


01
「ここ、よろしいですか」
見知らぬ第三者が席にやってきて
「対話劇」が始まる。

「対話劇」の実践
2年

横浜市立末吉中学校
三藤敏樹先生指導

02
３人のグループだけではなく、５人のグループ
（窓側の男子生徒）も役割を決めて、「対話劇」
に取り組んでいる。仲良しの二人と赤の他人の
二人が腰掛けている。そこへもう一人やってき
て……という設定。

03
思いがけないセリフ。しばらくは気まずい沈黙。
女子生徒４人のグループ。

04
「見ず知らずの人に話しかけるって、結構、緊張するもんだね」

「『暖かくなりましたね』がよかったよ」
終わったあと、感想の交流。

05
次の時間は台本づくりに取り組む。
設定は「卒業を控えた３年生と後輩との対話」



2　特集　「対話」のある場所
　 《インタビュー》「会話」から「対話」へ
        平田 オリザ

 6 　「対話」をとおして つながる・ひろがる・
　　　ふかまる ─「イマジン」の世界へ─
 　　  有働 玲子

 10　わたしの教室での「対話」
　　　　  栫 陽子／本多 豊／長澤 順子／川又 大樹

 ことばにせまる
26 授業における「ことばの学び」
 秋田 喜代美

 キーワードで読む国語教育
30   「国語ぎらい」「適正処遇交互作用」
 「古典の指導」 
  尾木 和英

 いま、小学校では
32  「音読」で変わる
 藤本 好男

 新しい視点で
36 英語と国語の間で
 福田 正恒

 国語教育の『名著』再読
37 古田 拡『教師の話術─子ども・教師・教室とともに』を読む
 三浦 和尚

 本の紹介
39 シリーズ『いまは昔 むかしは今』（網野善彦ほか編） 
 糸井 通浩

40 国語教育セミナーご案内　　　編集後記

　第２号CONTENTS

古代中国でも古代ギリシャでも、「対話」は、「知」にせまり、世界を理解するための重要な方法でした。「伝え合う力」を育てていくために、
本号では「伝える」「伝わる」が、ダイナミックに入れ替わりながら展開する「対話」を取り上げました。テーマは、国語の教室で「対話」
はどのように成立するのかということです。平田オリザさんは、劇作家・演出家としての体験や「対話劇」の実践をもとに、「伝わらない」
ことの発見の重要性を指摘しています。有働玲子さんは、ジョンレノンの「イマジン」を手がかりに、人と人とがつながり合う「対話」を追
究しています。最後は、いま、教室で「対話」がどのように取り組まれているか、小学校と中学校の４人の先生による報告です。

　  学びの部屋から
12　【話すこと・聞くこと】
  子どもの姿をとらえた
　　　　「話すこと・聞くこと」のために 
  竹下 恭子

14　【書くこと】「読み」から「書き」への連動
  森田 美智子

16　【読むこと】応用力を持った読む力の育成
　　　　　　   ─ 韻文学習材の場合
  有田 勝秋

18　【ことば】 助詞とあそぶ
  近藤 照子

20　【ことば】集中力でことばの達人に
  大矢 一彦

22　【選択国語】ＰＤＳシステムをふまえた選択国語
   宮﨑 潤一

24　【書写】自己を見つめ直す文字の学び 
　　　　　─生徒が変わる「選択書写」
   石山 洋子

表紙イラスト　藤原千晶　表紙デザイン　若林ゆかり　
本文デザイン　服部美鈴  DTP 制作　田頭ひろみ　
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編
集
部　

本
日
は
、
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
』

二
年
に
「
対
話
を
考
え
る
」
と
い
う
説
明
文
を

ご
執
筆
い
た
だ
い
た
平
田
オ
リ
ザ
先
生
に
、「
対

話
」
を
め
ぐ
っ
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。
初

め
に
、
こ
の
学
習
材
の
核
の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
「
会
話
」
と
「
対
話
」
の
違
い
に
つ
い
て
お

願
い
し
ま
す
。

「
忠
臣
蔵
」
の
対
話

平
田  

ま
ず
、
知
っ
て
い
る
人
ど
う
し
の
話
が

「
会
話
」
で
、
知
ら
な
い
人
ど
う
し
の
と
き
に

は
「
対
話
」
と
、
ぼ
く
は
定
義
し
て
い
ま
す
。

た
だ
知
っ
て
い
る
人
ど
う
し
の
「
対
話
」
と
い

う
も
の
も
あ
り
え
ま
す
。

  

知
ら
な
い
人
ど
う
し
で
き
ち
ん
と
内
容
の
あ

る
話
を
す
る
と
「
対
話
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、

比
較
的
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
知

っ
て
い
る
人
ど
う
し
で
も
「
対
話
」
が
成
立
す

る
状
況
と
い
う
の
は
説
明
が
必
要
で
し
ょ
う
。

  

演
劇
と
い
う
の
は
「
対
話
」
が
な
い
と
成
立

し
な
い
も
の
な
ん
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と

言
う
と
、
例
え
ば
、
親
子
四
人
ぐ
ら
い
で
話
を

し
て
い
る
と
し
ま
す
ね
。
ち
ゃ
ぶ
台
を
囲
ん
で

話
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ず
っ
と
「
会
話
」
な

わ
け
で
す
ね
。
情
報
を
共
有
し
て
い
る
の
で
、

互
い
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

そ
の
中
か
ら
は
、
観
客
に
必
要
な
情
報
は
な
か

な
か
出
て
こ
な
い
。
例
え
ば
、
子
ど
も
が
お
父

さ
ん
に
「
お
父
さ
ん
の
仕
事
っ
て
何
？
」
っ
て

聞
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
す

る
と
お
父
さ
ん
の
仕
事
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

観
客
に
は
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。で
す
か
ら
、

特
集 「
対
話
」の
あ
る
場
所

平田オリザ　ひらた　おりざ
1962 年、東京都生まれの劇作家・演出家。「こまばアゴラ劇場」
で劇団「青年団」を主宰するとともに、桜美林大学で学生に教え
たり、埼玉県富士見市の市民文化会館の総合プロデュースを務め
たりと各方面で活躍。戯曲に、『東京ノート』『バルカン動物園』
など、著作に、『演劇入門』『対話のレッスン』などがある。

劇
作
家
で
あ
り
演
出
家
で
も
あ
る
平
田
オ
リ
ザ
さ
ん
は
、
小
・
中
学

生
や
高
校
生
を
対
象
に
し
た
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
各
地
で
開
い

て
い
ま
す
。
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
こ
と
ば
と
心
、
身
体
を

め
ぐ
っ
て
、
刺
激
的
で
新
鮮
な
発
見
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ま
ば
ア
ゴ
ラ
劇
場
で
平
田
さ
ん
か
ら
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
会
話
」か
ら「
対
話
」へ平

田 

オ
リ
ザ

【
聞
き
手
】
三
省
堂
国
語
教
科
書
編
集
室

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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劇
作
家
は
、
必
ず
そ
こ
に
他
者
を
登
場
さ
せ
る

わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
娘
の
婚
約
者
と
い
う
他

者
が
登
場
し
、
お
母
さ
ん
と
話
を
す
る
。「
近

ご
ろ
は
銀
行
も
大
変
な
の
よ
」
と
い
っ
た
セ
リ

フ
が
そ
こ
に
あ
る
と
、「
あ
、
お
父
さ
ん
銀
行

員
な
の
か
」
っ
て
こ
と
が
観
客
に
わ
か
る
。
そ

れ
が
演
劇
の
仕
組
み
な
ん
で
す
ね
。

  

先
ほ
ど
の
、
知
っ
て
い
る
人
ど
う
し
で
も
あ

る
状
況
下
に
置
か
れ
る
と
「
対
話
」
が
始
ま
る

こ
と
で
す
が
、
ぼ
く
は
、
わ
か
り
や
す
い
例
と

し
て
『
忠
臣
蔵
』
を
出
す
ん
で
す
。『
忠
臣
蔵
』

の
人
々
っ
て
い
う
の
は
、
あ
の
松
の
廊
下
の
事

件
が
起
こ
る
ま
で
は
全
く
「
会
話
」
だ
け
を
し

て
い
た
ん
で
す
ね
。
長
く
太
平
の
世
の
中
で
す

か
ら
、
ず
う
っ
と
同
じ
よ
う
な
「
会
話
」
を
し

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
松
の
廊
下
の
事
件
の
た
め

に
、
藩
が
取
り
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、

そ
の
と
き
に
初
め
て
価
値
観
の
違
い
が
出
て
き

ま
す
。
あ
る
人
は
「
殿
様
が
切
腹
し
た
ん
だ
か

ら
自
分
も
切
腹
す
る
」。
あ
る
人
は
「
い
や
、

そ
れ
じ
ゃ
ダ
メ
だ
。
城
を
枕
に
籠
城
し
て
討
ち

死
に
だ
」。
あ
る
人
は
「
討
ち
入
り
だ
」。
あ

る
人
は
「
じ
ゃ
あ
、
お
金
だ
け
も
ら
っ
て
、
自

分
で
再
就
職
の
口
を
探
し
ま
す
」
と
言
う
。
ば

ら
ば
ら
に
な
る
わ
け
で
す
。
ば
ら
ば
ら
だ
か
ら

話
し
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
潜
在
的
に
あ
っ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
価
値
観
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て

「
対
話
」
に
な
る
。

  

演
劇
と
い
う
の
は
、
あ
る
運
命
を
集
団
が
背

負
っ
た
と
き
に
、
そ
の
集
団
の
中
で
価
値
観
の

違
い
が
出
て
「
対
話
」
が
始
ま
る
と
こ
ろ
に
ド

ラ
マ
を
つ
く
り
出
す
も
の
な
ん
で
す
。

  

こ
ん
な
ふ
う
に
、
知
っ
た
人
ど
う
し
で
も
価

値
観
の
違
い
が
出
て
く
る
と
、
そ
こ
に
は
「
対

話
」
の
関
係
が
生
ま
れ
る
っ
て
い
う
の
が
、
ぼ

く
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。

編
集
部　

な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
で
、
平
田
さ
ん

が
「
会
話
」
と
「
対
話
」
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
ど
ん

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

平
田  

教
科
書
に
も
書
い
た
「
汽
車
の
中
で
乗

り
合
わ
せ
た
人
に
話
し
か
け
る
」
と
い
う
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
高
校
生
と
や
っ
た
と
き
が
は
じ

ま
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
ど
う
し
て

も
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
な
ん
で

う
ま
く
で
き
な
い
の
か
全
く
わ
か
ら
な
く
っ

て
、「
ど
う
し
て
で
き
な
い
の
か
な
あ
？
」
っ

て
話
を
高
校
生
と
し
て
い
く
う
ち
に
、「
あ
、

そ
う
か
。
今
の
高
校
生
は
他
者
と
出
会
う
機
会

が
少
な
い
ん
だ
」
っ
て
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ん

で
す
。
ぼ
く
は
日
本
の
高
校
に
ほ
と
ん
ど
行
っ

て
な
い
ん
で
、
高
校
生
の
感
覚
が
わ
か
ら
な
か

っ
た
ん
で
す
ね
。
ぼ
く
は
16
歳
か
ら
17
歳
の
と

き
は
ず
っ
と
外
国
を
旅
行
し
て
ま
し
た
か
ら
、

毎
日
が
、他
者
と
の
出
会
い
で
し
た
ん
で
。「
あ

あ
、
そ
こ
が
い
ち
ば
ん
違
う
ん
だ
な
」
っ
て
こ

と
に
、
も
う
30
代
半
ば
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら

初
め
て
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。

編
集
部　

自
転
車
で
旅
行
を
さ
れ
た
と
き
の
経

験
が
あ
る
意
味
で
生
き
て
き
た
と
い
う
…
…
。

平
田  

そ
う
。
16
歳
と
か
17
歳
の
と
き
の
経
験

と
、
30
代
に
な
っ
て
か
ら
高
校
生
た
ち
と
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
経
験
が
そ

こ
で
結
び
つ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

極
端
に
言
う
と
、
そ
の
間
の
20
代
の
こ
ろ
は
、

な
ぜ
日
本
人
が
「
対
話
」
が
苦
手
な
の
か
も
よ

く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

「
会
話
」型
社
会
で
孤
立
す
る
子
ど
も
た
ち 

平
田  

「
今
の
子
ど
も
た
ち
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
が
衰
退
し
て
い
る
」
と
か
「
表
現

す
る
力
が
落
ち
て
い
る
」
と
か
と
い
う
話
を
よ

く
聞
く
ん
で
す
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
そ
ん
な
こ
と

は
全
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
を
言
う
人
た
ち
に
は
「
そ
ん
な
こ
と
言

っ
て
も
、
あ
な
た
た
ち
よ
り
ダ
ン
ス
は
う
ま
い

よ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
。
表
現
の
質
が
変

「会話」から「対話」へ
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わ
っ
て
き
て
い
る
だ
け
で
、
能
力
が
衰
退
し
た

と
か
落
ち
た
と
か
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

こ
う
い
う
非
難
は
昔
か
ら
あ
り
ま
す
。「
こ

と
ば
の
乱
れ
」
と
か
言
っ
て
ね
。
で
も
、
ぼ
く

が
つ
き
合
っ
て
る
範
囲
で
も
、
高
校
生
に
し
ろ

大
学
生
に
し
ろ
、
大
変
表
現
力
が
豊
か
だ
し
、

柔
軟
性
も
あ
る
し
、
別
に
能
力
が
衰
退
し
て
い

る
と
は
思
わ
な
い
で
す
ね
。

  

た
だ
、
少
子
化
で
、
競
争
社
会
で
も
な
い
で

す
し
、
そ
れ
か
ら
情
報
社
会
で
す
か
ら
。
高
校

も
偏
差
値
で
輪
切
り
に
さ
れ
、
等
質
の
子
ど
も

た
ち
が
教
室
に
集
め
ら
れ
て
、
教
室
の
中
で
も

親
し
い
友
達
と
し
か
話
さ
な
い
と
い
う
、
ま
さ

に
「
会
話
」
だ
け
の
世
界
で
暮
ら
し
て
い
る
ん

で
す
ね
、
子
ど
も
た
ち
は
。

  

日
本
と
い
う
の
は
も
と
も
と
「
会
話
」
型
の

社
会
、
つ
ま
り
「
ム
ラ
」
社
会
で
す
か
ら
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
学
校
の
中
に
も
持
ち
込
ま
れ
て

い
る
っ
て
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
昔
の
よ
う
に
、
例
え
ば
、
原
っ
ぱ
み
た
い

の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
学
年
を
超
え
た
交
流
が

保
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
い
ま
は
な

く
な
っ
た
。
そ
う
い
う
地
域
社
会
も
崩
壊
し
ま

し
た
か
ら
ね
。
と
に
か
く
子
ど
も
た
ち
が
孤
立

し
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
は
確
か
な
ん
で
す
。  

一
方
で
、
外
の
社
会
に
出
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

え
て
い
る
ん
だ
、
と
ぼ
く
は
思
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部　

社
会
の
あ
り
よ
う
が
子
ど
も
た
ち
に

強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

  

と
こ
ろ
で
、
お
進
め
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
演
劇
教
室
と
、
社
会
や
日
常
生
活
と
の
接
点

と
い
う
の
を
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

「
伝
わ
ら
な
い
こ
と
」
の
発
見
を

平
田  

そ
う
で
す
ね
、
ぼ
く
は
ま
ず
「
伝
わ
ら

な
い
」
っ
て
い
う
経
験
が
大
事
だ
と
思
っ
て
る

ん
で
す
。「
伝
わ
ら
な
い
」
っ
て
い
う
気
持
ち

が
あ
る
か
ら
伝
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
「
伝
わ
ら
な
い
」
と
い
う
感
覚
が
子
ど
も

た
ち
に
は
基
本
的
に
は
な
い
ん
で
す
。
少
子
化

で
、
お
母
さ
ん
も
お
父
さ
ん
も
優
し
い
で
す
か

ら
、
わ
か
っ
て
あ
げ
ち
ゃ
う
。
も
と
も
と
日
本

の
社
会
自
体
も
そ
う
で
す
し
。
だ
か
ら
、
そ
う

い
う
中
で
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
い
き
な
り

「
表
現
し
ろ
」
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
も
う
ナ

ン
セ
ン
ス
だ
と
思
う
ん
で
す
。

  

教
科
書
の
「
対
話
劇
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う

学
習
を
班
ご
と
に
や
る
と
、
先
ほ
ど
の
赤
穂
浪

士
と
同
様
に
、
同
じ
だ
と
思
っ
て
た
友
達
が
全

然
違
う
感
性
と
か
感
覚
を
持
っ
て
る
っ
て
こ
と

に
ま
ず
気
が
つ
き
ま
す
。
自
分
の
意
見
が
全
然

「
対
話
」の
あ
る
場
所

特
集

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
か
言
わ
れ
て
非
常
に
強
い
説

明
責
任
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
子
ど
も

た
ち
は
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
て
、
大
人
に
な

り
た
が
ら
な
い
と
か
、
ち
ょ
っ
と
弱
い
子
だ
と

引
き
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
り
心
を
病
ん
で
し
ま

っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
は
当
然
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
高
校
ぐ
ら
い
ま
で
温
室
の
よ
う
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
育
っ
て
い
て
、
外
で

は
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
…
…
こ

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
ん
で
す
。

  

ム
ラ
社
会
の
経
験
し
か
な
く
て
も
、
い
ま
ま

で
は
企
業
に
入
れ
ば
、
企
業
と
い
う
組
織
が
守

っ
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、
も
う
企
業
は

守
っ
て
く
れ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
が
こ
の
十
年

で
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
自
己
判
断
と
自
己
責

任
や
説
明
責
任
が
求
め
ら
れ
、
今
ま
で
守
っ
て

く
れ
て
い
た
も
の
が
守
っ
て
く
れ
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
全
部
自
分
た
ち
で
表
現
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
難
し
い
こ
と
で

す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
は
敏
感

に
感
じ
ま
す
か
ら
、
自
分
で
表
現
を
ど
う
に
か

し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
切
迫
感
が

あ
る
。
し
か
し
そ
の
表
現
の
技
術
み
た
い
な
も

の
や
表
現
の
機
会
み
た
い
な
も
の
が
、
子
ど
も

の
う
ち
に
は
不
足
し
て
い
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ

の
広
が
り
が
、
子
ど
も
た
ち
に
強
い
不
安
を
与



5

通
ら
な
い
っ
て
こ
と
に
気
が
つ
く
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、「
朝
の
教
室
」
の
シ
ー
ン
を
作
り
ま

す
よ
ね
。「
朝
、
何
の
話
を
す
る
だ
ろ
う
？
」

っ
て
ぼ
く
が
聞
く
と
、
最
初
は
「
宿
題
の
話
を

す
る
」
や
「
運
動
会
の
準
備
の
話
を
す
る
」
と

い
う
「
正
解
」
ら
し
き
も
の
が
出
て
く
る
。
で

も
「
本
当
に
そ
う
か
な
あ
？
」
っ
て
聞
く
と
、

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
例

え
ば
、「
私
は
し
ゃ
べ
ら
な
い
。
寝
て
る
」「
私

は
い
な
い
」
と
か
っ
て
言
う
子
が
い
る
。
劇
を

作
る
と
、
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
意
見
の
出
た
班

の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
し
、
圧
倒
的
に
劇
空
間

は
豊
か
に
な
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
「
朝
の
時
間

だ
か
ら
、
こ
れ
を
話
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
」
な

ん
て
こ
と
は
な
く
っ
て
「
一
人
一
人
全
く
違
う

ん
だ
」
っ
て
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

「
子
ど
も
は
変
わ
っ
て
い
く
」と
か「
進
歩
す
る
」

と
か
「
成
長
す
る
」
と
か
と
い
う
プ
ラ
ス
面
だ

け
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
で
は
大
事
に

さ
れ
て
い
な
か
っ
た「
し
ゃ
べ
ら
な
い
」や「
い

な
い
」「
伝
わ
ら
な
い
」「
寂
し
い
」
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
面
、
孤
立

感
や
孤
独
感
を
認

め
る
こ
と
か
ら
表

現
、
表
現
教
育
と

い
う
の
は
本
来
始

ま
る
。
そ
の
人
間
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
部
分
と
い

う
か
負
の
部
分
を
き
ち
ん
と
子
ど
も
に
も
向
き

合
わ
せ
る
と
い
う
の
が
、
と
て
も
大
事
な
こ
と

な
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、「
対
話
劇
」

の
ね
ら
い
や
先
生
の
役
割
に
つ
い
て
、
小
学
校

や
中
学
、
高
校
で
の
「
対
話
劇
」
の
実
践
の
ご

経
験
を
ふ
ま
え
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
。

ぎ
こ
ち
な
く
対
話
が
始
ま
る

平
田  

先
生
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
子

ど
も
た
ち
が
話
し
合
っ
て
る
過
程
で
「
正
解
」

を
求
め
さ
せ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
で
す
。「
こ

れ
は
ふ
つ
う
の
授
業
と
は
違
う
か
ら
『
正
解
』

は
な
い
ん
だ
よ
」
っ
て
こ
と
を
繰
り
返
し
言
っ

て
や
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。
教
師
が
、「
朝
の

教
室
で
は
、
こ
う
話
す
も
ん
だ
」
と
か
「
転
入

生
に
は
、
こ
う
言
う
も
ん
だ
」
っ
て
い
う
感
覚

を
全
部
排
除
す
る
と
、
子
ど
も
か
ら
驚
く
ほ
ど

い
ろ
ん
な
意
見
が
出
て
き
ま
す
。「
そ
れ
、
お

も
し
ろ
い
ね
」「
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
ら
も
っ

と
お
も
し
ろ
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？
」
と

か
「
そ
れ
も
、
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
で
き
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
」
っ
て
い
う
よ
う
に
、
子
ど
も

た
ち
が
出
し
て
き
た
も
の
に
、
全
部
レ
ス
ポ
ン

ス
し
て
あ
げ
る
っ
て
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
ぼ
く
た
ち
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
と
き
に

