
高
校
生

の
表
現
指
導
と
取
り
組
ん
で

森

雅

代

一
、
は

じ

め

に

小
学
校
教
師
を
目
指
し
、
小
学
校
教
員
養
成
課
程

で
学
び
、
卒
業
後

一
年
間

奈
良
教
育
大
学
附
属
小
学
校
講
師
と
し

て
勤
務
し
た

の
ち
、
県
立
添
上
高
校
教

諭
と
な

っ
て
二
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し

て
い
る
。
高
校
教
諭

へ
の
転
身
は
我
な
が

ら
予
想
も
し
な
か

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
が
、
わ
ず
か

一
年
な
が
ら
小

学
校
を
経

験
し
た
後
、
高
校

の
教
壇
に
立

て
た

こ
と
は
、
わ
た
し
に
と

っ
て
こ
の
上
も
な

い
幸

福
な

こ
と
だ

っ
た
と
思

っ
て
い
る
。
年
齢

の
差
は
大
き

い
か
も

し
れ
な
い

が
、
教
師
と
生
徒
と

い
う
基
本

的
な
関
係
は
、
ま
ず
小
学
校
に
お

い
て
始
ま
る

も

の
で
あ
り
、
高
校
と
な

っ
て
も

大
き
く
変
化
す
る

こ
と

の
な

い
そ
の
基
本
を

小
学
校
で
体

験

で
き
た

こ
と
は
プ
ラ

ス
に
な

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
初
心
を
忘

れ
む
い
よ
う
に
し

て
い
る
。

一
一、
高
校

の
国
語
教
育

初
年

度
は
、
高
校

一
年
生

の
副
担

任
と
な
り
、

一
年

古
典
と

二
年

現
代
文

に

取
り
組
ん
だ
。
二
年
め
は

一
年
生

の
担

任
と
し
て
、

一
年

現
代

文
、
二
年
古
典

、

三
年
国
語
表
現
と
、
い
さ
さ
か
手
を
伸
ば

し
す
ぎ

た
形
に
な

っ
て
い
る
.
も

っ

と
も
、
学
習
指
導
要

領
改
訂

で
今

の
高
校

に
は
わ
た
し
た
ち
が
慣

れ
親
し
ん
だ

「
現
国
」
「
古
典
-
乙
」
な
ど
と

い
う
科

目

は
も
は

や

な

い
。

ま
ず
、
高
校

教
師

に
な

っ
て
は
じ
め
に
と

ま
ど

っ
た
の
は
こ

の
点

だ

っ
た
。

現
行
指

導
要
領
は
、
五
八
年
改

訂
さ
れ
、
各
高

で
カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の
組

み
方
に

差
は
あ
れ
、
お
お
む

ね
次

の
よ
う
な
要
領

で
実
施

さ
れ

て
い
る

。
「
国

語
1
」

「
国
語
H
」
「
現
代
文
」
「
国
語
表

現

」

の
四

つ
が

柱
と

な

り
、

一
年
次

で
は

「
国
語
1
」
と
し
て
現
代
文

・
古
典
を

バ
ラ

ン
ズ
よ
く
履
習
す

る
。

(
五
単

位
)
。

二
年
次

は

「
国
語
H
」

と
し

て
同
様

に
七
単
位
履
習

、
三
年
次

