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中洌 正堯
兵庫教育大学長

現代の国語への照射
──江戸のことばの学びから──

「
お
心
肥
」

　

兵
庫
県
の
主
催
す
る
大
学
洋
上
セ
ミ
ナ
ー
で

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
行
く
機
会
を
得
た
。
セ

ミ
ナ
ー
の
一
つ
に
学
長
講
義
が
あ
り
、「
日
本

生
活
者
と
し
て
の
自
己
確
認
｜
他
者
を
理
解
す

る
た
め
に
」
と
題
し
て
、一
コ
マ
を
担
当
し
た
。

　

講
義
の
ね
ら
い
は
、船
上
生
活
を
し
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
諸
外
国
を
訪
れ
る
に
際
し
て
、
他
者

を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
い
ま
一
度
日

本
生
活
者
と
し
て
の
自
己
を
確
認
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。

　

題
目
を
分
節
し
て
、

１ 

日
本
の
生
活
の
地
理
的
な
ふ
る
さ
と
、

２ 

日
本
の
生
活
の
時
代
的
な
ふ
る
さ
と
、

３ 

自
己
の
内
部
の
感
覚
的
な
ふ
る
さ
と
、

４ 

新
し
い
感
じ
方
の
事
例
｜
風
を
と
ら
え
る

と
し
た
。

　

２
の
日
本
の
生
活
の
時
代
的
な
ふ
る
さ
と

で
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。

そ
の
中
に
は
「
お
心
肥
」（
お
し
ん
こ
や
し
）

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
講
義
で
は
紹
介
し
な

か
っ
た
が
、
後
日
、
テ
レ
ビ
「
お
江
戸
で
ご
ざ

る
」
の
こ
と
ば
談
義
で
、
杉
浦
日ひ

向な

子こ

氏
が
こ

れ
を
だ
い
じ
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

ま
ず
は
、「
心
育
て
」
の
自
覚
が
こ
と
ば
の
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学
び
の
ベ
ー
ス
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
十
五
理
」

　

確
か
め
た
く
な
る
江
戸
の
こ
と
わ
ざ
が
あ

る
。

 「
三
つ
心
、六
つ
躾し
つ
け、九

つ
言
葉
、十
二
文ふ
み

、十
五

理こ
と
わ
りで

末
決
ま
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

数
え
年
三
歳
ま
で
に
、
人
間
の
心
の
糸
が
か

た
く
な
ら
な
い
う
ち
に
し
っ
か
り
張
ら
せ
る
と

い
う
。
確
か
に
、
こ
の
年
齢
は
現
代
で
も
こ
と

ば
習
得
の
第
一
の
ヤ
マ
と
さ
れ
る
。

　

六
歳
に
な
る
ま
で
に
は
、
心
の
糸
の
上
手
な

動
か
し
方
を
、手
取
り
足
取
り
ま
ね
を
さ
せ
る
。

現
代
の
就
学
前
と
比
べ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

九
歳
ま
で
に
は
、
ど
ん
な
人
に
も
失
礼
で
な

い
挨あ
い

拶さ
つ

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
親
の
つ
と

め
。
親
も
そ
う
だ
が
、
寺
子
屋
の
師
匠
も
そ
の

よ
う
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
。
養
育
方
法
は
、

見
習
い
、
見
取
り
を
基
本
と
す
る
。
現
代
の
こ

と
ば
の
学
び
は
、
こ
の
点
で
は
相
当
の
後
れ
を

取
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
小
学
校

中
学
年
は
、
万
般
の
節
目
の
歳
で
も
あ
る
。

　

十
二
歳
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
一
家
の
あ
る
じ

の
代
書
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
商
家
の
跡
取

り
に
な
る
と
い
う
商
人
道
の
故
も
あ
る
が
、
注

文
書
や
請
求
書
、
苦
情
処
理
の
弁
解
書
も
書
け

る
よ
う
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
面
で

の
基
礎
学
力
論
で
い
え
ば
、
商
人
道
万
歳
の
感

が
す
る
。

　

十
五
歳
で
は
、
経
済
、
物
理
、
化
学
な
ど
の

諸
事
象
が
、
理
屈
で
な
く
、
暗
記
で
な
く
、
実

感
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
当
時
の
文
化
状
況
で
の
話
だ
が
、
武
士
の

子
の
元
服
の
歳
、
現
代
で
は
中
学
校
卒
業
で
あ

る
。「
実
感
と
し
て
理
解
」
と
い
う
点
は
、
現

代
の
学
び
、
こ
と
ば
の
学
び
に
再
生
す
べ
き
重

要
事
で
あ
る
。

こ
と
ば
の
力

　

見
習
い
、
見
取
り
を
養
育
の
基
本
と
し
た
せ

い
も
あ
ろ
う
が
、「
戸
締
め
言
葉
」
と
い
う
戒

め
が
成
立
し
て
い
る
。「
で
も
」「
だ
っ
て
」「
し

か
し
」「
そ
う
は
い
っ
て
も
」
な
ど
の
こ
と
で
、

戸
を
締
め
て
中
に
入
れ
な
い
、
つ
ま
り
人
の
話

や
意
見
を
無
視
す
る
こ
と
ば
に
名
付
け
た
も
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
戒
め
の
こ
と
ば
が
成
立
す

る
の
は
、
商
人
道
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
作

用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な

い
。
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、反
論
は
む
し
ろ
、

価
値
あ
る
能
力
と
見
ら
れ
て
い
る
。「
戸
締
め

言
葉
」
が
戒
め
か
ら
価
値
あ
る
も
の
へ
と
転
換

す
る
境
目
を
考
え
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
江

戸
の
生
活
で
の
実
の
こ
と
ば
に
は
力
が
あ
る
。

 

「
傘
か
し
げ
」「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」
と
い
う

こ
と
ば
。
雨
の
日
に
狭
い
道
を
擦
れ
ち
が
う
と

き
、
お
互
い
が
向
き
合
う
よ
う
に
傘
を
外
側
へ

傾か
し

げ
る
こ
と
。
ま
た
、
座
席
な
ど
で
拳こ
ぶ
しを
つ
い

て
、
あ
る
い
は
拳
ぶ
ん
だ
け
腰
を
浮
か
せ
て
つ

め
る
こ
と
を
い
う
。

 

「
時
泥
棒
」
と
い
う
戒
め
の
こ
と
ば
。
断
り
な

く
人
の
時
間
を
費
や
す
、
約
束
の
時
間
を
守
ら

な
い
な
ど
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば

を
耳
に
す
れ
ば
、
行
動
に
直
結
す
る
。

　

談
話
の
場
席
に
名
付
け
た
「
方
席
、
星
談
、

亀
甲
、
七
福
、
車
座
、
…
…
、
二
車
座
」
な
ど

の
こ
と
ば
。
四
人
で
の
談
話
の
場
が
方
席
で
あ

る
。
車
座
は
八
人
、
二
車
座
は
倍
の
人
数
で
あ

る
。
二
人
は
対
談
か
対
座
か
、
三
人
は
や
は
り

鼎て
い

談だ
ん

だ
っ
た
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の

名
付
け
そ
の
も
の
が
、
共
生
の
思
想
を
内
包
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
根
菜
類
を
ほ
ほ
え
む
よ
う

に
煮
込
み
、
人
々
の
い
の
ち
を
支
え
た
「
江
戸

ソ
ッ
プ
（
ス
ー
プ
）」
の
精
神
で
も
あ
る
。　

＊
越
川
禮
子
『
商
人
道
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
知
恵
袋
』（
講

談
社
＋
α
新
書
、
二
〇
〇
一
）

〔
な
か
す　

ま
さ
た
か
〕 

兵
庫
教
育
大
学
長
。
広
島

で
中
・
高
等
学
校
の
教
諭
、
鳥
取
大
学
、
兵
庫
教
育

大
学
の
教
官
を
経
て
現
職
。『
子
ど
も
と
ひ
ら
く
国

語
科
学
習
材
』（
明
治
図
書
）
ほ
か
。
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司
会  

今
回
、
三
省
堂
で
新
し
い
こ
と
ば
の
学

び
を
考
え
て
い
く
雑
誌
を
創
刊
し
ま
す
。
こ
の

『
こ
と
ば
の
学
び
』
で
は
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い

提
案
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

今
日
の
座
談
会
に
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
校
、
そ
れ
か
ら
大
学
の
実
践
や
研
究
に
力
を

入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
四
人
の
先
生
に
お
集
ま

り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
話
し
合
い
の
中
か
ら

「
新
し
い
学
び
」
を
構
想
す
る
き
っ
か
け
に
な

る
こ
と
が
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
自
己
紹
介
を
兼
ね
て
、
こ

と
ば
の
学
び
で
力
を
入
れ
て
い
る
点
に
つ
き
ま

し
て
一
言
ず
つ
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

中
学
校
の
笹
平
先
生
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

授
業
で
何
を
め
ざ
す
か

笹
平
先
生
（
以
下
、
敬
称
略
）
私
が
、
年
間
を

通
し
て
子
ど
も
た
ち
に
必
ず
や
っ
て
い
る
こ
と

と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
な
ん
の
た
め

に
今
こ
の
学
習
を
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
方
法
で
学
習
を
進
め
て
い
く
の
か
、
ど
う
い

う
プ
ロ
セ
ス
で
学
習
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
か
、
ど
う
い
う
評
価
が
さ
れ
て
い
く

の
か
、
と
い
う
の
を
明
確
に
し
て
か
ら
授
業
に

特集　「新しいことばの学び」を考える

新しいことばの学び・                  
自立した学びを                 
めざして         

ご出席
楠瀬千夏先生
　千葉市立幕張南小学校教諭
笹平みどり先生
　横浜市立蒔田中学校教諭
小池秀男先生 
　岐阜県立岐阜高等学校教諭
　三省堂『国語総合』編集委員
髙木展郎先生 
　横浜国立大学教授 
　三省堂『現代の国語』編集委員
司会  五十嵐伸
　三省堂『現代の国語』編集長  

新しい「ことばの学び」をどう構想していくか。「自立した学び」
をどのように創造していくか。学習材や教科書のあり方も含
めて、小・中・高・大学の実践家・研究者が語り合う。

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集
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入
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
今
力
を
入
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
私
の
国
語
の
教
員

と
し
て
の
テ
ー
マ
で
す
ね
。

司
会  

高
校
は
こ
れ
か
ら
新
教
育
課
程
の
実
施

を
む
か
え
る
ん
で
す
が
、
つ
づ
い
て
小
池
先
生

か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
池
先
生
（
以
下
、
敬
称
略
）
今
年
は
教
務
と

い
う
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
勤
務
校

は
受
験
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
学
校
な
も

ん
で
す
か
ら
、
教
務
と
い
う
と
こ
ろ
で
私
が
や

っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
受
験
と

い
う
も
の
を
学
校
の
中
に
、
変
な
言
い
方
だ
け

れ
ど
正
し
く
位
置
付
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

  

私
ど
も
の
学
校
で
は
、
今
年
か
ら
65
分
５
限

授
業
と
い
う
形
を
取
り
入
れ
た
ん
で
す
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
曜
日
、
日
曜
日
を
受

験
か
ら
守
る
。
そ
れ
か
ら
放
課
後
の
時
間
を
受

験
か
ら
守
り
た
い
。
放
課
後
の
時
間
は
生
徒
に

と
っ
て
は
非
常
に
大
事
な
時
間
だ
と
思
う
し
、

土
曜
日
、
日
曜
日
の
時
間
も
と
て
も
大
事
な
時

間
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
、
こ
れ
を
き
っ
ち
り
自

分
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
よ
う
な
生
徒
を
育
て
た

い
、
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
思
い
な
ん
で
す
。

  

教
務
と
し
て
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今

年
立
ち
上
げ
た
「
授
業
研
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
い
う
も
の
で
す
。
３
年
計
画
で
、
今
年
は
、

65
分
授
業
で
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

徹
底
的
に
検
討
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
教
師
の
側
の
つ
ご
う
を
並
べ
た
だ

け
の
シ
ラ
バ
ス
で
は
な
く
、
生
徒
が
学
び
を
自

分
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
、
自
分
で
修
正
で
き
る
シ

ラ
バ
ス
、
そ
ん
な
シ
ラ
バ
ス
を
３
年
先
に
な
ん

と
か
作
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

司
会  

次
に
楠
瀬
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

楠
瀬
先
生
（
以
下
、
敬
称
略
） 

小
学
校
の
う
ち

に
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
の
中
心

は
、こ
と
ば
の
経
験
っ
て
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、

体
験
っ
て
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も

の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

  

こ
と
ば
に
興
味
を
も
っ
た
り
と
か
、
こ
と
ば

を
使
う
場
面
と
た
く
さ
ん
出
会
っ
た
り
、
人
か

ら
話
を
聞
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
、
そ
う
し

た
こ
と
を
通
し
て
、
す
ぐ
表
面
に
表
れ
て
こ
な

く
て
も
深
く
耕
す
と
い
う
こ
と
を
し
て
お
く
こ

と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。  

  

そ
れ
が
芽
を
出
す
の
は
小
学
校
の
う
ち
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
６
年
間
で
完
成

さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
じ
っ
と
そ

れ
を
我
慢
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
根
を
は
る
こ

と
を
手
助
け
し
て
い
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会  

髙
木
先
生
に
は
大
学
の
研
究
者
と
い
う

お
立
場
で
、
そ
れ
か
ら
『
現
代
の
国
語
』
編
集

委
員
で
あ
る
と
い
う
お
立
場
か
ら
も
お
話
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

髙
木
先
生
（
以
下
、
敬
称
略
）
今
、
楠
瀬
先
生

が
小
学
校
の
６
年
間
で
学
び
を
完
成
さ
せ
る
ん

じ
ゃ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
中

学
も
そ
う
だ
し
、
高
校
も
そ
う
で
す
。
大
学
の

中
で
も
当
然
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
小
学
校
、
中

学
校
、
高
校
、
大
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
や

経
験
が
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
場
、
さ
ら
に

は
新
た
な
知
識
や
新
た
な
経
験
を
そ
こ
で
生
ん

で
い
く
場
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の

軸
に
な
る
の
が
、
小
池
先
生
が
大
変
す
て
き
な

こ
と
ば
で
言
わ
れ
た
ん
だ
け
ど
、「
自
分
で
デ

ザ
イ
ン
す
る
力
」
っ
て
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。

  

教
育
課
程
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
い
う
と
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
や
経
験
と
い

う
学
び
が
、
小
学
校
の
生
活
科
や
、
小
学
校
・

中
学
校
・
高
校
の
す
べ
て
で
取
り
入
れ
ら
れ
た

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
い
う
形
で
、
新

た
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
新
し

い
学
び
の
中
で
重
要
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
小

池
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
な
自
分
で

新しいことばの学び・自立した学びをめざして　
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デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
、
人
か
ら
何

か
を
与
え
ら
れ
て
暗
記
し
て
時
期
が
過
ぎ
る
と

剥
離
す
る
学
力
や
大
学
受
験
だ
け
に
通
用
す
る

学
力
で
は
な
く
て
、
自
分
で
将
来
を
見
通
し
な

が
ら
デ
ザ
イ
ン
す
る
力
で
す
。
大
学
を
出
た
ら

あ
と
は
自
分
一
人
で
い
ろ
い
ろ
な
学
び
を
展
開

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
場
面
に
、
与
え
ら
れ
た

学
び
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
と
な
る
と
、
私

た
ち
も
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
学
び
を
め
ざ
し
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
方
向
は
見

え
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

  

私
自
身
は
、
教
員
養
成
学
部
の
教
育
実
践
総

合
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
所
属
し
て
い
ま

す
の
で
、
授
業
と
い
う
こ
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に

し
な
が
ら
、
新
し
い
授
業
を
ど
う
や
っ
て
先
生

方
と
作
っ
て
い
く
か
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
学
び

の
方
向
を
探
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
ま
す
。

  

同
時
に
、
先
生
方
と
子
ど
も
た
ち
と
を
結
ぶ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
教
科
書
づ
く
り
と
い
う

願
い
か
ら
、
三
省
堂
で
『
現
代
の
国
語
』
そ
し

て
平
成
18
年
度
か
ら
の
『
現
代
の
書
写
』
の
教

科
書
づ
く
り
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら

に
小
・
中
の
関
連
と
い
う
こ
と
で
、
平
成
21
年

度
か
ら
三
省
堂
で
出
す
小
学
校
の
国
語
教
科
書

の
編
集
に
も
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

言
語
活
動
の
落
と
し
穴

司
会  

今
回
の
新
し
い
教
育
課
程
で
、
小
・
中
・

高
と
も
言
語
活
動
を
通
し
て
言
語
能
力
を
つ
け

る
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
り
正
面
に
出
て
き
て

い
る
ん
で
は
な
い
か
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
の
学
習
指
導
と
い
う
の
が
少
し
変
わ
っ
て

き
て
い
る
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い

っ
た
点
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

笹
平  

は
い
。
そ
う
で
す
ね
え
…
…
。
自
分
の

性
格
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
と
に
か

く
他
の
人
と
違
っ
た
授
業
が
や
り
た
い
と
い
う

の
が
あ
る
ん
で
す
ね
、
そ
れ
と
、
自
分
が
以
前

や
っ
た
授
業
と
も
違
っ
た
授
業
が
し
た
い
。
例

え
ば
同
じ
「
故
郷
」
と
い
う
学
習
材
を
使
っ
た

と
し
て
も
２
回
め
や
る
と
き
は
ま
た
違
う
こ
と

を
や
る
、
常
に
新
し
い
形
の
授
業
を
模
索
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領

に
な
っ
た
か
ら
、
自
分
自
身
の
中
で
こ
う
変
わ

っ
た
と
い
う
感
覚
は
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
た

だ
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
新
し
い
学
習
指
導

要
領
、
新
し
い
評
価
・
評
定
の
話
が
よ
く
出
る

し
、
自
分
も
研
修
会
に
行
く
と
そ
う
い
う
話
を

し
て
く
る
ん
で
す
ね
。

  

で
も
、
ち
ょ
っ
と
心
配
に
思
っ
て
い
る
こ
と

は
、
子
ど
も
の
本
来
の
こ
と
ば
の
学
び
っ
て
い

う
の
が
失
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
自
分
の
授
業
で
も
そ
う
な
ん

で
す
け
ど
も
、
新
し
い
も
の
を
追
う
た
め
に
技

能
的
な
こ
と
に
行
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
、
本
来

こ
と
ば
に
よ
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
表
現
し
た

り
と
か
、
他
の
人
の
気
持
ち
に
気
が
つ
く
っ
て

い
う
肝
心
の
部
分
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
…
…
。
言
語
活
動
は
、

言
語
能
力
を
つ
け
る
た
め
の
言
語
活
動
な
ん
だ

け
れ
ど
も
、先
に
言
語
活
動
あ
り
き
と
な
っ
て
、

子
ど
も
の
こ
と
ば
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
大

変
だ
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

  

卒
業
す
る
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
自
分
の
気

持
ち
を
き
ち
っ
と
表
現
で
き
る
、
こ
と
ば
で
表

現
で
き
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
き
た
い
と

千葉市幕張南小学校教諭。
千葉市の公立中学校、千葉
大学教育学部附属小
学校を経て、この
4月より現職。
4歳の娘から
学ぶことの多
い日々です。

楠
瀬
千
夏　

く
す
の
せ　

ち
な
つ

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集
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い
う
思
い
で
や
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
す
。

国
語
の
教
員
と
し
て
子
ど
も
の
こ
と
ば
に
ど
う

気
が
つ
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
新
し
い
学
び
を

作
っ
て
い
く
う
え
で
見
失
っ
て
は
い
け
な
い
自

分
自
身
の
課
題
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会  
そ
の
点
で
は
、
小
学
校
の
ほ
う
が
も
っ

と
活
動
的
な
の
か
な
と
も
思
う
ん
で
す
が
。

楠
瀬  

そ
う
で
す
ね
、
や
は
り
言
語
活
動
が
強

く
出
て
き
て
、
な
ん
の
た
め
に
こ
の
活
動
を
す

る
の
か
、
ど
ん
な
力
が
大
事
な
の
か
と
い
う
の

は
と
て
も
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る
な
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
、
自
分
自
身
を
含
め
て
な
ん

で
す
け
ど
も
。
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か
に
な

る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
全
部
が
同
じ
よ
う

な
言
語
活
動
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

が
あ
る
ん
で
す
。

  

