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競
い
合
っ
て
学
び
合
う

対
話
の
よ
う
な
授
業

　

２
月
11
日
、
休
日
の
朝
、
生
徒
た

ち
が
一
人
ま
た
一
人
と
図
書
室
に
集

ま
っ
て
く
る
。
広
い
ス
ペ
ー
ス
に
並

ぶ
学
習
机
に
着
き
、
事
前
に
配
布
さ

れ
た
プ
リ
ン
ト
を
カ
バ
ン
か
ら
取
り

出
し
て
目
を
通
し
た
り
、
友
達
に
話

し
か
け
た
り
し
て
、「
現
代
文
・
小

論
文
秘
密
ク
ラ
ブ
」
が
始
ま
る
の
を

待
つ
。
午
前
８
時
30
分
。
開
始
時
刻

に
な
る
と
、
松
澤
美
奈
子
先
生
（
国

語
科
）
が
皆
の
前
に
立
つ
。

　

こ
の
日
、
自
作
の
小
論
文
を
講
評

し
合
う
講
習
会
に
参
加
し
た
の
は
、

12
人
（
登
録
者
は
21
人
）。「
そ
れ
で

は
い
つ
も
の
よ
う
に
、
ま
ず
家
で
読

ん
で
き
た
小
論
文
の
中
で
ベ
ス
ト
１

を
投
票
し
て
く
だ
さ
い
」
と
松
澤
先

生
が
言
う
と
、
生
徒
た
ち
は
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
書
い
た
付
箋
紙
を
渡

し
て
い
く
。

　

生
徒
の
手
元
に
は
、
全
生
徒
の
小

論
文
が
載
っ
て
い
る「
課
題
作
文
集
」

が
あ
る
。
作
者
の
生
徒
の
名
前
は
伏

せ
て
あ
り
、
名
前
の
欄
に
は
Ａ
や
Ｂ

な
ど
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
だ
け
が
書

い
て
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、
事
前
に

読
ん
で
お
き
、
自
分
以
外

の
作
品
の
中
で
一
番
良
い

と
思
っ
た
も
の
を
選
ん
で

い
た
。

　

す
ぐ
に
集
計
し
て
ラ
ン

キ
ン
グ
を
発
表
。
複
数
の

票
を
集
め
た
作
品
は
二
つ

で
、
４
票
を
集
め
た
作
品

が
一
つ
、
３
票
を
集
め
た

作
品
が
一
つ
だ
っ
た
。

　
「
そ
れ
で
は
、
一
番
多

く
の
票
を
集
め
た
作
者
Ｊ

さ
ん
を
推
し
た
方
は
起
立
。

ど
こ
が
良
か
っ
た
の
か
を

話
し
て
く
だ
さ
い
」
と
松

澤
先
生
。
４
人
の
生
徒
が

立
ち
上
が
っ
て
、
一
人
ず
つ
講
評
を

始
め
る
。「
構
成
が
し
っ
か
り
し
て

い
て
、論
旨
が
一
貫
し
て
い
る
」「
自

分
の
考
え
が
き
ち
ん
と
書
い
て
あ

る
」「
最
初
の
段
落
で
自
分
の
意
見

を
き
ち
ん
と
言
っ
て
い
る
」
な
ど
と

い
う
客
観
的
な
意
見
が
あ
る
一
方
で
、

「
第
二
段
落
が
か
っ
こ
い
い
」「
共
感

し
た
」「
読
ん
で
い
て
、『
そ
う
そ
う
、

よ
く
分
か
る
』
と
思
っ
た
」
な
ど
の

主
観
的
な
感
想
も
目
立
っ
た
。
だ
が
、

松
澤
先
生
は
何
も
言
わ
な
い
。
口
を

挟
む
の
は
、
生
徒
の
説
明
が
皆
に
共

有
で
き
る
よ
う
に
補
足
す
る
と
き
だ

け
だ
。

　

