
臼

井

吉

見

に

お

け

る

国

語

教

育

観

の

研

究

日
目

大
橋
亮
子

臼
井
吉
見
が

国
語
教
師
と
し
て
教
職
に
つ
い
た
の
は
'
昭
和
六
年
福
島
県
双
葉
中
学
校
で
あ
る
‖
同
校
に
四
年
間
在
職
し
た
後
､
長
野

県
に
戻
り
､
旧
制
伊
那
中
学
校

(昭
利
十
年
か
ら
昭
和
十
五
年
ま
で
)
と
､
松
本
女
子
師
範
学
校

(昭
和
十
五
年
か
ら
昭
和
十
八
年
ま
で
)

に
在
職
し
て
い
る
り
本
給
考
で
は
､
長
野
県
で
臼
井
が
在
職
し
た
伊
那
中
学
校
､
松
本
女
子
師
範
学
校
に
お
け
る
実
践
に
関
す
る
記
録
と

著
作
を
中
心
に
し
て
､
臼
井
菩
鬼
の
国
語
教
育
観
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
へ
そ
の
成
果
を
現
在
の
国
語
教
育
に
ど
う
生
か
せ
る
か
考

察
し
て
い
き
た
い
=

2

2
で
は
､
そ

の
内
容
を
､

(-
)
伊
那
中
学
校
在
職
時
代
'

(2
)
松
本
女
子
師
範
学
校
在
職

(附
属
国
民
学
校
主
事
を
兼
任
)
時
代

に
分
か

っ
て
考
療
す
る
こ
と
に
す
る
｡

(
-
)
伊
那
中
学
校
在
職
時
代

(i
)
伊
那
中
学
校

｢会
能
｣
に
お
け
る
実
践

臼

井

吉

見
は
､
昭
和
十
年
十

一
月

(三
〇
歳
)
か
ら
昭
和
十
五
年
五
月

(三
五
歳
)
ま
で
長
野
腺
伊
那
中
学
校

(硯

･
伊
那
北
高
等
学

校
)
に
､
国
語
漢
文
担
当
の
教
師
と
し
て
在
職
し
て
い
る
｡

当
時
､
伊
那
中
学
校
で
は
大
正
十
五
年
か
ら
､

1
年
に
一
冊
の
割
合
で

｢校
友
会
誌
｣

(八
号
か
ら
は

｢会
舘
｣
)
が
発
行
さ
れ
て
い

た
が
､
臼
井
は
､
第
十
四
号

(昭
和
十
三
年
三
月
発
行
)
か
ら
第
士

ハ
骨

(
昭
和
十
五
年
三
月
発
行
)
ま
で
の
編
輯
者
を
つ
と
め
て
い
る
｡

｢
会
誌
｣
の
編
締
着
は
同
時
に
雑
誰
部
の
顧
問
で
も
あ
り
'
原
稿
の
選
定
等
に
か
か
わ
る
｡
臼
井
は
そ
れ
ま
で
の
顧
問
と
違
い
､

｢
会
誌
｣

を

｢
単
に
原
稿
募
集
｣
の
場
で
は
な
-
､

｢
研
究
に
思
索
に
校
友
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
活
動
の
中
心
｣
と
な
る
よ
う
な
賓
の
高
い
も
の
に
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
｡
そ
う
し
た
臼
井
の
会
誌
に
対
す
る
棟
極
的
な
姿
勢
に
刺
激
さ
れ
て
､

｢十
三
年
頃
か
ら
校
友
会
紙
の
内
容
は
短
歌

を
軸
と
す
る
文
芸
方
面
が
活
気
を
帯
び
て
き
た
｡
｣

(
『
長
野
県
伊
那
中
学
校

･
伊
那
北
高
等
学
校
七
十
年
史
』

二

九
九
〇
年
刊

二

1
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四
二
ぺ
)
と
い
う
｡

臼
井
自
身
､

｢仕
上
げ
の
読
み
は
､
解
釈
も
鑑
賞
も
批
評
を
も
込
め
た
も
の
で
な
-
て
は
な
ら
ず
､
そ
こ
ま
で
生
徒
に
自
力
で
た
ど
り

つ
か
せ
る
ま
で
の
作
業
が
国
語
教
育
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
⊂
J

(
『
教
育
の
心
』

!
九
七
六
年

･
毎
日
新
聞
社
刊

二

六
八
ペ
)
と
後
に

述
べ
て
い
る
｡
研
究
欄
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
作
品
を
見
る
と
'

｢
二
三
冊
の
審
物
か
ら
抜
き
書
き
し
た
紹
介
風
の
も
の
｣

〔第
十
五
号

｢
解

説
風
に
｣
)
で
は
な
-
､
自
分
の
力
で
沫
-
作
品
に
切
り
込
ん
で
ゆ
く
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
､

｢自
力
で
た
ど
り
つ
｣
い
た

作
品
で
あ
る
と
言
え
る
｡

｢
解
釈
も
鑑
賞
も
批
評
を
も
込
め
｣
た
仕
上
げ
の
読
み
に
､

｢自
力
で
た
ど
り
つ
｣
け
る
よ
う
に
な
る
の
が
国

語
教
育
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
臼
井
の
考
え
に
立
て
ば
､
研
究
欄
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
は
､
直
接
の
指
導
は
し
て
い
な
い
が
､
彼
の

願

っ
て
い
た
国
語
教
育
を
具
現
し
た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

で
は
､
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で

｢
会
舘
｣
に
お
い
て
国
語
教
育
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
‖

臼
井
は
､
教
室
で
生
徒
を
相
手
に

｢
文
学
熱
を
発
散
さ
せ
｣

(
『
教
育
の
心
』

･
〓
ハ
七
ペ
)
､
生
徒
の
文
学
熟
を
煽
り
立
て
る
よ
う

な
こ
と
は
し
な
か

っ
た
O
原
稿
の
選
定
の
場
に
お
い
て

｢
二
三
冊
の
参
考
番
か
ら
､
で

っ
ち
上
げ
た
よ
う
な
も
の
｣
を

｢峻
拒
｣
否
定
し
､

文
学
の
鑑
賞
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
選
ぶ
と
い
う
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
､
生
練
に
確
か
な
文
学
鑑
賞
力
を
育
て
て
い

