
本
校
は
、
平
成
24
年
度
の
学
習
指

導
要
領
の
完
全
実
施
に
向
け
、
武
道

の
必
修
化
に
伴
う
単
元
配
列
を
検
討

し
て
い
る
。
本
校
は
す
べ
て
の
体
育

実
技
の
授
業
を
男
女
共
習
で
行
っ
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
、「
武
道
（
柔
道
）」

と
「
ダ
ン
ス
」
の
領
域
を
生
徒
個
人

が
選
択
し
て
履
修
す
る
単
元
配
列
で

実
践
し
て
い
た
が
、
今
年
度
の
第
１

学
年
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
必
修

化
し
た
。

学
習
指
導
要
領
の
解
説
に
よ
る

「
武
道
」
の
領
域
に
お
け
る
内
容
の
取

り
扱
い
の
要
点
を
次
に
ま
と
め
た
。

○
第
１
学
年
と
第
２
学
年
に
お
い
て

す
べ
て
の
生
徒
に
履
修
さ
せ
る
こ

と
。

○
基
本
動
作
や
基
本
と
な
る
技
の
習

得
を
中
心
と
し
て
指
導
方
法
を
工

夫
す
る
こ
と
。

○
相
手
と
直
接
的
に
攻
防
す
る
特
性

１は
じ
め
に

が
あ
り
、
中
学
生
で
初
め
て
経
験

す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
習
熟
を
図

る
た
め
に
必
要
な
時
数
を
配
当
す

る
こ
と
。

○
段
階
的
な
指
導
を
必
要
と
す
る
た

め
、
特
定
の
種
目
を
３
年
間
履
修

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
３
学
年
に
お
い
て
は
、
球
技
及

び
武
道
の
領
域
か
ら
１
領
域
以
上
を

選
択
し
て
履
修
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
内
容
の
取
り

扱
い
に
も
あ
る
よ
う
に
、
特
定
の
種

目
を
３
年
間
履
修
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
本
校
で

は
、
３
年
間
を
通
し
た
「
柔
道
」
の

授
業
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
段

階
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
次
ペ
ー
ジ

の
表
に
示
す
よ
う
に
、
各
学
年
に
お

け
る
柔
道
授
業
の
目
標
を
設
定
し
、

実
践
し
て
い
る
。

今
日
、
競
技
と
し
て
発
展
し
た
柔

道
は
、「
一
本
」
だ
け
で
は
勝
敗
を
決

め
る
こ
と
が
難
し
く
、
国
際
化
が
進

む
に
つ
れ
「
技
あ
り
」「
有
効
」
な
ど

の
ル
ー
ル
に
よ
り
「
優
勢
勝
ち
」
の

よ
う
に
、
僅き
ん

差さ

で
勝
敗
が
決
ま
り
、

「
一
本
」
を
目
指
す
柔
道
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
体
育
で
柔

道
を
学
ぶ
意
義
を
考
え
れ
ば
、
技
を

正
し
く
身
に
付
け
る
こ
と
は
、
す
な

わ
ち
「
一
本
」
を
目
指
す
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
次
ペ
ー
ジ
の
表

に
示
し
た
各
学
年
に
お
け
る
柔
道
授

業
の
目
標
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

多
く
の
技
を
習
得
、
す
な
わ
ち
「
一

本
」
を
目
指
し
、
相
手
の
動
き
に
応

じ
て
瞬
時
に
技
を
か
け
る
、
あ
る
い

は
、
得
意
技
や
連
絡
変
化
に
つ
な
げ

る
と
い
っ
た
流
れ
を
考
慮
し
て
構
成

し
た
。
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平
成
24
年
度
の
学
習
指
導
要
領
の
完
全
実
施
に
向
け
、
本
校
で
は
今
年
度

（
平
成
21
年
度
）
の
第
１
学
年
よ
り
、「
武
道
」
の
領
域
を
必
修
化
し
、
単
元
構

成
を
模
索
し
て
い
る
。

本
校
の
武
道
領
域
で
は
「
柔
道
」
を
扱
っ
て
お
り
、
男
女
共
習
で
授
業
を
行

っ
て
い
る
。
多
く
の
学
校
で
は
武
道
の
必
修
化
に
伴
い
、
学
校
規
模
や
教
員
配

置
の
関
係
上
、
男
女
共
習
の
形
態
で
「
柔
道
」
を
行
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