は
「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
」
と
言
っ
て
い
ま
す

が
要
す
る
に
先
導
役
な
ん
で
、
こ
と
ば
を
整
理

し
て
言
っ
て
あ
げ
る
。「
多
分
そ
れ
は
こ
う
い

う
こ
と
だ
ね
」
と
か
、
整
理
を
し
て
他
の
人
に

も
わ
か
り
や
す
く
し
て
あ
げ
る
。
そ
れ
が
ま
あ

教
師
の
役
割
な
ん
で
、
何
か
を
教
え
る
、
自
分

の
意
見
と
か
、
知
識
と
か
、
情
報
を
生
徒
に
伝

え
る
役
割
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。

   

教
科
書
に
ぼ
く
が
書
い
た
「
劇
を
作
る
」
と

い
う
部
分
を
経
験
し
た
あ
と
、
翌
日
か
ら
教
室

内
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
が
ち
ょ
っ
と
ぎ
こ
ち

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
る

ん
で
す
ね
。
今
ま
で
「
会
話
」
だ
け
し
か
し
て

こ
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
な
ん
と
な
く
「
対

話
」
を
し
始
め
る
わ
け
で
す
か
ら
。
ち
ょ
っ
と

ず
つ
、
こ
う
、
ぎ
こ
ち
な
く
な
っ
て
い
く
ぐ
ら

い
が
ち
ょ
う
ど
よ
い
ん
で
、
急
に
表
現
力
が
身

に
つ
い
た
り
し
な
く
て
も
当
然
な
ん
で
す
。

　

ぼ
く
が
学
校
で
授
業
を
す
る
と
き
は
、
表

現
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と
楽
し
さ
を
味
わ
え
る

「
思
い
出
に
残
る
授
業
」
を
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

編
集
部　

本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

「会話」から「対話」へ

東京都目黒区駒場にある
こまばアゴラ劇場
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話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
と
対
話
と
の
関
連

  
「
話
す
こ
と･

聞
く
こ
と
」
と
「
対
話
」
は
、

太
い
パ
イ
プ
で
結
ば
れ
て
い
る
。そ
の
こ
と
は
、

対
話
の
定
義
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

▽
ふ
た
り
が
向
か
い
合
っ
て
話
す
こ
と
。
相
対  

し
て
話
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
話
。

（
三
省
堂
『
広
辞
林
』
第
六
版
一
九
八
八
年
版
）

▽
一
対
一
で
向
か
い
合
っ
て
自
由
に
話
し
合
う

こ
と
。
お
互
い
同
士
が
聞
き
手
に
な
っ
た
り  

し
て
話
し
合
う
こ
と
。（
中
略
）
形
式
と
し

て
は
、
質
問
と
応
答
、
問
答
、
相
談
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
な
ど
が
あ
る
。（
後
略
）

（
教
育
出
版
『
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
』
一
九
八
四
年
版
）

▽
独
話
が
ひ
と
り
で
話
す
の
に
対
し
て
、
他
の

人
に
対
し
て
一
対
一
で
話
す
場
合
。
モ
ノ
ロ

ー
グ
（m

onologue

）
と
い
う
文
体
に
対
し

て
ダ
イ
ア
ロ
グ
（dialogue

）
と
い
う
文
体

が
あ
る
。（
中
略
）
教
師
と
児
童
と
の
間
の

問
答
な
ど
は
た
し
か
に
一
対
一
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
い
う
場
合
の
話
し
方
が
話
し
こ
と

ば
の
習
得
の
最
も
基
礎
的
な
場
面
で
あ
る
と

い
う
。
そ
の
意
味
で
は
ア
メ
リ
カ
のface-

to-face   situation

に
あ
た
る
。

（
明
治
図
書『
新
国
語
科
教
育
基
本
用
語
辞
典
』一
九
八
一
年
版
）

 

「
対
話
」
は
、
二
人
の
話
者
の
関
係
や
、
話
題

特
集 「
対
話
」の
あ
る
場
所

「
対
話
」を
と
お
し
て

つ
な
が
る
・
ひ
ろ
が
る
・
ふ
か
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│「
イ
マ
ジ
ン
」の
世
界
へ
│有

働 

玲
子

聖
徳
大
学
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な
ど
の
面
か
ら
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

本
稿
で
は
、「
対
話
」
を
右
の
傍
線
の
よ
う
な

内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
話
を
進
め
、
特
に
小

学
校
２
年
生
の
教
室
で
の
「
対
話
」
に
つ
い
て

具
体
的
な
姿
を
考
え
て
い
く
。「
対
話
」
へ
の

入
門
段
階
で
は
あ
る
が
、
中
学
校
で
の
学
び
に

つ
な
が
る
点
も
大
い
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

低
学
年
の
「
対
話
」
で
は
、
国
語
教
科
書
に

よ
り
若
干
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に

は
、
質
問
・
応
答
な
ど
を
複
合
化
し
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
が
学
習
材
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
で

は
、
そ
う
し
た
学
習
材
の
例
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
ア
メ
リ
カ
の
小
学
校
実
践
例
、
対
話
指

導
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

   

国
語
教
科
書
な
ど
で
の
「
対
話
」

▽
二
人
で
話
そ
う  

（
教
育
出
版
『
ひ
ろ
が
る
こ
と
ば
』
２
上
）

　

場
面
の
設
定
は
、「
糸
電
話
」。
初
め
に
「
友

だ
ち
と
組
み
に
な
っ
て
、
か
わ
る
が
わ
る
話
し

て
み
ま
し
ょ
う
。」、
最
後
に
「
話
を
つ
づ
け
る

に
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た
ら
よ
い
で

し
ょ
う
。」
と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

  

糸
電
話
を
用
い
て
、
実
際
に
二
人
で
や
り
と

り
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
頭
の
中
で
相

手
の
こ
と
ば
を
想
像
し
て
、
次
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
聞
い
た
ら
い
い
か
、
ど
う
し
た
ら
話
が

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
こ

と
を
活
動
化
し
て
い
る
学
習
材
で
あ
る
。

▽
は
な
し
て
！　

き
く
ち
ゃ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う

（
新
学
社
Ｃ
Ｄ
副
教
材
２
年
用
）

 
「
伝
え
合
う
力
」
を
育
て
る
副
教
材
で
、
音
声

Ｃ
Ｄ
に
導
か
れ
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ポ

イ
ン
ト
が
つ
か
め
る
よ
う
に
し
た
も
の
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
を
、
初
め
は
校
内
の

教
師
、
次
は
町
の
人
々
と
広
げ
、
身
近
な
人
か

ら
初
め
て
の
人
へ
と
い
う
流
れ
、
私
的
な
関
係

か
ら
や
や
公
的
な
関
係
へ
と
い
う
流
れ
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
主
人
公
き
く
ち
ゃ
ん
が
先
生
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
か
確
か

め
る
と
と
も
に
、
あ
ら
か
じ
め
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
ケ
ー
ス
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
い
う
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
づ
か
い
、
表
情
、

態
度
、
質
問
の
組
み
立
て
方
、
自
己
紹
介
の
し

か
た
ま
で
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

人
と
人
と
の
交
流
が
成
り
立
つ
に
は
、

こ
と
ば　
　
　

７

声
の
調
子　
　

35

表
情
・
態
度　

55

そ
の
他      

３

の
要
素
が
右
の
よ
う
な
割
合
で
重
要
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。こ
の
点
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、

学
習
材
か
ら
低
学
年
で
の
「
対
話
」
の
流
れ
を

整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

①
感
じ
る
↓
互
い
の
存
在
を
認
め
る
。

②
あ
い
さ
つ
を
す
る
↓
こ
と
ば
を
交
わ
す
。

③
内
容
に
移
る
前
の
ス
ピ
ー
チ
↓
共
通
の
テ
ー

マ
を
話
題
に
す
る
。

④
共
有
す
る
↓
分
か
ち
合
い
の
内
容
に
ふ
れ

る
。

⑤
違
い
を
認
め
る
↓
や
り
取
り
を
し
て
話
題
を

発
展
さ
せ
て
い
く
。

⑥
お
互
い
を
受
け
入
れ
る
↓
交
流
を
と
お
し
て

相
互
に
受
け
入
れ
合
う
。

 

「
違
い
を
認
め
合
い
、
共
有
し
、
受
け
入
れ
る
」

こ
と
が
「
対
話
」
の
核
心
で
あ
る
。

「対話」をとおして つながる・ひろがる・ふかまる
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「
イ
マ
ジ
ン
」を
手
が
か
り
に

「
対
話
」の
意
味
を
考
え
る

　

外
国
の
小
学
校
で
は
、「
対
話
」
は
ど
う
指

導
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
兵
庫
教
育
大
学

の
堀
江
祐
爾
教
授
の
ご
紹
介
で
、
ア
メ
リ
カ
の

実
践
の
一
端
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

と
き
の
こ
と
を
感
じ
た
ま
ま
報
告
し
た
い
。

　

二
〇
〇
一
年
一
月
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
イ
ス

コ
ン
シ
ン
州Eau Claire
市
の
ロ
ビ
ン
ズ
小
学

校
を
訪
問
し
た
。
こ
の
学
校
の
ア
ー
レ
ン
ズ
先

生
の
学
級
（
小
２
）
で
、
紙
芝
居
の
実
演
な
ら

び
に
読
み
聞
か
せ
を
私
自
身
が
行
っ
た
。

　

ア
ー
レ
ン
ズ
学
級
で
は
、
見
事
な
ま
で
に
、

「
対
話
」
中
心
の
学
級
作
り
が
進
め
ら
れ
て
い

た
。
か
つ
て
訪
れ
た
ス
イ
ス
や
ド
イ
ツ
の
小
学

校
と
は
異
な
り
、ジ
ョ
ン
レ
ノ
ン
が
歌
っ
た「
イ

マ
ジ
ン
」
の
世
界
さ
な
が
ら
の
学
級
経
営
を
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
と
き
の
こ
と
を
、「
イ
マ
ジ
ン
」
を
手

が
か
り
に
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
。

 

「
イ
マ
ジ
ン
」
の
歌
詞
を
「
対
話
」
に
引
き
つ

け
て
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
と
き
、
次
の
よ
う

な
三
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

関
す
る
も
の
だ
が
、
と
も
か
く
「
１
対
１
」
で

向
き
合
っ
て
、
そ
の
子
ど
も
の
表
情
や
状
態
を

見
な
が
ら
、
こ
と
ば
を
交
わ
す
時
間
で
あ
る
。

　

教
室
は
、
子
ど
も
が
教
師
の
そ
ば
に
行
き
や

す
く
、
子
ど
も
ど
う
し
も
全
員
の
表
情
が
お
互

い
に
見
え
る
よ
う
な
机
の
配
置
に
な
っ
て
い

る
。
週
一
回
は
必
ず
ど
の
子
ど
も
に
も
、
先
生

と
「
１
対
１
」
で
対
話
す
る
時
間
が
確
保
さ
れ

て
い
た
。
一
人
一
人
違
っ
て
い
て
も
か
け
が
え

の
な
い
大
事
な
仲
間
な
ん
だ
と
い
う
精
神
の
現

れ
で
あ
ろ
う
。
う
れ
し
そ
う
な
子
、
ち
ょ
っ
と

緊
張
し
て
い
る
子
、さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
の「
対

話
」
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
私
も
そ
こ
に
つ
な

が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
た
。

②
分
か
ち
合
う
た
め
の
工
夫
を
す
る
こ
と

　

ク
ラ
ス
の
中
で
「
喜
び
を
分
か
ち
合
う
」
た

め
に
、
学
習
材
の
開
発
を
進
め
て
い
る
。
対
話

の
一
種
と
い
え
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
る

学
習
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
相
手
は
、
地
域
の
お
医
者

さ
ん
。お
子
さ
ん
が
こ
の
学
校
に
通
っ
て
い
る
。

お
医
者
さ
ん
に
ど
ん
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た

ら
よ
い
か
、
子
ど
も
た
ち
が
興
味
や
関
心
を
も

つ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

お
医
者
さ
ん
は
、
医
療
器
具
を
子
ど
も
た
ち

「
対
話
」の
あ
る
場
所

特
集

（
前
略
）
い
つ
か
君
も
僕
ら
の
仲
間
に
加
わ
っ

て
、
世
界
が
ひ
と
つ
に
な
れ
ば
い
い
と
願
っ

て
い
る
。

財
産
な
ん
て
な
い
と
思
っ
て
ご
ら
ん
。
君
に

で
き
る
か
な
。
貪
欲
も
飢
餓
も
な
く
、
人
間

は
み
な
兄
弟
。

す
べ
て
の
人
々
が
全
世
界
を
分
か
ち
合
っ
て

い
る
の
だ
と
思
っ
て
ご
ら
ん
。

君
は
僕
の
こ
と
を
夢
想
家
だ
と
い
う
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
僕
は
一
人
じ
ゃ
な
い
。

い
つ
か
君
も
僕
ら
の
仲
間
に
加
わ
っ
て
、
世

界
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
生
き
て
い
け
れ
ば
い

い
と
願
っ
て
い
る
。

http://m
em
bers.jcom

.hom
e.ne.jp/K

tori/im
agine2.htm

l/

①
一
人
一
人
の
違
い
を
認
め
て
い
く
こ
と
。

②
分
か
ち
合
う
た
め
の
工
夫
を
す
る
こ
と
。

③
集
団
で
学
び
合
う
こ
と
の
意
味
を
尊
重
す
る

こ
と
。

　

こ
の
三
つ
の
こ
と
を
、
実
際
の
授
業
に
即
し

て
述
べ
て
い
く
。

①
一
人
一
人
の
違
い
を
認
め
て
い
く
こ
と

　

教
師
が
、
授
業
の
最
初
の
時
間
に
一
人
の
子

ど
も
と
向
き
合
う
時
間
を
と
っ
て
い
る
。
正
に

「
対
話
」
の
時
間
で
あ
る
。
内
容
は
、
教
科
に

オ

ー

ク

レ

ア
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に
見
せ
な
が
ら
、
児
童
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
、
学
習
記
録
に
あ
る
絵
よ
り

わ
か
る
。
お
医
者
さ
ん
と
の
対
話
を
も
と
に
、

自
分
な
り
に
話
を
膨
ら
ま
せ
て
記
録
を
ま
と
め

た
子
も
い
た
。
一
つ
の
単
元
が
終
わ
る
と
、
冊

子
の
よ
う
な
ま
と
め
が
で
き
あ
が
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
学
び
合
い
の
様
子
を
見
て
い

て
、「
楽
し
さ
を
分
か
ち
合
う
」
学
習
が
存
在

し
て
い
る
と
感
じ
た
。
質
問
す
る
楽
し
さ
、
即

時
に
応
答
す
る
楽
し
さ
や
緊
張
感
、
相
手
の
表

情
や
声
も
よ
み
と
る
楽
し
さ
、
友
達
の
こ
と
を

知
る
楽
し
さ
な
ど
、
豊
か
な
学
び
が
展
開
し
て

い
た
。
以
下
に
大
体
の
流
れ
を
示
す
。

１　

前
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ふ
り
返
っ
た
あ

と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
交
流
と
発
表
。

２　

子
ど
も
か
ら
教
師
へ
の
質
問
、
わ
か
ら
な

い
こ
と
を
教
室
で
明
ら
か
に
す
る
。

３　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
学
習
の
ま
と
め
。
学
習

の
一
連
の
も
の
を
自
分
の
フ
ア
イ
ル
に
し

て
整
理
す
る
。

４　

そ
れ
を
持
ち
帰
り
、
保
護
者
の
意
見
を
聞

い
て
き
て
、
発
表
す
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
間
に
友
達
ど
う
し
の
交
流

が
何
度
も
も
た
れ
て
い
る
こ
と
が
、
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
教
師
の
指
導
の
あ
と
に
、
交
流
の

時
間
が
あ
る
。
私
も
そ
こ
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
余
裕
を
も
っ
て
指
導
が
進
め
ら
れ
て

い
た
の
で
、
学
習
の
広
が
り
を
感
じ
た
。

　
③
集
団
で
学
び
合
う
こ
と
の
意
味
を
尊
重
す
る

こ
と

 

「
発
展
の
読
み
の
学
習
」
も
対
話
を
軸
に
進
め

ら
れ
る
。
教
師
が
読
み
の
交
流
場
面
を
随
所
に

設
定
し
、
か
な
り
自
由
度
の
高
い
学
習
に
な
っ

て
い
た
。

  

単
元
「
怪
獣
」
の
学
習
で
あ
る
。
ぶ
厚
い
教

科
書
以
外
に
も
、
副
読
本
や
怪
獣
に
関
す
る
本

が
た
く
さ
ん
学
級
内
に
集
め
ら
れ
て
い
た
。

  

そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
あ
と
に
、
学
習
を
ま
と

め
る
時
間
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
あ
と
に

教
師
の
読
み
聞
か
せ
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

発
展
と
し
て
の
読
書
、「
多
読
」
を
教
室
で
、

一
斉
授
業
の
中
で
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
音
楽

つ
き
。
効
果
音
が
あ
り
、
立
ち
止
ま
り
の
と
こ

ろ
で
は
停
止
す
る
た
め
の
別
の
音
が
入
っ
て
い

た
。
こ
の
学
習
か
ら「
集
団
で
読
み
合
う
こ
と
」

が
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
学
習
の

深
ま
り
の
姿
で
あ
る
。

「
対
話
」の
学
び
の
豊
か
さ
を

  

対
話
の
学
び
は
幅
広
く
そ
し
て
、
奥
深
い
。  

人
間
ど
う
し
が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
か
か
わ
り
合

う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
こ

と
ば
は
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

「
話
そ
う
と
し
て
い
る
相
手
を
受
け
入
れ
る
こ

と
。話
し
手
と
聞
き
手
が
心
を
開
き
合
う
こ
と
。

話
し
手
と
聞
き
手
が
自
分
自
身
を
尊
重
す
る
こ

と
。」

  

日
米
の
「
対
話
」
の
学
び
に
つ
い
て
の
学
習

材
や
実
践
を
紹
介
し
て
き
た
。「
対
話
」
に
よ

っ
て
共
有
し
合
え
る
も
の
は
広
く
深
い
。
国
語

科
が
こ
と
ば
の
学
び
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
対

話
」
の
学
習
を
よ
り
豊
か
に
展
開
し
た
い
。

「対話」をとおして つながる・ひろがる・ふかまる

〔
う
ど
う　

れ
い
こ
〕
聖
徳
大
学
人
文
学
部
助
教
授
。

一
九
五
四
年
生
ま
れ
。
専
門
は
国
語
教
育
。
仲
間
と
の
学

習
会
「
新
声
と
こ
と
ば
の
会
」
を
結
成
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
読
み
聞
か
せ
「
こ
と
ば
の
花
か
ご
」
に
参
加
。
実
践
家

へ
の
聞
き
書
き
が
趣
味
。
著
書
に
『
声
の
復
権̶

教
室
に

読
み
聞
か
せ
を
』（
明
治
図
書
）
な
ど
。
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特
集 「
対
話
」の
あ
る
場
所

わ
た
し
の
教
室
で
の「
対
話
」

栫 

陽
子　
藤
沢
市
立
大
清
水
中
学
校

 

「
対
話
の
あ
る
場
所
」。
教
師
と
生
徒
の
気
持
ち
が
通

い
合
う
よ
う
な
授
業
風
景
を
想
像
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
空
間
は
手
間
暇
か
け
て
作
り
出
し
て
い
く
も
の

だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　

あ
る
授
業
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
授
業
は
、
何

も
教
室
の
中
だ
け
で
作
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
休

み
時
間
の
何
気
な
い
会
話
、
廊
下
で
の
声
か
け
、
行

事
で
ほ
め
た
り
叱
っ
た
り
励
ま
し
た
り
、
な
ど
な
ど

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
の
会
話
が
ベ
ー
ス
と
な
る
。

つ
ま
り
、
ふ
だ
ん
の
関
係
を
大
切
に
育
て
て
い
く
こ

と
が
、「
対
話
の
あ
る
場
所
」
を
作
り
出
し
て
い
く
こ

と
で
あ
る
し
、
日
々
の
授
業
は
、
そ
の
関
係
を
土
台

と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
う
。

　

教
室
の
中
で
私
と
子
ど
も
の
や
り
と
り
が
あ
る
。

聞
い
て
い
る
周
り
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
子
と
私

と
の
ふ
だ
ん
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
対
話
の
内

容
を
考
え
、
共
に
笑
う
、
微
笑
む
、
切
な
く
な
る
…
。

教
科
書
の
ひ
と
ご
と
だ
っ
た
話
に
そ
の
子
ど
も
の
思

い
が
こ
め
ら
れ
、
話
が
生
き
て
く
る
。

　

教
師
に
な
っ
て
も
う
す
ぐ
10
年
。「
こ
れ
を
や
っ
て

き
た
」
と
胸
を
張
れ
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
い
う
機
会
に
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
学
校
の

中
で
自
分
が
大
事
に
し
て
き
た
こ
と
は
、
子
ど
も
た

本
多 

豊　
新
潟
市
立
大
形
中
学
校

  

20
代
の
こ
ろ
は
、
が
む
し
ゃ
ら
な
情
熱
で
、
強
引

に
生
徒
た
ち
を
引
っ
張
っ
て
き
た
。
こ
ち
ら
の
一
方

的
な
思
い
こ
み
だ
け
で
授
業
を
し
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
す
と
冷
や
汗
が
出
る
。
し
か
し
、
お
互
い
の
違

い
を
前
提
と
す
る
「
対
話
」
を
通
じ
た
心
の
交
流
こ

そ
が
、
教
師
と
生
徒
を
「
信
頼
」
と
い
う
絆
で
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
は
、
そ

の
こ
ろ
も
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

 

「
考
え
方
や
生
き
方
が
違
う
か
ら
こ
そ
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を

も
っ
た
人
間
ど
う
し
だ
か
ら
こ
そ
『
対
話
』
を
と
お

し
て
違
い
を
理
解
し
認
め
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。

生
徒
も
教
師
も
…
…
」
私
は
い
つ
も
生
徒
に
こ
う
語

り
か
け
て
き
た
。

  