っ
た
｡
こ
う
し

た
態
度
は
､

｢総
数
千
｣ハ
胃
余
首
の
中
か
ら
､
委
員
が
二
百
首
ほ
ど
揮
び
､
そ
の
中
か
ら
僕
が
こ
れ
だ
け
を
残
し
た
｡
そ
の
意
味
で
は

厳
選
で
あ
る
｡
｣

(第
十
五
号

｢
解
脱
凧
に
｣
)
と
述
べ
て
い
る
短
歌
欄
に
関
す
る
文
言
に
も
表
れ
て
い
る
｡
臼
井
の
よ
う
な
'
す
ぐ
れ

た
作
品
を

｢厳
選
｣
し
､
認
め
て
-
れ
る
熱
心
な
教
師
が
い
た
だ
け
で
も
､
生
徒
の
文
学
へ
の
関
心
は
高
ま
り
､
文
学
鑑
賞
力
も
育

っ
て

い

っ
た
よ
う
に
田
a
う
｡

(
:u
)

｢
会
誌
｣
に
み
ら
れ
る
文
学
鑑
賞
指
事
の
考
察

｢
会
誌
｣
第
十
六
号

(昭
和
十
五
年
三
月
発
行
)

｢
鴎
外

『
護
持
院
ケ
原
の
放
射
』
鑑
賞
｣

(筆
者
牲

･
『護
持
院
ケ
原
の
敵
討
』
を

雑
誌
部
員
五
年
生
六
名
'
四
年
生
四
名
'
三
年
生
二
名
と
臼
井
吉
見
で
読
み
合
い
､
共
同
鑑
賞
し
た
も
の
)
で
臼
井
は
､
登
場
人
物
の
性

格
を
､
行
動
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
叙
述
か
ら
丁
寧
に
読
み
取
ら
せ
､

｢
表
現
の
全
体
の
上
か
ら
鑑
賞
し
な
-
ち

や
い
け
な
い
C
｣
と
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述
べ
て
い
る
;
そ
こ
に
は
､
本
文
の
叙
述
を

｢
よ
-
読
み
｣
､
そ
の
叙
述
に
即
し
て
､
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
全
体
か
ら
読
み
取

っ
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
臼
井
の
作
品
に
対
す
る

｢鑑
薯
の
態
度
｣
が
わ
か
る
｡
こ
れ
は
､
臼
井
の

｢
教
材
で
あ
る
具
体
的
な
文
章
を
離
れ

る
こ
と
な
-
､
そ
れ
に
即
し
'
執
す
る
こ
と
｣

(
『教
育
の
心
』

二

六
七
ぺ
)
が
国
語
教
育
の
基
本
だ
と
い
う
考
え
を
実
践
し
た
も
の

と
貰
え
る
C

｢
鑑
賞
の
態
度
｣
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
臼
井
は
､

『小
説
の
鑑
賞
』

二

九
五
三
年

･
河
出
番
房
刊

･
三

､
私
た
ち
の

読
替
会
-

『仲
子
』
を
め
ぐ

っ
て
-
｣
)
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
作
品
そ
の
も
の
へ
じ
か
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
､
そ
し
て
何
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
叙
述
に
即
し
て
つ
か
む
こ
と
｡
｣

｢作
品
を
よ
む
に
は
何
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
そ
れ
が
は

っ
き
り
つ
か
め
な

い
う
ち
に
､
そ
こ
か
ら
何
か
問
題
を
引
垂
出
す
よ
う
な
読
み
か
た
は
作
品
の
読
み
か
た
と
し
て
ま
ち
が

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
｡
｣

γⅠ･>

｢
何
が
ど
の
よ
う
に
覗
さ
れ
て
い
る
か
､
つ
ま
り
そ
珊
瑚
作
品
の
主
題
だ
と
思
い
ま
す
C
｣

(同
上
苧

二
十
三
雲

｢
何
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
｣
が

｢作
品
の
主

題

｣
で
あ
る
か
ら
'
叙
述
に
即
し
て
丁
寧
に
読
み
､
作
品
そ
の
も
の

を
理
解
す
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢
会
誰
｣
第
十
四
号

(昭
和
十
三
年
二
月
発
行
)
の
研
究
欄
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

｢赤
彦
鑑
賞
｣

(筆
者
注

･
島
木
赤
彦
の
短
歌
十

一
首
を
'
伊
那
中
短
歌
会
有
志
五
年
生
五
名
､
四
年
生
三
名
の
メ
ン
バ
I
と
臼
井
書
見
で
共
同
鑑
賞
し

た
も
の
)
に
見
ら
れ
る
臼
井
の
短
歌
に
お
け
る
鑑
賞
指
導
も
､
叙
述
か
ら
短
歌
全
体
の
調
子
を
舞
わ
せ
て
い
る
O
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
､

臼
井
の
文
学
鑑
賞
の
特
徴
は
(
叙
述
に
即
し
て
作
品
を
そ
の
ま
ま
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
e

(2
)
松
本
女
子
師
範
学
校
在
職

(附
属
国
民
学
校
主
事
を
兼
任
)
時
代

へ1
)
昭
和
初
期
の
長
野
県
下
に
お
け
る
国
語
教
育
の
理
論
と
実
機

臼
井
吉
見
は
､
昭
和
十
五
年
六
月
松
本
女
子
師
範
学
校

へ
範
任
し
､
附
属
小
学
校
主
事
を
兼
任
す
る
こ
と
と
な
る
山

昭
和
十
六
年

｢
国
民
学
校
令
｣
公
布
ま
で
の
長
野
県
の
国
語
教
育
界
に
と

っ
て
は
､
大
蓉
な
影
響
を
与

見
た
二
つ
の
出
来
事
が
あ

っ
た
｡

7
つ
は
昭
和
四
年
の
西
尾
実
の

『国
語
国
文
の
教
育
』
の
発
刊
で
あ
り
､
今

1
つ
は
'
昭
和
八
年
第
四
期
国
定
国
語
読
本
の
発
行
で
あ
る
｡
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西
尾
実
の