笹
平
先
生
が
、
こ
と
ば
に
ど
う
気
づ
く
か
と

い
う
の
が
大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
私

も
ほ
ん
と
う
に
そ
う
思
い
ま
す
。
劇
に
す
る
活

動
も
、
た
だ
劇
に
す
れ
ば
い
い
っ
て
い
う
も
の

で
は
な
い
。ど
の
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
る
か
と
か
、

ど
の
こ
と
ば
を
ど
ん
な
活
動
で
つ
か
ま
せ
る
か

が
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ま
ず
言
語
活
動
あ

り
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
面
が
自
分
を
含

め
て
あ
る
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

髙
木  

確
か
に
現
状
は
活
動
主
義
の
色
彩
が
強

く
な
っ
て
い
る
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

  

言
語
、
こ
と
ば
を
対
象
化
し
て
こ
と
ば
の
教

育
を
し
て
い
な
い
で
、
国
語
の
時
間
に
活
動
だ

け
や
っ
て
い
て
も
、
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
か

ら
言
語
活
動
だ
と
考
え
て
し
ま
う
面
が
あ
る
。

  

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
言
語
活
動
を
通
し
て

言
語
能
力
を
つ
け
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
こ
れ

ま
で
ほ
ん
と
う
に
言
語
活
動
が
国
語
の
時
間
に

行
わ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
を
ふ
り
返
っ
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
活
動
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
前
の
読
解
主
義
の
国
語
の
授
業
に

も
ど
る
と
い
う
の
で
な
く
、
本
来
の
意
味
の
、

こ
と
ば
を
使
っ
た
国
語
の
授
業
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
。
お
二
人
の
先
生
が
「
こ
と
ば
に
気
づ

か
せ
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
に
何
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
で
す
ね
。

司
会  

高
校
は
読
解
中
心
と
い
う
か
…
…
、
読

解
が
言
語
活
動
じ
ゃ
な
い
な
ん
て
こ
と
は
な
い

ん
で
す
が
。
小
池
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

小
池  

大
学
入
試
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
指
導

要
領
が
変
わ
ろ
う
が
や
っ
て
る
こ
と
は
同
じ
だ

よ
と
い
う
世
界
が
現
実
に
は
あ
り
ま
す
。

  

私
は
、
生
徒
に
国
語
の
授
業
と
い
う
の
は
基

本
的
に
は
実
技
科
目
な
ん
だ
と
言
い
続
け
て
き

た
。
そ
れ
は
別
に
言
語
活
動
と
読
解
と
い
う
の

を
切
り
離
し
て
言
語
活
動
中
心
に
や
る
か
ら
実

技
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
は

な
く
て
、
読
解
も
含
め
て
、
と
も
か
く
実
技
な

ん
だ
、
と
。
こ
と
ば
を
使
う
実
技
の
授
業
な
ん

だ
か
ら
実
技
に
参
加
す
る
こ
と
が
授
業
に
参
加

す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ず
っ

と
言
い
続
け
て
き
た
け
れ
ど
、
じ
ゃ
あ
、
意
識

し
て
言
語
活
動
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き
た
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ

こ
そ
読
解
偏
重
だ
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
授
業

を
や
っ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
。

髙
木  

高
等
学
校
に
関
し
て
は
「
指
導
要
領
さ

ざ
な
み
説
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
小
・
中
学

校
の
よ
う
に
大
き
な
波
紋
は
よ
ば
な
い
。
大
学

入
試
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
テ
ス
ト
問

題
で
は
、
読
解
と
い
う
か
、
読
む
だ
け
と
い
う

こ
と
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
も
含
め
て
何
を
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
一
つ
は

言
語
そ
の
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に
み
て
、
受
容
と

し
て
読
む
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
相

手
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
自
ら
を

ひ
ら
い
て
い
く
、
指
導
要
領
の
こ
と
ば
で
言
え

ば
、「
伝
え
合
う
力
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
と
ば
を
通
し
て
相
手
と
か
か
わ
っ
て

新しいことばの学び・自立した学びをめざして　
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い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

  

大
学
入
試
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
と
こ
ろ

で
大
学
の
ほ
う
で
は
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
は
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
一
本

で
試
験
を
す
れ
ば
、
序
列
が
つ
い
て
点
数
が
は

っ
き
り
す
る
か
ら
平
等
で
公
平
だ
と
い
っ
た
感

覚
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も

の
特
性
か
ら
考
え
た
ら
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
が
平

等
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
見
直
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
や
っ
ぱ
り
高
校
も
含
め
て
、
こ
と
ば
の

学
び
と
い
う
こ
と
を
問
い
直
す
時
期
に
来
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

小
池  

私
た
ち
も
、
大
学
に
合
格
す
れ
ば
い
い

よ
な
ん
て
言
う
つ
も
り
は
全
然
な
い
わ
け
で

す
。
い
か
に
大
学
に
行
っ
て
伸
び
る
生
徒
を
つ

く
る
の
か
。
楠
瀬
先
生
が
小
学
校
の
６
年
間
で

結
果
を
出
す
と
は
考
え
な
い
ん
だ
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
の
思
い
で
い
る

わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
試
験
そ
の
も
の
が
ま
だ
ま

だ
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
セ
ン
タ
ー
試
験
に
限

っ
て
言
え
ば
、
そ
こ
は
も
う
受
験
テ
ク
ニ
ッ
ク

の
世
界
で
す
ね
。

  

さ
っ
き
の
授
業
研
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
私
が

２
年
め
で
考
え
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
学
習

の
自
立
化
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
生
徒
が
自

分
で
学
ん
で
い
く
力
を
ど
う
や
っ
て
つ
け
て
い

く
か
。
生
徒
は
我
々
よ
り
先
に
行
く
人
間
な
ん

だ
か
ら
、
ど
こ
か
で
手
を
離
し
て
、
先
に
行
け

る
力
を
高
校
の
段
階
で
つ
け
て
や
ら
な
い
と
だ

め
だ
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
自
立
化
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
の
を
ど
う
や
っ
て
作
っ
て
い

く
か
と
い
う
の
が
、
２
年
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
目
玉
だ
し
、
そ
の
自
立
化
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
具
体
化
し
た
も
の
を
シ
ラ
バ
ス
と
し
て
生
徒

に
３
年
め
に
与
え
て
い
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
ん
で
す
。

髙
木  

今
の
お
話
は
評
価
と
い
う
こ
と
に
も
か

か
わ
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
評
価
と
い
う
と

き
に
、
見
え
る
評
価
と
見
え
な
い
評
価
が
あ
る

し
、
そ
れ
か
ら
私
た
ち
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す

い
評
価
と
わ
か
り
に
く
い
評
価
と
い
う
の
が
あ

る
ん
で
す
ね
。
知
識
習
得
と
か
再
生
す
る
力
だ

け
を
と
ら
え
た
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
が
わ
か
り
や

す
い
た
め
に
こ
れ
だ
け
広
ま
り
、
私
た
ち
は
み

ん
な
そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
小
池
先
生
の

言
わ
れ
た
学
習
の
自
立
化
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
て
、
点
数
と
い
う
側
面
で
し
か
評
価
で
き
な

い
と
い
う
価
値
観
を
生
み
だ
し
て
き
た
。

司
会　

入
試
の
こ
と
や
、
学
習
の
自
立
化
、
主

体
的
な
学
び
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
笹
平
先

生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

笹
平  

高
校
の
小
池
先
生
と
大
学
の
髙
木
先
生

の
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
中
学
校
と
高

校
の
関
係
で
も
同
じ
こ
と
が
や
は
り
言
え
る
。

同
じ
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
し
、
同
じ
問
題
が
あ
る

と
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
今
年
か
ら
評
価

が
変
わ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
の

何
を
評
価
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

を
き
ち
っ
と
と
ら
え
て
お
か
な
い
と
、
髙
木
先

生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
る
値
ぶ
み
と
し
て
の
評
価

に
し
か
な
ら
な
い
。
子
ど
も
の
よ
さ
に
気
が
つ

い
て
よ
さ
を
伸
ば
し
て
あ
げ
る
た
め
の
評
価
に

し
て
い
く
た
め
に
ど
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
な
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
が
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
言
語
活
動
の
話
に
も
ど
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
結
局
、
子
ど
も
も
多
く
の
教
員
も

読
ん
で
い
れ
ば
気
持
ち
が
楽
な
ん
で
す
ね
。
読

解
を
し
て
い
れ
ば
気
持
ち
が
楽
。
高
校
の
先
生

も
た
ぶ
ん
中
学
校
の
先
生
も
、
小
学
校
の
先
生

も
読
ん
で
読
解
、
理
解
を
す
る
と
い
う
の
は
す

ご
く
安
心
感
も
得
ら
れ
る
し
、
学
習
し
た
気
に

も
な
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
学
が
変
わ
っ
て
も
高

校
が
変
わ
っ
て
も
中
学
校
が
変
わ
っ
て
も
、
な

ぜ
か
変
わ
ら
な
い
。前
の
学
習
指
導
要
領
で「
新

し
い
学
力
観
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
き
て
、

表
現
力
が
強
調
さ
れ
て
も
、
結
局
あ
ま
り
変
わ

ら
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
じ
ゃ
あ
今

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集
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の
学
習
指
導
要
領
に
な
っ
て
、
次
の
10
年
間
何

が
変
わ
っ
て
い
く
の
か
な
と
い
う
の
は
正
直
不

安
に
感
じ
て
い
ま
す
。

人
と
人
を
つ
な
ぐ
こ
と
ば

司
会　

楠
瀬
先
生
、
小
学
校
は
受
験
か
ら
は
少

し
遠
い
っ
て
い
う
気
も
し
ま
す
が
。

楠
瀬　

お
話
を
伺
い
な
が
ら
自
分
と
は
違
う
世

界
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
。「
こ
と
ば
の

学
び
」
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
学
校
と
は
関

係
な
く
社
会
で
生
活
し
て
い
く
と
き
に
必
要
な

こ
と
ば
だ
と
か
、
こ
と
ば
に
興
味
を
も
ち
な
が

ら
人
生
を
豊
か
に
送
っ
て
い
く
っ
て
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
と
か
、
こ
と
ば
が
人
と
人
を
つ
な

は
こ
と
ば
の
学
び
と
い
う
の
は
、
学
校
の
枠
の

中
だ
け
で
は
な
い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
私
た

ち
が
授
業
で
や
る
の
は
、
そ
の
広
い
、
時
間
的

に
も
空
間
的
に
も
広
い
こ
と
ば
の
学
び
の
世
界

と
の
橋
渡
し
、
架
橋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
で
、
例
え
ば
、
教

科
書
を
扱
え
ば
教
科
書
の
読
解
と
い
う
か
、
教

科
書
の
中
で
の
勝
負
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
、
実
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

  

こ
れ
ま
で
、
教
科
書
を
全
部
や
る
先
生
が
い

い
先
生
み
た
い
な
評
価
も
な
か
っ
た
と
は
い

え
な
い
。
こ
と
ば
を
学
ぶ
と
い
う
の
が
学
校
教

育
の
中
の
国
語
科
と
い
う
時
間
の
枠
に
入
れ
ら

れ
、
さ
ら
に
教
科
書
と
い
う
制
約
の
枠
を
抜
け

出
せ
な
い
こ
と
が
問
題
。
編
集
し
て
い
る
側
か

ら
言
う
と
、
教
科
書
通
り
に
や
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
が
全
部
で
き
ま
す
よ
な
ん
て
い
う
よ

う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
教
科
書
を
示
し
て

は
い
け
な
い
と
、
私
は
思
う
ん
で
す
け
ど
。

こ
れ
か
ら
の
教
科
書

司
会  

こ
れ
か
ら
の
教
科
書
と
い
う
こ
と
に
お

話
が
進
ん
で
き
ま
し
た
が
。

い
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
と
し
て
多
く
も

て
る
子
ど
も
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

  

こ
の
夏
、
私
は
千
葉
市
の
方
針
で
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
で
介
護
体
験
を
し
て
き
た
ん
で

す
。
は
じ
め
は
み
な
さ
ん
ち
ょ
っ
と
硬
い
表
情

で
し
た
。
写
真
が
あ
っ
た
の
で
、
時
間
が
空
い

た
と
き
に
入
所
者
の
方
に
質
問
し
た
ん
で
す
。

ど
な
た
の
写
真
で
す
か
っ
て
。
す
る
と
、
そ
れ

ま
で
と
全
然
違
っ
た
顔
で
生
き
生
き
と
お
話
し

に
な
っ
た
ん
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
一
生
け
ん
め

い
、
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
と
い

う
ご
様
子
で
し
た
。
私
、
こ
と
ば
の
力
っ
て
、

や
っ
ぱ
り
す
ご
い
な
あ
と
そ
の
と
き
思
い
ま
し

た
。生
涯
に
わ
た
っ
て
使
え
る
よ
う
な
も
の
に
、

私
た
ち
は
携
わ
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
気
が
し

ま
し
た
。

小
池  
結
局
こ
と
ば
の
力
と
い
う
の
は
人
間
の

力
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
力
の
非

常
に
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い

か
な
と
思
う
。
で
、
楠
瀬
先
生
の
老
人
ホ
ー
ム

の
話
も
、
人
は
言
語
が
立
ち
上
が
っ
て
き
た
と

き
に
生
き
生
き
と
し
て
く
る
、
人
間
ら
し
く
な

る
と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
い
う

気
が
す
る
。

髙
木　

そ
れ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
広
げ
る
と
、
実

新しいことばの学び・自立した学びをめざして　

横浜市立蒔田中学校教諭。
国語科でできることは何
か試行錯誤を重ねていま
す。現在は、
国語科から
ひらく総合
学習を
模索中
です。

笹
平
み
ど
り　

さ
さ
ひ
ら　

み
ど
り
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笹
平  

お
そ
ら
く
今
、
ど
こ
の
教
科
書
も
前
か

ら
順
番
に
や
っ
て
い
け
ば
、
す
べ
て
の
学
年
で

の
指
導
事
項
を
ク
リ
ア
で
き
て
、
バ
ラ
ン
ス
よ

く
年
間
を
通
し
て
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
た
だ
や
っ
ぱ

り
そ
れ
だ
け
だ
と
、
現
実
に
自
分
の
教
室
に
い

る
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
ば
が
伸
び
て
い
く
か
な

っ
て
い
う
視
点
に
も
ど
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
が
の
ぞ
む
こ
れ
か
ら
の

教
科
書
は
、
も
っ
と
自
由
選
択
の
幅
が
あ
る
教

科
書
、
私
た
ち
教
員
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん

で
い
く
と
い
う
の
と
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
も

そ
の
教
科
書
を
見
な
が
ら
自
分
た
ち
の
こ
と
ば

の
学
び
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
め
る
よ
う
な
手

だ
て
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

小
池  

高
校
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
教
科
書
を

初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
通
り
や
る
と
い
う
感

覚
、
全
然
な
い
ん
で
す
。
あ
る
と
き
私
は
、
ゴ

ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
教
科
書
を
全
部
読
ん
で

こ
い
、
と
生
徒
に
言
っ
て
、
そ
し
て
一
通
り
さ

ら
っ
と
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
ぜ
ひ
こ
れ
や
ろ
う

と
い
う
の
と
、
こ
れ
は
や
め
よ
う
と
い
う
の
を

あ
げ
て
く
れ
、
ぜ
ひ
こ
れ
や
ろ
う
と
い
っ
て
人

気
度
の
高
い
の
は
も
ち
ろ
ん
や
る
が
、
こ
れ
は

や
め
よ
う
と
い
う
の
も
絶
対
や
る
か
ら
と
。
ど

う
し
て
い
や
な
の
か
と
い
う
の
を
含
め
て
や
ろ

う
よ
っ
て
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

髙
木　

三
省
堂
の
『
現
代
の
国
語
』
は
〝
単
元
〞

で
は
な
く
、〝
章
〞
と
い
う
つ
く
り
に
し
て
い

る
ん
で
す
ね
。
も
っ
と
進
む
と
、
学
習
材
が
独

立
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
教
科
書
と
い
う
も
の

も
構
想
で
き
る
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
単
元
と

い
う
も
の
が
、
授
業
時
数
も
少
な
く
な
っ
て
き

て
い
て
非
常
に
使
い
に
く
い
。
活
動
の
焦
点
化

や
指
導
と
評
価
の
一
体
化
と
い
う
の
も
、
素
材

と
し
て
の
一
つ
ひ
と
つ
の
教
科
書
に
載
っ
て
い

る
学
習
材
、
学
び
の
材
料
そ
の
も
の
を
対
象
に

し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す

が
。
高
校
の
場
合
は
…
…
。

小
池  

高
校
は
、単
元
と
し
て
く
く
っ
て
あ
っ
て

も
、
ど
れ
か
し
か
や
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
小
説
な
ん
か
で

言
え
ば
、
二
つ
出
て
い
れ
ば
片
方
が
Ａ
面
で
片

方
が
Ｂ
面
み
た
い
に
な
っ
て
い
て
、
Ａ
面
に
た

い
て
い
定
番
、
１
年
生
な
ら
「
羅
生
門
」、
２

年
生
な
ら「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」
だ
と
か
と
い

う
定
番
が
あ
っ
て
、
定
番
の
裏
側
に
は
爆
弾
が

し
か
け
て
あ
っ
た
り
な
ん
か
し
て
い
る
。
ど
っ

ち
か
選
ん
で
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
程
度
の
こ
と

で
し
か
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

髙
木  

小
池
先
生
が
、
生
徒
た
ち
に
教
科
書
を

読
ま
せ
て
い
ち
ば
ん
得
票
率
が
高
い
の
と
い
ち

ば
ん
嫌
わ
れ
た
の
を
両
方
や
る
と
い
う
話
を
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
学
び
手
の
側
か
ら
学

ぶ
素
材
を
選
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
な
発
想
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
で
は
学
び
手
が
選

ぶ
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
学
び
た
い
と

い
う
意
欲
に
そ
っ
て
使
え
る
構
成
の
教
科
書
と

い
う
の
は
ま
だ
出
て
い
な
い
で
す
よ
ね
。

楠
瀬  

そ
う
で
す
ね
…
…
。
い
ろ
い
ろ
制
作
す

る
と
か
、
作
る
も
の
を
選
択
す
る
の
は
あ
り
ま

す
が
。
ま
た
、
絵
本
を
学
校
に
持
っ
て
き
た
り

と
か
、
ヴ
ィ
デ
オ
や
Ｃ
Ｄ
を
持
っ
て
き
た
り
と

か
、
例
え
ば
同
じ
学
習
活
動
の
場
合
は
学
習
教

材
を
選
ん
だ
り
、
同
じ
学
習
材
の
場
合
に
は
活

動
を
選
ん
だ
り
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
ま
す
。

髙
木  

子
ど
も
た
ち
が
持
っ
て
き
た
も
の
で
授

業
を
展
開
で
き
る
の
だ
っ
た
ら
、
子
ど
も
た
ち

が
読
書
体
験
な
り
経
験
の
中
か
ら
持
っ
て
く
る

も
の
を
取
り
上
げ
な
が
ら
授
業
を
や
る
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
。説
明
文
で
も
、

例
え
ば
教
科
書
に
出
て
い
る「
じ
ど
う
車
く
ら

べ
」だ
と
か「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」と
か
を
取
り

上
げ
た
説
明
文
的
な
絵
本
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

楠
瀬  

そ
う
い
う
の
は
読
書
単
元
や
単
元
の
発

展
と
し
て
の
調
べ
学
習
で
、
ど
こ
の
小
学
校
で

も
や
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
吟
味
さ

れ
た
文
章
と
か
吟
味
さ
れ
た
内
容
に
出
会
う
こ

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集
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と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
だ
か
ら
、
教
科
書
が

一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
の

は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
は
、
教
科
書
を
や
っ
て
い
な
い

と
国
語
を
や
っ
て
い
な
い
と
保
護
者
が
考
え
る

と
い
う
の
は
、
小
学
校
で
は
少
な
く
な
っ
て
い

る
と
思
う
ん
で
す
。
教
科
書
に
読
書
会
を
し
よ

う
な
ど
と
書
い
て
あ
る
の
が
、
私
た
ち
を
後
押

し
し
て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。

司
会  

中
学
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

笹
平  

今
の
教
科
書
の
多
く
は
、
昔
な
が
ら
の

単
元
構
成
な
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
環
境
問
題

な
ら
環
境
問
題
の
二
つ
の
説
明
文
を
読
ん
で
そ

れ
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
、
最

後
そ
れ
で
意
見
文
を
書
く
と
い
う
単
元
の
内
容

に
な
っ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
。
１
年
間
で
は

や
り
き
れ
な
い
ぐ
ら
い
量
が
多
い
。
１
か
月
も

同
じ
テ
ー
マ
で
ず
っ
と
読
ん
だ
り
、
活
動
を
繰

り
返
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
た
ち
も
飽
き
て
く

る
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
め
な
い
教

科
書
は
、
教
え
て
い
る
ほ
う
も
楽
し
め
な
い
ん

で
す
。

  