国
語
の
授
業
で
も
学
級
活
動
で
も
、
生
徒
と
よ
く

議
論
す
る
。
グ
ル
ー
プ
討
論
や
デ
ィ
ベ
ー
ト
学
習
も

よ
く
仕
組
む
。
意
見
が
対
立
し
ぶ
つ
か
り
合
う
の
を

見
る
と
、
う
れ
し
く
て
し
か
た
が
な
い
。
一
人
だ
け

で
は
学
べ
な
い
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
が
学
校
で
学
ん

で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

  
中
学
生
は
、
自
我
の
解
放
と
自
己
の
確
立
を
目
指

し
て
最
も
揺
れ
動
く
時
期
で
あ
る
。
対
話
や
議
論
を

通
じ
て
、
自
分
が
広
が
り
深
ま
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ

中
学
校
で
は 

●
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│



11 わたしの教室での「対話」

小学校では ●───────────────────────
長澤 順子　東京都足立区立千寿本町小学校

  朝、７時 45分。元気よく朝練のために登校してくる子どもたち。金
管バンドにサッカー、バスケ。私は一足先に教室で待っていて、ほん
の一言二言ではあるが会話を交わすようにしている。
  ある朝、一人の女の子が悩みを相談してきた。元気がない。彼女は
私に手紙を読んでくれという。前日、クラスの男の子とちょっともめ
たそうだ。どういたらよいか返事が欲しいとのこと。心を痛めている
彼女に、私は、何がしてあげられるだろう……。私は考えた末に、彼
女の思いを男の子にそれとなく伝えてあげることにした。気持ちがわ
かれば、自分たちで話し合って解決できるはずだと思ったのだ。
　次の日、朝練の前に彼と話をした。
「ふーん、そんなふうに思っているなんて知らなかったよ。わかった。
あとでちゃんと話してみるよ」
そのことばを信じ、彼女には伝えなかったが、その日の帰り、彼は、

「今日話したよ。だいじょうぶだったよ。」と報告に来てくれた。
　翌日、いつもと同じ元気な「おはよう」の声。見ると、彼女がにこ
にこ登校。
　私はほっと胸をなで下ろし、一日が始まった。

〔ながさわ  じゅんこ 〕 東京都足立区立千寿本町小学校教諭。
「聞く・話す」の研究授業で子どもの別の一面を発見できた。

●───────────────────────●
川又 大樹　東京都足立区立千寿本町小学校

「ねえねえ、みんな聞いて」「なーに」
  日直の子とみんなとの、元気のよいやりとりで、一年二組の一日が
始まる。
　毎朝、教室で待っていると、子どもたちが前の日の出来事をうれし
そうに話してくれる。子どもたちは、だれかに聞いてもらうことで満
足しており、特に一学期は、一方的な独話であることが多いようだった。
　友達とのやりとりも楽しんでもらおうと、二学期から朝の会で【ね
えねえみんなきいて】のコーナーを作った。対話の型を示してから始
めたのだが、やりとりを楽しめるようになると、自由に話が続くよう
になってきた。みんなの前で話すことが苦手な子も、他の子どもたち
のやさしい心遣いで、少しずつ話せるようになっていった。対話の最
後は、「聞いてくれてありがとう」〈教えてくれてありがとう〉で終わる。
　子どもたちにとって一年二組の教室は、話をきちんと聞いてくれる
人がいて、はずかしい思いをすることなく、安心して話せる場所のよ
うだ。子どもたちが作り上げた心地よいクラスの雰囲気は、私の心に
もやすらぎを与えてくれている。

〔かわまた　ひろき〕東京都足立区立千寿本町小学校教諭。激
変の 1年だったが、子どもたちとはのんびり楽しくすごせた。 

ち
と
の
対
話
、「
対
話
の
あ
る
場
所
」
づ
く
り
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

〔
か
こ
い　

よ
う
こ
〕 

神
奈
川
県
藤
沢
市
立
大
清
水
中
学
校
教

諭
。
平
成
十
五
年
度
の
関
ブ
ロ
神
奈
川
大
会
に
向
け
て
準
備
中
。

と
を
、生
徒
た
ち
に
自
覚
的
に
体
験
さ
せ
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

〔
ほ
ん
だ  

ゆ
た
か
〕 

新
潟
市
立
大
形
中
学
校
教
諭
。 

総
合
や
学

級
活
動
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
対
話
や
話
す
力
の
育
成
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
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生
徒
の
実
態
を
踏
ま
え
た

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
年
間
計
画

新
学
習
指
導
要
領
が
完
全
に
実
施
さ
れ
、
試

行
錯
誤
だ
っ
た
一
年
間
が
過
ぎ
た
。

学
習
指
導
要
領
で
は
、
特
に
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
学
び
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
の
社

会
で
自
分
の
思
い
を
自
身
の
こ
と
ば
で
伝
え
、

生
き
た
こ
と
ば
を
磨
い
て
い
く
た
め
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
大
き
な
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

昨
年
度
本
校
で
は
子
ど
も
の
力
や
興
味
・
関

心
を
知
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
、
保
護
者
対

象
の
国
語
科
の
領
域
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
た
。
結
果
と
し
て
、「
話
す
・
聞
く
」

の
領
域
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

れ
を
受
け
た
年
間
計
画
は
、
単
年
度
で
は
な
く

三
年
間
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
立
て
て
い
く
こ
と

が
大
切
に
な
る
と
思
う
。

「
話
す
・
聞
く
」
の
活
動
の
中
で
も
「
対
話
」

と
い
う
こ
と
が
注
目
を
集
め
て
い
る
昨
今
で
あ

る
が
、
例
え
ば
「
対
話
」
に
た
ど
り
着
く
ま
で

の
手
順
を
、
国
語
科
の
教
員
が
チ
ー
ム
を
組
ん

で
、
今
の
目
の
前
に
い
る
生
徒
た
ち
の
こ
と
ば

の
実
態
を
と
ら
え
な
が
ら
、
一
年
か
ら
二
年
、

そ
し
て
三
年
へ
と
発
展
し
て
い
く
学
び
の
場
を

考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
践
と
評
価

さ
て
こ
こ
で
は
実
際
に
一
四
年
度
で
扱
っ
た

二
年
生
の「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う
」

の
指
導
と
評
価
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

二
年
生
の
「
話
す
・
聞
く
」
は
、
先
ほ
ど
の

保
護
者
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
や
生
徒
の
様

子
を
受
け
て
二
〇
時
間
ほ
ど
の
計
画
の
中
で
行

わ
れ
た
。
ち
な
み
に
二
年
生
の
主
な
「
話
す
・

聞
く
」
の
プ
ラ
ン
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〈
１
学
期
〉「
未
知
へ
」
の
グ
ル
ー
プ
読
み

表
現
プ
ラ
ザ
＝
創
作
の
発
表

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う

〈
２
学
期
〉
夏
休
み
明
け
＝
体
験
ス
ピ
ー
チ

古
典
の
群
読
発
表
会

〈
３
学
期
〉
対
話
劇
を
体
験
し
よ
う

ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
作
ろ
う

実
際
に「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う
」

の
授
業
で
は
、
次
の
流
れ
で
学
習
が
進
ん
だ
。

【
学
習
プ
ラ
ン
】

①
第
１
次
（
１
時
間
）

　

学
習
の
ね
ら
い
、
学
習
の
冊
子
作
り

　

テ
ー
マ
を
個
人
で
選
択
さ
せ
る
。

　

テ
ー
マ
と
グ
ル
ー
プ
分
け

②
第
２
次
（
１
〜
４
時
間
）

　

調
べ
学
習
の
展
開
と
ポ
ス
タ
ー
制
作

子
ど
も
の
姿
を

と
ら
え
た

「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」

の
た
め
に

竹
下 

恭
子神奈川県横浜市立中川西中学校

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら



学びの部屋から13

③
第
３
次
（
１
時
間
）

　

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
表
会

　

前
半
、
後
半
、
ク
ラ
ス
交
流
会

④
第
４
次
（
１
時
間
）

　

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
全
体
発
表
会

　

ま
と
め
と
相
互
評
価

【
グ
ル
ー
プ
分
け
の
ね
ら
い
】

テ
ー
マ
を
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

さ
せ
る
た
め
に
、「
私
だ
っ
た
ら
…
」
と
い
う

視
点
で
目
標
と
テ
ー
マ
を
考
え
さ
せ
た
。
そ
の

後
、
同
じ
テ
ー
マ
を
持
っ
た
も
の
同
士
で
チ
ー

ム
を
組
む
こ
と
に
し
た
。
テ
ー
マ
に
つ
い
て

は
、
今
ま
で
学
習
を
重
ね
て
き
た
素
材
の
応
用

編
か
、
総
合
学
習
の
ま
と
め
な
ど
、
一
人
一
人

の
興
味
、
関
心
に
合
わ
せ
た
も
の
に
な
る
よ
う

な
活
発
な
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
。

　
〈
テ
ー
マ
の
例
〉

　
　

・
文
学
（
お
す
す
め
の
本
な
ど
）

　
　

・
環
境
（
ホ
タ
ル
の
里
作
り
の
応
用
）

　
　

・
校
外
学
習
（
体
験
を
語
る
）

　
　

・
フ
リ
ー
（
教
科
書
の
資
料
編
よ
り
）

【
学
習
状
況
と
発
表
会
】

調
べ
学
習
の
展
開
と
ポ
ス
タ
ー
制
作
で
は
、

作
業
は
ほ
と
ん
ど
図
書
室
で
行
い
、
分
担
通
り

に
リ
ハ
ー
サ
ル
も
行
っ
た
。
題
材
に
よ
っ
て
は

日
に
ち
を
改
め
て
電
話
で
問
い
合
わ
せ
を
し
た

り
、
取
材
に
行
く
グ
ル
ー
プ
、
聞
き
取
り
と
ア

ン
ケ
ー
ト
を
、
生
徒
だ
け
で
な
く
保
護
者
向
け

に
用
意
し
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。

い
よ
い
よ
発
表
会
当
日
は
、
前
後
半
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
二
回
ず
つ
行
い
、
で
き
る
だ
け
交
流

会
の
時
間
を
持
っ
た
。
そ
の
後
、
他
ク
ラ
ス
の

発
表
を
聞
く
た
め
の
全
体
会
を
催
し
た
。
ク
ラ

ス
数
が
多
い
た
め
、
体
育
館
、
道
場
を
貸
し
切

り
、
各
ク
ラ
ス
よ
り
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
グ

ル
ー
プ
が
発
表
し
た
。
ク
ラ
ス
の
枠
を
超
え
て

の
学
習
は
、
生
徒
に
と
っ
て
新
鮮
な
発
見
も
あ

り
、今
後
も
何
か
の
機
会
で
実
践
し
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
こ
の
第
４
次
に
つ
い
て
は
国
語
科
だ

け
で
展
開
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
総
合
と
の

関
連
と
い
う
位
置
づ
け
の
中
で
学
年
の
協
力
を

得
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

【
ま
と
め
と
評
価
・
今
後
の
課
題
】

「
話
す
・
聞
く
」
の
領
域
で
は
特
に
評
価
を

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か

が
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

①
自
己
評
価
と
相
互
評
価　

　

②
教
師
に
よ
る
評
価

①
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
ろ

う
が
、
自
分
で
評
価
さ
せ
る
こ
と
の
目
的
を
、

私
な
り
に
、

生
徒
に
目
的
を
持
た
せ
る

↓
自
分
と
他
人
を
比
較
す
る

↓
聞
き
合
う
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く

↓
自
己
反
省
し
自
分
の
力
を
確
認
す
る

↓
次
の
課
題
に
生
か
そ
う
と
す
る

と
い
う
よ
う
な
流
れ
で
考
え
て
み
た
。

ま
た
、
②
の
教
師
に
よ
る
評
価
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら
は
毎
回
の
進
行
表
を
作
り
、
班
と
し
て

の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
、
そ
の
中
で
の
個
人
の
学

び
方
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
で
き
る
だ
け
支
援
の

形
で
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
行
い
、
形

成
的
な
評
価
を
主
に
関
心
、
意
欲
の
資
料
と
し

て
蓄
積
し
た
。
一
方
、
当
日
の
発
表
に
つ
い
て

は
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
お
い
た
観
点
に
よ
る

項
目
ご
と
の
評
価
、
そ
し
て
生
徒
個
人
の
振
り

返
り
シ
ー
ト
で
何
を
聞
き
取
っ
た
の
か
を
総
合

的
に
判
断
し
た
。

今
後
は
さ
ら
に
、
果
た
し
て
こ
の
活
動
を
と

お
し
て
子
ど
も
た
ち
が
身
に
つ
け
た
こ
と
ば
の

力
は
何
か
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
場
で
生
か

さ
れ
て
い
く
の
か
、
ど
の
学
習
で
次
の
ス
テ
ッ

プ
を
積
み
重
ね
る
が
よ
い
の
か
等
々
を
追
究
し

な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
発
展
の
あ
る

授
業
を
組
み
立
て
て
い
き
た
い
。

〔
た
け
し
た　

き
ょ
う
こ
〕
神
奈
川
県
横
浜
市
立
中

川
西
中
学
校
教
諭
。
子
ど
も
た
ち
と
作
り
上
げ
る
授

業
を
目
指
し
て
試
行
錯
誤
中
。
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一
、
は
じ
め
に

 

「
自
分
の
考
え
や
思
い
を
書
く
」
な
ん
て
、
思

春
期
真
っ
た
だ
中
の
中
学
生
に
と
っ
て
、
こ
ん

な
に
照
れ
く
さ
い
こ
と
は
な
い
。
苦
痛
そ
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
み
ん
な
の
前
で

発
表
す
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

  

し
か
し
、
そ
ん
な
「
書
く
こ
と
」
へ
の
壁
を

う
ち
破
る
方
法
が
き
っ
と
あ
る
に
違
い
な
い
、

そ
う
信
じ
て
私
は
、
こ
の
三
年
間
現
在
の
三
年

生
を
指
導
し
て
き
た
。
そ
ん
な
中
で
書
く
た
め

の
基
本
的
な
必
須
条
件
を
見
い
だ
し
た
。

１　

ふ
だ
ん
の
学
習
生
活
の
中
で
書
き
慣
れ
る

こ
と
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。（
書
く
こ
と

の
日
常
化
。「
読
む
こ
と
」
の
単
元
に
連

動
さ
せ
、
書
く
機
会
を
増
や
す
こ
と
）

２　

心
を
開
き
合
え
る
仲
間
づ
く
り
を
す
る
。

（
本
音
を
語
り
合
え
る
授
業
づ
く
り
）

  

以
上
二
つ
の
条
件
さ
え
整
え
ば
、
書
く
こ
と

の
出
発
点
に
は
立
て
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
学
習
指
導
要
領
が
ね
ら
い
と
す
る
、
説
明

や
記
録
文
、
手
紙
文
や
意
見
文
へ
と
発
展
さ
せ

て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。
同
時
に
、
だ
れ
に
ど

ん
な
目
的
で
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え
、
ど
う
受

け
と
め
て
も
ら
う
の
か
を
、
し
っ
か
り
押
さ
え

る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

欲
を
言
え
ば
、「
こ
の
こ
と
を
書
き
た
い
」
と

い
う
心
の
高
ま
り
を
感
じ
、
本
音
で
自
由
に
書

い
て
み
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。

二
、「
読
み
」
か
ら
「
書
き
」
へ
の
連
動

  

最
初
の
条
件
に
つ
い
て
、
三
年
を
例
に
、
年

間
の
実
践
例
を
示
す
。

①
俳
句
の
世
界
（
読
む
能
力
）

わ
た
し
の
歳
時
記
（
書
く
能
力
）

〔
好
き
な
季
節
を
あ
げ
歳
時
記
を
書
き
、
そ

の
テ
ー
マ
に
合
っ
た
俳
句
を
つ
く
る
〕

②
平
和
を
築
く 

地
雷
と
聖
火
（
読
む
能
力
）

　

主
張
文
を
書
こ
う
（
書
く
能
力
）

〔
身
近
な
新
聞
・
雑
誌
・
本
を
読
み
テ
ー
マ    

を
探
す
〕

③
猫
（
読
む
能
力
・
書
く
能
力
）

〔
主
人
公
ソ
フ
ィ
ア
に
つ
い
て
思
う
こ
と
〕

④
未
来
の
花
た
ち
へ(

読
む
能
力
・
書
く
能
力
）

〔
個
性
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
〕

⑤
故
郷
（
読
む
能
力
・
書
く
能
力
）

〔
自
分
の
立
場
や
考
え
方
、
伝
え
た
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
書
く
〕

  

こ
の
よ
う
に
、「
書
く
」
能
力
を
育
て
る
場

面
は
、「
読
む
」
能
力
に
密
接
に
関
連
し
て
い

る
と
言
え
る
。
読
ん
で
考
え
て
、
課
題
を
見
つ

け
自
然
と
書
き
た
く
な
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
流

「
読
み
」か
ら

「
書
き
」へ
の

連
動森

田 

美
智
子長崎県西彼杵郡長与町立高田中学校

書
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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れ
の
中
で
、
生
徒
た
ち
は
、「
書
く
こ
と
」
を

本
当
に
自
分
の
「
学
び
」
と
し
て
受
け
入
れ
て

い
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
実
践
の
中
か
ら

①「
俳
句
の
世
界
」と

　
「
わ
た
し
の
歳
時
記
」を
結
び
つ
け
て

  

自
分
の
好
き
な
こ
と
や
、
好
き
な
季
節
、
そ

の
中
に
自
分
だ
け
の
内
面
の
精
神
世
界
を
創
り

あ
げ
て
、
そ
れ
を
表
現
し
て
み
た
く
な
る
年
齢

で
あ
る
こ
と
も
考
え
、
歳
時
記
と
と
も
に
俳
句

と
い
う
短
い
こ
と
ば
で
伝
え
合
う
学
習
を
仕
組

ん
で
み
た
。

◆
俳
句
の
鑑
賞

・ 

班
学
習
で
、
各
句
に
つ
い
て
独
自
の
鑑
賞

文
を
短
冊
カ
ー
ド
に
作
成
‥
‥

３
時
間

・ 

朗
読
、
鑑
賞
発
表
会
‥
‥
‥
‥

２
時
間

◆
歳
時
記
を
書
き
、
俳
句
を
創
作
す
る

・ 

テ
ー
マ
設
定
、歳
時
記
の
下
書
き 

（
感
動
・

伝
え
た
い
こ
と
）
‥
‥
‥
‥
‥

２
時
間

・ 

情
景
や
気
持
ち
、
季
節
感
を
意
識
し
、
感

動
の
中
心
を
句
に
詠
む
‥
‥
‥

１
時
間

・ 

作
品
の
鑑
賞（
班
発
表
）‥
‥
‥

１
時
間

 

作
品
例  

わ
た
し
の
歳
時
記  

三
年
・
Ｙ
Ｋ
さ
ん

   

私
が
小
学
生
の
こ
ろ
住
ん
で
い
た
家
に
、

祖
母
が
大
切
に
し
て
い
た
小
さ
な
サ
ク
ラ
ン

ボ
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。
毎
年
そ
の
木
は

五
、六
個
く
ら
い
し
か
実
を
付
け
な
か
っ
た

け
れ
ど
、
赤
く
て
小
さ
く
て
酸
っ
ぱ
い
そ
の

実
が
な
る
の
を
、
小
さ
い
こ
ろ
は
と
て
も
楽

し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
祖
母
が
亡
く
な
っ

て
私
も
少
し
大
き
く
な
っ
た
春
の
終
わ
り

…
… 

（
中
略
）
私
は
そ
の
木
の
こ
と
は
す
っ

か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
静
か
な
雨
の
中
一

粒
だ
け
残
っ
て
一
生
懸
命
ぶ
ら
下
が
っ
て
い

た
サ
ク
ラ
ン
ボ
…
…
。 

俳
句  

雨
の
庭
一
粒
残
っ
た
さ
く
ら
ん
ぼ

　
②「
平
和
を
築
く
・
地
雷
と
聖
火
」と

　
「
主
張
文
を
書
こ
う
」を
つ
な
げ
て

  

社
会
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
戦
争
・
平
和
そ

し
て
、
人
権
や
環
境
に
つ
い
て
読
み
、
学
ぶ
こ

と
が
で
き
る
単
元
を
う
ま
く
と
ら
え
て
そ
の
意

識
を
高
め
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
新
聞
記
事
を
読

ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
目

を
向
け
さ
せ
、
自
分
が
興
味
を
持
て
る
問
題
を

発
見
さ
せ
、
主
張
文
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う

方
法
を
と
っ
た
。

◆
平
和
を
築
く
・
地
雷
と
聖
火

・ 

そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
を
読
み
、
筆
者
の
主
張

を
読
み
と
る
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

５
時
間

・ 

戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
書
く
‥

１
時
間

◆
主
張
文
を
書
こ
う

・ 

主
張
文
を
書
く
手
順
‥
‥
‥
‥

１
時
間

・ 

新
聞
・
本
・
雑
誌
・
資
料
等
を
読
ん
で
主

張
文
の
主
題
を
探
す
‥
‥
‥
‥

２
時
間

・ 

下
書
き
・
清
書
・
発
表
会

  

（
班
・
学
級
・
ジ
ャ
ン
ル
別
）
‥

４
時
間

《
主
張
文
の
テ
ー
マ
別
％
と
主
題
例
》

ａ 

社
会
問
題  

二
十
六
％　

バ
リ
ア
フ
リ
ー

ｂ 

教
育  

二
十
二
％　

学
力
低
下
が
深
刻

ｃ 

自
然
、
地
域  

十
六
％

ｄ 

健
康
、
病
気  

十
六
％　

ク
ロ
ー
ン
人
間

ｅ 

戦
争
と
平
和  

十
一
％　

イ
ラ
ク
査
察

四
、
お
わ
り
に

  

以
上
、
二
つ
の
実
践
例
を
報
告
し
た
が
、
中

学
三
年
生
と
も
な
れ
ば
大
人
の
感
性
以
上
に
純

粋
で
光
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
読
ん

だ
こ
と
か
ら
考
え
を
深
め
、
こ
と
ば
を
な
か
だ

ち
に
し
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ

を
、
授
業
実
践
の
中
で
少
し
で
も
多
く
の
生
徒

に
感
じ
取
ら
せ
て
い
き
た
い
。

〔
も
り
た　

み
ち
こ
〕
長
崎
県
西
彼
杵
郡
長
与
町
立

高
田
中
学
校
教
諭
。
第
三
十
一
回
全
日
本
中
学
校
国

語
教
育
研
究
協
議
会
「
長
崎
大
会
」
総
務
。「
書
く
」 

力
を
伸
ば
す
指
導
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
る
。
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一　