柔
道
は
対
人
競
技
で
あ
り
、
危
険
性
の
伴
う
種
目
で
あ
る
。
男
女
の
心
と
体
の

さ
ま
ざ
ま
な
発
達
段
階
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
元
構
成
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
手

柔
道
授
業
の
実
践
報
告
と
必
修
化
の
課
題

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
筴

北
海
道
教
育
大
学
附
属
札
幌
中
学
校
教
諭

闍
橋
　
正
年

立
て
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
男
女
共
習
で
あ
っ
て
も
柔
道
の
本
来
の
魅
力

を
実
感
す
る
経
験
は
、
柔
道
の
特
性
に
応
じ
た
指
導
内
容
の
体
系
化
を
図
る
こ

と
で
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
男
女
共
習
を
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
手

立
て
に
よ
り
、
柔
道
の
必
修
化
に
向
け
た
授
業
づ
く
り
を
構
築
し
て
い
き
た
い
。



を
構
成
し
た
。

（
１
）「
知
識
」
の
必
要
性
の
認
識

「
知
識
」
の
必
要
性
を
認
識
し
て
単

元
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
運
動
の
技

能
を
高
め
る
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
学

び
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
に
関
係
し

て
く
る
。
運
動
の
技
能
を
習
得
す
る

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
師
に
よ
る
学

習
の
手
立
て
や
方
法
が
存
在
す
る
。

柔
道
に
お
い
て
は
、
約
束
練
習
や
乱

取
り
（
自
由
練
習
）、
試
合
な
ど
の
場

面
で
、
自
ら
の
動
き
を
映
像
で
振
り

返
る
こ
と
、
他
者
か
ら
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
る
こ
と
、
練
習
方
法
の
工

夫
を
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
時
に
必
要
な
の
は
、「
知
識
」
で

あ
る
。
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

て
も
、
自
分
の
課
題
に
対
し
て
適
切

な
練
習
内
容
で
あ
っ
て
も
、
理
想
の

姿
を
描
く
に
も
、
そ
の
基
本
に
は
正

し
い
「
知
識
」
の
定
着
が
必
要
と
な

る
。
ま
た
、
試
合
を
行
う
に
も
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
ル
ー
ル
や
安
全
に

関
す
る
「
知
識
」
が
必
要
と
な
る
。

他
者
と
の
交
流
か
ら
得
ら
れ
る
情
報

も
、
互
い
に
有
効
利
用
す
る
た
め
に

は
常
に
正
し
い
「
知
識
」
が
必
要
と

な
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
保
健
体

育
科
で
は
、
生
徒
が
身
に
付
け
る
べ

き
基
礎
・
基
本
の
内
容
を
明
確
に
し
、

「
知
識
」
の
必
要
性
を
認
識
す
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
単
元
を
構
成
し
て
い

る
。
授
業
で
は
習
得
し
た
知
識
を
よ

り
確
実
な
も
の
と
し
、
技
能
の
習
得

に
活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
例
と
し
て
、
２
年
生
に
お
け

る
投
げ
技
の
授
業
を
紹
介
す
る
。
投

げ
技
を
習
得
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

崩
し
や
体
さ
ば
き
に
つ
い
て
、
生
徒

自
身
が
評
価
を
す
る
視
点
を
正
確
に

捉と
ら

え
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
場
で
自
ら
の
学
び
を
的
確

に
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
、
授
業
で
は

フ
ッ
ト
バ
ン
ド
で
評
価
の
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
身
体
の
部
位
を
具
体
的
に
示

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
目
標
と
す
る

動
き
（
崩
し
や
体
さ
ば
き
）
と
生
徒

に
よ
る
評
価
を
的
確
に
行
う
こ
と
が

で
き
た
。
実
際
、「
体
落
と
し
」
を
学

ぶ
授
業
で
は
、
右
足
首
の
交
差
位
置

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
左

写
真
参
照
）。「
体
落
と
し
」
は
、
組

み
手
を
中
心
に
投
げ
る
手
技
に
分
類

さ
れ
な
が
ら
も
、
足
首
を
支
点
に
投

げ
る
と
い
う
特
性
か
ら
多
く
の
生
徒

が
難
し
い
技
と
感
じ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
フ
ッ
ト
バ
ン
ド
の
利
用
に
よ

