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第
五
章

「
読
む
こ
と
」
の
指
導

一

読
む
力

人
間
は
五
感
を
通
じ
た
体
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
自
分
を
取
り
巻
く
世
界

を
理
解
し
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
、
我
々
は
言
葉
、
特
に
他
者
の
言
葉
を
通
じ

て
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
し
て
い
く
。

経
験
や
知
識
、
価
値
観
と
い
っ
た
も
の
が
完
全
に
同
じ
人
間
は
存
在
し
な
い
。

そ
う
し
た
も
の
が
異
な
る
と
、
同
じ
対
象
を
前
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
受
け
る

印
象
が
異
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
他
者
は
自
分
と
は
異
な
る
視
点
で
世
界
を

見
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
他
者
の
言
葉
は
、
そ
の
人
に
だ
け
見
え
て
い
る

世
界
の
一
面
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
者
の
言
葉
に
触
れ
る

こ
と
は
、
自
分
が
ま
だ
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
世
界
の
新
し
い
一
面
に
触
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
言
葉
を
通
じ
た
新
し
い
体
験
が
積
み
重
な
る
と
、

自
分
を
取
り
巻
く
世
界
へ
の
理
解
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
人
間
、
社
会
、

自
然
な
ど
に
対
す
る
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
が
よ
り
深
ま
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
、
五
感
を
通
じ
た
直
接
的
な
体
験
と
は
異
な
り
、
人
間
は
文
字
を
用

い
る
こ
と
で
、
過
去
に
存
在
し
た
人
間
が
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
古
文
や
漢
文
を
読
む
醍
醐
味
は
正
に
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
章
で
取
り
上
げ
る
「
読
む
こ
と
」
と
は
、
要
す
る
に
、
文
字
と
い
う
媒
体

を
通
じ
て
、
自
分
を
取
り
巻
く
世
界
へ
の
理
解
を
深
め
る
行
為
を
指
す
。
そ
し

て
、
「
読
む
力
」
と
は
、
文
章
な
ど
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
書
き
手
の
意
図
を

的
確
に
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
指
す
。

な
お
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
読
む
こ
と
」
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ
は
、

時
間
や
空
間
を
超
え
て
、
他
者
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
よ

っ
て
、
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
現
代
文
と
古
典
の

双
方
が
同
等
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
学
習
指
導
要
領
の
「
読

む
こ
と
」
に
関
す
る
「
内
容
の
取
扱
い
」
に
お
い
て
は
、
「
古
典
を
教
材
と
し

た
授
業
時
数
と
近
代
以
降
の
文
章
を
教
材
と
し
た
授
業
時
数
と
の
割
合
は
、

お
お
む
ね
同
等
と
す
る
こ
と
を
目
安
と
し
て
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
適
切

に
定
め
る
こ
と
。
な
お
、
古
典
に
お
け
る
古
文
と
漢
文
と
の
割
合
は
、
一
方

に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
「
読
む
こ
と
」
の

学
習
が
単
な
る
黙
読
や
教
室
内
だ
け
の
行
為
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
「
文
章
を
読
み
深
め
る
た
め
、
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
な
ど
を
取
り
入
れ
る

こ
と
」
「
自
分
の
読
書
生
活
を
振
り
返
り
、
読
書
の
幅
を
広
げ
、
読
書
の
習
慣

を
養
う
こ
と
」
と
も
記
し
て
い
る
。

二

「
読
む
こ
と
」
の
指
導

共
通
必
履
修
科
目
の
「
国
語
総
合
」
に
お
い
て
は
、
「
読
む
こ
と
」
の
指
導

事
項
と
し
て
、
次
の
五
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ア

文
章
の
内
容
や
形
態
に
応
じ
た
表
現
の
特
色
に
注
意
し
て
読
む
こ

と
。

イ

文
章
の
内
容
を
叙
述
に
即
し
て
的
確
に
読
み
取
っ
た
り
、
必
要
に

応
じ
て
要
約
や
詳
述
を
し
た
り
す
る
こ
と
。

ウ

文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読

み
味
わ
う
こ
と
。
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エ

文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て

評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。

オ

幅
広
く
本
や
文
章
を
読
み
、
情
報
を
得
て
用
い
た
り
、
も
の
の
見
方
、

感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
し
た
り
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
現
代
文
Ｂ
」
「
古
典
Ｂ
」
は
、
「
読
む
こ
と
」
を
指
導
の
中
心
と
す

る
選
択
科
目
で
あ
る
。

三

言
語
活
動
例

二
の
指
導
事
項
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
通
し

て
指
導
す
る
。

ア

文
章
を
読
ん
で
脚
本
に
し
た
り
、
古
典
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換
え