は

「
現
代
文

」

を
三
単

位
、
「
国
語
表
現
」
を

二
単
位
、

あ
と
は
進
路

に
応

じ

て

「
古
典

」
を

選
択
科

目
と

し
て
履
習
す

る
。

こ
れ
は
、
わ
が
勤
務
校

の
例

で
あ

り
、
若
干

の
違

い
は
あ

る
。

さ
ら
に
わ
が

校

で
は

、
「
国

語
1
」
を

A
と
B

に
、

そ
れ

ぞ
れ

三
対

二
に
分

け
、

A

で
現
代

文

、
B
で
古
典
を
行

い
、

二
年
次

で
は
七
単
位

の
う
ち
四
単
位
を

「
国
語

皿
」
、
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残

り
の
三
単
位
を

「
古
典

」
と
呼
ん

で
事
実
上
分
割
し

て
い
る
。

こ
う
な

っ
た
に
は
理
由

餌
あ
る

。
「
国

語

1
」
「
国
語

皿
」
と

し

て
、

現
代

文

と
古
典

の
両
分

野
を
平
均
的

に
履
習
す
る
と

い
う
の
は
な
か
な
か
難
し

い
こ

と

な
の
だ

。
特
に
、
古
典

の
方

は
単
位

が
少
な
く

、
基
本
的
事
項
を

お
さ
え
る

だ

け
が
精

い

っ
ぱ

い
で
、
本
来

の
古
典
学
習

の
ね
ら
い
で
あ
る
文
掌
と
し

て
の

鑑
賞

や
、
古
人

の
生
き
方

を
知
る
こ
と

に
よ
り
自

分
の
現
在

や
未
来

を
考

え
さ

せ
る
と
い

う
た
点
に
ま

で
、
手
が
ま
わ
ら
な

い
で
い
る
。

な
ら
ば
、
国

A
国
B
と
分
け
る

こ
と
な
く
、
週
五
単
位
を

フ
ル
に
使

っ
て
、

あ
る
時
期
は
現
代
文
、
あ
る
時
期
は
古
典
教
材

と
、
集
中
的

に
取
り
組

め
ば
よ

い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
か
り
に
、
ひ
と
と
き

で
も

「
現
代
文

」
の

授
業
が
な

い
時
期
が
あ
る
と

い
う

の
は
、
翼
を
も
が
れ
た
鳥

の
よ
う
に
心
も
と

な

い
感
が
あ
る
、
と

い
う
の
は
国
語
教
師

の
考
え
す
ぎ

で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
と
ま
ど

い
な
が
ら

の

ス
タ
ー

ト
だ

っ
た
が
、
現
在
で
は
、

国
語
と

い
う
教
科

の
単
位
数

は
な
る

べ
く
多
く
あ

っ
て
ほ
し

い
、
と

い
う
結
論

を
得

た
。
自
身

の
高
校
生
活

を
ふ
り
返

弓
て
み
る
と
、
前
述

の
よ
う

に
、
国
語

と
い
う
教
科
は

「
現
国
」
と

「
古
典
」

の
二
本
柱
と

い
う
印
象
が
あ

る
の
だ
が
、

現
・在
の
高
校
生

に
最
も

必
要

な
・も
の
、

つ
け
て
や
り
た
い
力
は
、
文
章
を
か
く

力

・
表
現
力

だ
と
思
わ
さ
れ
る
の
で
あ

る
.