り
、
視
覚
的
に
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
体
さ
ば
き
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
乱
取

り
や
試
合
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
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―
柔
道
を
通
し
て
、
多
く
の
こ
と
を

身
に
付
け
る
た
め
に
―

本
校
保
健
体
育
科
で
は
、
学
ん
だ

こ
と
を
実
生
活
や
実
社
会
に
お
い
て

生
か
す
こ
と
を
重
視
し
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
健
康
を
保
持
増
進
し
、
豊
か

な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
実
現
す
る

「
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
実
践
」
の
基
盤
を

身
に
付
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
は
、
学
校
体
育
で

培
わ
れ
た
知
識
や
技
能
な
ど
を
、
心

と
体
の
健
全
な
成
長
や
健
康
の
保
持

増
進
の
た
め
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い

て
認
識
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
生
活

の
中
に
ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
取
り
入

れ
て
継
続
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
行
動
は
各
自
の
健
康
・

体
力
や
運
動
能
力
の
状
況
、
興
味
・

関
心
、
目
標
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な

ど
に
応
じ
て
、
自
主
的
、
自
発
的
に

文
化
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
必

要
性
を
思
考
・
判
断
し
て
行
う
も
の

２学
び
の
行
動
化
を
す
す

め
る
学
習
活
動
の
展
開

で
あ
る
。

本
校
で
す
す
め
る
「
学
び
の
行
動

化
」
と
は
、「
学
び
の
場
に
お
い
て
必

要
な
行
動
が
何
か
を
思
考
・
判
断
す

る
こ
と
で
あ
り
、
行
動
に
向
か
う
こ

と
の
前
提
に
必
要
な
認
知
機
能
で
あ

る
。」
と
し
て
研
究
を
す
す
め
て
い
る
。

学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
実
際
の
行

動
に
移
す
に
は
、
自
分
の
学
び
が
社

会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
成
り
立
っ

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
学
ぶ
こ
と
が

こ
れ
か
ら
の
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生

き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
位
置
づ
け

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
視
点
か
ら
、
自
ら
の
学
び
を
未
来

に
生
か
す
場
と
し
て
の
、
社
会
と
の

つ
な
が
り
を
実
感
で
き
る
学
び
を
創

造
す
る
た
め
に
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の

実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
視
野
に

入
れ
、
実
践
を
す
す
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
「
学
び
の
行
動
化
」
や

「
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
」
の
観
点
か
ら
、
生

徒
自
ら
学
び
の
必
要
性
を
実
感
し
、

身
に
付
け
た
技
能
や
知
識
を
活
用
す

る
た
め
、
本
校
保
健
体
育
科
で
は
、

次
の
視
点
で
研
究
を
す
す
め
、
こ
れ

か
ら
の
学
び
に
つ
な
げ
て
い
く
授
業
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■各学年における柔道授業の目標

足
首
の
交
差
位
置
が
明
確
に
な
り
、
目
標
と
す
る
動
き
と

生
徒
に
よ
る
評
価
を
的
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
た

◎
本
校
保
健
体
育
科
の
研
究
の
視
点

◇
「
知
識
」
の
必
要
性
の
認
識

◇
確
実
な
基
礎
・
基
本
の
定
着
を
図

る
「
協
同
学
習
」

◇
学
び
の
行
動
化
に
向
け
た
「
意
味

づ
け
」

フ
ッ
ト
バ
ン
ド
を
利
用
し
た
約
束
練
習



た
こ
と
が
、
友
達
と
話
し
て
わ
か

っ
た
。
で
も
、
く
ず
し
の
と
き
、

両
手
を
し
っ
か
り
引
き
上
げ
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
回
の
柔

