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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
小
学
校
第
六
学
年
の
書
写
に
お
い
て
、
教
科
書
の
単
元
に
即
し
な
が
ら
、
学
習
者
が
自
ら
課
題
を
設
定
し
取

り
組
め
る
授
業
展
開
の
可
能
性
、
お
よ
び
手
本
の
な
い
状
態
で
の
学
習
者
の
「
学
び
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
授
業
実
践
を
通

し
て
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

小
学
校
国
語
科
書
写
に
お
い
て
、学
習
者
か
ら
「
手
本
が
な
い
と
上
手
く
書
け
な
い
。」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
く
。
こ
こ
で

の
「
上
手
く
」
と
は
「
整
え
て
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
は
手
本
が
あ
る
上
で
文
字
を

整
え
て
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
学
校
現
場
で
の
書
写
の
役
割
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
他

の
文
字
へ
の
応
用
に
ま
で
、
展
開
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
教
科
書
の
手
本
の
み
を
扱

う
授
業
の
た
め
、
指
導
者
が
「（
手
本
を
）
よ
く
み
て
書
き
な
さ
い
。」
と
し
か
指
導
し
な
い
授
業
と
な
っ
て
い
る
問
題
も
起

き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
書
写
教
育
の
先
行
研
究
で
は
、
毛
筆
導
入
法
に
注
目
し
た
研
究
や
一
単
元
の
指
導
法
に
注
目
し
た
研
究
が
多

く
、
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
わ
る
研
究
は
少
な
い
。
特
に
小
学
校
書
写
で
の
実
践
研
究
と
な
れ
ば
、
他
校
種
の
書
写
書

道
教
育
に
比
べ
、学
習
者
の
技
能
の
習
得
に
関
す
る
も
の
が
多
い
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
」

た
め
に
は
技
能
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
写
の
授
業
で
も
他
教
科
と
同
様
に
、
学
習
者
の
「
学
び
」
の
根
幹
に

関
わ
る
こ
と
を
取
り
入
れ
た
実
践
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
源

流
の
一
つ
で
あ
る
コ
ル
ブ
の
唱
え
た
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
に
注
目
し
、
実
践
を
通
し
て
考
察
を
お
こ
な
う
。
学
習
者
の

　
　
学
習
者
主
体
の
学
び
─
経
験
学
習
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
─

富
川
展
行
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主
体
的
・
協
働
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
展
開
、
お
よ
び
学
習
者
主
体
の
「
学
び
」
に
よ
る
、
教
科
書
の
新
た
な
扱
い

方
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
た
だ
手
本
を
も
と
に
決
め
ら
れ
た
文
字
を
学
習
す
る
だ
け
で
な
く
、
学
習
者
一
人
ひ
と

り
が
学
ぶ
書
写
教
育
を
め
ざ
す
。
コ
ル
ブ
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
書
写
の
学
習
が
継
続
的
か
つ
発
展
的
に
サ
イ
ク
ル
す

る
よ
う
に
試
み
る
。

　

実
践
の
対
象
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
教
科
書
の
単
元
に
即
し
な
が
ら
、
学
習
者
が
自
ら
課
題
を
設
定
し
、
取
り
組
め
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
他
の
文
字
へ
応
用
す
る
た
め
に
、
多
く
の
漢
字
や
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
文
字
を
整

え
て
書
く
た
め
の
法
則
を
い
く
つ
か
知
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、書
写
に
関
す
る
「
学
び
」
の
蓄
積
が
必
要
と
な
る
。
よ
っ
て
、

対
象
と
な
る
学
年
を
小
学
校
第
六
学
年
と
し
た
。

　
　
　

第
一
章
　
書
写
教
育
の
今
ま
で
と
こ
れ
か
ら

　
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
や
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
な
ど
の
二
十
一
世
紀
型
の
教
育
観
が
注
目
さ
れ

る
一
方
、
現
場
の
書
写
教
育
で
は
指
導
者
が
「（
手
本
を
）
よ
く
み
て
書
き
な
さ
い
。」
と
し
か
指
導
し
な
い
授
業
と
な
っ
て

い
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
指
導
法
に
は
、
寺
子
屋
等
の
個
人
指
導
を
中
心
と
す
る
庶
民
教
育
を
出
発
点
と
し
て
き
た
背
景
が

あ
る
。
現
在
の
教
育
現
場
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
充
実
が
進
み
、平
成
二
十
九
年
三
月
に
「
新
学
習
指
導
要
領
」
が
公
示
さ
れ
た
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、書
写
教
育
の
指
導
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
本
章
第
四
節
の
コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」
の
理
論
は
、

書
写
書
道
教
育
に
お
い
て
な
じ
み
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
理
論
に
至
る
経
緯
も
合
わ
せ
て
述
べ
る
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
書
写
教
育
の
指
導（

（
（

法

　

書
写
教
育
の
う
ち
、指
導
法
に
注
目
し
、時
代
を
お
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
整
理
す
る
に
あ
た
り
、久
米
公
の
『
書

写
書
道
教
育
要
説（

（
（

』
を
参
照
す
る
。
久
米
公
は
「
書
写
・
書
道
の
学
習
指
導
の
『
こ
れ
ま
で
』
と
『
こ
れ
か
ら
』」
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

書
道
教
育
で
は
、
古
来
、
精
神
性
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
は
人
間
教
師
に
よ
る
対
面
指
導
が
第
一
と
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さ
れ
て
き
た
。
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
、
中
世
の
武
家
や
寺
院
教
育
に
お
け
る
、
そ
し
て
ま
た
、
近
世
の
寺

子
屋
の
庶
民
教
育
に
お
け
る
手
習
い
教
育
は
、
す
べ
て
個
人
指
導
的
方
法
で
あ
っ
た
。

　

明
治
以
降
、
学
校
教
育
の
中
で
、
一
斉
指
導
と
い
う
形
の
中
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
依
然
と
し
て
個

別
的
指
導
法
が
中
心
と
さ
れ
、
一
斉
指
導
向
き
の
能
率
的
効
果
的
方
法
と
し
て
は
、
お
し
な
べ
て
格
別
の
も
の
が
確
立

さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
現
在
、
国
語
教
育
の
中
で
、
書
写
指
導
が
と
か
く
敬
遠
さ
れ
が
ち
に

な
っ
て
き
て
い
る
原
因
の
多
く
は
、
近
代
的
な
、
一
斉
指
導
向
き
の
指
導
法
や
教
材
・
教
具
の
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
貧

困
で
あ
り
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い（

（
（

。

　

久
米
公
は
「
個
人
（
個
別
的
）
指
導
」
と
「
一
斉
指
導
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、「
一
斉
指
導
」
と
教
育
機
器
の
利
用
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
注
意
し
て
お
き
た
い
点
は
、
あ
く
ま
で
「
一
斉
指
導
」
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
示
し

て
い
る
の
で
あ
り
、「
個
人
指
導
」
を
否
定
的
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
久
米
公
は
別
の
論
考
「
書
写
の
学
習
指
導
の

近
代
化
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

過
去
の
一
斉
指
導
法
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
は
、
示
範
・
範
書
で
あ
っ
た
。
教
師
が
手
本
と
そ
っ
く
り
に
大
き
く

再
現
し
て
見
せ
て
、
手
本
ど
お
り
の
書
写
法
の
要
領
を
観
察
・
感
得
さ
せ
、
そ
れ
を
く
り
返
し
回
数
多
く
書
か
せ
て
鍛

練
に
よ
っ
て
体
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
示
範
力
の
乏
し
い
教
師
に
は
、
書
き
方
・
習
字
の
指
導

は
お
ぼ
つ
か
な
い
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
風
潮
は
今
も
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
災
い
と
な
っ
て
い
る（

（
（

。

　

こ
の
久
米
公
の
指
摘
は
一
九
七
三
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
教

科
で
は
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
や
「
学
び
合
い
」、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
っ
た
学
習
形
態
レ
ベ
ル
で
の
授
業

改
善
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
に
関
し
て
は
現
在
も
な
お
、
各
学
校
で
は
「
手
習
い
教
育
」（「
個
人
指
導
」）

の
考
え
方
（
指
導
法
）
で
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
書
写
教
育
の
研
究
が
滞
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
書
写
教
育
の
指
導
法
に
つ
い
て
、
毛
筆
教
育
の
方

法
論
と
単
元
論
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
研
究
成
果
を
見
て
み
よ
う
。

①
毛
筆
教
育
の
方
法
論（

（
（

（
毛
筆
導
入
に
関
す
る
研
究
）
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毛
筆
を
用
い
た
学
習
は
小
学
校
第
三
学
年
か
ら
始
ま
る
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
「
毛
筆
を
使
用
し
て
筆
圧
な
ど
に

注
意
し
て
書
く
こ
と
。（

（
（

」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、毛
筆
で
筆
圧
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
学
習
す
る
ま
で
に
様
々
な
問
題

が
生
じ
る
。
そ
の
一
つ
が
用
具
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
日
常
使
用
し
な
く
な
っ
た
毛
筆
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
齋
木
久
美
・
小
瀧
綾
子
は
「
小
学
校
書
写
学
習
の
毛
筆
導
入
授
業
に
お
け
る
学
習
指
導
法
に
関
す
る
実
践
報
告（

（
（

」
の

研
究
テ
ー
マ
の
も
と
現
場
で
の
実
践
を
通
じ
て
考
察
し
て
い
る
。
各
用
具
の
取
り
扱
い
方
、
半
紙
ば
さ
み
の
作
り
方
、
筆
の

片
付
け
方
に
至
る
ま
で
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
常
で
毛
筆
を
使
用
す
る
機
会
が
希
薄
化
し
た
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
再

検
証
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

②
単
元
論

　

小
学
校
に
お
け
る
書
写
教
育
は
、
小
学
校
第
一
学
年
か
ら
第
六
学
年
の
全
学
年
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
松
本
仁
志
は
著

書
『「
書
く
こ
と
」
の
学
び
を
支
え
る
国
語
科
書
写
の
展
開
』
に
お
い
て
、
書
写
授
業
例
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
学

年
で
は
「
く
わ
し
く
か
ん
さ
つ
し
て
き
ろ
く
し
よ
う（

（
（

」、
第
六
学
年
で
は
「
卒
業
短
歌
を
つ
く
ろ
う（

（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、「
書

写
指
導
と
日
常
生
活
や
他
の
学
習
活
動
と
を
結
び
つ
け
る
」
こ
と
や
「『
相
手
意
識
』『
目
的
意
識
』
を
強
化
す
る（

（1
（

」
こ
と
を

意
識
し
た
書
写
の
授
業
展
開
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
目
標
に
準
拠
し
つ
つ
も
、

久
米
公
の
述
べ
て
い
る
「
手
習
い
教
育
」
か
ら
の
脱
却
の
具
体
的
方
法
の
提
示
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
か
ら
も
現
場
で
の
浸
透
に
は
時
間
は
か
か
る
も
の
の
、
実
践
的
な
研
究
が
様
々
な
形
で
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
他
に
も
書
字
行
為
と
し
て
の
研
究
と
し
て
、杉
﨑
哲
子
の
筆
記
具
の
持
ち
方
に
関
す
る
研
究（

（（
（

や
、

用
具
用
材
の
研
究
と
し
て
、
押
木
秀
樹
・
滝
本
貢
悦
の
磁
石
筆
お
よ
び
廣
瀬
裕
之
・
金
井
彬
・
遠
西
雄
太
の
軟
筆
に
関
す
る

研
究（

（1
（

な
ど
実
験
的
な
研
究
も
存
在
す
る
。

　

ま
た
機
器
の
利
用
に
つ
い
て
、
久
米
公
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

機
器
利
用
に
よ
っ
て
、
血
の
通
わ
な
い
冷
た
い
も
の
に
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
機
器
利
用
に
よ
っ
て
能
率
化
で

き
、
大
き
な
効
果
の
期
待
さ
れ
る
面
は
機
器
に
ま
か
せ
、
そ
こ
に
生
じ
た
余
力
を
、
人
間
教
師
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い

面
に
よ
り
多
く
集
中
し
て
、
あ
た
た
か
い
、
よ
り
生
徒
に
密
着
し
た
学
習
指
導
を
す
る
た
め
の
教
育
機
器
の
導
入
で
あ

り
た
い（

（1
（

。
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現
在
の
各
学
校
で
活
用
さ
れ
て
い
る
、
電
子
黒
板
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
は
予
想
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
当
時

の
指
摘
で
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
教
育
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
現
在
の
各
学
級
で
の
教
育
（
書
写

の
授
業
）
で
、
ど
れ
だ
け
の
電
子
黒
板
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
が
活
用
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
利
用

と
と
も
に
、「
個
人
指
導
」
と
「
一
斉
指
導
」
が
う
ま
く
調
和
し
た
授
業
展
開
こ
そ
が
、
今
後
の
書
写
教
育
の
指
導
法
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
大
切
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

本
実
践
研
究
（
以
下
、
第
二
章
）
で
は
、
一
単
元
の
教
材
開
発
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
教
科
書
を
用
い
た
書
写
授
業
の
方

法
改
善
と
い
う
視
点
で
進
め
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
学
習
者
が
活
発
に
活
動
で
き
る
環
境
づ
く

り
に
も
努
め
る
。
教
科
書
の
単
元
に
即
し
な
が
ら
も
、
学
習
者
が
自
ら
課
題
を
設
定
し
取
り
組
め
る
授
業
展
開
の
可
能
性
、

お
よ
び
手
本
の
な
い
状
態
で
の
学
習
者
の
学
び
の
可
能
性
に
つ
い
て
授
業
実
践
を
通
し
て
検
証
す
る
。

　
　
　
　
　

第
二
節
　
二
十
一
世
紀
型
の
教
育
観

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
用
語
が
教
育
現
場
に
浸
透
す
る
中
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な
っ
た
書
籍
も
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
学
習
形
態
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら

一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
改
革
の
中
で
普
及
し
た
。
定
義
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿

で
は
文
部
科
学
省
の
答
申
で
示
さ
れ
た
定
義
を
参
照
す
る
。

　

教
員
に
よ
る
一
方
向
的
な
講
義
形
式
の
教
育
と
は
異
な
り
、
学
修
者
の
能
動
的
な
学
修
へ
の
参
加
を
取
り
入
れ
た
教

授
・
学
習
法
の
総
称
。
学
修
者
が
能
動
的
に
学
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
知
的
、
倫
理
的
、
社
会
的
能
力
、
教
養
、

知
識
、
経
験
を
含
め
た
汎
用
的
能
力
の
育
成
を
図
る
。
発
見
学
習
、
問
題
解
決
学
習
、
体
験
学
習
、
調
査
学
習
等
が
含

ま
れ
る
が
、
教
室
内
で
の
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
等
も
有
効
な
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
で
あ
る（

（1
（

。

　

つ
ま
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
学
習
者
が
学
修（

（1
（

者
と
な
り
、
能
動
的
に
学
修
へ
参
加
で
き
る
よ
う
促
す
方
法
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
八
日
）
よ
り
三
年
後
の
教
育
課
程
企
画
特
別
部

会
の
報
告
（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
）「
論
点
整
理（

（1
（

」
に
お
い
て
、
松
下
佳
代
の
論
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
一
般
的
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
点
）

（
ａ
）
学
生
は
、
授
業
を
聴
く
以
上
の
関
わ
り
を
し
て
い
る
こ
と

（
ｂ
）
情
報
の
伝
達
よ
り
学
生
の
ス
キ
ル
の
育
成
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

（
ｃ
）
学
生
は
高
次
の
思
考
（
分
析
、
総
合
、
評
価
）
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

（
ｄ
）
学
生
は
活
動
（
例
：
読
む
、
議
論
す
る
、
書
く
）
に
関
与
し
て
い
る
こ
と

（
ｅ
）
学
生
が
自
分
自
身
の
態
度
や
価
値
観
を
探
究
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

（
ｆ
）
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
外
化
を
伴
う
こ
と

　

こ
の
引
用
に
よ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
山
内
祐
平
の
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
の
記
述
と
も
重
な
る
。

　

授
業
の
方
法
改
善
で
あ
る
。
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
（
Ｆ
Ｄ
）
の
動
き
と
も
連
動
し
な
が
ら
、
学

習
者
が
よ
り
能
動
的
に
授
業
に
参
画
で
き
る
方
法
が
模
索
さ
れ
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
広
が
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
広
が
っ
た
言
葉
で
あ
る
た
め
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
明
確
な
定
義
を
持
つ
学
術
用
語
と

い
う
よ
り
は
教
育
実
践
で
用
い
ら
れ
る
用
語
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う（

（1
（

。

　

以
上
の
こ
と
よ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
指
導
者
の
授
業
方
法
の
改
善
が
目
的
で
あ
っ
て
、
指
導
者
は
学
習
者

に
対
し
て
、
教
材
の
内
容
以
上
に
学
習
者
が
学
修
者
と
な
れ
る
よ
う
、
授
業
を
組
み
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
教
育
現
場
に
お
い
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
用
語
が
浸
透
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
授
業
方
法
の
改
善

と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
一
つ
の
方
法
論
と
し
て
広
ま
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
出
て
き
た
。
そ
し
て
平
成
二
十
九
年
三
月
公

示
の
「
新
学
習
指
導
要
領
」
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
用
語
が
直
接
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
次
章
で
は

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、「
新
学
習
指
導
要
領
」
が
公
示
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
を
整
理
す
る
。

　
　
　
　
　

第
三
節
　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

　

平
成
二
十
九
年
三
月
に
「
新
学
習
指
導
要
領
」
が
公
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
用
語
が
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広
く
使
わ
れ
て
い
た
中
、
公
示
さ
れ
た
「
新
学
習
指
導
要
領
」
内
で
は
一
切
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
教
育
現
場
に

浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
の
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
の
報
告
「
論
点
整
理
」
ま
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
論
点
整
理
を
踏
ま
え
た
総
則
の
改
善
・
充
実
及
び
今
後
の
学
習
評
価
の
在
り

方
に
つ
い
て
」
議
論
が
な
さ
れ
た
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
の
教
育
課
程
部
会
総
則
・
評
価
特
別
部
会
（
第
六
回
）
の

配
布
資
料
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

昨
年
８
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
論
点
整
理
」
に
お
い
て
は
、「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の
理
念
の
も
と
、
子
供

た
ち
に
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
総
合
的
に
育
む
た
め
に
は
、
学
び
の
量
と
と
も
に
、
質
や
深
ま
り
が
重
要
で
あ
る

と
さ
れ
、
各
教
科
等
に
お
け
る
習
得
・
活
用
・
探
究
の
学
習
過
程
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
、「
深
い
学
び
」「
対
話
的
な

学
び
」「
主
体
的
な
学
び
」
の
三
つ
の
視
点
に
立
っ
て
学
び
全
体
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
。

　
（
中
略
）

　
「
論
点
整
理
」
を
踏
ま
え
、
学
校
現
場
で
は
様
々
な
取
組
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
一
方
で
、「
こ
の
型
を
取
り
入
れ
な
け

れ
ば
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
な
い
」「
こ
の
方
法
を
実
施
し
て
お
け
ば
見
直
し
の
必
要
は
な
い
」
と
い
う
よ

う
な
、「
型
」
に
着
目
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
懸
念
も
あ
る
。「
論
点
整
理
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
は
、
特
定
の
学
習
・
指
導
の
型
や
方
法
の
在
り
方
で
は
な
く
、
習
得
・
活
用
・
探
究
の
学
習

過
程
全
体
を
見
通
し
た
不
断
の
授
業
改
善
の
視
点
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る（

（1
（

。

　

す
な
わ
ち
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
あ
く
ま
で
「
習
得
・
活
用
・
探
究
の
学
習
過
程
全
体
を
見
通
し
た
不
断
の
授

業
改
善
の
視
点
」
で
あ
り
、子
ど
も
た
ち
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
能
動
的
に
学
び
続
け
ら
れ
る
よ
う
導
く
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
用
語
が
教
育
現
場
で
一
人
歩
き
し
て
い
る
中
、
再
度
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と

は
何
な
の
か
を
考
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
那
須
正
裕
は
「『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
実
現
（「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
視
点
）」
と
い
う

テ
ー
マ
の
も
と
、「
学
び
で
あ
っ
て
教
授
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
と
示
し
、

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
は
、
子
供
の
内
に
質
の
高
い
学
び
が
実
現
さ
れ
、
資
質
・
能
力
が
十
全
に
育
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と
う
と
し
て
い
る
時
に
生
じ
て
い
る
学
び
の
様
相
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
「
主
体
的
」
も

「
対
話
的
」
も
「
深
い
」
も
、す
べ
て
子
供
側
に
生
じ
て
い
る
丸
ご
と
の
学
び
の
質
な
り
状
態
を
あ
え
て
分
析
的
に
と
ら

え
た
時
に
、
そ
こ
に
立
ち
現
わ
れ
く
る
３
つ
の
側
面
や
要
件
で
あ
っ
て
、
教
授
行
為
や
教
授
手
続
き
そ
の
も
の
を
直
截

に
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
点
に
留
意
し
た
い（

（1
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
は
じ
め
、「
主
体
的
な
学
び
」
や
「
対
話
的
な
学
び
」、「
深
い

学
び
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
教
授
法
で
は
な
く
「
学
び
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
三
つ
の
側
面
「
主
体
的
な
学
び
」・

「
対
話
的
な
学
び
」・「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く（

11
（

。

①
主
体
的
な
学
び

　

子
供
自
身
が
興
味
を
持
っ
て
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
学
習
活
動
を
自
ら
振
り
返
り
意
味
付
け
た
り
、
身
に
付
い

た
資
質
・
能
力
を
自
覚
し
た
り
、
共
有
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

②
対
話
的
な
学
び

　

身
に
付
け
た
知
識
や
技
能
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
物
事
の
多
面
的
で
深
い
理
解
に
至
る
た
め
に
は
、
多
様
な
表
現
を

通
じ
て
、
教
職
員
と
子
供
や
、
子
供
ど
う
し
が
対
話
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
を
広
げ
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

③
深
い
学
び

　

子
供
た
ち
が
、
各
教
科
等
の
学
び
の
過
程
の
中
で
、
身
に
付
け
た
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
を
活
用
・
発
揮
し
な
が
ら
物

事
を
捉
え
思
考
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
資
質
・
能
力
が
さ
ら
に
伸
ば
さ
れ
た
り
、
新
た
な
資
質
・
能
力
が
育
ま
れ
た
り
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
教
員
は
こ
の
中
で
、
教
え
る
場
面
と
、
子
供
た
ち
に
思
考
・
判
断
・
表
現
さ
せ
る
場
面
を
効
果

的
に
設
計
し
関
連
さ
せ
な
が
ら
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
用
語
と
い
う
意
味
で
は
変
化
し
た
も
の
の
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
は
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
や
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
な
ど
は
授
業
改
善
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
授
業
の
内
容

が
「
型
」
と
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、指
導
者
が
教
科
書
の
内
容
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、

学
習
者
が
教
科
書
を
手
段
と
し
て
自
ら
経
験
す
る
こ
と
を
授
業
の
主
眼
に
置
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
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で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
考
え
方
は
、
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
源
流
の
一
つ
と
し
て
、
コ
ル
ブ
（Kolb

）
の
「
経
験
学
習
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
コ
ル
ブ
の
著
書
『
経
験
学
習

（EXPERIEN
TIAL LEARN

IN
G

）』
を
も
と
に
、「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　
　
　
　
　

第
四
節
　
コ
ル
ブ
の
経
験
学
習

　

コ
ル
ブ
は
著
書
『
経
験
学
習
（EXPERIEN

TIAL LEARN
IN

G

）』
の
中
で

　

