


　毎回、実践的なワークショップ（体験型講習会）と多彩な顔ぶれによる文化講演会で
好評の夏の「国語教育セミナー」。
　全国から参加を希望される先生方が増え続け、昨年はじめて大阪でも開催、そして、
本年はさらに福岡でも開催されることになりました。
　また、やはり昨年から始まった小学校のセミナーも、引き続き東京で開かれます。
　詳細については、今後、本誌や三省堂のホームページなどでご案内いたします。

国語科書写でどう評価するか
̶書写の授業が苦手な先生のために̶
松本仁志先生

文化講演　重松清さん

文化講演　あまんきみこさん

耳と心を澄まして、
全身できく力を育てよう
̶イヤー・ゲームを使って̶
長谷川有機子先生

読書のアニマシオン 
̶1冊の本が宝島̶
岩辺泰吏先生

句会ライブ
̶俳句をつくる・俳句であそぶ
夏井いつき先生・三浦和尚先生

2004年度　国語教育セミナーの開催予定

 大阪　中学校　7月29日（木）　アウィーナ大阪（大阪市天王寺区）

 福岡　中学校　8月19日（木）　アクロス福岡（福岡市中央区）

 東京　中学校　8月20日（金）　
三省堂文化会館（東京都新宿区）

 　　　小学校　8月21日（土）　

主催　教育文化研究会（東京：中学校のみ）  言語文化教育研究所（そのほか）

7月28日　大阪
●講演「めがね・本・羅針盤 ̶物語をめぐる不思議」
　清水真砂子さん

8月22日　東京：中学校
●講演「2003 年・大人／子どもの言葉」重松清さん

8月23日　東京：小学校
●講演「あまんきみこさんと語ろう」
　あまんきみこさん・宮川健郎先生

●ワークショップ＝「群読・話し合い」「イヤーゲーム」
「句会ライブ」「アニマシオン」「メディア・リテラシー」
「書写」など
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１　

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
な
に
か

　

昨
今
、
社
会
教
育
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
学
校
教

育
の
世
界
で
も
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い

う
こ
と
ば
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
国
語

教
師
の
間
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
が
目
新
し
い
せ
い
か

何
か
特
別
な
新
し
い
教
育
が
始
ま
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
興
味
と
不
安
の
入
り
混
じ
っ
た
声
が
聞

か
れ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
こ
と
ば
を
タ
イ

ト
ル
に
し
た
書
物
が
、
近
年
た
く
さ
ん
出
回
っ
て
き

た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
、
社
会
教
育
や
マ
ス
コ
ミ
関
係

者
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
に
時
を

特
集
●
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え
る

西オーストラリア州のメディア教育授業（2003年8月）

国語教室の
メディア・リテラシー

　テレビのやらせ事件やオウム報道などをきっかけに議論されるようになってきたメディア・リテ
ラシー。急激にメディアが変容していく現代、その教育の必要性が叫ばれている。
　学校教育では、先行している海外諸国も含めて国語科であつかうことが妥当とされているようだ。
　学校で、国語科で、メディア・リテラシーをどうとらえ、どう指導していくべきなのだろう。

芳野 菊子　産能大学教授 
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同
じ
く
し
て
「
市
民
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

(
Ｆ
Ｃ
Ｔ)

を
主
宰
す
る
鈴
木
み
ど
り
氏
の
『
メ
デ
ィ

ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思

想
社
）
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
市
川
克
美
氏
ら
関
係
者
に
よ
る

『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』（
日
本
放
送
労
働
組
合
）

が
出
版
さ
れ
た
の
が
嚆こ
う

矢し

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
書

の
場
合
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
念
頭
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

　

一
九
九
九
年
に
は
、
旧
郵
政
省
が
各
界
の
有
識
者

を
委
員
に
「
放
送
分
野
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ

ラ
シ
ー
に
関
す
る
調
査
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。

翌
年
出
さ
れ
た
報
告
書
に
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
が
日
本
に
お
い
て
、

公
の
機
関
が
初
め
て
提
示
し
た
定
義
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
メ
デ
ィ
ア

社
会
に
お
け
る
『
生
き
る
力
』
で
あ
り
、
多
様
な
価

値
観
を
も
つ
人
々
か
ら
成
り
立
つ
民
主
社
会
を
健
全

に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。」

と
し
て
い
る
。　

　

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
調
査
研
究
会

の
報
告
書
は
、
さ
ら
に
そ
の
能
力
を
次
の
要
素
に
分

解
し
て
説
明
し
て
い
る
。

（
１
）
メ
デ
ィ
ア
を
主
体
的
に
読
み
解
く
能
力

ア　

情
報
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
特

性
を
理
解
す
る
能
力

イ　

メ
デ
ィ
ア
か
ら
発
信
さ
れ
る
情
報
に
つ
い

て
、
社
会
的
文
脈
で
批
判
的
に
分
析
・
評
価
・

吟
味
し
、
能
動
的
に
選
択
す
る
能
力

（
２
）
メ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
、
活
用
す
る
能
力

（
３
）
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
創
造
す
る
能
力
。
と
く
に
、
情
報
の
読
み

手
と
の
相
互
作
用
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力

　

報
告
書
は
放
送
の
領
域
に
限
定
し
て
は
い
る

が
、
十
分
、
一
般
論
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ

シ
ー
の
定
義
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

２　

学
校
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は

　
　

な
ぜ
必
要
な
の
か

　

メ
デ
ィ
ア
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
に
、
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、「
生
き
る
力
」
を
育
て
る
こ
と
を
目
標
に
掲

げ
る
学
校
教
育
の
段
階
か
ら
取
り
上
げ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
と
い
え
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
、
菅
谷
明
子
氏
は
そ
の
著
『
メ
デ
ィ

ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』（
岩
波
新
書
）
の
中
で
、「
メ
デ

ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
作
る
『
現

実
』
を
批
判
的
に
読
み
取
る
と
と
も
に
、
メ
デ
ィ
ア

を
使
っ
て
表
現
し
て
い
く
能
力
の
こ
と
で
あ
る
」
と

定
義
し
て
い
る
。

　

同
書
に
は
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
学
校
が
、
テ
レ
ビ
を
中
心
と
し
た
映
像
を

ど
の
よ
う
に
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な

授
業
を
行
っ
て
い
る
か
の
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
よ
っ
て
、
取
り
組
み
の
背
景
や

状
況
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
自
身

が
、
カ
ナ
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
に

赴
き
、
実
情
に
触
れ
確
認
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
視

察
を
通
し
て
参
考
に
な
る
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た

が
、や
は
り
そ
の
ま
ま
導
入
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

日
本
に
は
日
本
の
実
情
に
あ
っ
た
独
自
の
メ
デ
ィ
ア

教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

　

紹
介
さ
れ
た
教
育
の
中
で
の
メ
デ
ィ
ア
は
主
と
し

て
映
像
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
を
中
心
と
し

た
映
像
メ
デ
ィ
ア
が
、
今
日
の
社
会
の
情
報
化
を
加

速
し
て
き
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
日
本
の
教
育
が
、
教

育
課
程
の
中
に
新
た
に
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を

取
り
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
メ
デ
ィ
ア
全

般
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

３　

テ
レ
ビ
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

　

そ
れ
に
し
て
も
、
テ
レ
ビ
の
普
及
に
よ
っ
て
情
報

環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
て
、
す
で
に
半
世
紀
が
過
ぎ

よ
う
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
今
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
く

る
。

　

国
内
で
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
が
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
直
接
的
に
は
テ
レ
ビ
報
道
に

起
因
す
る
社
会
問
題
が
多
発
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

国語教室のメディア・リテラシー
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に
な
っ
て
い
る
。
や
ら
せ
事
件
、
オ
ウ
ム
関
係
の
報

道
な
ど
、
一
九
九
〇
年
代
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
視

聴
者
が
翻
弄
さ
れ
、
世
論
が
操
作
さ
れ
、
事
件
に
ま

で
発
展
す
る
と
い
う
不
祥
事
が
続
い
た
。

　

視
聴
者
に
は
、
映
像
は
事
実
を
映
し
出
し
て
い
る

か
ら
、
報
道
の
内
容
は
真
実
で
あ
る
と
い
う
思
い
込

み
が
あ
る
。
そ
の
た
め
報
道
の
内
容
が
事
実
の
す
べ

て
で
は
な
い
、
送
り
手
が
ど
う
い
う
意
図
を
も
っ
て

そ
の
事
実
を
切
り
取
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に

ま
で
な
か
な
か
思
い
が
及
ば
な
い
。
し
か
も
テ
レ
ビ

な
ど
の
映
像
は
、
同
一
時
間
で
読
み
取
る
こ
と
の
で

き
る
文
字
情
報
の
十
倍
の
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
わ
れ
、
イ
ン
パ
ク
ト
も
強
い
。

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
テ
レ
ビ
を
中
心
と
し
た
メ
デ

ィ
ア
問
題
を
検
討
し
て
き
た
市
民
団
体
Ｆ
Ｃ
Ｔ
は
、

視
聴
者
は
も
っ
と
賢
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

テ
レ
ビ
報
道
と
は
何
か
、
番
組
は
ど
の
よ
う
に
制
作

さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
及
ぼ
し
、
番

組
を
吟
味
し
、
批
判
的
、
分
析
的
に
視
聴
し
て
い
く

力
、
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
重
視
し

て
い
こ
う
と
い
う
運
動
を
促
進
さ
せ
て
い
っ
た
。

４　

国
語
教
育
と
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

（
１
）
情
報
活
用
能
力
育
成
の
た
め
に

　

