
１　

実
施
日
時

平
成
22
年
２
月
24
日
（
水
）
三
時
間
目

２　

対
象
、
及
び
、
生
徒
の
実
態

一
学
年
１
組
42
名
（
男
子
19
名
、
女
子
23
名
）。
一
年
間
の
、
春
夏
秋
を
越
え

て
冬
を
迎
え
、
特
に
秋
の
文
化
祭
や
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
を
経
て
た
ど
り
つ
い
た

時
機
で
あ
る
。
出
発
当
初
は
や
や
も
す
る
と
自
立
心
に
乏
し
く
、
集
団
内
で
少

な
か
ら
ず
問
題
も
抱
え
て
い
た
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
が
、
文
化
祭
（
演
劇
）
へ
の

取
り
組
み
を
機
に
成
長
し
困
難
を
乗
り
越
え
学
年
優
勝
も
得
て
自
信
を
つ
け

た
。
更
に
初
冬
の
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
て
は
、
教
員
に
極
力
頼
ら
ず
自
分

達
で
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
を
試
し
、
結
果
、
準
優
勝
で
あ
っ
た
。
三
学
期
は
勉

学
に
励
み
、
穏
や
か
に
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
教
科
担
任
＝
ク
ラ
ス
担
任
の
、

ほ
し
の
ま
さ
と
：
国
語
科
教
諭

近
代
俳
句
の
授
業
実
践
録

　
　
　
　
　

─
〝
私
の
句
〟
と
し
て
握
ら
せ
る
に
は
─

星
野　

真
人

M
asato H

O
SH

IN
O

年
度
で
最
後
の
授
業
が
本
時
で
あ
る
。
教
授
者
と
生
徒
の
信
頼
関
係
は
良
く
も

悪
く
も
密
、
双
方
意
気
込
み
も
大
き
い
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
う
。

な
お
、
平
均
学
力
の
高
い
ク
ラ
ス
で
、
実
力
考
査
で
は
国
語
と
英
語
の
成
績
が

特
に
優
れ
て
い
る
。

３　

授
業
形
態

本
館
４
階
普
通
教
室
に
て
。
予
め
編
成
し
た
７
人
×
６
グ
ル
ー
プ
（
男
女
混

合
）
で
机
を
固
め
て
着
席
し
た
状
態
で
実
施
。

４　

実
施
内
容
に
つ
い
て

Ａ　

単
元
の
ね
ら
い
と
指
導
時
間
の
構
成

�『
近
現
代
の
詩
歌
（
短
歌
と
俳
句
）』
の
単
元
（
東
京
書
籍
「
精
選
国
語
総

39
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合
」）。
全
八
時
間
を
予
定
。

俳
句
の
学
習
に
お
け
る
ね
ら
い
は
、

①　
�

各
俳
句
の
情
景
や
心
情
を
読
み
取
り
、
表
現
方
法
と
効
果
を
理
解
し

て
、
よ
り
深
く
味
わ
う
鑑
賞
力
を
養
う
こ
と
。

②　

�
季
語
、
切
れ
字
な
ど
、
俳
句
独
特
の
表
現
を
理
解
し
、
伝
統
的
な
定
型

詩
と
し
て
の
俳
句
の
言
葉
の
働
き
を
通
し
て
感
性
や
想
像
力
を
磨
く
こ

と
。

短
歌
で
は
、
与
謝
野
晶
子
・
石
川
啄
木
・
北
原
白
秋
・
齋
藤
茂
吉
の
四
歌
人

に
つ
い
て
、
一
作
品
ず
つ
を
扱
っ
た
。
俳
句
で
は
、
正
岡
子
規
・
高
浜
虚
子
・

そ
し
て
種
田
山
頭
火
の
作
品
を
や
は
り
一
句
ず
つ
扱
い
、
あ
わ
せ
て
各
作
者
の

紹
介
と
、
作
風
、
さ
ら
に
歌
史
・
句
史
上
の
位
置
を
お
さ
え
る
。
生
徒
に
各
作

品
・
作
者
に
つ
い
て
調
べ
さ
せ
発
表
さ
せ
る
展
開
も
考
え
ら
れ
た
が
、
年
度
末

の
時
間
が
な
い
中
で
、
安
易
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
か
ら
情
報
を
流
用
し
て
済

