一
％
の
生
徒
が
①
を
達
成
で
き
て
い
る
の
で
、
た
と
え

②
③
④
の
い
ず
れ
か
が
不
十
分
で
あ
っ
て
も
、
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
と
思
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
①
は
達
成
し
て
い
る
が
、
④
が
不
十
分

な
生
徒
が
十
八
％
い
る
。
授
業
者
か
ら
見
る
と
、
彼
ら
は
要
旨
を
的
確
に
捉
え
ら
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
は
①
が
で
き
て
い
る
の
で
要
旨
を
捉
え
た
と
判
断
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
要
旨
を
述
べ
る
た
め
に
必
要
な
要
素

を
生
徒
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
授
業
者
が
ま
と
め

た
要
旨
を
示
し
、
生
徒
に
自
分
の
書
い
た
要
旨
と
比
較
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
評
価
の

四
つ
の
観
点
を
示
し
、
要
旨
を
述
べ
る
際
に
何
が
必
要
で
何
が
必
要
で
な
い
か
を
確

認
さ
せ
た
。 

（
イ
）
教
材
②
（
「
小
さ
な
巨
人
の
時
代
」
）
を
用
い
た
授
業
実
践
に
つ
い
て 

「
小
さ
な
巨
人
の
時
代
」
を
教
材
に
し
て
再
度
実
践
し
た
が
、
生
徒
が
取
り
組
む

様
子
を
見
て
い
る
と
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
用
い
る
こ
と
に
慣
れ
、
主
体

的
に
文
章
の
内
容
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
た
生
徒
は
六
十
二
％
で
あ
り
、
前
回
よ
り
九
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
た
。
要
旨
記
入

用
紙
【
資
料
２
】
の
自
由
記
述
に
は
、
「
文
章
を
事
前
に
分
け
て
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
部
分
が
ど
ん
な
役
割
か
が
理
解
で
き
た
。
」
「
筆
者
の
感
想
や
、
意
見
の
中
に
、

筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
分
か
っ
た
。
」
と
い
う
感
想
が
あ
っ
た
。

生
徒
が
文
章
の
組
立
て
に
つ
い
て
、
理
解
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

な
お
、
教
材
①
を
用
い
た
授
業
の
課
題
を
踏
ま
え
、
教
材
②
を
用
い
た
授
業
で
は
、 
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評
価
の
四
つ
の
観
点
と
と
も
に
授
業
者
が
ま
と
め
た
要
旨
を
示
し
、
生
徒
に
自
分
の 

書
い
た
要
旨
を
比
較
さ
せ
、
要
旨
に
は
何
が
必
要
で
何
が
必
要
で
な
い
か
を
確
認
さ 

せ
た
。 

要
旨
を
確
認
さ
せ
た
後
に
、
要
旨
に
対
し
て
生
徒
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
た
。
こ

の
言
語
活
動
の
目
的
は
、
書
き
手
の
意
図
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
材
①
で
、

書
き
手
の
意
図
を
捉
え
た
評
価
Ｂ
以
上
の
生
徒
は
、
六
十
二
％
、
評
価
Ｃ
の
生
徒
は
、

三
十
八
％
で
あ
っ
た
。
評
価
Ｃ
の
生
徒
は
、
「
悲
し
み
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
対

す
る
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
書
き
手
の
意
図
を
踏
ま
え
て
い
な
い
も

の
が
多
か
っ
た
【
資
料
３
】
。
そ
こ
で
、
教
材
②
で
は
、
こ
の
言
語
活
動
の
目
的
を

再
度
説
明
し
た
。
生
徒
は
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
よ
う
と
主
体
的
に
要
旨
を
確
認
し

な
が
ら
文
章
を
再
読
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
評
価
Ｂ
以
上
の
生
徒
は
九
十
％
と
な

り
、
前
回
よ
り
も
二
十
八
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
た
【
資
料
４
】
。 

（
ウ
）
今
後
の
課
題
に
つ
い
て 

授
業
実
践
Ⅰ
を
通
し
て
、
生
徒
は
、
文
章
の
要
旨
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

書
き
手
の
意
図
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
生
徒
が
文
章
の

要
旨
を
捉
え
る
上
で
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
用
い
た
結
果
で
あ
る
。
特
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
要
点
を
ま
と
め
る
方
法
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
お
け
る
空
欄
補