第
二
章
で
は
、特
に
レ
ヴ
ィ
ン
（Lew

in

）
と
デ
ュ
ー
イ
（D

ew
ey

）
の
理
論
に
示
さ
れ
て
い
る
経
験
学
習
サ
イ
ク
ル

を
定
義
す
る
。
さ
ら
に
、
ピ
ア
ジ
ェ
（Piaget

）
の
よ
り
直
線
（
幼
児
期
か
ら
成
人
期
へ
）
の
発
展
モ
デ
ル
は
、
具
体
的

な
現
象
論
や
抽
象
構
成
主
義
と
積
極
的
な
自
我
中
心
主
義
や
内
在
化
の
二
つ
の
弁
証
法
的
範
囲
を
加
え
た
学
習
サ
イ
ク

ル
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
学
習
サ
イ
ク
ル
と
学
習
ス
タ
イ
ル
の
概
念
は
、
経
験
学
習
理
論
に
お
け

る
最
も
広
く
知
ら
れ
た
概
念
で
あ
る（

1（
（

。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ル
ブ
は
レ
ヴ
ィ
ン
、
デ
ュ
ー
イ
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
論
を
活
用
し
な
が
ら
、
独
自
の
「
経
験
学
習
」

サ
イ
ク
ル
に
到
達
し
た
。
ま
た
、「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
（The Experiential Learning Cycle

）
に
つ
い
て
は
、
次
の

図
一
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　

図
一
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
の
四
つ
の
モ
ー
ド（

11
（

（「
具
体
的
経
験
（Concrete Experience

）」・「
内

省
的
観
察
（Reflective O

bservation

）」・「
抽
象
的
概
念
化
（Abstract Conceptualization

）」・「
能
動
的
実
験
（Active 

Experim
entation

）」）
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

学
習
は
、「
知
識
が
経
験
の
変
容
を
通
じ
て
創
造
さ
れ
る
過
程
」（
第
（
章
、p.（（

）
と
定
義
さ
れ
る
。
知
識
は
、
把

握
と
変
換
の
経
験
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
把
握
の
経
験
と
は
、
情
報
を
取
り
込
む
プ
ロ
セ
ス
を
指
し
、
変
換
の
経
験

と
は
、個
人
が
そ
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
行
動
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
験
学
習
理
論
学
習
モ
デ
ル
は
、

具
体
的
経
験
（CE

）
と
抽
象
的
概
念
化
（AC
）
の
把
握
の
経
験
の
モ
ー
ド
に
関
係
し
た
２
つ
の
弁
証
法
と
、変
容
的
観

測
（RO

）
と
能
動
的
実
験
（AE

）
の
変
換
の
経
験
の
モ
ー
ド
に
関
係
し
た
２
つ
の
弁
証
法
を
描
写
す
る
。
学
習
は
、こ

れ
ら
の
四
つ
の
学
習
モ
ー
ド
間
の
創
造
的
緊
張
の
解
決
か
ら
生
じ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
学
習
者
が
、
学
習
状
況
に
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図
一
　「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル（

11
（

敏
感
で
、
何
が
学
習
さ
れ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
帰
的
プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
の
基
盤
に
触
れ
て
い
る
理
想
的
な

学
習
サ
イ
ク
ル
ま
た
は
ス
パ
イ
ラ
ル
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
直
接
ま
た
は
具
体
的
経
験
は
、
内
省
的
観
察
の
基
礎

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
省
（
ふ
り
か
え
り
）
は
、行
動
の
新
た
な
意
味
合
い
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
抽
象
的
な
概
念

に
同
化
さ
れ
抽
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
合
い
は
、
積
極
的
に
テ
ス
ト
さ
れ
、
新
し
い
経
験
を
生
み
出
す
際
の
指
針

と
な
る（

11
（

。

（
筆
者
作
成
）

変換の

把
握
の
経験

経
験

Transform

Ex
pe
rie
nc
e

Experience

G
ra
sp

（CE）
具体的経験

（AC）
抽象的概念化

（AE）
能動的実験

（RO）
内省的観察

Concrete
Experience

Abstrac
Conceptualization

CE

AC

Reflective
Observation

Active
Experimentation

AE RO

　

つ
ま
り
、
四
つ
の
モ
ー
ド
の
関
係
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
理
想
的
な
学
習
サ
イ
ク
ル
（
ま
た
は
ス
パ
イ
ラ
ル
）
で
あ
り
、
ま

た
四
つ
の
モ
ー
ド
の
う
ち
、「
具
体
的
経
験
」
と
「
抽
象
的
概
念
化
」
は
情
報
を
取
り
込
む
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
内
省
的
観

察
」
と
「
能
動
的
実
験
」
は
情
報
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
行
動
す
る
の
か
と
い
う
点
で
関
係
し
合
っ
て
い
る
と
も
述
べ
て
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い
る
。

　

コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
考
え
る
上
で
「
ふ
り

か
え
り
」
と
と
も
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
山
内
祐
平
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
経
験
学
習
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
学
習
者
の
能
動
性
に
注
目
し
た
概
念
で
あ
る
が
、単
に
様
々
な
活
動
を
能
動
的
に
行
っ

て
い
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
経
験
学
習
の
サ
イ
ク
ル
が
回
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
経
験
を
抽
象

化
す
る
反
省
的
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
抽
象
概
念
を
も
う
一
度
経
験
に
も
ど
す
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
的
思
考
の
プ
ロ
セ
ス

が
授
業
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
サ
イ
ク
ル
に
注
目
し
た
の
は
書
写
学
習
（
書
字
行
為
）
が
「
抽
象
概
念
を
も
う
一
度
経
験
に
も
ど
す
た
め
の
デ
ザ
イ

ン
的
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
四
つ
の
モ
ー
ド
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
見
取
り
に
も
つ
な
が
る
と

仮
説
を
立
て
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
示
す
よ
う
に
書
写
学
習
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
た
い
。
学
習
者
の
主
体
的
な
学
び
を

保
証
す
る
授
業
展
開
を
考
え
る
上
で
、
一
単
元
に
つ
き
、
サ
イ
ク
ル
の
二
巡
を
一
セ
ッ
ト
と
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
、
単
元

間
に
連
続
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
図
二
の
よ
う
に
考
案
し
た
。

•

具
体
的
経
験
Ⅰ
（Concrete Experience

）

　

具
体
的
な
文
字
を
例
に
、
新
し
い
文
字
の
特
徴
と
出
会
う
。

•

内
省
的
観
察
Ⅰ
（Reflective O

bservation

）

　

過
去
の
文
字
の
特
徴
（
法
則
）
を
振
り
返
り
、
新
し
い
文
字
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る
。

•

抽
象
的
概
念
化
Ⅰ
（Abstract Conceptualization

）

　

他
の
文
字
で
も
応
用
可
能
な
知
識
と
し
て
、
理
論
立
て
す
る
。

•

能
動
的
実
験
Ⅰ
（Active Experim

entation
）

　

理
論
立
て
し
た
こ
と
を
新
し
い
文
字
で
試
み
る
。

•

具
体
的
経
験
Ⅱ
（Concrete Experience

）

　

児
童
自
身
が
決
め
た
文
字
を
試
書
す
る
。
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•

内
省
的
観
察
Ⅱ
（Reflective O

bservation

）

　

試
書
し
た
作
品
を
振
り
返
る
。

•

抽
象
的
概
念
化
Ⅱ
（Abstract Conceptualization

）

　

理
論
立
て
し
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

•

能
動
的
実
験
Ⅱ
（Active Experim

entation

）

　

理
論
立
て
し
た
こ
と
を
再
び
試
み
る
（
清
書
す
る
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
写
で
の
一
般
的
な
毛
筆
学
習
の
方
法
（
試
書
→
清
書
）
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

学
習
者
は
手
本
が
あ
れ
ば
整
え
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
手
本
の
な
い
状
態
で
は
整
え
て
書
く
こ
と
が
困
難
な
者
も
少
な

く
な
い
。
で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
左
記
三
つ
目
お
よ
び
四
つ
目
の
「
抽
象
的

概
念
化
Ⅰ
」
と
「
能
動
的
実
験
Ⅰ
」
の
部
分
の
学
習
が
そ
れ
ほ
ど
授
業
展
開
の
中
で
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
手
本
の
な
い
状
態
で
は
整
え
て
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
学
習
者
の
姿
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
学
修
者
と
な
り
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
を
も
と
に
、
手
本
の
な
い
状
態
で
の
学
習
者
の
学
び
の
サ
イ
ク

ル
に
焦
点
を
当
て
て
、
実
践
か
ら
見
え
て
く
る
学
習
者
の
「
学
び
」
の
姿
を
検
証
し
た
い
。
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
の

非
常
勤
講
師
と
し
て
の
勤
務
先
で
あ
る
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校
第
六
学
年
で
お
こ
な
う
。
手
本
の
な
い
状
態
を
一

つ
の
手
立
て
（
学
習
の
仕
掛
け
）
と
し
て
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
他
の
文
字
へ
応
用
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
漢
字
や
こ
と
ば

を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
文
字
を
整
え
て
書
け
る
法
則（

11
（

を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
よ
っ
て
、
対
象
と
な
る

学
年
を
小
学
校
第
六
学
年
と
し
た
。

　
　
　

第
二
章
　
授
業
検
証
の
実
際

　

本
章
で
は
、
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校（

11
（

第
六
学
年
の
児
童
を
対
象
と
し
、
コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
を

も
と
に
授
業
を
組
み
立
て
、
展
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
を
お
こ
な
う
。
な
お
、
教
科
書（

11
（

教
材
の
順
に
即
し
な
が
ら
、
児

 

具体的経験Ⅰ	

0 
内省的観察Ⅰ	

抽象的概念化Ⅰ	

能動的実験Ⅰ	

具体的経験Ⅱ	

内省的観察Ⅱ	

抽象的概念化Ⅱ	

能動的実験Ⅱ	

次の単元へ	

図
二	

書
写
に
お
け
る
�
経
験
学
習
�
サ
イ
ク
ル
�
筆
者
作
成
� 

図
二
　
書
写
に
お
け
る
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル

（
筆
者
作
成
）
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童
自
身
が
課
題
を
設
定
し
、取
り
組
め
る
よ
う
授
業
を
計
画
す
る
。
本
稿
で
は
「
組
み
立
て
方
（
三
つ
の
部
分
）〈
湖
〉」
で
の

実
践
を
例
に
検
証
を
お
こ
な
う
。

　
　
　
　
　

第
一
節
　
授
業
第
一
時
（
課
題
の
確
認
・
分
析
と
自
己
課
題
の
決
定
）

①
具
体
的
経
験
Ⅰ
（Concrete Experience

）・
内
省
的
観
察
Ⅰ
（Reflective O

bservation

）　

東
京
書
籍
『
新
編　

新
し
い
書
写　

六
』
の
第
一
テ
ー
マ
「
組
み
立
て
方
（
三
つ
の
部
分
）〈
湖
〉」
よ
り
、「
湖
」
の
文
字

に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
。
次
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト（

11
（

を
用
い
て
、「
自
己
分
析
→
他
者
と
の
共
有
」
の
流
れ
で
、「
組
み
立

て
方
」
に
つ
い
て
学
習
を
お
こ
な
う
。

②
抽
象
的
概
念
化
Ⅰ
（Abstract Conceptualization

）・
能
動
的
実
験
Ⅰ
（Active Experim

entation

）

　
「
組
み
立
て
方
（
三
つ
の
部
分
）」
か
ら
成
り
立
つ
漢
字
を
書
き
出
す
。「
他
者
と
の
共
有
→
自
己
課
題
の
決
定
」
に
至
る
。

　

授
業
の
実
際
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

具
体
的
な
評
価
規
準

導
　
入

具
体
的
経
験
Ⅰ

一
斉

○
教
科
書
の
題
材
「
湖
」
と

出
会
う
。

展
　
開

内
省
的
観
察
Ⅰ

個
人

ペ
ア

一
斉

○「
湖
」の
特
徴
に
つ
い
て
、

自
分
な
り
に
分
析
す
る
。

○
隣
ど
う
し
で
意
見
交
換

す
る
。

○
見
つ
け
た
特
徴
に
つ
い

て
、黒
板
に
示
さ
れ
た
「
湖
」

を
用
い
て
説
明
す
る
。

○
赤
鉛
筆
で
自
分
の
気
づ

き
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書

き
込
む
よ
う
指
示
す
る
。

○
三
年
間
で
学
習
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
振
り
返
り
、

考
え
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。

○
相
手
に
自
分
の
気
づ
き

を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
支
援

す
る
。

○
事
前
に
板
書
ま
た
は
電

子
黒
板
等
を
用
い
て
、
発

表
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

を
お
こ
な
う
。

○
自
分
の
力
で
、
気
づ
い
た

点
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
書
き
込
め
て
い
る
か
。

○
自
分
の
考
え
を
相
手
に
ど

の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
伝
わ
り

や
す
い
か
を
考
え
て
話
し
合

え
て
い
る
か
。

○
発
表
者
の
考
え
を
聞
く
態

度
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
。
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展
　
開

抽
象
的
概
念
化
Ⅰ

一
斉

個
人

ペ
ア

一
斉

○
「（
三
つ
の
）
組
み
立
て

方
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

○
「（
三
つ
の
）
組
み
立
て

方
」
を
活
用
で
き
る
漢
字
を

探
す
。

○
隣
ど
う
し
で
意
見
交
換

す
る
。

○
電
子
黒
板
に
表
示
さ
れ

た
筆
順
ア
プ
リ
画
面
（
操
作

は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
）
を
用

い
て
紹
介
す
る
。

○
自
分
の
気
づ
き
に
な
い

場
合
、
青
鉛
筆
で
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
に
書
き
込
む
よ
う

指
示
す
る
。

○
題
材
の
テ
ー
マ
「（
三
つ

の
）
組
み
立
て
方
」
を
提

示
す
る
。（
児
童
の
気
づ

き
か
ら
出
る
よ
う
支
援
す

る
。）

○
漢
字
が
思
い
つ
か
な
い

児
童
が
い
た
場
合
、
他
の

児
童
か
ら
い
く
つ
か
例
示

さ
せ
、
考
え
や
す
い
よ
う

配
慮
す
る
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
下
段
の

「
友
だ
ち
の
気
づ
き
」
欄
に

書
き
込
む
よ
う
指
示
す
る
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
下
段
の

「
友
だ
ち
の
気
づ
き
」
欄
に

書
き
込
む
よ
う
指
示
す
る
。

○
発
表
者
の
意
見
を
聞
き
、

自
分
の
気
づ
き
と
比
べ
ら
れ

て
い
る
か
。

○「（
三
つ
の
）組
み
立
て
方
」

に
注
目
で
き
て
い
る
か
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
上
段
の

「
自
分
の
気
づ
き
」
欄
に
漢

字
が
書
け
て
い
る
か
。

○
自
分
自
身
の
力
で
当
て
は

ま
る
漢
字
を
考
え
て
い
る

か
。

○
発
表
者
の
考
え
を
聞
く
態

度
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
。

○
発
表
者
の
意
見
を
聞
き
、

自
分
の
気
づ
き
と
比
べ
ら
れ

て
い
る
か
。

ま
と
め

個
人

○
自
己
課
題
を
決
定
す
る
。
○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
最
後

に
挑
戦
す
る
漢
字
を
書
く

よ
う
指
示
す
る
。

○
挑
戦
す
る
漢
字
を
考
え
ら

れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の

漢
字
は
「（
三
つ
の
）
組
み

立
て
方
」
か
ら
成
る
漢
字
か
。

　

ま
た
、
実
際
の
授
業
風
景
は
上
図
の
通
り
で
あ
る（

11
（

。

　
　
　
　
　

第
二
節
　
授
業
第
二
時
（
自
己
課
題
の
分
析
・
目
標
設
定
と
試
書
）

①
能
動
的
実
験
Ⅰ
（Active Experim

entation

）

　

前
時
に
決
め
た
「
挑
戦
す
る
漢
字
」
が
印
刷
さ
れ
た
一
人
別
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト（

1（
（

を
用
い
て
、
分
析
を
お
こ
な
う
。

授
業
風
景
一

授
業
風
景
二
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②
具
体
的
経
験
Ⅱ
（Concrete Experience

）

　

漢
字
を
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
の
目
標
を
設
定
し
試
書
す
る
。

　

授
業
の
実
際
に
つ
い
て
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

具
体
的
な
評
価
規
準

導
　
入

一
斉

○
自
己
課
題
の
漢
字
（
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
た

漢
字
）
を
確
認
す
る
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
載

さ
れ
た
漢
字
に
誤
り
が
な

い
か
声
を
か
け
る
。

展
　
開

能
動
的
実
験
Ⅰ

具
体
的
経
験
Ⅱ

個
人

個
人

ペ
ア

個
人

○
自
己
課
題
の
漢
字
の
特

徴
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に

分
析
す
る
。

○
「
こ
だ
わ
り
」
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
目
標
を
設
定
す

る
。

○
隣
ど
う
し
で
意
見
交
換

す
る
。

○
「
こ
だ
わ
り
」
ポ
イ
ン
ト

を
意
識
し
な
が
ら
試
書
す

る
。

○
赤
鉛
筆
で
自
分
の
気
づ

き
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書

き
込
む
よ
う
指
示
す
る
。

○
相
手
に
自
分
の
気
づ
き

を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
支
援

す
る
。

○
気
を
つ
け
て
い
る
も
の

の
、
毛
筆
の
技
能
が
伴
わ

な
い
児
童
に
は
手
を
添
え

て
共
に
書
く
な
ど
支
援
す

る
。
た
だ
し
、
手
本
を
書

く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
児
童
の
気
づ
き
に
寄
り

添
っ
て
支
援
す
る
。

○
自
分
の
力
で
、
気
づ
い
た

点
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
書
き
込
め
て
い
る
か
。

○
自
分
の
考
え
を
相
手
に
ど

の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
伝
わ
り

や
す
い
か
を
考
え
て
話
し
合

え
て
い
る
か
。

○
「
こ
だ
わ
り
」
ポ
イ
ン
ト

を
意
識
し
な
が
ら
試
書
で
き

て
い
る
か
。

ま
と
め

個
人

○
試
書
し
た
作
品
と
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
提
出
す
る
。

○
作
品
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

の
両
方
を
提
出
す
る
よ
う

に
声
を
か
け
る
。
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第
三
節
　
授
業
第
三
時
（
相
互
チ
ェ
ッ
ク
と
練
習
）

①
内
省
的
観
察
Ⅱ
（Reflective O

bservation

）

　

試
書
し
た
作
品
を
振
り
返
る
。
次
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
、「
他
者
の
作
品
の
批
評
→
相
互
チ
ェ
ッ
ク
」
の
流
れ
で
、

清
書
に
向
け
て
改
善
点
を
見
つ
け
、
練
習
す
る
。

　

授
業
の
実
際
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

具
体
的
な
評
価
規
準

導
　
入

一
斉

○
返
却
さ
れ
た
前
時
の
作

品
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
確

認
す
る
。

展
　
開

内
省
的
観
察
Ⅱ

個
人

ペ
ア

個
人

○
ペ
ア
で
作
品
と
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
交
換
し
、
相
手
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
気
づ
き

を
書
く
。

○
隣
ど
う
し
で
意
見
交
換

す
る
。

○
部
分
練
習
を
含
め
て
、
次

回
に
向
け
て
毛
筆
で
練
習

す
る
。

○
図
を
使
っ
て
示
し
て
い

る
児
童
な
ど
を
例
に
、
相

手
に
伝
え
る
た
め
の
工
夫

を
す
る
よ
う
声
を
か
け
る
。

○
ア
ド
バ
イ
ス
が
思
い
つ

か
な
い
児
童
に
は
、
寄
り

添
っ
て
支
援
す
る
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入

し
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
詳
し

く
伝
え
る
よ
う
指
示
す
る
。

○
毛
筆
の
技
能
が
伴
わ
な

い
児
童
に
は
手
を
添
え
て

共
に
書
く
な
ど
支
援
す
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
手
本

を
書
く
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
児
童
の
気
づ
き
に

寄
り
添
っ
て
支
援
す
る
。

○
ア
ド
バ
イ
ス
方
法
を
考
え

て
取
り
組
め
て
い
る
か
。

○
自
分
の
考
え
を
相
手
に
ど

の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
伝
わ
り

や
す
い
か
を
考
え
て
話
し
合

え
て
い
る
か
。

○
発
表
者
の
考
え
を
聞
く
態

度
が
と
れ
て
い
る
か
。

ま
と
め

個
人

○
作
品
台
紙
と
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
提
出
す
る
。

○
片
付
け
を
す
る
。

○
作
品
台
紙
と
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
の
両
方
を
提
出
す

る
よ
う
に
声
を
か
け
る
。
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第
四
節
　
授
業
第
四
時
（
清
書
・
ま
と
め
）

①
抽
象
的
概
念
化
Ⅱ
（Abstract Conceptualization

）　

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
自
己
分
析
お
よ
び
他
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
に
、
理
論
立
て
し
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

②
能
動
的
実
験
Ⅱ
（Active Experim

entation

）

　

理
論
立
て
し
た
こ
と
を
再
び
試
み
る
（
清
書
す
る
）。

　

授
業
の
実
際
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

具
体
的
な
評
価
規
準

導
　
入

抽
象
的
概
念
化
Ⅱ

一
斉

○
前
時
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
も
と
に
、
理
論
立
て
し
た

こ
と
を
再
確
認
す
る
。

○
題
材
の
テ
ー
マ
が
「（
三

つ
の
）
組
み
立
て
方
」
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

展
　
開

能
動
的
実
験
Ⅱ

個
人

○
何
に
気
を
つ
け
て
取
り

組
む
の
か
考
え
て
清
書
す

る
。

○
児
童
の
気
づ
き
に
寄
り

添
っ
て
支
援
す
る
。

○
周
囲
に
配
慮
し
つ
つ
も
、

ペ
ア
で
助
言
し
合
え
る
環

境
づ
く
り
を
す
る
。

○
前
時
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

と
に
、
自
己
課
題
の
漢
字
の

「（
三
つ
の
）
組
み
立
て
方
」

に
気
を
つ
け
て
書
け
て
い
る

か
。

ま
と
め

個
人

○
片
付
け
を
す
る
。

○
清
書
作
品
を
提
出
す
る

よ
う
に
声
を
か
け
る
。

（
次
時
）

個
人

○
試
書
作
品
と
清
書
作
品

を
比
較
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
ま
と
め
る
。

○
書
写
時
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
た
り
、
工
夫

し
た
り
し
な
が
ら
、
運
筆

し
て
い
た
か
を
ま
と
め
る

よ
う
指
示
す
る
。

○
具
体
的
な
自
身
の
活
動
に

つ
い
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る

か
。

　
　
　
　
　

第
五
節
　
実
践
結
果
の
検
証
と
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
の
形
成
過
程

　

漢
字
（
書
体
で
い
え
ば
楷
書
）
は
、
ひ
ら
が
な
に
比
べ
、
主
に
直
線
的
な
線
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
文
字
と
し
て
成
立
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し
て
い
る
。
ま
た
本
単
元
の
よ
う
に
、
漢
字
は
い
く
つ
か
の
部
分
の
集
ま
り
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
実
践

は
手
本
を
用
い
た
学
習
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
え
て
手
本
を
な
く
し
、
学
習
者
の
考
え
を
も
と
に
授
業
を
進
め
る

こ
と
で
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
授
業
内
で
思
考
を
働
か
せ
取
り
組
め
る
こ
と
を
意
図
と
し
た
。
コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」

サ
イ
ク
ル
を
も
と
に
、「
学
び
」
の
サ
イ
ク
ル
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
一
時
間
の
授
業
で
学
び
が
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
の
中
で
、
学
習
を
見
通
し
振
り
返
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
対

話
す
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
学
習
者
が
考
え
る
場
面
と
指
導
者
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
た（

11
（

。

図
三
　
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
部
分
）

　

次
に
、
学
習
者
の
実
際
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
、
個
の
「
学
び
」、
他
者
と
の

「
学
び
」・
集
団
の
「
学
び
」
の
三
点
に
注
目
し
て
検
証
を
お
こ
な
う
。

①
個
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
の
検
証

　

