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は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
。
新
教
育
基
本
法

の
下
で
、
初
め
て
行
わ
れ
た
改
訂
で
あ
る
。
国
語
科

に
目
を
向
け
る
と
、
目
標
は
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、

「
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
」
こ
と
が
継
承
さ
れ
た
。

前
回
の
改
訂
で
は
「
伝
え
合
う
」
と
い
う
和
語
が
や

や
違
和
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
感
が
あ
る
が
、
今

や
国
語
教
育
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な
り
、
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ

と
が
あ
っ
て
、確
か
に
活
動
と
し
て
の
「
伝
え
合
い
」

は
増
え
た
。
た
だ
、人
間
関
係
を
形
成
し
て
い
く
力
、

実
生
活
、実
社
会
で
生
き
て
働
く
力
と
な
る
真
の「
伝

え
合
う
力
」
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
と
い

う
と
、
疑
問
が
残
る
。

　

私
は
以
前
か
ら
生
活
を
重
視
し
、「
情
報
」
の
観

点
か
ら
国
語
科
教
育
に
お
け
る「
交
流
・
対
話
」の
必

要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
（
注
１
）。
本
稿
で
は
こ

の
観
点
か
ら
特
に
小
学
校
の
改
訂
点
を
吟
味
し
、
今

後
の
学
習
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

1　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

　

今
回
の
改
訂
で
は
、「
表
現
力
」
を
向
上
さ
せ
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
か
、「
話
す
こ
と
」
の
指
導
事

項
が
強
化
さ
れ
た
。
現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
全
学

年
の
指
導
事
項
が
、
ア
話
す
こ
と
、
イ
聞
く
こ
と
、

ウ
話
し
合
う
こ
と
の
三
観
点
か
ら
示
さ
れ
て
い
た

が
、新
学
習
指
導
要
領
で
は
ア
〜
オ
の
五
項
の
う
ち
、

ア
〜
ウ
の
三
つ
が
「
話
す
こ
と
」
に
つ
い
て
の
指
導

事
項
で
あ
る
。
取
材
・
選
材
、
構
成
に
か
か
わ
る
部

分
が
充
実
し
、
以
前
な
ら
言
語
事
項
に
位
置
付
く
よ

う
な
パ
ラ
言
語
、非
言
語
的
な
要
素
が
付
加
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
た
だ
単
に
「
話
す
」
と
い
う
行
為
に
着

目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ピ
ー
チ
等
の
前
段
階
と

も
い
え
る
「
集
め
る
、選
ぶ
、組
み
立
て
る
」
と
い
っ

た
こ
と
に
も
着
目
し
て
指
導
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
現
行
で
は
「
書
く
こ
と
」
に
示
さ
れ
て

い
た
指
導
事
項
が
「
話
す
こ
と
」
で
も
強
化
さ
れ
た
。

情
報
化
社
会
と
い
う
現
在
の
状
況
や
論
理
的
思
考
力

の
育
成
等
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
評

価
さ
れ
る
し
、
こ
れ
ら
に
視
点
を
当
て
た
実
践
も
増

え
て
き
て
よ
い
。
パ
ラ
言
語
や
非
言
語
の
こ
と
に
し

て
も
、「
話
す
・
聞
く
」
と
い
う
対
面
し
て
行
う
「
交

流
・
対
話
」
行
為
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
の
で
、
同

時
に
指
導
し
て
い
く
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、「
聞
く
こ
と
」の
指
導
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

　

私
的
な
話
を
も
ち
出
し
て
恐
縮
だ
が
、
私
は
小
学
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校
の
低
学
年
ご
ろ
ま
で
吃
音
が
ひ
ど
か
っ
た
。
し
か

し
、
授
業
中
、
発
言
は
よ
く
し
た
。
当
時
の
担
任
の

先
生
が
、「
き
ち
ん
と
話
し
な
さ
い
」
な
ど
と
は
決

し
て
お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
私
が
言
い
終
わ
る
ま
で
耳
を

傾
け
て
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
が

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
回
り
の
子
ど
も
た
ち
も
同
じ

よ
う
に
聞
い
て
く
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
今
も
私
の

よ
い
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
い
る
。「
聞
く
」
と
い

う
行
為
は
、「
相
手
に
思
い
を
寄
せ
る
」
と
い
う
行

為
で
あ
り
、「
交
流
・
対
話
」
を
考
え
る
上
で
と
て

も
重
要
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
今
一
度
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　