三
、
高
校
生
の

「
書

く
力

」

先
ほ
ど
、
「
か
り

に
ひ
と
と
き

で
も

学
校
か
ら
現

代
文

の
な

い
日
が
あ

る

と

し
た
ら
、
そ
れ
は
翼
を
も
が
れ
た
鳥

で
あ
る
」
と
書

い
た
が

、
や
は
り
、
国

語

は
全

て
の
教
科

の
根
本

で
あ
る
と

い
う
観
を
強
く

し
て
い
る
。

高
校
生
と
接
し

て
、
ま
ず
驚

い
た

こ
と
は
文
章
力

の
な
さ

で
あ

っ
た
.
板
書

さ
れ
た
事
項

は
せ

っ
せ
と

ノ
ー
ト

に
写
す

が
、

「
こ
の
部

分

を
要

約
せ

よ

。
」

「
ζ
の
点

に

つ
い
て
ま
と
め
よ
。
」
と
課
題
を
出

さ
れ
る
と

、
と

た

ん
に
手

が

と

ま

っ
て
し

ま
う
生
徒
が
多

い
。

こ
れ
は
、
ほ
ぼ
、
ど

の
学
校
に
も

共
通
し
た

現
象

ら
し
い
が
、
小
学
校

に
勤
務
し

て
、
毎
日
何
十
冊
と
い
う
円
記
に
目
を
通

し
赤

ペ

ン
を

入
れ

て
い
た
身

に
と

っ
て
は
、
実

に
物
足
り
な

い
思

い
が
し
た
。

「
ま
と
め
よ
」
等

の
難
し

い
課
題

で
な
く

て
も
、
自
分

の
心

の
中

に
あ
る

ほ

ん
の
ち

ょ
っ
と
し
た
思
い
さ
え
、
文
章

に
す
る

こ
と

は
苦
手

の
よ
う

で
あ

っ
た
。

ノ
ー
ト
を
集

め

て
評
価
し

よ
う
に
も

、
全
く
同
じ
内
容

の
も

の
ば
か
り

で
お
も

し
ろ
く
な

い
。
授
業

の
は
し
ば
し

で
ひ
ら

め
く

よ
う
な

こ
と
を

、
自
分

の
こ
と

ば

で
書
け
な
い
.
こ
ん
な

こ
と
が

あ

っ
た
。
国
語

B
で
、
鈴
木
牧
之

の

「
北
越

雪
譜
」
を
と
り
あ
げ
、
「
豪
雪
地
帯

の
、
雪

に
ま

つ
わ
る
伝
説

や
奇

談
を

収
録

し
た
も

の
で
、
柳
田
國
男

の

『遠

野
物

語

』

の
原

型

坦

こ
こ
に

み
ら

れ
る

。
」

と
話
し
た
あ
と
、
一
遠
野
物
語
」
に

つ
い
て
説
明
し

た
。
後

日
集

め
た

あ
る

女

生
徒

の
ノ
ー
ト

に
、
「
『
北
越
雪
譜

』
・…

・・
『遠

野
物

語
』
…
…
信
じ
ら
れ
な

い

よ
う
な
伝
説
や
不
思
議
な
話
を
集
め
た
も

の
…
…
初

め
て
知

っ
た

読
ん
で
み

た

い
な
あ

で
も
そ
ん
な
の
売

っ
て
る

の
か
な
早
」
と
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
本

当

に
嬉

し
い
例

で
あ
る
。
た

い
て
い
、
題
名
と
作
者
名
だ
け

ノ
ー
ト
に
と

っ
て

終

わ
り
と
い
う
中

で
、
た

弓
た

こ
れ
だ