第
三
学
年
か
ら
第
五
学
年
ま
で
に
学
ん
だ
こ
と
を
活
用
し
た
姿
は
、
図
三
の

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
学
習
者
の
分
析
で
あ
る
。
図
三
に
示
し

た
学
習
者
は
普
段
か
ら
書
写
の
学
習
に
積
極
的
で
あ
り
、
文
字
を
整
え
て
書
く

意
識
も
高
い
。
文
字
に
対
し
て
水
平
に
線
を
入
れ
、「
さ
ん
ず
い
」
と
「
月
」
の

上
お
よ
び
「
古
」
の
下
に
丸
を
書
く
こ
と
で
、
三
つ
の
部
分
の
上
下
の
位
置
関

係
に
つ
い
て
示
し
、「『
古
』
は
少
し
上
か
ら
だ
か
ら
、
少
し
下
が
あ
く
。」
と
言

及
し
て
い
る
。
本
単
元
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
組
み
立
て
方
（
三
つ
の
部
分
）」
だ

け
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、「
さ
ん
ず
い
」
に
つ
い
て
「（
二
、三
画
目
が
）
そ

ろ
え
て
い
る
。
上
よ
り
下
の
方
が
出
て
い
る
。」
と
線
を
縦
に
引
く
こ
と
で
点

画
の
位
置
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
月
」
の
間
隔
を
統
一
す
る
こ
と
を

指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、「
古
」
の
口
部
に
つ
い
て
「『
月
』
と
（
の
）
は
ば
と

だ
い
た
い
同
じ
。」
と
示
し
、
こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
こ
と
を
い
か
し
て
い
る

姿
が
見
ら
れ
る
。。「
自
分
の
気
づ
き
」
と
し
て
、
三
つ
の
組
み
立
て
方
を
意
識
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し
な
が
ら
、
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
小
学
校
第
六
学
年
で
あ
り
多
く
の
漢
字
を
学
習
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
多
様
な
漢
字
を
自
ら
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
示
す
図
四
の
学
習
者
は
文
字
を
整
え
て
書
く
こ
と
に
苦
手
意
識
を
持
つ
学
習
者
で
あ
る
が
、
三
つ
の
組
み
立
て
方
で

成
立
し
て
い
る
漢
字
を
考
え
る
際
、特
に
積
極
的
に
取
り
組
め
て
い
た
。
授
業
時
の
積
極
的
な
様
子
は
、図
四
に
示
し
た
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
湖
」
の
下
部
に
書
き
出
さ
れ
た
漢
字
に
は
文
字
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
も
の
も

含
ま
れ
る
中
、
組
み
合
わ
せ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
必
死
で
紡
ぎ
出
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
「
竜
」
の
字
を
書

き
、「
滝
」
の
字
も
す
ぐ
そ
ば
に
書
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、「
木
（
き
へ
ん
）」
と
「
山
」
と
「
里
」
を
組
み
合
わ
せ
て
類
推

す
る
な
ど
、
漢
字
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
く
と
も
、
一
つ
の
漢
字
を
部
品
（
漢
字
）
の
集
合
と
し
て
考
え
、
悩
み
な
が
ら

図
四
　
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
部
分
）

紡
ぎ
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
試
行
錯
誤
を
「
自
分
の
気
づ
き
」
の
枠
内

に
は
書
か
ず
、
欄
外
で
書
き
出
し
考
え
て
い
る
姿
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
「
自
分
の

気
づ
き
」
に
は
多
数
の
漢
字
を
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。「
能
動
的
実
験
Ⅰ
」

を
明
確
に
授
業
展
開
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
書
写
の
授
業
が
技
能
面
重
視
に
展
開
さ

れ
る
だ
け
で
は
な
い
、
授
業
内
容
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
の
活
躍
の
場
を
与
え
、
学

ぶ
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
他
者
と
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
検
証

　

こ
こ
で
は
第
三
時
の
「
他
者
の
作
品
の
批
評
」
で
の
学
習
者
の
「
学
び
」
に
つ
い

て
検
証
を
お
こ
な
う
。
本
実
践
で
は
、
た
だ
相
手
の
作
品
に
つ
い
て
批
評
す
る
だ
け

で
な
く
、
伝
え
方
に
工
夫
す
る
よ
う
声
か
け
を
し
た
。
自
分
の
気
づ
い
た
こ
と
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
す
れ
ば
、
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
の
か
を
考
え
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
書
き
込
み
伝
え
る
活
動
で
あ
る
。
学
習
者
の
様
々
な
工
夫
に
つ
い
て
は

図
五
や
図
六
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　

図
五
お
よ
び
図
六
の
右
半
分
は
学
習
者
の
第
二
時
で
の
学
習
者
自
身
に
よ
る
分
析
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で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
左
半
分
の
伝
え
方
の
工
夫
で
あ
る
。
左
半
分
は
第
三
時
の
ペ
ア
の
学
習
者
に
よ
る
分
析

結
果
で
あ
る
。
前
時
の
分
析
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
本
人
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
評
価
者
は
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
、
図
を
用
い
た

り
、
色
を
つ
け
て
工
夫
し
た
り
と
積
極
的
な
活
動
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
図
五
に
示
し
た
学
習
者
の
評
価
者
は
「
ア
ド
バ
イ

ス
」
と
「
で
き
て
い
る
」
な
ど
、
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
書
き
方
も
で
き
て
い
る
。
図
六
で
は
伝
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

図
五
　
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
部
分
）

な
工
夫
が
で
き
る
か
思
考
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

③
集
団
の
「
学
び
」
に
つ
い
て
の
検
証

　

ま
ず
は
、
学
び
合
い
が
可
能
な
ク
ラ
ス
の
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
践

校
で
あ
る
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校
で
は
「
ひ
と
り
で
考
え　

ひ
と
と
考
え　

最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
子
」
を
学
校
目
標
と
し
、
学
び
合
い
の
活
動
を
授
業
で
取
り
込

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
書
写
の
授
業
に
お
い
て
も
同
様
で
、
書
い
た
文
字
に
対
し
て
お

互
い
に
語
り
合
い
、
学
び
合
う
活
動
を
入
れ
、
学
習
者
間
で
協
力
し
て
よ
り
よ
く
し

図
六
　
学
習
の
様
子

図
七
　
交
流
（
学
び
合
い
）
の
様
子
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図
八
　
発
表
時
の
挙
手
の
様
子

図
九
　
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

て
い
く
環
境
が
整
っ
て
い
る
。
図
七
に
示
す
の
は
、
同
じ
班
内
で
意
見

交
換
を
お
こ
な
っ
て
い
る
時
の
様
子
で
あ
る
。
自
身
の
漢
字
と
相
手
の

漢
字
を
比
べ
合
い
、
紹
介
し
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
た
だ
紹
介
す
る
に

留
ま
ら
ず
、
新
た
に
三
つ
の
組
み
立
て
方
か
ら
成
る
漢
字
を
紡
ぎ
出
す

場
面
も
各
班
で
見
ら
れ
た
。

　

次
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
図
八
に
示
す
の
は
第

一
時
で
の
漢
字
を
紹
介
す
る
際
の
様
子
で
あ
る
。
本
実
践
で
は
紹
介
す

る
た
め
に
、
発
表
の
手
助
け
と
し
て
用
い
た
が
、
発
表
し
た
い
と
い
う

積
極
的
な
態
度
が
見
ら
れ
た
。
学
習
者
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
用
い
て
発
表

で
き
る
喜
び
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
を
間
違
え
ず
に
発
表

で
き
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
積
極
的
な
発
表

に
は
、
発
表
し
や
す
い
ク
ラ
ス
の
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
発
表
者
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。今
回
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

学
習
者
は
自
身
の
考
え
を
誤
り
な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が

発
表
す
る
際
の
自
信
と
い
う
形
で
手
助
け
と
な
り
、
積
極
的
な
発
表
に

つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
い
ご
に
、「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
の
形
成
過
程
が
垣
間
見
ら
れ
た

場
面
を
示
そ
う
。
本
実
践
で
は
図
二
に
示
す
サ
イ
ク
ル
の
一
単
元
に
注

目
し
、
考
察
を
進
め
た
が
、
次
単
元
で
あ
る
「
筆
順
」
に
注
目
し
た
授

業
場
面
に
お
い
て
、
単
元
間
に
お
け
る
「
学
び
」
の
連
続
性
も
明
ら
か

と
な
っ
た
。

　

図
九
に
示
す
学
習
者
は
、「
希
」
の
文
字
に
つ
い
て
は
単
元
が
「
筆

図
十
　
図
九
の
部
分
拡
大
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順
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
選
択
し
、
熟
語
と
し
て
「
希
望
」
を
選
択
し
た
。
図
十
に
示
す
よ
う
に
、
単
元
終
了
時
の
学
習
の
ま

と
め
に
お
い
て
、「
望
」
に
つ
い
て
「
三
つ
の
パ
ー
ツ
（
亡
・
月
・
王
）
を
中
心
に
ち
か
づ
け
る
こ
と
で
、
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く

な
っ
た
。」
と
、
前
単
元
で
学
習
し
た
内
容
を
い
か
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
筆
順
に
気
を
つ
け
な
が
ら

学
習
を
進
め
て
い
る
も
の
の
、
た
だ
筆
順
を
守
れ
ば
良
い
の
で
は
な
く
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
こ
と
を
念
頭
に
置
く

こ
と
が
で
き
て
い
る
表
れ
と
い
え
る
。
書
写
教
育
（
書
字
行
為
）
に
お
い
て
、
文
字
の
特
性
を
知
り
、
考
え
て
書
く
こ
と
は
、

他
の
文
字
を
書
く
際
に
も
活
用
で
き
る
。
そ
し
て
指
導
者
は
教
科
書
に
示
さ
れ
た
文
字
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
題
材

か
ら
何
を
学
び
取
れ
る
の
か
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
指
導
者
が
図
二
に
示
し
た
サ
イ
ク
ル
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
学
習
者

に
対
し
て
、
学
習
者
自
身
が
主
体
的
に
学
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
一
単
元
内
の
サ
イ
ク
ル
を
八
つ

に
細
分
化
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
見
取
り
も
詳
細
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
指
導
者
に
と
っ
て
の
大
き
な
成

果
と
成
り
得
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

三
つ
の
部
分
の
「
組
み
立
て
方
」
が
学
習
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
「
湖
」
の
学
習
を
終
え
、
一
ク
ラ
ス
あ
た
り
百
を
こ
え

る
漢
字
が
学
習
者
か
ら
挙
げ
ら
れ
た
。
本
実
践
で
は
、
そ
の
中
か
ら
学
習
者
自
身
が
挑
戦
す
る
文
字
を
決
定
し
、
取
り
組
む

活
動
を
お
こ
な
っ
た
。
自
身
で
選
択
し
た
漢
字
の
た
め
、
学
習
者
が
意
欲
的
に
取
り
組
む
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

学
習
者
が
ど
れ
ほ
ど
の
漢
字
を
パ
ー
ツ
ご
と
の
認
識
で
記
憶
し
て
い
る
の
か
と
い
う
課
題
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
漢
字
を

書
く
運
動
（
手
の
運
動
）
の
中
で
認
知
し
て
い
る
こ
と
と
、視
覚
的
に
構
造
（
パ
ー
ツ
）
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
の
双
方

が
関
連
し
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
学
習
者
に
と
っ
て
漢
字
を
記
憶
す
る
際
の
認
識

方
法
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
う
ま
れ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
継
続
的
な
研
究
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
授
業
の
本
実
践
後
に
二
者
択
一
式
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト（

11
（

結
果
に
つ
い
て
は
次
に
示
す
通
り
で
あ

る
。

①
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
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Ａ
．
手
本
が
あ
る
方
が
、
考
え
て
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
と
思
う
。

　

Ｂ
．
手
本
が
な
い
方
が
、
考
え
て
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
と
思
う
。

②
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
目
的
は
、
手
本
が
必
要
か
必
要
で
な
い
か
を
問
う
た
め
で
は
な
い
。
回
答
し
た
理
由
に
注
目
す

る
こ
と
で
、
本
実
践
を
終
え
た
学
習
者
に
と
っ
て
、
手
本
が
ど
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
い
く
つ
か
意
見
を
抽
出
し
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
回
答
者
の
考
え
に
つ
い
て
整
理
し
た
い（

11
（

。

　

ま
ず
Ａ
と
回
答
し
た
理
由
に
は
、

•

あ
っ
た
方
が
後
で
字
の
形
を
見
か
え
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
い
場
合
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
る
の
か
が
、
書
い
て

い
る
と
中
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
Ａ
の
『
手
本
が
あ
る
方
が
、
考
え
て
整
っ
た
文
字
が

書
け
る
と
思
う
』
に
し
ま
す
。

•
手
本
が
あ
る
と
つ
く
え
の
ス
ペ
ー
ス
が
せ
ま
く
な
る
け
ど
、
あ
っ
た
方
が
ど
こ
か
ら
か
き
は
じ
め
る
の
か
分
か
る
か
ら
で

す
。

•

自
分
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
文
字
に
対
し
、
ま
ち
が
っ
た
書
き
方
・
形
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
。

と
い
う
よ
う
に
、手
本
の
正
確
さ
や
手
本
に
対
す
る
書
写
中
の
安
心
感
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、

よ
り
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
方
と
し
て
、
Ａ
を
選
ん
だ
回
答
も
見
ら
れ
た
。

　

次
に
Ｂ
と
回
答
し
た
理
由
に
は
、

•

な
い
方
が
、
自
分
で
、
こ
う
せ
い
を
考
え
て
、
か
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
一
人
一
人
ち
が
う
の
で
、
み
ん
な
と
比
べ
ず
、

自
分
の
字
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

•

お
手
本
が
な
い
の
で
、
こ
ま
か
い
所
ま
で
自
分
で
考
え
て
か
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
お
手
本
が
な
い
か
ら
人
か
ら
の
ア

ド
バ
イ
ス
が
吸
収
し
や
す
い
。

•

自
分
の
苦
手
な
文
字
を
じ
っ
く
り
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
文
字
は
、
こ
の
文
字
と
こ
う
成
が
同

じ
な
ん
だ
な
と
く
み
た
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

と
い
う
よ
う
に
、
自
分
で
考
え
て
書
け
る
こ
と
や
い
つ
も
以
上
に
ア
ド
バ
イ
ス
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
回



213 学習者主体の学び

答
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
「
思
考
力
も
き
た
え
ら
れ
る
。」
と
、書
写
の
技
能
だ

け
で
な
く
、
教
科
間
を
超
え
た
「
学
び
」
そ
の
も
の
に
関
わ
る
意
見
を
も
つ

学
習
者
も
い
た
。

　

以
上
の
結
果
か
ら
、
手
本
が
な
い
状
況
に
対
し
て
、
困
難
さ
を
抱
く
学
習

者
も
い
る
一
方
で
、
書
写
の
学
習
に
お
い
て
も
学
習
者
自
身
が
興
味
を
持
っ

て
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
学
習
活
動
を
自
ら
振
り
返
り
意
味
付
け

た
り
、
身
に
付
い
た
資
質
・
能
力
を
自
覚
し
た
り
、
共
有
し
た
り
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

コ
ル
ブ
の
「
経
験
学
習
」
サ
イ
ク
ル
を
書
写
の
「
学
び
」
に
適
用
す
る
こ

と
で
、
学
習
者
の
文
字
だ
け
で
な
く
、
活
動
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
授
業
実

践
が
可
能
と
な
っ
た
。
文
字
を
整
え
て
書
く
た
め
に
、
何
を
考
え
て
書
く
の

か
。
た
だ
手
本
そ
っ
く
り
に
書
写
す
る
の
で
は
な
く
、
文
字
の
法
則
や
形
に

注
目
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
自
ら
考
え
、
書
く
こ
と
の
で
き
る
学
修
者
と
な
り
え
る
。
た
だ
し
、
一
単
元
で
は
な
く
、
図

二
に
示
し
た
よ
う
に
連
続
性
の
中
で
の
積
み
重
ね
が
あ
り
、「
学
び
」
が
深
く
な
る
と
い
う
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
文

字
を
整
え
て
書
く
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
学
習
者
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
ま
た
小
学
校
第
六
学
年
の
児
童
で
も
十
分
に
自

ら
課
題
を
設
定
し
取
り
組
め
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
学
習
者
主
体
の
「
学
び
」
に
注
目
し
、
コ
ル
ブ
の
理
論
を
軸
に
論
じ
た
た
め
に
、
書
写
書
道
で
あ
る
か
ら
こ
そ

可
能
な
「
学
び
」
の
言
及
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
用
い
る
フ
ォ
ン
ト
の
問
題
に
つ
い
て
も
課
題

が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
実
践
校
と
し
て
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校
で
試
み
た
が
、
一
般
化
さ
れ
る
よ
う

に
今
後
は
多
く
の
小
学
校
で
同
様
の
実
践
を
試
み
る
必
要
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

今
後
、
各
教
科
領
域
に
お
い
て
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
着
目
し
た
研
究
が
一
層
進
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
書

写
書
道
教
育
も
手
本
を
見
て
書
く
だ
け
で
な
く
、
他
教
科
同
様
、
学
習
者
自
身
に
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
保

証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
研
究
を
継
続
的
に
お
こ
な
い
、
理
論
と
実
践
の
双
方
か
ら
進
め
た
い
。

21名

13名
Aを回答
Bを回答

Aを回答
Bを回答

Aを回答
Bを回答

（ 6年 1組）

（ 6年 2組）

24名

10名

（ 6年 3組）

18名
17名
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〈
注
〉

（
（
）
本
文
で
は
、
指
導
と
い
う
用
語
を
従
来
の
「
あ
る
目
的
・
方
向
に
向
か
っ
て
教
え
導
く
こ
と
」、
教
授
を
「
知
識
・
技
能
を
授
け
、
そ
の
心
意
作
用

の
発
達
を
助
け
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

（
（
）
久
米
公
の
『
書
写
書
道
教
育
要
説
』
は
一
九
八
九
年
発
行
で
あ
る
が
、
指
摘
に
は
現
在
の
書
写
書
道
教
育
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
（
）
久
米
公
『
書
写
書
道
教
育
要
説
』
萱
原
書
房
、
一
九
八
九
年
十
一
月
二
十
五
日
、p.（（（

。

（
（
）
久
米
公
「
書
写
の
学
習
指
導
の
近
代
化
」『
国
語
教
育
研
究
（
（0
）』
広
島
大
学
教
育
学
部
光
葉
会
、
一
九
七
三
年
十
二
月
一
日
、p.（（（

。

（
（
）
本
論
で
参
照
に
し
た
齋
木
久
美
・
小
瀧
綾
子
の
論
の
他
に
も
押
木
秀
樹
・
滝
本
貢
悦
「
毛
筆
の
機
能
と
マ
グ
ネ
ッ
ト
ボ
ー
ド
を
用
い
た
書
字
学
習

用
具
の
開
発
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（（
』（
萱
原
書
房
、
二
〇
一
五
年
三
月
三
十
一
日
）
や
廣
瀬
裕
之
・
金
井
彬
・
遠
西
雄
太
の
「
小
学
校
低
学
年
毛

筆
（
軟
筆
）
書
写
に
適
し
た
用
紙
と
水
溶
液
の
開
発
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（0
』（
萱
原
書
房
、二
〇
一
六
年
三
月
三
十
一
日
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
用
具
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
も
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
平
成
二
十
年
告
示
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
の
［
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
］
の
第
（
学
年
及
び
第
（
学
年
に
「
ウ

　

点
画
の
種
類
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
毛
筆
を
使
用
し
て
筆
圧
な
ど
に
注
意
し
て
書
く
こ
と
。」
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）「
小
学
校
書
写
学
習
の
毛
筆
導
入
授
業
に
お
け
る
学
習
指
導
法
に
関
す
る
実
践
報
告
」『
茨
城
大
学
教
育
実
践
研
究
（（
』
茨
城
大
学
教
育
学
部
附
属

教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
編
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
、pp.（-（（

。

（
（
）
松
本
仁
志
『「
書
く
こ
と
」
の
学
び
を
支
え
る
国
語
科
書
写
の
展
開
』
三
省
堂
、
二
〇
〇
九
年
九
月
十
日
、pp.（（-（（

。

（
（
）
松
本
、
前
掲
書
、pp.（（-（（

。

（
（0
）
松
本
、
前
掲
書
、p.（（

。

（
（（
）
杉
﨑
哲
子
は
「
毛
筆
把
持
に
よ
る
硬
筆
の
『
持
ち
方
』
改
善
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
検
討
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（（
』
や
「
左
手
書
字
に
お
け
る
『
持
ち

方
』
と
『
書
き
進
め
方
』
と
の
相
関
性
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（0
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
研
究
結
果
か
ら
手
書
き
す
る
こ
と
に
重
要
性
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
。

（
（（
）
押
木
秀
樹
・
滝
本
貢
悦
は
「
毛
筆
の
機
能
と
マ
グ
ネ
ッ
ト
ボ
ー
ド
を
用
い
た
書
字
学
習
用
具
の
開
発
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（（
』
で
毛
筆
の
機
能

を
備
え
つ
つ
も
代
替
す
る
学
習
用
具
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
廣
瀬
裕
之
・
金
井
彬
・
遠
西
雄
太
は
「
小
学
校
低
学
年
毛
筆
（
軟
筆
）
書
写
に
適
し
た
用

紙
と
水
溶
液
の
開
発
」『
書
写
書
道
教
育
研
究
（0
』
で
小
学
校
低
学
年
で
あ
っ
て
も
服
や
周
囲
を
汚
さ
ず
、
学
習
者
の
安
全
面
も
考
慮
し
た
用
具
用
材

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
（（
）
久
米
（
一
九
八
九
）、
前
掲
書
、p.（（0
。

（
（（
）
中
央
教
育
審
議
会
「
新
た
な
未
来
を
築
く
た
め
の
大
学
教
育
の
質
的
転
換
に
向
け
て
〜
生
涯
学
び
続
け
、
主
体
的
に
考
え
る
力
を
育
成
す
る
大
学

へ
〜
（
答
申
）」
用
語
集
（http://w

w
w.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/（（（（0（（.htm

）、
平
成
二
十
四
年
八
月

二
十
八
日
。

（
（（
）
本
来
、
大
学
で
の
学
び
が
「
学
修
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
学
習
者
の
よ
り
能
動
的
な
学
び
を
「
学
修
」
と
定
義
す
る
。

（
（（
）
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
「
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理
に
つ
い
て
（
報
告
）」
論
点
整
理
補
足
資
料
（
（
）（http://w

w
w.

m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo（/0（（/sonota/（（（（（（（.htm

）、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
。
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（
（（
）
山
内
祐
平
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
理
論
と
実
践
」『
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
デ
ザ
イ
ン
』（
永
田
敬
・
林
一
雅
編
）、
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
十
九
日
、pp.（（-（（

。

（
（（
）
教
育
課
程
部
会
総
則
・
評
価
特
別
部
会
（
第
六
回
）
配
布
資
料
「
資
料（-（　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
と
資
質
・
能
力
の
関
係
性
に

つ
い
て
（
整
理
イ
メ
ー
ジ
案
・
た
た
き
台
）」（http://w
w

w.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo（/0（（/siryo/__icsFiles/afield
file/（0（（/0（/（（/（（（（（（（_（_（.pdf

）、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
。

（
（（
）
那
須
正
裕
「『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
実
現
（「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
視
点
）」」『
よ
く
わ
か
る
中
教
審
「
学
習
指
導
要

領
」
答
申
の
ポ
イ
ン
ト
』（
新
教
育
課
程
実
践
研
究
会
編
）、
新
教
育
課
程
実
践
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
、pp.（（-（（

。

（
（0
）
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、「『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
」

整
理
さ
れ
て
い
る
。
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答

申
）（
中
教
審
第（（（

号
）「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ

い
て
（
答
申
）」pp.（（-（（

に
詳
し
い
。

（
（（
）David A. Kolb : Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Developm

ent ( 2nd Edition),Pearson FT Press,（0（（,p.（0.