道
で
は
、
そ
の
こ
と
を
課
題
に
し

て
、『
一
本
』
を
取
り
た
い
と
思
い

ま
す
」（
２
年
生
女
子
）

（
３
）
学
び
の
行
動
化
に
向
け
た
「
意

味
づ
け
」

「
学
び
の
行
動
化
」
を
す
す
め
る
た

め
に
、「
意
味
づ
け
」
を
重
視
し
て
学

習
活
動
を
行
っ
て
い
る
。「
意
味
づ
け
」

と
は
、
生
徒
自
身
が
学
ぶ
こ
と
と
今

こ
こ
に
あ
る
自
分
自
身
の
存
在
を
結

び
つ
け
、
自
己
更
新
に
向
け
て
い
く

行
為
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
行
為
は

自
己
の
理
想
の
姿
の
実
現
に
向
け
て

学
び
を
す
す
め
て
い
く
大
切
な
行
為

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
授
業
で
学

ん
だ
こ
と
、
ま
た
は
課
題
と
な
っ
た

こ
と
を
文
章
と
し
て
綴つ
づ

る
こ
と
に
よ

り
、
次
時
へ
の
動
機
づ
け
へ
と
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
な
げ
る
実
践

と
し
て
考
え
た
と
き
、
生
徒
が
意
味

づ
け
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

を
こ
れ
か
ら
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
生

か
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
柔
道
で

学
ん
だ
こ
と
に
は
、
技
能
面
だ
け
で

は
な
く
、
態
度
的
な
要
素
で
あ
っ
た

り
、
考
え
方
で
あ
っ
た
り
と
多
岐
に

わ
た
る
。

協
同
学
習
の
考
え
方
に
も
あ
る
よ

う
に
、
柔
道
の
目
的
と
し
て
あ
げ
ら

る
「
自
他
共
栄
」
の
言
葉
に
は
、
文

字
ど
お
り
自
分
と
他
者
が
共
に
成
長

す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
他
者
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
ま

さ
に
「
自
他
共
栄
」
で
あ
る
。
自
分

の
た
め
に
相
手
が
協
力
し
て
く
れ
る

こ
と
を
経
験
し
、「
自
分
の
成
長
に
は

相
手
の
協
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
方
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、

「
礼
に
は
じ
ま
り
、
礼
に
終
わ
る
」
こ

と
を
本
質
的
に
理
解
し
、
こ
れ
か
ら

の
学
び
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
考
え
る
。

□
授
業
後
の
生
徒
の
感
想
②

・
協
同
学
習
を
通
し
て
、
協
同
学
習

の
意
義
や
よ
か
っ
た
こ
と
、
見
つ

か
っ
た
課
題
な
ど
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

「
ま
ず
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
、

良
い
と
こ
ろ
は
、
自
分
に
は
見
え

に
く
い
の
で
、
誰
か
に
見
て
も
ら

え
る
の
は
自
分
の
成
長
に
な
る
と

思
う
。
ま
た
、
人
の
動
き
を
評
価

す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
気
づ
か
な

か
っ
た
良
い
動
き
、
悪
い
ク
セ
な

ど
が
見
え
て
、
相
手
に
も
自
分
に

も
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
う
。

ま
た
、
チ
ー
ム
の
人
と
協
同
学

習
を
す
る
と
、
前
よ
り
仲
良
く
な

れ
た
気
が
す
る
の
で
、
チ
ー
ム
ワ

ー
ク
を
良
く
す
る
に
は
も
っ
て
こ

い
だ
と
思
う
。

た
だ
、
協
同
学
習
は
、
自
分
の

言
葉
に
責
任
を
持
た
な
く
て
は
い

け
な
い
と
思
っ
た
。
一
言
で
相
手

を
き
ず
つ
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
し
、
ぎ
ゃ
く
に
あ
ま
い
評
価

を
す
る
と
そ
の
人
の
成
長
に
つ
な

が
ら
な
い
。
な
の
で
、
ど
ん
な
言

葉
を
か
け
る
と
良
い
か
、
よ
く
考

え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
」

（
２
年
生
男
子
）

（
１
）
男
女
共
習
に
向
け
て

冒
頭
に
も
記
述
し
た
が
、「
武
道
」

の
必
修
化
に
向
け
て
は
、
多
く
の
中

学
校
で
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
か
ら
み

る
と
、
課
題
が
多
岐
に
わ
た
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
男
女
共
習
に
あ
た