ま
す
害
も
懸
念
さ
れ
、
教
師
主
導
の
授
業
と
し
た
。

た
だ
し
、
作
品
と
率
直
に
向
き
合
う
中
で
生
じ
る
、
生
徒
の
豊
か
な
読
み
の

幅
を
、
極
力
生
か
し
て
ゆ
き
た
い
。
生
徒
側
か
ら
す
れ
ば
、
詩
歌
の
学
習
は
、

概
し
て
不
健
全
な
受
身
型
に
終
始
す
る
こ
と
が
多
い
。
教
師
か
ら
一
方
的
な

「
解
釈
」
を
押
し
付
け
ら
れ
る
だ
け
、
と
か
。
ま
た
は
、「
調
べ
て
発
表
」
と
い

う
自
主
研
究
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
活
動
の
中
身
は
、
前
述
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
流
用
や
図
書
館
の
研
究
書
の
解
釈
の
丸
写
し
、
と
か
。

作
者
の
経
歴
を
調
べ
、
そ
れ
に
則
っ
た
解
釈
を
す
る
、
と
い
う
の
も
、
時
に
は
、

作
品
の
自
由
な
鑑
賞
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
、
と
私
は
考
え
る
。
芸
術
作
品
は
、

生
み
出
さ
れ
た
後
に
は
、
そ
れ
自
体
で
独
立
し
た
価
値
を
帯
び
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
、
今
回
扱
う
山
頭
火
の
句
は
、
山
頭
火
の
人
生
を
離
れ
て
は
そ

の
魅
力
を
十
分
に
は
味
わ
い
得
ま
い
。
こ
の
あ
た
り
の
按
配
が
難
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

③　

�

作
品
そ
れ
自
体
に
、
自
分
自
身
で
し
っ
か
り
と
向
き
合
い
、
自
分
な
り

の
解
釈
を
試
み
味
わ
っ
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
俳
人
の
数
奇
な
人
生
や
作

句
の
背
景
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
興
味
を
持
っ
て
学
び
、
最
終

的
に
〝
私
の
句
〟
と
し
て
握
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
ね
ら
い
を
加
え
、
授
業
を
行
っ
て
ゆ
き
た
い
。

Ｂ　

補
助
教
材

ａ　

予
習
用
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
Ｂ
５
横
）

作
品
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
試
み
る
。
ま
た
、
作
品
が
詠
ま

れ
た
情
景
を
想
像
し
、
色
鉛
筆
等
を
用
い
て
指
定
枠
内
に
イ
ラ
ス
ト
を
描

い
て
く
る
。

　

※�

な
お
、
こ
の
予
習
の
際
、
作
品
に
つ
い
て
語
彙
や
語
法
を
辞
典
等
で
調

べ
る
の
は
良
い
が
、
作
者
や
作
品
の
解
釈
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
調
べ

て
く
る
の
は
厳
禁
と
し
た
。

ｂ　

傑
作
イ
ラ
ス
ト
紹
介
プ
リ
ン
ト
（
Ｂ
４
縦
）　

ク
ラ
ス
内
で
の
秀
逸
な
予
習
イ
ラ
ス
ト
を
紹
介
。

　

※�

ａ
の
予
習
プ
リ
ン
ト
を
当
該
授
業
の
前
日
ま
で
に
回
収
し
て
教
員
で
眼

を
通
し
、
秀
逸
な
イ
ラ
ス
ト
を
選
ん
で
印
刷
し
、
授
業
の
初
め
に
紹
介

す
る
形
を
と
っ
た
。
ま
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
解
釈
に
つ
い
て
も
口
頭
で
披

