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藤
原
校
長
先
生
は
「
よ
の
な
か

科
」
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
で
注
目
を

集
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
藤
原
先
生
は
お

子
さ
ん
と
一
緒
に
イ
ギ
リ
ス
に
行
か
れ

た
こ
と
が
教
育
に
つ
い
て
深
く
考
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
お
聞
き
し
て
い

ま
す
。
私
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
当

時
中
学
二
年
生
の
子
供
を
同
行
し
た
と

き
に
、
教
育
に
関
心
を
強
め
ま
し
た
。

娘
の
通
っ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ス
ク
ー
ル

で
は
、
歴
史
は
覚
え
る
も
の
で
は
な
く

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
授
業
で
し
た
。
数
学
で

は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
課
題
に
自
分
で
仮
定

を
置
き
な
が
ら
時
間
を
か
け
て
答
え
を

考
え
て
い
く
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し

た
。
仮
定
次
第
で
答
え
が
違
っ
て
く
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
教
育

に
ま
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、

今
、
日
本
の
教
育
に
つ
い
て
ど
ん
な
こ

と
を
お
考
え
で
す
か
。

藤
原

私
は
当
時
四
歳
、
今
年
高
校
三

年
生
に
な
る
息
子
を
連
れ
て
、
ロ
ン
ド

ン
郊
外
の
ウ
エ
ン
ブ
リ
ー
に
住
み
ま
し

た
。
そ
こ
の
ロ
ー
カ
ル
ス
ク
ー
ル
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
衝
撃
が
あ
り
ま
し
た
。

初
日
に
は
、
担
任
の
パ
ワ
ー
先
生
か

大
人
が
必
死
に
学
ぶ
姿
か
ら
こ
そ

子
供
は
学
ぶ
も
の
だ
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「
自
立
と
貢
献
」
で

教
育
界
の
「
宗
教
改
革
」
を
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ら
「
お
父
さ
ん
は
早
く
帰
っ
て
く
れ
。

子
供
が
あ
な
た
の
ほ
う
ば
か
り
気
に
し

て
し
ま
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
三
カ

月
後
の
保
護
者
面
談
で
は
、「
イ
ン
デ

ィ
ペ
ン
デ
ン
ス
（
自
立
）
と
コ
ン
ト
リ

ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（
貢
献
）」
が
評
価
基

準
だ
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
四
歳
の

子
供
の
、
で
す
よ
。
す
ご
く
イ
ン
パ
ク

ト
が
あ
り
ま
し
た
。

須
田

和
田
中
学
校
の
壁
に
も
、「
自

立
貢
献
」
と
い
う
言
葉
が
掛
か
っ
て
い

ま
す
ね
。

藤
原

日
本
で
は
幼
児
に
自
立
と
は
ま

ず
言
い
ま
せ
ん
。
小
学
校
の
教
育
目
標

を
み
て
も
、
協
調
性
フ
ァ
ー
ス
ト
で
す
。

し
か
し
、
四
歳
の
ウ
チ
の
子
の
ど
こ
が

イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ス
で
し
ょ
う
か
。

話
を
聞
く
と
、
一
生
懸
命
一
人
で
遊
ぼ

う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
と
か
ほ

か
の
子
供
た
ち
と
遊
ぼ
う
と
す
る
と
こ

ろ
も
あ
る
。
こ
れ
が
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ

ン
ス
の
芽
で
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
の

で
す
。

で
は
、
英
語
も
し
ゃ
べ
れ
ず
迷
惑
を

か
け
て
ば
か
り
い
る
子
の
ど
こ
が
コ
ン

ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
で
し
ょ
う
か
。
先

生
は
、
言
葉
が
分
か
ら
な
い
こ
と
自
体

が
、「
ど
う
や
っ
た
ら
分
か
ら
せ
ら
れ

る
か
」
と
い
う
周
り
の
思
い
を
引
き
出

し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
言
葉
を
反
芻
は
ん
す
う

し
て
み
て

気
づ
い
た
の
は
、
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の

市
民
社
会
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。
日
本
で
は
、
協
調
性
と

「
情
報
処
理
力
」
ば
か
り
を
教
え
ら
れ

ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
成
熟
社
会

は
形
成
さ
れ
な
い
の
だ
と
突
き
つ
け
ら

れ
た
思
い
で
し
た
。

「
自
立
と
貢
献
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し

た
教
育
と
い
う
の
は
、
現
代
の
日
本
社

会
で
は
「
宗
教
革
命
」
に
近
い
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
あ
る
小