だ
か
ら
私
は
、
子
ど
も
た
ち
が
今
こ
う
い
う

こ
と
ば
と
出
会
っ
た
ら
、
意
見
文
が
書
け
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
話
し
合
い
が
で
き
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
か
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
、
い
つ
も

ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し
て
探
し
て
い
る
ん
で
す
。

　

教
科
書
に
期
待
す
る
の
は
、
今
の
楠
瀬
先
生

の
話
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
も
っ
と
私
た
ち
を

後
押
し
し
て
く
れ
る
よ
う
な
教
科
書
に
な
っ
て

き
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木  

い
わ
ゆ
る
教
科
書
的
な
と
言
い
方
は
あ

る
種
の
規
範
性
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
規
範
通

り
や
っ
て
い
れ
ば
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
。

　

で
も
、
こ
れ
か
ら
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の

は
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
と
い

う
呪
縛
か
ら
ど
う
解
き
放
た
れ
て
新
た
な
こ
と

ば
の
学
び
の
海
へ
舟
を
出
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
教
師
自
身
が
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ

か
ら
学
ん
で
、
自
分
が
向
き
合
う
子
ど
も
た
ち

と
ど
う
い
う
授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い
う

点
が
問
わ
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

小
池  

流
れ
と
し
て
は
、
言
語
活
動
が
中
心
に

な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
で
私
は
文

学
作
品
の
価
値
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

　

理
系
の
ク
ラ
ス
で
詩
の
授
業
を
や
る
と
言
う

と
、
み
ん
な
、
う
え
ー
と
言
う
ん
で
す
ね
。
う

え
ー
と
い
う
の
は
嫌
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
け

ど
も
。
詩
を
な
ぜ
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
生

徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
た
め
に
、
レ
オ
＝
レ
オ

ニ
の
「
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
」
と
い
う
絵
本
を
ぽ
っ

と
投
げ
込
む
と
、
生
徒
た
ち
が
う
お
ー
っ
て
言

う
ん
で
す
。
こ
と
ば
と
い
う
も
の
が
人
間
に
対

し
て
何
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と

を
端
的
に
伝
え
て
く
れ
る
絵
本
な
ん
で
す
。
自

分
の
中
に
詩
が
一
つ
あ
る
か
、
一
つ
も
な
い
か

と
い
う
こ
と
は
人
生
を
生
き
る
う
え
で
ず
い
ぶ

ん
違
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
詩
に

出
会
え
る
機
会
を
、「
お
れ
理
系
だ
か
ら
」
と

い
う
ば
か
げ
た
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
で
も
っ
て
逃

げ
る
な
よ
、
と
言
う
ん
だ
け
ど
。

イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
教
科
書
へ

司
会  

楠
瀬
先
生
。
こ
れ
か
ら
の
実
践
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
教
科
書
を
軸
に
お
い
て
ど
ん

な
こ
と
を
お
考
え
で
す
か
。

新しいことばの学び・自立した学びをめざして　

岐阜県立岐阜高等
学校教諭。国語を
実技科目ととらえ、
生徒が実技する場
をどう構築するか
に腐心する毎日。

小
池
秀
男　

こ
い
け　

ひ
で
お
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楠
瀬  

や
っ
ぱ
り
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
学
習

材
っ
て
、
価
値
あ
る
素
材
か
ど
う
か
っ
て
こ
と

が
と
っ
て
も
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
私
の
稚

拙
な
授
業
で
も
子
ど
も
に
栄
養
を
届
け
ら
れ
る

と
い
う
素
材
が
必
要
で
す
。

　

そ
れ
と
、
私
に
は
私
の
料
理
の
仕
方
が
あ
る

し
、
ほ
か
の
先
生
だ
っ
た
ら
ほ
か
の
先
生
の
料

理
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
。
食
べ
る
子
ど
も
た
ち

に
よ
っ
て
料
理
法
を
考
え
ら
れ
る
素
材
が
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
教
師
を
後
押
し
し
て
く
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
教
科
書
を
離
れ
て
、
こ
ん
な

授
業
が
で
き
そ
う
だ
な
、
こ
ん
な
こ
と
も
で
き

そ
う
だ
な
と
い
う
こ
と
を
、
教
師
に
示
し
て
く

れ
る
も
の
と
い
う
の
が
あ
り
が
た
い
ん
で
す
。

そ
れ
は
結
局
、
教
師
を
育
て
て
く
れ
る
教
科
書

だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

笹
平  

教
科
書
で
の
こ
と
ば
の
学
び
を
通
し
て

自
分
の
こ
と
ば
の
力
に
気
が
つ
か
せ
た
い
。
気

が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
、
も
う
一
つ
は
自
分
を

表
現
さ
せ
た
い
。
も
う
ち
ょ
っ
と
言
い
換
え
る

と
、
授
業
と
い
う
枠
、
い
ろ
ん
な
教
科
の
授
業

と
い
う
の
が
、
ど
の
教
科
も
こ
と
ば
に
よ
る
授

業
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
ば
に
よ
る
授
業
の
中

で
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
か
、

閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
自
分
を
国
語
の
授
業
の

こ
と
ば
と
い
う
も
の
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
分
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
る
の
が
、

こ
と
ば
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
３
年
間
の
国
語

を
通
し
て
気
づ
か
せ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

髙
木  

現
状
は
、
教
科
書
が
先
に
あ
り
き
と
い

う
状
況
が
や
っ
ぱ
り
あ
っ
て
、
高
校
は
多
少
そ

の
状
況
が
違
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
教
科
書
が
最

大
公
約
数
と
し
て
あ
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、

学
び
手
と
い
う
側
、
こ
と
ば
を
学
ぶ
と
い
う
側

か
ら
の
発
想
に
転
換
し
た
と
き
に
こ
れ
ま
で
の

「
与
え
る
教
科
書
」
で
は
な
く
て
、
先
生
も
含

め
て
子
ど
も
も
、
み
ん
な
で
教
科
書
を
作
っ
て

い
く
ん
だ
と
い
う
発
想
が
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ

て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

子
ど
も
た
ち
が
あ
る
程
度
自
分
た
ち
の
学
び

に
合
わ
せ
て
選
択
し
、
自
分
た
ち
で
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
も
必

要
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
４
月
の
段
階
で

１
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
分
の
学
び
の
道
す
じ
を
学
び
手
自
身
が

作
っ
て
い
く
と
い
う
作
業
、
与
え
ら
れ
た
学
び

か
ら
、
自
立
し
た
学
び
へ
と
い
う
、
学
習
の
自

立
化
を
探
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難

し
い
け
れ
ど
も
、
ま
ず
第
一
歩
と
し
て
三
省
堂

の
中
学
校
の
教
科
書
で
中
心
的
に
考
え
て
い
る

の
は
、
編
集
す
る
側
か
ら
先
生
方
へ
の
ワ
ン
ウ

ェ
イ
で
は
な
く
て
、
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
と
い

う
か
、
双
方
向
の
も
の
に
し
て
い
か
な
か
っ
た

ら
、
子
ど
も
の
現
状
か
ら
出
発
し
た
学
び
が
こ

れ
か
ら
は
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

司
会  

教
科
書
で
学
ぶ
と
か
、
教
科
書
を
学
ぶ

と
い
う
の
を
こ
え
て
、『
現
代
の
国
語
』『
現
代

の
書
写
』
は
、
教
科
書
か
ら
広
が
る
学
び
、
教

科
書
か
ら
学
び
を
広
げ
る
と
い
う
こ
と
中
心
に

す
え
、
先
生
方
や
子
ど
も
た
ち
と
を
力
を
合
わ

せ
な
が
ら
教
科
書
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

  

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集

横浜国立大学教授。公立の
中・高校、福井大学、静岡
大学を経て現職。「学びの場」
におけるコミュニケーショ
ンという視角から授業研究
を行っている。

髙
木
展
郎　
た
か
ぎ  

の
ぶ
お



13 座談会を終えて

座談会を終えて
●  楠瀬千夏

本を読むことって、頭の中が
テレビみたいになることなん

ですね。このごろようやくわかった。」
　新採の年の 3月、中学 1年の男子生徒が
語ったことばを、わたしは愕然とした思い
で聞きました。ことばからイメージを立ち
上げることを、いったいどうしたら教えら
れるのだろう。
　ことばで感じ、ことばで考え、そしてこ
とばで表現することの大切さを伝えたい
と思っていますが、まだまだ修行中です。

「先生、

● 笹平みどり

私の周りには、「うるせえ。」で
しか自分を表現できない子ども

たちがいます。何を聞かれても、何を言っ
ても、「うるせえ。」としか返ってこないこ
とに腹立たしさよりも情けなさを感じて
しまいます。教科書は読めても、テストは
できても、どんな状況のときでも「うるせ
え。」です。  いったいこの子たちはどうな
ってしまうのでしょうか。
 「ことば」は、学校を卒業したあとも永遠
に付き合っていくものです。それだけに、
「なんで、なにが、どうして、うるさいと
感じているのか。」せめてそれだけでも言
えるようにと戦う毎日です。

最近● 髙木展郎

いま、変わろうとしている。
これまでの教育では、文化

の伝承と継承ということをにない、学校で
は教師からの知識と技能の伝達を行って
きた。しかし、学校という場が、文化の創
出を対象化とするとき、これまでの「教え
る→学ぶ」という関係性ではなく、ともに
学び合うという関係性の中の学びが重要
となる。そこで、コミュニケーションとい
うことを基軸とした授業によって、学ぶこ
との意義の転換を図らなくてはならない。

教育が、

● 小池秀男

高校で出会ったある生徒を思
い出しました。学校のある岐

阜から故郷の新潟まで、一人では帰省でき
なかった生徒のことです。彼女にとっては、
字が読め、人にものを聞くことができるこ
とが、人間として生きるための必須の要件
でした。
 「ことばの学び」は、こうした身近な言語
活動の次元から言語活動の精華である文学
の次元まで、一人ひとりの人間に、人間と
して（あるいは、人間らしく）生きるため
のさまざまな力を与えます。あらためてそ
んなことを思いました。

定時制
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牧戸 章
滋賀大学教育学部

自立した
「ことばの学び」
に向かって

活
動
主
義
へ
の
危
惧

言
語
能
力
は
言
語
活
動
を
通
し
て
で
し
か
獲
得
さ
れ
な
い
。
言
語
体
験

を
経
な
い
言
語
能
力
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
大
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
主
義
に
は
常
に
、「
活
動
さ
せ
て
い
る
だ

け
で
は
な
い
か
」「
ど
ん
な
力
が
つ
く
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
批
判

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は
「
活
動
で
も
力
は
つ
く
の
だ
」
と

い
う
消
極
的
な
反
論
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
言
語
活
動
を
大
切
に
す
る

立
場
か
ら
も
ど
う
し
て
も
こ
の
危
惧
は
生
ま
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
目
標

に
準
ず
る
評
価
（
い
わ
ゆ
る
絶
対
評
価
）
へ
と
評
価
の
あ
り
方
が
大
き
く

変
更
さ
れ
た
学
校
教
育
の
現
場
で
は
、
言
語
活
動
の
評
価
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
か
と
い
う
混
乱
も
生
じ
て
い
る
。

プ
ロ
ダ
ク
ツ
か
ら
プ
ロ
セ
ス
へ

　

こ
れ
ま
で
言
語
活
動
と
い
う
と
、
そ
の
結
果
で
あ
る
プ
ロ
ダ
ク
ツ
（
作

品
）
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
評
価
の
対
象
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の

中
に
は
、
プ
ロ
セ
ス
（
過
程
）
を
大
切
に
す
れ
ば
当
然
作
品
も
「
立
派
」

「
新
し
い
こ
と
ば
の
学
び
」を
考
え
る

特
集
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な
も
の
が
で
き
る
と
い
う
素
朴
な
考
え
方
も
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
と
ら
え
方
で
は
い
つ
ま
で
も
作
品
主
義
・
結
果
主
義
の

呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
い
。

例
え
ば
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
文
章

を
書
く
場
合
、
ど
う
し
て
も
個
人
に
閉
じ
た
活
動
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
。「
伝
え
合
う
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
て
も
、
す
ぐ
に
「
手
紙
」
や

「
は
が
き
」
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
書
き

上
げ
た
あ
と
で
批
評
や
鑑
賞
を
し
合
っ
た
り
す
る
学
習
活
動
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
せ
っ
か
く

教
室
で
書
い
て
い
る
仲
間
が
い
る
の
に
、
ほ
と
ん
ど
が
家
庭
学
習
で
書
い

て
い
る
の
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

発
想
・
着
想
段
階
、
構
想
段
階
、
下
書
き
段
階
、
推
敲
段
階
、
書
き
上

げ
た
あ
と
の
段
階
と
い
っ
た
書
く
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
（
過
程
）
の
さ
ま
ざ

ま
な
段
階
で
交
流
す
る
場
面
が
組
織
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
学
習
者

は
、
同
じ
書
き
手
の
立
場
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
、
質
問
を
し
た
り

し
な
が
ら
文
章
を
練
り
上
げ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
学
習
者
は
書
く
こ
と

の
意
義
を
自
覚
化
し
て
い
き
、
協
働
で
書
く
こ
と
の
喜
び
も
体
感
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
交
流
が
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
交
流
そ
の
も
の
が
「
こ
と
ば
の
学
び
」
で
あ
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
な
る
と
、
最
後
に
書
き
上
げ
る
と
こ
ろ
は
個
人
の
責
任
で
あ
る

が
、
書
き
上
が
っ
た
文
章
（
作
品
）
は
、
個
人
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
な

る
。
評
価
の
対
象
を
作
品
だ
け
に
限
定
し
て
い
た
の
で
は
、
こ
の
学
習
活

動
を
評
価
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
当
然
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活

動
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
（
過
程
）
を
対
象
に
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
習

者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
他
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
自

己
の
責
任
で
あ
る
か
ら
、
交
流
の
場
面
で
は
相
互
評
価
を
し
合
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
を
さ
ら
に
進
め
て
「
学
習
と

評
価
の
一
体
化
」
を
具
現
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

自
分
た
ち
の
言
語
活
動
を
学
習
材
に

　
　

│
「
一
次
表
現
」
か
ら
「
二
次
表
現
」
を

│

前
節
で
は
「
書
く
こ
と
」
の
場
合
に
つ
い
て
、
新
し
い
「
学
び
」
の
あ

り
方
を
例
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
他
の
領
域
の
言
語
活
動
で
も
同
様
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
活
動
（
「
一
次
表
現
」）
を
学
習
材

に
し
て
次
の
言
語
活
動
（
「
二
次
表
現
」）
を
行
っ
て
い
る
と
言
い
換
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
も
「
一
次
表
現
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
大

切
に
さ
れ
て
き
た
。
文
学
作
品
の
読
解
な
ど
は
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
の
際
、
感
想
を
書
い
た
り
主
題
を
話
し
合
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
ま

で
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
感
想
や
話

し
合
い
を
学
習
材
に
し
て
次
の
言
語
活
動
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
か
っ
た
。

 

「
豊
か
な
〈
一
次
表
現
〉
を
保
証
し
、〈
二
次
表
現
〉
と
し
て
再
構
成
し

て
い
く
こ
と
」
が
、
新
し
い
ほ
ん
と
う
の
「
こ
と
ば
の
学
び
」
で
あ
る
。

こ
の
「
こ
と
ば
の
学
び
」
が
、「
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
力
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
「
自
立
し
た
学
び
」「
生
涯
学
習
」
の
柱
で
あ
り
、
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

〔
ま
き
ど　

あ
き
ら
〕
滋
賀
大
学
助
教
授
。
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
』
編
集
委
員
。
臨

床
国
語
教
育
研
究
会
事
務
局
長
。
現
在
、
こ
と
ば
の
学
び
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
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生
徒
の
実
態
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

　

中
学
校
に
お
け
る
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
指
導
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
多
彩
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
実

践
も
土
台
と
な
る
の
は
、
眼
前
の
生
徒
た
ち
で

あ
り
、
生
徒
た
ち
の
学
習
能
力
で
あ
る
。

  

生
徒
た
ち
の
実
態
を
見
つ
め
、
ど
の
よ
う
な

話
す
・
聞
く
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
の
か
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
年
間
指
導
計
画
を
仕
組
む
こ
と
が
必
要

な
の
か
。
今
そ
れ
が
、現
場
の
我
々
に
と
っ
て
、

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

  

ま
ず
、
実
態
を
ふ
ま
え
て
培
い
た
い
能
力
の

一
覧
表
を
作
成
す
る
。
そ
し
て
年
間
指
導
計
画

を
ま
と
め
る
。
そ
の
際
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
「
話
す
・
聞
く
・
話
し
合
う
こ
と
」

を
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
で
学
習
す
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
中
学
の
三
年
間
を
見
通
し
て

独
話
か
ら
対
話
へ
、
そ
し
て
話
し
合
い
へ
と
順

序
性
・
段
階
性
を
も
た
せ
る
こ
と
も
一
つ
の
方

法
だ
と
考
え
る
。
小
学
校
で
の
既
習
事
項
を
ふ

ま
え
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
小
学
校
で

既
習
の
内
容
を
、
中
学
校
で
重
ね
て
学
習
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
。
し

か
し
、
論
理
的
文
章
や
文
学
的
文
章
が
繰
り
返

し
発
達
段
階
に
応
じ
て
学
習
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
学
習
に
も
積
み
重

ね
や
繰
り
返
し
が
必
要
で
あ
る
。

  

三
年
間
を
見
通
し
た
指
導
計
画
の
一
例
と
し

て
、
一
年
で
は
独
話
を
中
心
に
し
た
ス
ピ
ー
チ

や
発
表
会
、
二
年
で
は
対
話
を
中
心
に
し
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
や
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
三
年
で
は

話
し
合
い
を
核
に
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
学
習
す
る
と
い
う
ス
テ
ッ
プ

が
考
え
ら
れ
る
。

  

そ
の
素
地
と
な
る
発
声
練
習
や
そ
れ
に
と
も

な
う
日
々
の
音
読
、
授
業
中
の
発
表
活
動
な
ど

は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
力
の
基
礎

を
つ
く
る
も
の
と
し
て
継
続
し
て
い
き
た
い
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
践

　

次
に
、
実
際
の
単
元
学
習
計
画
に
沿
っ
て
、

中
学
三
年
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
例

に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
展
開
を

考
え
て
み
た
い
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

の
特
徴
は
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
か
ら
意
見
を
出
し
合
い
、
お
互
い
を
論
破
す

る
の
で
は
な
く
理
解
し
合
う
こ
と
で
考
え
を
深

め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
民
主
的
な
話
し
合
い
の

力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
最
適
の
形
態
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
「
知
ろ
う
、ア
ジ
ア
の
仲
間
た
ち
」

本
気
で

「
話
す
・
聞
く
・

話
し
合
う
」 こ
と

小
川　

陽
子徳島県鳴門市立鳴門第一中学校

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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と
い
う
テ
ー
マ
の
実
践
に
沿
っ
て
考
え
る
。

【
テ
ー
マ
】テ
ー
マ
を
何
に
す
る
か
と
い
う
選
択

は
、
生
徒
の
実
態
が
基
礎
と
な
る
。
生
徒
が
本

気
に
な
っ
て
取
り
組
め
る
テ
ー
マ
が
必
要
で
あ

る
。疑
似
体
験
や
な
り
き
り
型
の
話
し
合
い
は
、

気
軽
で
客
観
的
に
取
り
組
め
る
と
い
う
利
点
も

あ
る
が
、
中
学
三
年
生
の
こ
の
時
期
に
本
気
で

取
り
組
ん
だ
話
し
合
い
の
経
験
は
、
大
き
な
力

と
自
信
に
つ
な
が
る
と
思
う
。

 

