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一　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
国
語
科
を
中
心
に
、
伝
え
合
う
力
を

は
ぐ
く
む
授
業
を
創
造
す
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
分
の
思
い
を
生
き
生
き
と
表
現
し
、
と

も
に
学
び
合
う
児
童
の
育
成
を
目
指
し
、
研
究
を
重

ね
て
い
る
。

　

言
葉
と
か
か
わ
り
、
言
葉
を
通
し
て
表
現
し
、
豊

か
に
伝
え
合
う
力
を
育
て
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
、

簡
単
で
楽
し
く
、
実
り
多
い
俳
句
の
取
組
を
一
年
生

の
実
践
を
例
に
紹
介
し
た
い
。

二　
「
は
い
く
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」

　

五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
、
俳
句
に
親
し
む
こ

と
と
、
句
作
や
鑑
賞
を
通
し
て
言
葉
や
季
節
へ
の
感

覚
や
感
受
性
を
高
め
、
言
葉
の
豊
か
さ
を
楽
し
む
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
ひ
ら
が
な
も
し
っ
か
り
覚
え

た
二
学
期
か
ら
実
施
し
た
。

〈
初
め
の
指
導
〉

　

�　

一
年
生
へ
の
俳
句
指
導
の
た
め
、
五
・
七
・
五
の

十
七
音
で
作
る
こ
と
、季
節
を
表
す
言
葉
（
季
語
）

を
一
つ
入
れ
る
こ
と
、「
う
れ
し
い
な
」「
た
の
し

い
な
」
の
言
葉
を
使
わ
な
い
こ
と
を
、
始
め
に
指

導
し
た
。
音
数
の
数
え
方
に
つ
い
て
も
「
チ
ュ
・

ー
・
リ
・
ッ
・
プ
」や「
シ
ャ
・
ー
・
ベ
・
ッ
・
ト
」

で
確
認
し
た
。

〈�

句
会
ラ
イ
ブ
〉

　
�　

例
年
、
講
師
の
先
生
を
招
い
て
全
校
で
句
会
ラ

イ
ブ
を
実
施
し
て
い
る
。「
取
り
合
わ
せ
」
に
つ

い
て
学
び
、
鑑
賞
の
楽
し
さ
を
知
っ
て
、
こ
の
ラ

イ
ブ
で
ぐ
っ
と
気
持
ち
が
盛
り
上
が
る
。
季
語
を

他
の
季
語
と
入
れ
替
え
る
だ
け
で
、
よ
り
自
分
の

気
持
ち
に
近
い
俳
句
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
驚
き
、

一
年
生

な
り
に

工
夫
が

見
ら
れ

る
よ
う

に
な
っ

た
。

〈
覚
え
て
お
き
た
い
俳
句
〉

　