生
徒
た
ち
の
講
評
が
終
わ
り
、
作

者
の
生
徒
の
名
前
が
明
か
さ
れ
た
。

一
人
の
男
子
生
徒
が
恥
ず
か
し
そ
う

に
立
ち
上
が
り
、松
澤
先
生
か
ら「
初

め
て
一
位
に
な
っ
た
ね
」
と
言
わ
れ

る
と
、「
皆
の
話
を
聞
い
て
い
て
と

て
も
照
れ
た
け
れ
ど
、
す
ご
く
う
れ

し
い
」
と
心
境
を
語
る
。「
工
夫
し

た
と
こ
ろ
は
？
」
と
問
わ
れ
る
と
、

実
体
験
を
も
と
に
書
い
た
こ
と
を
明

か
し
、
ど
ん
な
考
え
で
こ
の
小
論
文
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を
生
み
出
し
た
か
説
明
し
て
い
く
。

　

生
徒
の
話
が
終
わ
る
と
、
今
度
は

松
澤
先
生
が
講
評
。
課
題
文
の
作
者

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
出
し
た
言
葉
を
き

ち
ん
と
理
解
し
て
盛
り
込
め
て
い
た

点
や
、
自
分
の
主
張
を
明
確
に
で
き

た
点
を
評
価
し
た
が
、
言
葉
の
選
び

方
に
間
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
や
誤
解

さ
れ
や
す
い
表
現
が
結
論
部
分
に

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
。
読
者
や
採
点

官
に
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
伝
え
る

た
め
に
は
、「
他
者
の
目
に
な
っ
て

推
敲
す
る
」
こ
と
や
、「
自
分
の
“
美

学
”
を
捨
て
て
、
相
手
に
き
ち
ん
と

伝
わ
る
文
章
に
す
る
」
と
い
う
点
が

重
要
だ
と
強
調
し
た
。

　

そ
の
後
も
同
じ
よ
う
に
、
生
徒
た

ち
の
講
評
→
作
者
の
生
徒
の
説
明
→

松
澤
先
生
の
講
評
と
い
う
パ
タ
ー
ン

で
進
行
。
生
徒
た
ち
は
、
聞
い
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、「
先
生
、
そ
れ
っ

て
こ
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
な
ど

と
発
言
が
次
々
に
出
て
く
る
。
講
習

は
対
話
を
重
ね
る
よ
う
に
進
ん
だ
。

生
徒
た
ち
が
望
み

誕
生
し
た
有
志
の
会

　

町
田
高
校
で
は
、
毎
週
土
曜
日
に

希
望
者
対
象
の
「
土
曜
講
習
」
を
開

い
て
い
る
。「
現
代
文
・
小
論
文
秘

密
ク
ラ
ブ
」
は
、
こ
の
土
曜
講
習
か

ら
派
生
し
た
特
別
な
講
習
会
で
、
日

曜
日
や
祝
日
な
ど
に
不
定
期
で
開
か

れ
る
。
対
象
は
２
年
生
。
彼
ら
が
１

年
生
の
と
き
、
土
曜
講
習
で
松
澤
先

生
が
小
論
文
の
指
導
を
し
た
と
こ
ろ
、

「
２
年
生
に
な
っ
て
も
や
っ
て
ほ
し

い
」
と
い
う
要
望
が
生
徒
た
ち
か
ら

出
て
、
有
志
の
会
と
し
て
誕
生
。

　

講
習
会
は
、
二
部
構
成
に
な
っ
て

い
る
。
第
一
部
は
、
生
徒
同
士
で
小

論
文
を
講
評
し
合
う
「
小
論
文
コ
ン

ペ
」。
第
二
部
は
、
入
試
問
題
を
初

見
で
解
く
「
初
見
で
ド
ン
！
」。
時

間
の
配
分
は
、
第
一
部
が
約
２
時
間

で
、
第
二
部
が
約
１
時
間
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
講
習
会
で
は
、
事
前

の
準
備
で
も
多
く
の
時
間
を
費
や
す
。

松
澤
先
生
が
開
会
日
を
決
め
る
と
、

約
１
カ
月
前
に
担
任
を
通
し
て
参
加

者
た
ち
に
課
題
プ
リ
ン
ト
が
配
布
さ

れ
る
。
こ
の
回
で
は
、
内
容
の
理
解

を
確
か
め
る
問
題
が
７
問
、
１
０�

０
字
の
要
約
問
題
が
一
つ
、
そ
し
て

４
０
０
字
の
小
論
文
の
問
題
が
一
つ

出
さ
れ
た
。

　