（
（（
）
四
つ
の
モ
ー
ド
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
訳
者
に
と
っ
て
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿
で
は
山
川
肖
美
の
訳
語
を
用
い
る
。
山
川
肖
美
「
経

験
学
習—

Ｄ
・
Ａ
・
コ
ル
ブ
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
赤
尾
勝
己
編
『
生
涯
学
習
理
論
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
七
月
二
〇

日
、pp.（（（-（（（

。）
に
詳
し
い
。

（
（（
）Ibid.,p.（（,Fig.

（
（（
）Kolb (（0（（), op. cit., p.（（.

（
（（
）
山
内
、
前
掲
書
、p.（（

。

（
（（
）「
は
ね
」
や
「
は
ら
い
」
と
い
っ
た
基
本
点
画
は
も
ち
ろ
ん
、
点
画
の
長
さ
等
に
関
心
を
向
け
考
え
ら
れ
る
力
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

（
（（
）
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校
の
児
童
は
一
学
年
あ
た
り
、附
属
幼
稚
園
か
ら
約（0

名
、一
般
選
考
か
ら
約（（

名
の
合
計（0（

名
が
在
学
し

て
い
る
。

（
（（
）
本
校
（
大
阪
教
育
大
学
附
属
平
野
小
学
校
第
六
学
年
）
で
は
、
東
京
書
籍
『
新
編　

新
し
い
書
写　

六
』
を
採
択
し
て
い
る
。

（
（（
）
本
時
で
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
文
末
資
料
一
を
参
照
。

（
（0
）
共
有
す
る
際
、
誤
っ
た
文
字
を
提
示
し
な
い
た
め
に
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
筆
順
ア
プ
リ
を
用
い
た
。

（
（（
）
本
時
で
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
文
末
資
料
二
を
参
照
。
本
実
践
で
は
、
一
人
別
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
準
備
で
き
る
よ
う
、
エ
ク
セ

ル
のVLO

O
KU

P

関
数
と
マ
ク
ロ
を
用
い
て
、名
前
と
選
択
し
た
漢
字
が
印
刷
さ
れ
る
よ
う
準
備
し
た
。
選
択
し
た
漢
字
の
フ
ォ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
手
書
き
文
字
に
近
い
「
教
科
書
体
」
を
選
択
し
た
が
、
学
習
者
が
分
析
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
点
画
の
長
短
や
は

ね
、
は
ら
い
に
つ
い
て
は
正
確
で
は
あ
る
も
の
の
、
例
え
ば
「
口
」
の
点
画
の
接
し
方
に
は
問
題
が
あ
る
。
今
後
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
を
用
い
た
学

習
が
増
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
、手
書
き
に
近
い
フ
ォ
ン
ト
の
開
発
も
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
個
人
レ
ベ
ル
で
フ
ォ
ン
ト
の
開
発
を
お
こ

な
い
、W

eb

上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
発
展
途
上
の
課
題
と
い
え
る
。

（
（（
）
こ
れ
は
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』（
平
成
二
十
九
年
六
月
公
示
）
内
の
改
訂
の
方
針
に
つ
い
て
、「『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
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び
』
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
を
進
め
る
際
の
指
導
上
の
配
慮
事
項
を
総
則
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、各
教
科
等
の
「
第
３
指
導
計
画
の
作
成
と
内

容
の
取
扱
い
」
に
お
い
て
、
単
元
や
題
材
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
を
見
通
し
て
、
そ
の
中
で
育
む
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け
て
、『
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
を
進
め
る
」
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
。

（
（（
）
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
文
末
資
料
三
を
参
照
。

（
（（
）
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
理
由
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
回
答
の
ま
ま
表
記
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
漢
字
の
変
換
や
『　

』
等
、
ふ
さ
わ
し
く

な
い
表
記
の
場
合
も
あ
る
。
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219 中国における小中学校書法教育の現状と課題についての研究

　
　
　
は
じ
め
に

　
近
年
、
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
は
デ
ジ
タ
ル
化
、
情
報
化
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
情
報
機
器
の
普
及
浸
透
に
よ
っ
て
手
書
き
す
る
こ
と
が
大
幅
に
減
少
し
、
学
校
教
育
に

お
い
て
書
法
教
育
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
物
の
豊
か
さ
ば
か
り
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
、
伝
統
へ
の
回
帰
や
豊
か
な
人
間
性
の
形
成
が
提
唱
さ
れ
る
な
か
、
書
は
中
国
伝
統
文
化
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
、

書
法
教
育
は
学
校
教
育
内
容
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
、
現
代
に
お
け
る
意
義
と
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
政
府
や
社
会
、

学
校
、
保
護
者
に
至
る
ま
で
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
何
よ
り
、
中
国
の
教
育
部
に
よ
る
『
小
中
学
校
の
書
法
教
育
の
推
進
に
関
す
る
意
見
』（
中
国
語
『
関
於
中
小
学
開
展
書
法

教
育
的
意
見
』
二
〇
一
一
年
、
以
下
『
意
見
』）、『
小
中
学
校
書
法
教
育
指
導
綱
要
』（
中
国
語
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』

二
〇
一
三
年
、以
下
『
綱
要
』）
の
制
定
、実
施
が
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
推
進
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
法
令
に
よ
る
と
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
（
以
下
、
本
研
究
は
高
等
学
校
で
は
な
く
便
宜
的
に
高
校
の
表
記
を
使
用
す

る
）
の
各
段
階
に
お
い
て
書
法
教
育
の
導
入
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
各
段
階
の
書
法
教
育
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
導
方
針
が
示

さ
れ
て
お
り
、
書
法
教
育
重
視
の
気
運
が
一
気
に
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
政
府
の
こ
れ
ら
の
書
法
教
育
関
連
法
令
は
ど
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
、
学
校
で
は
書
法
の
授
業
は
実
際

に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
か
な
ど
に
つ
い
て
強
く
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
の
新
た
な
動
き
に
関
心
が
集
ま
り
、
い
く
つ
か
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
草
津
祐
介
は
『
綱

　
　
中
国
に
お
け
る
小
中
学
校
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
　
　
　

　
　
　
　
―
教
材
と
教
員
、
教
学
方
法
の
考
察
を
中
心
に
―

張
　
　
月
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要
』
の
内
容
、
そ
れ
に
至
る
書
写
・
書
法
教
育
の
主
な
法
規
を
詳
し
く
解
説
し
、
そ
の
「
憲
法
」
や
「
教
育
法
」
な
ど
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
確
認
し
て
い
る（

（
（

。
王
力
軍
は
一
九
七
〇
〜
二
〇
一
〇
年
中
国
書
法
教
育
の
現
状
を
マ
ク
ロ
的
に

概
括
し
、
そ
の
課
題
を
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
王
力
軍
は
『
意
見
』
と
『
綱
要
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、
ま
た
中
国
に
お
け
る
書
写
・

書
法
教
育
の
実
態
に
つ
い
て
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
別
に
概
括
し
て
い
る（

（
（

。
草
津
祐
介
・
程
俊
英
は
大
学
レ
ベ
ル

の
書
法
専
攻
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
は
『
綱
要
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
書
法

教
育
関
連
法
令
と
各
レ
ベ
ル
の
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
現
状
を
概
括
的
に
解
説
し
て
お
り
、
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育

の
マ
ク
ロ
的
動
向
の
理
解
に
大
い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
本
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
中
国
の
書
法
教
育
関
連
法
令
に
つ
い
て
地
方
レ
ベ
ル
の
も
の
を
取
り
上

げ
て
解
説
し
た
い
。
さ
ら
に
、
独
自
に
行
っ
た
調
査
に
基
づ
き
、
小
中
学
校
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
教
材
と
教

員
、
教
学
方
法
を
中
心
に
具
体
的
事
例
か
ら
考
察
し
た
い
。
な
お
、
日
本
に
お
い
て
は
小
中
学
校
段
階
で
は
「
書
写
」、
高
等

学
校
と
大
学
で
は
「
書
道
」
と
区
分
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
中
国
の
書
法
教
育
に
関
す
る
先
行
研
究
で
も
「
書
写
」、

「
書
法
」
と
区
別
し
て
い
る
が
、
中
国
の
関
連
法
令
に
お
い
て
は
全
て
の
段
階
に
つ
い
て
「
書
法
教
育
」
と
統
一
さ
れ
て
お

り
、「
書
法
」
と
は
「
書
写
」、「
書
法
」、「
硬
筆
」、「
毛
筆
」
の
全
て
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
の

整
合
性
を
と
る
た
め
、
本
研
究
で
は
前
述
し
た
中
国
教
育
部
に
よ
る
『
意
見
』
と
『
綱
要
』
の
定
義
に
基
づ
き
、
書
教
育
の

こ
と
を
「
書
法
教
育
」
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
書
写
」、「
書
法
」
な
ど
の
概
念
を
適
宜
区
分
し
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
第
一
章
　
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
の
展
開
と
関
連
法
令

　
　
　
　
　
一
、
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
の
始
ま
り
と
発
展

　
書
の
技
法
に
は
、
筆
法
、
間
架
結
構
法
、
布
置
章
法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
さ
ら
に
様
々
な
方
法
が
編
み
出
さ
れ
、
書
体

や
書
風
な
ど
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
技
法
の
習
得
に
は
個
人
の
練
習
も
不
可
欠
で
あ
る
が
、
教
育
機
関
を
通
じ

て
学
習
し
、
し
っ
か
り
そ
の
基
礎
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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中
国
の
書
法
教
育
は
西
周
時
代
（
紀
元
前
一
一
〇
〇
年
頃
〜
紀
元
前
七
七
一
年
）
か
ら
ほ
ぼ
書
の
誕
生
と
と
も
に
始
ま
っ
た

と
言
わ
れ
る
。
当
時
、「
国
学
」
と
い
う
貴
族
の
子
供
向
け
の
学
校
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
教
育
内
容
は
「
礼
、
楽
、
射
、
御
、

書
、
数
」
の
六
科
目
に
も
及
び
、
い
わ
ゆ
る
立
身
出
世
の
た
め
の
「
六
芸
」
の
一
つ
に
「
書
」
が
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

（
（

。

そ
の
後
、
書
法
教
育
を
行
う
機
構
が
多
様
化
に
な
り
、
貴
族
学
校
の
ほ
か
に
「
小
学
」（
政
府
が
所
管
す
る
学
校
と
塾
）、「
書

学
」（
書
法
専
門
の
学
校
）
な
ど
が
あ
る（

（
（

。

　
小
学
の
設
置
は
西
周
か
ら
始
ま
り
、
清
に
至
る
ま
で
続
く
。
そ
の
教
育
内
容
は
大
き
く
道
徳
修
養
と
知
識
技
能
の
二
分
野

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
書
法
教
育
は
そ
の
重
要
な
内
容
の
一
つ
で
あ
る
。
書
法
教
育
の
教
材
と
し
て
最
も
よ
く
利
用

さ
れ
た
の
は
、
西
周
時
代
に
太
史
が
作
成
し
た
『
史
籀
篇
』、
秦
代
に
李
斯
が
作
成
し
た
『
倉
頡
』、
漢
代
に
史
游
が
作
成
し

た
『
急
就
篇
』、
梁
代
に
編
集
さ
れ
た
『
千
字
文
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
材
は
識
字
教
材
で
あ
り
、
書
写
教
材
で
も
あ

り
、
識
字
と
書
写
の
両
方
を
う
ま
く
合
わ
せ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る（

（
（

。

　
書
学
の
設
置
は
隋
代
に
科
挙
の
実
施
に
伴
っ
て
中
央
政
府
か
ら
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
も
歴
代
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
時

に
は
「
書
館
」、「
書
芸
所
」
な
ど
の
名
称
を
使
っ
て
い
た
。
学
習
の
内
容
が
多
く
、
例
え
ば
宋
代
書
学
の
課
程
構
成
を
見
る

と
、
技
能
課
程
は
篆
（
古
文
・
大
篆
・
小
篆
）、
楷
（
王
羲
之
・
王
献
之
・
欧
陽
詢
・
虞
世
南
・
顔
真
卿
・
柳
公
権
）、
草
（
章
草
・

張
芝
九
体
）
な
ど
、
知
識
課
程
は
『
説
文
』、『
字
説
』、『
爾
雅
』、『
博
雅
』、『
方
言
』、『
論
語
』、『
孟
子
』
な
ど
か
ら
な
っ

て
い
る（

（
（

。

　
唐
代
に
お
け
る
科
挙
と
書
法
の
隆
盛
を
背
景
に
、
書
法
教
育
へ
の
重
視
は
一
層
高
ま
っ
て
き
た
。
中
央
政
府
に
よ
る
貴
族

学
校
で
あ
る
「
弘
文
館
」
の
設
置
は
そ
の
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
弘
文
館
は
高
級
官
僚
の
子
供
を
対
象
に
し
た
高
レ
ベ

ル
の
学
校
で
あ
り
、
書
法
は
そ
の
教
育
内
容
の
重
要
な
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
文
献
に
よ
れ
ば
、
虞
世
南
・
欧
陽
詢
も
弘
文

館
で
楷
書
の
教
学
を
担
当
し
て
い
た
と
い
う（

（
（

。
唐
太
宗
は
王
羲
之
を
酷
愛
し
、精
力
的
に
王
書
を
蒐
集
し
た
。『
晋
書
』
王
羲

之
伝
を
編
纂
し
た
と
き
に
は
、
太
宗
自
ら
論
賛
を
加
え
る
と
い
う
熱
の
入
れ
よ
う
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
王
羲
之
は
「
書
聖
」

と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る（

（1
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
は
西
周
時
代
か
ら
始
ま
り
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て
中
国
の
学
校
教
育
の
最
も
重

要
な
内
容
の
一
つ
と
し
て
継
承
・
発
展
し
て
き
た
。
時
代
が
変
わ
っ
て
現
在
に
お
け
る
書
法
教
育
の
背
景
や
内
容
な
ど
は
古
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代
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
と
は
簡
単
に
比
べ
ら
れ
な
い
が
、
古
代
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
は
現
代
の
書
法
教
育
の
源
流

と
基
礎
で
あ
り
、
ま
た
①
国
家
主
導
と
い
っ
た
基
本
原
則
か
ら
、
②
字
体
と
書
家
の
選
定
範
囲
、
③
臨
書
を
は
じ
め
と
す
る

教
学
方
法
に
至
る
ま
で
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
二
、
建
国
以
降
書
法
教
育
の
展
開
と
書
法
教
育
に
関
す
る
問
題
意
識

　
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
降
、小
学
校
と
中
学
校
の
国
語
（
中
国
語
「
語
文
」、以
下
同
）
教
育
の
一
環
と
し
て
「
書
写
」
教

育
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
硬
筆
」（
鉛
筆
、
万
年
筆
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
）
と
「
軟
筆
」（
毛
筆
）
の
二
種
類
に
分
け
ら

れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
硬
筆
を
使
っ
て
の
基
本
的
な
書
写
能
力
の
習
得
が
重
視
さ
れ
る
と
言
え
る
。
学
生
（
以

下
、
本
研
究
で
は
児
童
、
生
徒
、
学
生
を
区
別
せ
ず
、
一
般
的
な
概
念
と
し
て
学
生
の
表
記
を
使
用
す
る
）
に
と
っ
て
、
授
業
や
宿

題
が
多
く
、
書
写
の
速
度
の
観
点
か
ら
硬
筆
が
選
ば
れ
や
す
く
、
い
わ
ば
「
硬
筆
の
主
流
化
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
書
写
」
に
関
す
る
指
導
は
「
識
字
」
と
と
も
に
「
語
文
課
程
標
準
」（
国
語
指
導
要
綱
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
に

制
定
さ
れ
、
数
回
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
現
在
、
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
二
〇
一
一
年
版
の
「
全
日
制
義
務
教
育
語
文
課

程
標
準
」
で
あ
る
（
表
（
）。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、小
学
校
第
三
学
年
か
ら
毛
筆
を
用
い
て
文
字
を
書
く
こ
と
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
が
、
各
学
年
に
つ
い
て
硬
筆
を
用
い
て
文
字
を
書
く
こ
と
、
及
び
正
し
い
書
写
姿
勢
で
、
良
好
な
書
写
習
慣
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
主
な
目
標
と
さ
れ
、
ま
た
小
学
校
第
五
学
年
か
ら
書
写
速
度
を
あ
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、「
書
写
」
教
育
は
「
識
字
」
と
と
も
に
国
語
教
育
の
内
容
の
一
部
と
し
て
義
務
教
育
（
小
学
校
六
年
と
中
学
校
三

年
）
の
段
階
に
実
施
さ
れ
、
そ
の
指
導
は
「
語
文
課
程
標
準
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、「
書
法
」
と
い
う
教
育
は
高
校
の
美
術
あ
る
い
は
芸
術
鑑
賞
科
目
の
一
環
と
し
て
長
い
間
ほ
と
ん
ど
「
第
二
課
堂
」

（
正
式
な
授
業
以
外
の
自
主
的
な
学
習
と
い
う
形
式
）
の
一
部
で
あ
り
、
二
〇
〇
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
普
通
高
中
美
術
課
程
標

準
（
実
験
稿
）」
の
中
で
初
め
て
美
術
課
程
の
一
環
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
中
国
に
お
け
る
中
等
教
育
は
日
本
の
中
学

校
に
相
当
す
る
「
初
級
中
学
」（
略
称
「
初
中
」）
と
日
本
の
高
等
学
校
に
相
当
す
る
「
高
級
中
学
」（
略
称
「
高
中
」）
に
分
け

る
。「
普
通
高
中
」
は
全
日
制
高
校
の
こ
と
。
な
お
、「
普
通
高
中
美
術
課
程
標
準
（
実
験
稿
）」
に
示
さ
れ
る
「
書
法
」、「
篆

刻
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
見
る
と
、「
見
学
、
分
析
及
び
臨
摹
な
ど
の
方
法
を
通
し
て
、
伝
統
的
な
筆
法
、
章
法
、
篆
法
、
刻
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法
等
の
技
法
と
表
現
の
ス
タ
イ
ル
を
理
解
す
る
。
さ
ら
に
、
実
践
を
重
ね

た
上
で
、
自
身
の
思
想
や
個
性
を
表
現
す
る
」、「
種
類
の
異
な
っ
た
毛
筆
、

刻
刀
等
の
道
具
及
び
宣
紙
、
刻
石
等
の
材
料
を
用
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術

効
果
を
体
験
す
る（

（1
（

」
な
ど
と
し
、
体
験
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
そ
も
そ
も
、
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
、
一
度
廃
止
さ
れ
た
大
学
入
試
が

回
復
さ
れ
、
大
学
レ
ベ
ル
の
教
育
が
普
及
し
て
き
た
の
に
伴
っ
て
、
小
学

校
か
ら
高
校
に
至
る
ま
で
、
教
育
は
受
験
の
た
め
の
進
学
指
導
に
偏
り
、

受
験
の
範
囲
に
な
っ
て
い
な
い
「
書
写
」、「
書
法
」
の
授
業
は
実
際
に
行

わ
れ
な
い
、
ま
た
は
授
業
時
間
が
大
き
く
短
縮
化
さ
れ
て
し
ま
う
、
い
わ

ゆ
る
「
名
存
実
亡
」
と
言
わ
れ
る
状
況
が
続
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
の
情
報
機
器
が
普
及
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
背
景
に
、
学
習
、
仕
事
か
ら
日
常
生
活
ま
で
手
書
き
す
る
こ

と
が
急
速
に
減
り
、
字
の
「
書
か
な
い
・
書
け
な
い
・
書
き
た
く
な
い
」

若
者
が
日
々
増
え
て
き
て
い
る
。
そ
も
そ
も
パ
ソ
コ
ン
の
時
代
に
書
写
・

書
法
を
学
ぶ
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
と
の
意
見
が
出
て
い
る（

（1
（

。

　「
書
写
」、「
書
法
」
が
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
と
、
そ
れ
に
伴
う
学
生
の
書

写
能
力
の
低
下
に
対
し
て
専
門
家
の
間
で
は
強
い
危
機
感
が
持
た
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
欧
陽
中
石
「
譲
漢
字
文
化
更
広
範
地
伝
播
（
漢
字
文
化
の

さ
ら
な
る
伝
播
を
）」、
陳
振
濂
「
書
法
伝
承
事
関
文
化
安
全
（
書
法
の
継
承

は
文
化
の
安
全
に
か
か
わ
る
）」、
蘇
士
澍
「
加
強
漢
字
書
写
教
育
刻
不
容
緩

（
漢
字
書
写
教
育
の
強
化
は
急
務
）」、趙
長
青
「
応
進
一
歩
加
強
中
小
学
書
法

教
育
（
小
中
学
校
書
法
教
育
を
さ
ら
に
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」
な
ど（

（1
（

小学校
第一二学年

（．好んで漢字を学習し、自発的に識字や写字を行う気持ちを持つこと。
（．常用漢字 （（00 文字程度を理解し、うち （00 文字程度を書けること。
（．漢字の基本点画と常用の偏と旁の部首を把握し、筆順の規則に従い硬筆で文字を書け、

間架結構に気をつけること。初歩的な漢字の形体美を感じること。
（．良好な書写習慣を養成し、正確な書写姿勢で、規範的に整ってきれいに書けること。

小学校
第三四学年

（．漢字の学習に対して強い興味を持ち、主導的に識字に取り組む習慣を養成すること。
（．合計 （（00 文字程度の漢字を理解し、そのうち （（00 文字程度を書けること。
（．初歩的な独立した識字能力を持つこと。音序検字法 ( 漢字音による検字法 ) と部首検字

法を用いて字典や詞典で調べられること。
（．硬筆を用いた正楷字の写字に熟練し、規範的で端正で美しい文字が書けるようになるこ

と。毛筆を用いて、正楷字の字帖を臨摹すること。
（．正しい書写姿勢で、良好な書写習慣を身につけること。

小学校
第五六学年

（．より高いレベルでの独立した識字能力を身に付けること。合計 （000 文字程度の漢字を
読め、その中の （（00 文字程度が書けること。

（．硬筆で楷書を写字し、字配りを整え、できるだけ美しく書き、一定の速度で書くこと。
（．毛筆を用いて楷書を書け、写字において漢字の美しさを体得すること。
1．正確な書写姿勢で、良好な書写習慣を身に付けること。

中学校

（．上手に字典、詞典を使用し一人で文字を調べることができ、多様な検字方法を使えるよ
うになること。合計 （（00 程度の漢字を理解できること

（．硬筆を用いた上手な正楷字の書写の基礎のうえに、規範的、通行的な行楷字を書くこと
を学び、書写スピードを高める。

（．著名な名家の書法を臨摹し、書法の審美価値を体得すること。
（．正確な書写姿勢で、良好な書写習慣を身に付けること。

表 1　「全日制義務教育語文課程標準」（2011年版）により定められた教学目標※

※草津祐介（（0（（）より引用
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で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
、
①
書
法
は
中
華
民
族
の
優
れ
た
伝
統
文
化
の
一
つ
と
し
て
伝
承
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
②

青
少
年
の
「
修
身
養
性
」
す
な
わ
ち
人
格
の
形
成
に
書
法
は
大
き
く
寄
与
で
き
る
こ
と
、
③
人
々
の
審
美
能
力
の
育
成
と
向

上
に
お
い
て
書
法
は
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
④
書
法
教
育
は
生
涯
教
育
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
教
育
現
場
か
ら
書
法
重
視
の
声
も
高
ま
っ
て
い
る（

（1
（

。

　
　
　
　
　
三
、
国
レ
ベ
ル
の
書
法
教
育
関
連
法
令
の
制
定
と
そ
の
内
容

　
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
の
趨
勢
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
の
は
中
国
教
育
部
に
よ
る
『
意
見
』
と
『
綱
要
』
で
あ
っ
た
。

　
二
〇
一
一
年
に
発
布
さ
れ
た
『
意
見
』
は
、「
義
務
教
育
段
階
の
語
文
課
程
に
お
い
て
、
課
程
標
準
の
要
求
に
従
っ
て
書