『
国
語
国
文
の
教
育
』
は
､

｢
県
内
小
学
校
の
国
語
教
授
に
大
き
な
影
響
を
与
え
｣

(
『長
野
県
教
育
史
』
第
四
巻

二

九

七
九
年
刊

⊥
ハ
八
二
ペ
)

｢数
年
来
沈
滞
し
て
い
た
長
野
県
の
国
語
教
育
界
に
ふ
た
た
び
活
気
を
呼
び
も
ど
し
た
｣

〔同
上
審

･
六
八
四

ぺ
)

と
い
う
｡
ま
た
､

｢各
都
市
の
学
校
で
は
､
西
尾
実
の
国
語
体
系
に
よ
る
､
教
材
の
作
品
研
究
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
｣

(
『
信

州
大

学
教
育
学
部
附
属
長
野
小
学
校
百
年
史
』

1
九
八
六
年
刊

･
五
二

1
ペ
)
｡
西
尾
に
よ

っ
て
纏
唱
さ
れ
た
読
む
作
用
の
体
系
と
し
て

の
素
読

･
解
釈

･
批
評
論
と
､
解
釈
に
お
け
る
方
法
体
系
と
し
て
の
主
題

･
構
想

･
叙
述
諭
の
二
つ
の
国
語
体
系
は
'
長
野
県
の
多
-
の

団
請
教
師
に
支
持
さ
れ
､
浸
透
し
て
い

っ
た
｡

こ
う
し
て
昭
和
戦
前
期
の
長
野
県
の
国
語
教
育
は
､
西
尾
実
の
指
導
と
､
そ
れ
に
基
づ
-
現
場
の
実
践
に
よ

っ
て
発
展
し
て
い

っ
た
の

で
あ
る
が
､
と
も
す
る
と
､
西
尾
の
国
語
体
系
に
よ
る
作
品
研
究
さ
え
し
て
い
れ
ば
安
心
､
子
供
の
指
導
の
た
め
の
研
究
で
は
な
-
､

｢
方

法
体
系
の
た
め
の
研
究
｣
を
し
て
い
る
､
と
い
う
よ
う
な
風
潮
を
生
み
出
し
て
い

っ
た
C
後
に
臼
井
昔
風
は
そ
う
し
た
風
潮
を
と
ら
え
て
'

｢
国
語
研
究
会
私
見
｣

(
『信
濃
教
育
』
六
七
八
号

･
昭
和
十
八
年
四
月
刊
)
の
中
で
､
作
品
研
究

一
辺
倒
の
国
語
教
育
に
対
し
て
'

｢
主

観
的
な
歪
み
を
避
け
て
､
作
品
の
形
象
に
迫
る
た
め
の
自
己
修
練
の
基
準
で
あ
り
､
型
と
し
て
の
作
品
研
究
の
体
系
が
､
却

っ
て
ひ
と
り

よ
が
り
の
憾
宮
を
吐
か
し
め
る
安
易
な
手
が
か
り
に
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
傾
が
な
-
も
な
い
｣

｢
自
己
修
練
の
出
が
自
己
陶
酔
の
手
段
に

な
り
果
て
て
ゐ
る
や
う
な
傾
が
み
ら
れ
な
-
も
な
い
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
現
状
の
中
､
昭
利
十
六
年

｢
国
民
学
校
令
｣
が
公
布
さ
れ
る
と
､
国
語
教
育
の
聯
程
制
度
は
大
き
-
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
｡

図
譜
は
､
国
民
科
国
語
と
な
り
､
そ
の
性
質
が
従
来
の
よ
う
な
文
学
教
材
を
中
心
と
し
た
内
容
か
ら
､
音
声
言
語
を
盃
祝
し
た
内
容
に
変

化
し
た
｡
し
か
し
､
長
野
園
下
に
お
け
る
国
語
教
育
の
実
践
の
あ
り
方
は
､
以
前
と
変
わ
ら
ず
､
西
尾
実
の
国
語
教
育
理
論
に
基
づ
-
ら

の
で
あ

っ
た
｡
国
語
教
材
の
内
容
の
変
化
と
い
う
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
文
学
作
品
研
究
の
方
法
で
あ
る
西
尾
実
の
方
法
体
系
を
適
用

し
て
い
る
状
態
で
あ

っ
た
n
そ
う
し
た
国
語
教
育
に
対
し
'
疑
問
を
も
つ
教
師
も
い
た
u
臼
井
吉
見
も
､
そ
う
し
た
教
師
の
車
の

一
人
で

あ

っ
た
｡

(
‖u
)
昭
和
十
八
年
第
二
回
県
下
連
合
国
民
学
校
教
育
研
究
会
に
お
け
る
臼
井
吉
見
の
意
義
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臼
井
が
､
松
本
女
子
師
範
学
校
に
国
語
教
師
と
し
て
在
職
､
附
属
国
民
学
校
主
事
を
兼
任
し
て
心
た
昭
和
十
八
年
二
月
六

･
七
日
､
第

二
回
県
下
連
合
国
民
学
校
教
育
研
究
会
が
開
か
れ
た
｡

『
長
野
県
教
育
史
』
第
四
巻
に
､
そ
の
時
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
"

第
二
日
の
松
本
女
子
師
的
付
属
国
民
学
校
の
発
表
に
よ

っ
て
､
教
材
研
究
に
対
す
る
反
省
と
批
判
が
擁
起
さ
れ
た
C
そ
れ
は
､
国

民
学
校
第

1
学
年
の
国
籍
読
本
最
初
の

｢
コ
マ
イ
ヌ
サ
ン

ア

ウ
ン
｣
と
い
う
神
社
の
狛
犬
に
向

っ
て
呼
び
か
け
た
教
材
で
あ

る
"

(中
略
)