た
り
す
る
こ
と
。

・
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
児
の
そ
ら
寝
」
を
会
話
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
地

の
文
も
含
め
て
脚
本
化
し
、
書
き
手
や
文
章
中
の
人
物
の
考
え
、
感
情
を

よ
り
深
く
捉
え
る
。

イ

文
字
、
音
声
、
画
像
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情

報
を
、
課
題
に
応
じ
て
読
み
取
り
、
取
捨
選
択
し
て
ま
と
め
る
こ
と
。

・
『
伊
勢
物
語
』
の
「
芥
川
」
の
異
な
る
挿
絵
を
集
め
、
作
品
の
解
釈
の
違
い

を
比
較
す
る
。

ウ

現
代
の
社
会
生
活
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
実
用
的
な
文
章
を
読
ん

で
内
容
を
理
解
し
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
話
し
合
う
こ
と
。

・
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
社
説
や
コ
ラ
ム
を
読
み
比
べ
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
考

え
を
発
表
し
合
う
。

エ

様
々
な
文
章
を
読
み
比
べ
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
感

想
を
述
べ
た
り
批
評
す
る
文
章
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

・
「
羅
生
門
」
と
『
今
昔
物
語
集
』
中
の
話
と
を
比
較
し
、
異
な
る
点
や
作
者

の
意
図
の
違
い
な
ど
を
話
し
合
う
。

四

指
導
の
際
の
留
意
点

（
一
）
論
理
的
な
文
章

ア

論
理
的
な
文
章
を
学
ぶ
意
義

論
説
、
評
論
と
い
っ
た
論
理
的
な
文
章
は
、
あ
る
対
象
（
人
間
、
自
然
、

社
会
、
文
化
な
ど
）
に
つ
い
て
、
筆
者
が
自
分
の
意
見
や
主
張
を
述
べ
た
文

章
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
章
を
読
む
際
の
目
標
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、

文
章
の
展
開
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
筆
者
の
主
張
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
筆
者
が
ど
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
結
論
に
至
っ
て
い
る
か
、

す
な
わ
ち
筆
者
の
文
章
の
構
成
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
目

は
、
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
自
分
な
ら
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
自
分
独
自
の
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意
見
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
目
標
に
基
づ
い
て
文
章
を
読
解

す
る
こ
と
は
、
生
徒
の
論
理
的
思
考
力
を
高
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
徒
が

自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
。
ま
た
、
優
れ
た
論
説
や
評
論
を
読
む
こ
と
で
、
も
の
の
見
方
や
感
じ

方
、
考
え
方
が
広
が
り
、
深
ま
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

イ

論
理
的
な
文
章
の
指
導
法

（
ア
）
読
解
の
基
礎

論
理
的
な
文
章
を
学
習
す
る
基
本
は
、
文
章
の
展
開
を
丹
念
に
た
ど
っ
て

論
旨
を
読
み
取
り
、
筆
者
の
主
張
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
ま
ず
語
句
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
、
接
続
詞
の
働
き
を
理
解
す

る
と
い
っ
た
読
解
の
た
め
の
基
礎
を
習
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
イ
）
読
解
の
進
め
方

論
理
的
な
文
章
で
は
キ
ー
ワ
ー
ド
や
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
気
を
付
け
て
、

本
文
に
傍
線
を
引
き
な
が
ら
読
む
こ
と
が
理
解
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
対
比

表
現
や
接
続
詞
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
文
や
段
落
相
互
の
関
係
を
考
え
な
が
ら

読
み
進
め
さ
せ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
論
の
展
開
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
例
か
ら
抽
象
化
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
具
体

と
抽
象
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
主
張
を
的
確
に
読
み
取
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ウ
）
読
解
を
深
め
る

読
解
が
進
ん
で
か
ら
は
、
論
の
展
開
を
図
示
し
た
り
、
表
に
ま
と
め
た
り

し
て
、
よ
り
明
確
に
文
章
の
構
成
を
理
解
さ
せ
る
と
よ
い
。
ま
た
、
要
約
文

な
ど
を
作
成
し
て
、
主
題
へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し

て
、
筆
者
の
主
張
を
理
解
し
、
自
分
の
問
題
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め

に
は
、
理
解
し
た
内
容
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
。
身
近
な
話
題
や
体
験
、
ま
た
時
事
問
題
な
ど
か
ら
取
材
し
、
表
現
の
工

夫
や
論
の
展
開
方
法
を
ま
ね
て
作
文
や
小
論
文
を
書
か
せ
た
り
、
デ
ィ
ベ
ー

ト
を
行
っ
た
り
し
て
考
え
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
読
解
に
よ
っ