法
教
育
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
小
学
校
三
〜
六
学
年
の
語
文
課
程
に
、
週
一
回
の
書
法
授
業
を

設
け
る
」、「
義
務
教
育
段
階
の
美
術
や
芸
術
課
程
で
、
学
科
の
特
徴
を
活
か
し
た
上
で
、
多
種
多
様
な
書
法
教
育
を
展
開
す

る
」、「
普
通
高
校
は
語
文
等
の
課
程
で
書
法
と
関
係
す
る
選
択
科
目
を
設
置
す
る
」
な
ど
と
し
、
こ
の
法
令
の
登
場
に
よ
っ

て
書
法
教
育
の
た
め
の
授
業
時
間
の
確
保
が
可
能
と
な
っ
た
。

　
こ
の
『
意
見
』
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
三
年
に
制
定
、
実
施
さ
れ
た
『
綱
要
』
は
書
法
教
育
を
推
進
す
る
意
義
に
つ
い
て
、

「
漢
字
と
漢
字
を
媒
介
と
し
た
中
国
書
法
は
、
中
華
民
族
文
化
の
宝
で
あ
り
、
人
類
文
明
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
。
書
法
教
育

は
学
生
の
書
写
能
力
、
審
美
能
力
と
文
化
品
位
の
育
成
に
重
要
な
作
用
を
及
ぼ
す
」
と
し
た
上
で
、
書
法
教
育
の
基
本
理
念

か
ら
各
段
階
の
目
標
と
内
容
、
具
体
的
指
導
方
針
、
評
価
の
方
法
、
教
科
書
の
編
集
、
推
薦
す
る
臨
摹
手
本
ま
で
明
確
に
定

め
た
（
表
（
）。
国
の
主
導
に
よ
っ
て
書
法
教
育
を
大
い
に
推
し
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
四
、
地
方
レ
ベ
ル
の
書
法
教
育
関
連
法
令
の
制
定
と
そ
の
内
容

                      

―
『
淄
博
市
小
中
学
校
書
法
（
書
写
）
教
学
評
価
細
則
（
試
行
）』
を
例
に
―

　
国
レ
ベ
ル
の
書
法
教
育
関
連
法
令
に
つ
い
て
地
方
レ
ベ
ル
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
制
定
、
実

施
さ
れ
、
そ
れ
が
小
中
学
校
の
書
法
教
育
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
。
こ
こ
で
は
、『
淄
博
市
小
中
学
校
書
法
（
書

写
）
教
学
評
価
細
則
（
試
行
）』（
中
国
語
『
淄
博
市
中
小
学
書
法
（
書
写
）
教
学
評
価
細
則
（
試
行
）』、
以
下
『
細
則
』）
を
事
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◆小学校第一～二学年
• 鉛筆を用いて正しい楷書を書き、漢字の基本的な筆画、常用する偏や旁といった部首や基本的な筆順

のルールを体得する。習字格 ( 罫線 ) によって漢字の筆画と間架結構を把握し、写字力に規範、端正さ、
清潔さを求め、漢字の形体美について初歩的な体験をする。

◆小学校第三～四学年
【硬　筆】
• 小学校中学年では、万年筆を用いた学習を開始し、万年筆を用いた正しい楷書の写字に熟練し、端正

かつバランスのよい漢字を書き、できるだけ美しさを追求し、次第に速く書くようにしていく。
【毛　筆】
• 毛筆の執筆要領と正確な写字姿勢を把握し、筆、墨、紙、硯などの常用の写字用具の常識を理解し、

正確に使用し管理することを学習する。写字環境を清潔に保つことに注意する。
• 毛筆を用いて楷書の字帖を臨摹することを学び、臨書の基本的な方法を把握する。楷書の基本点画の

書き方を習得し、初歩的な起筆、送筆、収筆の基本的方法を理解する。習字格を用い、文字の筆画と
間架結構を把握するよう注意しなければならない。

• 楷書の古典碑法帖に触れはじめ、初歩的な感性の認識を獲得する。集字による練習を試みる。
◆小学校第五～六学年
【硬　筆】
• 小学校高学年では、横線を使ってノートへの文章の練習をする時、配置配列が整い、美しくなるよう

にできるだけ努め、一定の速度で書くことを求める。興味のある学生は硬筆を用いて試しに規範的行
楷書、通行の行楷書を学んでもよい。

【毛　筆】
• 継続して毛筆を用いて楷書を書き練習する。毛筆の運筆方法をより熟練して身につけ、筆の上げ下げ、

力の入れ方、リズム等の変化を体得する。習字格を用いて、点画の間隔、部首の間隔の位置関係をよ
く把握し、点画の規範、結構のバランス、均整のとれた美しさを次第につかむようにする。正確な写
字姿勢と良好な写字習慣を維持する。

• 楷書の古典の碑法帖の臨摹に挑戦し、その特徴を体得し、臨摹能力が次第に向上するようにする。臨
摹やその他の写字活動中において、先に脳で考え、その後手を動かす習慣を養成する。

• 書法作品の鑑賞の学習をする。条幅、斗方 ( 正方形の紙 )、対聯など、よく見かける書法作品の形式に
ついて理解する。書法の社会生活における応用に注意を払う。古典の碑法帖の鑑賞を通して、初めは
篆書、隷書、草書、楷書、行書の五種類の書体を認識し、書体のおおよその変遷過程を理解し、次第
に異なる書体の美を体験する。

• 初歩的な書法の応用意識を持ち、学習と生活において自分の写字技能を好んで運用しようとする。
◆中学校
【硬　筆】
• 中学校段階においては、規範的行楷書、通行の行楷書を学ぶ。

【毛　筆】
• 継続して毛筆を用いて楷書の古典碑法帖を臨摹し、できるだけ精緻にできるようにする。興味のある

学生は隷書、行書など、その他の書体に挑戦し、篆刻の常識を理解する。
• 代表的な書家や作品について理解する。基本点画、結構、章法から背景などの方面まで学び、書法作

品について鑑賞し、書法の美を段々と感じとり、他の人と鑑賞して感じたこと分かったことを交流す
る。

• クラス、学年、学校、地域社会での活動及び家庭生活において、自分の写字技能を積極的に用いる。
◆高校
【硬　筆】
• 硬筆を用いて行書を書くことを学ぶことができ、できるだけ美しさを追求する。

【毛　筆】
• 義務教育段階での書法学習の成果を上げ、継続して毛筆を用いて古典碑法帖を臨摹する。
• 語文、歴史、美術、芸術などの関連ある学科の学習を結びつき、中国書法の豊かな内包とその文化価

値を認識し、文化修養を高める。
• 選択科目の書法を通して深く学ぶことができ、得意を見つけられる。書法作品の創作を試してもよい。

表 2　『小中学校書法教育指導綱要の概要』※

※草津祐介（（0（（）「中華人民共和国『中小学書法教育指導綱要』の研究―目標の分析を中心にして─」公益財団
法人日本習字教育財団『学術研究助成成果論文集』Vol.（、王力軍（（0（（）「中国における書写・書法教育の実態と
新政策」東京学芸大学書道教育研究会『東アジア書教育論叢』第四号より引用。
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課程設置
• 義務教育期間の語文や美術、芸術などの授業に書法（書写）の教育を実施する。
• 小学校第三～五学年の語文授業に週一授業時間の書写または書法の授業を行う。
• 中学校、高校は積極的に書法教育を展開し、習字の練習は週に一授業時間以上とする。

書法教室

• 小学校は （（ クラスごとに一つの書法教室を確保し、使用面積は （（㎡以上とする。
• 中学校は （（ クラスごとに一つの書法教室を確保し、使用面積は （（㎡以上とする。
• 高校は （（ クラスごとに一つの書法教室を確保し、使用面積は （（㎡以上とする。
• 書法教室には上下水設備の設置が必要とする。

教学目標

◆小学校第一～二学年
• 漢字の基本的な筆画と常用する偏や旁といった部首を把握し、筆順に従って硬筆書写をす

ることができる。文字の間架結構を把握し、漢字の形体美について初歩的に体感する。
• 良好な書写習慣を身に付け、姿勢が正しく、文字が規範、端正、整潔である。
◆小学校第三～五学年※
• 硬筆を用いて上手に楷書を書くことができる。文字が規範、端正、整潔である。
• 毛筆を用いて楷書碑法帖を臨摹する。
◆中学校第一～二学年
• 硬筆を用いて楷書を美しく、一定の速度を以って書くことができる。
• 毛筆を用いて楷書を美しく書くことができる。漢字の美しさを体感することができる。
◆中学校第三～四学年
• 硬筆を用いて楷書を上手に書くことができるとともに、規範的で通行の行楷書の書写を学

ぶ。書写の速度を上げる。
• 名家の作品を臨摹し、書の歴史や漢字字体の源流を理解し、書法の審美価値を体感する。
◆高校第一～三学年
• 運筆が上手で、正しく、バランスよく書くことができる。法帖から離れて自ら創作を試す。
• 作品の内涵、章法、構造、筆法などに心がけながら歴代重要書家の作品を鑑賞し、書法の

鑑賞力を養い、審美情趣を高める。

教材
• テーマ、教学目標、教学重点・難点、教学方法、教学用具、教学活動設定、教学内容構成、

教学時間配分、板書設計、宿題、など

シラバス
作成

• 教員は教材に基づいてシラバスを作成する。
• シラバスにはテーマ、教学目標、教学重点と難点、教学方法、教学用具、教学活動設定、

教学内容構成、教学時間配分、板書設計、宿題などが含まれる。
教学手段 • 教具模型、パワーポイントを含む多様な教学手段の活用を提唱する。

姿勢と筆
の持ち方

• 姿勢：背筋を伸ばして、やや前傾に構える。両手が平行して机に置いて、両足も平行して
地面に置く。

• 筆の持ち方：筆を親指と人差し指、中指の間に隙間がないようにする。指先と筆先は約三
センチの距離を維持する。手の掌は軽く、丸めに。五本指の関節はやや曲がる。

成績評価
• 毎学期は学生の書法学習について評価を行う。その結果は学生総合評価カルテに入れる。
• 状況に応じて試験の採点に「巻面分」（文字の綺麗さについての点数）を導入する。

課外活動
• 校内で書法実践活動を行い、興味・関心のある学生に参加させる。
• 外部の作品展や書写コンクールへの参加を促し、作品の宣伝を行う。

表 3　『淄博市小中学校書法（書写）教学評価細則（試行）』の概要※

※淄博市では「五四三」学制が実施されている。すなわち、小学校五年、中学校四年、高校三年となる。
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例
に
見
て
み
た
い
（
表
（
）。

　『
細
則
』
を
制
定
し
た
淄
博
市
教
育
局
は
「『
細
則
』
の
発
布
に
関
す
る
通
知
」（
二
〇
一
二
年
六
月
一
八
日
）
に
お
い
て
そ

の
趣
旨
に
つ
い
て
次
の
通
り
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
教
育
部
『
意
見
』
及
び
淄
博
市
「
小
中
学
校
の
書
法
教
育
の
推
進

に
関
す
る
意
見
」
に
従
っ
て
、『
細
則
』
を
制
定
、
実
施
す
る
こ
と
に
す
る
。『
細
則
』
は
書
法
教
育
実
施
状
況
評
価
及
び
書

法
教
学
評
価
の
基
準
と
な
る
」
と
い
う
。『
細
則
』
は
「
書
法
」
と
と
も
に
「
書
写
」
と
明
確
に
分
類
し
そ
の
目
標
と
内
容
を

盛
り
込
ん
だ
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

　『
細
則
』
は
国
の
『
綱
要
』
が
発
布
さ
れ
る
前
に
で
き
た
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か

る
。
①
国
レ
ベ
ル
の
政
策
文
書
に
応
じ
て
、
地
方
レ
ベ
ル
で
も
関
連
政
策
文
書
の
整
備
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
て
い
る
。
②
『
細
則
』
を
見
る
限
り
、
地
方
レ
ベ
ル
の
政
策
文
書
は
そ
の
内
容
の
多
く
は
国
レ
ベ
ル
の
そ
れ
よ
り
も
っ
と

詳
し
く
て
充
実
し
て
い
る
。
③
『
細
則
』
は
授
業
内
容
や
授
業
時
間
数
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ラ
バ
ス
の
内
容
構
成
、
書
法
教

室
の
数
や
面
積
な
ど
に
至
る
ま
で
具
体
的
な
数
値
目
標
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
実
効
性
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
④
姿
勢
と

筆
の
持
ち
方
に
つ
い
て
規
定
が
特
に
詳
し
く
て
厳
し
い
、
書
法
と
書
写
の
基
礎
の
教
学
に
つ
い
て
特
別
に
重
視
し
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
第
二
章
　
小
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
山
東
省
淄
博
市
高
新
区
第
五
小
学
校
を
事
例
に
―

　
中
国
に
お
け
る
小
中
学
校
の
書
法
教
育
の
実
態
を
知
る
た
め
に
、
筆
者
は
実
際
に
中
国
山
東
省
淄
博
市
高
新
区
第
五
小
学

校
（
以
下
「
第
五
小
学
校
」）
と
山
東
省
淄
博
市
実
験
中
学
校
（
以
下
「
実
験
中
学
校
」）
へ
現
地
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
研
究

の
対
象
と
し
て
こ
の
二
つ
の
学
校
を
選
ん
だ
の
は
そ
の
書
法
教
育
が
比
較
的
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
淄
博
市
は
書
法
教

育
重
視
で
山
東
省
内
ひ
い
て
は
中
国
国
内
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
に
教
育
部
か
ら
『
意
見
』
が
発
布
さ
れ
た
の

を
受
け
て
、
淄
博
市
は
地
方
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
直
ち
に
『
細
則
』
を
制
定
、
実
施
し
、
ま
た
そ
れ
に
合
わ
せ
て
複
数
の

関
連
文
書
を
発
布
し
書
法
教
育
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
第
五
小
学
校
と
実
験
中
学
校
は
淄
博
市
教
育
局
か
ら
「
書
法
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特
色
校
」
に
指
定
さ
れ
、
他
の
学
校
と
比
べ
る
と
書
法
教
育
を
重
視
し
、
関
連
す
る
要
件
（
教
員
、
教
材
、
施
設
、
課
程
設
置
、

雰
囲
気
な
ど
）
の
整
備
も
進
ん
で
い
る
。
二
〇
一
四
年
、
山
東
省
教
育
庁
が
国
の
『
綱
要
』
の
実
施
に
応
じ
て
開
い
た
「
書

法
教
育
現
場
会
」
は
淄
博
市
教
育
局
と
の
共
催
で
実
験
中
学
校
を
会
場
校
に
し
た
の
で
あ
り
、「
建
国
以
来
山
東
省
最
高
規
模

の
書
法
教
育
研
究
会
」（
実
験
中
学
校
書
法
授
業
担
当
者
）
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
、
第
五
小
学
校
現
地
調
査
の
概
要

　
淄
博
市
は
山
東
省
中
部
に
位
置
し
、
面
積
五
九
六
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
四
五
三
万
人
。
管
内
は
従
来
五
つ
の
区

（
張
店
区
、
淄
川
区
、
博
山
区
、
臨
淄
区
、
周
村
区
）、
三
つ
の
県
（
桓
台
県
、
高
青
県
、
沂
源
県
）
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
二

年
か
ら
特
別
区
と
し
て
「
高
新
技
術
産
業
開
発
区
」（
以
下
「
高
新
区
」）
と
「
文
昌
湖
旅
游
度
仮
区
」
が
新
設
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　
高
新
区
は
面
積
一
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
一
五
万
人
。
区
内
に
は
小
学
校
は
高
新
区
第
一
小
学
校
〜
第
八
小

学
校
、
実
験
小
学
校
、
華
僑
城
小
学
校
な
ど
計
十
カ
所
が
あ
り
、
中
学
校
は
高
新
区
実
験
中
学
校
、
高
新
区
第
一
中
学
校
、

淄
博
市
立
第
十
一
中
学
校
初
中
部
の
三
つ
が
あ
る（

（1
（

。
日
本
と
同
じ
く
各
学
校
は
住
所
に
よ
っ
て
「
学
区
」
と
呼
ば
れ
る
通
学

区
域
が
指
定
さ
れ
、
学
生
が
最
寄
り
の
学
校
へ
通
学
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
第
五
小
学
校
は
五
学
年
制
で
第
一
〜
五
学
年
か
ら
な
り
、各
学
年
に
二
ク
ラ
ス
、全
部
で
十
ク
ラ
ス
、学
生
数
は
二
〇
〇
名

余
り
と
い
う
。
筆
者
は
二
〇
一
六
年
九
月
に
第
五
小
学
校
へ
現
地
調
査
を
行
い
、
対
応
者
は
書
法
授
業
担
当
の
教
員
で
あ
っ

た
。
図
（
は
第
五
小
学
校
校
舎
の
様
子
で
あ
る
。
左
側
の
建
物
の
上
に
「
説
普
通
話
、写
規
範
字
、做
文
明
人
（
標
準
語
を
話

す
、
規
範
的
な
文
字
を
書
く
、
教
養
の
あ
る
人
間
に
な
る
）」
と
の
学
校
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
大
き
い
文
字
で
書
か
れ
て
お
り
、
特

に
「
規
範
的
な
文
字
を
書
く
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら
は
書
写
と
書
法
が
重
視
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
、「
書
法

特
色
校
」
な
ら
で
は
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
学
年
別
に
第
一
〜
二
学
年
は
週
に
一
回
書
写
の
指
導
が
国
語
授
業
の
中
で
行
わ
れ
、
第
三
〜
五
学
年
は
週
に
一
回
書
法
の

授
業
が
行
わ
れ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
二
、
教
材
に
つ
い
て

図1　淄博市高新区第五小学校校舎
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　『
綱
要
』
が
二
〇
一
三
年
に
公
布
さ
れ
た
後
、
全
国
各
地
で
書
法
教
育
関
係
者
と
書
家
が
協
力
し
て
書
法
教
育
用
教
材
の

作
成
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
短
期
間
に
多
く
の
小
中
学
校
向
け
の
書
法
の
教
材
が
刊
行
さ
れ
た
。
編
集
責
任
者
と
出
版
社
か

ら
区
分
す
る
と
、
秦
永
竜
・
北
師
大
版
（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
）、
曹
宝
麟
・
粤
教
版
（
広
東
教
育
出
版
社
）、
于
茂
陽
・
冀

教
版
（
河
北
美
術
出
版
社
）、
沃
興
華
、
賈
鐸
・
湘
美
版
（
湖
南
美
術
出
版
社
）、
欧
陽
中
石
・
華
文
版
（
華
文
出
版
社
）、
尉
天

池
・
蘇
教
版
（
江
蘇
少
年
児
童
出
版
社
）、
劉
紹
剛
・
青
島
版
（
青
島
出
版
社
）、
沈
鵬
・
人
美
版
（
人
民
美
術
出
版
社
）、
趙
長

青
・
晋
人
版
（
山
西
人
民
出
版
社
）、
張
信
・
沪
科
版
（
上
海
科
技
教
育
出
版
社
）、
劉
江
・
西
泠
版
（
西
泠
印
社
出
版
社
）
な
ど

が
あ
る
。
適
用
学
生
対
象
者
か
ら
見
る
と
、
六
三
制
（
小
学
校
六
年
・
中
学
校
三
年
）
と
五
四
制
（
小
学
校
五
年
・
中
学
校
四

年
）
向
け
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
材
は
い
ず
れ
も
楷
書
の
古
典
を
手
本
に
し
、「
欧
体
」（
沈
鵬
・

人
美
版
、
曹
宝
麟
・
粤
教
版
、
趙
長
青
・
晋
人
版
な
ど
）、「
顔
体
」（
沃
興
華
、
賈
鐸
・
湘
美
版
、
劉
江
・
西
泠
版
な
ど
）、「
柳
体
」

（
于
茂
陽
・
冀
教
版
な
ど
）、「
趙
体
」（
欧
陽
中
石
・
華
文
版
な
ど
）
と
い
っ
た
「
楷
書
四
大
家
」
を
中
心
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
ど
れ
も
一
つ
の
書
家
や
法
帖
を
手
本
に
し
な
が
ら
、
ほ
か
の
書
家
や
法
帖
の
筆
法
、
風
格
と
の
比
較
も
取

り
入
れ
て
い
る
。

　
第
五
小
学
校
が
使
っ
て
い
る
の
は
青
島
出
版
社
の
『
書
法
練
習
指
導
』
と
い
う
教
材
で
あ
る
。
図
（
と
図
（
は
小
学
校
第

三
学
年
を
対
象
に
し
た
『
書
法
練
習
指
導
』
教
材
の
表
紙
と
内
容
の
一
例
で
あ
る
。

　
担
当
者
の
話
に
よ
る
と
、書
法
教
材
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
選
ぶ
の
に
た
い
へ
ん
困
っ
て
い
る
。
こ
の
教
材
を
選
ん
だ
の
は
、

①
地
元
山
東
省
の
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
（
淄
博
市
の
学
校
は
青
島
出
版
社
の
教
材
を
使
う
の
が
多
い
と
い
う
）、

②
五
四
学
制
向
け
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
年
制
の
学
校
と
し
て
利
用
し
や
す
い
、
③
写
真
や
図
が
多
用
さ
れ
て
学

生
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
し
、
教
員
に
と
っ
て
も
使
い
や
す
い
こ
と
、
④
手
本
の
文
字
が
硬
筆
と
毛
筆
の
ど
ち
ら
も
臨
書

し
や
す
い
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
、⑤
練
習
問
題
が
多
く
て
学
生
の
自
習
に
も
使
い
や
す
い
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
三
、
教
員
に
つ
い
て

　
第
五
小
学
校
に
は
、
書
法
専
門
の
教
員
は
い
な
く
て
、
国
語
の
教
員
が
書
法
の
授
業
を
兼
任
し
て
い
る
。
こ
の
学
校
だ
け

で
は
な
く
、
淄
博
市
の
他
の
小
学
校
も
同
じ
状
況
で
国
語
ま
た
は
美
術
の
教
員
が
書
法
の
授
業
を
兼
任
す
る
の
が
一
般
的
で

図2　青島出版社『書法練習指導』の表紙図3　青島出版社『書法練習指導』内容の一例
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あ
る
。
淄
博
市
教
育
局
が
夏
休
み
な
ど
を
利
用
し
て
書
法
授
業
担
当
教
員
向
け
の
「
培
訓
班
」
と
い

う
研
修
会
を
実
施
し
て
い
る
。
書
法
専
門
で
は
な
い
教
員
が
書
法
の
授
業
を
兼
任
で
き
る
た
め
の
取

組
で
あ
る
。
短
期
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
た
め
、
書
法
の
能
力
を
考
慮
す
る
余
裕
が
な
く
、
主
に

教
学
方
法
の
把
握
と
改
善
を
中
心
に
研
修
が
行
わ
れ
る
。
図
（
は
小
中
学
校
書
法
授
業
担
当
者
向
け

の
合
同
研
修
会
、図
（
は
小
学
校
書
法
授
業
担
当
者
向
け
の
研
修
会
の
様
子
で
あ
る
。
話
に
よ
る
と
、

二
〇
一
二
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
淄
博
市
教
育
局
は
四
回
研
修
会
を
実
施
し
、
約
一
二
〇
名
の

書
法
授
業
担
当
者
が
研
修
に
参
加
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
四
、
授
業
の
内
容
に
つ
い
て

　
第
五
小
学
校
の
書
法
授
業
は
大
体
以
下
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　（
一
）
第
一
、二
学
年

　
硬
筆
を
用
い
て
の
書
写
練
習
（「
硬
筆
書
法
」
と
も
い
う
）
が
中
心
で
国
語
授
業
の
中
で
行
わ
れ
て

図4　淄博市小中学校書法授業担当者研修会の様子

図5　淄博市小学校書法授業担当者研修会の様子

図6　教員が手本を示す例

い
る
。
原
則
と
し
て
週
に
一
回
行
わ
れ
て
お
り
、
多
く
は
国
語
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
印
刷
字
体
を
教
員
か
ら
説
明