各
都
市
の
大
方
は
､
こ
の
教
材
の
作
品
研
究
に
お
い
て
主
題

･
構
想

･
叙
述
の
体
系
に
よ

っ
て
い
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
松
本
付
属

国
民
学
校
か
ら
､
こ
う
し
た
教
材
に
も
文
学
作
品
の
研
究
体
系
を
あ
て
は
め
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
た
｡
長
年
本

県
国
語
教
育
の
教
材
研
究
の
体
系
で
あ

っ
た
も
の
へ
の
批
判
と
し
て
衝
躯
的
で
あ
り
､
こ
の
体
系
の
塊
唱
者
が
紳
輔
と
し
て
会
場

に
臨
ん
で
い
た
だ
け
に
'
か
な
り
緊
張
し
た
場
面
と
な

っ
た
｡

(
同
上
審

･
七
〇
五
ペ
)

こ
の
時
の
松
本
女
子
師
範
附
属
国
民
学
校
主
事
が
臼
井
吉
見
で
あ
り
､

｢
こ
の
体
系
の
塊
唱
者
｣
と
い
う
の
が
西
尾
采
で
あ

っ
た
C

｢
長
年
本
腺
国
語
教
育
の
教
材
研
究
の
体
系
で
あ

っ
た
も
の
｣
の
代
表
で
あ
る
長
野
膜
師
範
学
校
附
属
国
民
学
校
案

(昭
和
十
七
年
)

｢
コ
マ
イ
ヌ
サ
ン
｣

(
冒
-
カ
タ

こ

(重
文
旧
開
智
学
校
資
料
)
と
松
本
女
子
師
範
附
属
国
民
学
校
策

｢
コ
マ
イ
ヌ
サ
ン
｣

(
『
長
野

頻
教
育
史
』
第
四
巻

･
七
〇
五
ぺ
)
､
松
本
市
教
育
部
会
案

(昭
和
十
八
年
)

｢
ヨ
-
カ
タ

一
､
二
校
虞
の
遊
戯
｣

(重
文
旧
開
智
学
校

資
料
)
の
項
目
を
此
戟
し

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
O

松
本
女
子
師
範
附
属
国
民
学
校
薬

1
､
要
旨

二
へ
教
材
研
究

1
､
教
材
の
考
察

(
イ
)
絵
に
つ
い
て

(
ロ
)
ヨ
-
カ
タ
の
絵
と
コ
ー
バ
ノ
オ
ケ
イ
コ
の
関
係
に
つ
い
て

〓
｢
児
童
生
活
の
研
究

1
､
生
活
環
境
の
考
察

四
㌧
指
導
研
究

-
'
指
導
の
要
点

2
'
取
扱
の
時
期

3
'
時
間
配
当

4
､
準
備

5
､
指
導
過
程
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松
本
市
教
育
部
会
案

1
､
教
材

二
､
日
的

三
､
教
材
研
究

l
､

2
､

教
材
の
意
義

教
材
の
考
察

(-
)
絵
及
び
掛
図
に
つ
い
て

(2
)
コ
ト
バ
ノ
オ
ケ
イ
コ
に
つ
い
て

(3
)
音
声
官

3
､

語
と
し
て
の
考
察

(イ
)
心
理
的
考
察

(
ロ
)
発
音
発
声
的
考
察

連
絡

(1
)
本
教
材
の
位
置

(
イ
)
素
材
の
配
列
系
統
よ
り

(
ロ
)
選
択
基
準
の
系
統
よ
り

(

ハ

)

発
音
の
系
統
よ
り

(2
)
他
教
科
､
他
科
目
と
の
連
絡

四
､
児
童
生
活
の
考
察

1
､
体
験
的
考
察

2
､
言
語
的
考
察

五
､
指
導
研
究

-
､
指
導
上
の
意
図

2
'
指
導
上
の
注
意

3
､
取
扱
日
案

4
､
準
備

5

､
｢
ヨ
-
カ
タ
｣
を
主
体
に
し

た
各
時
の
主
眼

6
､

｢
ヨ
-
カ
タ
｣
を
主
体
に
し
た
各
時
の
指
導
過
程

長
野
県
師
範
附
属
国
民
学
校
乗

山
､
基
礎
的
研
究

(
〓

作
品
研
究

1
､

註

解

2
､
解
釈

イ
'
主
題

ロ
､
構
想

ハ
､
叙
述

3
､
批
評

(
二
)
備
考

二
㌧
教
材
研
究

(
1
)
冒
-
カ
タ
本
文
の
考
察

1
､
注
意
す
べ
き
発
音

･
文
字

･
語
句

･
語
法

ィ
､
発
音

ロ
､
文
字

ハ

､

語
句

2
､
解
釈

ィ
､
主
題

ロ
､
構
想

ハ
､
叙
述

3
､
批
評

(
二
)
コ
ー
バ
ノ
オ
ケ
イ
コ
の
研
究

1
､
話
し
方
及
び
発
音
の
指
尊

2
､
番
き
方
指
導

(≡
)
挿
画

･
掛
図
の
研
究

1
､
挿
画

2
､
掛
図

八
四
)
連
絡
系
統

-
､
国
民
科
国
語
に
お
け
る
連
絡

2
､
他
教
科
他
科
目
と
の
連
絡
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三
､
指
導
研
究

〓

)
目
的

(
二
)
時
間
配
当
及
び
各
時
の
主
眼

1
､
時
間
配
当

2
､
各
時
の
主
眼

(三
)
指
導
上
の
注
意

(四
)
準
備
品

(五
)
指
導
過
程

四
､
反
省

松
本
附
属
案
､
松
本
市
寒
に
は
'

｢基
礎
的
研
究
｣

｢作
品
研
究
｣
の
項
目
が
な
く

教
材
研
究
の
次
に

｢
児
童
生
活
の
研
究

(考
察
)

｣
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
各
教
案
に
お
け
る

｢
目
的
｣
の
位
麿
を
見
て
み
る
と
､
長
野
附
属
案
は

｢指
導
研
兜
｣
の
項
目
の

慮
初
に
あ
り
､
松
本
附
属
案
､
松
本
市
乗
は

｢
要
旨
｣

｢
目
的
｣
だ
け
の
項
目
と
し
て
独
立
し
'
教
案
の
最
初
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
教
案
の
形
式
に
表
れ
た
考
え
方
の
違
い
は
､
研
究
会
当
日