け
の
感
想

で
は
あ
る
が
、

ノ
ー
ト
に
書
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い

て
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
に
わ
た
し
は
半
ば

感
動
し
た
.
と
同
時

に
、

こ
れ
ら

の
書
籍

の
存
在

や
、
文

庫
本

と
し

て
も
比
較

的
手

に
入
り
や
す
い
こ
と

さ
え
知

ら
な
い
こ
と
に
闘
題
を
感
じ
た
⇔

難
し
く
考
え
る

こ
と
は
な
い
。
心
に
思

っ
て
い
る
こ
と
を
書

け
る
よ
う
に
、

な
ん
と
か
書
か
せ
る

こ
と
は

で
き
な
い
か
、
と
思

う
よ
う

に
な

う
た
。
は
じ
め

は
小
学
生

レ
ベ
ル
の
作
文

で
も
よ
い

で
は
な

い
か
。
小
学
校
時
代
に
、
ほ
と
ん

ど
作
文

を
書

い
た

こ
と
が
な

い
と
い
う

の
な
ら
、

そ
こ
か
ら
始
め
よ
う
と
思

っ

た
¢

四
、

「
国
語
n
」

の
中

で
の
表
現
指
導

「
国
語

H
」
は
、
先

ほ
ど
述

べ
た
通
り
、
現
代
文
古
典
両
分
野

の
網
羅
さ
れ

た

一
冊

の
教
科
書
を
用

い
、
わ
が
校
は
、

二
人

の
教
師

が
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
を

教
え

て
い
る

。

現
代
文

の
分
野
を
担
当

し
た
わ
た
し

は
当
初
、

意
気

込
ん

で
授
業
を
し
た
。

高
度

な
内
容

を
こ
な

さ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
、
段
落
と
段
落

の
関
係
も
把
握

さ

せ

て
…
…
と

い
ろ
い
ろ
考

え
走
。
実
際
、

そ
う

い
う
授
業
を
行
う
と
、
生
徒
た

ち

は
ノ
ー
ト
を
写
す
ば
か

り
で
、
ど

の
程
度
自
分

た
ち
の
頭

で
考
え

て
い
る
の

か
全

く
わ

か
ら
な

い
。
い
ざ
指
名
し

て
み
る
と

「
わ
か

り
ま
ぜ

ん
。
」

あ

る

い

は
沈
黙
が
返

っ
て
く
る
場
合
が

ほ
と

ん
ど

で
あ

る
。

高
校
な
ら

ば
こ
そ
、
講
義
調

の
授
業

で
も
、

そ
れ
な
り
に
押
し
き

る
こ
と
が

で
き

る
。
事

実
、

二
年
生

の
生
徒
た
ち

は
、
あ
と

か
ら
音

い
た
と

こ
ろ
に
よ
る

と

「
国
語

な
ん
て
、
教
科
書

の
文
章
を

ひ
ね
く
り
ま
わ
し

て
、
先
生

が
自
分

の

考

え
押
し

つ
け
る
だ
け

」
「
論
説
、

評
論
と
闘

い
た
だ

け

で
頭

が
痛
く

な

る
」

な
ど
の
、
国
語

に
対
す

る

「
見
解

」
を
も

っ
て
い
た
.