し
た
上
で
、
学
生
に
真
似
し
て
書
く
練
習
を
さ
せ
る
。
文
字
の
規
範
性
を
図
る
た
め
、
国
語
の
印
刷
字
体
の
使
用
は
「
国
標

楷
体
」（「
国
家
標
準
楷
書
字
体
」
の
略
。
印
刷
用
字
体
の
規
範
を
管
理
す
る
中
央
政
府
機
関
で
あ
る
中
国
国
家
標
準
総
局
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
楷
書
字
体
）
と
い
う
統
一
さ
れ
た
楷
書
字
体
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
国
語
教
科
書
に
示
さ
れ
た
手
本
以
外
に
、呉

玉
声
・
司
馬
彦
・
田
英
章
・
龐
中
華
な
ど
現
代
中
国
の
著
名
な
硬
筆
書
家
の
作
品
も
模
範
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
漢
字
の
基
本
的
な
筆
画
、
筆
順
の
ル
ー
ル
、
常
用
す
る
偏
旁
部
首
に
関
す
る
知
識
の
習
得
、
及
び
文
字
を
書
く
と
き
の
正

し
い
姿
勢
と
良
好
な
書
写
習
慣
の
養
成
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
る
。

　
教
材
の
中
に
も
筆
画
、
筆
順
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
も
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
教
員
が
黒
板
で
手
書
き
し
手
本
を
示
し

て
学
生
に
解
説
し
な
が
ら
、
模
倣
さ
せ
る
（
図
（
）。

　（
二
）
第
三
、四
、五
学
年

　
継
続
し
て
硬
筆
を
用
い
て
楷
書
の
書
写
を
練
習
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
が
、
文
字
が
規
範
的
で
あ
る
こ
と
、
バ
ラ
ン
ス
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が
良
い
こ
と
、
清
潔
で
き
ち
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
楷
書
で
も
上
手
に
書
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
手
本
は
同
じ
く
「
国
標
楷
体
」
を
基
準
に
し
て
い
る
。

　
毛
筆
書
法
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
教
育
と
学
習
の
重
点
は
主
に
以
下
の
点
に
置
か
れ
る
。
①
毛
筆
の
執
筆
要
領
、
正
確
な
書

写
姿
勢
、
筆
墨
紙
硯
な
ど
の
書
写
用
具
に
関
す
る
知
識
な
ど
、
②
毛
筆
を
用
い
て
楷
書
を
臨
摹
し
、
臨
書
の
基
本
的
方
法
を

把
握
す
る
と
同
時
に
、
楷
書
の
基
本
的
書
き
方
を
体
験
す
る
こ
と
、
③
楷
書
の
古
典
碑
法
帖
に
触
れ
始
め
、
漢
字
の
形
体
美

に
つ
い
て
初
歩
的
な
体
感
を
獲
得
す
る
こ
と
。

　
書
法
の
授
業
は
原
則
と
し
て
週
に
一
回
、
美
術
の
教
員
の
担
当
で
行
わ
れ
る
。
教
材
は
前
述
青
島
出
版
社
の
『
書
法
練
習

指
導
』
を
利
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
教
員
か
ら
適
宜
古
典
法
帖
を
指
定
さ
れ
、
臨
摹
の
練
習
を
行
う
。

　
　
　
　
　
五
、
課
外
実
践
活
動
に
つ
い
て

　
第
五
小
学
校
は
書
法
の
練
習
に
つ
い
て
授
業
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
企
画
し
、
学
生
に
実
際
の
集
中
練
習
、
他
人

と
の
比
較
な
ど
の
機
会
を
提
供
す
る
。
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
「
学
内
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
開
催
で
あ
る
。
学
生
全

員
を
集
め
て
決
ま
っ
た
時
間
内
で
決
ま
っ
た
文
字
を
書
か
せ
る
。
人
数
の
多
い
イ
ベ
ン
ト
と
な
る
た
め
、
教
職
員
が
総
動
員

で
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
保
護
者
の
学
生
の
書
写
へ
の
重
視
と
書
写
練
習
へ
の
参
加
を
促
す
た
め
、
時
々
保
護
者

と
学
生
が
一
緒
に
参
加
す
る
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
す
る
。
図
（
は
学
内
で
行
わ
れ
た
硬
筆
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
の
様
子
、

図
（
は
毛
筆
を
用
い
る
「
親
子
書
法
大
賽
（
親
子
書
法
コ
ン
ク
ー
ル
）」
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
六
、
第
五
小
学
校
か
ら
見
た
小
学
校
書
法
教
育
の
問
題
点

　
以
上
か
ら
わ
か
っ
た
よ
う
に
、
第
五
小
学
校
は
「
書
法
特
色
校
」
と
し
て
書
法
授
業
及
び
課
外
書
法
練
習
活
動
に
力
を
入

れ
て
お
り
、
独
特
な
取
組
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
第
五
小
学
校
を
含
め
て
淄
博
市
の
小
学
校
書
法
教
育
に

は
い
く
つ
か
の
問
題
点
の
存
在
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
教
員
に
つ
い
て
、
書
法
専
門
の
教
員
が
い
な
く
て
国
語
ま
た
は
美
術
の
教
員
が
短
期
間
の
研
修
を
経
て
書
法
の
授
業

を
担
当
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
指
導
能
力
が
十
分
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
そ
の
授
業
の
準
備
も
主
担
当

図7　学内書写コンクールの様子図8　親子書法コンクールの様子
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の
国
語
と
美
術
の
科
目
に
比
べ
て
十
分
で
あ
ろ
う
か
と
懸
念
さ
れ
る
。
担
当
者
の
話
に
よ
る
と
、第
一
、二
学
年
の
書
写
指
導

は
何
と
か
対
応
で
き
て
い
る
が
、
第
三
、四
、五
学
年
の
書
法
の
指
導
は
非
常
に
難
し
く
感
じ
ら
れ
、
本
来
は
書
法
専
門
の
教

員
に
担
当
し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
書
法
専
門
の
教
員
が
い
な
い
理
由
は
、
書
法
専
門
の
教
員
の
採
用
枠
が
な
い
こ
と
に
あ
る
。

　
次
に
書
法
授
業
の
教
材
に
つ
い
て
、
統
一
し
た
教
材
が
な
く
て
ど
の
教
材
を
使
う
か
が
担
当
者
の
判
断
に
任
さ
れ
る
が
、

た
く
さ
ん
あ
る
教
材
の
中
か
ら
ど
れ
を
選
ぶ
か
が
担
当
者
の
頭
痛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
手
本
に
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

古
典
の
碑
法
帖
や
有
名
書
家
の
作
品
を
含
め
て
担
当
者
に
よ
っ
て
臨
機
応
変
に
決
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
第
五
小
学
校

を
含
め
て
淄
博
市
の
学
校
の
多
く
は
青
島
出
版
社
の
教
材
を
利
用
す
る
と
前
述
し
た
が
、
違
う
教
材
を
利
用
す
る
学
校
も
あ

る
と
い
う
。

　
最
後
は
学
生
の
取
組
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
書
法
は
試
験
科
目
で
は
な
い
た
め
、
学
生
か
ら
必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い

な
い
そ
う
で
あ
る
。
書
写
と
書
法
の
た
め
の
テ
ス
ト
が
な
く
、
能
力
の
比
較
と
評
価
は
主
に
書
写
コ
ン
ク
ー
ル
の
形
で
行
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
試
験
と
受
験
に
は
特
に
関
係
な
い
た
め
、
な
か
な
か
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
な
ら
な
い
。
書
写
も
書

法
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
地
道
な
練
習
が
必
要
な
技
能
で
あ
る
が
、
学
生
に
は
受
験
科
目
の
勉
強
の
負
担
が
重
く
、
書
写
と

書
法
の
授
業
時
間
も
練
習
時
間
も
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
が
難
し
く
、
効
果
は
な
か
な
か
期

待
で
き
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
章
　
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
山
東
省
淄
博
市
高
新
区
実
験
中
学
校
を
事
例
に
―

　
　
　
　
　
一
、
実
験
中
学
校
現
地
調
査
の
概
要

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
淄
博
市
高
新
区
に
は
実
験
中
学
校
、
第
一
中
学
校
、
第
十
一
中
学
校
初
中
部
の
三
つ
の
中
学
校
が
あ

り
、
学
生
は
最
寄
り
の
学
校
に
通
学
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
調
査
の
対
象
と
し
て
実
験
中
学
校
を
選
ん
だ
の
は
、
何
よ

り
こ
の
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
が
比
較
的
進
ん
で
お
り
、
優
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
実
績
が
評
価
さ
れ
、「
全
国
書
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法
（
書
写
）
実
験
学
校
」、「
山
東
省
学
校
文
化
建
設
重
点
研
究
基
地
書
法
（
書
写
）
教
育
模
範
学
校
」、「
山
東
省
書
画
学
会
青

少
年
芸
術
教
育
基
地
」、「
淄
博
市
芸
術
教
育
特
色
学
校
」、「
淄
博
市
学
校
文
化
建
設
模
範
学
校
」
な
ど
に
指
定
さ
れ
、
淄
博

市
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
山
東
省
及
び
全
国
に
お
い
て
も
書
法
教
育
の
モ
デ
ル
校
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
二
〇
一
七
年
二
月
に
実
験
中
学
校
へ
現
地
調
査
を
行
い
、対
応
者
は
書
法
授
業
担
当
の
教
員
で
あ
っ
た
。図
（
は
実

験
中
学
校
校
舎
の
様
子
で
あ
る
。
学
校
の
面
積
は
約
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、校
舎
建
築
面
積
は
約
一
八
万
平
方
メ
ー
ト
ル
。
学
年

は
中
学
校
一
学
年
か
ら
四
学
年
ま
で
、
一
学
年
は
約
二
四
ク
ラ
ス
、
一
ク
ラ
ス
は
約
五
〇
名
で
全
校
学
生
定
員
は
四
八
〇
〇

人
に
も
及
ぶ
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
教
員
は
約
二
一
九
人
、
う
ち
「
中
学
校
高
級
教
師
」
五
〇
人
、「
中
学
校
一
級
教
師
」

一
六
九
人
で
あ
り
、
教
師
一
人
あ
た
り
学
生
数
は
約
二
二
人
と
な
っ
て
い
る
。
前
に
も
触
れ
た
が
、
二
〇
一
四
年
、
山
東
省

教
育
庁
が
国
の
『
綱
要
』
の
実
施
に
応
じ
て
開
い
た
「
書
法
教
育
現
場
会
」
は
淄
博
市
教
育
局
と
の
共
催
で
実
験
中
学
校
を

会
場
校
に
し
、「
建
国
以
来
山
東
省
最
高
規
模
の
書
法
教
育
研
究
会
」
と
評
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
、
淄
博
市

の
著
名
な
書
法
研
究
と
書
法
教
育
団
体
で
あ
る
淄
博
柳
泉
書
法
院
高
新
区
分
院
成
立
大
会
は
実
験
中
学
校
で
開
か
れ
、
実
験

中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
さ
ら
な
る
推
進
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
二
、
書
法
教
育
の
理
念
に
つ
い
て

　
実
験
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
理
念
は
「
守
正
出
新
」、「
習
字
立
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。
担
当
者
の
話
に
よ
る
と
、

「
守
正
」
と
は
、『
綱
要
』
に
よ
る
基
本
理
念
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
全
て
の
学
生
が
対
象
で
あ
り
、
全
て
の
学

生
に
整
っ
た
漢
字
を
書
か
せ
る
こ
と
、
②
硬
筆
と
毛
筆
は
兼
修
し
、
実
用
と
審
美
の
両
方
が
相
互
補
完
で
あ
る
こ
と
、
③
書

写
規
範
に
従
い
、
個
性
体
験
に
注
意
を
払
う
こ
と
、
④
技
能
訓
練
を
強
化
し
、
文
化
的
素
養
を
高
め
る
こ
と
、
の
四
つ
で
あ

る
。「
出
新
」
と
は
、「
守
正
」
の
上
に
新
し
い
考
え
方
や
新
し
い
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。「
習
字
立
人
」
と
は
、
文

字
通
り
、
習
字
・
書
法
を
通
じ
て
人
材
の
育
成
を
め
ざ
す
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
以
下
の
六
つ
の
結
合
が
重
要
と
さ
れ
る
。

①
書
法
と
道
徳
教
育
と
の
結
合
、
②
書
法
と
文
化
継
承
と
の
結
合
、
③
書
法
と
健
康
教
育
と
の
結
合
（
正
し
い
姿
勢
や
執
筆
法

を
身
に
付
け
る
こ
と
）、
④
書
法
と
美
感
教
育
と
の
結
合
（
感
受
性
、
審
美
感
の
育
成
）、
⑤
書
法
と
知
的
能
力
の
開
発
と
の
結

合
、
⑥
書
法
と
得
意
学
生
の
育
成
と
の
結
合
（
書
法
を
得
意
と
す
る
学
生
の
発
見
、
育
成
）。『
綱
要
』
に
お
い
て
は
、
書
法
教

図9　淄博市高新区実験中学校校舎の様子
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育
の
理
念
と
し
て
、「
書
法
教
育
は
学
生
の
漢
字
書
写
の
実
用
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
と
と
も
に
美
感
教
育
も
関
連
し
、
学

生
の
審
美
能
力
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
教
育
活
動
中
に
適
切
に
書
法
文
化
教
育
を
進
め
、
学
生
に
漢
字
や
書

法
の
豊
富
な
内
包
と
文
化
価
値
に
対
し
て
理
解
さ
せ
、
自
身
の
文
化
素
養
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
学
生
の
豊

か
な
人
間
性
の
形
成
に
お
け
る
書
法
教
育
の
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
実
験
中
学
校
の
書
法
教
育
の
理
念
は
『
綱
要
』
に

忠
実
に
従
う
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
　
　
　
　
三
、
教
材
に
つ
い
て

　
で
は
、実
験
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
そ
の
教
材
か
ら
見
て
み
る
。

　
図
（0
は
実
験
中
学
校
が
使
用
し
て
い
る
『
簡
約
式
書
法
教
程
』
と
い
う
書
法
教
材
の
表
紙
と
目
次
で
あ
る
。
実
験
中
学
校

は
、
既
存
の
教
材
は
多
す
ぎ
て
選
ぶ
の
が
た
い
へ
ん
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
内
容
的
に
広
範
過
ぎ
て
実
際
の
授
業

で
は
利
用
し
に
く
い
と
の
理
由
か
ら
、自
分
の
教
学
経
験
に
基
づ
い
て
自
ら
こ
の
簡
約
式
（
シ
ン
プ
ル
な
）
教
材
を
作
成
し
た

と
し
て
い
る
。

　
そ
の
目
次
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。
教
材
は
「
硬
筆
書
法
」
と
「
毛
筆
書
法
」
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い

る
。
硬
筆
書
法
の
部
で
は
、
ま
ず
「
教
材
範
字
説
明
」、
す
な
わ
ち
教
材
は
国
家
標
準
総
局
に
よ
る
「
楷
体G

B（（（（

」（「
国

標
楷
体G

B（（（（

」）
と
い
う
標
準
的
な
字
体
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
続
い
て
「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九

字
習
字
法
」
と
い
う
規
範
的
な
執
筆
法
と
運
筆
法
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
そ
の
後
に
「
横
画
」、「
縦
画
」、「
左
払
い
」、

「
右
払
い
」、「
点
」、「
右
上
払
い
」、「
折
れ
」、「
曲
が
り
」、「
は
ね
」、「
そ
り
」
と
い
っ
た
基
本
点
画
の
書
写
要
領
と
、
漢
字

の
構
造
や
組
み
合
わ
せ
の
ポ
イ
ン
ト
の
解
説
が
続
き
、
最
後
に
硬
筆
作
品
鑑
賞
（
楷
書
、
行
書
）
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

毛
筆
書
法
の
部
で
は
、
ま
ず
毛
筆
の
使
用
と
手
入
れ
方
法
及
び
「
五
指
執
筆
法
」
と
い
っ
た
右
手
の
五
つ
の
指
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
使
っ
て
の
執
筆
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
篆
書
（
泰
山
刻
石
）、
隷
書
（
曹
全
碑
）、
楷
書
（
欧
陽
詢
・
顔
真
卿
・
柳

公
権
、・
趙
孟
頫
）、
行
書
（
蘭
亭
序
）、
草
書
（
自
叙
帖
）
の
諸
字
体
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
代
表
作
品
を
用
い
な
が
ら
解
説
し

て
い
る
。
そ
の
後
に
楷
書
の
技
法
（
書
写
要
領
）
に
つ
い
て
欧
陽
詢
の
「
九
成
宮
醴
泉
銘
」
か
ら
の
集
字
を
手
本
に
用
筆
法
、

結
構
法
か
ら
解
説
し
、
最
後
に
篆
、
隷
、
楷
、
行
、
草
、
各
体
の
作
品
鑑
賞
と
な
っ
て
い
る
。

図10　淄博市高新区実験中学校の書法教材
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目
次
か
ら
見
る
と
、
こ
の
教
材
は
確
か
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
基
本
的
点
画
及
び
漢
字
結
構
、
楷
書
の
技
法
の
練

習
を
中
心
に
基
礎
知
識
と
鑑
賞
作
品
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
な
技
法
に
関
す
る
練
習
と
指
導
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
四
、
書
法
教
育
の
指
導
重
点

　
実
験
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
に
は
、「
自
然
握
筆
法
」、「
五
指
執
筆
法
」、「
六
字
読
帖
法
」、「
九
字
習
字
法
」
を
は
じ

め
と
し
て
、
い
く
つ
か
特
徴
の
あ
る
指
導
法
、
教
学
法
が
あ
る
。
以
下
そ
の
概
要
を
ま
と
め
て
お
く
。

　（
一
）「
自
然
握
筆
法
」

　「
自
然
握
筆
法
」
は
硬
筆
の
持
ち
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、「
自
然
前
中
後
、
内
曲
留
点
空
、
筆
靠
食
指
根
、
支
点
掌
臂

順
」
と
の
二
〇
文
字
か
ら
概
括
さ
れ
て
い
る
。

　「
自
然
前
中
後
」
と
は
、
順
番
で
中
指
（
前
）、
人
差
し
指
（
中
）、
親
指
（
後
）
に
三
つ
の
接
触
点
を
確
保
し
、
感
覚
を
そ

の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
集
中
さ
せ
な
が
ら
自
然
に
筆
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
内
曲
留
点
空
」
と
は
、
筆
を
持
つ
と
き
、
人
差
し
指
は
自
然
に
内
へ
曲
げ
、
人
差
し
指
と
親
指
で
筆
を
握
る
と
こ
ろ
の
後

ろ
に
少
し
空
間
を
あ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
筆
靠
食
指
根
」
と
は
、
筆
を
持
つ
と
き
、
筆
の
軸
を
軽
く
人
差
し
指
の
根
元
の
と
こ
ろ
（
人
差
し
指
と
親
指
の
真
ん
中
で

は
な
い
）
に
添
え
て
筆
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　「
支
点
掌
臂
順
」
と
は
、
文
字
を
安
定
し
て
か
つ
流
暢
に
書
く
た
め
に
は
、
あ
る
支
点
（
例
え
ば
小
指
）
を
作
っ
て
手
の
重

心
を
そ
こ
に
お
く
と
と
も
に
、
手
の
平
と
腕
は
自
然
に
ま
っ
す
ぐ
な
状
態
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
書
写
に
あ
た
っ
て
は
姿
勢
と
筆
の
持
ち
方
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
ず
か
二
〇
字
で
硬
筆
の

正
し
い
持
ち
方
を
簡
単
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
こ
の
二
〇
文
字
は
中
国
語
の
発
音
か
ら
考
え
て

も
非
常
に
覚
え
や
す
い
と
言
え
る
。

　（
二
）「
五
指
執
筆
法
」

　
毛
筆
の
持
ち
方
と
し
て
は
、
実
験
中
学
校
で
は
「
五
指
執
筆
法
」
と
い
う
右
手
の
五
つ
の
指
を
総
動
員
し
て
筆
を
持
つ
方
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法
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
親
指
を
内
側
か
ら
外
へ

筆
管
に
あ
て
（「
按
」）、人
差
し
指
を
外
側
か
ら
内
へ
の
方
向
で
筆

管
を
や
や
上
か
ら
か
け
（「
圧
」）、
中
指
を
人
差
し
指
と
並
ん
で

し
っ
か
り
と
筆
管
を
引
っ
張
っ
て
（「
鉤
」）、薬
指
を
内
側
か
ら
外

へ
人
差
し
指
と
中
指
か
ら
の
力
を
受
け
止
め
（「
頂
」）、小
指
は
薬

指
の
内
下
側
に
添
え
て
下
か
ら
支
え
る
（「
抵
」）、と
い
う
持
ち
方

で
あ
り
、
日
本
で
よ
く
言
わ
れ
る
「
双
鉤
法
」
に
近
い
も
の
で
あ

る
が
、
五
つ
の
指
を
均
等
に
使
っ
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
筆
を
構
え
る

こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　（
三
）「
六
字
読
帖
法
」

　
①
「
角
」（
角
度
）、
②
「
長
」（
長
度
、
長
さ
）、
③
「
力
」（
力

度
、
筆
圧
の
軽
重
）、
④
「
形
」（
外
形
、
字
の
輪
郭
）、
⑤
「
密
」（
密

度
、
線
画
の
間
隔
）、
⑥
「
主
」（
主
要
点
画
、
字
の
重
心
）
と
い
っ

た
法
帖
を
読
ん
だ
り
、
臨
書
し
た
り
す
る
と
き
に
六
つ
の
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
。
こ
の
六
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
頭
に
入
れ
な
が
ら
法
帖
を

読
み
、
漢
字
の
形
体
美
を
体
感
す
る
よ
う
に
指
導
が
な
さ
れ
る
と

い
う
。
　

　（
四
）「
九
字
習
字
法
」

　
①
「
角
」（
角
度
）、②
「
長
」（
長
度
、長
さ
）、③
「
力
」（
力
度
、

筆
圧
の
軽
重
）、
④
「
形
」（
外
形
、
字
の
輪
郭
）、
⑤
「
密
」（
密
度
、

線
画
の
間
隔
）、
⑥
「
主
」（
主
要
点
画
、
字
の
重
心
）
に
⑦
「
平
」

（
平
行
、
線
画
の
横
・
縦
両
方
向
の
平
行
）、
⑧
「
称
」（
対
称
、
線
画

や
部
首
偏
旁
の
左
右
・
上
下
の
対
称
）、
⑨
「
静
」（
静
穏
、
端
正
）
の

図11　「自然握筆法」と「九字習字法」導入前後の対比

質　問 回　答

(（)「自然握筆法」の四つの文を暗唱できますか？ できる (（（)  できない (（)  わからない (（)

(（)「九字習字法」の九文字を暗唱できますか？ できる (（（)  できない (（)  わからない (0) 

(（)「自然握筆法」のことに納得できますか？ できる (（（)  できない (（)  わからない (（)
(（) 親や友達に「自然握筆法」のことを説明できますか？ できる (（（)  できない (（0)  わからない (（)
(（)「自然前中後」のことを理解できますか？ できる (（（)  できない (（)
(（) 人差し指は「内側へ曲がる」ことを理解できますか？ できる (（（)  できない (（)
(（) 人差し指と親指の間に空きをつくることを理解できますか？ できる (（（)  できない (（)
(（) 筆の軸は人差し指の根元にあてることを知っていますか？ 知っている (（（)  知らない (（)
(（) 文字を書くときの支点の位置を知っていますか？ 知っている (（（)  知らない (（0)
(（0) 文字を書くとき手の平と腕の姿勢を知っていますか？ 知っている (（（)　知らない (（（)
(（（)「九字習字法」によって写字のことがよくわかりましたか？ よくわかった (（（)  よくわからない (（)
(（（)「自然握筆法」によって執筆法がよくわかりましたか？ よくわかった (（（)  よくわからない (（)
(（（)「九字習字法」を普及する必要があると思いますか？ 思う (（（)   やや思う (（（)　わからない (（)
(（（)「自然握筆法」を普及する必要があると思いますか？ 思う (（（)　やや思う (（0)　わからない (（)
(（（)「九字習字法」は簡単で効果のある習字方法と思いますか？ 思う (（（)　やや思う (（0)　わからない (（)