国
語
教
育
で
は
、
教
科
書
と
い
う
活
字
メ
デ
ィ
ア

を
駆
使
し
て
、
情
報
を
「
読
む
」
ま
た
は
「
聞
く
」

力
の
基
礎
基
本
を
指
導
し
て
き
た
。
教
材
を
活
用
し

て「
話
す
」「
書
く
」力
も
付
け
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

教
科
書
教
材
は
精
選
さ
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
の
正

確
な
理
解
が
中
心
で
、
距
離
を
お
い
て
批
判
的
に
読

ん
だ
り
、
発
言
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
行
わ
れ
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
学
校
教
育
の
中
で
身
に
付
け
た
、
話

を
聞
く
力
や
、
文
章
を
読
み
解
く
力
だ
け
で
、
テ
レ

ビ
の
強
力
な
情
報
を
、
冷
静
に
批
判
的
に
読
み
解
く

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
安
が
、
教

師
の
中
に
芽
生
え
始
め
た
。

　

一
九
九
〇
年
、
総
務
省
は
、
こ
の
よ
う
な
声
を
受

け
、
学
校
現
場
の
教
員
を
対
象
に
「
メ
デ
ィ
ア
・
リ

テ
ラ
シ
ー
の
教
材
研
究
」
を
委
託
し
、
実
践
研
究
に

基
づ
く
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
を
支
援
し
た
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
課
題

が
学
校
現
場
に
根
を
下
ろ
し
始
め
た
。

　

校
種
別
に
、
教
科
別
に
、
試
行
錯
誤
が
始
ま
っ
た

が
、
も
っ
と
も
真
剣
に
向
き
合
い
始
め
た
の
が
国
語

科
の
教
師
た
ち
で
あ
る
。理
由
の
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
、

カ
ナ
ダ
な
ど
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
先
進
国
と
い
わ
れ
る

国
々
が
、
自
国
語
の
教
育
の
中
で
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ

ラ
シ
ー
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
他
律
的
な
理
由
だ
け
で

な
く
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
国
語
教
育
の
本

質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
国
語
教
師
自

身
が
自
覚
し
始
め
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

国
語
教
育
の
柱
で
あ
る
「
聞
く
」「
話
す
」「
読
む
」

「
書
く
」の
対
象
は
す
べ
て
情
報
で
あ
る
。「
聞
く
」「
読

む
」
は
情
報
の
受
信
で
あ
り
、「
話
す
」「
書
く
」
は

情
報
の
発
信
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
受
信
と
発
信
の

間
に
内
的
な
情
報
操
作
の
活
動
が
あ
り
、
そ
れ
を
活

性
化
さ
せ
る
の
が
国
語
の
授
業
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
、
筆
者
は
国
語
科
は
情
報
活
用
能
力
育
成

の
教
科
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。

（
２
）
メ
デ
ィ
ア
全
体
を
視
野
に
入
れ
て

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
情
報
を
受
信
す
る
目
、耳
、

発
信
す
る
口
、
手
の
活
動
を
拡
大
す
る
メ
デ
ィ
ア
、

そ
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
従
来
国
語
教
育
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
は
、
文
字
メ
デ
ィ
ア
と
そ
れ
を
搭
載
し
た
活
字
メ

デ
ィ
ア
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昨
今
の
情
報
環

境
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
。

　

問
題
は
テ
レ
ビ
だ
け
で
は
な
い
。急
速
に
普
及
し
、

今
や
情
報
の
主
流
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
抜
き
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
情
報
は
テ
レ
ビ
以
上
に
粗
で
あ
り
安
易
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
教
科
書
と
い
う
精
選
さ
れ
た
活

字
メ
デ
ィ
ア
で
育
て
ら
れ
、
活
字
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
い
と
思
い
込
ん
で

い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
は
映
像
情
報
以
上

に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

特
集
●
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え
る
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言
語
の
教
育
と
い
う
立
場
に
軸
足
を
し
っ
か
り
置

い
て
、
情
報
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
く
確
か
な
体
力

を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
基
礎
的
、
基

本
的
な
情
報
活
用
能
力
を
、
映
像
を
言
語
で
読
み
取

る
力
、報
道
の
番
組
制
作
者
の
意
図
を
読
み
取
る
力
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
を
適
正
に
読
み
取
る
力
、
正

確
な
言
語
で
発
信
す
る
力
な
ど
に
敷
衍
し
、
応
用
で

き
る
筋
道
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
、
国
語

科
の
担
う
べ
き
新
た
な
課
題
で
あ
る
。

５　

国
語
科
の
領
域
で
は
何
を
す
べ
き
か

　
　

―「
見
る
」こ
と
の
指
導
の
必
要
性
―

　

先
に
国
語
科
は
情
報
活
用
能
力
を
育
成
す
る
教
科

で
あ
る
と
述
べ
た
。
情
報
活
用
は
、
大
き
く
分
け
て

み
る
と
、
情
報
の
検
索
、
収
集
、
選
択
、
整
理
、
発

想
、
構
成
、
発
信
、
と
い
う
過
程
を
踏
む
。

　

こ
の
活
動
の
前
半
は
、
国
語
科
の
こ
と
ば
で
い
え

ば
「
聞
く
」「
読
む
」
の
段
階
、
す
な
わ
ち
「
理
解
」

の
過
程
で
あ
る
。
後
半
は
「
話
す
」「
書
く
」
の
「
表

現
」
の
過
程
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
選
択
し
つ
つ
収
集

し
、整
理
し
て
か
ら
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

新
聞
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｎ
Ｉ
Ｅ
の
教
育

は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
・
リ

テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
国
語
領
域
で
の
Ｎ
Ｉ
Ｅ
の
優
れ

た
実
践
は
、
す
で
に
情
報
活
用
の
す
べ
て
の
段
階
を

網
羅
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
対
象
と
し
た
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
い
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段

階
に
あ
る
。

　

中
学
生
が
日
常
的
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
映
像

そ
の
も
の
が
、
教
材
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
、
今
回
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
パ
ー
ス
で
発
見
し
た
。
昨
夏
、
メ
デ
ィ
ア
教

育
に
関
心
の
あ
る
国
語
教
師
の
グ
ル
ー
プ
で
、
研
究

視
察
を
計
画
し
、
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
の
下
、
メ
デ
ィ

ア
教
育
を
強
力
に
推
進
し
て
い
る
パ
ー
ス
の
小
・
中
・

高
・
大
の
授
業
を
参
観
し
た
。

　

参
観
し
た
授
業
は
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
科
目
と
、

国
語
科
に
当
た
る
「
英
語
」
の
授
業
で
あ
っ
た
。

　

授
業
の
背
後
に
、
系
統
的
に
構
築
さ
れ
た
緻
密
な

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
柱
を

み
る
と
「
聞
く
」「
話
す
」「
読
む
」「
書
く
」
に
加

え
て
「
見
る
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
の
で
あ
る
。
目

に
映
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、発
信
に
つ
な
げ
る
に
は
、

必
ず
そ
の
間
に
こ
と
ば
が
介
在
す
る
。
そ
の
こ
と
を

重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
て
認
識
し
た
こ
と
を

言
語
活
動
に
つ
な
げ
る
の
は
、
国
語
科
の
領
域
で
あ

る
。
日
本
の
教
育
課
程
に
は
「
見
る
」
と
い
う
領
域

は
な
く
見
た
こ
と
を
描
写
す
る
と
い
う
学
習
活
動
が

「
書
く
」
こ
と
に
含
ま
れ
「
見
る
」
こ
と
が
埋
も
れ

て
い
る
。

　

音
声
と
映
像
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
情
報
に
ど
の

よ
う
に
対
処
し
て
い
く
か
を
、
指
導
過
程
の
中
に
組

み
入
れ
て
い
く
こ
と
は
、
極
め
て
今
日
的
な
課
題
で

あ
る
。

　

参
観
し
た
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
科
目
に
は
、
ビ

デ
オ
の
編
集
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
国
語
科

と
し
て
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
う
す
る
か
、
タ
イ

ト
ル
に
適
し
た
こ
と
ば
は
何
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
が
言
語
の
教
育
と
し
て
担
う
べ
き
範
囲
で
、
撮
影

や
編
集
の
活
動
は
埒
外
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
考
慮
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
対
応
で
あ
る
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
は
容
易
に
受
信
者
に
も
発
信
者
に
も
な
り

う
る
。
メ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

書
き
込
み
を
し
て
い
る
生
徒
は
少
な
く
な
い
。
発
信

に
あ
た
っ
て
の
文
章
は
限
り
な
く
話
し
こ
と
ば
に
接

近
し
て
い
る
。
文
章
で
あ
る
以
上
守
る
べ
き
ル
ー
ル

が
あ
る
。
ネ
チ
ケ
ッ
ト
と
い
わ
れ
る
マ
ナ
ー
の
指
導

も
含
め
て
、
多
く
の
生
徒
が
、
す
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ

た
、
学
習
活
動
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
に
適
切
に
対
応
で
き
る
力
が
、

情
報
化
社
会
を
生
き
て
い
く
力
と
し
て
、
今
後
ま
す

ま
す
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
よ
し
の 

き
く
こ
〕
産
能
大
学
教
授　

一
九
八
〇

年
代
か
ら
メ
デ
ィ
ア
教
育
に
か
か
わ
り
、
文
章
表

現
ソ
フ
ト
「
作
文
く
ん
」
の
開
発
、
ビ
デ
オ
教
材

の
作
成
な
ど
に
携
わ
る
。
川
崎
を
中
心
と
し
た
小

中
高
の
先
生
た
ち
と
国
語
メ
デ
ィ
ア
研
究
会
を
立

ち
上
げ
、
目
下
勉
強
中
。
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Ⅰ
テ
レ
ビ
報
道
の
現
場
で
感
じ
る

　
危
機
感

受・
信
す
る
能
力
の
欠
如̶

̶

　

だ
れ
も
が
加
害
者
に
な
る

　