問
題
の
所
在
と
そ
の
対
応
法

　

時
数
減
に
伴
う
指
導
内
容
の
削
減
が
、
国
語

科
の
場
合
は
学
習
材
数
の
減
少
と
い
う
形
で
現

れ
て
い
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
従

来
、
二
つ
あ
っ
た
小
説
文
が
一
つ
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
語
科
と
い
う
教

科
の
性
質
上
、
二
つ
あ
っ
た
小
説
文
が
一
つ
に

な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
小
説
の
読
み
に
必
要
な
学

び
の
量
に
増
減
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
学
び
の
密
度
を
薄
く
す
る
と
い
う
新
た
な
問

題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

　

少
な
い
学
習
材
で
必
要
な
学
び
を
充
足
す
る

た
め
に
は
、「
応
用
で
き
る
学
力
」
を
備
え
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
わ
た
し
は
、
国
語
科
の

基
礎
・
基
本
を
「（
知
識+

技
能
）+

応
用
力
」

と
と
ら
え
て
い
る
。本
稿
で
は
、「
韻
文
の
学
習
」

を
例
に
そ
の
趣
旨
を
具
体
的
に
示
し
た
い
。

二　

応
用
力
＝
思
考
・
判
断
力

 

「
短
歌
の
世
界
」（『
現
代
の
国
語
２
』）
に
お

い
て
以
下
に
示
す
よ
う
な
学
習
を
実
践
す
る
。

　

ま
ず
、「
読
み
の
技
術
（
ス
キ
ル
）」
と
し
て

五
感
（
視
覚
・
聴
覚
・
臭
覚
…
…
）
に
着
眼
す
る
。

　

作
者
は
何
ら
か
の
形
で
五
感
に
よ
り
対
象

を
と
ら
え
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
た
ち
を
作
者
の

立
場
に
立
た
せ

る
。「
目
で
と
ら

え
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
は
？
」

の
よ
う
に
で
あ

る
。
す
る
と
、「
色

彩
・
数
…
…
」の
よ
う
な
視
覚
的
な
諸
要
素
が

整
理
で
き
る
。
聴
覚
等
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。 

　

次
に
、「
読
み
の
手
順
」
に
二
つ
の
段
階
を

設
け
る
。「
①
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
正
確
に

読
む
こ
と
」
と
「
②
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

類
推
し
て
読
む
こ
と
」
の
二
つ
で
あ
る
。

【
１
読
み
の
分
析
（
発
散
的
思
考
】

　

実
践
に
あ
た
っ
て
、
学
習
シ
ー
ト
を
準
備
す

る
。

　

①
の
読
み

は
「
白
鳥
↓

白
（
白
い

鳥
）、
哀
し

か
ら
ず
や
↓

か
な
し
い
、

空
の
青
↓
青

…
…
」
の
よ

う
に
把
握
さ

れ
て
い
る
。

有
田 

勝
秋熊本市立出水南中学校

読
む
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら

応
用
力
を
持
っ
た

読
む
力
の
育
成

│ 

韻
文
学
習
材
の
場
合

 

色 

対
比

 

数 

多
少

 

明
暗 

対
比

 

遠
近 

作
者
の
位
置

 

質
感 

柔
硬
な
ど

視覚（目）
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一
方
、
②
で
は
「
白
鳥
↓
カ
モ
メ
、
哀
し
か

ら
ず
や
↓
『
哀
』
と
『
悲
』
の
比
較
↓
カ
モ
メ

に
対
す
る
哀
れ
、『
青
』
と
『
あ
を
』
の
比
較

↓
海
と
空
の
色
の
違
い
…
…
」
の
よ
う
に
読
み

の
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
。
①
で
語
句
の
持
つ
辞

書
的
な
意
味
を
忠
実
に
読
み
と
る
こ
と
を
意
識

さ
せ
、
②
の
段
階
で
、
文
脈
に
お
け
る
語
句
の

効
果
や
技
法
を
加
味
し
、
書
か
れ
て
い
な
い
事

柄
に
つ
い
て
根
拠
あ
る
類
推
を
意
識
さ
せ
る
。

　

ま
た
、
句
切
れ
に
関
し
て
「
事
実
と
意
見
の

読
み
分
け
」
に
よ
り
、「
白
鳥
は
…
…
哀
し
か

ら
ず
や
」
ま
で
が
「
作
者
の
思
い(
意
見)

」
で

あ
り
、「
海
の
青
…
…
染
ま
ず
漂
う
」ま
で
は「
事

実
」
の
描
写
で
あ
る
。
二
句
切
れ
の
歌
で
あ
る

こ
と
も
自
力
で
解
決
で
き
て
い
く
。

【
２
鑑
賞
文
の
制
作
（
収
束
的
思
考
）】

　

読
み
の
成
果
を
改
め
て
客
観
的
・
具
体
的
に

把
握
す
る
手
順
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
鑑
賞

文
を
作
成
す
る
。
そ
の
場
合
、
構
成
を
次
の
よ

う
な
内
容
で
整
理
す
る
。

 

「
起
」
は
こ
と
ば
の
辞
書
的
な
把
握
。「
承
」

は
文
脈
に
お
け
る
こ
と
ば
の
把
握
。「
転
」
は

作
者
の
立
場
か
ら
の
把
握
。「
結
」
は
読
み
手

の
立
場
か
ら
の
把
握
で
あ
る（
藤
原
宏
氏
の「
関

係
把
握
力
」
を
参
考
に
さ
れ
た
い
）。
完
成
し

た
「
鑑
賞
文
」
の
例
を
次
に
紹
介
す
る
。

　

こ
の
学
習
が
「
応
用
力
」
を
持
っ
た
読
み

の
力
と
な
り
得
る
の
は
、
ま
ず
五
感
で
と
ら

え
た
対
象
を

二
段
階
に
分

け
て
思
考
・

判
断
す
る
方

法
を
獲
得
で

き
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら

に
、
鑑
賞
文

と
い
う
形
に

整
理
す
る
過

程
で
、
読
み

の
成
果
を
多
様
な
視
点
か
ら
把
握
し
直
し
、
そ

れ
を
ま
と
め
る
方
法
に
習
熟
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。

三  

和
歌
学
習
材
へ
の
応
用

　

短
歌
の
学
習
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
読
み
の
力

は
、
三
年
時
の
「
俳
句
の
世
界
」（『
現
代
の
国

語
３
』）
に
お
い
て
さ
ら
に
深
化
で
き
る
。
俳

句
の
理
解
に
、「
短
歌
」
の
学
習
が
応
用
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
々
の
理
解
の

成
果
を
双
方
向
の
高
め
合
い
活
動
に
よ
っ
て
深

め
る
等
の
学
習
活
動
の
発
展
が
可
能
に
な
る
。

　

次
に
紹
介
す
る
シ
ー
ト
は
「
俳
句
の
学
習
」

の
最
後
に
、
学
習
の
達
成
度
を
見
る
た
め
に
出

題
し
た
「
赤
い
椿
白
い
椿
…
…
」
の
歌
の
分
析

と
鑑
賞
文
で
あ
る
。
全
員
の
生
徒
が
自
力
で
鑑

賞
文
ま
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
一
連

の
学
習
は
同

じ
３
年
の

「
和
歌
の
世

界
」
で
も
、

和
歌
の
理

解
に
機
能
す

る
。

　

文
種
に
よ

る
読
み
の
共

通
要
素
を
整

理
す
る
こ
と
で
、
韻
文
学
習
材
以
外
で
も
、
こ

の
よ
う
な
読
み
の
指
導
は
可
能
で
あ
る
。

〔
あ
り
た　

か
つ
あ
き
〕
熊
本
市
立
出
水
南
中
学
校

教
諭
。「
話
す
・
聞
く
に
お
け
る
内
言
操
作
能
力
」

や
「
評
価
方
法
」
等
に
つ
い
て
実
践
・
研
究
中
。

起 

①
の
読
み
か
ら
、
歌
の
概
略
を
述
べ
る
。

承 

②
の
読
み
か
ら
、
読
み
深
め
た
内
容
を
述
べ

　
　

る
。

転 

（
歌
と
）
作
者
に
つ
い
て
述
べ
る
。

結 

歌
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
。
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何
の
た
め
の
文
法
学
習
な
の
か

 

「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
の
学
習
ほ
ど
、
教
師
に

よ
っ
て
、
教
え
や
す
い
か
教
え
に
く
い
か
の
見

解
が
顕
著
に
分
か
れ
る
分
野
も
少
な
い
の
で
は

な
い
か
。
か
く
言
う
わ
た
し
は
と
い
う
と
、
つ

ね
づ
ね
、
日
本
語
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
生
徒
に

感
じ
さ
せ
つ
つ
、楽
し
く
学
習
を
進
め
る
に
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
迷
っ
て
き
た
。

　

現
在
、
中
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
橋
本
文
法

は
よ
く
体
系
化
さ
れ
、
順
序
よ
く
教
え
て
い
き

さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
は
お
の
ず
と
進
ん
で

ゆ
く
。
し
か
し
、
そ
の
細
部
を
学
ぶ
う
ち
に
、

何
の
た
め
に
文
法
を
学
ん
で
い
る
の
か
そ
の
目

的
が
忘
れ
ら
れ
、
手
段
が
目
的
化
し
て
し
ま
う

傾
向
が
あ
る
の
も
事
実
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
わ
た
し
は
、「
こ
と
ば
」

を
実
際
場
面
に
即
し
て
機
能
的
に
考
え
て
い
く

こ
と
の
大
切
さ
を
強
く
感
じ
て
い
る
。つ
ま
り
、

実
際
場
面
を
と
り
あ
げ
、「
こ
と
ば
」
の
は
た

ら
き
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
機
会
を
、
従
来
の

方
法
の
中
に
盛
り
込
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
三
年
間
の
学
習
の
中
に
配
置
す
る
こ
と

で
、「
こ
と
ば
の
き
ま
り
は
つ
ま
ら
な
い
」
と

い
う
生
徒
の
反
応
が
次
第
に
薄
ら
い
で
ゆ
く
の

を
感
じ
て
い
る
。

機
能
的
に
こ
と
ば
の
働
き
を
と
ら
え
る

　

授
業
の
中
で
、
機
能
的
に
こ
と
ば
の
働
き
を

と
ら
え
る
ポ
イ
ン
ト
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。

①
実
際
の
運
用
場
面
を
仮
定
す
る
。

②
比
較
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
る
。

③
説
明
の
相
手
を
設
定
す
る
。

※
例
え
ば
、「
日
本
語
を
習
い
始
め
た
外
国
人
」

と
い
う
設
定
が
あ
る
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
に
協
力
を
求

め
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
時
間
が
許
せ

ば
、
実
際
に
招
い
て
説
明
を
行
っ
て
も
お
も

し
ろ
い
。

④
最
終
的
に
は
辞
書
で
確
認
さ
せ
る
。

実
践
例
と
生
徒
の
様
子

　

三
年
生
に
、助
詞
の
学
習
と
い
う
の
が
あ
る
。

そ
れ
を
例
に
、
右
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
具
体

的
に
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

◆
導
入
段
階
：
例
文
を
提
示
す
る
。

　

あ
る
駅
で
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
が
あ
っ
て

大
変
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ゴ
ミ
箱
を
置

き
、
表
示
を
し
た
。

　

ア　

ゴ
ミ
は
ゴ
ミ
箱
へ
入
れ
ま
し
ょ
う

　

し
か
し
、
ゴ
ミ
は
周
辺
に
散
ら
か
り
続
け

助
詞
と
あ
そ
ぶ

 

近
藤 

照
子静岡県藤枝市立青島北中学校

こ
と
ば　

学
びの
部
屋
か
ら
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て
、い
っ
こ
う
に
減
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、 

次
の
よ
う
な
表
示
に
切
り
替
え
た
。

 　

イ  

ゴ
ミ
は
ゴ
ミ
箱
に
入
れ
ま
し
ょ
う

　

そ
う
す
る
と
ゴ
ミ
が
散
ら
か
ら
な
く
な
く 

な
っ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。
違
い
は
「
へ
」
を

「
に
」
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
日
本
語
を  

習
い
始
め
た
外
国
の
方
に
、
こ
の
違
い
を
教 

え
て
み
よ
う
。

　

右
の
最
後
の
問
い
に
対
し
、
生
徒
は
、
初
め
、

「
絶
対
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」「
ど
こ
も
変
わ
ら

な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
う
ち
真
剣

に
考
え
だ
す
。「
へ
」「
に
」
の
助
詞
の
使
わ
れ

方
を
振
り
返
り
始
め
る
の
で
あ
る
。

◆
展
開
段
階

　

①
「
自
分
の
考
え
」
を
考
え
る
時
間
を
と
る
。

　

②
班
で
話
し
合
わ
せ
る
（
教
師
は
机
間
指
導
）。

　

③
全
体
討
議

　

②
の
段
階
で
、
辞
書
等
を
使
っ
て
調
べ
始
め

た
り
す
る
生
徒
が
で
て
く
る
。説
明
の
と
き「
自

分
た
ち
が
使
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
説
明
で
き

る
よ
う
に
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
と
身
近
な

例
を
使
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

　

③
の
場
面
で
、
辞
書
か
ら
得
た
情
報
が
出
さ

れ
た
場
合
は
、み
ん
な
で
辞
書
を
再
確
認
す
る
。

◆
結
末
段
階
：
授
業
の
ま
と
め
と
し
て

　

こ
の
と
き
、「
外
国
の
方
に
説
明
が
で
き
る

よ
う
に
整
理
し
よ
う
」
と
指
示
す
る
だ
け
で
、

単
に
黒
板
を
写
し
た
り
友
達
の
発
言
を
書
き
留

め
る
だ
け
の
よ
う
な
生
徒
は
減
る
。

「
と
く
に
わ
か
り
や
す
く
」
と
い
う
点
で
、
時

間
が
許
せ
ば
、
何
人
か
の
生
徒
に
言
わ
せ
、
相

互
評
価
さ
せ
た
い
。

　

助
詞
の
「
へ
」「
に
」
の
比
較
の
他
に
も
、

副
助
詞
の
「
は
」
と
格
助
詞
の
「
が
」
の
比
較
、

終
助
詞
の
比
較
な
ど
が
あ
る
。

  

次
に
あ
げ
る
の
は
、
こ
う
し
た
や
り
方
で
何

時
間
か
学
ん
だ
あ
と
の
生
徒
の
感
想
で
あ
る
。

○
日
ご
ろ
使
っ
て
い
る
日
本
語
っ
て
、案
外
難
し
い

と
感
じ
た
。

○
自
分
た
ち
が
い
か
に
考
え
て
使
っ
て
い
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。日
本
人
で
あ
る
こ
と

の
自
信
が
少
し
な
く
な
っ
た
。

○
た
っ
た
一
字
で
相
手
に
与
え
る
意
味
や
印
象
が

変
わ
っ
て
く
る
な
ん
て
、日
本
語
っ
て
す
ご
い
。

  

生
徒
は
、
日
ご
ろ
な
に
げ
な
く
使
っ
て
る
こ

と
ば
が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
の
意
味
を
も
つ
不
思

議
さ
や
、
そ
の
意
味
の
微
妙
さ
に
気
づ
き
始
め

て
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
と
ば

へ
の
関
心
や
こ
と
ば
へ
の
積
極
的
な
か
か
わ
り

が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

 

発
展
的
な
「
こ
と
ば
の
学
習
」
へ

  

個
々
の
学
習
を
三
年
間
積
み
上
げ
た
後
の
最

終
単
元
と
し
て
「
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
」

と
い
う
総
合
単
元
を
組
ん
で
い
る
。

　

そ
の
主
な
流
れ
は
以
下
の
と
お
り
。

①
調
べ
学
習
：
興
味
を
持
っ
た
こ
と
ば
の
働
き

や
こ
と
ば
に
つ
い
て
追
究
学
習
を
行
う
。

②
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
：
「
日
本
語
」

の
未
来
、
あ
る
い
は
理
想
的
な
あ
り
方
に
つ

い
て
の
提
言
・
提
案
を
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
行
う
。

　

総
ま
と
め
の
単
元
と
し
て
、
こ
れ
は
一
例
に

過
ぎ
な
い
が
、
さ
ら
に
工
夫
す
れ
ば
、
こ
と
ば

の
機
能
の
細
部
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
、
大
上
段
に

構
え
て
日
本
語
を
と
ら
え
る
活
動
へ
と
、
そ
の

学
習
を
ス
パ
イ
ラ
ル
に
組
む
こ
と
が
可
能
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
特

性
を
知
り
つ
つ
、
日
本
語
に
強
い
関
心
を
も
っ

て
使
っ
て
い
く
生
徒
が
育
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

〔
こ
ん
ど
う　

て
る
こ
〕
静
岡
県
藤
枝
市
立
青
島
北

中
学
校
教
諭
。
静
岡
県
生
ま
れ
。
現
在
は
、
入
門
期

に
お
け
る
古
典
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
す
る

と
と
も
に
、
文
学
的
文
章
の
読
解
に
創
作
表
現
活
動

を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
実
践
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
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集
中
力
が
必
要
だ

　

ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
自
己
の
力
や
技
、
練
習
の

成
果
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
肉
体

的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、
メ
ン
タ
ル

面
で
の
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
、
と
り
わ
け
集
中
力
を

高
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
爆
発
的
な
力
を

生
み
出
し
た
り
、
10
分
の
１
ミ
リ
、
100
分
の
１

秒
を
競
り
合
う
こ
と
は
、
注
意
力
が
散
漫
で
は

不
可
能
だ
か
ら
だ
。

　

勝
ち
負
け
を
競
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
教
室

で
の
学
び
で
も
集
中
力
が
必
要
だ
と
考
え
て
い

る
。
集
中
力
と
あ
る
種
の
緊
張
感
は
、
学
習
効

果
を
高
め
る
大
き
な
要
素
だ
と
思
う
。

集
中
力
を
高
め
る
た
め
に

　

集
中
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
生
徒
た
ち
の

興
味
・
関
心
を
引
き
出
し
、
自
分
た
ち
の
課
題

に
向
か
っ
て
意
欲
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
授

業
、
学
び
合
い
を
組
織
す
る
こ
と
が
最
も
大
事

だ
。
言
い
か
え
れ
ば
、
授
業
内
容
の
改
善
と
充

実
こ
そ
不
可
欠
の
要
素
な
の
だ
が
、
本
稿
で
は

形
の
面
か
ら
集
中
力
を
高
め
る
方
法
を
い
く
つ

か
紹
介
し
た
い
。
特
に
、
繰
り
返
し
の
練
習
も

必
要
に
な
る
こ
と
ば
や
文
字
の
学
習
で
は
、
集

中
力
の
持
続
が
か
ぎ
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

①
座
席
の
配
置

　

鉄
鋼
王
カ
ー
ネ
ギ
ー
が
「
ど
ん
な
よ
い
話
で

も
聴
衆
が
会
場
の
あ
ち
こ
ち
に
点
在
し
て
い
る

と
、
集
中
し
て
聞
い
て
く
れ
な
い
も
の
だ
」
と

言
っ
た
と
い
う
。
私
は
、
少
し
で
も
話
を
聞
い

て
も
ら
い
、
生
徒
ど
う
し
が
お
互
い
の
発
言
に

耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
授
業
中
の

生
徒
の
席
は
、
教
室
の
真
ん
中
に
集
め
る
よ
う

に
寄
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
両
サ
イ
ド
の
列
の

席
は
、
教
室
中
央
内
側
に
や
や
向
け
て
い
る

②
教
卓
は
ど
け
る

　

教
卓
を
前
に
置
い
て
話
を
す
る
の
と
そ
う
で

な
い
の
と
で
は
教
師
と
生
徒
の
距
離
が
違
う
。

教
卓
は
一
つ
の
壁
だ
か
ら
。

③
「
礼
」
も
大
事

　

始
業
の
礼
が
整
然
と
し
て
い
る
授
業
に
は
、

節
度
と
落
ち
着
き
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
学
習
が

始
ま
る
と
い
う
緊
張
感
が
あ
る
。
緊
張
感
が
集

中
力
を
生
む
。

④
集
中
力
の
持
続
時
間
に
配
慮
す
る

　

都
立
教
育
研
究
所
で
の
教
育
工
学
の
研
修
の

と
き
、「
人
の
集
中
力
は
、
十
五
分
間
程
度
だ

か
ら
五
十
分
の
授
業
を
三
節
に
分
け
て
指
導
を

し
て
み
る
と
よ
い
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
、

私
は
、
生
徒
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
十
五
分
間

よ
り
短
い
時
間
で
、
授
業
の
節
を
作
る
よ
う
に

集
中
力
で

こ
と
ば
の
達
人
に

大
矢 

一
彦東京都立川市立立川第五中学校

学
びの
部
屋
か
ら

こ
と
ば
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し
て
い
る
。

⑤
サ
イ
ク
ル
学
習

　

授
業
の
学
習
形
態
を
、
①
個
人
学
習
↓
②
グ

ル
ー
プ
学
習
↓
③
全
体
学
習
、
と
い
う
流
れ
に

し
て
、
授
業
に
節
目
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
は
斎
藤
喜
博
氏
の
授
業
実
践
よ
り
ヒ
ン
ト

を
得
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
形
態
は
十
五

分
間
が
一
応
の
目
安
。
そ
れ
以
上
だ
と
生
徒
の

活
動
が
だ
ら
だ
ら
と
な
り
や
す
い
。
グ
ル
ー
プ

学
習
は
学
級
の
生
活
班
六
人
よ
り
も
、
四
人
の

グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
効
率
は
上
が
る
よ
う
だ
。

集
中
力
で
漢
字
を
定
着

　

漢
字
に
対
し
て
生
徒
は「
嫌
い
だ
け
ど
好
き
」

と
い
っ
た
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
漢
字
を
一
字

正
し
く
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

大
人
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
と
感
じ
て
い
る
生
徒

も
多
い
。
国
語
教
師
に
と
っ
て
も
漢
字
は
一
種

の「
業
」の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
私
は
漢

字
の「
音
・
形
・
義
」の
学
習
の
あ
と
、
よ
り
定

着
す
る
よ
う
に「
集
中
力
」を
生
か
し
た
漢
字
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
オ
ッ
チ