中
学
校
三
万
数
千
校
の
ほ
と
ん
ど
の
教

育
目
標
が
こ
う
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
日

本
の
成
熟
社
会
を
担
う
市
民
は
育
た
な

い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
教
育
目
標
と
し

た
学
校
を
ど
う
つ
く
る
か
と
い
う
努
力

を
し
て
い
る
の
が
、
和
田
中
学
校
な
の

で
す
。

須
田

先
ほ
ど
擦
れ
違
っ
た
生
徒
さ
ん

た
ち
は
、
皆
さ
ん
あ
い
さ
つ
を
し
て
く

れ
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
教
育
を
さ
れ
て

い
る
の
で
す
か
。

藤
原

そ
う
で
す
か
。
実
は
あ
い
さ
つ

を
し
な
さ
い
な
ど
と
強
制
す
る
よ
う
な

こ
と
は
全
く
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、

外
か
ら
入
っ
て
く
る
大
人
に
慣
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
私

は
「
ナ
ナ
メ
の
関
係
」
を
重
視
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
の
肉
親
以
外
の

お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん
、
お
じ
さ
ん
、

お
ば
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ

ん
と
い
う
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者

と
、
ど
れ
だ
け
交
わ
れ
る
か
と
い
う
こ

と
。
異
質
な
他
者
と
交
わ
る
体
験
は
、

子
供
か
ら
大
人
に
な
る
通
過
儀
礼
と
し

て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、「
地
域
本
部
」
の
部

屋
が
学
内
に
あ
り
、
六
〇
〜
七
〇
人
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

半
分
が
学
生
で
残
り
が
地
域
の
大
人
で

す
。
日
常
の
授
業
の
手
伝
い
や
、「
土

曜
寺
子
屋
」、
図
書
館
の
管
理
運
営
、

校
庭
の
緑
の
世
話
な
ど
、
常
時
大
人
が

学
校
に
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
す
。

自
然
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
い
生
徒
は

す
る
し
、
照
れ
て
で
き
な
く
て
も
構
わ

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

須
田

金
融
教
育
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
を
い
か
に
住
み
や
す
い
も
の
に
す

る
か
と
い
う
視
点
も
あ
り
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
な
ど
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
教

育
に
携
わ
る
人
が
数
多
く
い
ま
す
。
和

田
中
学
校
の
教
育
は
、
そ
れ
に
通
ず
る

学
校
を
核
と
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
生

も
の
を
感
じ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
人
と

接
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
は
、
も
の
ご

と
を
考
え
る
と
き
に
重
要
な
バ
ラ
ン
ス

感
覚
を
磨
く
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

藤
原

「
集
中
力
と
バ
ラ
ン
ス
感
覚
」

と
私
も
よ
く
言
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、

小
中
学
生
時
代
に
し
か
養
わ
れ
な
い
か

ら
で
す
。
ま
た
、
数
字
で
は
表
わ
し
づ

ら
い
で
す
が
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
一
〇

代
に
ど
う
い
う
人
と
か
か
わ
り
を
持
っ

て
い
た
か
、
ど
ん
な
環
境
で
育
っ
た
か

で
決
ま
っ
て
き
ま
す
。

今
の
子
供
た
ち
は
家
庭
で
も
ま
れ
ま

せ
ん
し
、
地
域
社
会
で
も
も
ま
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
に
大
き
な
不
幸
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
学
校
の
中
に
擬
似
的
な
地
域

社
会
を
築
い
て
、
そ
こ
で
子
供
た
ち
が

ナ
ナ
メ
の
関
係
を
育
め
る
よ
う
に
し
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
人
と

人
と
の
距
離
感
が
分
か
ら
な
い
子
供
た

ち
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
し
ま
い
ま

す
。
い
じ
め
の
問
題
が
こ
こ
ま
で
や
や

こ
し
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
も

問
題
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
校
を
核
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を
改