露
し
た
。
こ
れ
を
し
て
か
ら
だ
と
、
生
徒
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
上

が
り
、
グ
ル
ー
プ
の
分
か
ち
合
い
に
入
っ
て
い
き
や
す
い
。
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ｃ　

山
頭
火
紹
介
プ
リ
ン
ト
（
Ｂ
４
横
、
両
面
）

　
�　

「
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム　

種
田
山
頭
火
」（
新
潮
社
）
等
を
参
考
に

し
、
作
成
し
た
。

ｄ　

山
頭
火
の
句
の
紹
介
プ
リ
ン
ト
（
Ｂ
５
横
）

　

�　
「
草
木
塔　

山
頭
火
の
本
１
」（
春
陽
堂
）
よ
り
、
教
授
者
の
任
意
で
十

数
句
を
抜
粋
し
た
。

Ｃ　

本
時
の
目
標

「
う
し
ろ
す
が
た
の
し
ぐ
れ
て
ゆ
く
か
」（
種
田
山
頭
火
、
自
由
律
俳
句
）
の

句
の
解
釈
と
、
山
頭
火
の
生
涯
及
び
俳
人
と
し
て
の
位
置
を
学
ぶ
。
作
者
か
ら

き
り
は
な
れ
た
作
品
独
自
の
鑑
賞
を
尊
び
つ
つ
、
そ
の
波
乱
の
生
涯
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
作
句
の
原
点
を
理
解
さ
せ
る
。
最
終
的
に
は
生
徒
各
々
が
該
当
の
句

を
〝
私
の
句
〟
と
し
て
握
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
も
っ
て
ゆ
き
た
い
。
二
時

間
連
続
の
授
業
で
、
前
半
一
時
間
で
は
、
予
習
イ
ラ
ス
ト
や
解
釈
の
紹
介
後
、

グ
ル
ー
プ
内
で
解
釈
や
作
句
の
状
況
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
さ
せ
た
。
公
開
授

業
に
設
定
し
た
後
半
一
時
間
は
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
話
し
合
い
の
報
告
と
、

教
授
者
か
ら
の
模
範
的
解
釈
及
び
作
者
や
作
句
の
背
景
の
紹
介
で
あ
る
。

指
導
内
容

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

　