94
年
の
晩
夏
、
長
野
県
松
本
市
の
河
野
義
行
さ
ん

の
ご
自
宅
で
、
河
野
さ
ん
ご
自
身
か
ら
見
せ
て
い
た

だ
い
た
、
た
く
さ
ん
の
は
が
き
や
封
書
。
そ
こ
か
ら

受
け
た
衝
撃
こ
そ
が
、
私
を
メ
デ
ィ
ア・
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
の
取
り
組
み
に
駆
り
立
て
た
原
動
力
で
あ
る
。

　

ど
の
書
き
手
も
、
実
に
純
粋
に
義
憤
に
駆
ら
れ
て

お
り
、
素
直
な
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

た
。
半
世
紀
前
、大
本
営
発
表
の
報
道
に
踊
ら
さ
れ
、

鬼
畜
米
英
に
負
け
る
は
ず
が
な
い
と
信
じ
込
ん
で
い

る
人
の
声
ば
か
り
が
大
き
か
っ
た
こ
ろ
の
日
本
社
会

と
、
少
し
も
変
わ
ら
ぬ
実
情
に
、
私
は
戦
慄
し
た
。

　

い
や
、〝
踊
ら
さ
れ
る
〞（
＝
被・
・
・
害
者
に
な
る
）
だ

け
で
は
な
い
。
河
野
さ
ん
に
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
ば

の
暴
力
は
、《
テ
レ
ビ
を
無
批
判
に
鵜
呑
み
に
す
る

視
聴
者
た
ち
が
、
恐
ろ
し
い
加・
・
・
害
者
の
大
群
に
も
な

っ
て
し
ま
う
》
こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
あ
の
と
き
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ

ー
の
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
々
は
、
一
連
の

松
本
サ
リ
ン
報
道
を
見
て
「
こ
れ
だ
け
の
報
道
材
料

か
ら
は
、
犯
人
を
河
野
さ
ん
と
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
な
」
と
冷
静
に
判
断
し
て
い
た
。
こ
う
し
た

人
が
〝
非
国
民
〞
扱
い
を
怖
れ
て
声
を
出
せ
な
い
ほ

ど
少
数
派
で
あ
る
時
代
は
、
も
う
終
わ
り
に
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
事
例
で
は
、「
ま
ず
報
道
機
関
側
が
姿

勢
を
正
せ
」
と
い
う
の
が
、従
来
の
正
論
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
い
世
紀

に
、
私
た
ち
は
突
入
し
て
し
ま
っ
た
。
今
や
、
発
信

者
は
「
報
道
機
関
」
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
高

画
質
で
撮
れ
る
ホ
ー
ム
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
。
撮
っ
た
画

像
を
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
で
手
軽
に
編
集
で
き
る
ビ
デ

オ
編
集
ソ
フ
ト
。
そ
れ
を
自
宅
か
ら
世
界
中
に
発
信

で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
。
個
人
で
も
手
軽
に
映
像

想像力のスイッチを入れよう
̶テレビ報道の現場から̶
　

下村 健一　市民メディア・アドバイザー

  

ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
人
々
が
、

た
だ
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
不
完
全
な
報
道
を
見
た
だ

け
で
、
河
野
さ
ん
を
松
本
サ
リ
ン
事
件
の
犯
人
だ

と
決
め
つ
け
、
血
も
凍
る
よ
う
な
罵
倒
や
脅
迫
の

言
葉
を
書
き
送
っ
て
く
る
。
実
は
、
同
様
の
抗
議

の
手
紙
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
は
、
私
の
所
に
も
寄
せ
ら

れ
て
い
た
。
当
時
私
が
キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
て
い

た
報
道
番
組
は
、
そ
の
こ
ろ
メ
デ
ィ
ア
全
般
が
色

濃
く
醸
し
出
し
て
い
た
《
河
野
ク
ロ
説
》
に
抗
い
、

早
い
時
期
か
ら「
河
野
さ
ん
に
サ
リ
ン
は
作
れ
ず
、

犯
人
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
根
拠
は
な
い
」
と
主

張
し
て
い
た
。そ
れ
に
怒
っ
た
視
聴
者
た
ち
か
ら
、

「
下
村
は
、
な
ぜ
殺
人
者
の
肩
を
持
つ
の
か
」「
犠

牲
に
な
っ
た
遺
族
の
気
持
ち
も
考
え
ろ
！
」
と
い

う
投
書
が
、
殺
到
し
て
い
た
の
だ
。
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情
報
の
発
信
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
バ
ラ
色
の
一
方
で
、
な
ん
の
裏
付
け
も
責

任
感
も
な
い
、
時
に
は
も
と
も
と
人
を
だ
ま
す
こ
と

を
目
的
に
し
た
よ
う
な
虚
偽
の
情
報
ま
で
も
が
、
容

易
に
人
々
の
端
末
の
画
面
に
届
く
よ
う
に
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
怖
い
の
は
、
そ
ん
な

情
報
で
も
画
面
を
通
し
て
見
る
と
、
も
っ
と
も
ら
し

く
見
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

　

一
刻
も
早
く
、
一
人
ひ
と
り
が
情
報
を
冷
静
に
受

け
止
め
自
分
で
吟
味
す
る
《
眼
力
》
を
身
に
つ
け
る

訓
練
を
始
め
な
い
と
、大
変
な
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

発・
信
す
る
能
力
の
欠
如̶

̶

　

見
知
ら
ぬ
人
に
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ

　　

機
械
技
術
の
進
歩
で
、
だ
れ
も
が
情
報
発
信
可
能

に
な
る
社
会
。
そ
れ
は
、
だ
れ
も
が
自
ら
《
送
り
手

と
し
て
の
危
険
》
を
抱
え
る
社
会
で
も
あ
る
。
そ
の

危
険
と
は
、
い
わ
ば
〝
ま
だ
遊
び
方
の
わ
か
ら
な
い

幼
児
が
花
火
を
持
っ
て
し
ま
う
〞
危
う
さ
で
あ
る
。

　

顔
の
見
え
な
い
不
特
定
多
数
の
人
に
情
報
を
伝
え

る
こ
と
は
、
実
は
か
な
り
難
し
い
。
聞
き
手
と
対
面

し
て
い
る
場
合
は
、
多
少
〝
舌
足
ら
ず
〞
な
表
現
で

あ
っ
て
も
、
相
手
が
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て
理
解

し
て
く
れ
た
り
、
話
の
構
成
が
ま
ず
く
て
も
、
核
心

部
分
が
出
て
く
る
ま
で
じ
っ
と
待
っ
て
く
れ
た
り
も

す
る
。顔
の
見
え
な
い
不
特
定
多
数
が
相
手
の
場
合
、

こ
う
し
た
発
信
側
の
甘
さ
は
許
さ
れ
な
い
。
受
け
手

に
聞
く
耳
を
持
っ
て
も
ら
い
、
誤
解
な
く
し
っ
か
り

と
自
分
の
「
言
い
た
い
こ
と
」
を
伝
え
る
に
は
、
そ

れ
な
り
の
技
法
が
必
要
と
な
る
の
だ
。

 

「
何
が
言
い
た
い
の
か
サ
ッ
パ
リ
わ
か
ら
な
い
」
邪

魔
者
的
な
情
報
の
氾
濫
は
、「
本
当
に
必
要
な
情
報
」

の
あ
り
か
を
わ
か
り
に
く
く
す
る
。
さ
ら
に
、
発
信

者
の
意
図
と
全
く
違
っ
た
誤
解
を
招
い
て
し
ま
う
よ

う
な
発
信
の
仕
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
や
報
道
被

害
を
も
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
、
い
わ
ば
情
報
の
カ
オ
ス
は
、
発
信
ツ

ー
ル
が
庶
民
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
増
大
し
て
い
く

事
が
避
け
ら
れ
な
い
。
市
民
メ
デ
ィ
ア
の
人
達
の
舌

足
ら
ず
な
リ
ポ
ー
ト
に
日
々
触
れ
て
い
て
、
私
の
危

機
感
は
、
非
常
に
大
き
い
。

 

私
は
〝
市
民
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
〞
と
し
て
、
映
像
作
品
の
制
作
・
発

信
を
行
う
市
民
団
体
や
学
生
サ
ー
ク
ル
と
幾

つ
か
付
き
合
い
が
あ
る
の
だ
が
、
取
材
活
動

を
行
う
際
の
学
生
た
ち
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

情
報
へ
の
全
面
服
従
ぶ
り
に
は
、
た
び
た
び

愕
然
と
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
持
っ
て
来
た
情

報
の
出
所
を
尋
ね
る
と
、
実
に
屈
託
な
く
「
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
転
載
し
ま
し
た
」
と
答
え

る
の
だ
。
情
報
源
と
し
て
の
信
憑
性
を
確
認

す
る
必
要
な
ど
ま
る
っ
き
り
感
じ
て
い
な
い

天
真
爛
漫
な
そ
の
顔
に
向
か
っ
て
、「
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ん
て
、
全
く
の
デ
タ
ラ
メ
だ
っ
て
、

ち
ゃ
ん
と
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
し
く
作
れ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
」
と
指
摘
を
し

て
や
る
と
、な
ん
と
返
っ
て
く
る
答
は
「
え
っ
、

そ
う
な
ん
で
す
か
？
」
だ
。「
あ
、
そ
う
か
！
」

で
す
ら
な
い
の
だ
。

 