片
手
に
五
分
間
で
四
十
題
近
く
を
こ
な
す
よ
う

に
す
る
。
一
分
間
ご
と
に
コ
ー
ル
す
る
。
は
じ

め
は
で
き
な
い
が
、
繰
り
返
す
と
ど
ん
ど
ん
速

く
な
る
。
正
答
率
も
あ
が
る
。
具
体
的
な
目
標

と
し
て
各
自
が
意
識
で
き
る
数
字
を
あ
げ
る
こ

と
で
、
学
習
効
果
が
上
が
る
。

　

漢
字
の
書
き
取
り
で
は
、
五
分
間
（
四
十

題
）、
十
分
間
（
八
十
題
）
そ
し
て
、
耐
久

二
十
分
間
（
百
六
十
題
）
と
や
っ
て
み
た
。
な

ぜ
「
耐
久
」
な
の
か
は
前
述
の
と
お
り
集
中
力

の
限
界
、
十
五
分
間
を
越
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
す
が
に
生
徒
た
ち
の
腕
も
悲
鳴
を
あ
げ
る
。

「
だ
が
、
そ
れ
は
一
生
懸
命
に
や
っ
て
い
る
証

拠
だ
。
一
生
懸
命
な
自
分
を
好
き
に
な
れ
」と
、

生
徒
た
ち
を
い
つ
も
励
ま
し
て
い
る
。

例
文
で
習
熟
す
る
文
法
学
習

　

一
年
生
に
は「
文
法
は
使
え
て
こ
そ
意
味
が

あ
る
」と
言
っ
て
、
集
中
的
に
短
文
作
り
に
取

り
組
ま
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
主
語
に
は「
は
・

も
・
こ
そ
・
さ
え
・
が
」と
い
う
こ
と
ば
が
つ

く
と
教
え
、「
は
・
も
・
こ
そ
・
さ
え
・
が
」を

使
っ
て
文
を
た
く
さ
ん
作
ら
せ
る
。「
主
語
と

は
何
か
」と
理
屈
を
追
究
す
る
よ
り
、
書
い
て
、

使
っ
て
い
く
中
で
主
語
の
役
割
が
つ
か
め
れ
ば

よ
い
と
考
え
て
い
る
。

　

三
年
生
に
対
し
て
は
「
文
法
は
説
明
で
き
て

こ
そ
本
物
」と
い
う
要
求
を
出
す
。 
例
え
ば「
助

詞
の
『
は
』
と
『
が
』
の
違
い
を
例
文
を
作
っ

て
説
明
せ
よ
。」
と
い
う
課
題
。「『
は
』
は
副

助
詞
、『
が
』
は
格
助
詞
」
で
終
わ
り
で
は
な

く
、
た
く
さ
ん
の
例
文
を
作
り
、
そ
の
中
か
ら

相
違
点
や
共
通
点
を
発
見
し
自
分
の
こ
と
ば
で

説
明
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
「『
①
米
洗
う
前

に
蛍
の
二
つ
三
つ
②
米
洗
う
前
へ
蛍
の
二
つ
三

つ
③
米
洗
う
前
を
蛍
の
二
つ
三
つ
』
の
違
い
を

説
明
せ
よ
。」と
い
う
課
題
。
動
き
の
あ
る
シ
ー

ン
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
し
な
が
ら
、
た
っ
た
一

字
の
助
詞
の
違
い
か
ら
く
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
理

解
し
、
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
母
国
語
の

尊
重
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
。

言
語
活
動
の
中
で
生
か
す
工
夫
を

  

漢
字
に
し
て
も
文
法
に
し
て
も
、
集
中
し
た

取
り
立
て
学
習
が
「
話
す
・
聞
く
／
書
く
／
読

む
」
で
生
き
て
く
る
よ
う
に
し
た
い
。
既
習
漢

字
を
使
っ
て
書
い
た
ノ
ー
ト
を
全
体
に
紹
介
す

る
、
助
詞
に
着
目
し
て
筆
者
の
考
え
を
と
ら
え

た
発
表
を
ほ
め
る
な
ど
、
意
識
的
な
取
り
組
み

を
か
さ
ね
て
、生
徒
た
ち
が
「
こ
と
ば
の
達
人
」

に
育
っ
て
い
け
る
よ
う
支
援
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

〔
お
お
や　

か
ず
ひ
こ
〕
東
京
都
立
川
市
立
立
川
第

五
中
学
校
教
諭
。
生
徒
が
母
国
語
を
尊
重
で
き
る
指

導
の
工
夫
を
重
ね
て
い
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

Ｐ
Ｄ
Ｓ
と
は
、Plan

・D
o

・See

の
略
語
で
、

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
計
画
・
実
行
・
点

検
の
サ
イ
ク
ル
を
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
繰
り

返
し
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
で
、
教
育
界
に
は

古
く
か
ら
あ
る
概
念
で
あ
る
。
最
近
で
は
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
（
Ｃ
＝
チ
ェ
ッ
ク
、
Ａ
＝
ア
ク
シ
ョ
ン
）

と
も
よ
ば
れ
る
。

　

選
択
の
時
間
は
新
教
育
課
程
で
大
幅
に
拡
大

し
た
。
選
択
教
科
こ
そ
生
徒
の
特
性
に
応
じ
た

多
様
な
学
習
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
計
画
・

実
践
・
評
価
Ｐ
Ｄ
Ｓ
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
を
学
習
者

も
指
導
者
も
取
り
入
れ
て
、
ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ

プ
を
図
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
、 P

lan

・
計
画
に
つ
い
て

　

一
年
生
の
選
択
国
語
は
今
後
の
中
学
校
で
の

選
択
教
科
を
履
習
す
る
導
入
期
に
あ
た
る
。
必

修
国
語
は
基
礎
基
本
の
充
実
が
中
心
で
、
時
数

も
限
ら
れ
て
お
り
、
反
復
学
習
や
生
徒
の
興
味

関
心
に
こ
た
え
る
発
展
的
な
学
習
を
組
む
こ
と

が
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
選
択
国
語
は
、
入

学
か
ら
現
在
ま
で
に
学
習
し
た
内
容
の
補
充
・

発
展
を
主
な
目
的
と
し
て
計
画
し
た
。
具
体
的

に
は
、「
聞
く
こ
と
、
話
す
こ
と
」
や
「
書
く

こ
と
」
の
活
動
で
実
施
し
た
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
分

析
や
新
聞
作
り
の
活
動
の
補
充
・
発
展
と
な
る
。

　

以
下
で
は
、
三
学
期
15
時
間
の
選
択
国
語
の

概
要
を
報
告
す
る
。

◆
ス
テ
ッ
プ
１

〔
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
見
よ
う
〕三
時
間
扱
い

情
報
を
分
析
的
に
受
信
す
る
こ
と
を
学
ぶ
。

基
本
的
に
は
必
修
国
語
の
反
復
・
補
充
で
、録

画
し
た
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
映
像
を
視
点
を
も
っ

て
視
聴
し
気
が
つ
い
た
こ
と
を
話
し
合
う
。

◆
ス
テ
ッ
プ
２

〔
行
事
や
学
ん
だ
こ
と
の
新
聞
作
り
〕八
時
間
扱
い

情
報
発
信
方
法
を
学
ぶ
。

自
分
た
ち
の
新
聞
を
作
る
活
動
の
前
に
、
次

の
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
置
く
。

　

ス
テ
ッ
プ
２ 

│ 

① 

一
般
新
聞
を
分
析
す
る

　

一
般
新
聞
紙
を
発
想
・
着
想
・
構
想
の
観

点
か
ら
分
析
す
る
。

   

ス
テ
ッ
プ
２ 

│ 

② 

新
聞
作
り
の
方
法
の
再
確
認

　
　

調
査
の
方
法
や
調
べ
方
、
ま
と
め
方
。

○
ス
テ
ッ
プ
３

〔
新
聞
の
発
表
〕四
時
間
扱
い

　

略（
三
省
堂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
予
定
）

三
、D

o

・
授
業
の
実
際
（
教
師
の
支
援
）

  

ス
テ
ッ
プ
１
で
は
、「
だ
れ
が
」「
だ
れ
に
向

Ｐ
Ｄ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
を

ふ
ま
え
た
選
択
国
語

宮
﨑 

潤
一群馬県佐波郡境町立南中学校

選
択
国
語

学
びの
部
屋
か
ら
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か
っ
て
」「
何
を
」
伝
え
た
い
の
か
を
、
授
業

中
の
生
徒
の
発
言
を
と
ら
え
な
が
ら
確
認
さ
せ

た
り
、
生
徒
の
発
言
を
受
け
て
全
体
で
立
ち
止

ま
っ
て
考
え
る
場
面
を
設
定
し
た
り
し
た
。
相

手
の
こ
と
ば
を
受
け
て
積
極
的
に
発
言
し
よ
う

と
す
る
意
識
を
喚
起
す
る
よ
う
支
援
し
た
。

  

視
点
を
持
っ
て
比
較
し
、
話
し
合
っ
て
い
く

過
程
で
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
へ
の
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
高
め
て
そ
れ
を

販
売
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
目

的
の
た
め
に
、
短
い
時
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
法

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
気
づ
き
、
コ
マ

ー
シ
ャ
ル
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
象
徴
的
情
報

が
、
消
費
者
が
容
易
に
購
買
意
欲
を
起
こ
す
よ

う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体

例
を
も
と
に
発
言
す
る
生
徒
が
見
ら
れ
た
。

  

ス
テ
ッ
プ
２
の
新
聞
分
析
で
は
、
生
徒
に
同

日
の
新
聞
紙
を
持
参
さ
せ
て
比
べ
る
こ
と
を
と

お
し
て
、
同
日
の
新
聞
で
あ
っ
て
も
新
聞
社
に

よ
っ
て
記
事
や
写
真
の
扱
い
に
差
異
が
あ
る
こ

と
に
、全
部
の
生
徒
が
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

発
信
者
の
意
図
に
沿
う
よ
う
に
、
発
信
者
に
よ

っ
て
情
報
が
操
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。

　

こ
こ
で
は
教
師
の
「
同
じ
テ
ー
マ
で
書
く
と

し
た
ら
ど
ん
な
形
に
な
り
ま
す
か
」
と
い
っ
た
投

げ
か
け
や
、
話
し
合
い
が
主
な
活
動
に
な
っ
た
。

四
、S

ee

・
評
価

  

こ
の
実
践
は
、
本
稿
執
筆
時
で
は
ま
だ
終
了

し
て
い
な
い
の
で
中
間
評
価
と
な
る
。

P
lan

・
計
画
の
評
価

  

Ａ
・
Ｃ
の
観
点
で
み
る
と
、
三
年
間
の
国
語

の
学
び
の
基
礎
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
補

充
・
発
展
と
し
て
有
用
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

今
後
は
、
二
．
三
年
の
選
択
国
語
と
の
整
合
性

が
必
要
に
な
る
。

D
o

・
授
業
の
評
価

  

選
択
国
語
で
は
、
幅
広
い
指
導
計
画
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
用
意
し
、
生
徒
の
到
達
度
を
見

取
る
評
価
の
観
点
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。
学
び
の
基
本
と
な
る
情
報
受

信
と
、
新
聞
作
り
と
い
う
情
報
発
信
の
基
礎
の

両
面
に
本
実
践
で
は
取
り
組
ん
だ
。
こ
れ
ら
の

学
習
は
、
二
年
時
・
三
年
時
に
さ
ら
に
内
容
が

深
化
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
際
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
や
ビ
デ
オ
ニ
ュ
ー
ス

の
作
成
と
い
っ
た
他
教
科
で
身
に
つ
け
た
技
能

を
活
用
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。

五
、
お
わ
り
に 

  

選
択
教
科
で
は
、
学
習
者
の
側
に
立
っ
た
授

業
の
構
築
、
確
か
な
見
通
し
の
も
と
で
柔
軟
性

を
も
っ
た
教
育
課
程
の
実
施
が
特
に
要
求
さ
れ

る
。「
自
己
点
検
・
自
己
評
価
の
体
制
確
立
」

や
「
発
展
的
補
充
的
な
学
習
の
充
実
」
の
た
め

に
、
生
徒
（
学
習
者
）
や
教
師
（
支
援
者
）
の

そ
れ
ぞ
れ
が
Ｐ
Ｄ
Ｓ
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
の
概
念
と

手
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
有
効
な
方
法
と
な

る
。

　

特
に
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
分
析
的
に
読
み
と
る

視
点
を
も
つ
こ
と
は
、
今
後
の
生
活
の
中
で
映

像
や
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
表
現
し

て
い
く
と
き
に
、
発
想
・
着
想
・
構
想
す
る
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
で
収
集
可

能
な
限
り
の
情
報
を
集
め
、
も
て
る
力
で
論
理

的
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
古
く
て
新
し

い
Ｐ
Ｄ
Ｓ
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
の
シ
ス
テ
ム
の
獲
得

は
、
と
り
わ
け
学
習
者
に
と
っ
て
生
き
抜
く
力

を
確
立
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
手
だ
て
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

〔
み
や
ざ
き　

じ
ゅ
ん
い
ち
〕
群
馬
県
佐
波
郡
境
町

立
南
中
学
校
教
諭
。
群
馬
県
生
ま
れ
。
著
書
に
『
若

き
日
の
井
上
靖
』
が
あ
る
。
現
在
メ
タ
認
知
の
視
点

か
ら
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
修
行
中
。

m
iyazakike@

m
ub.biglobe.ne.jp
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心
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に

　

心
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
経
験
は
、
映
像

と
な
り
感
動
と
し
て
心
に
残
る
。
そ
し
て
、
何

か
の
拍
子
に
映
像
が
よ
み
が
え
る
と
、
そ
の
と

き
の
感
動
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
再
び
心
が
揺
ら

ぐ
。
こ
の
よ
う
な
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
の
中
学
生
の
生
活
は
、
学
校
、
部
活
動

に
塾
と
目
ま
ぐ
る
し
い
。
ま
た
自
然
や
人
と
の

か
か
わ
り
の
不
足
か
ら
相
手
の
気
持
ち
を
察
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
気
持
ち
も
表
現
で

き
ず
に
い
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
感
動
体
験

が
少
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
自
分
の
感
情
を

表
す
こ
と
を
恥
ず
か
し
い
と
思
い
、
む
し
ろ
表

現
し
な
い
こ
と
を
好
む
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
自
分
の
気
持
ち
や
感
情
を
文
字
に
と
ど

め
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
自
分
自
身
を
確
認
す

る
こ
と
も
な
い
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
気
持

ち
や
感
情
は
色
あ
せ
、
風
化
し
て
記
憶
の
底
に

沈
ん
で
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
存
在

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
な
く
生
き
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。

　

そ
こ
で
、
私
は
「
選
択
書
写
」
を
と
お
し
て

生
徒
の
感
性
を
刺
激
し
、
自
分
の
心
の
高
ま
り

を
短
い
文
で
率
直
に
表
現
さ
せ
、
そ
れ
を
毛
筆

作
品
に
完
成
さ
せ
て
書
写
の
楽
し
さ
や
喜
び
を

味
わ
わ
せ
た
い
と
考
え
た
。
こ
の
過
程
で
生
徒

が
自
分
の
存
在
の
大
き
さ
に
気
づ
き
、
周
囲
の

人
々
の
愛
情
に
感
謝
し
つ
つ
、
自
分
の
生
き
方

を
考
え
る
授
業
を
め
ざ
し
た
。

自
分
の
思
い
を
短
い
文
に

  

「
私
た
ち
は
多
く
の
人
々
に
支
え
ら
れ
、
守

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
生
き
て
い
る
。

今
回
は
そ
れ
を
実
感
し
た
経
験
を
と
お
し
て
自

分
の
気
持
ち
を
短
い
文
で
表
現
し
、
書
写
の
作

品
に
し
て
文
化
祭
に
発
表
す
る
」 

と
生
徒
に
告

げ
た
。
今
年
は
二
度
目
の
試
み
に
な
る
。
昨
年

は
、
自
分
の
作
品
が
人
目
に
触
れ
る
の
を
嫌
が

り
、
自
分
の
気
持
ち
を
知
ら
れ
る
の
を
嫌
う
生

徒
も
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
祭
を
見
学
し
た

人
た
ち
に
好
評
だ
っ
た
の
で
、
今
年
は
生
徒
の

取
り
組
み
に
も
熱
が
入
っ
た
。

　

作
品
づ
く
り
の
第
一
歩
は
、
記
憶
の
底
に
埋

も
れ
た
経
験
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に

は
個
人
指
導
が
大
切
で
あ
る
。「
何
も
な
い
」「
思

い
出
せ
な
い
」
と
訴
え
る
生
徒
と
話
を
し
な
が

ら
、「
そ
の
体
験
・
そ
の
場
面
」
の
生
き
生
き

と
し
た
映
像
を
作
り
、５
Ｗ
１
Ｈ
に
作
文
す
る
。

こ
の
と
き
周
囲
の
人
や
自
分
の
気
持
ち
を
振
り

返
る
こ
と
で
、
い
か
に
自
分
が
多
く
の
人
の
愛

を
受
け
、
大
事
に
さ
れ
見
守
ら
れ
て
い
た
か
を

自
己
を
見
つ
め
直
す

文
字
の
学
び 

│
生
徒
が
変
わ
る
「
選
択
書
写
」

石
山 

洋
子神奈川県横浜市立六浦中学校

書
写

学
びの
部
屋
か
ら
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感
じ
さ
せ
る
。
自
分
を
支
え
て
く
れ
た
人
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
し
、
自
分
の
生

き
方
を
見
つ
め
直
し
始
め
た
生
徒
も
い
る
。

  
次
に
、
５
Ｗ
１
Ｈ
の
作
文
を
、
自
分
の
気
持

ち
や
情
景
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
で
表
し
、
表

現
技
法
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
、
思
い
を
込
め
た

短
い
文
に
ま
と
め
直
す
。　

　

参
考
に
し
た
の
は
、『
日
本
一
短
い
「
母
」

へ
の
手
紙
』（
福
井
県
丸
岡
町
編
）
の
作
品
で

あ
る
。
母
へ
の
熱
い
思
い
を
綴
っ
た
短
い
手
紙

文
に
、
生
徒
も
共
感
の
表
情
を
見
せ
、
文
づ
く

り
で
は
自
分
自
身
と
対
話
す
る
様
子
が
う
か
が

え
た
。
ま
た
、「
楽
し
い
」「
悲
し
い
」
の
こ
と

ば
に
は
そ
の
人
の
気
持
ち
を
伝
え
る
力
が
乏
し

い
の
で
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
使
わ
ず
に
、
自

分
の
気
持
ち
を
表
現
す
る
よ
う
に
条
件
を
つ
け

た
。
個
人
指
導
で
二
〜
三
時
間
を
費
や
し
た
。

筆
で
、
割
り
箸
で
、
歯
ブ
ラ
シ
で
書
く

　

い
よ
い
よ
作
品
づ
く
り
で
あ
る
。

　

筆
を
持
つ
と
、
ど
う
し
て
も
書
写

の
教
科
書
の
よ
う
に
書
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
の
か
、
生
徒
は
二
の

足
を
踏
む
。
文
字
を
書
く
楽
し
さ
や

喜
び
を
感
じ
る
以
前
に
「
う
ま
く
書

け
な
い
」
と
否
定
的
に
な
る
。
そ
こ

で
道
具
を
筆
に
限
ら
ず
、
自
分
の
気
持
ち
を
文

字
に
表
現
で
き
る
道
具
を
選
ば
せ
た
。
割
り
箸

や
墨
の
角
を
使
う
生
徒
、
ガ
ー
ゼ
を
巻
い
た
指

で
書
く
生
徒
、
歯
ブ
ラ
シ
で
書
く
生
徒
、
犬
の

毛
を
集
め
て
筆
を
作
っ
た
生
徒
も
い
た
。
さ
ら

に
、
画
仙
紙
の
大
き
さ
や
形
も
自
由
に
し
、
豊

か
な
発
想
で
楽
し
く
作
品
づ
く
り
に
取
り
組
め

る
よ
う
に
し
た
。

　

参
考
資
料
と
し
て
、
相
田
み
つ
を
作
品
を
見

せ
、
ま
た
、
散
ら
し
書
き
を
教
え
る
こ
と
で
、

単
調
に
な
り
が
ち
な
作
品
に
変
化
と
動
き
が
出

た
。
毛
筆
特
有
の
墨
色
の
美
し
さ
や
、に
じ
み
・

か
す
れ
も
作
品
づ
く
り
に
は
大
切
で
あ
る
こ
と

を
教
え
た
。

　

緊
張
し
て
作
品
づ
く
り
に
取
り
組
む
生
徒
た

ち
は
、
墨
色
と
余
白
の
バ
ラ
ン
ス
が
気
に
な
る

の
か
、
紙
を
大
き
く
し
た
り
、
文
字
の
大
き
さ

に
変
化
を
与
え
た
り
、
行
間
や
書
き
出
し
の
高

さ
を
変
え
た
り
と

試
行
錯
誤
を
続
け
る

姿
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。
習
字
を
習
っ
た

生
徒
は
、
身
に
つ
け

た
技
能
を
十
分
に
発

揮
し
、
形
の
整
っ
た

文
字
を
書
い
た
。

　

最
後
に
、
色
画
用
紙
の
台
紙
に
は
ら
せ
た
。

色
画
用
紙
の
色
の
組
み
合
わ
せ
で
、
作
品
が
大

き
く
も
明
る
く
も
見
え
て
く
る
。
生
徒
は
自
分

の
思
い
を
表
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
色
合
い

を
苦
心
し
て
選
ん
で
い
た
。

  

文
字
に
よ
っ
て
自
分
を
表
現
す
る
喜
び

　

文
化
祭
当
日
、
展
示
教
室
へ
友
達
を
誘
っ
て

き
た
生
徒
は
、
自
分
の
作
品
の
前
で
長
い
こ
と

説
明
し
て
い
た
。
誇
ら
し
げ
に
胸
を
張
っ
た
そ

の
姿
に
、
生
徒
の
成
長
を
見
た
気
が
し
た
。

　