充
で
あ
り
、
生
徒
が
自
ら
の
力
で
要
点
を
ま
と
め
た
と
は
言
え
な
い
。
授
業
実
践

Ⅰ
を
実
施
し
た
だ
け
で
は
、
生
徒
が
自
分
の
力
で
文
章
の
組
立
て
を
捉
え
て
、
要

点
を
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
生
徒
が
自
分
の
力
で
文
章
の

要
旨
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
文
章
の
要
点
を
捉
え
る
学
習
を
継
続

的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
痛
感
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
様
々
な
文
章
を
生
徒

に
読
ま
せ
る
必
要
性
も
感
じ
た
。
授
業
実
践
Ⅱ
に
お
い
て
、
こ
の
課
題
に
取
り
組

み
た
い
。 

 

（
二
） 

授
業
実
践
Ⅱ 

<

実
施
時
期
・
対
象> 

平
成
二
十
五
年
十
月
～
平
成
二
十
六
年
一
月 

三
年
生 

五
ク
ラ
ス 

<

単
元> 

新
聞
記
事
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え
よ
う 

<

教
材> 

教
材
「
朝
日
小
学
生
新
聞
」
「
心
を
保
つ
お
稽
古
」
（
朝
日
新
聞
） 

「
朝
日
新
聞
社
説
」 

「
朝
日
新
聞
グ
ロ
ー
ブ
」 

ア  

ね
ら
い 

 
  

生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
短
い
文
章
を
複
数
回
読
ま
せ
る
こ

と
で
、
要
点
を
ま
と
め
、
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
る
。 

 

イ  

授
業
展
開
と
指
導
上
の
留
意
点 

（
ア
）
授
業
の
冒
頭
の
十
分
程
度
の
時
間
を
使
い
要
旨
を
捉
え
さ
せ
る
。 

（
イ
）
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
文
章
は
、
身
近
な
ニ
ュ
ー
ス
を
平
易
に
ま
と
め
た
新

聞
記
事
、
随
筆
、
社
説
、
政
治
や
文
化
に
つ
い
て
の
意
見
文
と
し
、
段
階
を
踏
ん

で
内
容
の
難
し
い
も
の
を
読
ま
せ
る
。 

（
ウ
）
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
文
章
の
文
字
数
は
、
二
百
字
前
後
、
六
百
字
前
後
、

千
字
前
後
、
千
二
百
字
前
後
と
、
段
階
を
踏
ん
で
増
や
し
て
い
く
。 

（
エ
）
段
落
分
け
は
、
授
業
者
が
最
初
に
示
し
、
段
落
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
さ
せ
な

が
ら
要
旨
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 【
資
料
５
】
教
材
と
要
旨
の
捕
捉
率
の
推
移 

  

                

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
回
数

朝
日
新
聞
グ
ロ
ー

ブ

（
祭
り
と
は

）

朝
日
新
聞
グ
ロ
ー

ブ

（
米
と
T
P
P

）

朝
日
新
聞
社
説

（
楽
天
初
優
勝

）

朝
日
新
聞
社
説

（
原
発
問
題

）

朝
日
新
聞
社
説

（
日
韓
問
題

）

朝
日
新
聞
木
曜
日
夕
刊

「
小
池
龍
之
介
　
心
を
保
つ
お
稽
古

」

（
自
分
を
保
つ
た
め
に
は

）

朝
日
新
聞
木
曜
日
夕
刊

「
小
池
龍
之
介
　
心
を
保
つ
お
稽
古

」

（
き

ゃ
り
ー

ぱ
み

ゅ
ぱ
み

ゅ
の
魅
力

）

朝
日
小
学
生
新
聞

「
ニ

ュ
ー

ス
あ
れ
こ
れ

」

（
待
機
児
童
に
つ
い
て

）

朝
日
小
学
生
新
聞

「
ニ

ュ
ー

ス
あ
れ
こ
れ

」

（
自
動
車
の
自
動
運
転
に
つ
い
て

）

朝
日
小
学
生
新
聞

「
ニ

ュ
ー

ス
あ
れ
こ
れ

」

（
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て

）

教
材

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

文
章
を
読
ん
で

、
段
落
ご
と
の
要

点
を
ま
と
め

、
要
旨
を
捉
え
る

。

記
事
の
要
旨
を
捉
え
る

。

記
事
の
要
旨
を
捉
え
る

。

記
事
の
要
旨
を
捉
え
る

。

学
習
目
標

５４/

１６５人

（３３％）

１５/

１６９人

（９％）

５９/

１７４人

（３４％）

２０/

１７２人

（１２％）

３３/

１７４人

（１９％）

１０５/

１７４人

（６０％）

９８/

１７５人

（５６％）

１０７/

１７４人

（６２％）

３５/

１７０人

（２１％）

９２/

１８０人

（51％）

要
旨
の
捕
捉
率
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【
資
料
６
】
使
用
し
た
新
聞
教
材
例 