こ
ん
な
授
業

は
、
と

て
も
小

学
校

で
は
通
用
し

な
い
。

そ
の
時
感
じ
た
の
は

こ
れ

で
あ
る
。
小
学
生

は

「話

聞
い

て
た
ら
頭
痛

い
け
ど

、
と
り
あ
え
ず

ノ
ー

ト
だ
け
は
と

っ
て
お
こ
う
。
」
な
ど
と
は
考
え

て
く
れ
な

い
。
わ

か
ら

な

い
授

業
は
即
授
業
そ
の
も
の
の
破
綻
に

つ
な
が
る
。

こ
れ
で
は
い
け
な
い
。

こ
の
反
省

の
も
と
に
、
コ

人

一
人
が
活
動

で
き
る
授

業

」
と

い
う
原
点

に

立
ち
戻

っ
て
考
え
る
こ
と

に
し
た
。

そ
れ

に
は
、
や
は
り
書

か
せ
る

こ
と
だ
。

そ
れ
も
、
板
書
を
写
す
の

で
は
な
く
、
自
己
の
考
え
を
。

ま
ず
初
め

に
行

っ
た
の
は
、
毎
時
間

の
よ
う
に
、
十

セ
ン
チ
四
方
程
度

の
小

さ
な
用
紙
を
教
室

へ
持

っ
て
い
く

こ
と

で
あ
る
,
授
業

の
ふ
し
め
ふ
し
め

に
、

そ
の
用
紙
を
各
人

に
配
り
、
「
こ
の
描
写
は
何

に

つ
い
て
書

か

れ

て
い
る

と
思

う
か
」
「
『
そ
れ
」

の
指
し

て
い
る
内
容
は
、
本
文
中
の
ど
れ
か
」
あ
る

い
は
、

「
本
文
に
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
な
自
分
目
身

の
体
験
は
な

い
か
」
な
ど
と
、
次

々

に
課
題
を
与
え
、
ど
ん
な

こ
と

で
も

い
い
か
ら
書
か
せ

て
い

っ
た
。
不
思
議
な

も

の
で
、
大
き
な
紙
を
渡
す
と

「
た
く
さ
ん
書
か
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
意
識
す

る
あ
ま
り
、
鉛
筆
が
動
か
な
く
な
る

の
だ
が
、
今
す
ぐ
回
収
さ
れ
る
と

い
う
小

さ
な
用
紙
を
配
布
さ
れ
る
と
、
ど
う

や
ら
重

い
腰
も
上
が
り
、
書
け
る

よ
う
な

の
で
あ

る
。

ζ
の
方
法
を
続
け
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
生
徒
た
ち
は
だ

ん
だ

ん
、

「自

分

の
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考
え
を
書
く
」
.と
い
う
こ
と
に

コ
ン
プ

レ
ッ
ク

ス
を

示
さ
な
く
な

っ
て
い

っ
た
。

本
来
、
彼
ら
、

い
や
正
確
に
は
、
特

に
女

子
高

生
た
ち

は
書

く
こ
と

が
好
き
な

は
ず
で
あ
る
。
教
室
内
、
あ
る
い
は
教
室

か
ら
教
室

へ
、
実

に
た
く

さ
ん
の
紙

き
れ
、
便
せ
ん
が
行
き
交
い
し
て
い
る
。
授
業
中

、

ノ
ー
ト
を
と
る
ふ
り
を
し

て

「
内
職
」
す
な
わ
ち
、
友
だ

ち

へ
の
手
紙

に
精

を
出

し
て
い
る
者
も

い
る
。

そ
の
よ
う
な
私
信

に
な
ら
、
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
を
、
長
い
文
章

で
書

け

る

の
だ
か
ら
、
「
文
章

書
く

の
が
苦
手
」

で
あ
る
は
ず
が

な

い
。

授
業

中

、
あ

る
い
は
、
課
題
と
し

て
自
己

の
意
見
を
求

め
ら
れ
た
時
書
け
な

い
の
は
、
あ
ま

り

に
も
授
業

で
あ

る
こ
と
、
そ
し

て
教
師

の
評
価

の
目
を
意
識
す
る
か
ら

で
あ

ろ
う
と
思

っ
た
。

彼
ら

に
何
か
文
章
を
書
か
せ
、
そ
し

て
そ

の
提
出
を
求
め
た
時
、
特
に
最
初

の
う
ち
は
、
彼
ら

の
書

い
た
内
容
を

で
き
る
だ
け
肯
定
す
る
よ
う
忙
努
め
た
.