本
時
の
目
標
を
確
認
す
る
。

１
、
グ
ル
ー
プ
単
位
で
の
着
席
。

２
、
教
科
書
、
ノ
ー
ト
を
準
備
す
る
。

・
出
欠
席
の
確
認
。

・
教
材
準
備
、
グ
ル
ー
プ
着
席
を
確
認
。

１
、�

各
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
句
に
つ
い
て
の
秀
逸
な

解
釈
を
発
表
さ
せ
る
。

１
、�
各
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
が
、
グ
ル
ー
プ
内

で
最
も
秀
逸
と
思
わ
れ
る
句
の
解
釈
を
発
表

す
る
。

※�

前
時
に
グ
ル
ー
プ
内
の
話
し
合
い
を
済
ま
せ
て
あ
る
。

・
誤
読
で
な
け
れ
ば
、
可
能
な
限
り
許
容
し
て
ゆ
く
。

２
、�

語
句
、
文
法
を
正
し
く
把
握
し
な
が
ら
、
最

低
限
の
妥
当
性
の
あ
る
解
釈
を
提
示
す
る
。

２
、
ノ
ー
ト
に
板
書
を
し
っ
か
り
記
し
て
ゆ
く
。

・�

テ
ス
ト
も
近
い
。「
な
ん
で
も
よ
い
」
解
釈
で
は
な
く
、　

妥
当
性
の
あ
る
解
釈
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
。

３
、�

解
釈
に
際
し
て
、
踏
み
込
む
べ
き
箇
所
に
つ

い
て
、
発
問
す
る
。

３
、�

発
問
に
対
し
て
、
熟
考
し
、
意
見
を
述
べ
る
。

ま
た
、
級
友
の
意
見
を
聞
き
取
る
。

・�

読
解
を
深
め
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
。
時
間
を
か
け
て
扱

い
、
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
た
い
。

４
、�

山
頭
火
に
つ
い
て
、
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
、
紹

介
す
る
。
ど
う
い
う
境
遇
で
作
句
さ
れ
た
か
、

さ
ら
に
俳
人
と
し
て
の
位
置
も
確
認
。

４
、�

プ
リ
ン
ト
に
ペ
ン
で
ラ
イ
ン
を
引
き
な
が
ら

教
員
の
説
明
を
受
け
る
。

・�

自
由
律
俳
句
で
あ
り
、
前
二
句
（
子
規
・
虚
子
）
と
の
差

異
、
特
殊
性
を
つ
か
ま
せ
た
い
。

　

感
想
を
綴
ら
せ
る
。

　

�

七
人
の
歌
人
俳
人
と
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、

印
象
に
残
っ
た
も
の
を
選
び
、
感
想
を
綴
る
。
　

�

感
じ
た
こ
と
を
言
葉
に
綴
り
、
整
理
を
さ
せ
る
。
生
徒

個
々
の
人
生
と
詩
人
の
生
き
ざ
ま
、
作
品
の
力
を
ぶ
つ

け
合
わ
せ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
実
ら
せ
る
の
が
ね
ら
い
。

導入
（３分）

展開
（40分）

まとめ
（７分）

５　

本
時
の
計
画
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６　

実
際
の
展
開

①�　

二
時
間
連
続
の
授
業
で
、
さ
ら
に
参
観
の
教
員
が
多
数
集
ま
る
と
い
う

こ
と
で
、
良
い
意
味
で
生
徒
の
集
中
力
、
興
奮
の
度
が
高
ま
っ
た
。

②�　

各
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
か
ら
、
個
性
的
な
解
釈
の
数
々
が
報
告
さ

れ
、
ク
ラ
ス
が
沸
い
た
場
面
も
あ
っ
た
。「
男
女
二
人
の
別
離
の
場
面
で
あ

り
、
一
方
が
他
方
の
涙
に
暮
れ
た
後
姿
を
見
守
っ
て
い
る
」
風
の
解
釈
を

し
た
グ
ル
ー
プ
が
２
、
３
あ
っ
た
。
教
授
者
と
し
て
は
、
全
員
に
「
聴
く

姿
勢
」
の
指
導
を
徹
底
す
る
こ
と
、
リ
ー
ダ
ー
に
は
「
発
表
力
」
を
意
識

す
る
こ
と
、
の
二
つ
を
重
ん
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
聴
く
側
は
、「
発
表
者
の

話
を
聴
き
た
く
て
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
」
く
ら
い
の
応
援
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

送
る
こ
と
。
話
す
側
に
は
、「
ク
ラ
ス
全
員
の
顔
を
し
っ
か
り
見
て
、
話
し

た
い
こ
と
の
核
心
を
興
味
を
持
っ
て
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
皆
を