                        

ウ 

考
察
と
反
省 

短
い
文
章
を
読
む
導
入
と
し
て
小
学
生
新
聞
を
用
い
た
。
平
易
な
文
章
な
の
で
生

徒
の
取
組
も
良
く
、
ク
イ
ズ
感
覚
で
楽
し
ん
で
い
た
。
導
入
と
し
て
効
果
的
な
教
材

で
あ
っ
た
。
一
回
目
と
三
回
目
は
、
主
語
と
述
語
で
成
り
立
つ
要
旨
で
あ
っ
た
た
め
、

要
旨
を
的
確
に
捉
え
た
生
徒
は
半
数
を
超
え
た
。
二
回
目
の
教
材
は
、
主
語
と
述
語

に
加
え
て
、
条
件
と
な
る
語
句
（
今
回
は
場
所
を
限
定
す
る
語
句
）
に
気
付
く
必
要

が
あ
っ
た
た
め
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
要
旨
を
ま
と
め
さ
せ
る
際
に

は
、
ま
ず
話
題
の
中
心
は
何
か
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
の
か
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
内

容
に
よ
っ
て
は
条
件
（
時
、
場
所
、
方
法
等
）
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
最
小
限
の
言
葉
で
相
手
に
伝
わ
る
表
現
に
す
る
こ
と
を
指
導
し
た
。 

四
、
五
回
目
で
は
、
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
事
柄
が
書
い
て
あ
る
随
筆
を
読
ま
せ

た
。
要
旨
を
的
確
に
捉
え
ら
れ
た
生
徒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
六
％
、
六
十
％
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
七
回
目
以
降
の
社
説
や
意
見
文
に
つ
い
て
は
、
内
容
が
身
近
に
感
じ

ら
れ
ず
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
要
旨
を
的
確
に
捉
え
た
生
徒
は
、
社
説
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
十
九
％
、
十
二
％
、
三
十
四
％
で
あ
り
、
意
見
文
に
お
い
て
、
九
％
、
三

十
三
％
だ
っ
た
。
社
説
の
「
楽
天
初
優
勝
」
や
意
見
文
の
「
祭
り
」
の
よ
う
に
、
身

近
で
親
し
み
易
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、
文
字
数
が
多
く
、
抽
象
的
な
表
現
が
使
わ
れ

て
い
る
と
、
要
旨
が
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
社
説
や
意
見
文
の
要
旨
を

的
確
に
捉
え
ら
れ
た
数
値
は
低
か
っ
た
が
、
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
数
値
が
上
が
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
生
徒
が
文
章
を
読
み
、
繰
り
返
し
要
点
を
ま
と
め
、
要
旨
を
捉

え
て
い
く
こ
と
で
、
「
読
む
力
」
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
実
感
し
た
。 

し
か
し
、
今
回
の
実
践
で
は
、
抽
象
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
文
章
を
教
材
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
が
早
か
っ
た
た
め
に
、
「
読
む
力
」
が
十
分
に
向
上
し
た
と
は

言
え
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
平
易
で
短
い
文
章
を
継
続
的
に
数
多
く
読
ま
せ
る
こ
と

で
確
実
に
要
旨
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
生
徒
の
状
況
を
的
確
に

判
断
し
な
が
ら
、
段
階
的
に
文
字
数
の
多
い
文
章
や
抽
象
的
な
表
現
が
含
ま
れ
内
容

の
捉
え
に
く
い
文
章
を
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
生
徒
の
「
読
む
力
」
が
向
上
す
る
は
ず

で
あ
る
。
ま
た
、
主
体
的
に
文
章
を
読
む
姿
勢
を
育
む
た
め
に
は
、
生
徒
に
と
っ
て

親
し
み
や
す
く
、
論
理
構
成
が
し
っ
か
り
し
た
文
章
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 （

三
） 

授
業
実
践
Ⅲ 

<

実
施
時
期
・
対
象> 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
～
平
成
二
十
六
年
一
月 

三
年
生 

五
ク
ラ
ス 

<
単
元> 

評
論
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え
よ
う 

<

教
材> 

教
材
①
「
創
造
性
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」 

（
『
レ
ト
リ
ッ
ク
を
少
々
』
） 

 
教
材
②
「
漱
石
と
文
明
開
化
」 

（
『
文
藝
春
秋
特
別
版
夏
目
漱
石
と
明
治
日
本
』
） 
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ア 