必
ず
し
も
的
を
射

て
い
な

い
意
見

で
も
、
何
か
良

い
点
を
み

つ
け
、
ほ
め

こ
と

ば

を
添
え

、
次
回

に

つ
な
が

る
こ
と
を
望
ん

で
返
却
し
た
。
だ
ん
だ
ん
に
、
こ

れ
ら
の
繰

り
返
し

が
、
生
徒

の

コ
ン
プ

レ

ッ
ク
ス
を

や
わ
ら
げ

て
い

っ
た
よ
う

に
思
え

る
.
思

え
ば
、
小
学
生

の
日
記
指
導
と
全
く
同
じ

こ
と
を
行

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

そ
の
う
ち
に
、
国
語

H
の
授
業

の
中

で
、
単

に
教
科
書

の
論
説

や
、
小
説

の

教
材
を
扱

う
だ

け
で
な
く
週
に

一
時
間
程
度
、

短
文
づ
く
り

の
時
間
を
設
け
る

よ
う
に
な

っ
た
。
モ
の
中
で
、
「
け
し
て
…
…
ま

い
」
「
た
ぶ
ん
…
…
だ

ろ
う
」

な
ど
、
陳

述

の
副
詞
や
.
文

の
ね
じ
れ
な
ど

、
基
本
的
言

語
事
項
を
身

に

つ
け

さ
せ
る
よ
う
努
め
た
。
彼
ら
は
、
自
分
の
興
味
関
心

の
あ
る
も
の
に
は
、
非
常

に
熱
心

に
取

り
組
む
。

国
語

が
嫌

い
で
、
文
章
を
書
く

の
・は
特
に
昔
手
だ
と
言

っ
て
い
た
男
子
生
徒

が
、
自
分

の
大
好
き
な

バ
イ
ク
の
こ
と
に
な
る
と
、

そ
の
形
状

、
あ
る

い
は
架

空

の
息
づ
ま

る
熱
戦

の
模
様
な
ど
を
、

ル
ポ

ラ
イ

タ
ー
も
及
ば
な

い
ほ
ど
白
熱

の
描
写
力
を
も

っ
て
表
現
し
た
。
わ
が
校

で
億
、
単
車
の
免
許
取
得
は
禁
止
さ

れ

て
お
り
、
彼
と

て
単
車

に
乗

っ
た

こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、

「
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
、

バ
イ

ク
に
乗

る
の
は
が
ま
ん
す
る
し
か
な

い
け
ど
、

害

い

て
い
る
だ

け
で
も
楽
し

い
な
。
」
と
言

う
ま

で
に
な

ウ
た

。
自

己
表

現

の

ひ
と

つ
の
方
法

と
し

て
、
文
章

を
書
く
、
と

い
う

こ
と
を
見
出
せ
た

こ
と

は
、

す
ば
ら
し

い
こ
と
だ
と

思
う
。

し
か
し
、

二
年
生

の
終
わ

り
、
最
後

の
試
験

の

日
、
彼

の
答
案

用
紙

の
余
白

に
は

「
三
年

に
な

っ
て
、
先
生

が
か

わ

っ
た

ら
、

提
出
物

に

バ
イ
ク
の
こ
と
を
書

く
こ
と
は
も
う
な

い
と
思

う

。
」
と

記
さ
れ

て

あ

っ
た
。
妙
に
寂
し

い
気
が
し
た
。

五
、

「
国
語
表
現
」

を
担

当
し
て

年
度
が
か
わ
り
、
前
年
度

担
当
し
て
い
た
あ

る
ひ
と

つ
の
ク
ラ

ス
の

「
国
語

表
現
」
を
担
当
し

て
今
円
に
至

っ
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ

ス
に
は
、
あ
の

「
バ
イ

ク
少
年
」
は

い
な

い
.
し
か
し
、

二
年

の
国

語
H
の
授
業

を
し
な
が
ら
、
週

一

時
閻

の
短
文
づ
く
り
、
小
論
文
な
ど
忙

一
番
力
を
入
れ
た
ク

ラ
ス
で
あ
る
。

二

～
三
年
は
組
替
え
も
な
く
、
昨
年
行

っ
た
こ
と
を
幕
礎
に
、

い
ろ

い
ろ
な
試
み
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・

が

で
き
る
。

現

に
、
文
章
を
書

か
せ
、
そ
れ
を
添
削
し
、

返
事
を
書
き

、
返
却

し
て
い
く

中

で
、
生
徒

と
の
人
間
関
係
も
強

い
も

の
に
な

っ
て
い

っ
た
。
同
じ
職
場

の
あ

る
先
生
が
言

わ
れ

た
。
「
生
徒

の
書

い
た
も

の
を

見
て
い
る

と
、
自

然

に
生

徒

を
愛
す

る
よ
う
に
な
り
ま

す
よ
。
」

そ
の
通
り
で
あ
る
.

ふ

つ
う
に
授
業

を

し

て
い
た
ら
通

り
す

ぎ
て
し

ま
い
そ
う
な
彼
、
彼

女
…
…
。

ひ
と
り
ひ
と
り
の
文

章
に
接
す
る
こ
と

で
、
明
確

に
忘
れ

が
た
く
わ
た
し
の
頭
の
中
に
残

っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
明

る
い
材
料

の
中

で
、

正
真
正

銘
の

「
国
語
表
現
」
週
二
時
間

が

ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の

一
年
も
終

わ
ろ
う
と
し

て
い
る
。

こ
の

一
年

で
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
行

っ
た
。
文

の
推
敲
、
わ
ざ
と
不
適

切
な

表
現

の
用

い
ら
れ

て
い
る
文
章

を
例
示

し

て
書

き
直
さ
せ
る
、
正
し

い
敬

語

の

用

い
方
、
原
稿
用
紙

の
使

い
方

に
始

ま

っ
て
小

論
文
の
書
き
方
、
入
試
用
論
文

の
ポ
イ
ン
ト
、
文

の
要
約

の
仕
方
、
起

承
転
結

、
そ
し

て
正
し

い
手
紙

の
書
き

方
な

ど
.