課
題
文
や
問
題
は
、
市
販
の
問
題

集
を
活
用
す
る
。
た
だ
し
、
最
後
の

小
論
文
の
問
題
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
。

　
「
小
論
文
の
問
題
を
作
る
と
き
は
、

課
題
文
の
中
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を

小
論
文
の
中
に
入
れ
る
よ
う
に
指
示

し
ま
す
。
課
題
文
の
理
解
を
踏
ま
え

さ
せ
、
生
徒
た
ち
に
『
課
題
文
が
読

め
て
い
れ
ば
書
け
る
ん
だ
』
と
い
う

実
感
を
与
え
る
た
め
で
す
。
目
指
す

は
、
読
解
力
を
前
提
に
し
た
ア
ク

テ
ィ
ブ
な
小
論
文
の
授
業
で
す
」

　

生
徒
た
ち
は
、
自
宅
で
読
解
の
問

題
を
解
き
小
論
文
を
書
い
て
、
２
週

間
後
ぐ
ら
い
に
提
出
。
そ
れ
ら
を
松

澤
先
生
が
文
集
の
形
に
し
て
印
刷
し
、

約
10
日
前
に
担
任
を
通
し
て
配
布
す

る
。
生
徒
た
ち
は
、
全
作
品
に
目
を

通
し
、
ベ
ス
ト
作
品
を
選
び
、
１
分

で
講
評
で
き
る
よ
う
に
考
え
を
ま
と

め
て
お
く
。

　

こ
の
課
題
作
文
集
に
は
、
松
澤
先

生
が
書
い
た
小
論
文
も
掲
載
す
る
。

し
か
し
、
模
範
解
答
と
し
て
は
示
さ

な
い
。
先
生
が
書
い
た
と
分
か
ら
な

い
よ
う
に
し
て
生
徒
の
作
品
の
中
に

紛
れ
込
ま
せ
る
。「
筆
跡
を
変
え
た

り
、
と
き
に
は
自
分
の
娘
に
代
筆
さ

せ
ま
す
」
と
、
そ
の
手
口
は
巧
妙
だ
。

　
「
私
が
生
徒
の
ふ
り
を
す
る
の
は
、

横
の
関
係
で
気
付
い
て
欲
し
い
か
ら

で
す
。
そ
れ
と
、
生
徒
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
作
文
の
書
き
方
に
つ
い
て

ア
ド
バ
イ
ス
だ
け
を
も
ら
っ
て
も
、

具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
分

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、『
例
え
ば
こ

ん
な
風
に
書
く
と
伝
わ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
』
と
い
う
感
じ
で
、
具
体
例
を

示
し
た
い
ん
で
す
ね
」

最
後
ま
で
聞
く
と
い
う

安
心
感
が
生
徒
を
変
え
る

　

授
業
後
、
生
徒
た
ち
に
話
を
聞
く

と
、
こ
の
講
習
会
に
は
「
自
分
を
さ

ら
け
出
せ
る
」
独
特
で
ア
ッ
ト
ホ
ー

ム
な
雰
囲
気
が
あ
る
と
い
う
。
生
徒

の
講
評
は
良
か
っ
た
点
に
フ
ォ
ー
カ

ス
す
る
の
で
甘
口
が
多
い
が
、
と
き

に
は
「
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
良
か
っ

た
」
と
い
う
辛
め
の
助
言
も
出
る
。

生
徒
の
中
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
講
評
の

内
容
を
文
章
に
書
い
て
来
て
発
表
す

る
者
も
い
た
。
こ
の
生
徒
は
、
当
の
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作
者
よ
り
も
深
く
読
み
込
み
、
ほ
か

の
生
徒
た
ち
は
「
自
分
以
上
に
分
析

し
て
い
て
驚
く
」
と
喜
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
作
者
の
生
徒
が
自
分
の
小

論
文
を
説
明
す
る
と
き
も
、
素
直
に

自
分
の
思
い
や
考
え
を
出
す
光
景
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
ほ
か
の
生
徒

か
ら
横
槍
が
入
る
こ
と
も
多
い
が
、

そ
れ
は
話
し
て
い
る
生
徒
の
論
点
を

明
確
に
す
る
愛
の「
ツ
ッ
コ
ミ
」だ
っ

た
り
す
る
。

　