ひ
き
つ
け
な
が
ら
」
語
る
こ
と
。
無
論
、
こ
ち
ら
は
、
発
表
者
の
声
が
小

さ
け
れ
ば
ス
ピ
ー
カ
ー
機
能
を
果
た
し
、
素
敵
な
こ
と
を
話
し
た
の
に
言

葉
が
足
り
な
け
れ
ば
確
認
の
質
問
を
浴
び
せ
て
も
っ
と
引
き
伸
ば
し
て
話

を
さ
せ
る
、
な
ど
の
対
応
を
し
た
。
さ
す
が
に
年
度
末
、
生
徒
は
思
い
の

ほ
か
成
長
し
て
い
て
、
聴
き
手
を
沸
か
せ
な
が
ら
伝
え
た
い
こ
と
を
し
っ

か
り
伝
え
、
ま
た
そ
れ
を
楽
し
み
な
が
ら
聴
き
い
れ
る
態
度
が
頼
も
し
か

っ
た
。

③�　

解
釈
の
模
範
例
に
つ
い
て
は
、
教
授
者
側
か
ら
、
板
書
を
用
い
て
努
め

て
明
確
に
授
業
を
行
い
、
し
っ
か
り
ノ
ー
ト
を
と
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

「
自
由
律
」
で
あ
る
こ
と
、「
う
し
ろ
す
が
た
の
し
ぐ
れ
て
ゆ
く
か
」
中
、

「
の
」（
格
助
詞
、
主
格
）、「
か
」（
終
助
詞
、
詠
嘆
）、「
し
ぐ
れ
（
る
）」

が
『
時
雨
に
濡
れ
る
』『
わ
び
し
く
う
ら
ぶ
れ
た
気
持
ち
に
な
る
』
の
二
つ

の
意
を
含
む
掛
詞
に
読
め
る
、「
し
ぐ
る
」
は
季
語
と
も
と
れ
る
が
自
由
律

で
あ
り
そ
う
限
定
す
る
必
要
は
無
い
、
等
の
教
示
を
し
た
。
語
法
的
な
面

で
は
、
生
徒
は
古
文
学
習
で
慣
れ
て
お
り
、
理
解
が
早
い
模
様
。「
し
ぐ

れ
」
に
つ
い
て
は
、
発
問
し
た
。
掛
詞
的
解
釈
に
、
自
身
の
解
釈
と
の
差

を
感
じ
、
眼
を
開
か
れ
た
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。

④�　

二
人
で
い
た
時
の
句
、
と
い
う
の
が
、
生
徒
側
か
ら
出
た
読
み
。
山
頭

火
は
こ
れ
を
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
旅
で
詠
ん
で
い
る
。
そ
こ
は
作
句
の
際
の

現
実
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
で
示
し
た
。
こ
こ
も
、
生
徒
の
驚
き
を
誘

っ
た
箇
所
。

⑤�　

山
頭
火
に
つ
い
て
、
教
授
者
側
で
作
成
し
た
プ
リ
ン
ト
を
使
用
。「
生

涯
」「
連
作
」「
写
真
」
を
掲
載
し
、
山
頭
火
の
人
生
と
作
句
を
紹
介
し
た
。

不
遇
な
生
い
立
ち
、
特
に
父
の
遊
蕩
と
母
の
自
殺
、
実
家
を
継
ぐ
が
破
綻

さ
せ
妻
子
に
離
別
さ
れ
出
家
し
て
全
国
を
行
脚
し
な
が
ら
ひ
と
り
ぽ
っ
ち

で
作
句
を
続
け
て
い
た
こ
と
、「
コ
ロ
リ
往
生
」
を
遂
げ
た
こ
と
等
を
写
真

を
交
え
語
っ
た
。
こ
こ
に
つ
い
て
は
教
授
側
と
し
て
入
念
に
予
習
を
し
た
。

⑥�　

授
業
前
夜
、
教
材
研
究
を
し
て
い
て
強
く
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
。
そ
れ

は
、
山
頭
火
の
「
人
恋
し
さ
」
で
あ
る
。
山
頭
火
は
晩
年
に
生
涯
の
全
句

を
収
め
た
『
草
木
塔
』
を
出
し
て
い
る
が
、
巻
頭
に
は
十
歳
の
頃
井
戸
に

投
身
自
殺
を
し
て
果
て
た
母
へ
の
献
辞
が
あ
る
。
本
句
集
の
存
在
を
紹
介

し
、
収
め
ら
れ
た
人
恋
し
い
句
の
数
々
を
抜
粋
し
プ
リ
ン
ト
に
打
ち
、
献

辞
を
口
頭
で
紹
介
し
て
、
授
業
の
締
め
く
く
り
と
し
た
。
こ
こ
は
、
教
授
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者
個
人
の
解
釈
に
よ
る
誘
導
と
批
判
さ
れ
て
も
し
か
た
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
甘
ん
じ
て
批
判
を
お
受
け
し
た
い
。