﹇
想
定
﹈
Ａ
君
が
Ｂ
君
を
殴
る
校

内
暴
力
事
件
が
起
き
、
放
送
部
の
Ｃ
記
者
が
、

Ａ
君
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
Ａ
君
は
、
カ

メ
ラ
に
向
か
っ
て
「
Ｂ
君
に
○
○
と
言
わ
れ

て
、
カ
ッ
と
な
り
ま
し
た
。
本
当
に
申
し
訳

な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。」
と
誠
実
に

答
え
た
。
Ｃ
記
者
は
、
心
か
ら
反
省
し
て
い

る
Ａ
君
に
同
情
し
て
、
Ｂ
君
側
に
も
問
題
が

あ
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
伝
え
よ
う
と
思
い
、

こ
の
発
言
の
前・
・
・
・

半
部
分
だ
け
を
校
内
Ｔ
Ｖ
で

放
送
し
た
。
そ
の
カ
メ
ラ
・
ア
ン
グ
ル
が
や

や
下
の
方
か
ら
撮
っ
て
い
て
、
Ａ
君
が
ふ
ん

ぞ
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
映
っ
て
し
ま
っ
た

映
像
効
果
も
相
ま
っ
て
、
全
校
か
ら
、「
Ａ
は

ま
だ
相
手
の
せ
い
に
し
て
い
る
の
か
」
と
い

う
非
難
の
嵐
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
Ａ
君
に

良
か
れ
と
思
っ
て
発
信
し
た
Ｃ
君
は
、
こ
ん

な
は
ず
で
は
、
と
た
だ
茫
然
。
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Ⅱ
現
場
か
ら
教
育
に
期
待
す
る
こ
と

　

受・
信
の
訓
練̶

̶

　

想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ

　

以
上
の
よ
う
な
危
機
感
か
ら
、
私
は
学
校
で
の
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
取
り
組
み
を
、
ジ
リ

ジ
リ
し
な
が
ら
注
視
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
先
生
方
に
何
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
だ
き

た
い
の
は
、い
ま
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
《
聞
く
力
》

や
《
読
む
力
》
の
指
導
と
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
配
信
の
《
映
像
を
受
け
取
る
力
》
の
指
導
と
で

は
、
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
が
ま
る
っ
き
り
違
う
、
と

い
う
こ
と
だ
。

　

教
室
で
の
先
生
の
話
は
、
身
振
り
手
振
り
や
表
情

の
変
化
な
ど
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
音
声
情

報
だ
け
。
そ
し
て
書
物
は
、文
字
情
報
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
時
に
は
、
受
け

手
で
あ
る
生
徒
は
、
自
分
の
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を

自
動
的
に
Ｏ
Ｎ
に
し
て
、限
ら
れ
た
入
手
情
報
か
ら
、

自
分
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
広
げ
補
強
し
て
い

こ
う
と
す
る
。
そ
の
広
げ
方
を
ど
う
正
確
に
、
豊
か

に
す
る
か
、
と
い
う
地
点
か
ら
、
国
語
教
師
は
腕
を

振
る
う
。

　

と
こ
ろ
が
映
像
情
報
は
、
与
え
ら
れ
る
情
報
量
が

一
見
非
常
に
多
い
た
め
、
受
け
手
は
〝
全
て
の
情
報

が
既
に
揃
っ
て
い
る
〞
と
い
う
錯
覚
に
陥
り
、
想
像

力
の
ス
イ
ッ
チ
を
自
動
的
に
Ｏ
Ｆ
Ｆ
に
し
て
、
い
わ

ば
自
ら
を
無
力
化
し
ま
う
の
だ
。
だ
か
ら
教
師
は
、

「
さ
ぁ
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
よ
う
」
と
い
う
か
つ
て

な
い
指
導
か
ら
、
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、
阪
神
大
震
災
の
報
道
。
あ
の
被
災
地
の

現
場
を
取
材
し
た
テ
レ
ビ
報
道
マ
ン
達
の
多
く
は
、

「
こ
の
震
災
は
、
絶
対
に
テ
レ
ビ
で
は
伝
え
ら
れ
な

い
」
と
い
う
無
力
感
を
、
当
時
持
っ
て
い
た
。
あ
の

悲
惨
さ
は
、
四
角
く
狭
い
テ
レ
ビ
画
面
の
フ
レ
ー
ム

の
中
に
は
、
到
底
収
め
よ
う
が
な
か
っ
た
の
だ
。
現

場
に
行
か
ず
、
テ
レ
ビ
を
見
た
だ
け
で
あ
の
震
災
を

理
解
で
き
た
人
は
一
人
も
い
な
い
、
と
私
は
思
う
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
視
聴
者
達
は
、「
阪
神
大
震
災
を

目
撃
し
た
つ
も
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
…

　

膨
大
に
実
在
す
る
凄
惨
な
死
体
を
全
く
映
さ
な

い
、た
だ
派
手
に
壊
れ
た
建
物
ば
か
り
の
画
像
。「
一

人
」
が
ど
ん
な
目
に
遭
っ
た
の
か
を
想
像
す
る
余
裕

を
失
わ
せ
る
、「
数
千
人
」
と
い
う
死
者
数
の
シ
ョ

ッ
キ
ン
グ
な
字
幕
。
そ
う
し
た
〝
眼
く
ら
ま
し
〞
が

な
い
、
音・
・
・
・

声
だ
け
と
い
う
限
定
さ
れ
た
環
境
で
情
報

が
与
え
ら
れ
た
途
端
、
初
め
て
人
々
は
想
像
力
の
ス

イ
ッ
チ
を
Ｏ
Ｎ
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
い
き
な

   

大
震
災
一
周
年
の
日
、
私
が
当

時
キ
ャ
ス
タ
ー
を
し
て
い
た
報
道
番
組
で
は
、

震
災
で
母
親
を
失
っ
た
あ
る
青
年
の
手
記
を
、

延
々
25
分
近
く
、
ひ
た
す
ら
朗
読
し
続
け
た
。

こ
う
し
た
場
合
、
画
面
は
そ
の
間
、
震
災
の

現
場
を
映
し
た
イ
メ
ー
ジ
映
像
を
流
し
続
け

る
の
が
定
石
だ
が
、
私
た
ち
は
敢
え
て
、
掟

破
り
を
試
み
た
。
ひ
た
す
ら
、
真
っ
暗
な
ス

タ
ジ
オ
に
ぽ
つ
ん
と
座
っ
た
手
記
の
朗
読
者

（
浅
野
ゆ
う
子
さ
ん
）
の
姿
を
映
し
続
け
る
の

み
で
、
震
災
映
像
は
、
ほ
ん
の
数
回
、
ご
く

短
く
イ
ン
サ
ー
ト
し
た
だ
け
。
い
わ
ば
Ｔ
Ｖ

の
機
能
を
自
ら
放
棄
し
た
こ
の
25
分
間
は
、

視
聴
者
か
ら
大
き
な
反
響
を
呼
び
、「
大
震
災

と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
初
め
て
わ
か
っ
た
気

が
す
る
」
と
い
っ
た
声
が
続
々
寄
せ
ら
れ
た
。

学生にメディア表現論を講義（東京大学社会情報研究所にて）



9 想像力のスイッチを入れよう

り
自
分
の
中
に
、
こ
の
青
年
が
体
験
し
た
リ
ア
ル
な

震
災
の
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち
現
れ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
「
想
像
力
の
ス
イ
ッ
チ
を
意
識
的
に

Ｏ
Ｎ
に
切
り
替
え
る
」
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ

と
は
、
た
だ
家
で
漫
然
と
何
時
間
も
テ
レ
ビ
を
見
て

い
て
も
、
で
き
る
よ
う
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
教

師
の
《
気
付
き
の
サ
ポ
ー
ト
》
が
、
是
非
と
も
必
要

だ
と
思
う
。

　

例
え
ば
、
下
の
図
形
の
左
半

分
を
隠
し
て
、「
描
い
て
あ
る
の

は
、
ど
ん
な
形
だ
と
思
う
？
」

と
問
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど

も
が
「
丸
」
と
答
え
る
。
次
に
、

目
隠
し
を
右
半
分
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
ま
た
同
じ
質
問

を
す
る
と
、「
あ
れ
、
四
角
…
」
と
な
る
。
こ
う
し

た
小
さ
な
驚
き
か
ら
、「
自
分
が
見
て
い
る
モ
ノ
で

全
て
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
」
と
気
付
き
、

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｆ
Ｆ
状
態
を
自・
・
・
・

覚
す
る
。
そ
れ
が
、
出

発
点
だ
ろ
う
。

発・
信
の
訓
練̶
̶

　

制
作
実
習
の
不
可
欠
さ

　　

一
方
の
発
信
能
力
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ

け
る
か
。
こ
れ
は
も
う
、「
と
に
か
く
自
分
で
作
っ

て
み
る
」
に
限
る
。
実
際
、
テ
レ
ビ
局
の
新
入
社
員

た
ち
だ
っ
て
、
制
作
の
教
科
書
も
先
生
も
い
な
い
現

場
で
、
ひ
た
す
ら
体
験
の
中
か
ら
学
ん
で
い
る
の
だ

か
ら
。

　

手
近
な
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
、
手
近
な
テ
ー
マ
を
、

生
徒
自
身
が
撮
影
す
る
。
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
に
編
集

ソ
フ
ト
を
組
み
込
ん
で
、
編
集
す
る
。（
あ
る
い
は
、

最
初
に
構
成
を
決
め
、
そ
の
段
取
り
ど
お
り
に
カ
メ

ラ
を
回
せ
ば
、
編
集
作
業
自
体
、
必
要
な
く
な
る
。

そ
れ
で
も
十
分
だ
。）

　

そ
し
て
、
教
室
と
い
う
大
人
数
の
場
で
、
作
品
の

見
せ
っ
こ
を
す
る
。
自
己
流
で
仕
上
げ
た
労
作
が
、

級
友
の
「
わ
か
ん
な
い
よ
〜
」
と
い
う
声
に
直
面
し

た
時
、
初
め
て
、
不
特
定
多
数
へ
の
発
信
の
難
し
さ

が
体
感
で
き
る
。
そ
こ
で「
な
ぜ
つ
ま
ら
な
い
の
か
、

ど
う
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
く
な
る
の
か
」
と
い
う
考

察
を
、
教
師
が
ア
シ
ス
ト
す
る
。
あ
る
い
は
、
生
徒

と
と
も
に
考
え
込
む
。
こ
う
し
た
体
当
た
り
の
試
行

錯
誤
か
ら
得
ら
れ
る
気
付
き
は
、
と
て
も
大
き
い
。

　