週
二
回

、
毎
時

聞
課
題
を
持

ち
込
み
、
書
か
せ
、
そ
し

て
評
価

し

て

返
却

し
た
。

生
徒

た
ち
も

こ
れ
ほ
ど

、書
く

L

こ
と
を
強

い
ら
れ
た
に
も
か
か

わ

ら
ず
、
拒

絶
反

応
を
示
す

こ
と
も

な
く
懸

命
に
と
り
く
ん
だ
ロ
し
か
し
、
年

度
末
を
む

か
え

て
、
何
か
物
足
り
な

い
思
い
が
残
る

の
で
あ
る
。

二
年
が

か
り

の
取

り
組

み

で
、
確
か

に
生
徒

た
ち
は
、
書
く

こ
と
に
あ
る
程

度
積
極
的

に
あ
た
れ
る
よ
う
に
は
な

う
た
。
が
、

こ
の
物
足
の
な
さ
は
、
や
は

り

、
こ
の

一
年

の

「
国
語
表
現
」
と

い
う
科
目

が
、
「
授
業

」

な
ら

ぬ

「
ワ

ー

ク
」

の
時
間

に
し
か
な

っ
て
い
な
か

う
た
と
い
う
点
に
起
因
し

て
い
る

の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
だ
。

国

語
n
の
時
な

ら
ば
、

ひ
と

つ
の
教
材

を
行

っ
て
い
る
、

そ
の
時
間

中
に
、

教
材

と
か
ら
め
て
生
徒
た

ち
に
書

か
せ
、
個
人

の
意

見
も
全
体

の
場

に
返
す
こ

と
が
で
き
、
授
業

が
深

ま

っ
た
。
週

↓
時
間
程
度
別

ワ
ク
を
と

っ
て
も
、
昨
日

ま

で
の
授
業

と
関
連
さ

せ
思
索
し
な
が
ら
表
現
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。

や
り
た

い
こ
と
、
書
か

せ
た
い
こ
と
も
次

か
ら
次

へ
と

出
て
き

た
。
評
価
す
る

の
も
楽
し
か

っ
た
。

と

こ
ろ
が
.
皮
肉

に
も

三
年
に
な
り
、
専
用
の
時

間
が

で
き

る
と

「
次

の
時

間
は

一
体
何
を
書

か
せ
よ
う
」
「
ネ
タ
切
れ
」
な
ど
と

い
・つ
事
態

が
生

ま
れ

て

き
た

の
で
あ
る
.
そ
し

て
、
添
削

に
も
追
わ
れ
る
。
生
徒
の
方

も
敏
感
に
そ
う

い
う
状
況
を
感
じ
と
り

、
半

ば
事

務
的

に
課
題
を
消
化

し

て
提
出
し

て
く
る
。

話
し
合

い
、
教
師

が
語

り
、
生
徒
が
考
え
る
と
い
う
、
基
本
的

な
授
業
展
開

の

な

い
上
に
立

っ
た

「表

現
」
な
ど
、
無
味
乾
燥
に
近
い
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
授
業
開
始
と
同
時

に
、
用
紙

が
配
ら
れ
、
サ
ラ
サ
ラ
と
鉛

筆
を
動
か
し
、

提
出
し

て
終
了

の
チ

ャ
イ

ム
、
こ
れ
で
は
、
数

学

の
テ

ス
ト
と
か
わ
り
な

い
か

も
し
れ
な

い
.