�　

小
学
生

が
覚
え
て

お
き
た
い

俳
句
も
紹

介
し
た
。

声
に
出
し

て
繰
り
返

し
詠
み
、

松
山
市
と

か
か
わ
り

の
深
い
子

規
さ
ん
の

俳
句
を
味

わ
っ
た

り
、
市
内

に
立
つ
句

碑
に
つ
い

て
話
し

合
っ
た
り

は俳

　句いく
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

〜
生
き
生
き
と
表
現
し
、と
も
に
学
び
合
う
児
童
の
育
成
〜

愛
媛
県
松
山
市
立
久
米
小
学
校 

高
須
賀　

智
子

〈導入時のワークシート〉

〈名句の紹介〉

覚
え
て
お
き
た
い
俳
句
①

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に�

与
謝
蕪
村

夏
か
わ
を
越
す
う
れ
し
さ
よ
手
に
ぞ
う
り�

与
謝
蕪
村

ぼ
た
ん
散
っ
て
打
ち
重
な
り
ぬ
二
三
ぺ
ん�

与
謝
蕪
村

戸
に
犬
の
寝
が
え
る
音
や
冬
ご
も
り�

与
謝
蕪
村

春
の
海
ひ
ね
も
す
の
た
り
の
た
り
か
な�

与
謝
蕪
村

雪
と
け
て
村
い
っ
ぱ
い
の
子
ど
も
か
な�

小
林
一
茶

我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
す
ず
め�

小
林
一
茶

や
せ
蛙
ま
け
る
な
一
茶
こ
れ
に
あ
り�

小
林
一
茶

雀
の
子
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
お
ん
馬
が
通
る

�

小
林
一
茶

や
れ
打
つ
な
は
え
が
手
を
す
り
足
を
す
る�

小
林
一
茶

う
ま
そ
う
な
雪
が
ふ
う
わ
り
ふ
わ
り
か
な�

小
林
一
茶

大
根
（
だ
い
こ
）
引
き
大
根
で
道
を
教
え
け
り

�

小
林
一
茶

梅
一
輪
一
輪
ほ
ど
の
暖
か
さ�

服
部
嵐
雪

赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り�

河
東
碧
梧
桐

校
塔
に
鳩
多
き
日
や
卒
業
す�

中
村
草
田
男

万
緑
の
中
や
あ
子
の
歯
生
え
初
む
る�

中
村
草
田
男

山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草�

松
尾
芭
蕉

古
池
や
か
わ
ず
と
び
こ
む
水
の
音�

松
尾
芭
蕉

五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川�

松
尾
芭
蕉

夏
草
や
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢
の
跡�

松
尾
芭
蕉

し
ず
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
せ
み
の
声�

松
尾
芭
蕉

秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ�

松
尾
芭
蕉

初
し
ぐ
れ
猿
も
小
の
み
を
ほ
し
げ
な
り�

松
尾
芭
蕉

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る�

松
尾
芭
蕉

あ
ら
う
み
や
佐
渡
に
横
た
う
天
の
川�

松
尾
芭
蕉

目
に
は
青
葉
山
ほ
と
と
ぎ
す
初
か
つ
お�

山
口
素
堂

夏
嵐
机
上
の
白
紙
飛
び
尽
く
す�

正
岡
子
規

赤
と
ん
ぼ
筑
波
に
雲
な
か
り
け
り�

正
岡
子
規

柿
く
え
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺�

正
岡
子
規
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○　

季
語
は
原
則
と
し
て
一
つ
。

　

○　

生
活
感
の
あ
る
子
ど
も
ら
し
い
句
を
選
ぶ
。

　

○�　

言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
、
表
現
の
よ
さ
を
重

視
す
る
。

　

○�　

レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
た
め
、
選
ば
れ
な
い
学

級
も
あ
る
。
同
じ
児
童
の
句
が
選
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

　

の
四
点
に
留
意
し
た
。

か
け
っ
こ
で
い
っ
し
ょ
に
は
し
っ
た
あ
き
の
か
ぜ

コ
ス
モ
ス
の
み
ち
を
あ
る
い
て
じ
い
ち
ゃ
ん
ち

ひ
が
ん
ば
な
よ
り
み
ち
を
し
て
み
つ
け
た
よ

さ
む
い
あ
さ
フ
ー
フ
ー
あ
っ
た
か
マ
マ
の
口

か
ら
っ
ぽ
の
ゆ
う
び
ん
ポ
ス
ト
ふ
ゆ
の
か
ぜ

入
選
句
（
俳
句
賞
）

〈
俳
句
の
紹
介
〉

　

�　

俳
句
賞
に
つ
い
て
は
給
食
時
の
校
内
放
送
で
紹

介
し
た
。
毎
月
ど

の
句
が
放
送
さ
れ

る
か
ど
き
ど
き
し

て
待
ち
、
放
送
さ

れ
る
と
大
き
な
拍

手
が
起
こ
る
。
楽

し
み
な
時
間
で
あ

る
。

　