そ
し
て
も
う
一
点
、
私
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て

目
撃
し
て
き
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
こ
う
し

た
制
作
体
験
は
、
単
に
《
発
信
力
》
を
向
上
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、
同
時
に
《
受
信
力
》
を
も
、
確
実
に

高
め
て
い
く
の
だ
。

　

悪
意
で
な
く
、
わ
か
り
易
さ
を
追
求
し
た
結
果
、

情
報
操
作
じ
み
た
事
を
自
分
達
が
無
意
識
に
犯
し
て

い
た
、
と
い
う
驚
き
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
一
回
で
も
ビ
デ
オ
制
作
を
体
験
し
た
者

は
、
も
う
そ
の
夜
か
ら
、
テ
レ
ビ
番
組
の
見
方
が
変

わ
っ
て
く
る
。「
あ
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
狙
い
で
、

こ
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
撮
っ
て
い
る
ん
だ
な
」「
こ
の

要
素
を
わ
ざ
と
編
集
で
落
と
し
て
い
る
ん
だ
な
」
と

い
っ
た
制
作
側
の
事
情
が
、
自
分
の
体
験
を
通
し
て

透
け
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
こ
の
意
義
も
ま

た
、
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

〔
し
も
む
ら 

け
ん
い
ち
〕
Ｔ
Ｂ
Ｓ
報
道
局
で
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
14
年
間
務
め
た
経
験
を

も
と
に
、
市
民
グ
ル
ー
プ
、
学
生
、
子
ど
も
た
ち
な

ど
の
映
像
・
音
声
リ
ポ
ー
ト
制
作
支
援
を
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

拾
い
の
効
果
を
わ
か
り
易
く
映
像
化
し
よ
う

と
知
恵
を
絞
っ
た
末
に
、
自
分
達
で
ま
ず
海

岸
の
一
ヶ
所
に
集
中
的
に
ゴ
ミ
を
撒
き
、
そ

れ
を
拾
い
集
め
る
シ
ー
ン
を
撮
っ
て
、「
自
分

達
の
努
力
だ
け
で
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
な
る
」

と
ア
ピ
ー
ル
し
て
み
せ
た
。
制
作
ア
ド
バ
イ

ス
を
求
め
ら
れ
た
私
に
「
こ
れ
っ
て
、
嘘
を

撮
っ
て
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
な
ぁ
」
と
指
摘

さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
初
め
て
ハ
ッ
と
し
た
。

  

瀬
戸
内
海
沿
い
の
あ
る
小
学
校
で
、

子
ど
も
た
ち
が
「
海
岸
を
き
れ
い
に
」
と
訴
え

る
ビ
デ
オ
作
品
を
撮
っ
た
。
彼
ら
は
、
ゴ
ミ



10

特
集
●
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
を
考
え
る

　

さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
授
業
を
進
め

る
と
、
生
徒
は
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
ん
で
、
ね

ら
い
が
無
理
な
く
達
成
で
き
ま
す
。

　

な
ぜ
、
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
が
効
果
的
な
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
生
徒
が
国
語
の
教
科
書
よ
り
も
日
常

的
に
メ
デ
ィ
ア
の
ほ
う
に
親
し
ん
で
い
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
日
ご
ろ
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
道
具

で
学
習
し
た
ほ
う
が
、
俄
然
意
欲
が
わ
く
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
を
活
用

し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
中
学
校
の
国
語

科
を
担
当
し
て
い
た
と
き
の
実
践
か
ら
い
く
つ
か
報

告
・
提
案
し
ま
す
。 

１　

テ
レ
ビ
番
組
予
告
を
つ
く
る

　

教
科
書
に
長
い
物
語
文
が
出
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、「
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
は
行
わ
な
い
」

と
い
う
方
針
だ
し
、
で
も
、「
要
約
し
ま
し
ょ
う
」

で
は
生
徒
は
つ
い
て
こ
な
い
し
…
…
。
短
時
間
で
長

い
文
章
の
展
開
を
、
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
な
あ
と
悩
み
ま
す
。

  

こ
ん
な
と
き
、「
新
聞
の
テ
レ
ビ
欄
の
下
に
あ
る

『
ド
ラ
マ
の
予
告
編
』
を
書
こ
う
」
と
い
う
活
動
を

し
て
み
ま
す
。
生
徒
は
、
新
聞
の
政
治
欄
は
見
て
い

な
く
て
も
、
テ
レ
ビ
欄
は
よ
く
見
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、「
今
夜
教
科
書
の
物
語
が
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
放

映
さ
れ
る
、
さ
あ
ど
ん
な
紹
介
文
を
書
こ
う
か
、
考

え
て
み
よ
う
。」
と
投
げ
か
け
る
と
、
夢
中
で
教
科

書
を
読
み
出
し
、
あ
ら
す
じ
を
書
き
始
め
ま
す
。
い

つ
の
ま
に
か
、「
文
章
の
展
開
を
読
み
取
る
」
と
い

う
目
標
が
達
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

２　

メ
デ
ィ
ア
に
載
せ
る

　

メ
デ
ィ
ア
を
批
判
的
に
読
み
取
る
、
こ
ん
な
授
業

を
考
え
た
い
。
し
か
し
、
新
聞
記
事
は
生
徒
の
生
活

に
無
縁
な
こ
と
ば
か
り
。
こ
ん
な
と
き
、「
自
分
の

学
級
が
新
聞
に
載
っ
た
！
」
と
い
う
機
会
を
と
ら
え

授
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

自
分
の
学
級
が
修
学
旅
行
で
嵐
山
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
清
掃
を
行
っ
た
こ
と
が
、
全
国
紙
の
地
元
版
に
掲

メディアを活用して生き生き国語
̶生徒は教科書よりメディアが好き̶

山崎 智子　茨城県ひたちなか市立市毛小学校

教科書の話がドラマ化されるぞ！
予告編を書いてみよう。

私のお気に入りの歌詞。
CDジャケットを作ってみたよ。
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載
さ
れ
た
の
で
す
。「
暑
く
て
嫌
だ
な
」
と
思
っ
て

や
っ
て
い
た
生
徒
も
多
か
っ
た
の
に
、
と
っ
て
も
優

秀
で
す
ば
ら
し
い
生
徒
た
ち
と
し
て
脚
色
さ
れ
紹
介

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
生
徒
も
そ
の
記
事
を
読
ん
で
び

っ
く
り
。
記
事
の
真
実
を
知
っ
て
い
る
生
徒
が
、
情

報
を
発
信
す
る
側
・
受
信
す
る
側
の
両
方
を
体
験
で

き
る
よ
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
機
会
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
機
会
を
つ

く
っ
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
す
。
自
分
の
学
校
で
の

行
事
を
地
元
の
記
者
に
「
取
材
に
き
ま
せ
ん
か
」
と

声
を
か
け
た
り
、
新
聞
に
投
稿
し
た
り
。
市
の
広
報

誌
や
生
徒
会
新
聞
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
生
徒
に
と

っ
て
身
近
な
メ
デ
ィ
ア
を
学
習
材
に
す
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。

３　

詩
の
読
み
取
り
で
情
報
の
受
信
・
発
信

　

詩
の
学
習
。
昔
の
人
や
、
立
派
な
詩
人
の
学
習
も

大
切
で
す
。
し
か
し
、
毎
年
、
詩
の
学
習
が
同
じ
よ

う
な
パ
タ
ー
ン
で
は
生
徒
も
飽
き
て
き
ま
す
。
マ
ン

ネ
リ
化
し
て
る
な
…
…
。
そ
ん
な
と
き
、
生
徒
に
と

っ
て
身
近
な
詩
を
学
習
材
に
し
「
Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

一
人
一
人
が
お
気
に
入
り
の
詩
を
持
参
し
、
読
み

取
っ
て
い
き
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
お
気
に
入
り
の
詩

の
分
析
に
は
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
自
然
に
情
報
の

発
信
者
の
作
者
の
思
い
に
せ
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、Ｃ
Ｄ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
は
、ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
（
簡

単
な
解
説
文
）
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
ど
の
要
素
が

あ
り
ま
す
。
お
気
に
入
り
の
詩
の
よ
さ
を
み
ん
な
に

知
っ
て
欲
し
い
と
い
う
、
目
的
意
識
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
で
、
情
報
の
受
け
手
の
立
場
に
立
っ
て
情

報
を
発
信
し
ま
す
。
情
報
発
信
・
受
信
の
学
習
を
詩

の
読
み
取
り
を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
楽
し

く
、
し
っ
か
り
と
ね
ら
い
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

４　

電
子
メ
ー
ル
を
活
用
し
た
手
紙
の
学
習

　

手
紙
の
書
き
方
の
学
習
。
本
校
の
３
年
生
の
７
割

の
生
徒
が
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
を
日
常
的
に
行

っ
て
い
る
と
い
う
実
態
を
把
握
し
ま
し
た
。
そ
れ
な

ら
、
メ
ー
ル
の
書
き
方
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
で
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
部
活
を

う
そ
を
つ
い
て
さ
ぼ
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
友
達
が
口

を
き
い
て
く
れ
な
い
、
だ
か
ら
、
ご
め
ん
ね
と
謝
る

メ
ー
ル
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
授
業
で
す
。

　