ね
ら
い 

 
  

評
論
を
読
ん
で
、
文
章
の
組
立
て
に
慣
れ
さ
せ
、
要
旨
を
的
確
に
捉
え
さ
せ
る
。 

イ 
授
業
展
開
と
指
導
上
の
留
意
点 

（
ア
） 

初
読
で
段
落
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
さ
せ
要
旨
を
捉
え
さ
せ
る
【
資
料
７
】
。 

（
イ
）
授
業
実
践
Ⅰ
の
イ
の
（
イ
）
～
（
エ
）
に
同
じ
。 

 

（
ウ
）
要
旨
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 
 
 

ａ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
の
各
段
落
の
要
点
を
見
直
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｂ 

要
旨
記
入
用
紙
【
資
料
８
】
を
配
付
し
、
要
旨
を
書
か
せ
提
出
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｃ 

初
読
の
要
旨
と
、
授
業
後
の
要
旨
と
を
比
較
さ
せ
、
自
己
評
価
さ
せ
る
。 

ｄ 

授
業
者
が
、
生
徒
の
要
旨
記
入
用
紙
に
つ
い
て
、
要
旨
が
捉
え
ら
れ
て
い
る

か
点
検
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ｅ 

授
業
者
が
、
生
徒
に
要
旨
記
入
用
紙
を
返
却
し
、
生
徒
全
員
に
評
価
の
観
点

を
示
し
た
上
で
、
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
解
説

す
る
。
参
考
と
し
て
、
要
旨
を
ま
と
め
た
例
を
生
徒
に
示
す
。 

（
エ
）
要
旨
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
こ
の
活
動
の
目
的
は
、
書
き

手
の
意
図
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 

ａ 

今
ま
で
の
授
業
を
振
り
返
ら
せ
る
。 

 
 
 

ｂ 

筆
者
の
考
え
に
同
意
す
る
形
で
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。 

 
 
 

ｃ 

筆
者
の
考
え
に
同
意
す
る
理
由
と
そ
の
根
拠
と
な
る
具
体
例
を
挙
げ
さ
せ
る
。 

ｄ 

二
百
字
の
原
稿
用
紙
を
配
付
す
る
。
筆
者
の
要
旨
に
同
意
す
る
理
由
を
、
具

体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
る
。 

ｅ 

評
価
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
  

Ａ
…
要
旨
を
踏
ま
え
、
具
体
例
を
挙
げ
説
明
が
で
き
て
い
る
。
自
分
の
言
葉

で
要
旨
を
置
き
換
え
て
ま
と
め
て
い
る
。 

 
    

 
 

Ｂ
…
要
旨
を
理
解
し
、
具
体
例
を
挙
げ
説
明
が
で
き
て
い
る
。 

 
  

 
  

Ｃ
…
要
旨
を
理
解
し
て
い
な
い
。 

 
 

 
 
 

ｆ 

授
業
者
が
評
価
Ａ
の
生
徒
の
作
文
を
発
表
し
、
生
徒
に
意
見
を
共
有
さ
せ
る

こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。 

    

【
資
料
７
】
初
読
で
要
点
と
要
旨
を
ま
と
め
さ
せ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト 

                   

   

【
資
料
８
】
要
旨
記
入
用
紙 
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【
資
料
９
】
「
創
造
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」
の
要
旨
に
対
す
る
生
徒
の
考
え 

◎
評
価
Ａ
の
作
品 

レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
は
、
人
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
感
覚
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
相
手
の
立

場
に
立
っ
て
み
る
と
自
分
の
意
見
だ
け
で
は
な
い
と
気
付
き
、
相
手
の
意
見
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
私
が
外
出
時
に
母
か
ら
の
電
話
に
気
付
か
ず
叱
ら
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

私
は
気
付
か
な
か
っ
た
か
ら
仕
方
無
い
と
言
い
張
り
け
ん
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
母
の
立
場
で
考

え
私
を
心
配
し
て
い
た
と
気
が
付
き
謝
る
と
、
母
も
言
い
過
ぎ
た
と
言
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
一
方
で
も
自
己
主
張
を
や
め
相
手
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
お
互
い
に
理
解
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