善
で
き
れ
ば
、
思
い
や
り
も
生
ま
れ
る

し
学
力
も
上
が
る
。
さ
ら
に
は
、
志
も

芽
生
え
愛
国
心
も
育
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。



須
田

私
も
娘
は
地
域
の
公
立
小
学
校

に
入
れ
ま
し
た
。
ま
ず
子
供
だ
け
で
な

く
大
人
を
含
め
て
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な

人
た
ち
と
交
わ
る
こ
と
が
、
重
要
だ
と

考
え
た
か
ら
で
す
。

須
田

最
近
格
差
社
会
と
い
う
言
葉
を

よ
く
聞
き
ま
す
。
金
融
政
策
は
マ
ク
ロ

政
策
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
経
済
全
体
の
中
心

値
が
ど
の
辺
り
に
あ
る
の
か
を
常
に
考

え
て
い
ま
す
。
翻
っ
て
、
授
業
で
は
ど

う
で
し
ょ
う
。
私
は
教
え
る
と
き
に
、

ど
の
レ
ベ
ル
の
学
生
に
目
線
を
合
わ
せ

て
授
業
を
や
っ
た
ら
よ
い
の
か
い
つ
も

迷
っ
て
き
ま
し
た
。

藤
原

私
は
、「
情
報
処
理
力
」
に
加

え
て
「
情
報
編
集
力
」
を
重
視
し
ま
す
。

情
報
処
理
力
と
は
、
正
解
を
導
き
出
す

力
で
す
。
素
早
く
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を

完
成
さ
せ
る
力
で
す
ね
。
し
か
し
、
成

熟
社
会
で
は
、
こ
の
力
だ
け
で
は
乗
り

越
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル

の
図
柄
と
い
う
か
、
世
界
観
そ
の
も
の

を
構
築
す
る
力
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま

す
。
そ
れ
が
情
報
編
集
力
で
す
。
成
熟

社
会
で
は
正
解
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、

接
教
え
る
よ
り
教
師
に
話
を
し
、
彼
ら

が
子
供
た
ち
に
教
え
た
ほ
う
が
効
率
的

な
よ
う
な
気
も
し
て
い
ま
す
。

藤
原

現
在
、
教
員
の
平
均
年
齢
は
四

〇
代
半
ば
。
四
〇
代
以
上
の
教
員
は
変

え
よ
う
と
思
っ
て
も
な
か
な
か
変
わ
ら

な
い
。
そ
れ
は
教
員
に
限
ら
ず
ビ
ジ
ネ

ス
の
世
界
で
も
同
じ
で
し
ょ
う
。
四
〇

を
超
え
た
人
が
研
修
に
よ
っ
て
人
生
観

が
大
き
く
変
わ
っ
た
り
、
能
力
が
飛
躍

的
に
伸
び
た
り
す
る
の
は
ま
れ
で
す
。

そ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
ん
だ
っ
た

ら
、
直
接
中
学
生
に
教
え
る
ほ
う
が
一

〇
〇
倍
価
値
が
あ
る
。
変
わ
れ
る
の
は

ま
だ
頭
が
柔
ら
か
い
二
〇
代
か
三
〇
代

の
人
た
ち
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
そ
の
人

た
ち
に
「
よ
の
な
か
科
」
の
私
の
授
業

を
体
験
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
昨
年

は
全
国
七
カ
所
で
「
マ
ス
タ
ー
研
修
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
五
年
間
で
約

五
〇
〇
〇
人
が
実
際
に
私
の
授
業
を
見

て
、
衝
撃
を
受
け
て
帰
ら
れ
ま
し
た
。

「
よ
の
な
か
科
」
に
は
、
三
つ
の
秘
密

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
授
業
に
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
と
い
う

ゲ
ー
ム
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
こ
と
。

「
円
ド
ル
レ
ー
ト
を
自
分
で
決
め
ろ
」
と

い
う
仕
掛
け
を
す
れ
ば
、
自
分
の
こ
と

と
し
て
金
融
や
経
済
に
興
味
を
持
つ
で

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
状
況
の
中
で

自
分
が
納
得
で
き
る
解
、
他
人
を
納
得

さ
せ
ら
れ
る
解
―
―
「
納
得
解
」
を
導

き
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
納
得

解
の
導
き
方
こ
そ
が
重
要
な
の
で
す
。

こ
の
情
報
処
理
力
と
情
報
編
集
力
の

バ
ラ
ン
ス
は
、
小
学
校
時
代
は
九
対
一

く
ら
い
。
中
学
で
七
〜
八
対
二
〜
三
、

高
校
で
五
対
五
で
、
大
学
で
は
一
〇

〇
％
情
報
編
集
力
で
い
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

以
上
を
前
提
と
し
て
、
次
に
、
生
徒

の
ど
の
レ
ベ
ル
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
合
わ

せ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。

公
立
中
学
校
の
場
合
は
偏
差
値
で
三

五
〜
六
五
ぐ
ら
い
の
幅
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
三
割
は
、
家
庭
が
基
礎
学
力
を
フ