｢教
材
を
作
品
研
兜
の
立
場
か
ら
見
る
も
の
と
'
更
に
広
い
こ
と

ば
の
実
態
や
基
礎
的
な
塘
導
の
立
場
に
立

っ
て
見
る
も
の
と
対
立
し
て
､
激
し
い
紛
議
が
交
わ
さ
れ
｣

(
『
西
尾
粟
国
陪
教
育
全
集
』
第

二
番

二

九
七
四
年
刊

･
教
育
出
版
社

･
四

叫
七
ペ
)
る
こ
と
に
な
る
｡

i

研
究
会
の
直
後
､
臼
井
は
､

『僧
浪
教
育
』
第
六
七
八
号

(昭
和
十
八
年
四
月
)
に

｢
国
階
研
究
会
私
見
｣
を
発
表
し
て
い
る
C
そ
の

77

中
で
､
当
時
の
長
野
頻
の
国
語
教
師
の
実
態
を
､

｢生
然
と
し
た
体
系
適
用
の
苦
心
｣

｢知
的
操
作
｣
に
捕
ら
わ
れ
て
､

｢
ひ
と
り
よ
が

F

り
の
感
官
｣

｢自
己
陶
酔
｣
に
陥
り
､

｢児
童
と
の
間
の
､
真
に
心
の
通
う
､
生
き
た
拍
媒
｣
を
見
失

っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡

｢
既

成
体
系
の
機
械
的
適
用
に
甘
え
て
'
真
に
さ
び
し
い
自
己
修
練
を
怠
け
｣
､
教
材
の

｢
い
の
ち
｣
に
触
れ
ず

｢自
己
陶
酔
｣
に
陥

っ
て
い

る
現
場
教
師
の
勉
強
不
足
を
叱

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

で
は
､
臼
井
は
､
西
尾
実
の

｢方
法
体
系
｣
に
よ
る
国
語
指
導
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

｢国
民
学
校
令
｣
の
公
布
に
よ
り
､
国
民
科
国
語
と
な

っ
て
､
図
譜
教
材
､
特
に
低
学
年
の
教
材
は
､
日
常
的
な
青
葉
そ
の
も
の
､
音

声
言
語
を
対
象
と
す
る
も
の
へ
と
変
わ

っ
た
｡
臼
井
は
'
こ
う
し
た
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

｢教
材
の
性
格
と
系
統
｣
を
考
慮
せ
ず
に
､

｢文
学
作
品
研
究
の
体
系
｣
を

｢機
械
的
に
適
用
｣
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
'
批
判
的
な
考
え
方
を
も

っ
て
い
た
G

一
般
に
'
こ
の
研
究
会
で
は
臼
井
吉
見
が
西
尾
実
を
批
判
し
た
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
ふ
し
も
あ
る
が
､
臼
井
は
'
決
し
て
西
尾
実
の

｢方
法
体
系
j
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
は
い
な
い
｡
教
材
が
学
年
に
合
わ
せ
て
発
展
し
､
文
学
的
に
な

っ
て
車
た
ら
､

｢方
法
体
系
｣
も



必
要
で
あ
る
と
し
て
'

｢作
品
研
究
の
真
精
神
を
新
し
い
教
材
の
性
格
に
応
じ
て
如
何
に
生
か
し
て
行
く
か
｣
と
い
う
こ
と
こ
そ
､

｢先

生
の
御
精
神
を
受
け
埴
ぐ
所
以
で
あ
ら
う
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
臼
井
が
最
も
言
い
た
か

っ
た
こ
と
は
､
西
尾
実
の

｢方
法
体
系
｣
批
判

と
い
う
こ
と
で
な
-
､
教
材
の
変
化
に
即
し
て
､
そ
の
性
質
を
考
慮
し
､
児
童
の
心
意
に
即
し
た
指
導
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡

で
は
､
臼
井
は
'

｢新
し
い
教
材
｣
と
な

っ
た
国
語
教
育
で
は
､

｢方
法
体
系
｣
の
適
用
で
な
-
､
何
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
臼
井
は
､
こ
の
研
究
会
で

｢
1
番
大
き
な
関
心
と
i･J
ら
ね
ば
な
ら
な
い

『
話
し
方
』
な
ど
が
､

!
向
に
正
し
い
姿
で

問
題
に
な
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
｣
こ
と
は
､

｢残
念
で
あ
っ
た
｣
と
し
て
､

｢
『
話
し
方
』
が

『読
み
方
』
の
手
段
の
み
で
あ

っ
て

は
､

『
話
し
方
』
が
分
節
の

1
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
｣
か
ら
､

｢
単
に
族
と
し
て
の
言
語
修
練
だ
け
で
な
し
に
､
も
つ
と
自
由
な
発
表

カ
を
護
ひ
､
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
会
を
も
深
め
て
行
-
と
い
ふ
本
格
的
な
音
声
音
譜
修
練
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
法
こ
そ
目
下
当

面
す
る
間
髄
の
う
ち
の
恐
ら
く
最
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

】

臼
井
は
､
国
民
科
国
語
の
特
質
を
踏
ま
え
て
､
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
で
は
､
音
声
言
語
指
導

(
｢話
し
方
｣
の
指
諸
)
を
重
視
す
べ

7

畠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
C
音
声
言
語
指
導
と
い
う
新
し
い
取
り
組
み
を
提
起
し
た
の
で
あ

っ
た
｡

昭
和
初
期
の
長
野
牌
の
国
語
教
育
界
の
よ
う
に
､
全
体
が
同
じ
考
え
で
研
究
し
､
実
践
し
て
い
-
こ
と
は
､
大
貴
な
発
展
を
生
み
だ
す

!
方
､
そ
う
し
た
体
系
に
現
場
の
教
師
が
憤
れ
切

っ
て
し
ま
え
ば
､
大
切
な
こ
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
｡
そ

の
中
で
､
異
な

っ
た
意
見
や
視
点
が
出
る
こ
と
は
､
あ
ら
た
め
て
､
現
状
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
つ
な
が
り
､
国
語
教
育
の
進
歩
に
と

