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は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
全
面
実
施
２
年
目

を
終
え
た
今
、
そ
の
趣
旨
を
生
か
し

教
育
課
程
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
た

め
に
は
、
子
ど
も
が
自
ら
学
び
、
考

え
、
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
学

習
活
動
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
学

ぶ
喜
び
を
実
感
し
、
意
欲
的
に
学
ぼ

う
と
す
る
子
ど
も
主
体
の
授
業
を
実

現
す
る
こ
と
が
一
層
求
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

　

本
町
な
ら
で
は
の
特
色
あ
る
教
育

の
改
善
・
充
実
に
努
め
、
健
や
か
な

子
ど
も
を
育
成
す
る
こ
と
は
社
会
全

体
の
役
割
で
あ
り
ま
す
。
教
育
委
員

会
と
い
た
し
ま
し
て
も
「
鹿
追
の
子

は
鹿
追
で
育
て
る
」
と
い
う
自
覚
の

も
と
、
本
町
の
教
育
行
政
に
全
力
を

尽
く
し
て
ま
い
る
決
意
で
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
町
民
一
人
一
人
が
興
味
・

関
心
に
応
じ
て
学
習
で
き
る
環
境
を

整
え
、
豊
か
に
学
び
、
文
化
に
親
し

み
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
が

連
携
を
強
化
し
、
活
力
あ
る
生
涯
学

習
社
会
の
実
現
に
努
め
な
が
ら
、
学

校
教
育
と
社
会
教
育
が
一
体
と
な
っ

た
学
社
融
合
の
施
策
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

 

学
校
教
育

　

平
成
20
年
３
月
に
公
示
さ
れ
た
新

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
生
き
る

力
」
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

実
現
に
向
け
て
、
知
識
・
技
能
の
習

得
と
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

の
育
成
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
こ

と
、
豊
か
な
心
や
健
や
か
な
体
を
育

成
す
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
実
現
に
向

け
た
学
校
教
育
の
充
実
を
図
る
べ

く
、
一
点
目
は
「
学
力
の
向
上
」
に

つ
い
て
、
二
点
目
は
「
豊
か
な
心
と

健
や
か
な
体
の
育
成
」
に
つ
い
て
、

三
点
目
は
「
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ
く

り
」
に
つ
い
て
、
四
点
目
は
「
鹿
追

ら
し
い
一
人
一
人
の
学
び
の
実
現
」

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
「
学
力
の
向
上
」
に
つ
い
て

で
す
。

　

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
全
国
学

力
学
習
状
況
調
査
等
の
結
果
か
ら
、

本
町
に
お
い
て
も
基
礎
的
・
基
本
的

な
内
容
の
確
実
な
定
着
や
知
識
・
技

能
を
活
用
し
考
え
た
り
、
表
現
し
た

り
す
る
力
が
向
上
す
る
な
ど
、
改
善

の
兆
し
が
見
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

依
然
全
国
と
の
差
も
あ
る
な
ど
の
状

況
か
ら
、
今
後
、
さ
ら
な
る
学
力
の

向
上
を
目
指
し
た
取
組
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
つ
ま
ず

き
や
す
い
内
容
を
重
点
的
に
指
導
し

た
り
、
繰
り
返
し
て
学
習
す
る
内

容
を
指
導
計
画
に
効
果
的
に
位
置

付
け
た
り
、
子
ど
も
の
学
習
状
況
に

応
じ
た
少
人
数
指
導
や
テ
ィ
ー
ム
・

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
な
ど
個
に
応
じ
た
指

導
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
日
常

生
活
と
の
関
連
を
図
り
自
分
が
身
に

付
け
た
知
識
・
技
能
等
を
積
極
的
に

活
用
で
き
る
学
習
活
動
を
工
夫
し
た

り
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ス
ト
等
の
授
業

や
家
庭
学
習
に
お
け
る
効
果
的
な
活

用
を
図
り
な
が
ら
、
学
ぶ
意
欲
の
向
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上
に
も
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
「
豊
か
な
心
と
健
や
か

な
体
の
育
成
」
で
す
。

　

文
部
科
学
省
が
公
表
し
た
平
成
23

年
度
の
「
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等

生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調

査
」
で
は
、
小
・
中
・
高
・
特
別
支

援
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
の
認
知
件

数
は
７
万
件
以
上
で
、
依
然
と
し
て

問
題
行
動
が
危
惧
さ
れ
る
状
況
に
あ

り
ま
す
。
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、

他
者
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
な
い

行
為
や
集
団
と
の
か
か
わ
り
が
も
て

な
い
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
の

実
態
が
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
指
導
を
進
め
て
い
く
上
で
大