最
後
に
生
徒
の
感
想
の
一
部
を
載
せ
て
私
の

「
選
択
書
写
」
の
報
告
を
終
わ
り
た
い
。

○
今
ま
で
筆
で
自
分
の
気
持
ち
を
書
く
こ
と
が

な
か
っ
た
…
…
緊
張
し
た
そ
の
分
、
自
分
で

考
え
て
書
く
楽
し
み
が
味
わ
え
た
。

○
い
つ
も
は
考
え
な
い
母
へ
の
感
謝
な
ど
を
感

じ
た
り
、
字
を
書
く
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
こ

と
だ
な
と
思
っ
た
。

○
自
分
の
思
い
を
こ
と
ば
に
す
る
こ
と
で
、
人

の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

文
字
を
丁
寧
に
書
く
こ
と
が
身
に
つ
い
た
。

〔
い
し
や
ま　

よ
う
こ
〕 

横
浜
市
立
六
浦
中
学
校
教

諭
。
平
成
十
二
年
度
よ
り
横
浜
市
立
中
学
校
教
育
研

究
会
国
語
科
部
会
書
写
事
業
部
長
を
務
め
る
。

参考にした相田みつを作品
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こ
と
ば
に
せ
ま
る

 　

子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
し
て
書
き
こ

と
ば
を
学
び
、
ま
た
書
き
こ
と
ば
で
さ
ま

ざ
ま
な
世
界
の
事
象
を
学
ん
で
い
く
の
か

が
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
を
探
求
す
る
の
に
、
幼
稚

園
や
小
中
学
校
で
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
や

学
び
の
姿
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
。

今
は
、
授
業
を
感
知
す
る
身
体
感
覚
を
培

う
た
め
に
も
、
極
力
一
週
間
に
二
日
は
授

業
や
保
育
を
見
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
て

い
る
か
ら
、
か
な
り
の
時
間
に
な
る
。
今

年
見
せ
て
い
た
だ
い
た
授
業
で
も
「
こ
と

ば
」
に
関
し
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
授
業

が
あ
る
。
そ
の
経
験
か
ら
考
え
た
こ
と
を

述
べ
て
み
た
い
。

沈
黙
か
ら
生
成
さ
れ
る

こ
と
ば
の
学
び

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
公
開
研
究
会
の

場
で
授
業
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多

い
。
三
つ
の
違
う
小
学
校
の
国
語
の
授
業

で
類
似
の
印
象
を
も
つ
経
験
を
し
た
。
そ

れ
は
物
語
文
や
詩
を
読
む
授
業
で
あ
っ

た
。
ま
ず
お
の
お
の
で
読
ん
だ
あ
と
、
み

ん
な
の
前
で
読
ん
で
も
よ
い
と
思
う
者

が
順
に
声
に
出
し
て
読
ん
で
い
く
。
そ
の

声
は
決
し
て
大
き
く
は
な
い
が
安
定
し
て

お
り
、
き
ち
ん
と
授
業
の
参
加
者
に
聞
こ

え
て
い
る
。
そ
の
後
、
各
自
が
そ
の
部
分

の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
書
き
込
み
を
し
た

り
、
線
を
引
い
た
り
、
考
え
を
シ
ー
ト
に

書
い
た
り
す
る
活
動
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら

隣
近
所
の
席
の
子
ど
う
し
が
時
に
相
談
し

た
り
つ
ぶ
や
き
合
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
作
業
時
間
は
あ
る
授
業
で
は
二
十
五

分
、
別
の
授
業
で
も
二
十
分
を
こ
え
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
、
テ
キ
ス
ト
と
各
自
が
向
き
合
う

時
間
が
、
い
わ
ゆ
る
小
学
校
の
日
常
の
授

業
時
間
で
設
定
さ
れ
る
同
様
の
活
動
の
時

間
よ
り
も
長
い
の
が
こ
れ
ら
の
授
業
の
特

徴
で
あ
る
。
先
生
が
予
定
時
間
で
宣
言
し

て
切
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
様

子
を
見
な
が
ら
時
間
を
切
り
上
げ
た
り
延

ば
し
て
い
く
。
そ
の
間
、机
間
指
導
で
も
、

教
師
が
支
援
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
子
に
せ

わ
し
な
く
話
し
か
け
て
い
る
印
象
は
な

く
、
援
助
が
必
要
な
子
の
傍
ら
で
こ
と
ば

が
生
ま
れ
る
の
に
立
ち
会
っ
て
い
く
、
そ

の
心
の
声
を
聴
き
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
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て
お
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
教
室

の
中
は
シ
ー
ン
と
し
て
い
る
。

　

す
る
と
参
観
者
で
あ
る
他
校
の
先
生
方

の
多
く
は
、
最
初
は
ノ
ー
ト
を
の
ぞ
き
こ

ん
だ
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
せ
っ

か
く
授
業
を
見
に
き
た
の
に
」
と
つ
ま
ら

な
そ
う
に
よ
そ
見
み
や
ひ
そ
ひ
そ
話
を
始

め
た
り
、
壁
の
掲
示
を
見
だ
し
た
り
、
早

く
話
し
合
い
を
す
れ
ば
よ
い
の
に
と
い
っ

た
動
き
を
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
に
子
ど
も
た
ち

が
読
ん
だ
こ
と
を
話
し
合
い
始
め
る
と
、

様
相
が
一
変
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
自
分

の
こ
と
ば
で
ゆ
っ
く
り
で
も
自
分
の
読
み

を
語
り
始
め
る
。
集
中
力
が
あ
る
内
容
の

濃
い
授
業
が
展
開
し
、
時
間
が
来
て
終
わ

り
を
先
生
が
つ
げ
る
と
、ど
の
授
業
で
も
、

「
エ
ー
早
い
。
も
っ
と
や
り
た
い
、
も
う

終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
の
」
と
い
う
声
が
子
ど

も
た
ち
か
ら
自
然
と
出
て
き
た
。
共
に
読

み
合
う
楽
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
の
が
こ

ち
ら
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

話
し
合
い
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
、
子

ど
も
一
人
一
人
が
テ
キ
ス
ト
と
向
き
合
う

静
か
な
時
間
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
か
が
、
参
観
者
に
と
っ
て
理
解

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
と
ば
の
学
び
は
、
話
し
合
っ
た
り
伝

え
合
う
活
動
を
す
る
こ
と
の
み
で
成
立
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
の
前
に
テ
キ
ス
ト
を

自
分
の
ペ
ー
ス
で
き
ち
ん
と
読
み
込
み
、

そ
こ
か
ら
あ
る
考
え
や
感
想
を
こ
と
ば

に
し
て
い
く
時
間
と
空
間
の
場
が
保
証
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は

子
ど
も
が
こ
と
ば
か
ら
学
び
、
こ
と
ば
を

生
み
出
す
生
成
の
心
理
過
程
に
沿
っ
て
い

る
。「
宿
題
に
課
せ
ば
よ
い
」「
時
間
が
な

い
」
で
は
な
く
、
授
業
内
に
時
間
を
保
証

す
る
こ
と
が
そ
の
授
業
の
質
を
高
め
る
。

　

同
じ
時
間
の
中
で
も
、
さ
ら
っ
と
読
ん

で
、
あ
と
は
よ
く
読
め
る
子
を
指
し
て
い

っ
て
授
業
を
し
て
終
わ
り
の
授
業
と
、
子

ど
も
な
り
に
読
み
こ
む
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま

な
考
え
が
出
て
く
る
授
業
で
は
、
子
ど
も

の
関
与
は
違
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
よ

く
わ
か
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
方
は
、
思
考

の
こ
と
ば
が
生
ま
れ
る
前
の
沈
黙
の
大
切

さ
を
知
り
抜
い
て
授
業
を
さ
れ
て
い
る

し
、
一
人
学
び
の
習
慣
を
授
業
の
中
で
子

ど
も
た
ち
に
つ
け
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
と
ば
が
「
事
の
端
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

心
の
中
で
読
む
と
い
う
出
来
事
が
き
ち
ん

と
行
わ
れ
、
た
め
こ
ま
れ
る
こ
と
こ
そ
が

学
び
に
な
り
、
そ
の
表
現
の
一
端
と
し
て

生
ま
れ
た
こ
と
ば
が
身
に
つ
い
た
も
の
と

な
る
。
活
発
と
称
し
て
饒
舌
な
だ
け
の
話

し
合
い
や
活
動
主
義
だ
け
で
は
、
通
り
一

遍
の
こ
と
ば
が
耳
を
右
か
ら
左
へ
と
流
れ

通
り
抜
け
て
終
わ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

本
当
に
伝
わ
る
重
み
を
持
っ
た
読
み
や

発
言
を
生
み
出
す
に
は
、
こ
と
ば
が
生
ま

れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
り
そ
れ
を
実
現
す

る
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
組
む
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
が
子
ど
も
に
意
味
あ
る
こ
と

ば
を
察
知
で
き
る
言
語
感
覚
を
培
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

国
際
学
力
到
達
度
評
価
結
果
や
都
道
府

県
の
学
力
調
査
結
果
が
教
育
関
係
の
新
聞

雑
誌
を
賑
わ
せ
て
い
る
が
、
海
外
、
た
と

え
ば
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
調
査
で
も
学
力
到
達
度

調
査
の
延
長
上
で
、
ア
ダ
ル
ト
リ
テ
ラ
シ

ー
、
生
涯
学
習
の
た
め
の
読
解
や
言
語
能

力
と
い
う
教
室
を
超
え
て
使
え
る
言
語
能

力
調
査
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
（
日
本
は
学
力
調
査
の
み
で
こ
の
調

査
に
は
参
加
し
て
い
な
い
）。
教
室
で
の

日
々
の
授
業
で
生
涯
学
習
の
ア
ダ
ル
ト
リ

テ
ラ
シ
ー
へ
の
能
力
を
培
う
に
は
、
一
人
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一
人
に
と
っ
て
意
味
あ
る
読
み
や
書
き
の

場
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。発

表
の
授
業
と

聴
き
合
っ
て
学
ぶ
授
業

　

今
回
見
せ
て
い
た
だ
い
た
授
業
で
も
書

き
込
み
等
の
あ
と
に
、
そ
の
内
容
や
考
え

に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

書
い
た
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
は
よ
く
行

わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
生
徒
相
互
が

聴
き
合
う
の
か
、
た
だ
発
表
し
て
終
わ
り

に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
授
業
の
質
は
変
わ

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
授
業
中
に
頭
を
働
か

せ
て
考
え
る
授
業
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。
せ
っ
か
く
み
ん
な
が
考
え
書
い
た
か

ら
、「
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
発
表
し

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
」
と
働
き
か
け
る
こ

と
を
教
育
の
機
会
均
等
と
し
て
実
施
す
る

と
、
子
ど
も
は
前
に
書
い
た
も
の
か
ら
離

れ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
発
表
の
時
間
は
発

言
者
が
教
師
へ
自
己
呈
示
す
る
時
間
に
と

ど
ま
り
、
学
習
の
焦
点
が
ぼ
や
け
、
聞
い

て
い
る
側
の
思
考
は
停
止
し
て
し
ま
う
。

一
人
の
子
の
発
言
、
発
表
か
ら
で
も
、
そ

こ
で
み
ん
な
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
働
き

か
け
焦
点
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
み
ん
な

が
そ
の
場
で
考
え
学
ぶ
た
め
に
必
要
で
あ

る
。

　

決
め
手
は
、
こ
と
ば
を
聴
く
こ
と
、
自

分
の
経
験
と
つ
な
ぎ
、
そ
の
場
で
考
え
が

進
展
す
る
よ
う
に
教
師
が
授
業
の
場
で
つ

な
ぎ
、
返
す
仕
事
を
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
ま
た
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
は
子
ど
も

た
ち
ど
う
し
が
つ
な
い
だ
り
返
し
た
り
し

て
い
く
。
今
回
見
せ
て
い
た
だ
い
た
い
ず

れ
の
授
業
で
も
、
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
が

行
っ
て
い
た
。

　

発
表
で
終
わ
る
授
業
と
対
話
と
な
っ
て

い
く
授
業
の
違
い
は
、
子
ど
も
た
ち
が
発

言
者
の
発
言
内
容
の
鍵
に
な
る
こ
と
ば
を

取
り
込
み
わ
が
も
の
と
し
て
た
め
、
ま
た

そ
こ
で
発
言
し
て
い
け
る
か
ど
う
か
で
あ

る
。
社
会
文
化
的
心
理
学
、
活
動
理
論
の

用
語
で
い
れ
ば
、
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
て
ら
れ
る
。
腹
話

術
の
よ
う
に
仲
間
の
こ
と
ば
が
媒
介
さ
れ

て
み
ん
な
の
こ
と
ば
に
な
り
そ
こ
か
ら
自

分
の
思
想
が
作
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
集

団
で
学
ぶ
こ
と
の
意
味
が
出
て
く
る
。
著

者
の
こ
と
ば
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
、
こ
と

ば
を
用
い
た
対
話
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が

生
ま
れ
る
。
文
章
を
書
く
行
為
で
い
え
ば

引
用
の
作
業
に
似
て
い
る
。
た
だ
コ
ピ
ー

す
る
の
で
は
な
く
そ
の
引
用
の
思
想
に
学

び
論
拠
に
し
す
り
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
こ

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
人
の
こ
と
ば
を
借
り
る
こ
と
は
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
イ
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
そ
こ
か
ら
刺
激
を
受
け
、
自
分
の

こ
と
ば
や
思
想
が
加
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

大
切
な
の
で
あ
る
。

　

教
室
の
ル
ー
ル
と
し
て
「
＊
＊
君
の
意

見
に
賛
成
で
す
」、「
同
じ
で
す
」「
い
い

で
す
か
？
い
い
で
す
よ
。わ
か
り
ま
し
た
」

と
い
っ
た
形
の
発
言
ル
ー
ル
を
形
式
と
し

て
取
り
入
れ
て
い
く
指
導
を
さ
れ
る
先
生

が
お
ら
れ
る
。
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
、
こ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
発
言

の
型
に
縛
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
聴
く
こ

と
で
核
の
部
分
の
概
念
が
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
型
を
出
し

て
い
く
こ
と
で
発
言
し
や
す
く
な
り
、
そ

の
型
を
手
が
か
り
に
し
て
い
く
方
法
も
あ

る
。
け
れ
ど
も｢

同
じ
で
あ
る｣

こ
と
を

言
う
の
で
は
な
く
、
た
と
え
類
似
し
て
い

こ
と
ば
に
せ
ま
る
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て
も
そ
れ
を
自
分
で
語
り
、
そ
こ
に
そ
れ

ぞ
れ
の
差
異
を
認
め
て
意
味
を
与
え
る
経

験
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
と
ば
の
学
び

と
し
て
重
要
だ
ろ
う
。
同
じ
で
あ
れ
ば
そ

こ
で
問
う
こ
と
は
終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

前
に
あ
る
授
業
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た

の
は
、「
も
う
一
度
…
…
の
部
分
を
言
っ

て
も
ら
え
ま
す
か
」「
こ
こ
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
」「
ぼ
く
の
こ
と

ば
で
言
っ
て
見
る
と
…
…
だ
と
思
う
け
れ

ど
、
そ
れ
で
も
い
い
で
す
か
」
と
い
っ
た

発
言
様
式
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
述
の
様
式

と
は
、
外
見
は
似
て
い
て
も
子
ど
も
の
中

に
生
ま
れ
る
思
考
過
程
と
し
て
違
う
も
の

で
あ
る
の
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ

う
。

　

聴
く
こ
と
の
大
切
さ
が
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
、
し
つ
け
や
態
度
論
と

し
て
聴
く
こ
と
を
入
れ
る
ク
ラ
ス
を
見
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
ク
ラ
ス
で
は
私

は
違
和
感
を
も
っ
て
立
ち
会
う
こ
と
に
な

る
。
伝
え
た
い
内
容
、
受
け
止
め
た
い
思

い
が
あ
っ
て
初
め
て
聴
き
合
う
授
業
が
意

味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と

ば
で
こ
と
ば
を
学
ぶ
と
は
こ
の
よ
う
な
前

提
の
上
に
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

問
い
を
分
け
合
う

「
こ
と
ば
の
学
び
」観
の

形
成
へ

　

詩
人
、
長
田
弘
が
『
一
人
称
で
語
る
権

利
』（
平
凡
社　

一
九
八
八
年
）
で
「『
平

和
』
と
い
う
こ
と
ば
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

こ
と
ば
だ
か
ら
、
く
り
返
し
問
い
か
け
て

き
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
問
い
を
も
っ
て

か
か
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
が
問

い
を
分
け
合
う
開
か
れ
た
関
係
を
作
り
出

し
て
い
く
」
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

と
ば
だ
か
ら
わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
わ
か
ら
な
さ

を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
、
互
い
に
分
け
合

え
る
具
体
的
な
こ
と
ば
を
相
互
に
作
り
出

し
、
一
人
一
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
こ

と
ば
に
お
き
か
え
て
い
く
こ
と
が
、
こ
と

ば
の
学
び
と
し
て
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
と
ば
の
間
に
あ
る
表
現
し
え
な
い
欠

落
を
そ
の
場
に
い
る
者
が
共
に
具
体
的
に

埋
め
る
経
験
を
作
り
出
し
共
有
す
る
こ
と

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
こ

と
ば
を
学
ぶ
こ
と
に
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

 

「
こ
と
ば
」
を
知
っ
た
り
、
そ
の
辞
書
的

意
味
、
模
範
的
解
答
を
知
る
こ
と
で
わ
か

っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
の

考
え
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
コ
ピ
ー
し

て
羅
列
的
に
書
い
て
終
わ
り
に
し
た
り
す

る
学
習
観
を
超
え
る
「
こ
と
ば
の
学
び
」

の
学
習
観
は
、
授
業
で
の
具
体
的
経
験
を

通
し
て
で
き
あ
が
る
。
読
み
の
楽
し
さ
、

書
い
て
伝
え
、
そ
こ
か
ら
対
話
す
る
楽
し

さ
は
、
こ
と
ば
の
み
で
は
な
く
、
そ
こ
に

時
間
が
あ
り
空
間
が
あ
り
、
共
に
学
ぶ
人

の
い
る
場
で
し
か
培
え
な
い
。
そ
の
「
こ

と
ば
の
学
び
」
観
を
、
教
師
が
、
子
ど
も

が
、
時
間
を
か
け
て
も
っ
て
い
く
よ
う
に

自
覚
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
学
び
に
は

必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
あ
き
た　

き
よ
み
〕
東
京
大
学
大
学
院

教
育
学
研
究
科
（
学
校
教
育
開
発
学
コ
ー

ス
）
助
教
授
。
専
門
は
発
達
心
理
学
・
学

校
心
理
学
。
小
学
校
に
お
け
る
授
業
分
析
、

読
み
書
き
能
力
の
発
達
、
幼
児
教
育
な
ど

を
研
究
し
て
い
る
。
著
書
に
、『
子
ど
も

を
は
ぐ
く
む
授
業
づ
く
り
』（
岩
波
書
店
）

な
ど
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
国
語
教
育

＊
国
語
ぎ
ら
い

＊
適
正
処
遇
交
互
作
用

＊
古
典
の
指
導尾

木 

和
英東京女子体育大学

国
語
ぎ
ら
い 

教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
結
果
か
ら

　

昨
年
十
二
月
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
・
教

育
課
程
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
調
査
結
果
が
公

表
さ
れ
た
。
国
語
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
良
好

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
特
に
問

題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
国
語
科
の
指
導
と
い
う
こ
と
で
は

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
調
査
結
果
も
同
時
に

示
さ
れ
た
。
今
回
の
調
査
で
は
、
ペ
ー
パ
ー
テ

ス
ト
の
ほ
か
子
供
の
学
習
意
識
な
ど
に
つ
い
て

尋
ね
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
実
施
さ
れ
た
の
だ

が
、
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
か
な
り
の
生
徒
が

国
語
の
授
業
に
抵
抗
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が

把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 

「
国
語
の
勉
強
は
大
切
」
の
問
い
に
対
し
、「
そ

う
思
う
」「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う
」

の
合
計
は
、
中
１
▼
81
・
５
％
、中
２
▼
80
・
３

％
、中
３
▼
81
・
７
％
と
な
っ
て
お
り
、
多
数
の

生
徒
が
国
語
の
勉
強
の
大
切
さ
は
認
識
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、「
国
語
の
勉
強
が
好
き
」
に

つ
い
て
は
、
同
じ
合
計
の
数
値
が
、
中
１
▼

47
・
９
％
、中
２
▼
42
・
１
％
、中
３
▼
49
・
５
％

と
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
の
生
徒
が
「
そ
う
思

わ
な
い
」「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な

い
」
と
い
う
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

全
国
の
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
残
念
な

が
ら
課
題
の
克
服
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
国

語
に
苦
手
意
識
を
持
つ
生
徒
に
対
し
、
ど
の
よ

う
に
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
意
欲
的
に
学
習

に
取
り
組
む
よ
う
に
さ
せ
る
か
、
引
き
続
き
工

夫
を
こ
ら
し
た
実
践
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

適
性
処
遇
交
互
作
用

  

個
人
差
に
応
じ
る
指
導
の
工
夫
が
重
要

　

効
果
的
な
一
斉
指
導
の
展
開
と
と
も
に
留
意

し
た
い
の
が
こ
の
点
で
あ
る
。

 

「
適
性
」
と
は
、
学
習
者
の
要
因
で
あ
り
、
興

味
・
関
心
、
意
欲
、
態
度
、
学
習
ス
タ
イ
ル
、

学
力
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
含
ま
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
処
遇
」
に
は
、
教
え
方
、
学

習
課
題
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
師
の
か
か
わ
り

方
、学
習
環
境
な
ど
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
適
性
＝
学
習
者
側
の
条
件
と
、
処
遇
＝
指

導
方
法
の
条
件
に
関
し
て
、
個
々
の
学
習
者
の

条
件
に
合
っ
た
指
導
方
法
の
条
件
が
整
え
ら
れ

る
と
き
、
大
き
な
学
習
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
と

い
う
の
が
適
性
処
遇
交
互
作
用
の
考
え
方
で
あ
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る
た
め
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
」「
日
本