あ
り
が
ち
な
設
定
だ
っ
た
の
で
、
生
徒
た
ち
は
一

生
懸
命
書
き
ま
し
た
。
そ
の
メ
ー
ル
を
み
ん
な
で
見

合
っ
て
、「
こ
れ
は
許
し
て
あ
げ
ら
れ
る
」「
こ
れ
は

ダ
メ
」
な
ど
と
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
、相
手
（
情

報
の
受
け
手
）
の
立
場
に
立
っ
て
文
章
を
書
く
こ
と

の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
最
後
に
「
ほ
ん

と
う
に
こ
れ
で
許
せ
る
か
な
」
と
話
し
合
っ
た
と
こ

ろ
、「
や
っ
ぱ
り
、
顔
を
見
て
謝
る
こ
と
が
い
ち
ば

ん
だ
」
と
い
う
結
論
に
達
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
選
択
と

い
う
点
で
も
い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　

＊

＊

＊

　

　

生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
「
ゲ
ー
ム
」
や
「
ス
ポ
ー

ツ
番
組
・
雑
誌
」
や
女
子
が
興
味
を
も
っ
て
い
る
「
オ

ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
も
、
授
業
に
生

か
せ
る
と
思
い
ま
す
。
可
能
性
は
ま
だ
ま
だ
広
が
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
気
を
つ
け
る
べ
き
点
も
あ
り
ま
す
。
ま

ず
、
生
徒
の
実
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま

え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
Ｃ
Ｄ
を
ま
っ
た
く
聞
か
な

い
生
徒
も
い
ま
す
。
そ
の
少
数
の
生
徒
に
対
す
る
対

応
も
準
備
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
で
す
。
ま
た
、
国

語
科
の
ね
ら
い
を
教
師
が
し
っ
か
り
も
っ
て
授
業
を

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
教
科
書
か
ら
離
れ
た
活
動

な
の
で
、
な
ん
の
学
習
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
生
徒
に
も
、
こ
れ
は
国
語

の
こ
ん
な
力
を
つ
け
る
学
習
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

意
識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
授
業
は
生
徒
に
も
教
師
に

も
楽
し
い
も
の
で
す
。
学
習
の
あ
と
で
「
あ
あ
、
国

語
の
力
が
つ
い
て
う
れ
し
い
な
」
と
満
足
感
に
ひ
た

れ
る
活
動
を
目
指
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
や
ま
ざ
き 

と
も
こ
〕
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
立
市

毛
小
学
校
教
諭
。
昨
年
度
ま
で
同
市
の
那
珂
湊
中
学

校
で
国
語
科
を
教
え
て
い
た
。
今
は
目
の
前
の
子
ど

も
た
ち
が
中
学
生
に
な
っ
た
姿
を
想
像
し
な
が
ら
小

学
６
年
生
を
教
え
て
い
る
。



12

1　

国
語
の
授
業
は

　
　

生
徒
に
力
を
つ
け
さ
せ
て
い
る
か

　

相
対
評
価
か
ら
目
標
準
拠
評
価
に
な
る
中
、

「
定
期
テ
ス
ト
で
の
点
数
を
重
視
す
る
」「
徹
底

的
に
教
材
を
分
析
し
、
そ
の
知
識
を
教
え
る
こ

と
を
大
切
に
す
る
」
姿
勢
の
授
業
は
、
大
き
く

方
向
転
換
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
変
化
は
、「
国
語
で
つ
け
さ
せ

た
い
力
」
は
何
か
、
を
改
め
て
国
語
教
師
に
問

う
も
の
で
あ
る
と
わ
た
し
は
評
価
し
て
い
る
。

　

特
に
顕
著
な
の
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

だ
。
定
期
テ
ス
ト
で
は
評
価
し
に
く
い
。
ま
た
、

活
動
は
あ
っ
て
も
つ
け
た
い
力
が
明
確
で
な
い

授
業
は
、
評
価
が
で
き
な
い
。

　

デ
ィ
ベ
ー
ト
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

な
ど
の
活
動
が
大
切
な
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ

う
な
力
を
つ
け
さ
せ
る
か
が
大
切
な
の
だ
。

2　

知
識
か
ら
方
法
へ

　

生
徒
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
を
明
確
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
三
領
域
に
お
い
て
は
、「
話
し

方
・
聞
き
方
」「
書
き
方
」「
読
み
方
」
を
明
確

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
師

が
ど
の
よ
う
な
「
話
し
方
・
聞
き
方
」
な
ど
の

方
法
を
自
分
で
も
っ
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
齋
藤
孝
氏
は
、
そ
う
し
た
方
法
を
常
に
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
著
作
で
具
体
的
に
紹
介
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
具
体
的
に
そ

う
し
た
方
法
を
述
べ
た
書
籍
が
少
な
か
っ
た
こ

と
と
、
多
く
の
人
が
そ
う
し
た
方
法
を
必
要
と

し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教

室
の
生
徒
た
ち
も
同
じ
で
あ
る
。

3　

力
を
つ
け
さ
せ
る
た
め

　

授
業
で
「
方
法
」
を
教
え
る
た
め
に
、
わ
た

し
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

▼
学
び
の
ス
タ
ー
ト
へ
の
意
欲　

生
徒
が
、
そ
の
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
感

を
も
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
問
題
の
発

見
が
必
要
感
を
生
む
）

▼
学
び
の
ゴ
ー
ル
へ
の
イ
メ
ー
ジ

教
師
は
、
力
を
身
に
つ
け
た
具
体
的
な
生

徒
の
姿
を
明
確
に
す
る
こ
と

▽
学
び
の
流
れ　

﹇
問
題
の
発
見
↓
解
決
方
法
の
学
習
↓
練

習
↓
演
習
﹈
を
お
お
ま
か
な
サ
イ
ク
ル
と

す
る
こ
と

　

以
下
、
二
年
生
の
授
業
で
そ
れ
ら
の
具
体
を

紹
介
し
た
い
。

国
語
で
つ
け
た
い
力
を

明
確
に
す
る

　

│
必
要
感
を
も
た
せ
、

　

繰
り
返
し
練
習
を
す
る

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
指
導
│

三
林 

伸
広新潟市立小新中学校

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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【
授
業
前
】

　

目
標
の
明
確
化
は
、「
つ
け
た
い
力
は
何
か
」

「
何
を
も
っ
て
国
語
の
学
力
と
す
る
か
」
に
つ

な
が
る
大
切
な
部
分
で
あ
る
。今
回
わ
た
し
は
、

「
論
点
の
ず
れ
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

生
徒
の
姿
を
描
き
、
こ
れ
を
目
標
と
し
た
。
昨

年
生
徒
総
会
で
、
司
会
者
が
論
点
を
元
に
戻
せ

な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
の
体
験
を
も
と
に
し
て

の
目
標
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
に
、
具
体
的
に
は

❶
主
張
と
根
拠
に
つ
い
て
単
語
メ
モ
を
と
る
こ

と
が
で
き
る

❷
そ
れ
ま
で
の
主
張
と
異
な
る
主
張
を
そ・
・
・
の
場

で
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
二
点
の
国
語
の
力
が
必
要
、
と
考
え
た
。

　

そ
こ
で
、ま
ず
三
年
生
に
協
力
し
て
も
ら
い
、

論
点
が
ず
れ
て
い
く
話
し
合
い
を
Ｖ
Ｔ
Ｒ
に
撮

影
し
て
お
い
た
（
脚
本
は
授
業
者
が
作
成
）。

【
一
時
間
め
】

　

事
前
に
準
備
し
た
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
視
聴
さ
せ
、
そ

の
話
し
合
い
の
問
題
点
を
挙
げ
さ
せ
た
。
九
割

以
上
の
生
徒
が
、
論
点
の
ず
れ
を
発
見
し
た
。

　

続
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
体
験
で
似
た
よ
う
な

こ
と
は
な
か
っ
た
か
を
尋
ね
た
。
こ
れ
も
ほ
と

ん
ど
の
生
徒
が
、
昨
年
の
生
徒
総
会
の
討
議
を

挙
げ
た
（
問
題
の
発
見
）。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
多
く
の
生

徒
が
、
論
点
の
ず
れ
を
修
正
す
る
必
要
感
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
（
目
的
意
識
の
醸
成
）。
そ

こ
で
、
わ
た
し
は
主
張
と
根
拠
に
つ
い
て
単
語

メ
モ
を
と
る
こ
と
で
、
論
点
の
ず
れ
に
気
付
く

こ
と
を
説
明
し
た
（
解
決
方
法
の
学
習
❶
）。

【
二
〜
四
時
間
め
】

　

長
さ
が
異
な
る
三
つ
の
討
論
（
論
点
が
途
中

で
ず
れ
て
い
る
）
を
記
録
し
た
Ｃ
Ｄ
を
、
生
徒

に
配
布
し
た
。
そ
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て

聞
き
、
論
点
が
ず
れ
た
場
所
を
発
見
さ
せ
た
。

一
つ
が
で
き
た
ら
、
よ
り
難
易
度
の
高
い
討
論

を
聞
い
て
、論
点
の
ず
れ
を
発
見
を
さ
せ
た（
解

決
方
法
の
学
習
❷
）。

　

最
終
的
に
生
徒
は
、
繰
り
返
し
聞
い
て
い
く

こ
と
で
、
全
員
が
三
つ
の
討
論
の
う
ち
二
つ
は

論
点
の
ず
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
正

確
に
発
見
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
授
業
者
が
判

断
を
し
た
（
繰
り
返
し
練
習
）。

　

生
徒
か
ら
は
、
繰
り
返
し
練
習
し
た
こ
と
に

対
し
て
、「
と
て
も
熱
中
し
た
」
と
い
う
意
見

が
あ
っ
た
が
、「
パ
ソ
コ
ン
は
繰
り
返
し
聞
く

こ
と
が
で
き
る
け
ど
、
実
際
の
討
論
で
司
会
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
不
安
」
と
い
う
実