て
筆
者
か
ら
学
ん
だ
視
点
を
自
ら
の
思
考
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
筆
者
の
論
理
の
展
開
や
そ
の
根
拠
と
な
る
箇
所
に
疑

問
が
な
い
か
、
筆
者
の
主
張
に
対
し
て
自
分
は
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
批
評

を
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
徒
の
論
理
的
思
考
力
、
表
現
力
を
よ
り
高
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
批
評
を
行
う
際
に
は
、
同
じ
対
象
に
つ

い
て
異
な
る
主
張
を
展
開
し
て
い
る
文
章
を
複
数
参
照
さ
せ
る
と
い
う
学
習

活
動
が
効
果
的
で
あ
る
。

コ
ラ
ム
⑨
【
読
書
指
導
】

生
徒
へ
の
読
書
指
導
は
難
し
く
て
、
楽
し
く
て
、
恐
ろ
し
い
。
読
書
指
導
と
聞
い
て
い
つ
も
思
い
出
す
の
は
、
モ
ー
ム
の
回
想
的
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
以

下
は
岩
波
文
庫
『
サ
ミ
ン
グ
・
ア
ッ
プ
』
の
二
十
五
章
か
ら
の
抜
粋
。
筆
者
が
青
年
時
代
の
読
書
に
つ
い
て
記
し
た
一
節
で
あ
る
。

「
私
は
実
に
勤
勉
な
青
年
だ
っ
た
。（
中
略
）
多
く
の
歴
史
書
、
少
し
の
哲
学
書
、
た
く
さ
ん
の
科
学
書
を
読
ん
だ
。
あ
ま
り
に
好
奇
心
が
強
い
も
の
だ
か
ら
、

読
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
考
え
る
余
裕
が
ま
る
で
な
か
っ
た
。
一
冊
読
み
終
わ
る
と
、
次
の
本
を
直
ぐ
に
読
み
た
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
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は
い
つ
で
も
胸
躍
る
経
験
だ
っ
た
。
」

こ
の
あ
た
り
を
読
ん
で
い
る
と
、
あ
あ
、
そ
う
だ
よ
な
あ
、
こ
う
い
う
体
験
を
生
徒
に
も
ぜ
ひ
し
て
ほ
し
い
な
あ
と
素
直
に
思
う
。
続
け
て
、

「
私
の
場
合
は
読
書
が
休
息
で
あ
る
。
（
中
略
）
短
い
間
で
も
読
書
が
出
来
な
い
と
、
薬
の
切
れ
た
中
毒
患
者
の
よ
う
に
苛
々
し
て
く
る
。
」

こ
の
あ
た
り
も
ま
だ
よ
い
。
読
書
へ
の
熱
意
、
大
い
に
結
構
と
余
裕
が
も
て
る
。
し
か
し
、

「
読
み
物
が
な
い
と
、
時
間
表
と
か
カ
タ
ロ
グ
を
読
む
。
こ
れ
は
控
え
目
な
言
い
方
だ
。
私
は
陸
海
軍
ス
ト
ア
の
値
段
表
、
古
書
店
の
目
録
、
鉄
道
時
刻
表

な
ど
を
読
み
耽
っ
て
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
ど
こ
か
ロ
マ
ン
ス
の
雰
囲
気
が
あ
っ
て
、
最
近
の
小
説
の
い
く
つ
か
な
ど
よ
り
、

は
る
か
に
面
白
い
と
思
う
。
」

こ
の
あ
た
り
ま
で
来
る
と
不
安
な
気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
。
自
分
は
そ
こ
ま
で
「
読
書
」
を
楽
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
章
の
最
後
の
一
文
。

「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
読
ま
な
か
っ
た
本
は
、
数
え
て
み
る
と
十
冊
以
下
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
二
度
読
ん
だ
本
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
度
読
ん
だ
だ
け

で
は
全
て
を
味
わ
え
な
い
書
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
知
っ
て
い
る
が
、
一
度
読
ん
だ
と
き
に
吸
収
で
き
る
も
の
は
全
て
吸
収
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、

た
と
え
細
部
は
忘
れ
て
も
永
遠
の
財
産
と
し
て
自
分
に
残
る
の
だ
。
世
の
中
に
は
同
じ
本
を
繰
り
返
し
読
む
人
も
い
る
。
こ
う
い
う
連
中
は
目
で
読
む
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
感
性
は
用
い
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
む
ろ
ん
、
無
害
な
作
業
で
あ
る
が
、
知
的
な
作
業
だ
と
思
う
の
は
誤
解
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
ま
で
読
む
と
考
え
込
ん
で
し
ま
う
。
生
徒
の
読
書
体
験
は
個
人
差
が
大
変
大
き
い
。
あ
る
生
徒
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
本
が
、
他
の
生
徒
に
と
っ

