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【
七
月
十
九
日
（
水
） 

一
時
間
目
】 

  

本
学
級
の
国
語
科
で
は
、
四
月
の
授
業
か
ら
、
学
習
者
が
自
分
達
で
自
己
決
定
す
る
場
を
多
く
設
定
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
計
画
・
活

動
す
る
こ
と
を
経
験
さ
せ
て
き
た
。『
き
つ
つ
き
の
商
売
』
で
は
、「
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
劇
づ
く
り
」
を
録
画
す
る
学
習
を
取
り
入
れ
た
。
四

時
間
で
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
の
道
具
を
作
り
、
三
時
間
で
録
画
す
る
と
い
う
設
定
で
、
自
分
達
で
調
整
し
な
が
ら
製
作
・
録
画
を
行
っ
た
。
俳

句
を
楽
し
も
う
で
は
、
二
週
間
後
に
句
会
を
開
く
こ
と
を
設
定
し
、
そ
れ
ま
で
に
俳
句
を
複
数
つ
く
っ
て
一
句
提
出
す
る
活
動
を
行
っ

た
。
授
業
中
に
使
っ
て
い
い
時
間
や
提
出
ま
で
の
期
間
を
提
示
し
、
自
分
の
方
法
で
学
習
に
向
わ
せ
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
自
分
事
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
計
画
や
見
通
し
は
、
ま
だ
苦
手
な
児
童
も
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
繰
り
返
す
こ

と
で
、
身
に
つ
い
て
く
る
と
考
え
る
。 

本
単
元
の
一
時
間
目
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、『
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
』
を
教
師
が
読
ん
だ
。
読
み
始
め
か
ら
「
大

豆
っ
て
え
だ
ま
め
の
こ
と
だ
よ
」
と
か
、「
ま
め
ま
き
の
豆
」
な
ど
と
、
つ
ぶ
や
き
が
聞
こ
え
て
き
た
。
自
分
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
説
明
文
を
読
も
う
と
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
読
ん
で
い
る
時
に
は
、『
「
い
っ
た
り
、
に
た
り
」
っ
て
な
ん
の
こ
と
で
す
か
。』

「
私
、
黄
な
粉
が
好
き
。」
「
も
や
し
も
、
大
豆
な
の
。」
「
家
庭
科
の
授
業
み
た
い
。
」
な
ど
の
つ
ぶ
や
き
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

「
い
っ
た
り
、
に
た
り
」
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
、「
い
る
」「
に
る
」
な
ど
の
料
理
言
葉
が
多
い
事
を
確
認
し
、
動
作
の
言
葉
は
伝
え
ず

に
、
「
炒
め
る
」
「
揚
げ
る
」「
煮
る
」「
蒸
す
」「
い
る
」
動
画
を
見
て
み
て
も
ら
っ
た
。 

「
こ
ま
を
楽
し
む
」
の
学
習
の
際
に
、
文
章
と
挿
絵
を
合
わ
せ
て
並
び
替
え
る
授
業
を
行
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
ら
い
、
動
画

を
並
び
替
え
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
作
ろ
う
と
提
案
を
し
た
。
動
画
を
並
び
替
え
る
、
音
読
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
入
れ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
残
り
の
時
間
で
動
画
を
見
る
時
間
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
、
児
童
は
、
何
を
し
て
い
る
動
画
な
の
か
を
考
え
出
し
た
。

「
こ
れ
は
油
が
少
な
い
か
ら
炒
め
る
だ
。」「
こ
れ
は
、
油
が
た
く
さ
ん
で
、
ぱ
ち
ぱ
ち
行
っ
て
い
る
か
ら
揚
げ
る
だ
。」「
こ
れ
は
鍋
を
使

っ
て
い
る
ぞ
」
な
ど
の
言
葉
が
出
て
き
た
。「
布
は
何
に
使
っ
た
の
。」
と
「
蒸
す
」
の
動
画
の
際
に
つ
ぶ
や
い
た
。
動
画
を
見
な
が
ら
、

物
の
量
、
使
っ
て
い
る
物
、
調
理
中
の
音
な
ど
の
情
報
を
得
な
が
ら
児
童
は
判
断
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
児
童
は
、
自
分
の
経
験

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
文
章
を
読
ん
だ
入
り
言
葉
を
理
解
し
た
り
し
て
い
る
。「
臨
床
の
知
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
料

理
を
す
る
こ
と
が
語
彙
を
獲
得
す
る
こ
と
に
最
良
の
方
法
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
語
科
の
時
間
で
動
画
を
用
い
る
こ
と
で
ど
こ
ま
で
の

語
彙
の
獲
得
が
可
能
な
の
か
、
こ
れ
も
今
回
の
授
業
の
挑
戦
と
な
る
。 

  

教
材
文
と
出
会
わ
せ
、
単
元
の
最
初
の
学
習
の
意
欲
づ
け
、
学
習
課
題
を
設
定
す
る
。 
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【
七
月
二
十
日
（
木
） 