際
の
場
面
を
想
定
し
た
意
見
も
あ
っ
た
。

　

三
時
間
め
と
四
時
間
め
は
実
際
に
小
グ
ル
ー

プ
で
役
割
を
決
め
、
交
代
で
模
擬
討
論
の
司
会

を
行
わ
せ
た
。
ま
た
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
役
を

設
け
、
司
会
は
適
切
だ
っ
た
か
を
客
観
的
に
判

定
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結
果
、
九
割
以
上
の

生
徒
が
そ・
・
・
の
場
で
、
適
切
に
論
点
の
ず
れ
を
発

見
で
き
た
（
よ
り
実
践
に
近
い
演
習
）。

　

授
業
後
、「
学
年
全
体
で
討
論
会
を
し
た
い
」

と
い
う
意
見
が
多
数
出
た
ほ
か
、
学
級
会
の
場

で
「
そ
れ
は
話
が
ず
れ
て
い
る
」
と
い
う
発
言

が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

4　

最
後
に

 

「
読
む
こ
と
」
の
領
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
行

間
に
こ
め
ら
れ
た
書
き
手
の
意
図
や
技
法
」
を

知
識
と
し
て
教
え
る
こ
と
が
、
と
も
す
る
と
行

わ
れ
て
き
た
。
わ
た
し
は
、「
話
し
方
・
聞
き
方
」

「
書
き
方
」
だ
け
で
な
く
、「
読
み
方
」
も
具
体

的
に
教
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

つ
け
た
い
力
を
も
と
に
、
生
徒
が
他
の
文
章
で

も
読
み
こ
な
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
生

徒
が
学
び
の
よ
さ
を
実
感
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
よ
う
で
あ
る
。

〔
さ
ん
ば
や
し　

の
ぶ
ひ
ろ
〕
新
潟
市
立
小
新
中

学
校
教
諭
。来
年
の
視
聴
覚
教
育
、省
エ
ネ
教
育
、

情
報
教
育
の
実
践
発
表
に
向
け
て
奮
闘
中
。
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1　
「
読
解
力
を
身
に
つ
け
る
」と
は

 

「
読
解
力
と
は
何
か
」
と
考
え
る
際
、
そ
れ
を

普
遍
的
に
、
時
間
的
・
空
間
的
な
限
定
を
外
し

て
と
ら
え
る
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
時
代
的
・
地

域
的
に
限
定
し
て
と
ら
え
た
ほ
う
が
有
効
な
場

合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
「
読
解
力
を
試

す
」
と
さ
れ
る
試
験
で
は
前
者
の
モ
デ
ル
が
指

向
さ
れ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
も
後

者
と
案
外
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
い
え
よ
う
。

　

基
礎
・
基
本
を
限
ら
れ
た
時
間
で
確
実
に
身

に
つ
け
さ
せ
た
い
と
す
る
と
き
、
例
え
ば
『
学

習
指
導
要
領
』
の
「
指
導
事
項
」
の
よ
う
な
も

の
を
個
別
化
（
孤
立
化
）
し
て
「
効
果
的
に
」、

日
常
の
授
業
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
に
、
近
年
語
ら
れ
る
「
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
説
明
責
任
）」
概
念
の
限
定

的
な
解
釈
に
よ
る
「
評
価
」
観
が
、
学
校
内
外

で
盛
ん
に
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

あ
た
か
も
一
定
の
「
読
解
力
」
と
そ
の
測
り
方

が
存
在
し
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
れ
に
よ
る

測
定
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
錯
覚
が
与
え
ら

え
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
時
代
的
・
地
域
的
に
限

定
さ
れ
た
各
所
で
の
教
育
実
践
が
、
総
体
と
し

て
の
「
教
育
の
事
実
」
を
日
々
に
更
新
し
つ
つ
、

そ
れ
を
複
雑
に
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

教
育
活
動
は
社
会
的
な
現
象
に
よ
っ
て
高
度

に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

意
味
で
「
集
団
の
中
の
個
」
と
い
う
視
点
は
、

教
師
と
し
て
子
ど
も
た
ち
を
見
る
際
に
不
可
欠

な
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
限
定
的
な
「
評

価
」
観
に
よ
る
「
読
解
力
」
が
錯
覚
さ
れ
る
と

き
、
そ
こ
に
は
教
育
の
社
会
学
的
な
把
握
と
い

う
顧
慮
を
欠
い
た
、
一
方
的
に
集
団
か
ら
子
ど

も
た
ち
の
個
を
見
る
視
点
が
立
ち
上
が
る
こ
と

に
な
る
。

　

そ
こ
で
身
に
つ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
「
読
解

力
」
に
は
、
日
々
各
所
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
「
読
む
こ
と
」
の
教
育
実
践
の
成
果
に
よ
っ

て
培
わ
れ
る
モ
ラ
ル
（
倫
理
）
と
い
う
も
の
は

ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

身
に
つ
け
た
技
能
を
利
用
し
活
用
す
る
力
と
い

う
も
の
は
、「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

2　
「
読
む
こ
と
」の
力
に
お
け
る
モ
ラ
ル
と
は

　
　

〜『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』の
授
業
〜

 

「
読
む
こ
と
」
の
力
に
お
け
る
モ
ラ
ル
と
し
て

は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

「
読
む
こ
と
」の
力
に

お
け
る
モ
ラ
ル

飯
田 

和
明筑波大学附属中学校

読
む
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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①
教
材
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
モ
ラ
ル

　

主
題
の
想
定
や
筆
者
の
意
図
、
そ
こ
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
倫
理
的
な
考
え
な
ど
を
も
と
に
、

そ
れ
に
対
し
て
自
分
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
、
み
ん
な
は
ど
う
考
え
た
か
、
と
い
っ

た
展
開
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
る
も
の
。

②
教
材
化
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
側
か
ら
構
成

さ
れ
る
モ
ラ
ル

　

教
師
に
よ
る
「
教
材
化
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
、
教
材
の
読
解
の
上
に
立
っ
た
、
読
み
取
っ

た
内
容
を
学
習
者
が
構
成
す
る
こ
と
に
お
い
て

学
習
さ
れ
る
も
の
。

　

こ
こ
で
は
②
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
村
上

春
樹
の
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
と
い
う
作

品
を
教
材
化
し
た
実
践
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
て

み
た
い
。

　

こ
の
作
品
は
、
村
上
氏
自
身
に
よ
る
事
件
の

被
害
者
の
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に

構
成
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
事
件
そ
の
も
の
が
引

き
起
こ
し
た
身
体
的
・
精
神
的
苦
痛
と
し
て
の

「
一
次
災
害
」
に
加
え
、
事
件
の
報
道
の
あ
り

方
、
マ
ス
コ
ミ
の
言
動
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ

か
け
、
私
た
ち
の
日
常
が
つ
く
り
出
す
「
二
次

災
害
」
に
目
を
向
け
る
。

　

授
業
の
構
想
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
第
一
次
〉　

氏
の
考
え
を
参
考
に
し
て

『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
の
中
の
三
人

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
に
関
す
る
文
章
を
読

ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
を
描
き
、
三
人

に
と
っ
て
の
「
事
件
」
と
は
何
な
の
か
を

考
え
る
。

〈
第
二
次
〉　

報
道
の
あ
り
方
、
加
害
者
の

情
報
、
三
人
に
と
っ
て
の
「
事
件
」
と
い

っ
た
資
料
を
も
と
に
、
生
徒
一
人
一
人
が

「
こ
の
事
件
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
」
を
描
い
て
い
く
。

 　

こ
こ
に
お
い
て
筆
者
が
「
モ
ラ
ル
」
と
し
て

考
え
て
い
る
内
容
は
、
現
実
に
今
目
の
前
に
は

な
い
各
々
の
場
面
を
想
像
し
、
そ
れ
ら
を
結
び

つ
け
つ
つ
、
自
ら
の
力
で
事
柄
を
再
構
成
し
て

い
く
力
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
社
会
の
現
実
に

対
し
て
、
自
分
と
し
て
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す

る
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
材
に
内
在
す
る
、
ま

た
は
そ
う
見
な
さ
れ
る
モ
ラ
ル
を
読
み
取
る
読

解
力
で
は
な
く
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に

自
ら
が
構
成
し
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
多
く
の

視
点
を
獲
得
し
、
多
方
面
に
関
わ
る
顧
慮
を
保

持
し
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
判
断
を
下
し
て

い
く
力
で
あ
る
。

　

社
会
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
身
の
ま
わ
り
に

お
い
て
、
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
・
事
件
が
生

起
し
て
い
る
。
国
語
科
で
い
う
「
読
解
力
」
と

い
う
も
の
が
そ
こ
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
、

現
実
に
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
を
、「
読

む
こ
と
」
の
学
習
を
構
想
し
て
い
く
際
に
取
り

入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
学
校
に
あ
り
社
会
に

あ
る
と
い
う
事
実
の
上
に
立
っ
て
教
材
化
を
行

い
つ
つ
日
々
の
授
業
を
営
ん
で
い
く
こ
と
は
、

教
師
と
し
て
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち

の
「
読
解
力
」
を
ど
の
よ
う
に
支
え
て
い
く
の

か
、そ
う
い
っ
た
「『
読
む
こ
と
』
の
力
に
お
け

モ
ラ
ル
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
も
、
教

育
に
お
け
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
と
さ
れ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

〔
い
い
だ 

か
ず
あ
き
〕
筑
波
大
学
附
属
中
学
校

教
諭
。
主
に
小
砂
丘
忠
義
を
中
心
と
し
た
生
活

綴
方
教
育
研
究
と
、「
教
育
の
事
実
」
把
捉
の
指

向
と
日
常
の
教
育
実
践
と
の
交
差
に
成
立
す
る

「
国
語
教
材
化
論
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
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1　

日
常
の
学
習
を
変
え
る

　