　

※
『
草
木
塔
』
よ
り
抜
粋
し
て
紹
介
し
た
も
の

　
　
　
　

献
辞　
　

若
う
し
て
死
を
い
そ
ぎ
た
ま
へ
る

　

母
上
の
霊
前
に

　

本
書
を
供
え
ま
つ
る

ま
つ
す
ぐ
な
道
で
さ
み
し
い

し
ぐ
る
る
や
死
な
な
い
で
ゐ
る

ど
う
し
よ
う
も
な
い
わ
た
し
が
歩
い
て
ゐ
る

あ
の
雲
が
お
と
し
た
雨
に
ぬ
れ
て
ゐ
る

ま
つ
た
く
雲
が
な
い
笠
を
ぬ
ぎ

酔
う
て
こ
ほ
ろ
ぎ
と
寝
て
居
た
よ

ほ
ろ
り
と
ぬ
け
た
歯
で
は
あ
る

笠
へ
ぽ
つ
と
り
椿
だ
つ
た

け
ふ
も
い
ち
に
ち
誰
も
来
な
か
つ
た
ほ
う
た
る

あ
な
た
を
待
つ
て
ゐ
る
火
の
よ
う
に
燃
え
る

や
つ
ぱ
り
一
人
は
さ
み
し
い
枯
草

咳
が
や
ま
な
い
背
中
を
た
た
く
手
が
な
い

霜
し
ろ
く
こ
ろ
り
と
死
ん
で
ゐ
る

ど
こ
で
も
死
ね
る
か
ら
だ
で
春
風

７　

ご
参
観
頂
い
た
本
校
教
員
か
ら
の
反
応

ａ　

�

時
間
割
変
更
の
配
慮
が
な
く
、
空
き
時
間
の
教
員
し
か
参
観
に
足
を
運
べ

な
か
っ
た
と
い
う
状
況
の
中
で
、
管
理
職
を
は
じ
め
講
師
の
方
々
ま
で
、

二
十
人
弱
の
ご
参
観
を
頂
き
、
教
室
の
バ
ッ
ク
サ
イ
ド
は
満
席
で
あ
っ

た
。
大
変
に
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。

ｂ　

�

次
の
よ
う
な
お
声
を
頂
い
た
。「
山
頭
火
の
人
生
や
句
の
魅
力
が
味
わ
え

た
、
お
疲
れ
様
で
し
た
。
修
学
旅
行
で
行
く
山
口
小
郡
駅
傍
に
銅
像
が
あ

る
」（
校
長
、
教
頭
）「
生
徒
も
よ
く
発
言
し
、
関
心
が
高
か
っ
た
よ
う
で

す
」（
他
教
科
専
任
、
講
師
）「
発
問
し
、
発
言
を
よ
く
受
け
止
め
て
次
へ

つ
な
げ
、
解
説
も
懐
が
深
く
、
短
時
間
だ
が
味
わ
い
が
深
か
っ
た
」（
国
語

科
専
任
、
講
師
）。
概
し
て
お
褒
め
の
お
言
葉
を
か
け
て
頂
け
た
が
、「
年

度
末
で
時
間
も
き
つ
い
と
思
う
が
、
も
う
少
し
ゆ
っ
く
り
生
徒
同
士
が
感

じ
た
こ
と
を
伝
え
合
え
た
な
ら
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
他
教
科
専