っ

て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
'
当
時
長
野
県
の
国
語
教
師
と
し
て
は
､
無
名
の
臼
井
書
見
で
あ

っ
た
が
､
従
来
の
長
野
腸
の

国
語
教
育
を
考
え
直
さ
せ
る
機
会
を
与
え
､
も
う

1
歩
発
展
さ
せ
る
意
砲
を
与
え
た
点
で
'
大
き
な
存
在
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡

3

臼
井
吉
見
の

国
語
教
育
観
は
､
①
基
礎

･
基
本
を
重
視
す
る
国
語
教
育
､
②

｢
自
力
｣
で
た
ど
り
つ
か
せ
る
国
籍
教
育
､
の
二
つ
に
ま

と
め
ら
れ
る
｡



梅
本
女
子
師
範
学
校
併
設
の
女
学
校
で
の
教
え
子
で
あ
る
安
西
通
子
氏
は
､
当
時
の
臼
井
の
授
集
を
振
り
返

っ
て
､

｢
臼
井
先
生
の
国

繕
教
育
し

(

『
臼
井
吉
見
集
4
』
月
報
三

二

九
八
五
年
刊

･
筑
摩
審
房
)
を
番
い
て
い
る
｡
そ
の
中
で
'
生
徒
が
動
詞
の
活
用
を
よ
-

埋
解
し
て

い

な
い
実
態
に
気

づ
い
た
臼
井
は
､
教
科
番
を
離
れ
､
規
定
の
課
程
に
か
ま
わ
ず
､
生
徒
全
点
が
動
詞
の
活
用
を
自
在
に
で
き

る
ま
で

｢徹
底
し
て
教
え
こ
ま
れ
た
C
叩
き
こ
ま
れ
た
と
い
え
る
ほ
ど
の
気
迫
あ
る
教
え
方
で
あ

っ
た
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
C
安
西
氏
は
､

｢先
生
の
捷
示
さ
れ
る
語
幹
を
ノ
ー
ト
に
写
し
て
､
活
用
語
尾
を
番
い
て
い
-
と
い
う
単
純
な
学
習
で
あ

っ
た
が
､
｣

｢
目
に
見
え
て
実

力
の
つ
-
学
習
の
楽
し
さ
が
あ

っ
た
｣
と
い
う
C
臼
井
は
､
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
車
基
本
的
な
如
拙

(学
力
)
は
､
全
点
の
生
徒

に
徹
底
的
に
厳
し
く
教
え
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
な
授
業
を
､
安
西
氏
は

｢
1
串
徹
底
､

一
点
錐
中
の
垂
び
し
い
授
業
､
基
本

が
身
に
つ
-
ま
で
叩
き
こ
む
授
楽
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

1
つ
の
こ
と
を
徹
底
的
に
教
え
込
む
授
葦
で
､
生
徒
全
員
に
最
低
水
準
の
国
語
の

学
力
を
保
証
し
て
い
た
t
と
い
え
よ
う
｡
臼
井
自
身
､
最
低
こ
れ
だ
け
は
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
､
知

っ
て
い
な
-
て
は
い
け
な
い
と
い
う

基
本
を
教
え
込
み
､
生
徒
の
土
台
を
作

っ
て
や
る
こ
と
に
つ
い
て
､

｢僕
は
と
り
わ
け
義
務
教
育
に
対
し
て
'
強
く
こ
の
こ
と
を
要
求
し

た
い
｡
も
の
を
考
え
､
判
断
し
､
処
理
し
て
い
-
た
め
の
基
本
的
な
知
職
を
､
徹
底
的
に
た
た
蕃
こ
む
こ
と
で
あ
る
｡
｣

(
『教
育
の
心
』

･
三

両

ぺ
)
と
述
べ
て
い
る
｡

人
間
と
し
て

｢
も
の
を
考
え
､
判
断
し
､
処
理
し
て
い
-
た
め
｣
に
は
､
基
本
的
な
知
轍
が
な
け
れ
ば
で
車
な
い
D
義
務
教
育
の
役
割

は
､
生
き
て
い
-
た
め
に
必
要
な
基
本
的
如
拙
を
数
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
義
務
教
育
を
固
持
教
育
と
雷
い
換
え
れ
ば
'
臼
井
は
'
正
し
い

国
語
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
基
本
的
な
知
臓
を
､
生
徒
に
徹
底
し
て
教
え
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
0
そ
こ
に
は
､
基
礎

･
基
本

を
重
視
す
る
国
糖
教
育
観
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

さ
ら
に
臼
井
は
､
基
本
さ
え
身
に
つ
い
て
い
れ
ば
､
生
徒
は
そ
こ
か
ら
自
由
に
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
､

｢自
力
で

(筆

者
娃

･
仕
上
げ
の
読
み
に
)
た
ど
り
つ
か
せ
る
｣
こ
と
が
で
蓉
る
､
と
も
考
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
生
徒

(学
習
者
)
の
学
習
の
主
体
性

と
､
個
性
を
尊
重
し
て
い
る
Q

｢中
学
生
な
ん
て
'
な
に
し
ろ
弄
ぶ
き
ど
き
で
す
か
ら
､
ど

っ
ち

へ
伸
び
る
か
わ
か

っ
た
も
の
じ

ゃ
な
い
｣

(
『自
分
を
つ
-
る
』

･

1
九
七
九
年

･
筑
摩
書
房
刊

･
五
七
ぺ
)
と
官
う
よ
う
に
､
臼
井
は
r
生
徒
を
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
持