【
資
料
１０
】
「
漱
石
と
文
明
開
化
」
の
要
旨
に
対
す
る
生
徒
の
考
え 

◎
評
価
Ａ
の
作
品 

「
内
発
的
」
で
あ
る
必
要
性
は
、
周
り
の
意
見
ば
か
り
取
り
入
れ
て
い
る
と
、
自
分
で
一
か
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
だ
。 

 

例
え
ば
、
外
出
の
予
定
な
ど
を
い
つ
も
人
ま
か
せ
に
「
外
発
的
」
で
い
る
と
、
い
ざ
自
分
で
予
定

を
立
て
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
の
だ
。
ど
れ
も
こ
れ
も
自
分
で
考
え
て
予
定
を
立
て
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
場
で
も
そ
う
だ
ろ
う
。
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
は
、
説
得
力

の
あ
る
強
い
言
葉
で
言
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
。
そ
の
強
力
な
武
器
を
作
る
こ
と
が
、
内
発
的
で

あ
る
必
要
性
だ
。 

◎
評
価
Ｃ
の
作
品 

 

「
内
発
的
」
で
あ
る
必
要
性
は
、
外
見
だ
け
が
変
わ
っ
て
も
中
身
が
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
意
味

が
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば
友
達
関
係
や
人
間
関
係
な
ど
で
、
初
め
は
そ
の
人
の
雰
囲
気
や
見
た
目
な

ど
の
外
見
で
判
断
し
て
話
し
か
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
実
際
そ
の
人
の
中
身
は
外
見
と
は
全

く
違
っ
て
い
て
、
と
て
も
だ
ら
し
な
く
、
外
見
と
合
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
い
く
ら
外
見
に
清

潔
感
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
身
を
知
っ
て
い
く
ご
と
に
だ
ら
し
な
さ
が
分
か
る
と
、
外
見
が
良
く

て
も
意
味
が
な
い
と
思
っ
た
。 

 

ウ 

考
察
と
反
省 

（
ア
）
教
材
①
（
「
創
造
性
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」
）
を
用
い
た
授
業
実
践
に 

つ
い
て 

生
徒
に
初
読
の
段
階
で
文
章
の
要
旨
を
ま
と
め
さ
せ
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
文
章 

 
 

は
授
業
実
践
Ⅰ
で
取
り
上
げ
た
文
章
よ
り
も
難
解
で
あ
る
が
、
要
旨
を
捉
え
る
こ 

と
の
で
き
た
生
徒
は
、
全
体
の
二
％
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料

１
】
を
用
い
て
文
章
の
組
立
て
を
把
握
さ
せ
な
が
ら
読
ま
せ
た
と
こ
ろ
、
要
旨
を
捉

え
ら
れ
た
生
徒
は
、
全
体
の
四
十
二
％
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
書
き
手
の
考

え
に
対
し
て
生
徒
に
意
見
を
書
か
せ
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
書
き
手
の
意
図
を
理
解

し
て
い
る
と
判
断
で
き
た
評
価
Ｂ
以
上
【
資
料
９
】
の
生
徒
は
、
八
十
六
％
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
生
徒
が
評
論
の
要
旨
を
い
き
な
り
捉
え
る
の
は
難
し
い
が
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
っ

て
も
要
旨
が
捉
え
ら
れ
、
書
き
手
の
意
図
を
理
解
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

（
イ
）
教
材
②
（
「
漱
石
と
文
明
開
化
」
）
を
用
い
た
授
業
実
践
に
つ
い
て 

生
徒
に
初
読
で
文
章
の
要
旨
を
ま
と
め
さ
せ
た
結
果
、
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
の
は
、

全
体
の
六
％
で
あ
っ
た
。
教
材
①
を
用
い
た
と
き
と
比
べ
て
も
四
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
材
①
を
用
い
た
と
き
と
同
様
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

【
資
料
１
】
を
用
い
て
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
生
徒
は
、
全
体
の
四
十
九
％
、
さ
ら
に

書
き
手
の
意
図
を
理
解
し
て
い
る
と
判
断
で
き
た
評
価
Ｂ
以
上
の
生
徒
は
五
十
七
％

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
低
い
数
値
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
が
そ
れ
だ
け
捉
え
に
く
い

文
章
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
初
読
で
六
％
（
書
き
手
の

意
図
を
捉
え
ら
れ
た
率
が
八
十
六
％
の
教
材
①
の
初
読
で
は
二
％
）
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
用
い
て
四
十
九
％
（
教
材
①
で
は
四
十
二
％
）
の
生
徒
が
要
旨
を
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
生
徒
の
「
読
む
力
」
は
少
し
ず
つ
伸
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。 ま