改
訂
さ
れ
た
指
導
事
項
を
見
て
み
る
と
、「
よ
り

積
極
的
な
聞
き
手
の
育
成
」
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕
の
オ
に

は
「
互
い
の
話
を
集
中
し
て
聞
き
」
と
い
う
文
言
が

見
え
る
。〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕の
エ
に
は「
質

問
を
し
た
り
感
想
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
」、〔
第
五

学
年
及
び
第
六
学
年
〕
の
エ
に
は
「
自
分
の
意
見
と

比
べ
る
な
ど
し
て
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
」と
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
に

お
い
て
は
「
話
す
こ
と
」
が
優
先
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
こ
と
は
今
後
も
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、「
聞
く
（
聴
く
、
訊
く
）」
に
も
同
様

に
指
導
の
力
点
を
置
き
、「
実
生
活
」
を
視
野
に
入

れ
た
「
交
流
・
対
話
」
的
な
実
践
を
目
指
し
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

2　

書
く
こ
と

「
書
く
こ
と
」
の
改
訂
で
目
を
引
く
の
は
、
や
は
り

各
学
年
の
最
後
に
示
さ
れ
た
指
導
事
項
で
あ
る
。

〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕

オ�　

書
い
た
も
の
を
読
み
合
い
、
よ
い
と
こ
ろ
を
見

付
け
て
感
想
を
伝
え
合
う
こ
と
。

〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕

カ�　

書
い
た
も
の
を
発
表
し
合
い
、
書
き
手
の
考
え

の
明
確
さ
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
合
う
こ

と
。

〔
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
〕

カ�　

書
い
た
も
の
を
発
表
し
合
い
、
表
現
の
仕
方
に

着
目
し
て
助
言
し
合
う
こ
と
。

　

こ
れ
ら
の
指
導
事
項
は「
協
働
」を
表
し
、「
評
価
」

を
表
し
て
い
る
。

　

以
前
、
書
く
こ
と
の
指
導
に
関
し
て
下
の
図
を
示

し
た
こ
と
が
あ
る
が
（
注
2
）、
こ
の
中
の
「
他
者
と

の
交
流
・
対
話
」
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。「
書
く

こ
と
」は
個
人
的
な
活
動
を
意
識
し
が
ち
で
あ
る
が
、

授
業
で
行
う
際
に
は
、「
他
者
と
の
交
流
・
対
話
」

を
有
効
に
組
織
し
、
評
価
、
助
言
等
を
さ
せ
た
い
も

の
で
あ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、「
書
く
こ
と
」

で
は
「
目
的
、
相
手
、
意
図
」
等
が
重
視
さ
れ
、
設

定
し
た
相
手
に
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
活
動
が
中
心

に
な
る
。
説
明
的
な
文
章
を
書
く
と
い
う
活
動
で
あ

る
。
そ
の
際
は
、
図
に
あ
る
よ
う
に
自
己
内
に
読
み

手
を
想
定
し
、
そ
の
反
応
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
意

欲
的
に
活
動
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

通
し
て
、
必
要
な
も
の
と
し
て
論
理
的
思
考
力
、
書

く
技
能
と
い
っ
た
も
の
を
意
識
さ
せ
、
習
得
さ
せ
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、

自
己
の
書
く
活
動
を
し
っ
か
り
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
さ
せ

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
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自
己
に
対
す
る
評
価
は
も
ち
ろ
ん
他
者
へ
の
評
価
、

助
言
に
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
言
語
活
動
例
に
は
、

〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕

ア　

想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
文
章
に
書
く
こ
と
。

〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕

ア�　

身
近
な
こ
と
、
想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
基
に
、

詩
を
つ
く
っ
た
り
、物
語
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

〔
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
〕

ア�　

経
験
し
た
こ
と
、想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
基
に
、

詩
や
短
歌
、
俳
句
を
つ
く
っ
た
り
、
物
語
や
随
筆

な
ど
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

と
い
っ
た
、
誰
か
に
何
か
を
伝
え
る
こ
と
を
直
接
の

目
的
と
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
想

像
を
広
げ
、
創
作
す
る
楽
し
み
を
味
わ
う
」、「
語
彙

を
広
げ
、
言
語
感
覚
を
養
う
」
と
い
っ
た
こ
と
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