っ
た

｢芽
ぶ
畠
ど
畠
｣
の
存
在

--7日･一一



と
し
て
見
て
い
る
｡

｢
ど

っ
ち
へ
伸
び
る
か
｣
わ
か
ら
な
い
生
徒
の
生
涯
に
わ
た

っ
て
､
指
図
す
る
よ
う
な
押
し
っ
け
は
せ
ず
､
生
徒
の

個
性
を
認
め
て
､
尊
重
し
て
い
る
｡
生
徒
が
ど

っ
ち
へ
伸
び
よ
う
か
､
決
め
る
た
め
に
､
そ
し
て
決
め
ら
れ
る
だ
け
の
､
基
礎
的
な
学
力

を
つ
け
る
こ
と
に
徹
底
し
て
い
た
｡
基
本
が
し

っ
か
り
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
､
生
徒
が

｢自
力
｣
で

｢解
釈
も
鑑
賞
も
批
評
を
も
こ
め
た
｣

｢
仕
上
げ
の
読
み
｣
に
た
ど
り
着
-
こ
と
が
で
さ
る
の
で
あ
り
'
そ
の
結
果
を
臼
井
は
尊
重
し
て
い
る
｡

あ
-
ま
で
国
語
教
師
で
あ
り
'
国
語
教
育
を
や
ろ
う
と
し
て
い
た
臼
井
書
見
の
国
語
教
育
観
と
は
､
自
分
の
考
え
を
自
分
な
り
の
言
葉

で
語
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
､
そ
し
て
'
生
徒
が

｢自
力
｣
で

｢
仕
上
げ
の
読
み
｣
に
た
ど
り
つ
-
た
め
に
'
す
べ
て
の
生
徒
に
国
語

(言
葉
)
の
基
礎
､
基
本
を
徹
底
し
て
教
え
込
み
､
最
低
水
準
の
国
語
の
学
力
を
保
証
し
て
あ
げ
た
上
で
､
生
徒

(学
習
者
)
の
主
体
性

と
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡

臼
井
は
'
教
育
に
限
ら
ず
､
人
間
と
し
て
生
畠
て
い
-
う
え
で
､

｢自
分
で
考
え
､
自
分
で
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
､
そ
う
い
う
自
分

に
着
任
を
持
つ
と
い
う
こ
と
｣

(
『
日
本
語
の
周
辺
』

二

九
七
六
年

･
毎
日
新
聞
社
刊

二

四
六
ペ
)
と
い
う
信
念
を
も

っ
て
い
た
｡

一

ま
た
､
そ
の
人
な
り
の
考
え
や
個
性
と
い

っ
た
も
の
を
尊
重
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
､
権
力
を
持

つ
も
の
､
組
織
的
な
も
の
が
押
し
っ
け
ら

射

れ
た
り
､
画

i
主
義
的
な
も
の
を
否
定
し
､
常
に
自
分
自
身
の
頭
で
考
え
､
判
断
し
た
こ
と
を
持

っ
て
接
す
る
と
い
う
考
え
で
あ

っ
た
D

i

臼
井
の
こ
う
し
た
考
え
方
が
､
昭
和
初
期
の
長
野
鼎
に
お
け
る
国
籍
教
師
が
､
西
尾
実
の

｢方
法
体
系
｣
の

｢
機
械
的
適
用
｣
に
甘
え
て
'

｢自
己
陶
酔
｣
に
陥
り
､

｢教
材
の
い
の
ち
｣
を
見
失

っ
て
い
る
､
と
い
う
実
態
に
対
し
て
､
反
省
を
促
す
こ
と
が
で
重
た
の
で
あ
ろ
う
｡

主
体
的
､
個
性
的
な
精
神
を
尊
重
し
'
責
任
あ
る
自
由
な
生
活
と
思
考
と
を
大
切
に
す
る
人
間
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
'
彼
の
国
曙
教
育
も
､

生
徒
の
主
体
性
や
個
性
を
尊
重
し
､
引
車
出
す
教
育
で
あ

っ
た
と
言
え
る
D

4

以
上
見
て
重

た
よ
う
に
'
臼
井
の
国
語
教
育
観
の
根
本
に
は
､
生
徒
の
主
体
性
や
個
性
を
尊
重
し
っ
つ
､
国
語
の
基
礎
､
基
本
は
徹
底

的
に
厳
し
-
教
え
込
む
授
業
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
す
べ
て
の
生
徒
に
'
国
譜
の
最
低
水
準
の
学
力
､
こ
れ

だ
け
は
絶
対
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
教
育
で
あ
る
｡
こ
の
臼
井
の
国
韓
教
育
の
特
色
を
､
現
在
の
国
常
数



膏
に
置
垂
換
え
て
考
え
て
み
よ
う
｡

今
回
新
し
く
改
定
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領

(平
成
元
年
沓
示
)
は
'
昭
和
｣ハ
十
二
年
十
二
月
の
教
育
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
作
成
さ

れ
た
｡
そ
の
答
申
の
中
に
'

｢
国
民
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的

･
基
本
的
な
内
容
を
重
視
し
､
個
性
を
生
か
す
教
育
の
充
実
を
図
る

こ
と
｣
と
い
う
文
官
が
あ
る
｡
こ
う
し
た
文
官
を
見
る
と
垂
､
臼
井
の

〓

点
輿
中
｣
､

｢
基
本
が
身
に
つ
-
ま
で
叩
畠
こ
む
授
業
｣
と

い
う
こ
と
は
､
こ
れ
か
ら
の
教
育
に
も
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
本
論
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
長
野
膿
の
教
育

に
限

っ
て
考
え
て
み
て
も
'
近
年
､
学
力
低
下
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
､
義
務
教
育
に
お
い
て
､
す
べ
て
の
子
供
に
､
基
本
を
身
に
つ

け
さ
せ
､
最
低
水
準
の
学
力
を
保
証
す
る
と
い
う
臼
井
の
考
え
に
立
て
ば
､
あ
る
程
度
打
開
の
通
が
見
え
て
-
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

国
語
教
室
で
の
臼
井
は
､
朗
読
の
よ
さ
を
十
分
に
発
揮
で
さ
る
教
師
だ

っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
i]B
渚
は
､
教
材
の
具
体
的
な
文
章
の
叙

述
に
即
し
て
､
作
品
そ
の
も
の
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
国
語
教
師
と
し
て
'
あ
-
ま
で
国
語
教
育
を
し
よ
う
と
し
た