ォ
ロ
ー
で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
せ
ん
。

最
近
、
国
際
学
力
テ
ス
ト
で
日
本
の
成

績
が
下
が
っ
た
と
騒
が
れ
て
い
ま
す

が
、
実
際
に
は
下
位
の
生
徒
の
成
績
が

底
割
れ
し
て
い
る
だ
け
。
公
立
中
学
で

は
底
割
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
下
位
の

生
徒
に
照
準
を
合
わ
せ
な
い
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
上
位
を
引
っ

張
り
上
げ
な
い
と
真
ん
中
の
成
績
も
上

が
ら
な
い
。

そ
こ
で
和
田
中
学
校
で
は
、
成
績
の

幅
が
広
い
英
語
に
つ
い
て
は
地
域
本
部

に
英
語
Ａ
（
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
）
コ
ー

ス
（
授
業
外
で
週
三
〜
四
コ
マ
）
を
準

備
し
、
英
語
に
強
い
生
徒
を
引
き
上
げ

て
い
ま
す
。
授
業
と
合
わ
せ
る
と
週
八

〜
九
コ
マ
で
、
私
立
中
学
以
上
の
充
実

度
。
な
お
、
英
語
Ａ
コ
ー
ス
に
通
っ
て

い
た
卒
業
生
一
三
人
の
う
ち
一
〇
人
が

英
検
準
二
級
に
合
格
し
ま
し
た
。

数
学
に
は
、
小
学
校
教
育
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。
分
数
の
四
則
演
算
や
、
分

数
か
ら
小
数
へ
の
移
行
を
理
解
し
な
い

ま
ま
中
学
に
入
学
し
て
く
る
生
徒
が
か

な
り
い
る
。
こ
れ
を
何
と
か
救
お
う
と

和
田
中
学
校
で
は
、
全
国
初
で
、
小
学

校
六
年
生
を
呼
ん
で
、
一
月
か
ら
三
月

ま
で
携
帯
型
ゲ
ー
ム
機
を
使
っ
た
事
前

学
習
を
や
ら
せ
て
い
ま
す
。
事
前
と
事

後
に
同
じ
テ
ス
ト
を
行
っ
た
結
果
で

は
、
一
〜
二
割
ス
コ
ア
が
上
が
っ
て
い

ま
す
。
四
月
か
ら
は
、
分
数
の
足
し
算

が
で
き
な
い
生
徒
は
、
補
習
扱
い
で
土

曜
寺
子
屋
で
勉
強
さ
せ
ま
す
。

須
田

日
本
銀
行
に
着
任
し
て
か
ら
、

小
学
生
か
ら
大
学
生
ま
で
全
国
で
出
張

講
義
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
限

界
が
あ
る
の
で
、
最
近
で
は
自
分
で
直
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「
も
う
か
る
」
と
い
う
言
葉
も

遠
慮
な
く
使
お
う

情
報
処
理
力
と
情
報
編
集
力
の

ウ
ェ
ル
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る



し
ょ
。
そ
し
て
、
正
解
が
一
つ
で
は
な

い
課
題
に
常
に
取
り
組
む
こ
と
。
つ
ま

り
、
納
得
解
を
導
く
情
報
編
集
力
を
養

う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
三
が
、

大
人
と
子
供
が
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
。「
よ

の
な
か
科
」
の
授
業
に
参
観
と
い
う
態

度
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
大
人
が
教

え
る
姿
か
ら
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
大
人

が
学
ぶ
姿
か
ら
一
番
学
ぶ
の
で
す
。

須
田

私
も
子
供
に
話
を
す
る
と
き
、

親
の
積
極
的
な
参
加
を
歓
迎
し
て
い
ま

す
。
金
融
教
育
は
長
い
人
生
を
よ
り
よ

い
も
の
に
す
る
手
助
け
と
な
る
の
で
非

常
に
重
要
で
す
が
、
日
本
人
に
は
お
金

の
議
論
を
避
け
る
独
特
の
雰
囲
気
が
あ

り
ま
す
。
お
金
の
話
を
す
る
と
、
お
金

至
上
主
義
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て

し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

藤
原

「
お
金
は
大
事
だ
よ
」
と
い
う

こ
と
を
、
変
に
言
い
換
え
る
必
要
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
私
の
授
業
で
は
、
冒