私
も
以
前
高
学
年
を
担
当
し
た
と
き
、
俳
句
を
鑑

賞
す
る
だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
も

実
際
に
つ
く
ら
せ
、句
会
を
開
い
た
こ
と
が
あ
る
（
注

3
）。
子
ど
も
た
ち
は
自
分
自
身
の
作
品
を
つ
く
る

喜
び
を
感
じ
、
句
会
を
通
し
て
他
者
の
言
葉
選
び
、

表
現
の
仕
方
か
ら
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
よ
う
な
活
動
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
取
り
入
れ
て

い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

3　

読
む
こ
と

　
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
指
導
を
考
え
る
上
で
重
視

し
た
い
の
は
、
図
に
示
し
た
「
三
つ
の
交
流
・
対
話

を
有
効
に
組
織
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
三

つ
の
交
流
・
対
話
」
と
は
、
学
習
者
で
あ
る
「
私
」

を
核
に
し
た
「
テ
キ
ス
ト
と
の
交
流
・
対
話
」、「
他

の
学
習
者
と
の
交
流
・
対
話
」、「
自
己
と
の
交
流
・

対
話
」
を
指
す
（
注
4
）。

て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
、
発
表
し
合

う
こ
と
。

〔
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕

オ�　

文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合
い
、

一
人
一
人
の
考
え
方
に
つ
い
て
違
い
の
あ
る
こ
と

に
気
付
く
こ
と
。

〔
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
〕

オ�　

文
や
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合

い
、自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

　

こ
こ
で
は
、ま
ず
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
も
つ
」

と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
現
行
に
も
〔
第

三
学
年
及
び
第
四
学
年
〕
の
エ
に
「
読
み
取
っ
た
内

容
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
…
…
」、〔
第

五
学
年
及
び
第
六
学
年
〕
の
エ
に
「
…
…
自
分
の
考

え
を
明
確
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と
」
と
い
っ
た
記
述

は
あ
る
が
、〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕
の
指
導

事
項
に
は
な
か
っ
た
。「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
も

つ
」
と
い
う
こ
と
は
、「
テ
キ
ス
ト
と
の
交
流
・
対

話
」、「
自
己
と
の
交
流
・
対
話
」
を
意
味
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
学
習
者
に
向
か
う

ベ
ク
ト
ル
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
説
明

的
文
章
を
例
に
挙
げ
る
と
、書
か
れ
て
あ
る
内
容（
情

報
）、
構
成
や
表
現
の
工
夫
、
あ
る
い
は
筆
者
の
考

え
や
意
図
を
、
指
導
者
は
子
ど
も
た
ち
に
「
理
解
さ

せ
よ
う
」
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
習
者

が
テ
キ
ス
ト
に
対
峙
す
る
と
き
の
基
本
的
な
姿
勢
で

　

こ
の
「
三
つ
の
交
流
・
対
話
」
を
意
識
し
て
い
る

の
が
、
指
導
事
項
の
オ
で
あ
る
。

〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕

オ�　

文
章
の
内
容
と
自
分
の
経
験
と
を
結
び
付
け



�

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
自
分
自
身
の
意
見
、

考
え
を
し
っ
か
り
と
も
つ
（
一
人
称
）。
続
い
て
「
他

者
と
の
交
流
・
対
話
」
を
通
し
て
、
異
質
な
意
見
、

考
え
に
触
れ
る（
二
人
称
）。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ

た
差
異
や
異
質
性
と
の
擦
り
合
わ
せ
を
自
己
内
で
図

り
、新
た
な
意
見
、考
え
を
生
み
出
す（
一
・
五
人
称
）。

「
他
者
と
の
交
流
・
対
話
」
を
契
機
に
、「
テ
キ
ス
ト

と
の
交
流
・
対
話
」、「
自
己
と
の
交
流
・
対
話
」
を

活
性
化
さ
せ
、
自
己
の
変
容
、
成
長
を
見
取
っ
て
い

こ
う
と
す
る
提
案
で
あ
る
。

　

今
後
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ら
「
三
つ
の
交
流
・
対
話
」
を
授
業
の
中
に
効
果

的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
に
つ
い
て
は
他
に
も
、「
音

読
（
高
学
年
は
朗
読
も
）」
に
関
す
る
指
導
事
項
が

各
学
年
の
ア
に
配
置
さ
れ
復
活
し
た
こ
と
、「
読
書

指
導
の
充
実
」
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
触
れ
た
い
こ

と
は
多
い
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
す
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項