表 4　「自然握筆法」と「九字習字法」の指導に関するアンケート調査の結果
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三
つ
を
加
え
た
書
写
の
と
き
に
お
け
る
九
つ
の
注
意
点
で
あ
る
。「
永
字
八
法
」
と
い
う
基
本
点
画
の
用
筆
と
違
っ
て
、「
九

字
習
字
法
」
は
点
画
の
運
筆
か
ら
字
の
結
構
、
章
法
な
ど
書
写
に
必
要
な
点
を
網
羅
し
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　（
五
）「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字
法
」
の
導
入
の
効
果

　
実
際
に
、
こ
れ
ら
の
指
導
法
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
。
書
法
授
業
の
担
当
者
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う

な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

　
ま
ず
、「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字
法
」
の
指
導
を
行
う
前
と
後
の
学
生
が
書
い
た
字
の
対
比
で
あ
る
。
図
（（
は
そ
れ

に
関
す
る
二
つ
の
事
例
で
あ
る
。
左
は
指
導
の
あ
っ
た
前
の
字
（
一
回
目
の
書
写
）、
右
は
指
導
の
あ
っ
た
後
（
二
回
目
の
書

写
）
の
字
で
あ
る
。
二
つ
と
も
指
導
さ
れ
た
後
の
字
が
前
よ
り
上
手
に
な
っ
た
こ
と
が
見
て
わ
か
る
。
指
導
さ
れ
た
後
の
文

字
に
は
学
生
が
点
画
の
運
筆
や
文
字
全
体
の
結
構
、
筆
圧
の
調
整
に
明
ら
か
に
注
意
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
次
に
「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字
法
」
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
で
あ
る
（
表
４
）。
こ
の
結
果

か
ら
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。
①
「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字
法
」
の
こ
と
に
つ
い
て
学
生
が
よ
く
覚
え
て
い
る
。
②

正
し
い
執
筆
法
に
つ
い
て
お
お
む
ね
身
に
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
字
を
書
く
と
き
の
「
支
点
」
の
位
置
や
手
の
平
と
腕
の
姿

勢
な
ど
細
か
く
て
変
化
の
あ
る
点
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
学
生
が
少
な
く
な
い
。
③
「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字

法
」
の
効
果
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
効
果
あ
る
と
答
え
た
。
④
「
自
然
握
筆
法
」
と
「
九
字
習
字
法
」
を
普
及
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
か
と
の
質
問
に
多
数
の
学
生
が
「
思
う
」
と
答
え
た
が
、「
や
や
思
う
」
と
の
答
え
も
複
数
あ
り
、
そ
こ

に
学
生
と
い
う
受
け
身
の
立
場
の
問
題
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
五
、
実
験
中
学
校
か
ら
見
た
中
学
校
書
法
教
育
の
問
題
点

　
実
験
中
学
校
は
以
上
の
よ
う
に
規
模
が
大
き
く
、
書
法
教
育
に
お
い
て
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
独
自
の
特
徴

が
あ
る
も
の
の
、
様
々
な
問
題
点
も
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

　（
一
）
教
材
に
つ
い
て

　
実
験
中
学
校
は
独
自
に
作
成
し
た
『
簡
約
式
書
法
教
程
』
を
利
用
し
て
い
る
。
確
か
に
名
前
通
り
最
低
限
の
基
本
知
識
と

基
本
技
法
を
焦
点
に
非
常
に
簡
約
さ
れ
て
わ
か
り
や
す
い
が
、
鑑
賞
用
古
典
法
帖
と
現
代
作
品
紹
介
の
部
分
も
含
め
て
全
書
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は
わ
ず
か
三
七
頁
か
ら
な
り
、
物
足
り
な
い
感
が
あ
る
。
ま
た
内
容
的
に
は
び
っ
し
り
と
解
説
の
文
章
が
印
刷
さ
れ
、
模
倣

や
練
習
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
全
く
な
い
。
鑑
賞
用
古
典
名
法
帖
と
現
代
作
品
の
紹
介
（
作
者
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）
も
一
つ
の
字

体
に
つ
き
一
作
品
（
楷
書
だ
け
は
欧
、
顔
、
柳
、
趙
の
各
一
作
品
で
合
計
四
作
品
）
に
と
ど
ま
る
。
単
色
印
刷
で
印
刷
の
質
も
良

い
と
は
言
い
に
く
い
。

　
国
の
『
綱
要
』
に
お
い
て
義
務
教
育
段
階
の
教
材
に
つ
い
て
「
書
写
練
習
を
主
体
と
し
て
、
書
写
技
法
の
指
導
内
容
の
要

点
を
盛
り
込
み
、
ほ
ど
よ
く
書
法
審
美
と
書
法
文
化
の
内
容
を
と
り
い
れ
て
い
く
の
が
よ
い
」
と
し
、
ま
た
中
学
校
段
階
の

教
材
に
つ
い
て
「
硬
筆
の
行
楷
書
の
書
写
練
習
と
毛
筆
に
よ
る
楷
書
の
古
典
碑
法
帖
の
臨
書
を
主
体
と
し
て
、
適
切
に
書
写

技
法
の
指
導
内
容
を
盛
り
込
み
、
適
切
に
書
法
審
美
と
書
法
文
化
の
内
容
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ

ま
で
見
る
と
実
験
中
学
校
の
教
材
は
忠
実
に
『
綱
要
』
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、『
綱
要
』
は
ほ
か

に
「
内
容
が
適
切
で
、
難
易
度
が
適
当
で
あ
り
、
学
生
の
学
習
興
味
を
引
き
出
す
こ
と
に
注
意
し
、
学
習
効
率
を
高
め
る
も

の
が
よ
い
」
と
し
て
い
る
が
、
実
験
中
学
校
の
教
材
は
こ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
だ
ろ
う
か
と
少
し
疑
問
を
感
じ
ら
れ
る
。

　（
二
）
授
業
時
間
と
教
員
に
つ
い
て

　『
綱
要
』
は
書
法
授
業
の
時
間
に
つ
い
て
「
合
理
的
に
書
法
教
育
の
教
育
時
間
を
割
り
振
る
必
要
が
あ
る
」、
う
ち
「
小
学

校
三
年
か
ら
六
年
ま
で
は
週
一
時
間
の
授
業
を
設
定
し
、
毛
筆
を
用
い
て
文
字
の
学
習
を
行
う
」
と
し
、
ま
た
『
細
則
』
は

中
学
校
の
「
習
字
の
練
習
は
週
に
一
授
業
時
間
以
上
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
実
験
中
学
校
は
書
法
教
育
の
専
任
教
員
は
三

人
し
か
な
い
の
で
、
以
上
に
示
さ
れ
た
授
業
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
一
年
か
ら
三
年
の
書
法
授
業
は
多

く
は
国
語
の
教
員
か
ら
担
任
さ
れ
、
何
と
か
週
一
授
業
時
間
の
確
保
が
で
き
て
い
る
が
、
四
年
生
は
美
術
の
教
員
に
も
兼
任

さ
せ
、
美
術
と
書
法
の
授
業
を
週
ご
と
に
交
替
し
て
開
講
し
、
つ
ま
り
美
術
の
授
業
も
書
法
の
授
業
も
二
週
に
一
回
と
な
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
試
験
前
に
な
っ
た
ら
試
験
科
目
を
優
先
さ
せ
、
試
験
科
目
で
な
い
美
術
と
書
法
の
授
業
が
中
止
に
な
る
そ

う
で
あ
る
。
学
校
に
は
書
法
専
用
の
練
習
教
室
が
二
つ
あ
る
も
の
の
、
な
か
な
か
機
能
せ
ず
、
練
習
と
し
て
は
毎
日
昼
休
み

の
時
間
に
学
生
全
員
に
一
五
分
の
書
法
と
書
写
の
練
習
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
実
験
中
学
校
の
書
法
授
業
の
多
く
は
国
語
の
教
員
ま
た
は
美
術
の
教
員
が
兼
任
し
て
い
る
。
書
法
専
門
の
教
員
は
不
足
し

て
い
る
が
、
採
用
枠
が
な
い
た
め
、
教
員
の
補
充
が
で
き
な
い
。
新
し
く
書
法
担
当
の
教
員
を
採
用
す
れ
ば
、
美
術
担
当
の
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教
員
の
枠
が
削
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
問
題
は
市
の
教
育
人
事
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
学
校
レ
ベ
ル

で
は
解
決
で
き
な
い
と
説
明
さ
れ
た
。

　（
三
）
学
習
成
果
の
評
価
と
授
業
の
位
置
付
け
に
つ
い
て

　『
綱
要
』
は
小
中
学
校
の
書
法
学
習
の
評
価
に
つ
い
て
「
柔
軟
に
多
様
な
評
価
方
法
を
用
い
、
圏
点
法
、
批
注
法
、
示
範

法
、
作
業
分
析
法
ま
で
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
展
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
励
ま
し
、
成
長
記
録
袋
を
作
る
な
ど
の
方
法
に

よ
り
総
括
し
反
芻
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
評
価
課
程
に
お
い
て
、
自
己
評
価
、
他
者
評
価
、
相
互
評
価
な
ど
の
方

法
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
実
験
中
学
校
で
は
学
生
の
作
品
に
つ
い
て
圏
点
法
、
批
注
法
、
示
範

法
、
作
業
分
析
法
を
用
い
て
評
価
を
行
っ
た
り
、
学
生
の
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
励
ま
し
た
り
は
し
て
い
る
が
、

そ
れ
以
上
は
難
し
い
と
言
わ
れ
る
。『
細
則
』
も
評
価
・
成
績
に
つ
い
て
「
毎
学
期
に
学
生
の
書
法
学
習
に
つ
い
て
評
価
し
、

評
価
の
結
果
を
学
生
総
合
素
質
評
価
カ
ル
テ
に
記
入
す
る
」
と
の
大
ま
か
な
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
書
法

授
業
は
メ
イ
ン
科
目
で
は
な
い
、
書
法
学
習
成
果
の
評
価
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
い
っ
た
認
識
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　
　
第
四
章
　
民
間
書
塾
か
ら
見
た
小
中
学
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　—

淄
博
市
書
画
学
校
を
事
例
に
―

　
　
　
　
　
一
、
民
間
書
塾
の
活
発
化
と
そ
の
背
景

　（
一
）
国
レ
ベ
ル
の
関
連
政
策
の
制
定
と
書
法
教
育
へ
の
重
視

　
二
〇
一
一
年
の
『
意
見
』、
二
〇
一
三
年
の
『
綱
要
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
書
法
教
育
関
連
の
国
レ
ベ
ル
の
法
令
が
次
か
ら

次
へ
と
発
布
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
『
細
則
』
の
よ
う
な
地
方
レ
ベ
ル
の
関
連
法
令
の
策
定
も
進
ん
で
お
り
、
政
府
主
導

に
よ
る
書
法
教
育
重
視
の
姿
勢
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。「
政
策
支
持
」（
政
策
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
）
重
視
の
中
国
に
お
い

て
、
書
法
教
育
へ
の
政
府
主
導
は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
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　（
二
）
試
験
に
お
い
て
文
字
の
書
写
を
成
績
評
価
の
対
象
に
す
る
動
き

　
従
来
、
試
験
に
お
い
て
、
解
答
の
内
容
の
み
が
成
績
評
価
の
対
象
と
さ
れ
、
学
生
が
書
写
の
速
度
ば
か
り
重
視
し
、
き
れ

い
に
書
く
こ
と
に
無
関
心
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
多
く
の
学
校
に
お
い
て
「
巻
面
分
」
と
呼
ば
れ
る
文
字
の
書
写
に
対

す
る
採
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
解
答
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
が
き
れ
い
に
書
か
れ
て
い
る
か
も
採
点
の

対
象
と
さ
れ
る
。
学
生
は
書
写
の
速
度
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
の
美
し
さ
、
正
し
さ
、
解
答
文
面
の
見
や
す
さ
に
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
『
綱
要
』
の
中
に
試
験
の
採
点
に
つ
い
て
「
各
学
科
の
試
験
の
書
写
状
況
を
点
数
化

し
て
も
よ
い
」
と
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
淄
博
市
の
例
を
見
る
と
、こ
の
『
綱
要
』
の
規
定
に
従
い
、

二
〇
一
四
年
か
ら
国
語
試
験
に
お
い
て
「
巻
面
分
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
中
学
校
国
語
科
目
試
験

総
点
数
一
二
〇
点
の
中
に
、「
書
写
巻
面
分
」
は
五
点
を
占
め
、「
扣
分
制
」（
書
写
の
出
来
状
況
に
応
じ
て
点
数
を
差
し
引
く
）

を
実
施
す
る
と
さ
れ
る
。「
巻
面
分
」
の
導
入
は
書
写
重
視
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　（
三
）
学
校
書
写
・
書
法
教
育
に
お
け
る
問
題
点

　
書
法
教
育
や
書
写
能
力
へ
の
重
視
及
び
そ
れ
に
伴
う
書
写
習
得
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
一
方
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
状
で

は
小
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
教
員
の
人
数
と
指
導
能
力
の
不
足
や
、
授
業

時
間
数
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
教
材
と
授
業
の
内
容
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
様
々
な
問
題
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
を
背
景
に
、
学
生
は
学
校
以
外
に
書
法
習
得
の
機
会
を
求
め
、
民
間
書
塾
の
需
要
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　
二
、
民
間
書
塾
の
実
態
―
淄
博
市
書
画
学
校
の
事
例
―

　（
一
）
淄
博
市
書
画
学
校
概
要

　
民
間
書
塾
の
実
態
を
考
察
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
二
〇
一
七
年
二
月
に
淄
博
市
書
画
学
校
（
以
下
「
書
画
学
校
」）
へ
現
地

調
査
を
行
っ
た
。
校
長
教
員
が
自
ら
対
応
し
て
く
れ
て
、
書
画
学
校
の
紹
介
だ
け
で
は
な
く
、
教
室
や
練
習
室
、
作
品
展
示

室
の
見
学
も
案
内
し
て
く
れ
た
。

　
書
画
学
校
は
書
と
美
術
の
民
間
教
育
施
設
と
し
て
一
九
九
五
年
に
開
校
し
、二
〇
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。
現
在
、在
籍
生

徒
数
は
約
千
人
に
及
ん
で
お
り
、
中
に
書
と
美
術
の
両
方
を
学
ん
で
い
る
人
も
多
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
年
齢
構
成
か
ら
見
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る
と
、
大
き
く
小
中
高
校
の
学
生
と
社
会
人
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
中
高
校
の
学
生
は
主
に
上
述
し
た
「
巻

面
分
」
へ
の
考
慮
及
び
書
写
能
力
の
上
達
を
目
的
に
し
、
社
会
人
は
主
に
趣
味
志
向
で
あ
る
が
、
一
部
公
務
員
試
験
を
目
指

す
人
は
書
写
の
速
度
や
美
し
さ
を
求
め
て
習
い
に
来
て
い
る
と
い
う
。

　
担
当
の
教
員
は
数
十
名
で
そ
の
多
く
は
書
法
専
攻
の
大
学
卒
業
生
及
び
在
学
生
で
あ
り
、
書
法
の
実
技
能
力
を
持
っ
て
い

る
社
会
人
の
採
用
も
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
教
員
の
ほ
と
ん
ど
は
非
常
勤
教
員
で
あ
り
、
民
間
書
塾
で
は
専
任
の
教
員
は
少

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
書
写
・
書
法
ク
ラ
ス
は
ま
ず
毛
筆
と
硬
筆
に
、
そ
し
て
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
分
け
を
し
て
い
る
。
一
ク
ラ
ス
の
生
徒

数
は
約
二
〇
人
で
あ
る
。
一
般
に
、
一
つ
の
ク
ラ
ス
は
授
業
が
週
一
回
の
ペ
ー
ス
で
、
大
体
半
年
二
四
回
、
年
四
八
回
と
な
る
。

　
書
写
・
書
法
と
同
時
に
、
美
術
の
ク
ラ
ス
も
開
設
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
生
徒
は
主
に
小
中
高
校
の
学
生
と
社
会
人
と
上

述
し
た
が
、
子
ど
も
（
三
〜
六
歳
）
や
大
学
生
、
高
齢
者
向
け
の
ク
ラ
ス
も
あ
る
。
民
間
書
塾
と
い
う
性
格
か
ら
、
柔
軟
に
、

幅
広
く
受
け
入
れ
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
図
（（
は
書
画
学
校
の
募
集
科
目
か
ら
見
た
開
講
ク
ラ
ス
の
一
覧
で
あ
り
、
書

法
関
係
は
小
中
学
生
毛
筆
書
法
、
小
中
学
生
硬
筆
書
法
、
小
中
学
生
毛
筆
書
法
中
上
級
、
小
中
学
生
硬
筆
書
法
中
上
級
、
子

ど
も
書
写
識
字
（
三
〜
六
歳
）、
小
中
学
生
高
校
入
試
・
大
学
入
試
書
法
対
策
、
社
会
人
毛
筆
書
法
、
社
会
人
硬
筆
書
法
、
大

学
生
実
用
書
法
、
大
学
生
書
法
教
員
養
成
、
教
員
三
筆
（
鉛
筆
・
ボ
ー
ル
ペ
ン
、・
毛
筆
）
研
修
、
公
務
員
書
法
短
期
研
修
、
老

年
書
法
な
ど
多
彩
多
様
な
ク
ラ
ス
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。

　（
二
）
授
業
内
容
及
び
学
校
教
育
と
の
違
い

　
民
間
書
塾
と
し
て
、
書
画
学
校
の
授
業
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
正
式
な
学
校
教
育
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
聞
き
取
っ
た
内
容
を
箇
条
書
き
で
紹
介
し
て
お
く
。

•

ク
ラ
ス
は
硬
筆
、
毛
筆
の
ほ
か
、
識
字
、「
巻
面
分
」
対
策
、
実
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
硬
筆
、

毛
筆
に
つ
い
て
は
生
徒
の
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
ク
ラ
ス
（
入
門
、
初
級
、
中
級
、
上
級
な
ど
）
が
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。

•

授
業
は
主
に
金
・
土
・
日
に
開
講
し
、
金
曜
日
は
一
八
時
〜
二
〇
時
、
土
・
日
曜
日
は
八
時
三
〇
分
〜
一
一
時
三
〇
分
、

一
四
時
〜
一
七
時
、
学
生
は
授
業
時
間
を
自
分
の
都
合
で
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

•

教
材
と
教
学
法
は
原
則
と
し
て
教
員
に
任
せ
る
が
、
書
画
学
校
自
ら
編
集
し
た
教
材
も
あ
れ
ば
、
市
販
の
も
の
も
採
用
す

図12　淄博市書画学校の開講クラス
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る
。

•

楷
書
書
写
や
名
帖
の
臨
書
な
ど
基
礎
的
能
力
の
養
成
を
重
視
す
る
。

•

書
写
技
能
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
の
起
源
や
構
造
な
ど
に
つ
い
て
も
詳
し
く
教
え
る
。

•

教
員
の
示
範
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
生
徒
は
必
ず
し
も
そ
の
マ
ネ
を
す
る
必
要
が
な
く
、
自
由
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

•

練
習
用
の
教
室
が
用
意
さ
れ
、
生
徒
が
そ
こ
で
自
由
練
習
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

•

書
画
学
校
の
中
に
も
「
芸
術
館
」
と
い
う
展
示
施
設
が
あ
っ
て
、
常
時
に
生
徒
の
作
品
を
展
示
し
て
い
る
。
実
際
に
作
品

を
見
た
と
こ
ろ
、
楷
書
だ
け
で
は
な
く
、
行
書
、
隷
書
、
篆
書
の
作
品
も
多
数
あ
る
。

•

各
種
の
コ
ン
テ
ス
ト
や
作
品
展
な
ど
へ
の
出
品
出
展
を
奨
励
し
、
団
体
で
出
品
出
展
の
場
合
も
よ
く
あ
る
。
受
賞
し
た
作

品
は
構
内
で
展
示
し
た
り
、
時
に
は
作
品
集
を
編
集
し
印
刷
し
た
り
し
て
、
生
徒
に
才
能
発
揮
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

に
熱
心
で
あ
る
。

　
図
（（
は
実
際
の
授
業
及
び
自
主
練
習
の
様
子
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
わ
か
っ
た
よ
う
に
、
民
間
書
塾
は
比
較
的
充
実
し
た
教
員
陣
や
施
設
を
持
ち
、
授
業
内
容
も
比
較
的
専
門
的
で

細
か
く
、
さ
ら
に
生
徒
へ
の
練
習
、
実
践
及
び
出
品
出
展
の
機
会
提
供
の
面
に
お
い
て
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
正
規

の
学
校
教
育
と
は
補
完
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
。
授
業
時
間
に
つ
い
て
は
主
に
週
末
や
夏
休
み
、
冬
休
み
な
ど
学
校
の
な
い

時
間
帯
を
利
用
す
る
の
で
、
必
ず
し
も
学
校
教
育
と
は
ぶ
つ
か
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
三
、
民
間
書
塾
の
問
題
点
と
展
望

　
一
方
で
は
、
書
画
学
校
か
ら
民
間
書
塾
に
お
け
る
問
題
点
も
見
え
て
く
る
。
そ
の
主
な
問
題
点
に
つ
い
て
箇
条
書
き
で
以

下
に
ま
と
め
て
お
く
。

•

民
間
書
塾
の
オ
ー
ナ
ー
は
大
体
書
法
の
得
意
な
人
ま
た
は
書
法
に
趣
味
の
あ
る
人
で
あ
る
が
、
専
門
の
書
法
教
育
を
受
け

た
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。

•

書
塾
は
民
間
経
営
と
い
う
性
格
か
ら
、
や
は
り
授
業
の
質
よ
り
受
入
人
数
な
ど
利
益
の
こ
と
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い

る
。

図13　淄博市書画学校の授業と自主練習の様子
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•

教
員
は
正
式
な
採
用
試
験
な
し
で
作
品
の
出
来
に
基
づ
い
て
決
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、ま
た
統
一
し
た
教
材
が
な
く
、

教
学
や
評
価
な
ど
に
関
す
る
規
定
も
な
く
、
教
員
の
自
由
裁
量
が
大
き
い
。

•

受
験
シ
ー
ズ
ン
な
ど
学
校
が
忙
し
い
と
き
、
生
徒
に
は
登
塾
、
練
習
の
時
間
の
確
保
が
難
し
い
問
題
が
あ
る
。

•

書
画
以
外
に
、
現
在
、
英
語
や
ピ
ア
ノ
、
ダ
ン
ス
な
ど
各
種
の
塾
が
氾
濫
し
て
お
り
、
業
種
間
の
競
争
が
激
し
く
な
り
、

生
徒
数
の
確
保
は
簡
単
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
間
書
塾
は
民
間
に
よ
る
教
育
施
設
と
い
う
性
格
上
、
経
営
理
念
や
教
員
体
制
、
学
生
の
学
校
で
の
学
習

と
の
両
立
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
国
に
よ
る
書
法
教
育
を
含
む
伝
統
文
化
教
育
の
重
視
や
試
験
に
お
け
る
「
巻
面
分
」
の
導
入
、
学
校
に
お
け
る

書
法
教
育
の
不
足
な
ど
を
背
景
に
、
学
生
と
保
護
者
が
書
写
能
力
の
上
達
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
に
お
け
る
民
間
書

塾
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
今
回
は
淄
博
市
書
画
学
校
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
そ
の
実
態
な
ど
に
つ

い
て
考
察
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
民
間
書
塾
は
中
国
各
地
に
多
く
あ
り
、
発
展
が
早
い
と
見
ら
れ
る
。

