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は
じ
め
に

　

周
知
の
と
お
り
、
平
成
二
十
三
年
度
の
小
学
校
教

科
書
の
改
訂
（
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
）
か
ら
、

本
格
的
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
が
小
学

校
で
始
ま
る
。

　

こ
こ
で
は
、
小
学
校
で
ど
の
よ
う
な
内
容
が
、
ど

の
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
の
か
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

小
学
校
と
中
学
校
と
の
違
い
、
あ
る
い
は
、
小
学
校

と
中
学
校
の
連
携
や
指
導
の
系
統
性
を
考
え
て
い
く

一
助
と
し
た
い
。

一
　�

小
学
校
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

の
背
景

　

近
年
に
お
い
て
も
、
小
学
校
で
「
古
典
」（
と
言

え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
を
扱
お
う
と
い
う
動

き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、
大
岡
信
・
谷
川
俊
太
郎
ら
が
提
案
し
た

『
に
ほ
ん
ご
』（
福
音
館
書
店　

一
九
七
九
）
は
、「
学

習
指
導
要
領
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
小
学
校
一
年
生
の

た
め
の
国
語
教
科
書
を
想
定
」（
あ
と
が
き
）
し
た

も
の
で
あ
る
が
、「
お
れ
も
眠ね
む

ら
う
」
な
ど
の
表
記

が
あ
っ
た
り
、「
ゐ
、
ゑ
」
の
文
字
が
五
十
音
図
に

示
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
は
、「
い
ま
使
っ
て

い
る
こ
と
ば
が
日
本
語
の
長
い
伝
統
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
か
せ
、
母
語
へ
の
感
覚

を
鋭
く
し
た
い
」（
あ
と
が
き
）
と
い
う
考
え
か
ら
、

特
別
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
教
え
な
く

と
も
よ
い
と
い
う
前
提
で
、
自
然
に
言
葉
の
伝
統
に

触
れ
さ
せ
た
い
と
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、『
声
に
出
し
て
読
み
た

い
日
本
語
』（
斎
藤
孝　

草
思
社　

二
〇
〇
一
）
に

示
さ
れ
た
よ
う
な
、
意
味
の
吟
味
よ
り
も
音
を
体
に

し
み
こ
ま
せ
る
よ
う
な
読
み
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

と
い
う
社
会
的
な
背
景
も
あ
る
。
同
様
に
、
テ
レ
ビ

で
「
じ
ゅ
げ
む
」
が
面
白
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
、

子
ど
も
た
ち
が
喜
ん
で
ま
ね
を
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
小
学
校
の
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
は
、
決
し
て
「
古
典
」
と
し
て
教
え

よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
育
ち

の
環
境
の
中
に
そ
う
い
っ
た
文
化
が
あ
る
と
い
う
状

況
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
中
心
的
な
眼
目

に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
子
ど
も
た
ち

の
有
意
味
な
力
に
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、

未
検
証
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
。

二
　
学
習
指
導
要
領
の
扱
い

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

　
「
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ

て
き
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
継
承
・
発

展
さ
せ
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
」（『
解
説
』）

　

ま
た
、具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

○
第
一
、二
学
年

　

�　

昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど

︱
読
み
聞
か
せ
や

発
表
し
合
う
こ
と

○
第
三
、四
学
年

　
　

文
語
調
の
短
歌
・
俳
句

︱
音
読
や
暗
唱

　
　

慣
用
句
・
故
事
成
語

︱
意
味
を
知
り
、使
う
。

○
第
五
、六
学
年

　

�　

親
し
み
や
す
い
古
文
・
漢
文
、
近
代
以
降
の
文

語
調
の
文
章

︱
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す

　
こ
れ
か
ら
の
小
学
校
に
お
け
る

　「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

愛
媛
大
学
教
育
学
部
　
　

三
浦
　
和
尚
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る
。

　

�　

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章

︱
昔
の
人
の

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
。

　

こ
う
い
っ
た
中
で
、
三
、四
年
の
俳
句
・
短
歌
は
、

「
音
読
や
暗
唱
」と
い
う
活
動
と
し
て
提
示
さ
れ
、五
、

六
年
の
古
文
・
漢
文
も
「
内
容
の
大
体
」
と
、
内
容

に
は
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い

る
。
ま
し
て
や
、
語
彙
や
文
法
に
言
及
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　