頭
に
「
こ
の
地
図
の
ど
こ
に
出
店
す
る

と
一
番
〝
も
う
か
る
〞
店
に
な
る
と
思

い
ま
す
か
？
」
と
「
も
う
か
る
」
と
い

う
言
葉
を
い
き
な
り
使
い
ま
す
。
い
わ

ば
価
値
論
の
導
入
で
す
が
、「
そ
ん
な

こ
と
言
っ
ち
ゃ
っ
て
い
い
の
？
」
と
い

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
入
る
と
生
徒
は
盛
り

上
が
る
の
で
す
。

「
世
界
一
の
お
金
持
ち
は
誰
？
」
と

聞
く
と
、
生
徒
は
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
だ
と

み
ん
な
知
っ
て
い
ま
す
。
彼
と
世
界
で

二
番
目
の
お
金
持
ち
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・

バ
フ
ェ
ッ
ト
が
合
わ
せ
て
十
数
兆
円
で

何
を
や
る
か
と
い
う
と
、
教
育
と
福
祉

で
す
。
一
番
の
お
金
持
ち
が
、
マ
ザ

ー
・
テ
レ
サ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
る
わ

け
で
す
。
遠
慮
な
く
お
金
を
も
う
け
て
、

遠
慮
な
く
使
い
な
さ
い
。
七
億
円
あ
れ

ば
、
君
た
ち
の
名
前
を
付
け
た
体
育
館

を
和
田
中
学
校
に
造
れ
る
よ
（
笑
）
と

も
触
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
大
切
さ
や
人
間
と
し
て
ど
ち
ら
が

偉
い
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
関
係
な
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い
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
ま
す
が
。

授
業
で
は
、
こ
の
前
半
の
「
も
う
け

る
」
を
い
か
に
鮮
烈
に
語
れ
る
か
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

須
田

今
後
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ

ン
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
す
か
。

藤
原
「
和
田
中
モ
デ
ル
」
の
普
及
で

す
ね
。

一
つ
は
、
五
〇
分
授
業
を
四
五
分
に

し
て
コ
マ
数
を
増
や
し
て
、
生
徒
が
理

解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
こ
と
。
こ
れ

は
、
現
在
の
指
導
要
領
に
の
っ
と
っ
て

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
に
、

「
よ
の
な
か
科
」
の
連
続
公
開
講
義
に

よ
り
、
地
域
の
大
人
と
子
供
が
一
緒
に

学
ぶ
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
、
大
人
も
子

供
も
情
報
編
集
力
が
身
に
つ
き
ま
す
。

理
性
の
運
用
技
術
と
い
う
意
味
で
、

「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
、
地
域
の
大
人
を
核
に
し
た

「
地
域
本
部
」
づ
く
り
で
す
。
こ
れ
が

最
強
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
と
い
え
ま

す
。
学
生
や
地
域
の
大
人
が
土
曜
寺
子

屋
や
図
書
館
の
運
営
、
校
庭
の
緑
の
お

世
話
を
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
教
員
一

人
増
や
す
と
人
件
費
や
一
般
管
理
費
な

ど
で
約
一
二
〇
〇
万
円
掛
か
り
ま
す
。

六
〇
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
お
願
い
す

る
と
、こ
れ
が
約
六
〇
〇
万
円
で
済
む
。

ど
ち
ら
が
子
供
た
ち
の
学
び
を
豊
か
に

し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
中
学
校
長
の
六
〇

歳
定
年
制
を
取
り
払
い
た
い
。
中
学
校

の
校
長
は
子
供
た
ち
の
人
生
に
あ
っ
て

一
番
重
要
な
影
響
を
与
え
る
存
在
で

す
。
こ
こ
に
本
物
の
大
人
を
あ
て
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

日
本
中
の
中
学
で
校
長
は
、「
人
生

の
最
後
に
巡
っ
て
く
る
最
も
名
誉
な
仕

事
」
と
し
た
い
の
で
す
。
納
得
感
の
あ

る
人
生
を
歩
ん
だ
人
が
、
中
学
校
長
と

し
て
自
分
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
す
べ
て

を
子
供
た
ち
に
つ
な
い
で
去
っ
て
い

く
。
日
本
と
い
う
国
で
最
も
名
誉
あ
る

仕
事
に
し
た
い
で
す
ね
。須
田
さ
ん
も
、

審
議
委
員
の
任
期
を
終
え
ら
れ
た
ら
、

ぜ
ひ
い
か
が
で
す
か
。
土
曜
寺
子
屋
の

校
長
で
も
い
い
で
す
よ
。

須
田

寺
子
屋
で
す
か
。
い
い
で
す

ね
（
笑
）。
本
日
は
お
忙
し
い
中
、
金

融
教
育
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
に

富
ん
だ
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

中
学
校
長
こ
そ

最
後
に
や
る
べ
き
仕
事