て
も
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
読
書
指
導
は
難
し
い
。
し
か
し
、
自
分
が
薦
め
た
本
を
生
徒
が
読
ん
で
く
れ
る
と
い

う
の
は
、
国
語
の
教
師
と
し
て
の
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
読
書
指
導
は
楽
し
い
。
し
か
し
、
も
し
自
分
よ
り
も
は
る
か
に
本
を
読
ん
で
い

る
生
徒
が
い
た
ら
、
自
分
よ
り
も
は
る
か
に
深
い
読
み
を
し
て
い
る
生
徒
が
い
た
ら
、
教
師
と
し
て
ど
ん
な
本
を
薦
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
何
も

薦
め
ず
、
本
人
の
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
読
書
を
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
続
い
て
す
ぐ
、
「
こ
の
よ
う
な
読
書
の
仕
方
を
し
て
い
る
生
徒

に
、
ど
の
よ
う
な
国
語
の
授
業
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
疑
問
に
ぶ
つ
か
る
。
放
っ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
し
か
し
、
二
度
読
む
の
は

「
知
的
な
作
業
」
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
生
徒
に
一
体
何
を
「
指
導
」
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
モ
ー
ム
の
生
き
た
時
代
と
現
代
と
で
は
、
青
年
を
取

り
巻
く
環
境
は
大
き
く
異
な
る
。
彼
の
よ
う
な
読
書
体
験
を
し
て
い
る
高
校
生
は
ま
ず
い
な
い
・
・
・
い
や
、
し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
・
・
・
読
書
指
導

と
聞
く
と
私
は
い
つ
も
こ
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
読
書
指
導
は
恐
ろ
し
い
。

◆
参
考
資
料
◆

サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
『
サ
ミ
ン
グ
・
ア
ッ
プ
』
岩
波
文
庫

二
〇
〇
七
年
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コ
ラ
ム
⑩
【
板
書
の
コ
ツ
】

「
生
徒
が
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
授
業
」
こ
れ
は
、
私
た
ち
教
員
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
教
員
生
活
を
送
っ
て
い
る
間
は
絶
え
間
な
く
、

そ
の
た
め
の
教
材
研
究
や
授
業
計
画
、
言
語
活
動
や
発
問
の
検
討
、
そ
し
て
板
書
計
画
な
ど
を
日
々
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
板

書
自
体
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
は
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
こ
で
は
板
書
の
コ
ツ
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

①
チ
ョ
ー
ク
の
持
ち
方

筆
圧
を
か
け
て
し
っ
か
り
し
た
文
字
を
書
き
た
い
と
き
に
は
、
親
指
、
人
差
し
指
、
中
指
で
チ
ョ
ー
ク
の
先
を
持
つ
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。
ま
た
、
手
首

に
力
が
入
る
と
、
に
ょ
う
や
は
ら
い
を
出
し
に
く
い
の
で
、
手
首
に
力
を
入
れ
て
曲
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

②
板
書
す
る
と
き
の
姿
勢

黒
板
に
対
し
て
正
面
を
向
い
て
書
く
と
、
板
書
は
し
や
す
い
が
、
声
が
通
り
に
く
く
（
板
書
し
な
が
ら
の
発
声
は
避
け
た
方
が
望
ま
し
い
が
）
、
何
よ
り
も

生
徒
の
様
子
が
把
握
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
正
面
を
向
い
た
状
態
か
ら
片
足
を
少
し
下
げ
、
半
身
に
構
え
る
の
が
書
き
や
す
く
、
生
徒
の
様
子
も
よ
く
分
か
っ

て
よ
い
。

③
色
使
い

チ
ョ
ー
ク
の
色
の
種
類
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
板
書
が
繁
雑
に
な
っ
て
し
ま
い
よ
く
な
い
。
多
色
を
用
い
る
場
合
も
三
、
四
色
ほ
ど
に
抑
え
、
色
の
種

類
も
生
徒
が
見
や
す
い
も
の
を
使
う
と
よ
い
。
ま
た
、
色
使
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
色
を
変
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
使
い
分

け
の
ル
ー
ル
を
用
い
る
こ
と
で
、
生
徒
は
安
心
し
て
授
業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

④
記
号
の
工
夫

色
と
同
様
、
記
号
に
つ
い
て
も
使
い
分
け
の
ル
ー
ル
を
決
め
て
工
夫
し
て
用
い
る
よ
う
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
囲
み
や
傍
線
等
の
種
類
を
分
け
る
こ

と
に
よ
り
、
説
明
が
な
く
と
も
そ
れ
が
何
を
表
し
て
い
る
か
生
徒
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
、
授
業
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