「
知
ろ
う
、
ア
ジ
ア
の
仲
間
た
ち
」
の
場
合
、

ア
ジ
ア
か
ら
の
訪
問
団
が
、
韓
国
か
ら
タ
イ
か

ら
と
、
次
々
と
中
学
校
を
訪
れ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
と
な
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
学
校
の

実
態
に
合
わ
せ
た
テ
ー
マ
の
必
然
性
、
必
要
性

が
生
徒
を
本
気
に
す
る
大
切
な
要
素
に
な
る
。

【
話
す
内
容
の
準
備
】 

本
気
で
話
し
合
う
気
持

ち
と
と
も
に
大
切
な
の
は
、
話
し
合
う
内
容
を

ど
れ
ほ
ど
用
意
で
き
、
生
徒
の
中
に
蓄
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。
テ
ー
マ
に
対
し
て
自

分
の
意
見
を
も
ち
、
そ
の
意
見
を
よ
り
説
得
力

あ
る
も
の
に
す
る
た
め
、
調
べ
学
習
を
進
め
た

り
論
旨
を
ま
と
め
た
り
し
て
お
く
こ
と
も
大
切

な
作
業
に
な
る
。
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
資
料
や

書
籍
、
ビ
デ
オ
な
ど
の
視
聴
覚
教
材
を
学
年
文

庫
と
し
て
設
置
し
、
身
近
に
置
い
て
お
く
の
も

意
識
付
け
の
た
め
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
話

す
内
容
が
用
意
で
き
て
い
る
こ
と
が
、
生
徒
が

生
き
生
き
と
活
動
で
き
る
条
件
と
な
る
。

【
グ
ル
ー
プ
づ
く
り
】 

テ
ー
マ
が
決
ま
っ
た
ら
、

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
方
法
を
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
や
ビ
デ
オ
で
確
認
す
る
。
そ
し
て
意
識

付
け
の
た
め
の
補
足
資
料
を
読
み
味
わ
う
こ
と

で
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
よ
う
に
方
向
付
け
て

い
く
。
導
入
の
段
階
で
の
自
分
の
意
見
が
主
張

の
核
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
意
見
が
出

そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
グ
ル
ー
プ
を
編
成
す
る
。

  

同
じ
意
見
の
者
ど
う
し
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

り
、
協
力
し
て
調
べ
学
習
を
行
う
こ
と
は
、
そ

の
な
か
に
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
含
み
、
話
し
合

い
が
活
性
化
さ
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合

い
を
積
み
重
ね
る
過
程
で
ど
ん
ど
ん
意
見
が
絞

り
込
ま
れ
た
り
、
逆
に
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た

り
と
、
準
備
段
階
に
も
生
徒
の
成
長
が
あ
る
。

【
司
会
】 
司
会
者
は
、
で
き
る
だ
け
生
徒
の
代

表
に
さ
せ
た
い
。
そ
の
際「
司
会
者
の
手
引
き
」

を
用
意
し
、
全
体
で
学
習
す
る
。
実
際
、
司
会

経
験
は
一
部
の
生
徒
だ
が
、「
話
し
合
い
の
手

引
き
」
や
「
意
見
発
表
の
手
引
き
」
と
い
っ
た

手
引
き
と
と
も
に
、
学
習
活
動
の
指
針
と
な
る

も
の
と
し
て
学
習
さ
せ
る
。

【
記
録
す
る
】
実
際
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
の
様
子
は
、ビ
デ
オ
で
記
録
を
残
し
た
い
。

こ
の
ビ
デ
オ
は
自
己
評
価
の
材
料
と
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
仲
間
の
様
子
や
話
し
合
い
の
展
開

を
見
直
す
こ
と
に
も
利
用
で
き
る
。

 

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
評
価
は
、
実
際

に
話
し
合
う
様
子
を
観
察
す
る
こ
と
で
行
う
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
評
価
表
の
準
備
や
事
前
の
能

力
診
断
が
必
要
で
あ
る
。

「
話
す
・
聞
く
」力
を
生
き
る
力
に

　

以
上
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
例
に

「
話
す
こ
と・
聞
く
こ
と
」の
学
習
活
動
の
留
意

点
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
学
校
や
生
徒
の
実
態

に
よ
っ
て
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

実
践
が
大
変
難
し
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
人
の
話

を
「
聞
く
こ
と
」
自
体
困
難
な
実
態
も
あ
る
の

が
現
実
で
あ
る
。
年
間
計
画
作
成
の
段
階
で
生

徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
能
力
に
大
き
な
差
が

生
じ
る
場
合
も
否
め
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
生

徒
た
ち
が
少
し
で
も
前
進
し
、
少
し
で
も
確
実

な「
話
す
」力
や「
聞
く
」力
を
身
に
つ
け
ら
れ
る

実
践
の
工
夫
を
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
。
そ
れ

が
、
眼
前
の
生
徒
た
ち
の
生
き
る
力
と
な
る
、

未
来
を
支
え
る
力
に
な
る
の
だ
と
信
じ
た
い
。

〔
お
が
わ　

よ
う
こ
〕
鳴
門
第
一
中
学
校
教
諭
。
共

編
に
『
中
学
校
国
語
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

扉
を
ひ
ら
く
』
が
あ
る
。
徳
島
県
生
ま
れ
。
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０　

は
じ
め
に

 

「
中
学
生
は
作
文
を
書
く
こ
と
が
嫌
い
だ
」
と

何
と
な
く
感
じ
て
い
る
国
語
教
師
は
多
い
。
私

の
教
室
の
生
徒
た
ち
も
作
文
は
好
き
で
は
な
か

っ
た
。
後
述
の
学
習
に
先
立
っ
て
、
作
文
学
習

の
好
悪
感
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
が
、「
大

好
き
」
は
皆
無
、「
や
や
嫌
い
」「
大
嫌
い
」
が

大
半
で
あ
っ
た
。

　

理
由
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

・
「
○
○
枚
以
上
」
と
い
う
条
件
が
嫌
だ

・
文
を
書
く
こ
と
自
体
が
面
倒
だ
。

・
書
く
こ
と
が
な
い
の
に
書
か
さ
れ
る
。

・
思
っ
た
よ
う
に
な
ん
て
書
け
な
い
。

  

な
か
に
は
、「
小
学
校
の
と
き
か
ら
宿
題
の

読
書
感
想
文
が
嫌
だ
っ
た
」
と
具
体
的
な
学
習

活
動
を
挙
げ
る
者
も
い
た
。

　

さ
て
、
こ
の
調
査
に
「
あ
な
た
の
初
め
て
の

作
文
体
験
は
何
か
」を
入
れ
た
。「
幼
稚（
保
育
）

園
で
父(

母
）
の
日
に
書
い
た
お
手
紙
」
と
い

う
の
が
最
も
多
い
回
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き

の
文
の
一
部
や
鏡
文
字
だ
っ
た
こ
と
が
話
題
に

な
り
、
場
は
わ
い
た
。

　

私
は
、
こ
の
と
き
、
学
習
の
工
夫
一
つ
で
、

作
文
を
も
う
一
度
好
き
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
、
可
能
性
を
実
感
し
た
。

１　

二
つ
の
「
仲
間
と
書
く
」
活
動

　

学
校
で
、
集
団
で
作
文
の
学
習
を
行
う
目
的

は
何
か
。
ま
た
、
何
で
あ
る
べ
き
か
。

　

読
み
の
学
習
で
は
、
集
団
で
学
習
す
る
こ
と

で
、
視
点
の
広
が
り
や
転
換
が
促
さ
れ
る
こ
と

を
私
た
ち
は
実
践
を
通
し
て
感
じ
て
い
る
。

　

同
様
に
、
作
文
で
も
集
団
の
力
を
意
図
し
て

学
習
を
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

・
見
落
と
し
な
ど
の
単
純
ミ
ス
を
防
ぐ
。

・
異
な
る
論
理
の
展
開
の
仕
方
を
知
る
。

・
異
な
る
立
場
や
異
な
る
考
え
方
を
知
る
。

・
最
終
的
に
、
推
敲
す
る
力
を
培
う
。

　

こ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

従
来
の
教
師
対
生
徒
の
一
対
一
の
形
態
で
な
い

新
し
い
授
業
形
態
や
授
業
構
成
を
開
発
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
、
二
つ
の
作
文

の
学
習
を
「
仲
間
と
書
く
」
と
し
て
組
ん
だ
。

　

①
リ
レ
ー
作
文(

意
見
文
の
実
践
）

　

四
人
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
作
文
活
動
。
友
達

の
意
見
に
「
例
示
・
反
論
・
賛
同
」
等
を
付

け
足
し
て
い
き
、
一
つ
の
文
章
を
作
る
。

　

②
交
流
を
生
か
し
て
書
く

　

書
い
て
い
く
途
中
に
、集
団
に
よ
る
交
流
・

批
評
活
動
を
取
り
入
れ
る
。

仲
間
と
書
く

紅
林 

定
宏静岡県藤枝市立瀬戸谷中学校

書
く

学
びの
部
屋
か
ら
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２　

実
践
の
概
要
と
生
徒
の
表
れ

　

生
徒
は
、
①
の
活
動
を
し
た
こ
と
で
、
集
団

で
書
く
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
い
た
。
展
開
の
意

外
性
、
異
な
る
視
点
の
重
要
性
等
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
、
②
を
行
っ
た
。
初
め
に
、
最

終
的
に
個
人
で
仕
上
げ
る
作
文
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
過
程
で
「
文
章
を
作
る
仲
間
」
と
し
て
、

互
い
の
文
章
に
参
加
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。

【
学
習
の
概
要
…
○
が
交
流
の
内
容
】 

■
テ
ー
マ
／
構
想　

第
一
次
交
流　

１
時
間

○
テ
ー
マ
に
関
す
る
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ

■
構
想
に
基
づ
き
下
書
き　
　
　
　

２
時
間

■
第
二
次
交
流
と
修
正　
　
　
　
　

１
時
間

○
作
者
は
「
特
に
見
て
ほ
し
い
点
」
を
欄
外

に
書
く
。「
わ
か
り
づ
ら
い
点
」「
伝
え
た

い
相
手
」「
伝
え
た
い
テ
ー
マ
」「
展
開
の

仕
方
」
な
ど
を
共
通
の
観
点
と
す
る
こ
と

を
確
認
し
交
流
。「
表
現
に
取
り
組
む
仲
間

と
し
て
誠
実
に
こ
た
え
よ
う
」
と
投
げ
か

け
、
互
い
に
付
箋
を
つ
け
合
っ
た
。
付
箋

の
取
捨
選
択
は
作
者
に
ゆ
だ
ね
た
。

 

■
清
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
時
間

 

■
第
三
次
交
流　
　
　
　
　
　
　
　

１
時
間

 

○
作
品
鑑
賞
会                    

　

Ｓ
Ｙ
は
将
来
の
夢
を
書
い
た
が
、「
具
体
的

で
な
い
」「
は
っ
き
り
書
い
た
ほ
う
が
い
い
」
等

と
指
摘
を
受
け
た
。
彼
女
は
夢
を
漠
然
と
書
こ

う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
付
箋
を
読
ん
で
考
え

を
変
え
た
よ
う
だ
。
非
常
に
具
体
的
に
、
ほ
ぼ

全
面
書
き
換
え
を
行
っ
た
。
十
二
枚
書
い
た
う

ち
の
八
枚
を
捨
て
、
二
枚
を
全
面
的
に
書
き
加

え
た
生
徒
も
い
た
。
自
発
的
に
で
あ
る
。

　

授
業
終
了
後
の
生
徒
の
感
想
で
あ
る
。

・
は
じ
め
は
作
文
は
い
や
だ
っ
た
け
ど
、
書
い

て
た
ら
け
っ
こ
う
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
て
、

め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
お
も
し
ろ
か
っ
た
。　
　

Ａ
Ｋ

・
は
じ
め
の
こ
ろ
は
、
ど
う
や
っ
て
書
け
ば
い

い
ん
だ
ろ
う
と
か
、
書
き
方
に
ス
ゴ
イ
こ
だ
わ

っ
て
い
た
け
ど
、
授
業
を
や
っ
て
い
く
う
ち

に
ス
ラ
ス
ラ
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め

て
、
あ
ん
な
に
作
文
が
書
け
た
。　
　
　

 

Ｓ
Ｙ

・
み
ん
な
す
ご
い
自
分
ら
し
い
作
文
で
、
お
も

し
ろ
か
っ
た
で
す
。…
…
な
ん
か
、自
分
に
も
結

構
書
け
る
ん
だ
な
あ
〜
と
思
い
ま
し
た
。 

Ｔ
Ｓ

　

作
文
に
楽
し
く
取
り
組
め
、
手
ご
た
え
や
自

信
を
も
ち
始
め
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

３
「
仲
間
と
書
く
」
こ
と
の
可
能
性

　

今
ま
で
作
文
の
学
習
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
教
師
対
生
徒
の
一
対
一
の
構
図
で
進
め
ら
れ

て
き
た
。
そ
こ
を
転
換
し
、
「
交
流
」
を
学
習

の
中
に
組
織
的
に
は
さ
み
こ
む
こ
と
で
、
仲
間

と
の
協
働
意
識
を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
、
新
し

い
視
点
や
論
理
展
開
の
手
法
を
学
び
合
い
、
作

文
の
面
白
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　

評
価
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
来
を
実
施
で
き

た
。
で
き
ば
え
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
過

程
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
仲
間
の
ど
の
意
見

を
取
り
入
れ
、
ど
う
改
善
さ
れ
た
の
か
、
そ
の

動
き
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
で
き
あ

が
っ
た
文
章
に
つ
い
て
も
、
本
人
が
「
よ
い
も

の
」
と
し
て
取
り
入
れ
た
、
そ
の
主
体
的
な
視

点
を
評
価
す
れ
ば
、
単
に
受
け
身
と
し
て
の
作

文
改
善
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

４　

最
後
に

　

実
践
を
通
し
、
作
文
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
格

段
に
下
が
り
、作
文
力
そ
の
も
の
も
向
上
し
た
。

　

私
は
今
、
作
文
学
習
は
工
夫
次
第
で
も
っ
と

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

〔
く
れ
ば
や
し　

さ
だ
ひ
ろ
〕 

静
岡
県
生
ま
れ
。
藤

枝
市
立
瀬
戸
谷
中
学
校
教
諭
。『
国
語
科
経
営
講
座

６
』
明
治
図
書
な
ど
。
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一　

は
じ
め
に

　

話
す
こ
と
と
は
、
自
分
の
思
考
を
音
声
で
表

現
す
る
こ
と
だ
。
聞
く
こ
と
と
は
、
音
声
を
思

考
に
よ
っ
て
意
味
化
す
る
こ
と
だ
。
書
く
こ
と

は
、
文
字
で
思
考
を
視
覚
化
す
る
こ
と
だ
。
読

む
こ
と
は
、
文
章
化
さ
れ
た
思
考
を
追
体
験
す

る
こ
と
だ
。

  

共
通
し
て
い
る
の
は
思
考
を
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
思
考
は
言
語
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
思
考
の
跡
を
残
す

＝「
書
く
こ
と
」、そ
し
て
検
討
し
て
い
く
＝「
読

む
こ
と
」
な
し
に
他
の
能
力
の
育
成
は
あ
り
得

な
い
。
そ
う
考
え
て
、授
業
で
は
「
読
む
」「
書

く
」
活
動
を
で
き
る
限
り
行
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
取
り
組
み
の
中
で
、
文
章
の
形
態
を
変
え

る
と
い
う
こ
と
試
み
た
の
は
、
次
の
理
由
に
よ

る
。

　

文
章
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。
文
章

を
読
む
際
に
は
、
そ
の
文
章
の
目
的
や
表
現
に

合
わ
せ
て
、
読
み
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
、
読
む
前
提
と
し
て
文
種
を
意

識
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
文
種
を
意
識
し
た

う
え
で
文
章
を
読
む
力
を
生
徒
の
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
文
章
の
形
態
を
変

え
る
と
い
う
課
題
が
あ
れ
ば
、
文
種
意
識
を

も
っ
て
考
え
な
が
ら
読
め
る
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
書
く
際
に
、
モ
デ
ル
で
あ
る
文
章
の

文
体
や
語
彙
を
ふ
ま
え
て
書
く
体
験
を
さ
せ
れ

ば
、
表
現
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。

二　

授
業
の
実
際

　

小
学
生
時
代
、「
要
点
」
と
い
う
こ
と
ば
を

習
っ
た
。
突
然
要
点
に
ま
と
め
る
よ
う
指
示
さ

れ
、「
要
点
っ
て
何
だ
」と
疑
問
を
も
っ
た
。「
要

点
」
と
は
「
作
者
の
い
ち
ば
ん
言
い
た
い
こ
と
」

だ
と
説
明
さ
れ
た
が
、
全
部
言
い
た
い
か
ら
こ

れ
だ
け
の
文
章
を
書
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
記
憶
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
要
点
が
ど
ん
な
も
の
か
イ
メ
ー

ジ
で
き
な
い
生
徒
は
、
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
段
階
で
す
で
に
漠
然
と
し
て
い
る

た
め
、
段
落
間
の
関
係
な
ど
と
ら
え
よ
う
が
な

い
。
だ
か
ら
要
点
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
感

覚
的
に
わ
か
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
説
明
文
（「
ク
ジ
ラ
の
飲
み
水
」
三

省
堂
『
現
代
の
国
語
』
一
年
）
を
絵
本
に
し
よ

う
と
い
う
課
題
を
与
え
た
。

  

文
章
を
丸
写
し
し
て
６
ペ
ー
ジ
の
絵
本
に
入

れ
る
の
は
不
可
能
だ
。
だ
か
ら
、
必
要
な
部
分

の
み
抜
粋
し
て
文
章
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
過
程
で
要
約
は
完
成
す
る
。
ま
た

文
章
形
態
を
変
え
て
、

「
書
く
」 か
ら 「
読
む
」 へ

玉
井 

年愛媛県松山市立日浦中学校

読
む
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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ど
の
範
囲
を
１
ペ
ー
ジ
に
収
め
る
か
を
考
え
る

過
程
で
、
意
味
段
落
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
で
き
あ
が
っ
た
絵
本
を
、
こ
の
説

明
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
上
級
生
に
読
ん
で

も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
予
備
知
識
の
全
く
な
い

読
者
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
相
手
に
応
じ
て
的

確
に
表
現
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

① 

学
習
の
計
画
（
全
９
時
間
）

● 

第
１
時
の
学
習
│
本
文
の
通
読
。新
出
漢
字
・

新
出
語
句
の
確
認
。

● 

第
２
時
の
学
習
│
絵
本
の
あ
ら
す
じ
を
考
え

る
。

  

実
質
的
に
は
意
味
段
落
に
分
け
て
そ
の
要
点

を
ま
と
め
る
活
動
だ
が
、そ
れ
を
「
あ
ら
す
じ
」

と
い
う
言
葉
で
生
徒
に
伝
え
、
各
ペ
ー
ジ
に
盛

り
込
む
内
容
を
文
章
で
表
現
さ
せ
た
。

● 

第
３
時
の
学
習
│
絵
本
の
コ
ン
テ
を
作
る
。

  

線
画
程
度
の
絵
と
文
章
で
画
面
構
成
を
考
え

る
活
動
で
あ
る
。
前
時
の
「
あ
ら
す
じ
」
を
さ

ら
に
短
く
し
て
よ
い
こ
と
、
そ
の
削
っ
た
部
分

を
絵
や
図
で
表
し
て
も
よ
い
こ
と
、
本
文
通
り

の
文
章
で
な
く
て
も
よ
い
こ
と
、
題
も
自
分
の

絵
本
に
あ
っ
た
も
の
に
変
更
し
て
も
よ
い
こ
と

な
ど
を
助
言
し
た
。

● 

第
４
〜
７
時
の
学
習
│
絵
本
を
描
く
。

  

コ
ン
テ
を
も
と
に
実
際
に
絵
本
を
描
く
作
業

を
行
っ
た
。

● 

第
８
時
の
学
習
│
絵
本
を
相
互
評
価
す
る
。

　

作
品
を
互
い
に
読
み
合
う
こ
と
で
活
動
の
成

果
を
確
か
め
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

良
さ
を
評
価
し
合
い
、
次
の
課
題
へ
の
意
欲
づ

け
と
し
た
。

● 

第
９
時
の
学
習
│
上
級
生
の
評
価
に
感
想
を

書
く
。

  