っ
て
は
、
基
礎
・
基
本
の
動
き
や
知

識
を
重
視
し
、
協
同
学
習
を
す
す
め

る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
面
に
配
慮
す

る
こ
と
で
、
柔
道
の
魅
力
や
特
性
を

味
わ
う
経
験
を
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
校
の
研
究

３必
修
化
へ
の
課
題
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「
一
本
」
を
目
指
す
こ
と
に
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）
確
実
な
基
礎
・
基
本
の
定
着
を

図
る
「
協
同
学
習
」

協
同
学
習
は
こ
れ
ま
で
に
多
く
の

実
践
が
紹
介
さ
れ
、
定
義
も
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
。
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

は
「
人
間
関
係
が
教
育
の
基
盤
」
で

あ
り
、「
信
頼
に
支
え
ら
れ
た
人
間
関

係
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
協
同
学
習
は

次
の
二
つ
の
目
標
を
設
定
し
、
こ
れ

ら
の
同
時
達
成
を
意
図
し
て
い
る
。

■
認
知
的
目
標
＝
教
科
の
学
習
で
得

ら
れ
る
基
礎
・
基
本
の
習
得
。

■
態
度
的
目
標
＝
人
間
関
係
の
形
成

に
関
わ
る
技
能
の
習
得
。
協
力
、

思
い
や
り
、
助
け
合
い
、
学
習
意

欲
な
ど
。

そ
こ
で
本
校
保
健
体
育
科
で
は
、

協
同
学
習
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に

捉
え
、
実
践
を
す
す
め
て
い
る
。

◆
学
習
目
標
や
課
題
を
明
確
に
し
、

グ
ル
ー
プ
で
共
有
す
る
。

◆
個
人
の
役
割
や
責
任
が
明
確
で
あ
る
。

◆
対
話
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評

価
を
交
流
す
る
。

◆
活
動
や
対
話
の
平
等
性
が
確
保
さ

れ
て
い
る
。

認
知
的
目
標
は
、
基
礎
・
基
本
の

習
得
に
か
か
わ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
や

チ
ー
ム
が
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
機

能
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
目
標
や
課
題

の
共
有
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。態

度
的
目
標
を
達
成
す
る
に
は
、

教
師
の
働
き
か
け
と
し
て
「
役
割
」

の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、

「
実
際
に
実
技
を
行
う
者
、
補
助
す
る

者
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
者
」
な
ど

の
役
割
を
与
え
、「
自
分
が
本
気
で
成

長
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
支
え
て

く
れ
る
仲
間
が
い
る
。
仲
間
も
そ
う

思
っ
て
い
る
か
ら
自
分
も
支
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
相
手

の
成
長
を
助
け
る
責
任
と
相
手
の
手

助
け
に
応
じ
る
責
任
が
あ
る
」
と
い

う
視
点
を
生
む
働
き
か
け
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。
仲
間
と
の
か
か
わ
り
の

中
で
、
互
い
に
成
長
す
る
た
め
に
は
、

個
人
の
意
識
と
責
任
が
必
要
に
な
る

こ
と
を
知
り
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
の

「
役
割
」
を
明
確
に
し
、
全
員
が
そ
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

柔
道
の
単
元
で
は
、
投
げ
技
を
習

得
す
る
た
め
に
、「
取
り
」「
受
け
」

「
観
察
」
の
三
つ
の
役
割
を
設
定
し
、

「
く
ず
し
」「
体
さ
ば
き
」「
受
け
身
」

の
内
容
で
交
流
を
行
っ
た
。
協
同
学

習
に
よ
っ
て
投
げ
技
を
練
習
す
る
こ

と
に
よ
り
、
効
率
よ
く
、
そ
し
て
正

し
く
技
を
理
解
し
、「
一
本
」
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
協
力

し
て
一
つ
の
目
標
に
向
か
っ
て
成
し

遂
げ
る
経
験
に
よ
り
、
人
間
関
係
の

構
築
や
学
習
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な

が
っ
た
。

□
授
業
後
の
生
徒
の
感
想
①

・
今
日
の
学
習
を
振
り
返
っ
て

「
約
束
練
習
の
と
き
、
体
落
と
し

で
１
・
２
・
３
の
リ
ズ
ム
で
体
さ

ば
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

右
足
首
の
交
差
も
し
っ
か
り
で
き
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の
視
点
に
お
け
る
実
践
で
紹
介
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
女
間