等
に
触
れ
な
が
ら
、
今
後
の
授
業
の
あ
り
方
に
つ
い

き
し
も
と　

け
ん
い
ち
ろ
う　

公
立
小
学
校
教
員
、
奈
良
県

教
育
委
員
会
指
導
主
事
を
経
て
、
現
在
、
山
口
大
学
教
育
学

部
准
教
授
。
研
究
テ
ー
マ
は
「
情
報
化
時
代
に
お
け
る
国
語

科
教
育
の
在
り
方
」。
小
・
中
学
校
の
先
生
方
と
、
魅
力
あ
る

国
語
の
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
実
践
的
研
究
を
進
め
て
い
る
。

あ
り
、
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
学
習

者
は
知
る
喜
び
、
理
解
す
る
喜
び
を
、
テ
キ
ス
ト
と

出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
味
わ
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
読
解
力
向
上
』
を
考
え
る
と
き
、
こ

の
一
方
向
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
単
に
知
る
、

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
P
I
S
A
調

査
の
結
果
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た「
解
釈
」

や
「
熟
考
・
評
価
」
の
力
を
付
け
る
た
め
に
も
、
学

習
者
が
「
テ
キ
ス
ト
に
向
か
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
が
書
い
て
あ
る

の
か
、
ど
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
か
、
筆
者
の
思

い
や
意
図
は
何
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
「
読
み
取

ら
せ
る
」
と
と
も
に
、
こ
の
情
報
は
正
し
い
の
か
、

述
べ
方
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
、
筆
者
の
意
見
に
対
し

て
自
分
は
ど
う
思
う
の
か
と
い
っ
た
「
考
え
る
」
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、
大
切
に
扱
っ
て
い
き
た
い
。

　

続
い
て
、「
思
い
や
考
え
を
発
表
し
合
う
」
と
い

う
文
言
で
あ
る
。こ
れ
は
、「
他
者
と
の
交
流
・
対
話
」

を
意
味
す
る
。
学
習
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
の
価

値
観
で
テ
キ
ス
ト
と
対
話
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い
や

考
え
、
感
想
な
ど
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
交
流
し

合
う
の
で
あ
る
。

　

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
小
・
中
学
校
国
語
部

は
、次
に
示
し
た
「
一
・
五
人
称
の
語
り
」を
提
案
し

て
い
る（
注
5
）。

注１　

�

拙
稿
「『
情
報
操
作
能
力
』
を
育
成
す
る
書
く
指
導
」『
実

践
国
語
研
究
№
二
二
八
』（
明
治
図
書　

二
〇
〇
二
）
ほ

か

２　

�

拙
稿
「『
書
く
こ
と
』
の
授
業
で
思
考
力
を
育
成
す
る
─

対
話
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
通
し
て
─
」『
こ
と
ば
の
学
び

vol．�

13
』（
三
省
堂　

二
〇
〇
七
）

３　

�

拙
稿
「
鑑
賞
し
、
つ
く
る
こ
と
を
通
し
て
、
俳
句
に
親
し

む
」『
国
語
教
育
探
究
第
一
六
号
』（
国
語
教
育
探
究
の
会���

二
〇
〇
三
）

４　

�

拙
稿
「『
四
つ
の
要
素
』
と
『
三
つ
の
対
話
』
─
単
元
構

想
と
授
業
づ
く
り
の
観
点
か
ら
─
」『
学
校
教
育�

№

一
〇
八
〇
』（
学
校
教
育
研
究
会　

二
〇
〇
七
）

５　

�

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
小
・
中
学
校
研
究
紀
要『「
真

理
を
追
究
し
続
け
る
個
」
を
育
て
る
教
育
の
創
造
（
三
年

次
）』（
二
〇
〇
七
）

て
考
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
残
念
な
が
ら

一
部
に
と
ど
ま
り
、
思
い
の
す
べ
て
を
述
べ
る
こ
と

は
で
き
て
い
な
い
。

　

子
ど
も
た
ち
が
様
々
な
「
交
流
・
対
話
」
を
経
験

し
な
が
ら
、自
身
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
、

真
に
「
伝
え
合
う
力
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
実
践
に
期
待
し
た
い
。

自
分
の
解
釈
の
範
疇
か
ら
出
て
、
出
会
っ
た
異
質

性
を
帯
び
た
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
再
構
成
し

た
考
え
の
表
出