予
備
知
識
の
な
い
読
者
に
内
容
を
的
確
に
伝

え
る
と
い
う
課
題
が
達
成
さ
れ
た
か
を
確
認
す

る
た
め
に
、
上
級
生
に
も
評
価
を
さ
せ
た
。
そ

れ
に
よ
り
自
分
の
読
み
や
表
現
を
客
観
的
に
と

ら
え
直
さ
せ
た
。

② 

成
果
と
課
題

　

完
成
品
は
ど
れ
も
同
様
の
内
容
だ
っ
た
。
同

じ
文
章
を
元
に
書
い
た
の
だ
か
ら
当
然
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
の
内
容
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
る
と
い
う
目
的
を
念
頭
に
置
い
て

読
む
こ
と
で
、
的
確
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て

読
め
た
の
だ
と
も
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

に
抽
出
し
た
内
容
が
「
要
点
」
な
の
だ
と
理
解

で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
内

容
が
決
ま
っ
て
お
り
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と
を

意
識
し
す
ぎ
た
た
め
、
個
性
的
な
表
現
は
出
に

く
か
っ
た
。

　

実
践
を
終
え
て
か
ら
気
づ
い
た
が
、
絵
本
作

り
は
文
章
構
成
の
理
解
を
「
視
覚
化
」
す
る
こ

と
だ
。
だ
か
ら
、
ト
ピ
ッ
ク
セ
ン
テ
ン
ス
の
相

互
関
係
を
把
握
す
る
の
に
も
効
果
的
な
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
は
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ビ

ジ
ュ
ア
ル
作
成
や
、
そ
の
効
果
的
な
提
示
の
し

か
た
の
基
礎
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
。

三　

お
わ
り
に

　

今
期
改
訂
に
よ
り
、
各
教
科
の
指
導
の
あ
り

方
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
語
科
で
は

「
音
声
言
語
」の
学
力
形
成
を
前
面
に
押
し
出
し
、

「
読
む
こ
と
」
は
最
後
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
、

「
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
」
と
い
う
よ
う
に

基
礎
学
力
の
中
で
は
「
読
む
こ
と
」
が
筆
頭
だ
。

外
国
で
は
「
読
・
書
・
算
」
と
言
う
ら
し
い
。「
読

む
こ
と
」
が
ど
ん
な
時
代
で
も
基
礎
学
力
の
中

核
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

　

中
学
生
の
活
字
離
れ
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
読
む
こ
と
」
は
こ
れ
ま
で
以

上
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

〔
た
ま
い　

み
の
る
〕
愛
媛
県
松
山
市
立
日
浦
中
学

校
教
諭
。
実
践
を
通
し
、「
読
む
」「
書
く
」
力
を
伸

ば
す
こ
と
に
関
し
て
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
。

※本実践で作成された絵本の例をホームページに掲載する予定です。（編集部）
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「
傍
注
資
料
」
で
古
典
に
ふ
れ
る

　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
古
典
学
習
指

導
の
さ
い
配
慮
す
べ
き
事
項
が
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

 

「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
古
典
と
し
て
の

古
文
や
漢
文
を
理
解
す
る
基
礎
を
養
い
古
典
に

親
し
む
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の

文
化
や
伝
統
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。」

  

こ
こ
か
ら
、
中
学
校
で
の
古
典
学
習
指
導
の

目
標
の
中
心
は
「
古
典
に
親
し
む
」
こ
と
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
古
文
読
解
力
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
こ
と
で
は
な
い
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
中
学
校
で
の
古
典
学
習
指
導
の
目
標
と
高

等
学
校
で
の
も
の
と
の
大
き
な
違
い
は
こ
こ
に

あ
る
。
し
か
し
、
古
典
の
原
文
を
離
れ
て
、
例

え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
現
代
語
で
書
か
れ
た
も
の

を
読
ま
せ
る
と
か
、
古
典
マ
ン
ガ
の
よ
う
な
も

の
を
用
い
な
が
ら
内
容
を
理
解
さ
せ
る
と
い
う

の
で
は
、
せ
っ
か
く
の
古
典
の
原
文
に
触
れ
る

機
会
を
み
す
み
す
失
う
こ
と
に
な
る
。

  

確
か
に
、
中
学
生
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、

古
典
の
文
章
は
読
み
に
く
い
し
、
現
代
の
文
章

と
は
違
う
の
で
理
解
し
に
く
い
と
言
う
。
そ
う

い
う
学
習
者
の
言
語
抵
抗
を
取
り
除
く
た
め
の

一
つ
の
方
法
が
、「
原
文
に
傍
注
を
つ
け
た
資

料
」（
以
下
「
傍
注
資
料
」
と
す
る
）
を
活
用

す
る
こ
と
で
あ
る
。

  

こ
の
「
傍
注
」
を
つ
け
る
方
法
は
、
江
戸

時
代
に
萩
原
弘
道(

岡
山
県
出
身
の
国
学
者

一
八
一
三
〜
六
三
） 

ら
が
用
い
、
現
代
で
も
大

村
は
ま
氏
の
中
学
校
に
お
け
る
実
践
や
世
羅
博

昭
氏
（
現
在
は
鳴
門
教
育
大
学
教
授
）
の
高
等

学
校
教
師
時
代
の
実
践
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

「
傍
注
資
料
」
で
は
、
学
習
者
が
頭
注
や
脚
注

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
古
典
の
原
文
を
そ

の
ま
ま
の
形
で
読
ん
で
い
け
る
よ
う
に
、
最
小

限
必
要
な
項
目
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

  

お
二
人
の
先
生
方
の
実
践
に
学
び
、
古
典
の

原
文
の
ま
ま
で
は
理
解
で
き
な
い
中
学
生
の
学

習
者
の
視
点
か
ら
、
内
容
を
と
ら
え
る
う
え
で

何
が
必
要
な
の
か
を
考
え
て
、「
傍
注
資
料
」

を
作
成
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
（
ノ
コ
ト
ダ
ガ
）  　
　

 　
　
　
　

 　
（
ガ
）

今
は
昔
、

 ▽

竹
取
の
翁

お
き
なと
い
ふ
者▽  

あ
い

た
り
け
り
。

              

　
　
（
ヤ
）

野▽

山
に
ま分
け
入
っ
て

じ
り
て
竹
を
取
り
つなが
らつ

、

（
注
）
▽
は
省
略
さ
れ
て
い
る
助
詞
な
ど
を  

　
　

  

表
し
て
い
る
。

紙
芝
居
で

古
典
原
文
を
読
む

井
上 

雅
登お茶の水女子大学附属中学校

言
語
・
古
典
・
そ
の
他

学
びの
部
屋
か
ら
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紙
芝
居
で
古
典
を
読
む

　

以
下
に
述
べ
る
紙
芝
居
の
発
表
を
古
典
の
原

文
で
行
っ
た
実
践
は
、
私
が
札
幌
市
の
公
立
中

学
校
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

学
習
者
に
、
古
典
を
読
む
の
が
楽
し
い
も
の
と

感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、「
傍
注
資
料
」
も

活
用
し
な
が
ら
授
業
を
工
夫
し
た
。

 

単
元
名
『
竹
取
物
語

　
　

│
紙
芝
居
を
完
成
さ
せ
よ
う
│
』

  

市
立
図
書
館
で
借
り
て
き
た
「
か
ぐ
や
姫
」

の
紙
芝
居
を
使
っ
て
、
紙
芝
居
発
表
会
を

行
っ
た
。「
か
ぐ
や
姫
」
の
紙
芝
居
は
、
探

し
出
す
こ
と
の
で
き
た
も
の
だ
け
で
四
種
類

存
在
し
た
が
、
中
学
校
の
国
語
教
科
書
が
取

り
上
げ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
の
内
容
に
い

ち
ば
ん
近
い
も
の
を
と
考
え
て
、
教
育
画
劇

制
作
の
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
を
選
ん
だ
。

  

授
業
の
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
全
５
時
扱
い
）

第
１
時  

傍
注
資
料
を
用
い
て
何
度
も
音
読

さ
せ
、
内
容
を
と
ら
え
さ
せ
る
。

第
２
時  

あ
ら
か
じ
め
指
導
者
が
紙
芝
居
の

順
序
を
入
れ
替
え
て
お
き
、
学
習
者
に
正
し

い
順
序
に
並
べ
替
え
さ
せ
る
。

（
紙
芝
居
で
物
語
全
体
の
構
造
を
つ
か
む
）

第
３
〜
４
時  

発
表
会
に
向
け
て
、
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
だ
れ
が
ど
の
原
文
を
読
む
の
か
を

役
割
分
担
さ
せ
、
音
読
の
練
習
を
さ
せ
る
。

第
５
時  

紙
芝
居
発
表
会
を
行
う
。

  

第
３
・
４
時
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
が
、

紙
芝
居
の
場
面
に
合
わ
せ
る
形
で
原
文
に

区
切
り
を
つ
け
て
、
音
読
を
す
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、
一
つ
ひ
と
つ
の
場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
Ｂ
Ｇ
Ｍ
や
効
果
音
を
流
し
て

み
る
と
い
う
こ
と
も
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
授
業
者
が
事
前
に

設
定
し
た
の
で
は
な
く
て
、
学
習
者
が
役
割

分
担
を
終
え
、音
読
練
習
を
し
て
い
る
際
に
、

提
案
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

学
習
者
は
、発
表
メ
モ
を
ま
と
め
な
が
ら
、

こ
の
場
面
で
は
こ
の
音
楽
を
、
こ
こ
で
は
こ

の
音
を
入
れ
よ
う
と
、
自
分
た
ち
の
作
品
と

し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
。

  

第
５
時
で
は
各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
あ
と
、

聞
き
手
の
学
習
者
に
評
価
を
さ
せ
て
み
た
。

声
が
届
い
て
い
た
か
、
発
表
で
創
意
工
夫
が

見
ら
れ
た
か
な
ど
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

学
習
者
が
生
か
さ
れ
る
授
業
を

　

学
習
者
の
活
動
が
中
心
と
な
る
授
業
を
構
想

す
る
と
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
立
ち
止
ま

っ
て
し
ま
う
の
が
、「
こ
の
活
動
で
学
習
者
に

ど
の
よ
う
な
国
語
の
力
が
つ
く
の
か
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
学
習
者
に
は
、
国
語
の

授
業
を
と
お
し
て
、
国
語
の
力
を
つ
け
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に

固
執
し
す
ぎ
て
国
語
の
授
業
が
無
味
乾
燥
な
お

も
し
ろ
味
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は

な
ら
な
い
。
授
業
は
楽
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

  

こ
の
授
業
実
践
の
数
日
後
、
一
人
の
学
習
者

に
、「
先
生
、も
っ
と
竹
取
物
語
を
読
み
た
い
よ
。

授
業
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」
と
言
わ
れ
、
と
て

も
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
今
で
も

思
い
出
す
。
今
後
に
お
い
て
も
学
習
者
が
生
き

生
き
と
そ
し
て
主
体
的
に
活
動
で
き
る
場
を
授

業
の
中
に
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、「
活
動
あ
っ

て
力
な
し
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
着

実
に
学
習
者
に
国
語
の
力
を
つ
け
て
い
け
る
よ

う
な
授
業
を
構
築
し
て
い
き
た
い
。

〔
い
の
う
え　

ま
さ
と
〕
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属

中
学
校
教
諭
。
大
阪
生
ま
れ
。
札
幌
市
公
立
中
学
校

教
諭
を
経
て
現
職
。
現
在
は
国
語
科
授
業
に
メ
デ
ィ

ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
考
え
方
を
と
り
入
れ
た
取
り
組

み
に
関
心
を
持
ち
、
実
践
発
表
し
て
い
る
。
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１　

は
じ
め
に

　

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
「
メ
デ
ィ
ア
か

ら
の
情
報
を
分
析
し
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
読
み

解
き
、
自
己
の
表
現
活
動
に
生
か
す
能
力
」
で

あ
る
。
私
は
現
在
、
中
学
１
年
生
（
十
七
名
）

を
対
象
に
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
テ
ー
マ
に

「
ニ
ュ
ー
ス
を
作
ろ
う
」
と
い
う
総
合
的
学
習

の
時
間
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
前
期

の
過
程
を
中
心
に
報
告
す
る
。

２　

情
報
受
信
の
基
礎

　

一
学
期
は
ニ
ュ
ー
ス
の
基
本
的
な
枠
組
み
や

意
義
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
を
中
心
に
し
た
。

①
ニ
ュ
ー
ス
の
概
念
を
つ
か
む

　

初
め
に
講
義
形
式
で
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
や

５
Ｗ
１
Ｈ
に
つ
い
て
話
し
、
ニ
ュ
ー
ス
に
必
要

な
要
素
と
そ
の
意
義
を
確
認
し
た
あ
と
、新
聞
、

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
使
っ
て
分
析

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
展
開
し
た
。

・
新
聞
…
文
字
メ
デ
ィ
ア
・
写
真

新
聞
で
は
ベ
タ
記
事
を
用
い
て
、
５
Ｗ
１

Ｈ
、
情
報
源
、
取
材
相
手
、
ニ
ュ
ー
ス
の

着
地
点
（
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
通
し
て
伝
え

た
か
っ
た
こ
と
）、見
出
し
の
比
較
・
分
析

を
行
っ
た
。
短
い
記
事
の
ほ
う
が
情
報
の

構
成
が
シ
ン
プ
ル
で
扱
い
や
す
か
っ
た
。

・
ラ
ジ
オ
…
音
声
メ
デ
ィ
ア

Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ
、
午
前
七
時
三
十
分
か
ら

の
『
現
場
に
ア
タ
ッ
ク
』
を
録
音
し
た
も

の
を
活
用
し
た
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
女

性
キ
ャ
ス
タ
ー
が
新
た
な
視
点
で
ニ
ュ
ー

ス
に
せ
ま
っ
て
お
り
、
一
つ
の
事
実
で
も

多
面
的
な
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
基
本
を
教
え
る
教
材
に

適
し
て
い
る
。
今
回
は
、
千
代
田
区
の
禁

煙
条
例
に
つ
い
て
の
放
送
を
扱
っ
た
。
ま

た
、
音
声
メ
デ
ィ
ア
で
情
報
を
わ
か
り
や

す
く
伝
え
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
分
析
し
た
。

・
テ
レ
ビ
…
映
像
メ
デ
ィ
ア

テ
レ
ビ
の
分
析
で
は
生
徒
た
ち
に
二
十
分

の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
渡
し
た
。
六
月
十
三

日
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
各
局
時
間
帯
別
に

分
担
し
、
録
画
し
た
も
の
の
中
か
ら
学
習

材
を
探
し
た
。
今
回
は
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
の
チ
ケ
ッ
ト
が
電
話
予
約
で

十
四
分
間
で
完
売
し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
取
り

上
げ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ニ
ュ
ー
ス
７
」、
Ｔ
Ｂ

Ｓ
「
ニ
ュ
ー
ス
・
プ
ラ
ス
１
」、
テ
レ
ビ
朝

日「
ニ
ュ
ー
ス
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」の
三
番

組
を
比
較
し
た
。
チ
ケ
ッ
ト
の
予
約
の
電

話
が
つ
な
が
り
に
く
い
と
い
う
状
況
を
映

ニ
ュ
ー
ス
を
作
ろ
う

総
合
的
学
習
の
時
間
で
取
り
組
む

　
　
　

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

中
村 

純
子神奈川県川崎市立麻生中学校

総
合
と
国
語
科
・
選
択
国
語

学
びの
部
屋
か
ら
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像
で
表
現
す
る
方
法
や
、
事
実
の
解
釈
が

三
者
三
様
で
興
味
深
い
成
果
が
得
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
を
使
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
生
か
し
た
表

現
方
法
や
情
報
の
構
成
法
を
学
ば
せ
て
い
っ
た
。

②
帯
単
元
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ス
ピ
ー
チ
」

　

総
合
の
時
間
は
二
時
間
続
き
な
の
で
、
生
徒

が
主
体
的
に
活
動
す
る
場
面
を
設
け
た
。「
ス

ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ス
ピ
ー
チ
」
と
は
そ
の

週
に
気
に
な
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
の
新
聞
ス
ク
ラ
ッ

プ
を
使
っ
て
、
二
分
間
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
も
の

で
あ
る
。
二
分
で
ニ
ュ
ー
ス
の
概
略
か
ら
自
分

の
感
想
を
ま
で
を
述
べ
る
た
め
、
か
な
り
要
約

が
必
要
に
な
る
。
生
徒
も
初
め
の
う
ち
は
ニ
ュ

ー
ス
を
説
明
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
が
、
徐
々
に
ニ
ュ
ー
ス
を
書
い
た
記
者
が

何
を
訴
え
た
か
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
ニ
ュ

ー
ス
に
つ
い
て
話
す
自
分
は
何
が
気
に
な
っ
た

の
か
ま
で
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

３　

情
報
発
信
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

①
ニ
ュ
ー
ス
作
り

　

一
学
期
末
に
は
六
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
テ
ー
マ
を
決
め
、
取
材
を
夏
休
み
の
宿
題

と
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
い
じ
め
」「
花
屋
」「
洗

濯
機
の
カ
ビ
」「
交
通
事
故
」「
陸
上
部
の
活
動
」

「
部
活
動
顧
問
の
先
生
方
」
の
六
つ
。

　

二
学
期
に
入
り
、
再
度
テ
ー
マ
を
確
認
し
、

収
集
し
た
情
報
や
テ
ー
マ
か
ら
発
想
で
き
る
こ

と
が
ら
を
ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
の
カ
ー
ド
に
整
理
さ

せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
５

Ｗ
１
Ｈ
を
確
か
め
さ
せ
、
足
り
な
い
部
分
や
ふ

く
ら
ま
せ
た
い
部
分
の
取
材
に
、
校
内
や
地
域

の
商
店
街
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
や
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
を
さ
せ
て
取
り
組
ま
せ
た
。

　

十
月
の
文
化
祭
で
は
一
グ
ル
ー
プ
が
ビ
デ
オ

で
演
示
、
新
聞
の
四
グ
ル
ー
プ
、
放
送
台
本
の

一
グ
ル
ー
プ
が
展
示
を
行
っ
た
。

②
ふ
り
か
え
り

「
放
送
」
は
「
送
り
っ
ぱ
な
し
」
で
は
い
け
な

い
。
発
表
を
終
え
た
あ
と
に
は
ふ
り
か
え
り
が

必
要
で
あ
る
。
自
分
は
ニ
ュ
ー
ス
で
何
を
伝
え

た
か
っ
た
の
か
、
き
ち
ん
と
そ
れ
は
伝
わ
っ
て

い
た
の
か
を
検
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
メ

デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
基
本
で
あ
る
情
報
を
吟

味
し
分
析
す
る
力
が
活
用
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
反
省
を
生
か
し
、
メ
デ
ィ
ア

を
変
え
て
制
作
し
直
す
こ
と
を
課
題
に
し
て
、

次
は
ラ
ジ
オ
番
組
作
り
を
計
画
し
た
。

　

見
れ
ば
わ
か
る
情
報
を
、
聞
い
て
わ
か
る
よ

う
に
す
る
に
は
、
ど
う
こ
と
ば
を
立
ち
上
げ
れ

ば
よ
い
の
か
考
え
さ
せ
た
い
。
作
品
は
、
お
昼

の
学
校
放
送
で
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

４　

メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
に
挑
戦

　

三
学
期
は
新
た
な
テ
ー
マ
で
ニ
ュ
ー
ス
制
作

に
取
り
組
ま
せ
た
い
。
で
き
れ
ば
、
公
の
メ
デ

ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
、
社
会
に
む
け
て
発
信
さ

せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
作

っ
た
も
の
を
書
き
直
し
、
新
聞
の
投
稿
欄
に
送

る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
。
公
の
メ
デ
ィ
ア
に

発
信
す
る
こ
と
で
、
社
会
に
参
画
す
る
と
い
う

一
つ
の
責
任
感
を
も
た
せ
た
い
。
社
会
に
開
か

れ
た
学
習
で
あ
る
こ
と
も
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ

ー
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
。

５　

総
合
的
学
習
の
時
間
と
は

　

総
合
的
学
習
の
時
間
の
ね
ら
い
で
あ
る
課
題

解
決
能
力
そ
の
も
の
が
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
学
習
は
予
想
以