結
局
は
、
文
語
を
声
に
出
し
て
読
み
慣
れ
、
意
味

は
現
代
語
訳
な
ど
で
お
お
よ
そ
が
わ
か
れ
ば
よ
い
と

い
う
扱
い
で
あ
る
。

三
　
小
学
校
の
学
習
材

　

三
省
堂
『
小
学
生
の
国
語
』
で
は
、
各
学
年
に
次

の
よ
う
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
す
る
事
項

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

・
一
年
生
「
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
」

・
二
年
生
「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」

・
三
年
生
「
何
を
し
て
い
る
の
か
な
」

　
　
　
　

�（「
鳥
獣
戯
画
」
を
見
て
、
想
像
し
た
こ
と

な
ど
を
書
く
）

　
　
　

 　
「
か
る
た
を
つ
く
ろ
う
」

　
　
　
　

�（
百
人
一
首
、
い
ろ
は
歌
、
こ
と
わ
ざ
に

ふ
れ
る
）

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
俳
句
」

・
四
年
生
「
落
語　

じ
ゅ
げ
む
」

　
　
　

 　
「
故
事
成
語
の
物
語
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
短
歌
」

・
五
年
生
「
狂
言　

し
び
り
」

　
　
　

 　
「
雪
」「
土
」（
旧
仮
名
遣
い
表
記
）

　
　
　

 　
「
句
会
を
楽
し
む
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
外
国
の
詩
」

　
　
　
　
　
（
旧
仮
名
遣
い
表
記
）

・
六
年
生
「
自
由
な
発
想
で
︱
随
筆
︱
」

　
　
　
　

�（
随
筆
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
枕
草
子
・

徒
然
草
に
ふ
れ
る
）

　
　
　

 　
「
短
歌
を
作
る
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
漢
文
」（
論
語
）

　

こ
れ
に
加
え
て
、
一
年
生
五
月
に
は
『
伊
曾
保
物

語
』
を
も
と
に
し
た
「
に
く
を　

く
わ
え
た　

い
ぬ
」

（
川
崎
洋
）
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
が
原
典
で
あ
る
が
、

日
本
古
典
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

ま
た
五
年
生
の
『
学
び
を
広
げ
る
』（
資
料
的
位

置
づ
け
）
の
中
に
は
、
古
典
の
読
書
の
い
ざ
な
い
が

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
、
低
学
年
の
お
話
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
現
代
語
で
の
提
示
で
あ
り
、
内
容
も
こ
れ
ま

で
も
教
科
書
や
一
般
の
読
書
で
親
し
ん
で
き
て
い
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
学
校
に
お
い
て
特
別
な
配
慮

が
必
要
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
原
典
あ
る
い
は
旧

仮
名
遣
い
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
原
則
高
学
年
か

ら
で
あ
る
が
、
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
は
、
中
学
年

で
旧
仮
名
遣
い
の
提
示
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
扱
い
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
加
え
て

い
る
よ
う
に
、「
カ
ル
タ
」「
句
会
」「
音
読
」
な
ど
、

主
と
し
て
「
活
動
」
を
中
心
に
単
元
が
仕
組
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
活
動
の
中
で
、
文
語
的
な
表

現
に
触
れ
る
、
意
識
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

中
学
校
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
古
典
の
高
校
と

の
接
続
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

高
校
に
そ
の
対
応
を
任
せ
る
こ
と
で
、
中
学
校
に
お

け
る
切
実
な
問
題
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
今
回

小
学
校
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
い
う
形
で
学

習
内
容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
を
ど
う
受
け
つ
ぐ
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
わ

け
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
小
学
校
が
中
学
校
の
内

容
を
先
取
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
伝
統
的

な
言
語
文
化
を
身
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
を

お
も
し
ろ
い
と
思
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
第
一
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

み
う
ら
・
か
ず
な
お 

一
九
五
二
年
、
広
島
市
生
ま
れ
。
広
島

大
学
教
育
学
部
卒
業
。
愛
媛
大
学
評
議
員
・
教
育
学
部
教
授
。
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