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
先
生
も
生

徒
た
ち
も
、
ほ
か
の
生
徒
が
発
表
し

て
い
る
と
き
は
、
決
し
て
遮
ら
ず
、

最
後
ま
で
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
姿

だ
っ
た
。
最
後
ま
で
聞
い
て
も
ら
え

る
と
い
う
安
心
感
が
、「
ツ
ッ
コ
ミ

や
す
い
」
環
境
を
生
ん
で
い
る
よ
う

に
思
え
た
。生
徒
の
声
の
中
に
も「
ほ

か
の
人
か
ら
ツ
ッ
コ
ミ
を
も
ら
え
る

の
が
う
れ
し
い
」「
も
み
く
ち
ゃ
に

さ
れ
て
自
分
を
磨
き
た
い
」
な
ど
と

い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
こ
の
ツ
ッ

コ
ミ
合
う
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は

「
間
違
っ
た
こ
と
を
書
い
て
は
い
け

な
い
と
い
う
責
任
感
が
出
て
く
る
」

「
私
は
主
観
的
に
読
ん
だ
り
書
い
て

し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
友
達

に
率
直
な
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
え
る
の

が
あ
り
が
た
い
」
と
前
向
き
な
評
価

が
目
立
っ
た
。
ま
た
、「
説
得
力
の

あ
る
文
章
に
は
良
い
具
体
例
が
必
要

だ
と
気
付
か
さ
れ
た
」
と
言
う
生
徒

も
い
た
。
松
澤
先
生
は
、
生
徒
が
ほ

か
の
生
徒
と
の
交
流
の
中
で
、
主
張

を
補
強
す
る
具
体
例
の
“
引
き
出

し
”、生
徒
の
言
う
と
こ
ろ
の「
ネ
タ
」

を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

助
言
は
話
の
流
れ
で

必
要
と
な
る
と
き
だ
け

　

松
澤
先
生
の
工
夫
の
一
つ
は
、
生

徒
と
の
対
話
の
中
で
小
論
文
の
大
切

な
ポ
イ
ン
ト
を
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
。

　

例
え
ば
、
自
分
の
主
張
が
で
き
な

い
生
徒
が
い
れ
ば
、「
小
論
文
と
エ
ッ

セ
イ
は
違
う
」
と
教
え
て
、
ど
う
す

れ
ば
自
分
の
意
見
が
作
れ
た
の
か
を

説
明
し
て
い
く
。
あ
る
一
人
の
生
徒

は
、
う
ま
く
書
け
な
か
っ
た
自
分
の

小
論
文
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
悩

ん
で
書
い
た
の
か
を
語
る
と
、
小
論

文
に
書
か
な
か
っ
た
そ
の
考
え
の
中

に
、
主
張
で
き
る
も
の
が
あ
っ
た
と

指
摘
。
課
題
文
を
正
し
く
理
解
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
考
え
を
自
分
の
主
張

に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
具
体
的
に

ど
う
展
開
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
か
例

示
し
た
。

　

小
論
文
の
指
導
で
難
し
い
の
は
、

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
経
験
や

見
聞
を
土
台
に
独
自
の
主
張
を
作
り

上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

こ
の
講
習
会
で
も
、
う
ま
く
自
分
の

主
張
が
で
き
ず
、
エ
ッ
セ
イ
に
終

わ
っ
て
し
ま
う
生
徒
が
少
な
く
な

か
っ
た
。
生
徒
へ
の
取
材
で
も
、「
結

論
を
出
す
の
に
苦
労
す
る
」「
い
つ

も
最
後
の
５
行
前
で
鉛
筆
が
止
ま

る
」
な
ど
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
。

　

こ
の
「
主
張
の
壁
」
を
ク
リ
ア
す

る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
く
、
何

か
の
き
っ
か
け
を
自
ら
掴
ん
で
乗
り

越
え
る
し
か
な
い
。た
だ
、そ
の
き
っ

か
け
を
得
る
方
法
と
し
て
、
ほ
か
の

人
が
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
る
と
こ
ろ

を
見
て
自
分
な
り
に
試
す
と
い
う
や

り
方
が
あ
る
。
そ
ん
な
気
付
き
の
機

会
が
、
こ
の
講
習
会
に
は
多
く
見
受

け
ら
れ
た
。

　