上
に
時
間
が
か
か
り
、ま
た
、予
想
以
上
に
豊
か

な
成
果
を
あ
げ
る
。総
合
的
学
習
の
時
間
に
は
、

指
導
の
手
だ
て
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
生
徒

と
と
も
に
作
り
上
げ
て
い
く
楽
し
さ
が
あ
る
。

〔
な
か
む
ら　

す
み
こ
〕
川
崎
市
立
麻
生
中
学
校
教

諭
。
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
川
崎
国
語
メ
デ
ィ
ア
研

究
会
を
川
崎
市
立
高
津
市
民
館
で
毎
月
開
催
し
て
い

る
。ZX

H
01126@

nifty.ne.jp

ま
で
。
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自
主
プ
リ
ン
ト
と
自
己
評
価
表
を
使
っ
た
授

業
で
、
私
は
書
写
の
時
間
に
や
り
が
い
を
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
徒
の
、
書
写
に
関
す
る

能
力
や
意
識
の
変
化
が
毎
時
間
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
だ
。

  

そ
れ
ま
で
は
と
に
か
く
生
徒
を
座
ら
せ
、
静

か
に
さ
せ
、
教
科
書
の
文
字
を
書
か
せ
、
提
出

さ
せ
た
作
品
の
う
ま
く
書
け
て
い
る
と
こ
ろ
に

朱
で
丸
を
つ
け
る
｜
そ
れ
が
書
写
の
時
間
の
常

で
あ
り
、
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
で
い
い
の
か
…
。い
つ
も
そ
う
思
っ
て
い
た
。

も
っ
と
違
う
や
り
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

  

本
屋
で
参
考
に
な
り
そ
う
な
本
を
探
す
が
、

小
学
校
の
実
践
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
私
は
そ
れ
を
応
用
す
る
力
を
も
っ
て
い

な
か
っ
た
。

  
平
成
十
二
年
度
に
東
京
都
教
育
研
究
員
と
し

て
他
校
の
先
生
方
と
と
も
に
勉
強
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
一
年
が
、
授
業
内
容
を
大
き
く
変
え
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
何
よ
り
も
私
の
認
識
が

変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

  

そ
れ
以
後
、
授
業
で
用
意
し
て
い
る
も
の
が

次
の
三
つ
で
あ
る
。（
す
べ
て
自
主
プ
リ
ン
ト
）

  

①
毛
筆
練
習
用
紙

  

②
硬
筆
練
習
用
紙

  

③
自
己
評
価
表

①
に
つ
い
て
…
そ
の
時
間
の
目
標
に
あ
わ
せ
て

作
っ
た
数
種
類
の
練
習
用
紙
を
重
ね
、
上
端
を

ホ
チ
キ
ス
で
と
め
た
も
の
。
わ
ら
半
紙
に
印
刷

す
る
。
枚
数
は
内
容
や
授
業
時
間
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
五
十
分
授
業
で
だ
い
た
い
六
枚
か
ら

十
枚
く
ら
い
。
成
果
を
実
感
す
る
た
め
に
プ
リ

ン
ト
の
一
枚
め
は
「
ま
と
め
書
き
」、
二
枚
め

は
「
試
し
書
き
」、
三
枚
め
以
降
を
細
か
い
部

分
の
練
習
用
紙
に
す
る
。

  

ま
ず
授
業
の
最
初
に
試
し
書
き
を
す
る
。
練

習
を
経
て
、
最
後
に
ま
と
め
書
き
。
練
習
の
と

き
、
生
徒
は
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
練
習
内
容

が
載
っ
て
い
る
箇
所
を
選
ん
で
書
く
の
で
、
ど

こ
か
ら
始
め
て
も
よ
い
。
下
敷
き
を
し
く
必
要

が
な
い
の
で
、続
け
て
ど
ん
ど
ん
練
習
で
き
る
。

自
作
プ
リ
ン
ト
に
よ
る

生
活
に
生
き
る

書
写
の
取
り
組
み

秋
庭 

加
惠
手東京都板橋区立板橋第五中学校

書
写

学
びの
部
屋
か
ら



学びの部屋から27

②
に
つ
い
て
…
Ｂ
５
判
程
度
の
用
紙
一
枚
に
硬

筆
練
習
用
の
枠
な
ど
を
書
い
た
も
の
。
上
質
紙

に
印
刷
し
て
い
る
。

  
内
容
は
、
そ
の
時
間
に
毛
筆
で
練
習
し
た
こ

と
を
硬
筆
で
も
書
い
て
み
る
と
い
う
も
の
。
毛

筆
の
と
き
と
同
じ
文
字
を
書
く
だ
け
で
な
く
、

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
要
素
を
含
ん
だ
他
の

文
字
も
練
習
す
る
。

  

学
ん
だ
こ
と
を
日
常
生
活
の
中
で
生
か
し
て

い
く
た
め
、
一
時
間
の
授
業
の
中
に
毛
筆
と
硬

筆
の
両
方
を
取
り
入
れ

る
よ
う
に
し
て
い
る
。

毛
筆
で
大
き
な
字
を
書

き
な
が
ら
身
に
つ
け
た

こ
と
を
、
授
業
中
の
ノ

ー
ト
や
メ
モ
書
き
な
ど

に
生
か
し
て
い
け
る
よ

う
す
る
た
め
で
あ
る
。

③
に
つ
い
て
…
毛
筆
・
硬
筆
の
両
方
に
つ
い
て

自
己
評
価
す
る
た
め
の
用
紙
。　
　
　
　

  　

「
そ
の
時
間
の
目
標
を
ど
の
く
ら
い
達
成
で
き

た
と
感
じ
る
か
」「
よ
く
達
成
で
き
た
と
思
う

と
こ
ろ
」「
ま
だ
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
、

練
習
し
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
」「
取
り
組
む
姿

勢
は
ど
う
だ
っ
た
か
」
な
ど
に
つ
い
て
文
章
や

記
号
で
書
き
込
め
る
も
の
を
作
り
、
生
徒
個
々

の
状
況
把
握
と
授
業
改
善
に
役
立
て
て
い
る
。

  

次
に
プ
リ
ン
ト
を
作
る
際
に
気
を
つ
け
て
い

る
点
を
三
つ
挙
げ
る
。

・
書
き
な
が
ら
「
自
分
は
今
ど
ん
な
目
標
を
達  

成
す
る
た
め
に
練
習
を
し
て
い
る
の
か
」
と

い
う
こ
と
を
意
識
で
き
る
よ
う
に
、
練
習
用

紙
の
右
下
に
課
題
と
つ
な
が
る
短
い
こ
と
ば

を
入
れ
る
。

・
効
果
的
に
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
ま

た
単
調
な
練
習
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
か
ご

書
き
・
骨
書
き
を
盛
り
込
ん
だ
り
、
始
筆
時

の
筆
の
向
き
を
書
き
込
ん
だ
り
、
多
様
な
練

習
を
角
度
を
変
え
て
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
練
習
す
る
文
字
の
大
き
さ
は
ど
の
く
ら
い
が  

よ
い
の
か
、
そ
の
と
き
の
文
字
数
や
目
標
内  

容
に
合
わ
せ
て
変
え
て
い
く
。

  
生
徒
は
、
半
紙
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
練
習
用

紙
に
ど
ん
ど
ん
書
い
て
い
く
形
態
や
一
時
間
内

に
硬
筆
と
毛
筆
の
両
方
が
入
っ
て
く
る
こ
と
な

ど
に
は
す
ぐ
に
慣
れ
た
。

  

ま
た
そ
の
時
間
の
目
標
を
最
初
に
示
し
、
そ

れ
に
合
わ
せ
た
練
習
用
紙
を
選
ん
で
使
う
こ
と

で
、
漫
然
と
文
字
を
書
い
て
い
る
と
い
う
様
子

は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

  

一
年
生
の
自
己
評
価
用
紙
に
は
「
○
と
い
う

文
字
の
何
画
め
と
何
画
め
の
連
続
が
き
ち
ん
と

書
け
な
か
っ
た
」「
試
し
書
き
の
と
き
は
結
び

が
苦
手
だ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
ま
と
め
書
き
で

は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
ふ
だ
ん
使
っ
て

い
る
ノ
ー
ト
を
見
て
み
る
と
、
自
然
に
ひ
ら
が

な
と
漢
字
の
調
和
が
で
き
て
い
た
」
な
ど
の
こ

と
ば
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

  

そ
の
時
間
の
目
標
に
沿
っ
た
具
体
的
な
こ
と

ば
を
書
け
る
こ
と
、
練
習
前
と
練
習
後
の
変
化

を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
だ
達
成
で
き
て
い
な

い
点
を
書
き
出
せ
る
こ
と
、
書
写
の
時
間
内
に

学
習
し
た
こ
と
を
日
常
生
活
の
中
に
生
か
し
て

い
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。

  

授
業
の
中
で
、
何
の
力
を
つ
け
る
た
め
に
そ

の
文
字
を
練
習
す
る
の
か
。
私
の
方
で
こ
の
目

標
を
伝
え
き
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
生
徒
の

自
己
評
価
表
の
こ
と
ば
が
文
字
全
体
に
関
し
て

の
抽
象
的
な
も
の
に
な
る
。
生
徒
の
自
己
評
価

表
は
、そ
の
ま
ま
私
の
自
己
評
価
表
で
も
あ
る
。  

今
後
は
硬
毛
関
連
を
も
っ
と
意
識
し
、
日
常
生

活
に
よ
り
直
結
し
た
内
容
の
プ
リ
ン
ト
を
作
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〔
あ
き
ば　

か
え
で
〕 

東
京
都
板
橋
区
立
板
橋
第
五

中
学
校
教
諭
。 

平
成
三
年
よ
り
公
立
中
学
校
勤
務
。

平
成
十
二
年
度
都
教
育
研
究
員
（
小
・
中
学
校
書
写
）

を
経
て
、
生
徒
の
豊
か
な
文
字
感
覚
と
、
日
常
生
活

に
生
か
す
書
写
力
の
育
成
を
目
指
す
。
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こ
と
ば
に
せ
ま
る

　

私
が
取
り
組
ん
で
い
る
仕
事
の
一
つ
に

供
述
分
析
が
あ
る
。
人
が
過
去
に
起
こ
っ

た
出
来
事
を
こ
と
ば
で
語
る
。
そ
の
語
ら

れ
た
こ
と
ば
が
現
実
に
起
源
を
も
つ
も
の

な
の
か
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
虚
構
に

発
す
る
も
の
な
の
か
を
判
別
す
る
。
そ
れ

が
課
題
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
あ
れ
こ
れ
と

具
体
的
な
事
例
に
つ
き
あ
い
な
が
ら
、
そ

こ
で
〝
こ
と
ば
〞
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
こ
こ
で
は
記
憶
と
こ
と
ば
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
お
話
し
て
み
よ
う
。

記
憶
は
う
そ
を
つ
く

　

記
憶
は
、
体
験
を
そ
の
ま
ま
ヴ
ィ
デ
オ

の
よ
う
に
写
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
い

数
時
間
前
に
体
験
し
た
こ
と
で
も
、
す
べ

て
を
隈
な
く
蘇
ら
せ
る
こ
と
は
不
可
能
だ

し
、
さ
ら
に
時
が
た
て
ば
多
く
は
忘
却
の

淵
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
に
記
憶
と
し

て
残
っ
た
部
分
も
写
真
の
よ
う
に
鮮
明
で

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
実
に
は
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
っ
そ
り
忍
び

込
ん
で
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

た
と
え
ば
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
話
が
あ

る
。
二
十
歳
す
ぎ
の
あ
る
女
性
が
心
の
悩

み
を
抱
え
て
、
発
作
的
な
不
安
に
襲
わ
れ

は
じ
め
、
や
が
て
日
常
生
活
に
も
支
障
を

来
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
心

理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
助
け
を
求
め
る
の
だ

が
、
彼
女
の
訴
え
る
症
状
を
聞
い
た
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
は
、
彼
女
に
思
い
が
け
な
い
質

問
を
投
げ
か
け
る
。「
あ
な
た
は
子
ど
も

の
こ
ろ
、
だ
れ
か
か
ら
性
的
虐
待
を
受
け

た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
か
？
」。
そ
う

問
わ
れ
て
、
ま
っ
た
く
思
い
当
た
る
こ
と

が
な
か
っ
た
彼
女
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を

否
定
す
る
。
し
か
し
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
納

得
せ
ず
、「
い
や
ぁ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
に
そ
の
兆
候
が
出
て
い
ま
す
か
ら

ね
」
と
言
う
。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
だ
が
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
当

初
の
彼
女
の
明
確
な
否
認
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
あ
な
た
の
問
題
の
背
後
に
は
、
性

的
虐
待
か
何
か
の
抑
圧
さ
れ
た
記
憶
が
あ

る
」
と
言
っ
て
譲
ら
ず
、
彼
女
に
小
さ
な

こ
ろ
の
こ
と
を
で
き
る
だ
け
深
く
、
細
か

く
想
起
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
彼
女
の
方

で
も
、
半
信
半
疑
な
が
ら
、
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
も
の

記
憶
想
起
の
作
業
を
繰
り
返
す
。
そ
う
し

て
父
親
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
れ
こ
れ
思
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い
出
し
、
そ
の
意
味
を
一
つ
ひ
と
つ
解
釈

し
て
い
く
う
ち
に
、
彼
女
は
や
が
て
、
父

親
か
ら
性
的
な
誘
惑
を
受
け
た
こ
と
、
さ

ら
に
は
性
的
な
行
為
を
強
い
ら
れ
た
光
景

を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
蘇
ら
せ
て
い
く
。
あ
げ

く
に
彼
女
は
父
親
か
ら
性
的
虐
待
を
受
け

た
と
し
て
裁
判
に
訴
え
、
結
果
と
し
て
、

そ
れ
ま
で
平
穏
だ
っ
た
家
族
が
完
全
に
破

綻
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
は
作
り
話
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
な
ど
で
は
、
現
実
に
こ
う
し
た
ケ

ー
ス
が
い
く
つ
も
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
な
か
に
は
実
際
に
訴
え
た
通

り
の
性
的
虐
待
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
に
は
、

根
も
葉
も
な
い
物
語
が
、
ま
る
で
現
実
の

出
来
事
の
よ
う
に
鮮
明
に
想
起
さ
れ
、
語

ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
、
例
外
と
は
言
え
な
い

ほ
ど
の
数
で
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
事
件
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
行
っ
た
心
理

学
実
験
で
、
実
際
に
体
験
し
て
は
い
な
い

こ
と
を
人
為
的
に
記
憶
に
は
め
込
む
こ
と

が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い

る
（
ロ
フ
タ
ス
＆
ケ
ッ
チ
ャ
ム
／
仲
真
紀

子
訳
『
抑
圧
さ
れ
た
記
憶
の
神
話
』
誠
信

書
房
）。

　

記
憶
は
曖
昧
で
、
そ
こ
に
無
数
の
空
白

が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
残
さ
れ
た
記
憶

そ
の
も
の
が
し
ば
し
ば
う
そ
を
つ
く
。
た

だ
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

記
憶
は
そ
れ
単
独
で
う
そ
を
つ
け
る
わ
け

で
は
な
い
。
記
憶
の
う
そ
に
は
、
言
わ
ば

共
犯
者
が
い
る
。
そ
の
共
犯
者
が
こ
と
ば

な
の
で
あ
る
。
現
に
い
ま
あ
げ
た
例
に
し

て
も
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
「
問
題
の
背
後

に
性
的
虐
待
が
あ
る
は
ず
だ
」と
強
調
し
、

そ
の
線
に
乗
っ
て
女
性
と
こ
と
ば
の
や
り

と
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
ば
の
循
環
に
唆
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、

彼
女
の
な
か
に
記
憶
像
が
生
み
出
さ
れ
、

そ
れ
が
自
分
の
記
憶
と
し
て
身
の
う
ち
に

注
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
ば

に
は
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
。
で
な
け
れ

ば
、
こ
の
種
の
う
そ
は
成
り
立
た
な
い
。

記
憶
は
こ
と
ば
に
乗
せ
ら
れ
て
虚
偽
を
演

じ
た
だ
け
の
従
犯
で
あ
っ
て
、
主
犯
は
む

し
ろ
こ
の
こ
と
ば
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
正

確
だ
ろ
う
。

こ
と
ば
の
う
そ

　

こ
と
ば
は
記
憶
に
う
そ
を
つ
か
せ
る
だ

け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
そ
れ
独
自
で
も
う

そ
を
つ
く
。
右
の
話
の
よ
う
に
、
真
の
記

憶
の
消
え
失
せ
た
空
白
に
少
し
ず
つ
別
の

物
語
が
は
め
込
ま
れ
る
の
と
は
違
っ
て
、

は
っ
き
り
記
憶
が
あ
る
そ
の
う
え
に
、
現

実
に
は
な
か
っ
た
別
の
物
語
を
、
こ
と
ば

で
も
っ
て
描
き
込
む
。私
た
ち
が
通
常「
う

そ
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
そ
う
い
う
も
の

で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
、
ほ
ん
と
う
の

こ
と
を
し
っ
か
り
知
っ
て
い
な
が
ら
、
あ

え
て
そ
れ
を
偽
り
、
相
手
に
向
け
て
別
の

物
語
を
立
て
て
見
せ
る
。
一
つ
例
を
あ
げ

よ
う
。

　

十
年
ほ
ど
前
、
あ
る
男
子
大
学
生
が
小

学
校
四
年
生
の
女
の
子
に
わ
い
せ
つ
行
為

を
働
い
た
と
し
て
刑
事
告
訴
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
女
の
子
は
法
廷
で
も
わ
い
せ
つ

被
害
を
証
言
し
た
。
私
は
こ
の
事
件
で
、

弁
護
側
か
ら
女
の
子
の
被
害
供
述
を
鑑
定

す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
。
私
が
鑑
定
を

受
託
し
て
、
提
供
さ
れ
た
資
料
を
読
ん
で

い
く
な
か
で
見
え
て
き
た
こ
と
が
い
く
つ

か
あ
る
。
事
を
は
っ
き
り
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
が
、
私
に
見
え
た
範
囲

で
そ
れ
を
記
述
す
る
と
す
れ
ば
こ
う
な
る

（
主
人
公
と
な
る
女
の
子
を
こ
こ
で
は
Ｍ

子
と
し
て
お
く
）。

　

Ｍ
子
の
母
親
は
教
育
熱
心
で
、
小
学
校

四
年
生
の
Ｍ
子
を
週
に
五
日
、
有
名
進
学
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塾
に
通
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
に
日
曜
日
に

は
い
つ
も
模
擬
試
験
な
ど
が
あ
る
た
め
、

Ｍ
子
が
塾
に
行
か
な
い
の
は
週
の
う
ち
一

日
だ
け
。
そ
の
た
め
彼
女
は
友
達
と
十
分

遊
ぶ
ゆ
と
り
も
な
く
、
毎
日
勉
強
に
追
わ

れ
る
日
々
だ
っ
た
。
お
か
げ
で
成
績
は
ま

ず
ま
ず
だ
っ
た
の
だ
が
、
算
数
だ
け
は
ど

う
も
苦
手
で
成
績
が
上
が
ら
な
い
。
そ
こ

で
母
親
は
塾
に
加
え
て
、
週
二
日
家
庭
教

師
に
算
数
の
勉
強
を
見
て
も
ら
お
う
と
考

え
た
。
幸
い
、
近
所
に
有
名
国
立
大
学
の

工
学
部
に
通
っ
て
い
る
大
学
生
が
い
た
の

で
、知
り
合
い
を
介
し
て
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、

や
っ
て
も
い
い
と
の
こ
と
。
早
速
、
そ
の

年
の
夏
休
み
の
時
期
か
ら
は
じ
め
て
も
ら

う
こ
と
に
し
た
。

　

最
初
の
こ
ろ
、
Ｍ
子
は
ま
だ
慣
れ
な
い

こ
と
も
あ
っ
て
、
家
庭
教
師
の
先
生
の
前

で
ま
じ
め
に
勉
強
し
て
い
た
ら
し
い
。
と

こ
ろ
が
慣
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
先
生

が
問
題
を
出
し
て
も
ふ
ざ
け
て
、
真
剣

に
取
り
組
ま
な
い
こ
と
が
目
立
ち
は
じ
め

た
。
勉
強
づ
く
め
の
毎
日
の
な
か
で
、
Ｍ

子
に
は
家
庭
教
師
の
時
間
が
息
抜
き
の
時

間
に
な
り
、
や
さ
し
い
先
生
に
甘
え
る
気

持
ち
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
む

し
ろ
自
然
な
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
大
学
生
の
方
で
は
こ
の
Ｍ
子
の
態
度