　
民
間
書
塾
は
教
員
、
施
設
か
ら
授
業
内
容
、
教
学
法
、
練
習
と
実
践
の
機
会
の
提
供
に
至
る
ま
で
、
正
規
の
学
校
教
育
と

比
べ
て
比
較
的
充
実
し
て
優
れ
て
お
り
、学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
不
足
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
民
間
書
塾
の
急
成
長
及
び
そ
の
特
徴
か
ら
、
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
不
足
、
問
題
点
を
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
第
五
章
　
中
国
に
お
け
る
小
中
学
校
書
法
教
育
の
問
題
点
と
展
望

　
　
　
　
　
一
、
小
中
学
校
書
法
教
育
の
問
題
点

　
小
中
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
重
要
性
が
国
か
ら
強
調
さ
れ
、
政
府
主
導
の
も
と
で
書
法
教
育
の
実
施
が
徐
々
に
進
ん

で
き
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、『
綱
要
』
が
実
施
さ
れ
て
ま
だ
日
が
浅
く
、
書
法
教
育
に
は
様
々
な
問
題
点
が
存
在
し
て

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
の
中
国
で
の
現
場
調
査
に
基
づ
い
て
、
そ
の
主
な
問
題
点
を
あ
ら
た
め
て
次
に
指
摘
し
て
お
く
。
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　（
一
）
教
員
と
指
導
方
法
に
か
か
わ
る
問
題
点

　
書
法
教
育
の
重
視
に
つ
い
て
の
指
摘
が
以
前
か
ら
あ
る
も
の
の
、
美
術
教
育
よ
り
書
法
教
育
の
ほ
う
が
遅
れ
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
以
下
の
問
題
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
書
法
教
育
の
非
専
門
化
は
依
然
と
し
て
顕
著
で
あ
り
、

専
門
の
教
員
は
不
足
し
て
い
る
。
小
中
学
校
の
場
合
、
国
語
ま
た
は
美
術
の
教
員
が
兼
任
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
書

法
専
門
の
教
員
に
よ
る
担
当
は
ま
だ
少
な
い
。
第
二
に
、書
法
担
当
教
員
の
専
門
的
能
力
と
指
導
教
育
能
力
の
問
題
で
あ
る
。

書
法
授
業
担
当
教
員
の
多
く
は
短
期
間
の
研
修
を
経
て
授
業
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
識
字
や
書
写
の
指
導
は
行
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
書
法
の
指
導
に
至
っ
て
は
難
し
さ
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
細
か
く
て
適
切
な
指
導
は
で
き
ず
、
ひ
た
す
ら
学

生
に
教
材
や
法
帖
の
臨
書
を
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
第
三
に
書
法
教
員
の
配
置
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
の
教
員

体
制
に
は
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
一
方
で
は
、書
法
の
授
業
を
設
置
し
て
も
書
法
専
門
の
教
員
が
い
な
い
ま
た
は
少
な
い
か
ら
、

国
語
や
美
術
の
教
員
が
代
わ
り
に
書
法
の
授
業
を
兼
任
す
る
。
も
う
一
方
で
は
、
教
員
採
用
試
験
に
は
書
法
教
員
の
枠
が
な

く
、
書
法
専
門
の
卒
業
生
は
仕
方
な
く
美
術
な
ど
近
い
専
門
の
枠
で
採
用
試
験
を
受
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
法
教
員

の
採
用
枠
を
設
け
て
い
る
地
方
も
あ
る
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
情
で
書
法
専
門
の
卒
業
生
は
就
職

難
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
既
存
教
員
体
制
の
ま
ま
で
は
書
法
専
門
教
員
の
採
用
が
難
し

い
か
ら
、
書
法
教
員
に
お
け
る
量
的
・
質
的
不
足
の
問
題
は
当
面
解
決
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
二
）
教
材
に
か
か
わ
る
問
題
点

　
書
法
教
育
を
進
め
る
に
は
適
切
な
書
法
教
材
が
不
可
欠
で
あ
る
。『
綱
要
』
で
は
教
科
書
に
つ
い
て
「
小
中
学
校
の
書
法

教
育
用
の
教
科
書
は
学
生
用
の
「
書
法
練
習
指
導
」
と
教
員
用
の
「
書
法
教
学
指
導
」
を
含
む
」
と
し
、
ま
た
内
容
に
つ
い

て
「
書
写
練
習
を
主
体
と
し
て
、
書
写
技
法
の
指
導
内
容
の
要
点
を
盛
り
込
み
、
ほ
ど
よ
く
書
法
審
美
と
書
法
文
化
の
内
容

を
と
り
い
れ
て
い
く
の
が
よ
い
。
内
容
が
適
切
で
、
難
易
度
が
適
当
で
あ
り
、
学
生
の
学
習
興
味
を
引
き
出
す
こ
と
に
注
意

し
、
学
習
効
率
を
高
め
る
も
の
が
よ
い
」
と
し
て
い
る
。
現
有
の
教
材
に
は
綱
要
の
趣
旨
を
で
き
る
だ
け
理
解
し
遵
守
す
る

努
力
が
見
ら
れ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
教
材
の
種
類
が
多
く
て
ま
た
内
容
の
構
成
や

手
本
の
種
類
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
た
め
、
現
場
の
担
当
者
に
と
っ
て
適
切
な
教
材
を
選
ぶ
の
が
た
い
へ
ん
で
あ
る
と
の
事
情

が
あ
る
。
第
二
に
、
国
語
や
美
術
の
教
員
が
書
法
授
業
を
兼
任
す
る
場
合
、
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
で
教
え
や
す
い
も
の
を
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使
う
傾
向
が
あ
る
。
シ
ン
プ
ル
な
も
の
は
教
員
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
量
的
に
ま
た
は
内
容
的
に
教
学

目
標
の
達
成
に
ふ
さ
わ
し
い
か
な
ど
の
問
題
が
出
て
く
る
。
第
三
に
、
鑑
賞
と
臨
書
用
の
法
帖
及
び
現
代
作
品
の
選
択
は
教

員
の
個
人
裁
量
で
決
ま
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。『
綱
要
』で
は
臨
書
用
の
手
本
と
し
て
古
典
と
現
代
の
作
品
が
推
薦
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
種
類
と
量
が
多
く
、
現
場
の
選
択
利
用
に
は
ば
ら
つ
き
が
出
て
く
る
。
ま
た
『
綱
要
』
で
は
中
学
校
段
階
で

は
「
興
味
の
あ
る
学
生
に
隷
書
、
行
書
な
ど
、
そ
の
他
の
書
体
に
挑
戦
し
、
篆
刻
の
常
識
を
理
解
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、

現
場
で
は
基
本
的
に
楷
書
の
技
法
の
学
習
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　（
三
）
授
業
時
間
に
か
か
わ
る
問
題
点

　『
意
見
』
は
、
小
学
校
「
三
〜
六
学
年
の
語
文
課
程
に
、
週
一
回
の
書
法
授
業
を
設
け
る
」
と
し
て
い
る
が
、
中
学
校
に
お

け
る
書
法
教
育
の
授
業
時
間
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
が
さ
れ
て
い
な
い
。『
綱
要
』で
は
小
中
学
校
の
両
方
に
対
し
て
特
に
授

業
時
間
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
地
方
レ
ベ
ル
の
関
連
法
令
で
は
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
も
っ
と
詳
細
な
規
定
を
行
う
場
合
が

あ
る
。
例
え
ば
『
細
則
』
で
は
小
学
校
の
国
語
授
業
に
週
一
授
業
時
間
の
書
写
ま
た
は
書
法
の
授
業
を
、
中
学
校
は
週
に
一

授
業
時
間
以
上
の
習
字
の
練
習
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
求
め
ら
れ
る
授
業
ま
た
は
練
習
時
間
を
確
保

で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
背
景
に
書
法
授
業
の
位
置
付
け
の
問
題
が
あ
る
。
全
日
制
学
校
の
中
で
は
、
書
法

授
業
は
国
語
や
数
学
、
英
語
な
ど
の
メ
イ
ン
科
目
と
違
う
い
わ
ゆ
る
「
副
科
」（
副
科
目
）
で
あ
り
、
成
績
評
価
の
対
象
外
に

な
っ
て
い
る
か
、
な
っ
て
い
て
も
受
験
と
は
特
に
関
係
が
な
い
。
中
国
で
は
、
小
学
校
か
ら
高
校
に
至
る
ま
で
、
教
育
は
受

験
の
た
め
の
進
学
指
導
に
偏
り
、
書
法
な
ど
受
験
科
目
以
外
の
科
目
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
特
に
試
験
、
受
験
前
に
は

試
験
・
受
験
科
目
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
科
目
の
授
業
は
短
縮
、
あ
る
い
は
中
止
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
名
存
実
亡
」

と
言
わ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
中
国
の
学
校
で
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
部
活
」
の
習
慣
が
な
い
た
め
、
学
習
、

練
習
は
基
本
的
に
一
律
に
決
め
ら
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
、
学
校
内
に
お
い
て
は
、
授
業
以
外
の
自
主
学
習
、
練
習
は
そ
れ
ほ

ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　（
四
）
設
備
と
教
学
方
法
に
か
か
わ
る
問
題
点

　『
綱
要
』
で
は
「
多
様
化
す
る
教
育
方
式
・
方
法
を
提
唱
す
る
」
と
し
、
中
に
「
充
分
に
現
代
の
情
報
技
術
を
利
用
し
、
生

き
生
き
と
し
た
活
発
な
書
法
教
育
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
、
書
法
教
室
と
書
法
練
習
室
の
確
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保
す
ら
ま
だ
充
分
に
で
き
て
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
書
法
教
室
と
言
っ
て
も
文
房
四
宝
の
み
が
置
か
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

一
部
の
学
校
で
は
机
が
小
さ
い
、
筆
を
洗
う
設
備
が
な
い
、
作
品
を
掛
け
る
場
所
が
な
い
、
人
数
が
多
く
て
教
員
か
ら
示
さ

れ
た
手
本
が
見
え
な
い
と
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
教
育
に
お
い
て
情
報
機
器
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
が

急
速
に
普
及
し
、
そ
れ
を
活
用
し
た
教
学
・
学
習
ス
タ
イ
ル
が
大
い
に
浸
透
し
て
い
る
が
、
書
法
関
連
科
目
の
教
学
は
他
の

分
野
と
比
べ
て
遅
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
ま
だ
文
房
四
宝
と
法
帖
の
み
が
用
意
さ
れ
る
く
ら
い
で
、
古
く
て
伝
統
的
な
教

学
方
式
が
存
在
し
て
い
る
。
現
代
の
教
学
設
備
を
導
入
し
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
の
い
わ
ば
「
書
法
教
育
の
現
代

化
」
が
今
後
の
課
題
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
二
、
日
本
に
お
け
る
書
道
教
育
の
経
験
と
そ
の
中
国
へ
の
示
唆

　
日
本
は
書
道
歴
史
の
悠
久
な
国
と
し
て
、
従
来
、
書
写
・
書
道
教
育
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
民
間
で
も
書
道
塾
、
書
道
教

室
が
林
立
し
、
書
道
教
育
は
生
涯
教
育
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
特
に
小
中
高
校
階
段
の
教
育
は
普
及
率
が
世
界
最

高
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
教
学
方
式
や
教
学
条
件
も
進
ん
で
い
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
る
。
　

　
現
在
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
小
中
学
校
に
お
い
て
書
道
授
業
が
必
修
科
目
と
し
て
開
設
さ
れ
て
い
る
う
え
、
授
業
時
間
が
確
保

さ
れ
、
教
員
も
小
学
校
、
中
学
校
国
語
の
教
員
免
許
を
有
す
る
人
に
限
る
。
教
材
は
複
数
の
種
類
が
あ
る
も
の
の
、
大
体
共

通
し
た
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
年
）
に
小
学
校
学
習
指
導
要
領
、中
学
校
学
習
指
導
要
領
が
発
表

さ
れ
、一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
に
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
て
以
来
、時
代
の
趨
勢
や
教
育
を
と
り
ま
く

状
況
の
変
化
に
伴
い
、
概
ね
十
年
ご
と
に
改
訂
さ
れ
て
今
日
に
至
る
。
現
場
で
は
基
本
的
に
学
習
指
導
要
領
に
従
い
、
小
学

校
一
〜
二
年
生
は
国
語
科
目
の
中
で
書
写
の
学
習
が
行
わ
れ
、
三
年
生
か
ら
毛
筆
書
写
が
導
入
さ
れ
る
。

　
同
じ
漢
字
を
使
う
国
と
し
て
、
ま
た
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
書
写
・
書
道
教
育
を
実
施
し
て

き
た
国
と
し
て
、
日
本
の
経
験
は
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
に
と
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
三
、
今
後
の
展
望



247 中国における小中学校書法教育の現状と課題についての研究

　
現
在
、
中
国
で
は
書
法
教
育
重
視
の
姿
勢
が
示
さ
れ
、
国
か
ら
地
方
、
学
校
、
学
生
と
い
っ
た
様
々
な
方
面
に
お
い
て
積

極
的
な
取
組
、
努
力
が
見
ら
れ
る
。
今
後
は
政
策
面
だ
け
で
は
な
く
、
教
材
や
教
員
配
置
、
教
学
方
法
と
い
っ
た
実
務
面
も

徐
々
に
改
善
、
充
実
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　『
綱
要
』
の
実
施
は
ま
だ
日
が
浅
い
か
ら
、
現
場
で
は
様
々
な
点
に
お
い
て
ま
だ
執
行
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
充
分
に
執

行
さ
れ
て
い
な
い
と
の
問
題
が
あ
る
。『
綱
要
』
が
策
定
さ
れ
た
以
上
、
問
題
が
分
析
、
解
決
さ
れ
、
書
法
教
育
は
『
綱
要
』

に
従
っ
て
徐
々
に
推
進
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
地
方
レ
ベ
ル
の
関
連
法
規
に
も
大
き
な
促
進
力
が
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
「
巻
面
分
」
の
導
入
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

そ
の
導
入
に
よ
っ
て
学
生
の
書
写
能
力
が
一
気
に
注
目
さ
れ
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
段
階
は
国
語
の
試
験
に
限
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
を
受
け
、
こ
れ
か
ら
他
の
科
目
に
も
「
巻
面
分
」
の
導
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
従
来
の
書
法
教
育
に
お
い
て
は
、受
験
教
育
一
辺
倒
が
大
き
な
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
。「
巻
面
分
」
の
導
入
や
関
連
法
令
に

よ
る
書
法
授
業
の
明
確
な
位
置
付
け
な
ど
に
伴
っ
て
、
書
法
授
業
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
改
善
、
重
視
が
期
待
で
き
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
本
研
究
は
中
国
の
書
法
教
育
関
連
法
令
を
国
レ
ベ
ル
と
地
方
レ
ベ
ル
の
両
方
か
ら
明
確
に
し
た
上
で
、
現
地
調
査
の
結
果

に
基
づ
い
て
、
中
国
に
お
け
る
小
中
学
校
の
書
法
教
育
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
教
材
と
教
員
、
教
学
法
を
中
心
に
考
察
し

て
き
た
。
本
研
究
の
主
な
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
一
）
中
国
に
お
け
る
書
法
教
育
は
西
周
時
代
か
ら
始
ま
り
、数
千
年
に
わ
た
っ
て
中
国
の
学
校
教
育
の
最
も
重
要
な
内
容
の

一
つ
と
し
て
継
承
・
発
展
し
て
き
た
が
、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
後
の
長
い
間
、
書
写
の
速
度
の
観
点
か
ら
書
法
教
育
は

主
に
硬
筆
を
用
い
る
書
写
能
力
の
習
得
つ
ま
り
「
書
写
」
に
偏
っ
て
お
り
、
後
に
受
験
教
育
体
制
の
影
響
を
受
け
て
「
書

写
」、「
書
法
」
の
授
業
は
正
常
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
書
法
教
育
が
重
視
さ
れ
る
の
は
近
年
に
お
け
る
動
き
で
あ
り
、

そ
の
背
景
に
学
生
の
書
写
能
力
の
低
下
へ
の
強
い
危
機
感
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
二
〇
一
一
年
以
降
国
か
ら
発
布
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さ
れ
た
『
意
見
』、『
綱
要
』
な
ど
の
関
連
法
令
に
代
表
さ
れ
る
国
家
の
政
策
的
な
推
進
が
あ
っ
た
。

（
二
）
国
レ
ベ
ル
の
法
令
に
応
じ
て
、地
方
レ
ベ
ル
で
も
関
連
政
策
文
書
の
整
備
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

て
お
り
、
ま
た
地
方
レ
ベ
ル
の
政
策
文
書
は
そ
の
内
容
の
多
く
は
国
レ
ベ
ル
の
そ
れ
よ
り
も
っ
と
詳
し
く
て
充
実
し
て
い

る
。
例
え
ば
『
細
則
』
は
授
業
内
容
や
授
業
時
間
数
、
シ
ラ
バ
ス
の
内
容
構
成
、
書
法
教
室
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
細
か

い
規
定
が
あ
り
、
ま
た
従
来
試
験
の
採
点
は
解
答
の
内
容
の
み
を
対
象
に
す
る
の
に
対
し
て
文
字
の
綺
麗
さ
も
採
点
の
対

象
に
す
る
「
巻
面
分
」
の
導
入
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
三
）中
央
政
府
と
地
方
政
府
主
導
の
も
と
で
書
法
教
育
の
実
施
が
徐
々
に
進
ん
で
き
て
い
る
。
同
時
に
様
々
な
問
題
点
が
存

在
し
、
特
に
教
材
と
教
員
、
教
学
方
法
に
お
け
る
問
題
点
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
教
材
に
つ
い
て
、
関
連
法
令
に
従
っ

て
多
数
の
教
材
が
作
成
さ
れ
て
い
る
一
方
、
種
類
が
多
く
て
選
ぶ
の
が
た
い
へ
ん
で
あ
る
こ
と
や
、
内
容
は
必
ず
し
も
適

切
で
十
分
で
な
い
こ
と
、
法
帖
や
作
品
の
選
択
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
教
員
に
つ
い
て
、
教

員
研
修
な
ど
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、現
有
の
教
員
採
用
体
制
の
も
と
書
法
教
員
の
採
用
枠
が
な
い
か
少
な
い
た
め
、

国
語
や
美
術
の
教
員
が
書
法
授
業
を
兼
任
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
書
法
教
員
は
人
数
も
指
導
能
力
も
不
足
し
て
い
る

と
の
問
題
が
あ
る
。
教
学
方
法
に
つ
い
て
、「
自
然
握
筆
法
」
や
「
九
字
習
字
法
」
な
ど
様
々
な
工
夫
や
創
意
が
あ
り
、
多

様
な
教
学
方
法
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
、
教
材
に
沿
っ
た
解
説
や
法
帖
の
臨
摹
が
中
心
で
専
門
的
な
指
導
や
マ
ル

チ
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
が
欠
け
て
い
る
授
業
が
多
い
と
の
問
題
が
あ
る
。他
に
は
、授
業
時
間
の
確
保
や
成
績
評
価
を
め
ぐ
っ

て
の
問
題
な
ど
が
あ
る
。

（
四
）中
国
に
お
け
る
民
間
書
塾
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。
民
間
書
塾
は
民
間
に
よ
る
教
育
施
設
と
い
う
性
格
上
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
点
が
あ
る
も
の
の
、
教
員
、
施
設
か
ら
授
業
内
容
、
教
学
法
、
練
習
と
実
践
の
機
会
の
提
供
に
至
る
ま
で
、
正
規

の
学
校
教
育
と
比
べ
て
比
較
的
充
実
し
て
お
り
、
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
不
足
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
民
間
書
塾
の
急
成
長
及
び
そ
の
特
徴
か
ら
、
学
校
に
お
け
る
書
法
教
育
の
不
足
、
問
題
点
を
観
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
本
研
究
で
は
淄
博
市
の
事
例
を
中
心
に
中
国
に
お
け
る
小
中
学
校
書
法
教
育
の
現
状
と
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

が
、
他
の
事
例
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
小
中
高
書
法
教
育
に
お
け
る
教
材
と
教
員
、
教
学
方
法
な
ど
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の
問
題
は
大
学
レ
ベ
ル
の
書
法
教
育
に
も
直
接
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
を
今
後
の
研
究
の
課
題
に
し
た

い
と
思
う
。

〈
注
〉

（
（
）
草
津
祐
介
（
二
〇
一
六
）「
中
華
人
民
共
和
国
『
中
小
学
書
法
教
育
指
導
綱
要
』
の
研
究—

目
標
の
分
析
を
中
心
に
し
て
─
」『
学
術
研
究
助

成
成
果
論
文
集
』Vol.（

　
公
益
財
団
法
人
日
本
習
字
教
育
財
団

（
（
）
王
力
軍
（
二
〇
一
五
）「
現
代
中
国
書
法
の
現
状
と
課
題
（
一
九
七
〇
〜
二
〇
一
〇
）」『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
三
号
　
東
京
学
芸
大
学
書
道

教
育
研
究
会

（
（
）
王
力
軍
（
二
〇
一
六
）「
中
国
に
お
け
る
書
写
・
書
法
教
育
の
実
態
と
新
政
策
」『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
四
号
　
東
京
学
芸
大
学
書
道
教
育

研
究
会

（
（
）
草
津
祐
介
・
程
俊
英
（
二
〇
一
六
）「
中
国
の
大
学
学
部
に
お
け
る
書
法
専
攻
設
置
の
状
況
」『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
四
号
　
東
京
学
芸
大

学
書
道
教
育
研
究
会

（
（
）
向
彬
（
二
〇
〇
九
）『
中
国
古
代
書
法
教
育
研
究
』
九
頁
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社

（
（
）
向
彬
、
前
掲
書
、
一
頁

（
（
）
向
彬
、
前
掲
書
、
一
〇
九
頁

（
（
）
向
彬
、
前
掲
書
、
五
一
頁

（
（
）
向
彬
、
前
掲
書
、
一
四
〇
〜
一
四
一
頁

（
（0
）
角
井
博
（
二
〇
〇
九
）『
中
国
書
道
史
』
九
二
頁
、
芸
術
新
聞
社

（
（（
）
王
力
軍
、
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
四
号
、
二
一
頁

（
（（
）
王
力
軍
、
前
掲
『
東
ア
ジ
ア
書
教
育
論
叢
』
第
四
号
、
二
一
頁

（
（（
）
中
国
教
育
新
聞
網
（http://w

w
w.jyb.cn

）

（
（（
）
中
国
文
聯
網
（http://w

w
w.cflac.org.cn

）

（
（（
）
韓
肦
山
（
二
〇
〇
一
）「
論
書
法
芸
術
教
育
的
功
能
与
効
応
」『
河
北
大
学
成
人
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
〇
一
年
第
三
期
、
于
魁
栄
（
二
〇
〇
二
）

「
書
写
学
科
的
育
人
功
能
」『
学
科
教
育
』
二
〇
〇
二
年
第
二
期
、董
菱
（
二
〇
〇
五
）「
論
書
法
芸
術
教
育
的
必
要
性
」『
瀋
陽
師
範
大
学
学
報
（
社
会

科
学
版
）』
二
〇
〇
五
年
第
一
期
、
周
斌
（
二
〇
〇
八
）「
書
法
練
習
対
児
童
情
緒
智
力
発
展
的
影
響
」『
全
国
中
小
学
書
法
教
学
教
法
研
討
会
文
集
』

首
都
師
範
大
学
出
版
社
、
馬
艶
・
郭
百
霊
（
二
〇
一
〇
）「
中
小
学
語
文
書
法
教
育
的
文
化
過
程
功
能—

建
構
学
生
的
文
化
価
値
観
念
」『
山
東
教
育

学
院
学
報
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期

（
（（
）
淄
博
市
政
府H

P

（http://w
w

w.zibo.gov.cn

）

（
（（
）
淄
博
市
高
新
区H

P

（http://w
w

w.china-zibo.com

）