人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
、
豊

か
な
情
緒
や
感
性
の
涵
養
に
は
、
和
漢
洋
の
古

典
の
教
養
を
改
め
て
重
視
す
る
と
と
も
に
、
す

べ
て
の
知
的
活
動
の
基
盤
と
な
る
国
語
力
の
育

成
を
、
初
等
教
育
の
基
軸
と
し
て
位
置
づ
け
る

必
要
が
あ
る
」

  

国
語
科
の
指
導
改
善
を
考
え
る
際
に
常
に
留

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
教
養
の
中
心

に
位
置
し
、
生
徒
の
生
き
る
力
と
し
て
機
能
す

る
国
語
の
力
の
育
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
尊
重
し
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
ど
う
育

て
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

  

指
導
時
間
と
の
関
係
も
あ
り
、
古
典
の
指
導

の
充
実
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、

生
徒
を
引
き
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
学
習
材
の

開
発
、
そ
の
提
示
の
仕
方
の
工
夫
あ
た
り
か
ら

改
善
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

  

こ
こ
ま
で
書
い
た
と
き
、
不
意
に
、
心
を
こ

め
た
先
生
の
朗
読
で
漢
文
好
き
に
な
っ
た
、
中

学
生
の
と
き
の
経
験
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。

〔
お
ぎ　

か
ず
あ
き
〕東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
。
引    

き
続
き
、
授
業
の
改
善
と
評
価
に
関
す
る
先
導
的     

な
実
践
事
例
の
収
集
と
分
析
を
続
け
て
い
る
。

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
の
能
力
や
適
性
は
、
そ

れ
に
合
っ
た
条
件
の
下
で
は
大
き
な
学
習
成
果

を
あ
げ
る
が
、
条
件
が
合
わ
な
い
と
き
は
成
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

読
み
の
指
導
に
抵
抗
を
示
す
生
徒
が
い
る
場

合
、
提
示
さ
れ
た
学
習
活
動
が
そ
の
生
徒
の
能

力
・
適
性
と
か
み
合
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
少
な
く
と
も
、
一
度
は
そ
う
疑
っ
て
み

て
、
指
導
計
画
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、日
常
の
授
業
に
お
い
て
、

テ
ス
ト
、
調
査
、
観
察
な
ど
に
よ
っ
て
、
個
々

の
生
徒
の
適
性
の
把
握
に
関
す
る
基
礎
資
料
を

収
集
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。

古
典
の
指
導     

  
「
教
養
」
を
意
識
し
た
指
導
改
善

　

一
転
し
て
古
典
を
取
り
上
げ
た
の
に
は
理
由

が
あ
る
。

　

先
ご
ろ
中
央
教
育
審
議
会
が
示
し
た
「
新
し

い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
っ
た
。

「
か
つ
て
教
養
の
大
部
分
は
古
典
な
ど
の
読
書

を
通
じ
て
得
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
読
み
、
書

き
、
考
え
る
こ
と
は
、
教
養
を
身
に
つ
け
深
め
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藤
本 

好
男

愛
知
県
北
設
楽
郡
設
楽
町
立
田
口
小
学
校

い
ま
、

小
学
校
で
は

「
音
読
」で
変
わ
る

あ
い
さ
つ
百
回
田
口
小
学
校　

い
じ
め
の
な
い
楽
し
い
田
口
小
学
校

う
た
ご
え
い
っ
ぱ
い
田
口
小
学
校

え
が
お
で
お
ん
ど
く
田
口
小
学
校

お
お
ぞ
ら
に
か
け
ご
え
こ
だ
ま
す
田
口
小
学
校

  

子
ど
も
と
と
も
に
考
え
た
本
校
の
教
育
目
標

で
あ
る
。
す
べ
て
に
、「
声
」
を
求
め
て
い
る
。

　

■　

音
読
で
教
師
が
変
わ
る 

　

本
校
で
は
、
平
成
八
年
度
か
ら
「
音
読
」
を

中
心
に
し
た
国
語
の
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。

『
音
読
で
国
語
力
を
確
実
に
育
て
る
』（
明
治
図

書
平
成
十
三
年
）
で
は
、
各
授
業
過
程
で
の
計

二
十
に
わ
た
る
音
読
の
活
用
パ
タ
ー
ン
と
と
も

に
、
音
読
の
授
業
改
善
へ
の
効
果
と
し
て
四
点

を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
今
、
こ
ん
な
こ
と
も
見

え
て
き
た
。

　

配
役
を
決
め
た
。
主
人
公
役
を
康
平
が
希
望
し

て
譲
ら
な
い
。
そ
の
強
情
さ
に
子
ど
も
た
ち
も
つ

い
賛
成
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は
、
本
当
に
あ
の
康

平
で
い
い
の
か
悩
ん
で
し
ま
っ
た
。
す
る
と
沙
保

が
つ
ぶ
や
い
た
。「
康
平
君
、
今
は
読
む
の
が
あ

ん
ま
り
上
手
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
練
習
す
れ
ば
上
手

に
な
る
か
も
し
れ
ん
。」
私
は
は
っ
と
さ
せ
ら
れ

た
。 （
二
年
担
任
メ
モ
）

  

子
ど
も
た
ち
は
、
音
読
を
積
み
重
ね
る
こ
と

に
よ
り
、
友
達
の
可
能
性
を
認
め
、
期
待
し
始

め
て
い
る
。
そ
し
て
教
師
も
子
ど
も
た
ち
の
そ

ん
な
心
の
成
長
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
の
だ
。

が
ん
ば
れ
ば
み
ん
な
上
手
に
な
れ
る
の
だ
と
い

う
子
ど
も
た
ち
の
自
信
、
そ
ん
な
子
ど
も
を
見

つ
め
る
教
師
の
温
か
い
目
、
そ
れ
が
授
業
改
善

へ
の
出
発
点
で
も
あ
る
。

　

■　

群
読
で
子
ど
も
が
変
わ
る              

　

全
校
群
読
を
つ
く
る
と
き
、
い
ち
ば
ん
大
変

だ
っ
た
の
は
一
年
生
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
し
た
。

一
年
生
に
は
と
っ
て
も
か
ん
た
ん
に
言
っ
て
あ

げ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
だ
け
ど
一
年
生
は
、
一

生
け
ん
命
聞
い
て
く
れ
た
。
次
に
行
く
と
上
手
に

な
っ
て
い
る
の
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。（
卒

業
生
で
現
在
中
学
一
年
の
綾
さ
ん
）

  

本
校
で
は
、
六
年
生
が
中
心
と
な
り
全
校
群

読
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
教
師
は
指
導

し
た
い
気
持
ち
を
抑
え
、
子
ど
も
の
活
動
を
見

守
り
、
支
援
す
る
側
に
徹
す
る
。
全
校
群
読
を

行
う
意
義
の
確
認
、
題
材
の
決
定
、
台
本
作
成
、

練
習
計
画
の
作
成
等
々
、
す
べ
て
六
年
生
が
下

学
年
に
説
明
し
、
相
談
し
な
が
ら
行
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
練
習
の
過
程
で
も
自
分
た
ち
の
群
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読
づ
く
り
の
み
な
ら
ず
、
下
学
年
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
繰
り
返
す
。
特
に
、
全
校
で
の
練
習
で

は
各
学
年
の
意
見
が
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。

立
ち
往
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
少
し
ず
つ

前
進
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
完
成
し
、
発
表
し

た
あ
と
の
子
ど
も
た
ち
の
成
就
感
は
大
き
い
。

　

群
読
の
よ
さ
は
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
全

員
が
、力（
声
）を
合
わ
せ
取
り
組
め
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
全
力
を
出
し
切
っ
た
あ
と
の
会
場
か
ら

の
拍
手
。
拍
手
の
音
の
大
き
さ
は
、
自
分
た
ち
の

努
力
の
大
き
さ
だ
と
思
い
ま
す
。 （
卒
業
生
で
現

在
中
学
一
年
の
公
伯
君
）

　

国
語
の
授
業
で
音
読
の
基
礎
、
基
本
を
学
ぶ

と
し
た
ら
、
全
校
群
読
は
子
ど
も
た
ち
が
そ
の

音
読
力
を
活
用
、
応
用
す
る
場
面
で
あ
る
。
本

校
で
は
、
こ
の
全
校
群
読
を
「
総
合
的
な
学
習

の
時
間
」
の
活
動
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。 

　

群
読
の
経
験
が
今
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、

声
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
や
、
人
前
に
立
っ
た
と

き
、
前
よ
り
も
堂
々
と
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
自
分
が
明
る
く
な
り
ま

し
た
。
声
を
思
い
っ
き
り
出
し
て
自
信
が
つ
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。（
卒
業
生
で
現
在
中
学
一
年

の
康
治
君
）

　

国
語
の
授
業
が
、
教
師
と
子
ど
も
、
同
学
年

の
子
ど
も
ど
う
し
が
学
び
合
う
場
で
あ
る
な
ら
、

全
校
群
読
は
、
学
校
中
の
子
ど
も
ど
う
し
が
学

び
合
う
場
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
子
ど
も
と
地

域
の
大
人
と
が
学
び
合
う
場
は
で
き
な
い
の
か
。

  

■　

音
読
で
地
域
と
学
ぶ 

　

地
域
の
方
々
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
に
こ
た
え

る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
音

読
も
聞
い
て
い
た
だ
こ
う
と
、
教
科
書
片
手
に
、

お
年
寄
り
宅
や
事
業
所
、
老
人
ホ
ー
ム
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
場
へ
と
飛
び
出
し
て
い
く
。

　

お
寒
い
と
こ
ろ
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
生
き
が
で
き
る

よ
う
な
う
れ
し
い
思
い
で
し
た
。
ま
た
、
く
る
美

さ
ん
に
肩
を
叩
い
て
も
ら
い
、
本
当
に
う
れ
し
か

っ
た
で
す
。
私
は
子
ど
も
が
い
な
い
の
で
こ
ん
な

う
れ
し
い
思
い
を
し
た
の
は
初
め
て
で
す
。（
老

人
ホ
ー
ム
の
野
尻
さ
ん
）

　

学
校
の
外
で
の
音
読
は
、
実
は
、
音
読
を
と

お
し
て
の
子
ど
も
と
地
域
の
方
々
と
の
ふ
れ
合

い
の
場
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は

双
方
の
学
び
の
場
と
は
言
い
が
た
い
。

  

そ
こ
で
平
成
十
四
年
度
か
ら
始
め
た
の
が
、

子
ど
も
た
ち
が
、
国
語
で
、
ま
た
全
校
群
読
で

培
っ
た
音
読
力
の
「
地
域
と
の
共
有
」
を
願
っ

て
の
「
か
か
わ
る
活
動
」
の
展
開
で
あ
る
。

一
年
生　

保
護
者
↕
い
っ
し
ょ
に
群
読
づ
く
り

二
年
生　

祖
父
母
↕
昔
話
の
読
み
合
い  

三
年
生　

国
際
交
流
員
↕
詩
の
朗
読 

四
年
生　

読
み
聞
か
せ
グ
ル
ー
プ
↕
落
語
を
通

し
て
の
話
術
研
究

五
年
生　

語
り
の
会
主
催
者
↕
宮
沢
賢
治
作
品

の
読
み
合
い

六
年
生　

お
年
寄
り
↕
古
典
の
朗
読

　

音
読
を
大
切
に
扱
う
小
学
校
、
ま
た
、
音
読

に
自
信
を
も
つ
小
学
生
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
前
群
馬
大
学
教
授
高
橋
俊
三
氏
は

指
摘
さ
れ
る
。

 「
中
学
・
高
校
生
は
、
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
り
、

声
に
出
す
意
義
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
声
を
出
そ

う
と
し
な
い
。
…
…
青
年
期
に
達
す
る
中
高
校

生
は
、『
理
屈
が
わ
か
る
と
い
う
前
提
』
が
ど
う

し
て
も
必
要
な
の
だ
。」（
明
治
図
書『
国
語
教
育
』

二
〇
〇
三
／
２
月
号)

と
。

　

子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
あ
い
さ
つ
の
声
を
聞

き
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
中
学
校
で
の
姿
を

想
像
す
る
昨
今
で
あ
る
。

〔
ふ
じ
も
と　

よ
し
お
〕
愛
知
県
北
設
楽
郡
設
楽
町    

立
田
口
小
学
校
長
。
郡
内
小
中
学
校
、
愛
知
教
育     

大
学
附
属
養
護
学
校
、
設
楽
教
育
事
務
所
等
に
勤    

務
。
平
成
９
年
度
よ
り
現
任
校
で
音
読
を
生
か
し     

た
学
校
づ
く
り
を
推
進
。
愛
知
県
生
ま
れ
。
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　私は、「ことば」について考えるとき、いつも
何となく不安で、自分が曖昧な立場にあること
を意識します。英語の教師としてこのように感
じるのは、私だけが例外ではないでしょう。英
語について、特に文法的知識では、たいていの
ALTの先生には負けない自信がありますが、
英語を操ることにかけては、とうてい彼らに及
びません。一方、日本語はネイティブですから、
さほど不自由を感じないのは当然ですが、その

文法や論理や機能についてはほとんど知りま
せん。思い返してみれば、中学校や高校の英語
の授業では文法中心に、国語の授業では内容読
解を中心に勉強してきたのですから、当然のこ
とかもしれません。これまでのように、英語と
国語を関連のない別々の教科として考えるの
ではなく、「ことば」という共通のものを学ぶ教
科として、それぞれお互いに補完し合える点を
考えてみたいと思います。  

１．はじめに

福田 正恒
お茶の水女子大学附属中学校（英語科）

英語と日本語の間で

　英語の教師をしていると、外国人と接する
機会も多く、ときどき彼らの使う奇妙な日本
語に出会うことがあります。先日も、私の学
校のALTの先生が、「その店でパスタを食べ
ました。とてもおいしいでした。」と言うのを
耳にしました。日本人だったら、ふつうこう
いう言い方はしないで、「とてもおいしかった
です。」と言う方が正しいことにはすぐ気がつ
きます。しかし、そのALTの先生になぜ「お
いしいでした」が間違いで、「おいしかったで
す」が正しいのかをきちんと説明できる日本
人が何人いるでしょうか。私もあまり自信が
ありませんでしたが、そのときは次のように
説明しました。「『おいしい』に、丁寧な言い
方の『～です』をつけて『おいしいです』と
相手の人に対してはっきりと言う言い方はあ
ります。しかし、過去を表すときには、『おい
しい』の部分は話し手の主観的な言い方なの
で、丁寧な言い方にする必要はなく『おいし
かった』とし、その後に丁寧な言い方の『～
です』をつけて『おいしかったです』とします」
　後から考えてみると、「明るい」や「遠い」

のように、一応、客観を表すと考えられる形
容詞でも、「明るいでした」「遠いでした」は、
「明るかったです」などに比べればおかしな言
い方です。この理由は、どうも主観・客観の
区別にあるのではなく、形容詞と「です」の
相性が悪く、直接につながるのをさけるとこ
ろにありそうです
　ふだん無意識に使っている「ことば」を改
めて意識して、客観的にとらえ、「ことば」そ
のものを学習の対象にすることは大変おもし
ろいことであり、必要なことではないでしょ
うか。そうするとき、もう一つの他言語とし
ての英語の存在意義が浮かび上がってきます。
英語と日本語のように、二つの異なった言語
は完全に重なり合うことはありません。英語
と日本語を比較しながら学習させ、二つの言
語の間にそれぞれの「ことば」の特徴を見い
ださせ、それらの背景にある考え方や文化に
まで興味を持たせることができるのではない
でしょうか。中学校の英語の授業で取り上げ
ることのできる、そうしたいくつかの例を示
してみたいと思います。

２．「ことば」を客観的に学習する

新しい視点で
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(1) 英語は名詞や代名詞が単数か複数かにこだわる。

 This is my book.　　 →　これは私の本です。 
 These are my books.　→　これは私の本です。  

＊英語の授業では、these を「これら」とする
ことが多いが、自然な日本語とは思えない。

(2) 英語は主語をはっきりさせ、そのために代名詞をよく使うが、日本語は必要のない主語は省略す
ることが多い。

 Taro is a junior high school student. He likes to study English and math. His hobby is 
playing soccer.

↓
太郎は中学生です。（彼は）英語と数学の勉強が好きです。（彼の）趣味はサッカ－をすることです。

(3) 英語は文の最初の部分で時制や、肯定か否定かなどが決定するが、日本語では文末で決定する。

 Yoko plays tennis in the park.   →  陽子は公園でテニスをします。
 Yoko played tennis in the park.  →  陽子は公園でテニスをしました。
 I like studying math.           →  私は数学を勉強するのが好きです。
 I don't like studying math.      →　私は数学を勉強するのが好きではありません。

(4) 英語は時制に厳格だが、日本語はあいまいである。

①英語の現在形は現在の習慣を表し、未来のことは未来形で表す。一方、日本語の現在形は現在の習
慣も未来のことも表す。英語には、過去形と完了形は別々に存在するが、日本語では過去形で完了の
意味も表す。

 I get up at six every morning.          → 私は毎朝６時に起きます。
 I will get up at six tomorrow morning.　→ 私は明日の朝６時に起きます。

 The train came.      → 電車が来た。
 The train has come.  →  電車が来た。

＊英語の授業では「起きるでしょう」とすることが
多いが、自然な日本語とは思えない。

＊英語の授業では「来たところです」とすることが
多いが 自然な日本語とは思えない。

②英語には時制の一致の規則があるが、日本語にはない。

 I thought that Mai was pretty.  →  私は麻衣がかわいいと思いました。
＊日本語では「かわいかった」と過去形にしない。
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　英語がネイティブな外国人と英語で話すと
き、最も大切だと思うことは、自分がどのよう
な話すべき内容を持っているかということで
す。無論、相手の外国人に理解可能な発音や文
法的知識を備えていることは不可欠ですが、何
よりも、自分の考えを深めることができる「こ
とば」を持っているかどうかが大事なのです。
しかし、完璧なバイリンガルの人を除いて、日
本人で日本語と同程度に英語で物ごとを考え
られる人は極めて少ないのが事実です。このと

き、その人にとって「強い言語」である日本語
で考えを深めることは有効です。英語で困難な
ところは日本語で考えを深め、英語に置き換え
られるところは英語に置き換えていくのです。
日々のこうした活動の蓄積は、英語と日本語を
共通に貫く「ことば」の構築につながると思い
ます。このような考えに基づいて、中学校の英
語の授業で国語の教材を利用した例を紹介し
たいと思います。

３．強い「ことば」で考える力をつける

◎ 中学３年生の英語の読み物教材“The Story of Anne and Helen”と並行して国語の教材「もの
にはすべて名まえがある」を利用する。

   One day Anne tried to teach Helen that "m-u-g" is mug, and that "w-a-t-e-r" is water. But
 Helen mistook one thing for the other. So Anne took Helen to the pump, and put her hand 
 under the water. Suddenly, the meaning became clear to her, and she tried to say the word
 "water."
   Anne was surprised and spelled "w-a-t-e-r" on Helen's hand. "Everything has a name," 
 Helen said in her heart.  　　　　　　　　 （『ONE WORLD English Course ３』平成６年版 教育出版）

  わたしたちは、井戸小屋を覆うすいかずらの香りにひかれて、小道を下りていきました。だれかが水をくん
でいました。先生は、わたしの手を水の中に入れました。冷たい水が一方の手にほとばしったとき、先生は、
水という単語を、もう一方の手につづりました。初めはゆっくりと、次にすばやく .....。わたしは、じっと立って、
全神経を先生の指の動きに集めました。このときです。突如として、わたしは、忘れていたある事柄、つまり、
よみがえった思考の戦慄とでもいうべきものを、かすみのかなたに意識しました。なんとはなしに、言語の神
秘が、わたしに啓示されたのです。わたしは、"w-a-t-e-r" が、手にほとばしるこのすばらしい冷たいものを意
味することを、このとき悟ったのです。生きたことばが、魂を目覚めさせ、光と希望と歓喜を与え、解放した
のです。（中略）
  わたしは、井戸小屋をあとにして、夢中になって学びました。すべてのものに名まえがある。

 （『中学校国語二』昭和 55年版 学校図書）

　英文のほうは、中学３年生の英語というこ
とで、表現できることに限界があるのは当然 
すが、これでは生徒はただ表面的な事実とし
て英文を理解するだけで、どうして「突然意
味が明らかになり、ヘレンが『水』と言おう
とした」のかというヘレンの心情を理解する
ことは困難です。中学２年生の国語の教科書
に載っていたヘレン・ケラ－の「ものにはす
べて名まえがある」を並行して取り上げるこ
とによって、生徒の考えを深めることができ

ると思います。
　このように、英語の教材は、生徒の英語の
レベルに合わせてあるために、ともすれば生
徒の知的欲求を満たすことができず、とても
薄っぺらな授業になってしまう可能性があり
ます。「ことば」という共通のものを扱う教科
としての国語の力を借りることによって、さ
まざまな改善のアイディアが考えられると思
います。　
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国
語
教
育
の
先
達
の
お
名
前
を
論
文
な
ど

で
記
す
と
き
、
研
究
的
に
は
ど
う
し
て
も
呼
び

捨
て
の
形
で
示
す
よ
う
に
な
る
。
私
は
、
自
身

の
恩
師
を
論
文
の
中
で
呼
び
捨
て
に
す
る
の
に

随
分
時
間
が
か
か
っ
た
。

　

逆
に
、
恩
師
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
、

お
会
い
し
た
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
呼
び

捨
て
に
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
れ
る
存
在
が
あ

る
。
私
に
と
っ
て
古
田
拡
先
生
は
、
そ
う
い
う

存
在
の
方
で
あ
る
。

　

古
田
先
生
と
い
え
ば
、『
聞
く
こ
と
の
教
育
』

（
一
九
五
二
）『
授
業
に
お
け
る
問
答
の
探
究
』

（
一
九
六
三
）『
国
語
教
室
の
機
微
と
創
造
』

（
一
九
七
〇
）
な
ど
の
名
著
が
あ
る
。
古
田
先

生
の
著
書
は
、い
ず
れ
も
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、

教
師
の
仕
事
が
具
体
的
に
語
ら
れ
、
結
果
と
し

て
教
室
の
営
み
か
ら
決
し
て
ず
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
読
ん
で
難
し
く
は
な
い
し
、
自
分
の
教