第
二
部
の
「
初
見
で
ド
ン
！
」
は
、

セ
ン
タ
ー
試
験
（
現
代
文
）
の
過
去

問
の
う
ち
、
枝
問
を
一
つ
取
り
上
げ

て
、
選
択
肢
を
見
な
い
で
制
限
字
数

内
で
自
分
で
記
述
解
答
を
作
る
と
い

う
講
座
。
そ
の
上
で
、
選
択
肢
を
見

て
正
解
を
選
び
、
答
え
合
わ
せ
を
聞

く
。
生
徒
た
ち
は
、
答
え
る
べ
き
内

容
の
道
筋
が
捉
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、

選
択
肢
も
間
違
わ
な
い
こ
と
を
実
感

し
て
い
く
。
作
っ
て
み
た
記
述
解
答

は
、
近
隣
の
生
徒
と
見
せ
合
っ
て
、

考
え
方
の
方
向
性
が
合
っ
て
い
る
か
、

表
現
の
仕
方
が
適
し
て
い
る
か
な
ど
、

互
い
に
一
言
コ
メ
ン
ト
で
評
価
す
る
。

こ
れ
が
自
分
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

に
も
な
る
。

【
松
澤
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

　
　

な
ぜ
、
小
論
文
の
講
習
を
始
め
よ

う
と
思
っ
た
の
で
す
か
？

■生徒の留意事項
　事前に配布される「課題作文集」には次の留意事
項が書かれている。
一　講習当日までに、全ての作文に目を通すこと。
二　講習当日もこの作文集を必ず持参すること。
三　最も優れていると思う作品を自分の作品以外で
一つ選ぶこと。（作品は全て匿名になっている。）

四　選んだ作品のどういった点が優れているか、理
由を一分程度で説明できるようにしておくこと。

●特別レポート　東京都立町田高校「現代文・小論文秘密クラブ」

松
澤　

入
学
し
て
く
る
生
徒
の
日
本

語
能
力
に
、
と
て
も
不
安
を
感
じ
た

か
ら
で
す
。
都
立
高
校
の
場
合
、
推

薦
入
試
だ
と
小
論
文
を
書
き
、
一
般

入
試
な
ら
国
語
で
２
０
０
字
程
度
の

文
章
を
書
く
の
で
す
が
、
そ
の
採
点

を
し
て
い
て
、
書
く
と
い
う
能
力
に

つ
い
て
非
常
に
問
題
が
あ
る
と
思
っ

た
ん
で
す
。
対
策
が
急
務
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　

し
か
し
、
書
く
と
い
う
能
力
は
、

一
朝
一
夕
に
は
身
に
つ
か
な
い
も
の

で
す
よ
ね
。
普
段
の
授
業
で
も
、
話

す
・
書
く
と
い
う
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の

機
会
が
少
な
い
。
そ
れ
な
ら
、話
す
・

書
く
こ
と
を
厚
め
に
す
る
授
業
は
で

き
な
い
か
と
考
え
た
ん
で
す
。

　

た
だ
、
む
や
み
に
書
か
せ
る
と
、

好
き
勝
手
な
落
書
き
の
よ
う
な
文
章

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ

で
、
大
学
入
試
を
意
識
し
た
内
容
に

し
よ
う
と
、
小
論
文
の
講
習
会
と
い

う
形
を
考
え
た
ん
で
す
。

　
　

こ
の
講
習
会
は
、
生
徒
た
ち
が
主

体
的
に
学
び
合
う
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
の
よ
う
で
す
ね
。

松
澤　

そ
う
で
す
ね
。
私
は
極
力
話

さ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
生
徒
た
ち

が
学
び
合
う
よ
う
な
機
会
、
な
る
べ

く
生
徒
が
ほ
か
の
生
徒
の
た
め
に
活

躍
で
き
る
機
会
を
多
く
す
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
板
書
も
し

ま
せ
ん
。
私
の
話
だ
け
で
な
く
、
ほ

か
の
生
徒
の
横
槍
も
含
め
て
、
よ
く

聞
い
て
自
分
で
必
要
な
こ
と
を
取
捨

選
択
し
な
が
ら
メ
モ
し
て
吸
収
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
を
主
体
的
に
や
ら

せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
横
槍
こ

そ
、
自
分
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
源

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を

知
っ
て
欲
し
い
。

　
　

こ
の
小
論
文
講
習
会
は
、
ど
の
よ

う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
か
？

松
澤　

昨
年
度
か
ら
始
め
た
の
で
、

進
学
と
の
関
係
が
ま
だ
分
か
り
ま
せ

ん
。
こ
の
講
習
会
に
参
加
し
て
い
る

生
徒
た
ち
が
、
こ
の
学
年
の
牽
引
者

に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
と
し
た
ら
嬉

し
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
こ
の
学
年
に
は
、
小
論
文

の
模
試（
学
研「
ア
ン
カ
ー
小
論
文
」）

を
生
徒
全
員
に
受
け
さ
せ
ま
し
た
。

戻
っ
て
き
た
評
価
を
見
る
と
、
辛
め

で
し
た
ね
。
Ａ
評
価
の
生
徒
は
一
人

も
い
な
か
っ
た
。
最
高
で
Ｂ
。
こ
の

講
習
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
、
Ｂ
の
生

徒
は
数
人
で
し
た
。
た
だ
、
Ｄ
や
Ｅ

を
出
し
て
し
ま
っ
た
生
徒
が
学
年
で

は
多
い
中
、
こ
の
会
の
生
徒
の

多
く
は
Ｃ
だ
っ
た
の
で
、
悪
く

は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　

生
徒
の
発
言
を
受
け
止
め
続

け
る
松
澤
先
生
の
姿
が
印
象
的
で

し
た
。
議
論
の
筋
が
多
少
離
れ
て

も
、
途
中
で
遮
る
よ
う
な
こ
と
を

せ
ず
、
生
徒
た
ち
の
話
の
流
れ
の

中
で
助
言
を
巧
み
に
入
れ
て
い
ま

し
た
ね
。

松
澤　

誠
実
に
や
り
取
り
を
す

る
。
そ
の
こ
と
だ
け
を
心
が
け

て
い
ま
す
。
た
だ
、
オ
ー
ル
ア

ド
リ
ブ
な
の
で
、
実
際
は
毎
回

ド
キ
ド
キ
で
す
ね
。
生
徒
た
ち

か
ら
ど
ん
な
話
が
出
て
く
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
か
ら
。
話
を
少
し
で
も
聞

き
漏
ら
す
と
突
っ
込
め
な
い
の
で
、

い
つ
も
頭
の
中
は
フ
ル
回
転
。
常
に

生
徒
た
ち
が
見
落
と
し
て
い
る
大
切

な
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
、
手
探
り

で
授
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
　

こ
の
講
習
会
で
目
指
す
と
こ
ろ
は

何
で
し
ょ
う
か
？

松
澤　
「
引
き
出
し
」
を
増
や
す
こ

と
で
す
。「
引
き
出
し
」
と
は
、
具

体
例
の
豊
富
さ
の
こ
と
で
す
。
具
体

例
は
主
張
を
補
強
す
る
た
め
に
あ
る

も
の
で
す
よ
ね
。
そ
の
具
体
例
を
、

一
人
で
考
え
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ

り
ま
す
が
、
多
人
数
で
学
び
合
う
こ

と
で
一
気
に
「
引
き
出
し
」
が
増
え

る
メ
リ
ッ
ト
を
、
こ
の
講
座
で
の
一

番
の
効
果
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
生

徒
の
言
葉
で
は
そ
れ
を
「
ネ
タ
」
と

言
う
よ
う
で
す
。
生
徒
が
横
の
つ
な

が
り
で
得
る
「
ネ
タ
」
が
豊
富
で
あ

る
と
い
う
の
は
大
事
な
こ
と
で
す
よ

ね
。
小
論
文
は
比
較
的
、
個
人
添
削

に
な
り
が
ち
で
す
が
、
集
団
で
学
ぶ

利
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。

�

（
取
材
・
構
成
／
宇
津
木
聡
史
） 生徒同士で対話しながら、“ネタの引き出し”を増やしていく。