た
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
た
評

価
Ａ
【
資
料
１０
】
の
生
徒
は
、
三
十
％
で
あ
っ
た
。
本
研
究
で
生
徒
に
読
ま
せ
た

文
章
の
中
で
は
最
も
難
解
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
研
究
の
実
践
の
中
で
一
番
良

い
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
用
い
る
こ
と
で
、
生
徒

が
主
体
的
に
、
要
旨
を
捉
え
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
効
果

だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
教
材
②
の
要
旨
を
初
読
の
段
階
で
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
主
な
要
因
は
、

文
章
の
主
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
（
六
十
％
）
、
主
語
以
外
の
必
要
な
言
葉

（
時
、
場
所
等
）
が
な
い
こ
と
（
三
十
％
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
指
導
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
は
、
初
読
の
長

い
文
章
を
目
の
前
に
す
る
と
忘
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
初
読
の
段
階
で
要
旨
を
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捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
生
徒
の
自
己
評
価
に
、
「
初
読
の
と
き
、
漱
石
の
考
え
と
筆
者

の
意
見
が
区
別
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
十
％
の
生
徒
が
同
趣
旨

の
こ
と
を
書
い
て
い
た
。
こ
の
教
材
は
、
漱
石
の
引
用
文
を
用
い
て
筆
者
の
考
え
を

展
開
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
、
生
徒
が
「
事
実
（
具
体
例
）
」
で
あ
る
引
用

部
分
と
、
「
筆
者
の
感
想
や
意
見
」
と
を
混
同
し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

生
徒
が
文
章
の
形
式
に
混
乱
し
な
い
た
め
に
も
、
文
章
の
組
立
て
（
「
事
実
（
具

体
例
）
」
と
「
筆
者
の
感
想
や
意
見
」
）
を
常
に
意
識
さ
せ
、
読
ま
せ
て
い
く
こ
と

が
大
事
で
あ
る
と
実
感
し
た
。 

 
 

 

五 

ま
と
め 

【
資
料
１１
】
平
成
二
十
五
年
度
末
ア
ン
ケ
ー
ト 

<

実
施
時
期 

平
成
二
十
六
年
一
月 
／ 
対
象 

三
年
生 

百
七
十
七
名> 

質
問
１ 

以
前
に
比
べ
て
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
。 

① 

分
か
る
よ
う
に
な
っ
た 

 
 
 
  

 
 

22
％ 

② 

少
し
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た 

  
 
 
 

70
％ 

③ 

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い 

 
 
 
  
    

  

6
％ 

④ 

全
く
変
わ
ら
な
い 

 
 
 
 
  
    

  

2
％  

質
問
２ 

様
々
な
文
章
を
読
ん
で
、
段
落
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
、
要
旨
を
捉
え
て
き 

 
 
 

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
教
科
書
の
教
材
等
の
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
に
効
果
が 

 
 
 

あ
り
ま
し
た
か
。 

① 

効
果
が
あ
っ
た
と
思
う 

 
 
 
 
 
 

54
％ 

② 

少
し
効
果
が
あ
っ
た
と
思
う 
 
 
 
 

44
％ 

③ 

あ
ま
り
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
な
い 

 

1
％ 

④ 

全
く
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
な
い 

 
 

1
％ 

質
問
３ 

授
業
の
感
想
を
自
由
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
抜
粋
） 

・
段
落
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
る
こ
と
で
要
旨
が
捉
え
や
す
く
な
っ
た
。 

 
 

33
％ 

・
事
実
（
具
体
例
）
、
筆
者
の
感
想
や
意
見
に
分
け
る
こ
と
で
要
点
を
ま
と
め 

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16
％ 

・
プ
リ
ン
ト
を
使
う
こ
と
で
以
前
よ
り
要
旨
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

8
％ 

・
新
聞
記
事
を
や
っ
て
良
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
％ 

・
新
聞
記
事
な
ど
、
何
回
も
要
点
を
ま
と
め
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
で
、
筆
者
の 

意
図
や
重
要
な
と
こ
ろ
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

20
％ 

 

【
資
料
１２
】
授
業
実
践
Ⅰ
・
Ⅲ
に
お
け
る
要
旨
の
捕
捉
率
等 

   
 

         

（
一
）
仮
説
の
検
証 

 

生
徒
の
「
読
む
力
」
を
向
上
さ
せ
る
上
で
、
仮
説
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検