�　

学
年
だ
よ
り
に

も
掲
載
し
て
保
護

者
に
も
紹
介
し

し
た
。「
の
た
り
の
た
り
」の
擬
態
語
を
喜
ん
だ
り
、

「
や
」
や
「
け
り
」
の
切
れ
字
を
知
っ
て
、
ま
た

一
歩
上
達
。

〈
投
句
用
紙
〉

　

�　

用
紙
は
Ａ
４
の
縦
半
分
の
大
き
さ
が
書
き
や
す

く
適
当
で
あ
っ
た
。
季
語
を
少
し
載
せ
て
、
季
節

の
イ
ラ
ス
ト
を
添
え
、
季
節
感
を
出
し
た
。
学
年

末
に
は
、
綴
っ
て
自
分
の
句
集
と
な
る
こ
と
を
知

ら
せ
、句
集
の
表
紙
も
作
っ
て
意
欲
化
を
図
っ
た
。〈俳句用紙〉

〈
句
作
と
鑑
賞
〉

　

�　

国
語
科
の
時
間
を
活
用
し
た
り
、
休
み
時
間
に

句
作
し
た
り
し
た
。
家
に
も
持
ち
帰
り
、
家
の
人

と
も
一
緒
に
作
っ
た
。

　

�　

集
ま
っ
た
句
は
、
ミ
ニ
句
会
を
開
き
、
だ
れ
の

句
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
「
今
月
の
句
」
を

選
ん
だ
。
友
達
に
選
ば
れ
る
嬉
し
さ
か
ら
、
次
の

句
作
に
一
層
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
り
、
選
ん
で

く
れ
た
友
達
に
お
礼
を
言
っ
た
り
す
る
ほ
ほ
え
ま

し
い
姿
も
見
ら
れ
た
。

〈
選
句
〉

　

�　

一
年
生
百
五
十
名
の
中
か
ら
、
毎
月
五
名
程
度

入
選
句
を
決
定
し
「
俳
句
賞
」
と
し
た
。

　
　

選
句
に
当
た
っ
て
は
、

た
。
祖
父
母
に
俳
句
賞
の
小
さ
な
賞
状
を
持
っ
て

行
っ
て
見
せ
て
ほ
め
て
も
ら
う
な
ど
、
家
族
も
巻

き
込
ん
だ
活
動
の
広
が
り
が
見
ら
れ
た
。

〈
考
察
〉

　

�　

児
童
は
毎
月
の
「
は
い
く
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」

を
、
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
回
を
重
ね
る

に
つ
れ
て
、
少
し
ず
つ
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
に
も

慣
れ
、
指
を
折
っ
て
は
考
え
、
季
語
を
覚
え
、
俳

句
に
親
し
む
様
子
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

�　

保
護
者
だ
け
で
な
く
、
人
生
経
験
豊
か
な
祖
父

母
の
方
々
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
、
と
も
に
喜
ん

だ
り
す
る
様
子
も
う
か
が
え
「
俳
都
松
山
、
め
ざ

せ
、
子
規
さ
ん
！
」
の
盛
り
上
が
り
が
感
じ
ら
れ

た
。

三　

お
わ
り
に

　

月
に
一
回
の
実
践
で
あ
る
が
、
表
現
方
法
の
一
つ

と
し
て
確
か
な
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
。

　

感
じ
た
こ
と
や
発
見
し
た
こ
と
、
体
験
し
た
こ
と

を
、
た
と
え
上
手
で
な
く
て
も
、
自
分
の
言
葉
で
俳

句
に
し
、
思
い
を
共
有
し
た
り
伝
え
合
っ
た
り
で
き

る
こ
と
は
、
す
て
き
だ
と
思
う
。

　

今
後
も
実
践
を
継
続
し
、
言
葉
へ
の
か
か
わ
り
を

深
め
て
い
き
た
い
。

た
か
す
か　

と
も
こ 

愛
媛
県
松
山
市
立
久
米
小
学
校
教
諭
。

子
ど
も
た
ち
と
学
び
合
っ
て
楽
し
く
実
践
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
俳
句
も
楽
し
ん
で
実
践
中
。
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〈ミニ賞状〉
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