臼
井
臼
彼
の
考
え
る
同
語
教
育
と
は
､
日
本
語
の
持

つ
良
さ
､
難
し
さ
を
十
分
に
発
梯
し
､
生
徒
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ

っ
た

よ
う
に
思
う
｡
つ
ま
り
'
嘗
葦
に
対
し
て
敏
感
に
な
り
､

一
つ
の
膏
薬
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
豊
富
に
持

つ
こ
と
Q
そ
う
す
れ
ば
､
自
分

の
考
え
を
､
自
分
の
生
活
に
根
ざ
し
た
青
葉
を
選
択
し
て
韓
す
こ
と
が
で
車
る
と
臼
井
は
考
え
て
い
た
｡

生
徒
に
､
あ
く
ま
で
も
国
鰭
の
力
を

つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
臼
井
の
教
義
は
､

二
言
で
言
え
ば
､
国
籍
の
持

つ
魅
力
に
富
ん
だ
教
室
だ

っ

た
よ
う
に
思
う
｡

｢主
題
は
な
に
か
｡
｣

｢
作
者
の
意
図
は
な
に
か
｡
｣
と
い
う
発
間
を
次
々
と
し
て
い
-
授
業
で
は
な
-
､
教
材
の
文

章
に
即
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
､
何
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
つ
か
ん
で
い
-
｡
時
に
は
､
叩
き
こ
む
よ
う
な
厳
し
い
授
業
､
時
に
は

一

席
プ
ツ
た
り
､
青
葉
や
作
品
に
対
し
て
自
説
を
述
べ
て
し
ま
う
脱
線
､
そ
し
て
朗
々
と
読
み
上
げ
る
朗
読
｡
こ
う
し
た
臼
井
の
国
籍
教
室

が
'

｢大
変
に
厳
し
-
､
生
徒
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
が
'

1
万
で
教
え
方
が
上
手
で
情
熱
を
傾
け
た
鯉
轟
は
評
判
が
よ
か

っ
た
o
｣

(
『侶

浪
教
育
』
第

1
二
六
〇
号

･
平
成
三
年
十

1
月
刊

･
｢
臼
井
先
生
の
思
い
出
｣
小
野
寛

･
一
〇
三
ぺ
)
と
い
う
の
も
､
う
な
ず
け
る
｡

臼
井
は
､

｢
国
語
教

師
で
あ
る
か
ら
に
は
､
生
徒
に
日
本
語
を
L

や
べ

っ
た
り
､
読
ん
だ
り
､
練

っ
た
り
す
る
こ
と
に
事
び
を
感
じ
さ
せ

な
-
て
は
話
に
な
ら
な
い
｡
｣

(
『教
育
の
心
』

二

六
七
ペ
)
と
い
う
｡
単
に
､
臼
井
の
技
術
を
ま
ね
す
る
の
で
は
な
-
､
国
語
の
授

柴
が
楽
し
い
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
臼
井
の
国
鰭
教
室
の
魅
力
を
今
後
の
国
譜
教
育
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡



以
上
の
よ
う
な
国
語
教
師
と
し
て
の
臼
井
書
見
の
足
跡
を
た
ど
る
な
か
で
､
同
時
に
長
野
県
の
国
語
教
育
界
に
お
け
る
西
尾
実
の
存
在

の
大
き
さ
と
､
そ
の
理
論
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
ま
た
､
今
回
の
考
察
の
大
重
な
収
穫
で
あ
る
C

西
尾
実
自
身
の
研
究
の
発
展
に
つ
い
て
は
､
安
良
問
康
作
氏
の

｢
国
語
教
育
に
お
け
る
西
尾
爽
研
究
の
意
義
｣
と
題
す
る
翰
文
の
中
に
､

次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
O

『
国
語
教
育
の
新
錦
城
』

(S
14
)

『
国
語
教
室
の
問
題
』

(S
15
)
等
の
著
書
や
戦
時
下
の
緒
翰
文
に
示
さ
れ
た
研
究
を
経
て
､

S

22に
刊
行
さ
れ
た

『音
素
と
そ
の
文
化
』
に
至

っ
て
､
さ
ら
に
大
き
な
新
し
い
発
展
を
画
し
て
い
る
｡

それ
は
第

一
期
に
お
け
る
､
先
生
の
国
語
教
育
研
究
が
､
大
体
に
お
い
て
大
正
初
期
以
来
の
文
学
教
育
を
中
心
に
し
て
展
開
し

て
き
て
い
る
の
に
対
し
､
そ
れ
を
大
童
-
､
青
緑
生
活
教
育
の
方
向
に
転
換
さ
せ
'
文
学
を
も
含
む
､
音
階
生
活
の
全
域
を
対
象

と
し
'
そ
れ
に
も
と
づ
-
国
語
教
育
の
実
践
に
向

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡

(
『西
尾
実
研
究
』
長
野
県
国
幣
教
育
学
会
編
著

二

九
八
三
年
刊

･
教
育
出
版
)

川

こ
の
文
章
に
従
え
ば
､
昭
和
十
年
代
後
半
は
､
西
尾
自
身
の
研
究
に
と

っ
て
も
移
行
期
で
あ

っ
た
と
い
え
る
C
ま
た
､
後
に
西
尾
の
考

8

え
が

｢
言
語
生
活
教
育
の
方
向
に
転
換
｣
し
,

｢嘗
鰭
生
活
の
全
領
域
を
対
象
｣
と
し
た
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
の
は
､
昭
和
十
八
年

-

に
臼
井
書
見
の
音
声
宮
弧は指
導
を
重
視
す
る
考
え
方
と
出
会

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
畠
る
｡
今
後
'
臼
井
書
見
の
国

語
教
育
観
を

1
層
深
-
探
究
す
る
と
と
も
に
､
西
尾
実
の
国
語
教
育
､
と
-
に
長
野
児
の
国
韓
教
育
に
与
え
た
影
響
を
た
し
か
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

付
記

こ
の
論
稿
は
､
卒
業
論
文
を
も
と
に
執
箪
し
た
も
の
で
あ
る
o

(

お
お
は
し

り
よ
う
こ

塩
尻
市
立
宮
田
小
学
校
教
諭
)