に
手
を
焼
く
。
ふ
ざ
け
て
膝
に
乗
っ
て
遊

ん
だ
り
す
る
Ｍ
子
を
、
仕
方
な
く
両
手
で

抱
え
上
げ
て
椅
子
に
座
ら
せ
よ
う
と
し
た

り
も
す
る
が
、
そ
の
う
ち
膝
の
上
で
も
い

い
か
ら
勉
強
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
っ
て
あ

き
ら
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ

Ｍ
子
が
そ
ん
な
ふ
う
に
ま
じ
め
に
勉
強
し

て
く
れ
な
い
こ
と
を
母
親
に
は
告
げ
な
か

っ
た
。
教
育
熱
心
な
母
親
に
言
え
ば
、
Ｍ

子
が
叱
ら
れ
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
た

し
、
そ
れ
が
や
は
り
不
憫
に
思
え
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
し
て
年
が
明
け
、
年
度
の

変
わ
る
三
月
の
下
旬
の
あ
る
日
、
も
う
家

庭
教
師
を
続
け
る
こ
と
が
苦
痛
に
な
っ
て

い
た
大
学
生
は
、
勉
強
を
終
え
て
帰
る
間

際
に
、
Ｍ
子
に
直
接
や
め
た
い
旨
を
告
げ

た
の
で
あ
る
。
母
親
に
は
後
で
あ
ら
た
め

て
言
う
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
。

　

大
学
生
が
帰
っ
た
の
が
夜
の
10
時
過

ぎ
、
い
つ
も
な
ら
Ｍ
子
は
、
先
生
が
帰
っ

た
あ
と
、
自
分
の
部
屋
か
ら
下
り
て
き
て

お
茶
を
飲
む
。
と
こ
ろ
が
そ
の
日
は
下
り

て
こ
な
い
。
母
親
が
下
か
ら
呼
ん
で
も
返

事
が
な
い
。
心
配
に
な
っ
た
母
親
が
二
階

の
Ｍ
子
の
部
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
Ｍ
子

が
泣
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
泣
い
て
い
る

か
を
問
い
た
だ
し
て
も
Ｍ
子
は
答
え
よ
う

と
し
な
い
。
母
親
は
次
第
に
不
安
に
な
っ

て
く
る
。
な
に
し
ろ
先
生
が
帰
っ
た
直
後

で
あ
る
。
そ
の
先
生
と
あ
い
だ
で
何
か
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
母
親
が
思
っ

た
と
し
て
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
問
題

は
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
Ｍ
子
に
対
し
て
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
聞
い
た
の
か
は
不

明
だ
が
、
不
安
に
駆
ら
れ
た
母
親
は
、
先

生
に
何
か
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
、
そ
の
何
か
を
性
的
な
何
か
と
し
て
意

識
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
母
親
が
問
い

た
だ
し
て
い
く
な
か
で
、
Ｍ
子
は
や
が
て

「
先
生
に
い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
」
と
言
い

は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は

前
年
の
秋
か
ら
の
こ
と
だ
と
い
う
。

　

こ
の
話
を
Ｍ
子
が
自
分
の
方
か
ら
言
い

出
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
母
親
が
誘
導
的

に
聞
き
出
し
た
の
は
定
か
で
な
い
。
と
も

あ
れ
Ｍ
子
か
ら
こ
の
話
を
聞
き
出
し
た
母

親
は
、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま

家
を
飛
び
出
し
、
家
庭
教
師
の
大
学
生
の

家
に
ど
な
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
夜
中
の
11
時
前
で
あ
る
。
娘
か
ら

話
を
聞
い
た
時
間
は
多
め
に
見
積
も
っ
て

も
せ
い
ぜ
い
20
分
。
事
の
真
偽
を
十
分
に

確
か
め
る
以
前
の
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
だ
け

こ
と
ば
に
せ
ま
る
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母
親
が
興
奮
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

自
分
が
ま
じ
め
に
勉
強
し
な
か
っ
た
た

め
に
先
生
か
ら
や
め
る
と
言
わ
れ
た
と
い

う
の
が
事
実
だ
と
し
て
、
Ｍ
子
に
は
こ
の

こ
と
を
教
育
熱
心
で
厳
し
い
母
親
に
言
う

こ
と
は
と
て
も
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
Ｍ
子
が
苦
し
ま

ぎ
れ
に
う
そ
を
つ
い
た
可
能
性
は
高
い
。

と
も
あ
れ
こ
れ
が
発
端
に
な
っ
て
大
学
生

は
Ｍ
子
の
両
親
か
ら
告
訴
さ
れ
、
こ
れ
を

警
察
・
検
察
が
取
り
上
げ
て
、
裁
判
に
ま

で
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。こ

と
ば
と「
過
去
」の
世
界

　

こ
こ
で
事
の
真
偽
を
断
定
す
る
つ
も
り

は
な
い
。
何
し
ろ
だ
れ
も
、
大
学
生
と
Ｍ

子
が
勉
強
し
て
い
た
現
場
、
あ
る
い
は
母

親
が
泣
き
じ
ゃ
く
る
Ｍ
子
を
問
い
た
だ

し
た
現
場
に
居
合
わ
し
て
は
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
前
後
の
状
況
か
ら
し
て
Ｍ

子
が
う
そ
を
つ
い
た
可
能
性
は
濃
厚
だ
っ

た
。
し
か
し
裁
判
で
は
Ｍ
子
の
話
は
う
そ

だ
と
い
う
大
学
生
の
主
張
は
通
ら
ず
、
母

親
が
Ｍ
子
か
ら
こ
と
ば
で
聞
き
出
し
た
わ

い
せ
つ
被
害
の
物
語
が
、
実
際
に
起
こ
っ

た
出
来
事
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。つ
ま
り
、

の
ち
に
裁
判
所
の
判
決
を
読
む
人
々
に
と

っ
て
、
大
学
生
の
わ
い
せ
つ
犯
罪
は
公
式

に
認
め
ら
れ
た
「
過
去
」
の
ひ
と
こ
ま
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
事
件
に
つ
き
あ
い
な
い
が
ら

私
が
つ
く
づ
く
思
う
の
は
、「
過
去
」
は

現
実
に
生
起
し
た
出
来
事
の
あ
つ
ま
り
と

し
て
、
ど
こ
か
に
客
観
的
に
固
定
さ
れ
て

あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、
人
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ

れ
る
こ
と
ば
の
流
れ
の
な
か
か
ら
、
そ
の

沈
殿
物
を
集
め
て
、
社
会
的
に
構
成
さ
れ

て
い
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ

さ
い
Ｍ
子
は
、
家
庭
教
師
の
時
間
、
ま
じ

め
に
勉
強
し
な
い
で
ふ
ざ
け
て
い
た
そ
の

現
実
の
記
憶
を
伏
せ
て
、
そ
こ
に
先
生
が

わ
い
せ
つ
行
為
を
働
く
物
語
を
描
き
込
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
公
式
の
「
過

去
」
の
な
か
に
記
録
さ
れ
な
い
。

　

学
校
な
ど
で
は
、
こ
と
ば
は
表
現
の
手

段
と
し
て
教
え
ら
れ
、
作
品
を
書
き
、
あ

る
い
は
読
む
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か

し
供
述
分
析
で
対
象
と
な
る
の
は
、
単
な

る
作
品
と
し
て
の
こ
と
ば
で
な
く
、
生
活

の
現
実
の
な
か
で
人
ど
う
し
が
交
わ
す
こ

と
ば
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
と
ば
が
記
憶

を
歪
め
、
空
白
に
虚
偽
を
注
入
し
、
あ
る

い
は
頑
と
し
て
あ
る
記
憶
を
覆
い
隠
し
、

別
の
も
の
に
仕
立
て
上
げ
て
、
現
実
を
偽

る
。
こ
と
ば
で
語
ら
れ
た
こ
の
「
過
去
」

の
世
界
に
、
こ
と
ば
の
理
論
を
楯
に
攻
め

入
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
。
そ

れ
が
私
に
と
っ
て
の
供
述
分
析
の
仕
事
な

の
だ
が
、
そ
の
難
し
さ
は
並
み
大
抵
の
も

の
で
は
な
い
。

　

思
え
ば
、
こ
と
ば
は
文
字
ど
お
り
の
意

味
で
の
表
現
の
手
段
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
方
で
隠
蔽
の
手
段
で
も
あ
っ
て
、

そ
れ
が
蔽
う
世
界
は
、
人
が
生
き
る
世
界

と
同
じ
だ
け
の
広
が
り
を
も
つ
。
と
す
れ

ば
、
こ
の
虚
実
で
あ
ざ
な
わ
れ
た
こ
と
ば

の
世
界
に
い
か
に
迫
る
か
は
、
お
そ
ら
く

狭
義
の
供
述
分
析
を
越
え
た
、
さ
ら
に
大

き
な
意
味
を
も
つ
は
ず
な
の
だ
が
…
…
。

こ
の
広
い
意
味
で
の
供
述
分
析
の
先
に
何

が
現
れ
て
く
る
か
は
、
ま
だ
私
に
は
十
分

見
え
て
い
な
い
。

〔
は
ま
だ　

す
み
お
〕 

花
園
大
学
教
授
。

１
９
４
７
年
生
ま
れ
。
発
達
心
理
学
お
よ

び
供
述
心
理
学
の
研
究
者
。『〈
う
そ
〉
を

見
抜
く
心
理
学
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）

『
自
白
の
心
理
学
』（
岩
波
書
店
）『「
私
」
と

は
何
か
』（
講
談
社
）
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
国
語
教
育

＊
国
語
学
力

＊
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

＊
評
価
の
工
夫尾

木 

和
英東京女子体育大学

国
語
学
力 

ど
う
と
ら
え
ど
う
向
上
さ
せ
る
か

　

平
成
十
四
年
一
月
に
文
部
科
学
省
か
ら
「
二

○
○
二
ア
ピ
ー
ル　

学
び
の
す
す
め
」
が
発
表

さ
れ
て
以
来
、
学
力
問
題
が
さ
な
ざ
ま
な
か
た

ち
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
の
ね
ら
い
を
実
現
し
、
確

か
な
学
力
を
つ
け
る
た
め
、
各
学
校
に
お
い
て

は
多
様
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
ま
ず
は
「
国
語
学
力
」

を
あ
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

国
語
学
力
に
つ
い
て
、
『
中
学
校
学
習
指
導

要
領
解
説
国
語
編
（
平
成
10
年
12
月
）
』
の
記

述
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正

確
に
理
解
す
る
能
力
で
あ
り
、
特
に
社
会
生
活

に
必
要
な
言
語
能
力
と
し
て
、
互
い
の
立
場
や

考
え
を
尊
重
し
つ
つ
こ
と
ば
に
よ
り
伝
え
合
う

力
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

  

文
章
が
読
め
な
い
書
け
な
い
か
ら
、
こ
と
ば

を
知
ら
な
い
、
漢
字
が
書
け
な
い
と
い
っ
た
レ

ベ
ル
ま
で
、
一
般
社
会
、
実
業
界
、
大
学
関

係
者
か
ら
国
語
学
力
に
関
し
厳
し
い
指
摘
が
あ

る
。
今
後
の
指
導
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
課

題
の
克
服
を
目
指
し
、
年
間
の
指
導
計
画
、
学

習
の
ま
と
ま
り
、
さ
ら
に
は
毎
時
間
の
授
業
に

お
い
て
、
こ
の
授
業
で
は
何
を
主
た
る
目
標
と

し
、
ど
う
い
う
力
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
か
、

ね
ら
い
を
し
ぼ
り
効
果
的
な
指
導
を
目
指
す
こ

と
が
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発 

な
ぜ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
か 

　

授
業
中
の
私
語
、
国
語
ぎ
ら
い
の
生
徒
の
問

題
に
直
面
す
る
教
室
で
は
、

　

①
学
習
意
欲
喚
起
の
工
夫

　

②
秩
序
あ
る
学
習
集
団
の
形
成

　

③
生
徒
を
引
き
つ
け
る
学
習
活
動
の
組
織

　

④
生
徒
の
関
心
に
訴
え
る
教
材
の
開
発

　

⑤
効
果
的
な
教
育
・
情
報
機
器
の
活
用

な
ど
が
指
導
改
善
の
緊
急
課
題
に
な
る
。

　

生
き
る
力
と
し
て
の
国
語
力
の
育
成
と
い
う

観
点
か
ら
は
、
生
徒
を
受
け
身
の
立
場
に
お
く

一
方
向
的
な
授
業
の
克
服
が
課
題
に
な
る
。

　

今
後
の
学
習
指
導
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
内

発
的
な
学
習
意
欲
、
主
体
的
な
課
題
意
識
が
重

視
さ
れ
、
確
か
な
学
力
の
定
着
、
さ
ら
に
は
自

ら
の
学
習
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
能
力
の
育
成
が
重

視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
人
間
形
成
に
資
す
る
指
導
の
展
開
も
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な
指
導
が
行
え
る
よ
う
指
導
の
在
り
方
に
つ
い

て
工
夫
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
改
善
が
求
め
ら
れ

る
の
は
ど
こ
か
。
現
在
の
取
り
組
み
は
効
果
的

と
い
え
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
を
把
握
し
次
の
改

善
に
結
び
付
け
る
の
が
評
価
で
あ
り
、
指
導
改

善
の
カ
ギ
は
評
価
が
握
っ
て
い
る
。

  

指
導
改
善
に
生
き
る
評
価
と
い
う
こ
と
で
、   

　

①
各
学
校
で
の
評
価
規
準
の
作
成

　

⑤
評
価
規
準
を
明
確
に
し
た
授
業
の
実
施  

③
指
導
と
評
価
の
改
善
に
機
能
す
る
研
修
体

制
の
確
立

　

⑥
公
正
で
信
頼
性
の
高
い
評
定
へ
の
取
り
組
み 

　

⑤
生
徒
・
保
護
者
へ
の
十
分
な
説
明

が
当
面
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

特
に
、
指
導
改
善
を
一
層
効
果
的
な
も
の
に

す
る
た
め
、
評
価
結
果
を
生
徒
、
保
護
者
に
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
評

価
を
生
か
し
主
体
的
に
学
習
に
取
組
む
生
徒
を

育
て
る
と
と
も
に
、そ
の
指
導
を
支
え
る
教
師
・

保
護
者
の
協
力
体
制
づ
く
り
に
努
め
た
い
。 

〔
お
ぎ　

か
ず
あ
き
〕
東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
。

東
京
都
公
立
学
校
教
諭
、
東
京
都
教
育
委
員
会
指
導

主
事
等
を
経
て
現
職
。
著
書
に
『
提
言
国
語
科
授
業

改
善
十
二
章
』『
評
価
で
変
わ
る
国
語
の
授
業
』（
い

ず
れ
も
三
省
堂
）『
新
版 

校
内
研
究
事
典
』（
ぎ
ょ

う
せ
い
）
が
あ
る
。

国
語
科
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
成
就
感
の
得

ら
れ
ぬ
授
業
に
よ
っ
て
生
徒
は
無
力
感
に
と
ら

わ
れ
る
。
わ
か
ら
な
い
。
で
き
な
い
。
何
の
た

め
の
授
業
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

が
ん
ば
り
が
認
め
ら
れ
学
習
の
成
果
が
交
流

さ
れ
深
め
ら
れ
た
と
き
、
生
徒
は
成
就
感
を
手

に
す
る
。
学
級
の
全
員
が
協
力
し
支
え
合
っ
て

学
び
を
進
め
、
学
ぶ
者
す
べ
て
が
互
い
に
「
意

味
あ
る
存
在
」
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

生
徒
一
人
一
人
が
力
い
っ
ぱ
い
活
動
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
人
間
形
成
の
中
核
と
な
る
言
語
能

力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
克
服
は
、
効

果
的
な
指
導
計
画
、
効
果
的
な
指
導
の
展
開
に

よ
っ
て
実
現
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
の
第
二
に

「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
」
を
取
り
上
げ
た
理
由

が
こ
こ
に
あ
る
。

評
価
の
工
夫

指
導
改
善
に
機
能
す
る
評
価

『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
（
平
成

10
年
12
月
）
』
に
は
、
「
指
導
の
改
善
に
生
か

す
と
い
う
視
点
を
一
層
重
視
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
り
、
評
価
を
通
じ
て
、
教
師
が
指
導
の

過
程
や
方
法
に
つ
い
て
反
省
し
、
よ
り
効
果
的
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大
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滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校

い
ま
、

小
学
校
で
は

Ｋ
の
こ
と
ば
か
ら

　

■
そ
れ
よ
り
も 

　

勤
め
を
終
わ
っ
て
、帰
り
の
電
車
に
乗
っ
た
。

知
り
合
い
の
中
学
教
師
Ｋ
と
席
が
同
じ
に
な
っ

た
。
彼
は
、
県
の
中
学
校
国
語
部
会
の
幹
事
を

務
め
て
お
り
、
時
に
は
研
究
の
話
な
ど
を
す
る

間
柄
で
あ
る
。

  

そ
の
日
の
話
題
は
、「
小
学
校
卒
業
時
の
国

語
に
関
す
る
学
力
で
気
に
な
る
こ
と
」。
も
ち

ろ
ん
、
小
学
校
教
師
で
あ
る
わ
た
し
か
ら
投
げ

か
け
た
も
の
で
あ
る
。

  

Ｋ
は
し
ば
ら
く
考
え
込
ん
だ
あ
と
、
漢
字
や

作
文
に
関
す
る
力
の
弱
さ
を
指
摘
し
た
う
え

で
、
改
め
て
顔
を
上
げ
、｢

そ
れ
よ
り
も
…｣

と
続
け
た
。

  

そ
れ
よ
り
も
、
小
学
校
で
育
て
ら
れ
て
き
た

は
ず
の
「
話
す
・
聞
く
力
」
が
、
中
学
校
に
入

る
と
途
端
に
大
事
に
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
の
ほ

う
が
深
刻
な
問
題
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分

は
ス
ピ
ー
チ
の
指
導
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
職

場
で
も
そ
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。し
か
し
、

仲
間
の
国
語
教
師
た
ち
は
、
高
校
入
試
に
関
係

が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
音
声
言
語
に
は
見
向

き
も
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

  

驚
い
た
。「
伝
え
合
う
力
」
を
高
め
る
こ
と

は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
小
中
高
を

通
じ
て
教
科
目
標
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
は
ず
で

あ
る
。
な
か
で
も
、「
話
す
こ
と
」
と
「
聞
く

こ
と
」
が
中
黒
で
結
ば
れ
た
音
声
言
語
の
学
び

は
、新
鮮
な
研
究
対
象
で
あ
る
は
ず
な
の
に
…
。

■　

国
語
に｢

帰
る｣ 

　

学
習
指
導
要
領
全
面
実
施
の
今
年
、
小
学
校

で
は
大
変
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。
昨
年
ま

で
、
ど
こ
の
学
校
も
「
総
合
」
一
色
で
あ
っ
た

校
内
研
究
の
テ
ー
マ
が
、「
国
語
科
」
を
窓
口

と
し
た
も
の
へ
と
急
速
に
戻
っ
て
き
た
。

  

戻
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
小
学

校
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
教
科
の
中
で
時
間

数
が
最
も
多
く
、
基
礎
学
力
と
目
さ
れ
る
国
語

科
が
校
内
研
の
テ
ー
マ
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
昨
年
ま
で
に
総
合
的

な
学
習
の
時
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
一
応
の
完

成
を
見
、
ま
し
て
、
文
科
省
が
「
学
力
低
下
問

題
」
に
揺
れ
、
基
礎
・
基
本
の
徹
底
に
路
線
変

更
を
し
た
か
に
見
え
る
今
、
そ
れ
は
至
極
当
然

の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

  

し
か
し
、
こ
の
小
学
校
の
「
国
語
科
」
へ
の

回
帰
は
、
単
純
に
三
年
前
（
移
行
措
置
期
間
前

年
）
に
戻
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
細
か

く
見
る
と
、
今
年
の
国
語
科
研
究
は
以
前
の
そ

れ
と
は
、明
ら
か
に
違
う
様
相
を
示
し
て
い
る
。
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ま
ず
、
内
容
が
違
う
。
以
前
の
国
語
科
学
習

指
導
法
研
究
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
「
読
む
こ

と
」、
次
い
で
「
書
く
こ
と
」
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、現
在
は｢
伝
え
合
う
力
」、な
か
で
も「
話