切
な
こ
と
は
、
一
人
一
人
に
つ
い
て

の
児
童
生
徒
理
解
を
深
め
る
こ
と
と

言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

ま
ず
、
日
ご
ろ
か
ら
児
童
生
徒
個
々

人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
心
の
サ
イ

ン
を
受
け
止
め
る
な
ど
し
て
継
続
的

な
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、

心
の
悩
み
や
不
安
を
理
解
し
、
一
人

一
人
に
寄
り
添
い
な
が
ら
自
発
的
に

行
動
で
き
る
よ
う
な
生
徒
指
導
の
充

実
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
あ
わ
せ

て
、
教
師
と
児
童
生
徒
、
保
護
者
の

信
頼
関
係
の
構
築
に
努
め
る
と
と
も

に
、
児
童
生
徒
や
保
護
者
の
悩
み
を

相
談
で
き
る
体
制
を
整
備
し
、
組
織

的
・
継
続
的
な
指
導
が
可
能
と
な
る

よ
う
、
関
係
機
関
、
家
庭
、
地
域
が

連
携
を
密
に
し
た
取
り
組
み
や
最
近

特
に
、
危
機
感
が
増
し
て
い
る
ネ
ッ

ト
上
の
い
じ
め
等
に
対
す
る
早
期
発

見
、
早
期
対
応
に
も
心
が
け
定
期
的

な
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
に
も

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
豊
か
な
心
を
は
ぐ
く
む
上

で
大
切
な
実
践
と
な
る
道
徳
教
育
の

推
進
に
つ
い
て
は
、
生
命
尊
重
の
心

や
規
範
意
識
、
人
間
関
係
を
形
成
す

る
力
の
育
成
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
「
道
徳
の
時
間
」
を
要

と
し
「
心
の
ノ
ー
ト
」
の
有
効
活
用

を
図
り
な
が
ら
、
相
手
の
立
場
に

立
っ
て
じ
っ
く
り
考
え
る
場
を
設
定

し
た
り
、
日
ご
ろ
の
体
験
活
動
を
活

か
す
と
と
も
に
、
魅
力
的
な
教
材
を

取
り
入
れ
た
学
習
に
よ
り
児
童
生
徒

の
道
徳
性
を
は
ぐ
く
む
、
心
に
響
く

指
導
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
健
や
か
な
体
の
育
成
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
社
会
環
境
や
生

活
様
式
等
の
変
化
に
よ
り
子
ど
も
の

体
力
・
運
動
能
力
の
低
下
や
不
規
則

な
食
事
や
肥
満
の
増
加
等
食
に
関
す

る
健
康
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
特
に
、
全
国
体
力
・
運

動
能
力
調
査
の
結
果
の
分
析
を
生
か

し
、
発
達
段
階
に
応
じ
て
身
に
付
け

て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
動
き
や
身

体
を
操
作
す
る
能
力
を
身
に
付
け
る

た
め
に
、
体
育
・
保
健
体
育
科
の
授

業
は
も
と
よ
り
、
学
校
教
育
全
体
で

子
ど
も
が
体
を
動
か
す
機
会
を
位
置

付
け
、
児
童
生
徒
が
楽
し
み
な
が
ら

運
動
し
体
力
の
向
上
を
図
れ
る
よ
う

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

三
つ
目
は
「
信
頼
さ
れ
る
学
校
づ

く
り
」
で
す
。

　

昨
年
10
月
に
、
大
阪
市
の
高
校
生

が
、
部
活
動
の
顧
問
に
よ
る
体
罰
を

苦
に
自
殺
す
る
と
い
う
い
た
ま
し
い

事
案
が
発
生
し
、
対
応
の
在
り
方
が

問
題
と
な
り
ま
し
た
が
、
近
年
、
教

師
に
よ
る
体
罰
等
の
不
祥
事
が
後
を

絶
た
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま

す
。
体
罰
は
、
児
童
生
徒
の
人
権
や

人
格
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
り
、
学

校
教
育
法
第
11
条
に
お
い
て
も
厳
に

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
教
師
に
対
す
る

社
会
の
信
頼
を
損
な
う
、
ひ
い
て
は

学
校
教
育
に
対
す
る
不
信
を
招
く
重

大
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
学
校
が
、

体
罰
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も

絶
対
に
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
と

い
う
確
固
た
る
姿
勢
の
も
と
、
教
職

員
一
人
一
人
が
教
育
者
と
し
て
の
自

覚
を
も
ち
、
体
罰
を
は
じ
め
と
す
る

不
祥
事
の
防
止
に
向
け
、
日
ご
ろ
か

ら
計
画
的
に
事
例
研
究
や
教
育
相
談

等
の
研
修
を
通
じ
、
生
徒
指
導
の
力