室
で
の
営
み
に
照
ら
し
て
、
反
省
さ
せ
ら
れ
た

り
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
自
分
の
考
え
を

整
理
し
て
も
ら
え
た
り
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な

発
見
も
保
障
さ
れ
る
。

　

古
田
先
生
の
多
く
の
著
作
の
中
で
、
私
自
身

に
思
い
出
深
い
の
が
『
教
師
の
話
術
』
で
あ
る
。

　

私
は
学
生
時
代
、
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
文
学
・

小
説
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、

教
師
に
な
っ
て
、
自
ら
の
話
し
方
に
課
題
を
見

い
だ
し
、
恩
師
野
地
潤
家
先
生
の
著
書
『
教
育

話
法
の
研
究
』（
一
九
五
三
）
に
触
発
さ
れ
て
、

研
究
的
な
出
発
を
「
教
育
話
法
（
教
師
の
話
し

方
）」
に
お
い
た
。『
教
師
の
話
術
』
と
の
出
会

い
は
、そ
う
い
う
流
れ
の
中
に
あ
る
。
今
回
は
、

研
究
的
と
い
う
よ
り
も
教
室
的
な
側
面
を
取
り

立
て
る
意
味
で
『
教
師
の
話
術
』
を
再
読
す
る
。

 

『
教
師
の
話
術
』
の
見
出
し
を
見
て
み
る
と
、

例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一　

話
術
な
ん
か
│
序
に
代
え
て
│

二　

教
師
の
話
し
ぶ
り

四　

発
問
の
し
方
・
答
え
の
受
け
と
め
方
（
一
）

五　

発
問
の
し
方
・
答
え
の
受
け
と
め
方
（
二
）

八　

研
究
授
業
・
研
究
会
で
の
話
術

一
〇　

校
長
・
教
頭
の
話
術

一
三　

話
術
の
底
に
あ
る
も
の

　

紙
面
の
都
合
で
省
略
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の

流
れ
は
明
確
に
、
教
室
技
術
か
ら
教
師
と
し
て

の
話
し
方
、さ
ら
に
精
神
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

　

周
知
の
通
り
、古
田
先
生
は
授
業
を
「
話
術
」

と
い
っ
た
技
術
の
と
こ
ろ
に
押
し
込
め
よ
う
と

し
た
方
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
読
め
ば
、
先
生

の
教
材
研
究
の
深
さ
の
ほ
う
が
印
象
づ
け
ら
れ

る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
先
生
が
ま
ず
「
話
術

な
ん
か
」
と
切
り
出
し
て
み
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
、
あ
る
意
味
真
骨
頂
な
の
で
あ
ろ
う
。
深
い

教
材
研
究
を
大
切
に
さ
れ
る
方
が
、「
話
術
な

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

古田拡
『教師の話術

　─子ども・教師・教室とともに』
（共文社、1963）

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

　
　

古
田 
拡

　
　
『
教
師
の
話
術　

　
　
　

│
子
ど
も
・
教
師
・
教
室
と
と
も
に
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
読
む

三
浦 

和
尚

愛
媛
大
学
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ん
か
、
と
は
言
え
な
い
の
だ
」
と
ひ
っ
く
り
返

さ
れ
る
。
第
一
章
は
、「
こ
こ
に
わ
た
し
は
教

師
の
話
術
と
、教
師
の
人
格
と
の
一
致
を
思
う
」

と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
、
ま
さ
に

「
序
に
代
え
て
」
と
し
て
、
こ
の
著
書
を
貫
く

精
神
が
集
約
さ
れ
、
終
章
の
「
話
術
の
底
に
あ

る
も
の
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

古
田
先
生
は
「
話
術
」
を
、「
問
答
を
い
か

に
た
く
み
に
行
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
、

わ
た
し
は
教
室
に
お
け
る
教
師
の
話
術
と
解
釈

す
る
」
と
定
義
し
、
問
答
に
つ
い
て
は
特
に
詳

し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
意
識
は
当

然
、『
授
業
に
お
け
る
問
答
の
探
究
』
に
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
古
田
先
生
が
授
業
に
お
い
て

子
ど
も
と
の
や
り
と
り
・
問
答
を
い
か
に
大
切

に
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

 

『
教
師
の
話
術
』
に
お
い
て
も
、
問
答
に
あ
た

る
第
四
、五
章
が
、
内
容
的
な
中
心
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
例
え
ば
次

の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。

　

あ
る
小
学
校
の
授
業
で
、先
生
の
「
こ
こ
に
、

美
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
問
い

に
、
あ
る
女
の
子
が
「
家
が
建
っ
た
り
」
と
答

え
た
。
そ
の
先
生
は
「
そ
う
、
○
○
ち
ゃ
ん
の

お
う
ち
は
、
き
れ
い
に
建
ち
ま
し
た
ね
」
と
言

い
、「
今
の
は
、第
一
段
に
あ
っ
た
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
今
度
は
、
次
の
段
を
読
ん
で
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
」
と
続
け
た
。
女
の
子
の
家
は

貧
し
く
、
先
だ
っ
て
小
さ
な
家
を
建
て
直
し
た

ば
か
り
だ
と
い
う
。
そ
の
先
生
は
、
女
の
子
が

ど
う
し
て
あ
あ
い
う
、
い
わ
ば
「
誤
答
」
を
し

た
の
か
ま
で
見
抜
い
て
、
温
か
く
対
応
し
た
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
話
術
と
、
話
術
を
支
え
る
精
神

と
の
見
事
な
融
合
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

古
田
先
生
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
次
の
よ
う

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

 
「
本
当
の
問
答
と
い
う
も
の
は
、（
中
略
）
予

期
し
な
い
答
え
の
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。（
中

略
）
前
例
の
よ
う
に
、
誤
答
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
者
の
生
活
を
表
現
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

教
育
的
教
授
が
、
そ
の
教
科
の
学
力
を
つ
け
る

と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
の
人
間
形
成
を

期
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
教
師
は
、
指
導
案

に
固
執
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

答
え
を
生
か
す
よ
う
な
話
し
方
を
、
た
え
ず
心

が
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
」

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、「
七
分
は
ほ
め
よ
う
」

「
だ
れ
に
で
も
で
き
る
問
い
を
出
す
こ
と
」「
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
を
出
す
こ
と
」「
児

童
の
興
味
あ
る
も
の
を
と
ら
え
て
」
な
ど
の
小

見
出
し
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

『
教
師
の
話
術
』
は
、
教
室
で
の
教
師
と
子
ど

も
の
や
り
と
り
の
機
微
を
、
具
体
的
か
つ
明
晰

に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
考
察
は
、
単
に
「
教

師
の
話
し
方
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

教
師
と
子
ど
も
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、

授
業
の
あ
り
よ
う
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
教
育

者
と
し
て
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
ど
う
と
ら
え

る
か
と
い
っ
た
、
教
師
と
し
て
生
き
て
い
く
た

め
の
根
本
の
問
題
を
内
蔵
し
て
い
る
。

　

そ
の
内
容
は
、
今
は
語
る
人
も
な
く
、
語
ら

れ
に
く
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
で

も
生
き
て
い
る
し
、
む
し
ろ
今
だ
か
ら
こ
そ
確

認
し
た
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
み
う
ら　

か
ず
な
お
〕　

愛
媛
大
学
教
育
学
部
教

授
。
近
著
に
『「
話
す
・
聞
く
」
の
実
践
学
』『「
読
む
」

こ
と
の
再
構
築
』（
と
も
に
三
省
堂
）。
こ
の
４
月
か

ら
、
古
田
拡
先
生
が
主
事
を
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
愛

媛
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
の
校
長
を
併
任
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
何
か
の
ご
縁
で
あ
ろ
う
。

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読
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本本本
の
紹
介

網野善彦ほか編
シリーズ『いまは昔　むかしは今』
（全 5巻、別冊索引）
福音館書店刊
①『瓜と龍蛇』（初版・1989）
②『天の橋 地の橋』
③『鳥獣戯語』
④『春・夏・秋・冬』
⑤『人生の階段』

 

「
も
う
一
つ
の
世
界
」、
こ
の
こ
と
ば
を

補
助
線
に
人
間
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
そ
れ
は
昔
が
今
に
至
る
ま
で
、
常

に
人
は
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
を
夢
見
て

き
た
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

時
代
と
と
も
に
、「
も
う
一
つ
の
世
界
」

の
内
実
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
き
た
。

早
く
か
ら
神
や
仏
の
世
界
が
思
い
描
か

れ
、
ま
た
海
の
向
こ
う
、
山
の
向
こ
う
の

世
界
で
あ
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
多

く
の
神
話
・
伝
説
や
説
話
・
物
語
な
ど
に

よ
っ
て
、
具
体
的
に
語
ら
れ
て
き
た
。

　

現
在
で
は
、
小
説
や
メ
ル
ヘ
ン
な
ど
の

文
学
、
さ
ら
に
は
映
画
・
劇
画
な
ど
の
映

像
世
界
が
、
そ
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

「
も
う
一
つ
の
世
界
」
と
は
、「
こ
こ
・
こ

ち
ら
」
の
世
界
に
対
す
る
「
あ
そ
こ
・
あ

ち
ら
」
の
世
界
で
あ
る
が
、「
現
実
」
に

対
す
る
「
夢
」
あ
る
い
は
「
理
想
」
と
言

い
換
え
て
も
よ
い
。
人
の
一
生
に
は
「
現

実
志
向
」
の
と
き
と
「
理
想
志
向
」
の
と

き
と
が
あ
り
（
人
生
の
バ
イ
オ
リ
ズ
ム
）、

幼
児
の
二
歳
か
ら
五
歳
の
こ
ろ
、
そ
し
て

一
二
、三
歳
か
ら
二
二
、三
歳
の
こ
ろ
が

「
理
想
志
向
」
の
高
ま
る
と
き
だ
と
い
う
。

 

「
理
想
志
向
」
の
と
き
に
は
、「
も
う
一

つ
の
世
界
」
へ
の
憧
れ
が
強
ま
り
、
そ
れ

を
具
体
的
に
夢
見
る
。
そ
ん
な
思
い
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
「
お
話
」「
語
り
」
が
古
来

生
み
出
さ
れ
語
り
継
が
れ
て
き
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
「
い
ま
は
昔　

む
か

し
は
今
」
と
い
う
統
一
タ
イ
ト
ル
で
編
ま

れ
た
五
巻
の
本
は
、
中
世
を
頂
点
と
す
る

神
話
・
説
話
そ
し
て
昔
話
（
民
話
）
や
民

間
伝
承
な
ど
を
縦
横
無
尽
に
渉
猟
し
な
が

ら
、「
語
り
」
に
託
さ
れ
、
秘
め
ら
れ
て

い
る
人
々
の
思
い
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
や
、

背
後
に
あ
る
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
解

き
明
か
し
て
く
れ
る
、
ま
っ
た
く
も
っ
て

愉
し
い
本
で
あ
る
。
伝
承
の
世
界
が
、
五

つ
の
テ
ー
マ
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

①
『
瓜
と
龍
蛇
』
で
は
、
天
の
川
の
誕

生
な
ど
川
や
海
に
ま
つ
わ
る
「
語
り
」
の

謎
を
追
い
、
②
『
天
の
橋 

地
の
橋
』
で

は
さ
ま
ざ
ま
な
「
橋
」
の
向
こ
う
の
世
界

の
「
語
り
」
を
取
り
あ
げ
、
③
『
鳥
獣
戯

語
』
で
は
、
神
の
使
い
の
動
物
や
狩
や
祭

り
で
の
動
物
と
の
か
か
わ
り
を
語
り
、
④

『
春
・
夏
・
秋
・
冬
』
で
は
、
行
事
や
季

節
ご
と
の
遊
び
や
四
季
の
移
ろ
い
の
イ
メ

ー
ジ
を
説
き
明
か
し
、⑤
『
人
生
の
階
段
』

で
は
、
人
生
の
節
目
節
目
に
お
け
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
営
み
に
人
々
が
抱
い
て
き
た
思

い
を
掘
り
起
こ
し
て
く
れ
る
。ま
さ
に「
物

語
の
海
へ
の
冒
険
・
イ
メ
ー
ジ
の
森
の
探

検
」（
本
の
帯
に
よ
る
）
で
あ
る
。

 

「
も
う
一
つ
の
世
界
」を
思
い
抱
く
に
は
、

想
像
力
が
求
め
ら
れ
る
。
逆
に
「
語
り
」

の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
で
想
像
力
を
養
う

こ
と
が
で
き
る
。
今
、
私
た
ち
は
「
も
う

一
つ
の
世
界
」
を
こ
と
ば
で
想
像
す
る
機

会
を
失
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
語

の
時
間
は
、
生
き
る
力
と
し
て
の
想
像
力

を
培
う
貴
重
な
時
間
で
も
あ
ろ
う
。

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
。

本の紹介
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第
２
号

二
〇
〇
三
年
四
月
二
五
日
発
行

定
価  

一
〇
〇
円
（
本
体
九
六
円
）

編
集
・
発
行
人    

渡
辺　

孝
映

〔
発
行
所
〕
株
式
会
社　

三
省
堂

 

〒
一
〇
一
ー
八
三
七
一

 

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
二
ー
二
二
ー
一
四

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
三
（
三
二
三
〇
）
九
四
二
七
〔
編
集
〕

 

振
替  

東
京　

〇
〇
一
六
〇
ー
五
ー
五
四
三
〇
〇

〔
印
刷
所
〕
泰
成
印
刷
株
式
会
社

 

東
京
都
墨
田
区
両
国
三
ー
一
ー
一
二

　
　

編
集
後
記

  

春
は
冬
の
中
で
芽
生
え
、
時
至
れ
ば
、
ぐ
ぐ
っ
と
大
地
を

割
っ
て
姿
を
現
し
ま
す
。
そ
の
勢
い
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

  

先
日
見
た
授
業
で
、
相
互
評
価
の
欄
に
、
あ
る
生
徒
が
「
た

け
と
君
の
字
は
、
大
人
の
字
で
す
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。 

百
人
一
首
か
ら
好
き
な
歌
を
選
ん
で
筆
ペ
ン
で
書
く
学
習
の

最
後
の
場
面
で
す
。

 

「
大
人
の
字
」「
大
人
の
話
し
方
」「
大
人
の
文
章
」中
学
生
は
、

こ
う
し
た
も
の
に
強
烈
な
あ
こ
が
れ
と
と
も
に
、
自
分
の
中

の
「
子
ど
も
」
と
の
間
で
き
し
む
よ
う
な
違
和
感
を
感
じ
て

い
ま
す
。

  

本
号
で
は
「
対
話
」
を
特
集
し
ま
し
た
が
、「
対
話
」
は
、

相
手
を
鏡
に
し
な
が
ら
、
自
己
を
発
見
し
、
鍛
え
て
い
く
い

と
な
み
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
対
話
」
が

で
き
る
こ
と
も
「
大
人
」
へ
の
一
歩
。
中
学
生
の
確
か
な
歩

み
出
し
に
拍
手
を
送
り
ま
す
。（
Ｆ
）

国語教育セミナー
ご 案 内

　毎年、参加した先生方から「明日の授業につながる」と高く評価されております
「国語教育セミナー」が、今年も下記の日程で開催されます。
　実践的な「ワークショップ」と聞き手をとらえてはなさない「文化講演」とい
う構成は、これまで通りですが、今年は、大阪での開催も決まって、より参加し
やすくなりました。また、小学校の「国語教育セミナー」も新たに始まります。
さらに充実し、グレードアップした「国語教育セミナー」にご期待ください。

中学校

月　日    セミナー  会  場   内  容 （予定）

７月28日（月） 第１回国語教育セミナー in 大阪
 アウィーナ大阪
（大阪市天王寺区）

３ワークショップと
講演

８月22日（金） 第６回国語教育セミナー 三省堂新宿文化会館
（東京都新宿区）

６ワークショップと
講演

月　日    セミナー  会  場   内  容 （予定）

８月23日（土） 第 1回国語教育セミナー 三省堂新宿文化会館
（東京都新宿区）

５ワークショップと講演
（児童文学者あまんきみ
こ氏と児童文学研究者宮
川健郎氏との対談です）

小学校

　なお、開催時間は、各会場とも、午前 10時開始、午後 5時終了の予定です。
　これから逐次、詳しいご案内をさせていただきます。案内パンフレットは
４月中旬にできます。また、三省堂ホームページもあわせてご覧ください。

【お問い合わせ先】
国語教育セミナー事務局
〒 101-8371
東京都千代田区三崎町２-22-14
国語教育セミナー事務局
tel. 03-3230-9241
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髙
木 

展
郎 

監
修

こ
と
ば
を
育
て
る
学
び
の
プ
ラ
ン（
仮
題
）

予
価
２
、０
０
０
円

中
学
校
国
語
科
で
生
徒
の
学
び
を
ど
う
組
織
す
る

か
。『
現
代
の
国
語
』
に
よ
る
学
習
プ
ラ
ン
実
践
集
。

沖
山 

吉
和 

監
修

全
日
本
中
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会 

編

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
扉
を
ひ
ら
く

　

│
新
し
い
学
び
の
実
践
研
究
│　　
　

    

９
５
２
円

全
日
本
中
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会
全
国
大
会

で
の
実
践
・
研
究
の
報
告
を
11
編
収
録
。

三
浦 

和
尚 

著

「
読
む
」
こ
と
の
再
構
築　
　

  

１
、５
０
０
円

子
ど
も
た
ち
の
「
読
む
喜
び
」
を
支
援
す
る
発
問
、

指
導
方
法
、
評
価
の
実
践
的
検
証
と
提
言
。

河
野 

庸
介 

著

去
り
ゆ
く
時
を
つ
か
ま
え
て 

１
、２
０
０
円

日
本
各
地
で
出
会
っ
た
な
つ
か
し
い
風
景
を
、
う

つ
ろ
う
時
の
中
で
切
り
取
っ
た
エ
ッ
セ
イ
集
。

久
芳 

美
恵
子 

著

教
師
の
た
め
の
教
育
相
談
の
基
礎

 

１
、８
０
０
円

毎
日
の
教
室
で
取
り
組
め
る
教
育
相
談
の
理
論
と

方
法
を
楽
し
い
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
明
解
に
示
す
。

新
刊
・
近
刊

国
語
科
教
育

評
価
で
変
わ
る

　
　

国
語
の
授
業

尾
木
和
英 

著　

１
、８
０
０
円

評
価
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
考
え
方
を
12
の
角
度
か

ら
検
討
し
、
新
し
い
国
語

科
の
授
業
と
評
価
を
提
案

す
る
。

二
十
一
世
紀
の
国
語
科
の

新
し
い
授
業
を
構
築
す
る

た
め
に
、
十
二
の
視
点
か

ら
追
究
し
た
力
作
。

提
言  

国
語
科
授
業

　
　
　
　

改
善
十
二
章

尾
木
和
英 

著　

１
、７
０
０
円

日
常
の
こ
と
ば
か
ら
日

本
語
の
特
徴
を
解
説
。
授

業
で
の
話
題
づ
く
り
に
活

用
で
き
る
こ
と
ば
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
。

授
業
を
変
え
る

　

こ
と
ば
読
本

尾
木
和
英 

著　

１
、２
０
０
円

「
伝
え
合
い
」
を
軸
に
、

受
信
中
心
の
国
語
教
室
か

ら
、
発
信
・
交
信
を
す
る

国
語
教
室
へ
の
転
換
を
め

ざ
す
。

「
伝
え
合
う
力
」

　
　
　

と
は
何
か

花
田
修
一 

著　

１
、７
０
０
円

時
間
数
の
削
減
の
中
で

「
読
む
こ
と
」
の
授
業
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
。
教
師

と
生
徒
の
実
践
記
録
か
ら

追
究
す
る
。

「
読
む
こ
と
」
の

　
　
　
　
　

授
業
改
革

花
田
修
一 

著　

１
、８
０
０
円

「
生
き
に
く
い
今
」
を
生

き
る
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
大
人
は
何
が
で
き
る
の

か
。
紫
式
部
、
島
崎
藤
村
、

山
本
有
三
な
ど
の
先
人
の

こ
と
ば
か
ら
学
ぶ
。

授
業
を
ひ
ら
く 

　
　
　
　

こ
と
ば
の
力

花
田
修
一 

著　

１
、２
０
０
円

辞
書
・
辞
典

例
解
新
国
語
辞
典

林
四
郎
（
編
修
代
表
）

２
、５
０
０
円

使
い
や
す
さ
、
わ
か
り
や
す

さ
、
精
確
さ
で
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
、
中
学
生
向
け

国
語
辞
典
の
ト
ッ
プ
セ
ラ

ー
。
収
録
語
数
５
万
５
千
。 

２
色
刷
。

例
解
新
漢
和
辞
典

山
田
俊
雄
（
編
修
代
表
）・

戸
川
芳
郎
・
影
山
輝
國 

編
著

２
、５
０
０
円

発
売
以
来
圧
倒
的
な
支
持

を
受
け
て
い
る
漢
和
辞
典
。

親
字
７
０
０
０
字
、
熟
語

３
５
３
０
０
語
を
収
録
。
２

色
刷
。

日
本
語
便
利
帳

三
省
堂
編
修
所 

編

１
、５
０
０
円

用
字
用
語
、
書
き
方
・
話
し

方
か
ら
漢
字
の
読
み
書
き
、

古
典
の
知
識
ま
で
、
日
常
生

活
で
必
要
な
こ
と
ば
の
知
識

を
網
羅
し
た
、
何
で
も
わ
か

る
「
日
本
語
百
科
」。

教
科
書
か
ら
ひ
ろ
が
る
学
び
へ

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
こ
と
ば
の
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
作
文
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
音
声
言
語
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

教
育
文
化
研
究
会 

編

各
２
、０
０
０
円

自
主
的
に
学
べ
る
50
の
活

動
例
と
、
こ
と
ば
の
楽
し

さ
が
わ
か
る
50
の
ミ
ニ
ア

イ
デ
ィ
ア
を
収
録
。

楽
し
み
な
が
ら
活
用
で
き

る
作
文
学
習
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
見
開
き
に
収
め
た
使

い
や
す
い
実
践
例
集
。

音
声
学
習
の
基
本
を
つ
か

む
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
例
50

と
音
声
指
導
に
役
立
つ
知

識
・
情
報
の
コ
ラ
ム
35
を

収
録
。