証
す
る
。 

仮
説 

① 

文
章
の
組
立
て
を
把
握
す
る
た
め
の
手
順
を
確
認
し
な
が
ら
、
文
章
を
読
む
こ
と

を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
【
資
料
１
】
を
用
い
る
こ
と
で
、
授
業
実
践

Ⅰ
の
教
材
①
で
は
、

五
十
五
％
の
生
徒
が
、
教
材
②
で
は
、
六
十
二
％
の
生
徒
が
要
旨
を
捉
え
ら
れ
た
。
ま

た
、
授
業
実
践
Ⅲ
の
教
材
は
、
文
章
の
難
度
が
高
い
評
論
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
材
①

で
は
、
四
十
二
％
の
生
徒
が
、
教
材
②
で
は
、
四
十
九
％
の
生
徒
が
要
旨
を
捉
え
ら
れ

た
。
文
章
の
組
立
て
を
把
握
し
な
が
ら
読
み
、
短
い
単
位
で
要
点
を
ま
と
め
る
こ
と
で

「
長
い
」
「
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
」
文
章
で
も
、
要
旨
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
年
度
末
ア
ン
ケ
ー
ト
【
資
料
１１
】
の
質
問
１
で
も
、
九
十
二
％
の
生
徒
が
要

旨
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
回
答
し
て
い
る
。
質
問
３
で
も
、
「
段
落
ご
と
に

要
点
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
要
旨
が
捉
え
や
す
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
意
見
が
三
十

三
％
、
「
事
実
（
具
体
例
）
、
筆
者
の
感
想
や
意
見
に
分
け
る
こ
と
で
要
点
を
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
意
見
が
十
六
％
、
「
プ
リ
ン
ト
を
使
う

こ
と
で
、
以
前
よ
り
要
旨
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
意
見
が
八
％
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
見
か
ら
、
生
徒
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
要
旨
を
捉
え
る

① ② ① ②

2% 6%

55% 62% 42% 49%

Ａ 5% 19% 12% 30%

Ｂ 57% 71% 74% 27%

Ｃ 38% 10% 14% 43%

Ⅰ Ⅲ

要旨を捉え

られたか

書き手の意図を

理解できたか

初読

授業後

授業実践

教　　材
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実
践
の
効
果
が
あ
っ
た
と
実
感
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
授
業
実
践
Ⅲ
の
教
材
②
の
段
階
で
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
ず
に
初
読
で

要
旨
が
捉
え
ら
れ
た
生
徒
は
六
％
で
あ
り
、
生
徒
が
自
力
で
文
章
を
段
落
に
分
け
、
要

点
を
ま
と
め
る
力
を
付
け
る
ま
で
に
至
っ
た
と
評
価
す
る
に
は
人
数
が
少
な
い
。
だ
が
、

教
材
①
と
比
べ
る
と
、
初
読
で
要
旨
を
捉
え
る
力
が
付
い
た
兆
し
が
見
ら
れ
た
。 

ま
た
、
要
旨
を
主
体
的
に
捉
え
さ
せ
る
学
習
活
動
を
繰
り
返
し
、
要
旨
を
理
解
さ
せ

た
上
で
自
分
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
る
言
語
活
動
を
実
施
し
た
。
こ
の
活
動
に
よ
り
、
書

き
手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
自
分

の
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
生
徒
も
増
え
た
。
こ
れ
は
【
資
料
１２
】
の
評
価
Ａ

の
割
合
が
、
授
業
実
践
Ⅲ
の
教
材
②
に
お
い
て
三
十
％
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
も
説
明

で
き
る
。 

 仮
説 

② 

生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
短
い
文
章
を
読
ん
で
要
旨
を
捉
え 

る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
て
い
け
ば
、
長
く
て
論
理
的
な
文
章
に
お
い
て
も
要
旨
を
捉
え 

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

年
度
末
ア
ン
ケ
ー
ト
【
資
料
１１
】
の
質
問
２
で
、
授
業
実
践
Ⅱ
が
、
要
旨
を
捉
え

る
力
を
身
に
付
け
る
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
生
徒
は
九
十
八
％
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
質
問
３
の
感
想
に
、
「
新
聞
記
事
な
ど
、
何
回
も
要
点
を
ま
と
め
要

旨
を
捉
え
る
こ
と
で
、
筆
者
の
意
図
や
重
要
な
と
こ
ろ
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」

と
い
う
意
見
が
二
十
％
、
「
新
聞
記
事
を
や
っ
て
良
か
っ
た
。
」
と
い
う
意
見
が
二
十

一
％
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
意
見
と
し
て
「
簡
単
な
文
章
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
で
分
か