す
こ
と･

聞
く
こ
と｣

を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の

が
多
い
。
こ
れ
は
、
指
導
要
領
改
訂
の
趣
旨
に

そ
っ
た
も
の
と
い
う
見
方
も
で
き
る
が
、
も
う

一
つ
、
現
場
か
ら
の
求
め
も
あ
る
。

　

総
合
学
習
の
時
間
に
、
知
り
た
い
こ
と
を
尋

ね
た
り
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）、
グ
ル
ー
プ
で
学

習
計
画
を
立
て
た
り
（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）、

調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
（
ス
ピ
ー
チ
）
す

る
力
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
に
、
学
習
そ
の
も

の
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ

か
ら
、
国
語
、
と
り
わ
け
、
音
声
言
語
の
能
力

の
育
成
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

  

ま
た
、
研
究
手
法
も
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。

「
読
む
こ
と
」
中
心
の
国
語
科
時
代
に
は
、
文

章
の
教
材
解
釈
が
重
要
視
さ
れ
た
。
内
容
が
ま

ず
あ
っ
て
、
教
師
の
解
釈
に
ど
こ
ま
で
子
ど
も

を
近
づ
け
る
か
が
競
わ
れ
た
。
し
か
し
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
は
、
こ
う
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
内
容
は
な
い
。
む
し
ろ
、
話

し
た
い
気
持
ち
、
聞
き
た
い
気
持
ち
を
ど
の
よ

う
に
高
め
る
か
に
指
導
の
力
点
が
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
、「
読
む
こ
と
」
時

代
に
は
曖
昧
で
あ
っ
た
「
話
し
方
・
聞
き
方
」

の
『
ス
キ
ル
』
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

  

教
科
書
は
、「
書
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
限

界
を
、
今
な
お
超
え
ら
れ
な
い
で
い
る
。「
読

む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」（
文
字
言
語
）
が
主
流

で
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
も
の
が
、
音

声
言
語
を
本
気
で
求
め
て
い
け
ば
、
紙
の
上

で
表
現
で
き
る
学
習
材
は
お
の
ず
と
制
限
さ
れ

る
。
現
場
の
教
師
た
ち
は
、
す
で
に
そ
の
こ
と

に
気
づ
き
つ
つ
あ
る
。
教
科
書
に
頼
ら
な
い
、

自
作
学
習
材
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
。

　

■
ヴ
ィ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
手
に

  

そ
ん
な
わ
け
で
、
国
語
の
授
業
に
教
室
に
向

か
う
わ
た
し
自
身
の
ス
タ
イ
ル
も
以
前
と
は
随

分
変
わ
っ
た
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

授
業
で
は
、
教
科
書
を
持
た
ず
、
代
わ
り
に
ヴ

ィ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
教

室
を
抜
け
出
し
て
の
授
業
も
増
え
た
。

  

例
え
ば
、
四
年
生
の
学
習
。
歩
い
て
十
分
ほ

ど
の
商
業
地
へ
出
か
け
る
。
デ
パ
ー
ト
に
向
か

い
合
う
小
さ
な
公
園
に
陣
取
っ
て
、「
実
況
」

の
学
習
を
仕
組
む
。
大
通
り
を
走
る
車
、
デ
パ

ー
ト
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
買
い
物
客
、
深
ま

り
ゆ
く
秋
の
こ
と
等
々
、
子
ど
も
た
ち
は
、
見

え
る
も
の
聞
こ
え
る
も
の
を
素
早
く
と
ら
え

て
、
テ
レ
ビ
の
レ
ポ
ー
タ
ー
よ
ろ
し
く
話
し
出

す
。
ぶ
っ
つ
け
本
番
。
台
本
は
な
い
。
わ
た
し

は
カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
る
。
青
空
が
話
題
に
な
れ

ば
、
空
を
う
つ
し
て
や
る
。
歩
き
出
せ
ば
つ
い

て
い
く
。
レ
ポ
ー
ト
が
終
わ
る
と
、必
ず
一
言
、

ほ
め
こ
と
ば
を
添
え
る
。
ど
の
子
も
滑
ら
か
に

と
は
い
か
な
い
が
、
全
員
楽
し
そ
う
に
実
況
を

し
た
。 

　

六
年
の
学
習
で
は
、
学
校
生
活
を
も
っ
と
す

て
き
に
す
る
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
。

資
料
を
示
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
提
案
を
す
る

子
ど
も
た
ち
。
話
題
が
学
校
の
き
ま
り
で
あ
れ

ば
生
活
指
導
主
任
を
、
校
舎
の
問
題
で
あ
れ
ば

学
校
長
を
ゲ
ス
ト
に
招
き
、
大
人
た
ち
も
巻
き

込
ん
で
議
論
を
か
わ
す
。
真
剣
に
考
え
、
真
剣

に
話
す
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
　

＊       

＊       

＊　
　

  

こ
の
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
、
生
き
生
き

と
話
す
姿
を
見
る
に
つ
け
、
わ
た
し
は
、
冒
頭

の
中
学
教
師
Ｋ
の
「
そ
れ
よ
り
も
」
が
ま
す
ま

す
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

〔
お
お
す
ぎ　

み
の
る
〕
滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属

小
学
校
研
究
主
任
。「
表
現
の
コ
ア
」
に
つ
い
て
研
究

中
。
滋
賀
県
生
ま
れ
。
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　イギリスにおけるハンドライティングの教育目
標について述べる前に、本章と次章で、イギリ
スの教育改革と国語教育の概観について簡単
にまとめておきます。なお、本章については、
以下の文献に基づいて考察させていただいたこ
とをお断りしておきます。
○『イギリス教育政策史研究』（成田克矢著 
1966 御茶の水書房）

○『イギリスの学校』（T. パージェス著 菅野
芳彦・小菅東洋訳 1973 明治図書出版）

○『イギリス学校教育史』（田口仁久著 1982 
学芸図書）

○『イギリスの教育改革』（渡部蓊著 1990 
第一法規）

　1980 年代は国際的に見て教育改革の時代に
ありました。例えば、日本でも、1984 年に臨
時教育審議会を設置し、教育の抱える課題の
解決策と21世紀へ向けた時代や社会の変化へ
の対応策が検討され、多くの提言がなされてい
ます。
　イギリスでも、1980 年代に大きな教育改革が
起きます。今までの、子どもの興味・関心に偏
した学習が引き起こした、児童・生徒の学力
低下に対する不満等が増大し、従来最もイギ
リス的とされてきた地方分権による教育の在り
方に、国からの要請が加えられることになった
のです。1987年、当時の首相マーガレット・サ
ッチャー女史は、「（イギリスでは）現在、子ども
たちが受けるに値する教育は行われていない」
として、教育の質的向上を議会の最重要課題

としました。そこでは、全ての子どもが基本的
な能力（読み・書き・綴り・文法・算数）を身に
つけて、基本的な科学や技術を理解すること
の重要性が唱えられました。こうして成立した
のが「1988 年教育改革法」です。この教育
改革法によって、40 年ぶりにイギリスにおける
第二次世界大戦後の教育制度の枠組みに抜本
的な改革が加えられました。
　イギリス政府は教育水準の向上を果たすた
めに、「1988年教育改革法」の最も重要な部分
として、イギリスで初めての、義務教育段階にお
ける『全国共通カリキュラム』（日本の『学習指
導要領』に相当）を設定しました。このカリキュ
ラムは、イングランドおよびウェールズの公立学
校を対象に、
○数学・国語・理科の３つの中核教科と、歴
史・地理・技術・音楽・美術・体育・現代
外国語（中等教育段階）の７教科の、併せ
て 10教科を基礎教科とし必修とすること。

○基礎教科については７・11・14・16 歳時に
おける到達目標と学習計画を定めること。

○到達目標に対し、何を学び習得したかを評
価する全国共通テストを実施すること。

の３要素から成り立っています。授業時数は、
総授業数の 80 ～ 90％を基礎教科に充てるこ
と、また、基礎教科の中でもその 30 ～ 40％は
中核教科に充てることが望ましいとされてい
ます。さらに、中核教育の中でも、特に国語（英
語）教育については、その内容や方法の向上
が大きな課題とされています。

Ⅰ . 「1988 年教育改革法」と『全国共通カリキュラム』

小林 比出代
長野県立松本深志高等学校教諭

イギリスにおける
Handwriting の教育目標

研究の現場から

文字を書くことの教育は、日本のみならず
世界各国で行われています。
本稿では、その中の一つとして、イギリスでの
Handwriting （以下「ハンドライティング」と記す）の
教育目標について紹介します。
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　イギリスの『全国共通カリキュラム国語（＝
英語）科編』（日本の『学習指導要領国語科編』
に相当）では、Key Stage １（５～７歳）か
らKey Stage ４（14 ～ 16 歳）までの義務教
育段階における国語教育の目標として、まず、
スピーチや書くことを通して効果的なコミュ
ニケーションを図れる能力や、理解しながら
聞くことが出来る能力、また、意欲的に反応
しつつも判断能力を伴いながら読むことがで
きる能力を育成することが掲げられています
〈注１〉。これに続き、「a」として「話すこと

と聞くこと」、「b」として「読むこと」、「c」
として「書くこと」の教育内容が列挙されて
おり、ハンドライティングは「c」の中に位
置づけられています。
　さらに、「社会的・文化的また実務的な生
活に積極的にかかわっていくために、標準英
語を流暢かつ正確に話せて書けて読めること
が必要となる」として、標準英語の能力を養
成することに重きを置いています。また、そ
の助力のために、方言や外国語の学習も重要
視しています〈注２〉。

 『全国共通カリキュラム国語科編』には、そ
れまで曖昧にされてきたハンドライティング
の教育目標が法的に示されています。
　最初に掲げられているのは、Key stage1-4
（義務教育段階）の教育目標です。この中で、
ハンドライティングは「書くこと」の教育内
容の項に、句読法及びスペリングとともに「表
現技法」の一つとして設けられています。ま

た、句読法とスペリングには「正確さ」が、
ハンドライティングには「読みやすさ」が求
められています〈注３〉。
　続いて、それぞれの Key Stage（教育段階）
に応じての教育内容が示されています。以下、
各 Key Stage で「Key Skills」として設けら
れたハンドライティングの教育内容を要約し
てみます。

Ⅱ .『全国共通カリキュラム』にみる
国語教育の概観とハンドライティングの位置付け

Ⅲ . ハンドライティングの教育目標―『全国共通カリキュラム』より―

表 1 《Key Stage １（５～７歳）》〈注４〉
読みやすい文字が書ける能力を育成するために以下の指導を行う。
●無理のない鉛筆の持ち方
●紙面の左から右、上から下へ書いていくこと
●文字の書き始めと書き終わりの正しい書き方
●文字の大きさ及び形の均整・調和をとること
●文字間及び単語間の余白を規則正しく整然とすること

大文字・小文字ともに慣例的な字形を教え、単語ごと文字を続けて書くための基礎知識とする。効果的なコミ
ュニケーションをとるためには、読みやすく整然とした文字を書かなくてはいけないという認識を育成するこ
とを目標とする。
《Key Stage ２（７～ 11 歳）》〈注５〉
joined up（いわゆる「筆記体」）と printed styles（いわゆる「活字体」）の双方を読みやすく書ける能力を育
成する機会を与える。
生徒は教師の指導なくとも自信を持って自力で書写できるようになっているので、さらに正確でかつ自信を持
って書けるように促していくことが必要となる。
一方、目的によってハンドライティングの種類を使い分けるように指導する。
例 .（地理などの授業で）空欄を埋める際は活字体、
　　清書して人に見せるときには読みやすく整然とした書きぶり、
　　メモなどは速書の形　など

《Key Stage ３（11 ～ 14 歳）及び４（14 歳～ 16 歳）》〈注６〉
整然として読みやすいハンドライティングが行えるように指導する。

　最後に掲げられているのは「到達目標」で
す。各 Level（レベル）におけるハンドライ
ティングの到達目標は以下の通りです〈注

７〉。なお、Key Stage と Level は次のよう
に対応しています〈注８〉。

Key Stage 1 （5 ～ 7 歳） … Level 1 ～ 3
Key Stage 2 （7 ～ 11 歳） … Level 2 ～ 5

Key Stage 3 （11 ～ 14 歳） … Level 3 ～ 7
Key Stage 4 （14 ～ 16 歳） … 特定した Level を設けない
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　以上から、イギリスにおけるハンドライテ
ィングの教育目標は、表 3のようにまとめる
ことができます。なお、表 3には、『全国共
通カリキュラム国語科編』において、ハンド
ライティングの教育内容（表 1）及び到達目

標（表 2）を記述する際用いている原語（英語）
も付しておきました。
　この結果、全ての Key Stage において「読
みやすさ」及び「正整美」が掲げられている
ことがわかります。

最後に、『全国共通カリキュラム』で多く
問われる疑問に関して解説した論文〈注９〉
での説明を付記しておきます。同論文による
と、「“自然な運筆”とは、書き手がどのよう
に書くのかということに気をとられるのでは
なく、何を書きたいのかを考えながら書けて

いる状態を言う」のであり、「“読みやすい書
きぶり”とは、たやすく読める書きぶりを言
う」と解説されています〈注 10〉。また、「正
しく整えて書くことができるようになった
ら、速書力の育成にも留意されたい」との旨
も記されています〈注 11〉。

表 2  レベル 教　育　段　階 到　　達　　目　　標
 Level １ Key Stage １ 文字が常にはっきりとした形で、かつ正確である。
 Level ２ Key Stage １・２ 文字が正確な形をしており、一貫した大きさである。
 Level ３ Key Stage １・２・３ 連続していて読みやすい。
 Level ４ Key Stage 　　２・３ 自然な運筆で、連続していて読みやすい。
 Level ５ Key Stage 　　２・３ 連続して、読みやすく自然な運筆である上に、必要に応じて
   的確に使い分けることができる。
 Level ６ Key Stage 　　　　３ 整然としていて読みやすい。
 Level ７ Key Stage 　　　　３ （ハンドライティングとしての到達目標を設けるのではなく、
   「Work」の形で）清書して完成された作品の中で、読みやすく、
   読者を引きつけるように書かれている。

表 3  教 育 段 階 ハンドライティングの教育目標 『全国共通カリキュラム』中の原語（英語）
 読みやすさ legible・clearly
 正　確　さ correctly・accurately・join letters correctly
 正　整　美 consistent・regularity・neat・correct size
 連続している joined
 読みやすさ legible・clear
 正　確　さ accurately・correctly・join letters correctly
 正　整　美 consistent・correct size
 連続している joined
 自然な運筆 fluent・flow easily・joins are smooth
 読みやすさ legible・clear
 正　整　美 consistent・neat・correct size
 連続している joined
 自然な運筆 fluent
 作品として人を引きつける attractively

Key Stage １
( ５～７歳 )

Key Stage ２
( ７～ 11歳 )

Key Stage ３
(11 ～ 14歳 )

＊注１ Department for Education:English in the 
National Curriculum,(1995.1),2p.

＊注２ Ibid.,2p.
＊注３ Ibid.,2p. 
＊注４ Ibid.,10p. 
＊注５ Ibid.,16p.
＊注６ Ibid.,24p.
＊注７ Ibid.,30-31.

＊注８ Ibid.,25。なお、到達目標は Level ８まで設け
られているが、これは、能力が高い生徒に
Key Stage ３で例外的に用いるものである。

＊注９ Jean Alston:"Handwriting in the New 
Curriculum" ,British Journal of Special 
Education,18,（1991.3）

＊注 10 Ibid.,5p.
＊注 11 Ibid.,5p.
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本本本
の
紹
介

森山卓郎
『表現を味わうための日本語文法』
（岩波書店・02 ･ 7刊）

　

戦
後
ま
も
な
く
、
時
枝
誠
記
が
「
文
学

は
言
語
だ
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
西

尾
実
は「
文
学
は
単
な
る
言
語
で
は
な
い
」

と
反
論
し
て
、
論
争
に
な
っ
た
。

 

『
枕
草
子
』
の
「
木
の
花
は
」
の
段
に
「
濃

き
も
薄
き
も
、
紅
梅
」
と
あ
る
。「
濃
き

も
薄
き
も
」
な
ら
、「
紅
梅
」
で
あ
れ
ば

い
ず
れ
で
も
「
を
か
し
」
だ
と
言
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
単
に「
紅
梅
」

だ
け
で
よ
か
っ
た
の
に
、
あ
え
て
「
濃
き

も
薄
き
も
」
と
言
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時

紅
色
の
濃
き
、
薄
き
と
い
う
違
い
が
、「
紅

梅
合
わ
せ
」
と
い
う
「
物
合
わ
せ
」
に
お

い
て
や
、
服
飾
に
お
け
る
今
様
色
の
薄
き

紅
と
禁
色
で
あ
る
濃
き
紅
を
め
ぐ
っ
て
、

世
間
で
話
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が

背
景
に
あ
っ
て
、
先
の
よ
う
に
清
少
納
言

は
自
己
主
張
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
文
化
的
・
社
会
的
な
意
味
合
い

を
も
背
負
っ
て
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
と
ば
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

時
枝
の
主
張
に
私
は
同
意
し
た
い
。

　

国
語
（
科
）教
育
は
「
言
語
の
教
育
」
で

あ
る
。「
文
学
は
言
語
で
あ
る
」
か
ら
、
当

然
文
学
作
品
も
国
語
（
科
）
教
育
の
教
材

に
な
る
。
し
か
し
そ
の
教
育
に
お
い
て
、

「
言
語
の
教
育
」で
あ
る
と
い
う
観
点
が
ど

れ
ほ
ど
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

少
し
心
も
と
な
い
と
私
は
感
じ
て
い
る
。

表
現
は
、
二
つ
の
側
面
を
併
せ
も
つ
。
一

つ
は
「
何
が
」
書
か
れ
て
い
る
か
の
側
面
、

も
う
一
つ
は
、「
ど
の
よ
う
に
」
書
か
れ

て
い
る
か
の
側
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

と
も
す
る
と
後
者
の
面
が
疎
か
に
な
っ
て

い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
森
山
氏
の
近
著
は
、

「
ど
の
よ
う
に
」
書
か
れ
て
い
る
か
の
観

点
か
ら
、
表
現
を
味
わ
う
に
は
ど
ん
な
こ

と
ば
・
表
現
に
意
識
を
向
け
る
と
よ
い
か

を
、
特
に
日
本
語
の
文
法
研
究
の
成
果
を

生
か
し
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
具
体
的
な

事
例
を
紹
介
し
て
く
れ
て
い
て
あ
り
が
た

い
。「
ど
の
よ
う
に
」
書
か
れ
て
い
る
か

を
意
識
化
す
る
方
法
に
は
、
大
き
く
分
け

て
二
つ
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
一
つ

は
「
表
現
さ
れ
た
形
式
同
士
の
関
係
を
探

る
と
い
う
見
方
」（
結
ば
れ
た
こ
と
ば
の

間
の
意
味
的
関
係
）、
一
つ
は
「
あ
る
表

現
を
取
り
あ
げ
て
、
な
ぜ
そ
の
形
式
が
使

わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
潜
在
的
な
可

能
性
を
探
る
と
い
う
見
方
」（
選
ば
れ
た

こ
と
ば
と
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
ば
と
の

関
係
）
で
あ
る
と
言
う
。

　

な
お
、「
ど
の
よ
う
に
」
書
か
れ
て
い
る

か
と
い
う
観
点
か
ら
「
読
み
」
を
深
め
る

こ
と
を
目
指
し
た
本
に
、『
文
学
の
た
め

の
日
本
語
文
法
』（
三
省
堂
刊
・
国
語
教

育
叢
書
３
）、
北
原
保
雄
『
文
法
的
に
考

え
る
』
同
『
表
現
文
法
の
方
法
』（
と
も

に
大
修
館
書
店
刊
）
な
ど
が
あ
っ
て
、
参

考
に
な
る
。
単
に
、
文
法
の
観
点
か
ら
だ

け
で
な
く
、
語
彙
の
面
か
ら
も
「
読
み
」

を
深
め
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

糸
井 

通
浩

〔
い
と
い　

み
ち
ひ
ろ
〕
龍
谷
大
学
教
授
。
京

都
教
育
大
学
な
ど
を
経
て
現
職
。
文
法
や
文

章･

談
話
の
研
究
。『
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
』『
物
語
の
方
法̶

語
り
の
意
味
論
』（
と

も
に
世
界
思
想
社
）
な
ど
。
京
都
府
生
ま
れ
。

本の紹介