二
時
間
目
】 

   

前
時
の
課
題
提
示
を
受
け
、
文
章
と
動
画
を
確
認
し
な
が
ら
、
何
を
し
て
い
る
の
か
を
判
別
し
て
い
っ
た 

 

児
童
か
ら
出
て
き
た
言
葉
に
関
す
る
気
づ
き
は
、
調
理
動
画
一
（
水
に
つ
け
る
・
水
に
ひ
た
す
）
と
調
理
動
画
四
（
水
を
切
る
）
の
違

い
で
あ
る
。
ま
ず
、
調
理
動
画
一
は
何
も
し
て
な
い
か
ら
い
ら
な
い
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
水
に
つ
け
て
あ

る
よ
」
「
そ
れ
な
ら
こ
れ
（
調
理
動
画
四
）
も
似
て
い
る
。
」
と
い
う
事
か
ら
、
調
理
動
画
一
と
調
理
動
画
四
を
比
較
す
る
時
間
を
設
け

た
。
ざ
る
、
ボ
ー
ル
、
水
を
と
る
、
水
を
ぬ
く
と
い
う
言
葉
の
つ
な
が
り
か
ら
、
新
し
く
「
水
を
切
る
」
と
い
う
言
葉
を
提
示
し
ま
し

た
。
す
る
と
、「
ラ
ー
メ
ン
」「
湯
切
り
」
な
ど
の
関
連
す
る
言
葉
が
出
て
き
た
。
辞
書
的
な
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
語
彙
と

は
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。 

 
「
蒸
す
」
に
関
す
る
動
画
も
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
載
せ
て
い
た
。
醤
油
づ
く
り
の
過
程
を
工
場
で
撮
影
し
て
も
ら
っ
た
も
の
と
、
家
庭

の
蒸
し
器
で
蒸
し
た
も
の
で
あ
る
。
児
童
に
と
っ
て
ど
ち
ら
が
分
か
り
や
す
い
か
判
断
し
て
用
い
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
油
も
水
も

使
わ
な
い
で
、
お
湯
に
つ
け
る
か
、
お
湯
に
入
れ
ず
に
湯
気
で
調
理
す
る
か
と
い
こ
と
で
、
児
童
が
判
断
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
そ
の
な

か
で
も
、「
い
る
」
と
「
煮
る
」
を
調
べ
て
い
る
児
童
が
多
い
。
ま
た
、
画
像
九
（
お
か
ら
）
の
画
像
の
情
報
か
ら
、
こ
れ
は
、
お
か
ら

で
は
な
い
か
と
予
想
を
立
て
た
。
そ
の
後
、
国
語
辞
典
で
「
お
か
ら
」
を
調
べ
て
、
豆
腐
を
作
る
途
中
に
で
き
る
も
の
、
豆
乳
を
出
し
た

搾
り
か
す
と
い
う
事
で
推
測
し
て
い
る
。「
呉
・
絞
る
・
お
か
ら
・
豆
乳
・
豆
腐
」
と
い
う
順
序
的
な
関
連
性
と
動
画
を
判
断
す
る
際
に
、

「
次
に
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
見
方
を
獲
得
し
て
い
る
。 

 

他
に
も
「
つ
ぶ
す
」
と
い
う
言
葉
で
悩
ん
で
い
た
。
調
理
動
画
六
（
石
臼
で
挽
く
）
と
調
理
動
画
七
（
す
り
鉢
で
す
り
つ
ぶ
す
）
、
調

理
動
画
九
（
ミ
キ
サ
ー
で
粉
砕
す
る
）
の
動
画
で
あ
る
。
粉
砕
の
文
字
情
報
か
ら
国
語
辞
典
を
用
い
て
小
さ
く
す
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の

三
つ
で
悩
ん
で
い
た
。
ま
だ
、
答
え
に
至
っ
て
お
ら
ず
今
後
の
学
習
で
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

調
べ
方
に
つ
い
て
は
、
三
通
り
出
て
き
て
い
る
。
一
つ
目
は
動
画
を
見
て
メ
モ
を
し
て
い

く
や
分
か
っ
た
も
の
か
ら
写
真
を
貼
っ
て
い
く
方
法
。
二
つ
目
は
、
文
章
に
沿
っ
て
最
初
か

ら
並
べ
て
い
く
方
法
。
三
つ
目
は
、
画
像
を
最
初
に
貼
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
火
を
使
っ
た

調
理
動
画
、
調
理
動
画
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
種
類
で
分
け
て
貼
っ
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
何
か

ら
始
め
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
児
童
に
は
、
取
り
掛
か
り
の
方
法
と
な
る
と
考
え
て
共

有
化
し
た
。
こ
の
後
、
活
動
に
慣
れ
て
く
る
と
方
法
も
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

動
画
を
見
な
が
ら
何
を
し
て
い
る
所
か
判
別
し
、
ど
の
文
章
を
示
し
た
動
画
な
の
か
を
選
ん
で
い
く
。 