に
よ
る
練
習
や
取
り
組
み
に
は
、
教

師
に
よ
る
一
定
の
配
慮
が
必
要
で
あ

る
。
た
と
え
ば
男
女
の
体
力
差
を
踏

ま
え
、
技
の
難
易
度
な
ど
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
中
学
生
の
発
達
段
階

を
考
え
た
と
き
、
特
に
学
級
内
の
男

女
関
係
に
お
い
て
互
恵
的
な
協
力
関

係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
性
差
を
区

別
し
た
グ
ル
ー
プ
編
成
や
、
練
習
な

ど
の
取
り
組
み
が
必
要
と
な
る
。

（
２
）
場
所
や
道
具
に
つ
い
て

本
校
で
は
約
100
畳
の
武
道
場
を
敷

地
内
に
有
し
て
い
る
が
、
新
た
に
武

道
場
を
設
置
す
る
場
合
や
、
畳
の
購

入
に
つ
い
て
は
予
算
な
ど
の
関
係
上
、

行
政
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
く
、
学
校
だ
け
で
工
夫

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
道
具
に
つ

い
て
は
、
何
ら
か
の
工
夫
す
る
こ
と

に
よ
る
（
例
え
ば
、
柔
道
着
を
着
用

せ
ず
に
行
う
授
業
な
ど
に
よ
る
）、
さ

ま
ざ
ま
な
手
立
て
を
講
じ
て
の
実
践

が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
柔
道
の
本

来
の
魅
力
や
特
性
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
柔
道
を
学
校
で
扱

う
必
要
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
校
で
は
、
家
庭
へ
の
負
担
は
大
き

く
な
る
が
、
全
員
に
柔
道
着
を
用
意

し
て
も
ら
い
、
授
業
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
投
げ
込
み
用
の
マ
ッ
ト

や
映
像
の
活
用
な
ど
は
、
学
校
で
工

夫
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
外
部
指
導
者
の
導
入
に
あ
た
っ
て

専
門
的
な
多
く
の
知
識
を
持
ち
合

わ
せ
た
外
部
指
導
者
を
導
入
す
る
こ

と
は
、
柔
道
を
身
に
付
け
る
上
で
は

大
変
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
保
健
体
育
科
の
教
師
と
チ
ー

ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
（
Ｔ
・
Ｔ
）
の

形
態
で
授
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

少
人
数
指
導
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

Ｔ
・
Ｔ
に
よ
り
安
全
を
よ
り
確
保
す

る
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
だ
ろ
う
。
留
意
点
と
し
て
は
、

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
の
授
業

（
柔
道
）
と
い
う
認
識
を
い
か
に
共
有

し
て
も
ら
え
る
か
で
あ
る
。
今
日
、

多
く
の
学
校
で
は
、
学
校
を
取
り
巻

く
環
境
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

抱
え
て
い
る
。
生
徒
指
導
や
学
級
経

営
の
諸
問
題
を
含
め
た
生
徒
と
の
か

か
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
は
、

授
業
に
必
ず
求
め
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
導
入
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

単
元
す
べ
て
を
通
し
て
外
部
指
導
者

を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
効

果
的
な
導
入
の
あ
り
方
を
各
学
校
で

模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
４
）
授
業
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て

そ
の
他
、
多
く
の
課
題
を
解
決
し
、

必
修
化
に
向
け
て
準
備
を
整
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
保
健
体
育
科
の
教

師
が
集
ま
る
会
議
の
中
で
は
、
学
校

行
事
と
の
関
連
や
女
性
体
育
教
師
の

柔
道
の
経
験
の
有
無
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

柔
道
の
授
業
で
柔
道
を
教
え
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、「
日
本

古
来
の
伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
」

こ
と
を
大
切
に
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ

て
、
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
武
道

が
必
修
化
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
柔
道
の
魅
力
と
特
性
を
味

わ
う
こ
と
に
よ
り
柔
道
を
理
解
し
、

そ
し
て
、
柔
道
を
通
し
て
柔
道
か
ら

学
ぶ
も
の
を
、
教
師
が
明
確
に
す
る

こ
と
が
、
ま
ず
必
修
化
の
課
題
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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