こ
の

一
年

間

の
国
語
表
現
を
、
こ

の
よ
う
な
用
い
方
し
か

で
き

な
か

っ
た
自
分
を
反
省
し

て
い
る
。
生
徒
も

楽
し
く
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
今
度
、

国
語
表
現
を
担
当

す
る
時

は
、
ク
ラ

ス
の
集
団
と
し

て
の
存

在
価
値
を
生
か
す

展
開
に
し
な
け
れ
ば
、
と
考
え
始
め

て
い
る
。
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六

、

ま

と

め

と

し

て

初
め

は
ど
う
し
て
い
い
か
ま
る
で
わ
か
ら
な

い
。
頭

の
中

が
カ
ラ

ッ
ポ
の
よ

う
に
思
え
る
。
強
い
ら
れ

て
、
ぽ

つ
ぽ

つ
と

、
自
分

の
心
の
中

に
あ
る
ド

ロ
ド

ロ
と
し

た
も

の
の
、
ほ
ん

の

一
端
を
文

字
に
し
て
書

き
記
す
。
と
こ
ろ
が
、
書

い
た
と

た
ん
、
そ
れ
性
公

の
も
の
と

な

っ
て
自

分

の
手
を
離
れ
、

一
人
歩
き
を

始
め
る
。
そ

こ
が
手
紙

と
違
う
と

こ
ろ
だ
。

高
校

に
お

い
て
、
生
徒
か
ら
教

師
に
提
出
さ
れ

る
文
章

に
は
、
あ
る
程
度

こ

の
よ
う
な
性
格
が
あ
る
だ

ろ
う
。
少

な
く
と
も
生
徒
は

そ
う
思

っ
て
い
る
、

そ

し

て
多

く

の
場
合
、
公

に
な

っ
た
そ

の
文
章
は
、

あ
ま
り
高
く
も
な

い
評
価
を

得

て
手
元

に
返

っ
て
く
る
.

こ
れ

で
は
、
書
く

の
が
い
や
に
な

っ
て
も
不
思
議

は
な

い
、
特

に
、
誰
が
書

い
た
か
を
明
ら
か

に
さ
れ

る
こ
と
を
嫌
う
傾
向
が

あ

る
。
優
秀
な
作
品

で
あ
る
と
し

て
、
み

ん
な

の
前

で
発
表
す

る
場
合

で
も

、
名

ま
え

は
言
わ

れ
た
く

な
い
。
恥
ず
か
し

い
と

い
う
患
い
の
方

が
先

に
立

つ
。

ま

ず
、
優
秀
な
作
品

溺
優
秀

で
あ

る
と
評
価
さ
れ

る
こ
と
の
正
当
性

か
ら
教

え
、

慣

れ
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し

、
や
が
て
自
分

の
書

い
た
も

の
に

一
定

の
評
価
が
与

え
ら
れ
る
の
を

見
る
と
、

そ
れ
が
書

く

こ
と

へ
の
自
信

と
し

て
定
着
し

て
く
る
。
す
る
と

、
も

は
や
、
全
ク
ラ

ス
員

の
前

で
、
「誰

そ
れ

の
作
品
」
と
し

て
発
表

さ
れ

て
も

平

気
に
な
る
、
完
全
に
、
公

の
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な

っ
た
と
み
な
し

て
よ

い
。

高
校
に
お
け

る
文
章
表
現
指
導
は
、
「
私
」
か
ら

「
公

」

の
文

章
を

ど

う

ひ

き
出
す
か
、
と

い
う
点

に
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
始

め

て

い
る

。
「
私

」

は
自
分

の
内
面

の
感
情
、
「
公
」

は
表
向
き
、
と

い
う
よ

う
な

意
味

で

こ

の
こ

と
ば
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な

い
。
逆

に
、

そ
の
よ
う
な

へ
だ

て
を
巷
く

し
て
.

コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
自
分
を

抽
出

し
、
他

人
の
目

に
触
れ
る

こ
と

を
考
慮

に
入

れ

た
上

で
文
章
化

で
き

る
か
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

目
記
の
文
章

は
書

け
る
が
、

作

文
は

一
行
も
書

け
な

い
、
と

い
う

こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
「
公

」

の
文

章

が

書
け
る
と
い
う
こ
と
は
本

当
の
意
味

で
飾
ら
ず

に
自
分
を
表

現
す
る
こ
と
に

つ

な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち

ろ
ん
、
「
五
」

で
述

べ
た
よ
う

に
、
根
本

に
な
る

「
私

」
同
士

の

ぶ

つ

か
る
場
、
た
と
え
ば
授
業
中

の
討
論
な
ど
を
抜
か
し

て
、
機

械
的
に
書
か
せ
る

こ
と

に
問
題
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
高

校

の
教
壇

に
た

っ
て
二
年
、
ま
だ

ま
だ
有
効
な
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
表
現
指
導
に
取
り
組

ん

で
い
き
た

い
と

思
う
。
実
践
と
呼

べ
る
ほ
ど

の
も

の
に
も
な

っ
て
い
な

い
が
.

い

つ
の
日
か
、

高
校
生

の
も

つ
本
来

の
パ
ワ
ー
を
、
文
章

の
上

に
表
わ
さ
せ

て
み
た

い
。

(
奈
良
県
立
添
上
高
校
教
諭

)
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