任
）
と
の
ご
意
見
も
承
っ
た
。

ｃ　

�「
生
徒
の
発
言
を
よ
く
拾
え
て
い
た
と
思
う
。
小
さ
な
声
、
拙
い
発
言
に
、

こ
と
さ
ら
耳
を
傾
け
、
ス
ピ
ー
カ
ー
と
い
う
か
、
ま
と
め
て
繰
り
返
す
形

で
、
他
の
生
徒
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
グ
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
、
授
業

を
展
開
し
て
い
た
」
と
、
あ
る
国
語
の
専
任
の
先
生
か
ら
評
価
し
て
頂
け

た
。
心
掛
け
て
い
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
励
み
に
な
っ
た
。

８　

実
施
者
の
振
り
返
り
と
課
題

ま
ず
、
年
度
末
の
時
間
が
限
ら
れ
た
中
で
の
実
施
で
、
本
来
な
ら
ば
も
っ
と

ゆ
と
り
の
あ
る
設
定
が
好
ま
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

テ
ス
ト
直
前
で
は
あ
っ
た
が
、
概
し
て
生
徒
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
か
っ

た
。
年
間
を
通
じ
て
、
反
応
の
よ
い
、
好
奇
心
旺
盛
で
活
発
な
ク
ラ
ス
で
あ
っ
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た
が
、
今
回
は
特
に
ク
ラ
ス
全
体
を
学
習
に
対
す
る
前
向
き
な
ム
ー
ド
が
覆
っ

て
い
た
。
年
度
末
の
「
国
語
総
合
」
最
後
の
、
担
任
ラ
ス
ト
の
公
開
授
業
と
い

う
味
付
け
も
功
を
奏
し
た
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
も
、
単
元
で
扱
っ
た
歌
人
俳
人

と
そ
の
作
品
、
と
り
わ
け
山
頭
火
の
魅
力
が
、
生
徒
を
生
き
生
き
と
さ
せ
た
の

だ
ろ
う
。
グ
ル
ー
プ
討
論
、
発
表
、
反
応
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
良
質
な
展
開
が

実
現
し
た
と
思
わ
れ
る
。

反
省
は
、
最
後
に
感
想
や
意
見
を
ま
と
め
述
べ
合
わ
せ
る
時
間
を
と
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
と
れ
る
の
な
ら
も
う
少
し
ゆ
と
り
を
と
り
、
作
者

の
生
き
ざ
ま
や
他
の
句
に
触
れ
感
じ
た
こ
と
を
、
生
徒
相
互
で
豊
か
に
交
換
し

合
え
る
機
会
を
作
り
た
か
っ
た
。

９　

生
徒
の
反
応

時
間
の
乏
し
い
中
で
あ
っ
た
が
、「
山
頭
火
と
い
う
人
が
い
る
こ
と
、
山
頭
火

の
感
じ
の
こ
し
た
思
い
に
切
な
く
な
っ
た
」「
変
わ
っ
た
句
だ
が
、
そ
の
た
め
に

余
計
印
象
に
残
っ
た
」「
他
の
人
た
ち
も
よ
か
っ
た
（
子
規
・
虚
子
）
け
ど
、
な

ん
か
ぐ
っ
と
き
た
」
等
が
あ
っ
た
。
真
摯
に
己
の
生
を
生
き
、
作
句
に
全
力
投

入
し
た
俳
人
た
ち
の
思
い
が
少
な
か
ら
ず
伝
わ
っ
て
、
生
徒
各
々
の
自
己
洞
察

に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
ほ
し
い
。

10　

今
後
の
展
望

他
大
志
向
の
受
験
へ
の
流
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
も
、
高
校
国
語
科
と
し

て
の
理
念
を
貫
き
つ
つ
、
文
学
教
材
を
存
分
に
扱
い
な
が
ら
、
生
徒
各
々
の
生

き
方
在
り
方
を
大
事
に
育
ん
で
ゆ
き
た
い
。
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