る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
「
文
章
の
大
事
な
と
こ
ろ
が
速
く
見
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
」
と
あ
っ
た
。
生
徒
は
授
業
実
践
Ⅱ
を
通
し
て
、
以
前
よ
り
文
章
の
要
旨
が
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
実
感
し
て
い
る
。 

ま
た
、
授
業
実
践
Ⅲ
で
は
、
生
徒
に
と
っ
て
捉
え
に
く
い
内
容
の
評
論
で
あ
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
生
徒
は
戸
惑
う
こ
と
も
な
く
主
体
的
に
段
落
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
、

要
旨
を
捉
え
る
こ
と
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
教
材
②
に
つ
い
て
は
、
途
中
で

あ
き
ら
め
る
こ
と
も
な
く
、
書
き
手
の
意
図
を
捉
え
つ
つ
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
、
評
価
Ａ
の
生
徒
は
全
体
の
三
十
％
ま
で
高
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
実
践
Ⅱ
を

通
し
て
、
様
々
な
新
聞
記
事
を
読
み
、
要
旨
を
捉
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
、

生
徒
の
評
論
や
随
筆
に
対
す
る
苦
手
意
識
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。 

（
二
）
今
後
の
課
題 

授
業
実
践
Ⅰ
・
Ⅲ
に
つ
い
て
は
、
文
章
の
要
旨
を
捉
え
る
方
法
に
慣
れ
る
こ
と
を

優
先
し
た
た
め
、
段
落
分
け
や
文
章
の
組
立
て
の
仕
分
け
を
す
る
た
め
の
準
備
に
つ
い

て
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
自
力
で
行
え
る
よ
う
に
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
【
資
料
１
】
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
年
間
計
画
を
立
て
る
際
に
、
論

理
構
成
が
明
確
な
も
の
や
身
近
な
題
材
の
文
章
か
ら
始
め
、
文
章
の
難
度
を
上
げ
て
い

く
こ
と
が
大
事
だ
と
気
付
い
た
。
授
業
実
践
Ⅱ
に
つ
い
て
は
、
要
旨
の
捕
捉
率
や
生

徒
の
感
想
か
ら
考
え
る
と
、
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
さ
ら
に
効
果
を
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

六 

お
わ
り
に 

本
研
究
は
、
「
読
む
力
」
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
指
導
の
工
夫
に
主
眼
を
置
い
た
た

め
、
今
ま
で
の
授
業
と
は
指
導
方
法
を
変
え
た
。
そ
の
た
め
、
実
践
を
始
め
た
頃
は
戸

惑
う
生
徒
が
多
く
、
こ
の
ま
ま
続
け
て
も
良
い
の
か
と
不
安
を
覚
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
生
徒
か
ら
「
今
日
は
何
の
記
事
を
読
む
の
。
」
「
今
日
こ
そ
当
て
て
や
る
ぞ
。

（
要
旨
を
捉
え
て
や
る
ぞ
。
）
」
と
い
う
声
を
聞
き
、
励
み
に
な
っ
た
。
ま
た
、
生
徒

に
一
年
間
の
授
業
の
感
想
を
書
か
せ
た
が
、
そ
の
中
に
「
文
章
を
理
解
す
る
た
め
に
自

分
で
書
く
こ
と
が
と
て
も
多
く
て
大
変
だ
っ
た
が
、
今
と
て
も
身
に
付
い
て
い
る
と
思

う
。
」
や
、
「
現
代
文
は
昔
か
ら
嫌
い
だ
っ
た
が
、
少
し
ず
つ
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と

が
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
楽
し
か
っ
た
。
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
実
践
を
通
し
て
生

徒
の
現
代
文
に
対
す
る
苦
手
意
識
を
少
し
で
も
解
消
で
き
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
う
。

今
後
も
生
徒
が
現
代
文
の
授
業
に
対
し
て
、
積
極
的
に
参
加
し
、
文
章
を
読
み
取
る
楽

し
み
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
、
授
業
の
工
夫
を
心
が
け
た
い
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
研
究
に
あ
た
り
貴
重
な
御
助
言
と
親
身
な
御
指
導

を
賜
り
ま
し
た
指
導
主
事
の
先
生
方
、
教
科
指
導
員
の
先
生
方
、
教
科
研
究
員
の
先
生

方
、
そ
し
て
、
本
校
の
先
生
方
、
生
徒
諸
君
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
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