与
え
ら
れ
た
課
題
の
中
で
文
章
を
考
え
て

表
現
し
て
い
く
こ
と
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
他
の
だ
れ
で
も
な
く
、
私
自
身

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
授
業
の
中
で
も
「
書

く
こ
と
」
の
指
導
に
お
い
て
は
、
つ
い
つ
い
消

極
的
な
指
導
に
な
っ
て
い
た
。
生
徒
は
書
き
た

い
こ
と
で
も
な
い
の
に
、
国
語
の
授
業
だ
か
ら

い
や
い
や
な
が
ら
書
く
。
書
け
な
く
て
も
し
ょ

う
が
な
い
と
、
細
や
か
な
指
導
を
こ
れ
ま
で
避

け
て
き
た
。

　

私
の
担
当
す
る
学
級
の
生
徒
た
ち
（
第
一
学

年
）
は
、
特
に
「
書
く
こ
と
」
に
対
し
て
苦
手

意
識
を
も
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
自
分
の
思
い

を
書
き
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
漢
字
や
語

句
に
対
す
る
抵
抗
感
や
、
自
分
の
考
え
を
ま
と

め
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
文
章
の
書

き
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
そ
の
理

由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、書
け
な
い
か
ら
書
か
な
い
、

書
か
な
い
か
ら
ま
す
ま
す
書
け
な
く
な
る
と
い

う
悪
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
状

況
を
少
し
で
も
改
善
す
る
た
め
に
、
日
常
の
学

習
の
中
で
書
く
活
動
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
て

い
く
こ
と
に
し
た
。

⑴　

キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て

　

作
品
の
主
題
を
ま
と
め
た
り
自
分
の
考
え
を

ま
と
め
た
り
す
る
際
に
キ
ー
ワ
ー
ド
を
与
え
、

そ
れ
ら
を
用
い
て
文
章
の
形
で
ま
と
め
る
練
習

を
繰
り
返
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑵　

相
手
意
識
や
目
的
意
識
を
も
た
せ
て

　

だ
れ
に
対
し
て
書
く
の
か
、
何
の
た
め
に
書

く
の
か
と
い
っ
た
相
手
意
識
や
目
的
意
識
を
も

た
せ
る
こ
と
で
、
書
く
こ
と
の
内
容
を
焦
点
化

さ
せ
て
書
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

⑶　

文
章
の
形
態
を
真
似
し
て

　

例
と
な
る
比
較
的
短
い
文
章
を
紹
介
し
て
、

そ
の
文
章
を
真
似
す
る
形
で
、
内
容
だ
け
は
自

分
の
も
の
で
書
く
こ
と
の
練
習
を
し
て
い
る
。

⑷　

文
字
に
対
す
る
抵
抗
を
な
く
し
て

　

生
徒
た
ち
は
、
文
章
を
書
く
と
き
に
漢
字
や

こ
と
ば
を
正
し
く
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
、
ア
ン
ケ

ー
ト
の
結
果
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
漢
字
や
語

彙
の
知
識
を
広
げ
る
た
め
に
、
語
意
を
正
確
に

つ
か
む
た
め
の
発
問
を
よ
り
多
く
取
り
入
れ
、

辞
書
を
活
用
す
る
機
会
を
増
や
し
た
。

⑸　

評
価
情
報
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
通
し
て

　

活
動
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
色
分
け
し
た
シ

ー
ル
を
生
徒
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
に
貼

り
付
け
て
、
評
価
情
報
を
返
し
て
い
っ
た
。

富
田 

好
昭吉田町立吉田南中学校

書
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら授

業
を
変
え
る

生
徒
が
変
わ
る
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◯

赤　

構
成
表
を
も
う
一
度
見
直
そ
う
。

◯

黄　

事
実
や
情
報
を
盛
り
込
も
う
。

◯青　

ナ
イ
ス
な
意
見
だ
。大
事
に
し
よ
う
。

　

短
時
間
で
評
価
で
き
、
生
徒
の
思
考
や
活
動

を
中
断
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
生
徒
た
ち
に

は
好
評
で
あ
っ
た
。「
も
う
一
度
点
検
し
て
く

だ
さ
い
」
と
書
き
直
し
た
作
品
を
提
出
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

　

ま
た
、
よ
く
書
け
た
作
品
は
評
価
の
ポ
イ
ン

ト
を
具
体
的
に
示
し
な
が
ら
、
生
徒
に
紹
介
し

て
い
っ
た
。

2　

取
り
立
て
学
習
を
変
え
る

　

少
し
ず
つ
自
分
の
考
え
を
文
字
に
表
し
始
め

た
生
徒
た
ち
で
あ
る
が
、「
書
く
こ
と
」
の
取

り
立
て
学
習
に
入
る
と
「
え
ー
」
と
い
う
声
が

あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。ま
だ
ま
だ
、「
書
く
こ
と
」

へ
の
抵
抗
は
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う
」の
学
習（
全

六
時
間
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
取
り
入

れ
な
が
ら
学
習
を
進
め
た
。

⑴　

集
団
学
習
も
取
り
入
れ
た
テ
ー
マ
決
定

　

個
別
学
習
と
集
団
学
習
と
を
併
用
す
る
学
習

形
態
を
工
夫
し
、
最
後
は
自
分
の
意
思
で
テ
ー

マ
を
選
択
・
決
定
す
る
方
法
を
取
り
入
れ
た
。

①
テ
ー
マ
探
索
…
…
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
向
け

て
、
個
人
で
、
グ
ル
ー
プ
で
考
え
た
も
の

を
出
し
合
い
、
話
し
合
っ
た
。

②
テ
ー
マ
検
討
…
…
提
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
に

対
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
作
成
が
可
能
で
あ
る

か
、
学
級
全
体
で
検
討
会
を
行
っ
た
。
必

要
に
応
じ
て
教
師
の
指
導
も
加
え
た
。

③
テ
ー
マ
決
定
…
…
検
討
会
を
経
て
決
定
し

た
テ
ー
マ
を
一
覧
表
に
し
、
そ
の
中
か
ら

生
徒
自
身
に
自
分
が
最
も
興
味
の
あ
る
テ

ー
マ
を
選
択
さ
せ
た
。

⑵　

ミ
ニ
討
論
を
生
か
し
た
相
互
練
り
上
げ

　

テ
ー
マ
を
決
定
し
、
追
究
活
動
を
経
て
、
一

次
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
後
に
、
三
人
組
に
よ

る
ミ
ニ
討
論
会
を
開
催
し
、
相
互
に
ア
ド
バ
イ

ス
し
合
う
活
動
を
設
定
し
た
。

①
ミ
ニ
討
論
会
の
事
前
…
…
書
き
上
げ
た
一

次
レ
ポ
ー
ト
を
相
互
に
交
換
し
、
気
づ
い

た
こ
と
を
メ
モ
す
る
活
動
を
行
っ
た
。

②
ミ
ニ
討
論
会
…
…
一
人
の
発
表
に
対
し
て

他
の
二
人
が
納
得
で
き
た
と
こ
ろ
や
疑
問

が
残
っ
た
と
こ
ろ
を
指
摘
し
合
い
、
納
得

で
き
る
レ
ポ
ー
ト
に
仕
上
げ
る
た
め
に
必

要
な
情
報
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
に
前
項
の
⑴
〜
⑸
で
述
べ
た

手
だ
て
を
加
え
、レ
ポ
ー
ト
作
成
ま
で
至
っ
た
。

3　

レ
ポ
ー
ト
の
学
習
を
終
え
て

　

レ
ポ
ー
ト
完
成
後
、「
最
初
、
書
け
な
い
と

思
っ
て
い
た
が
、
○
○
君
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
お

か
げ
で
自
分
で
も
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
気

づ
け
、
納
得
で
き
る
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
」「
教
科
書
の
文
章
を
参
考
に
自

分
な
り
の
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き

て
、
う
れ
し
か
っ
た
」
な
ど
の
感
想
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
た
。「
書
く
こ
と
」
を
お
っ
く

う
が
っ
て
い
た
生
徒
た
ち
が
、「
書
く
こ
と
」

を
通
し
て
自
ら
の
変
容
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
日
常
の
学
習
活
動
を
通
し
て
確

実
な
国
語
の
力
を
育
成
す
る
こ
と
目
指
し
て
い

き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
必
要
な
学
習
活
動
を

一
つ
で
も
二
つ
で
も
工
夫
し
、
実
践
し
て
い
き

た
い
。

〔
と
み
た 

よ
し
あ
き
〕
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
吉

田
町
立
吉
田
南
中
学
校
教
諭
。
意
欲
が
な
い
か

ら
学
習
に
参
加
し
な
い
と
い
う
考
え
を
改
め
、

活
動
を
活
発
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者

の
意
欲
を
喚
起
し
よ
う
と
考
え
、
学
習
指
導
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
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1　

単
元　
「
言
葉
の
贈
り
物
」
に
つ
い
て

 

「
言
葉
の
贈
り
物
」
と
い
う
授
業
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
年
担
当
す
る
学
年
に
よ
っ
て
、
実
施

す
る
時
期
や
ま
と
め
方
は
異
な
る
。
一
年
生
な

ら
ば
、
書
写
の
小
筆
指
導
を
兼
ね
て
、
色
紙
に
、

贈
る
言
葉
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
挿
絵
を
表
現
さ
せ
、

口
頭
で
発
表
さ
せ
た
後
、
掲
示
す
る
。
二
、三

年
生
な
ら
ば
、
Ａ
四
版
の
用
紙
に
、
贈
る
言

葉
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
ど
ん
な
と
き
に
読
ん
で
ほ

し
い
言
葉
な
の
か
な
ど
を
書
か
せ
、
文
集
化
し

て
読
み
合
っ
た
り
、
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
り
す

る
。「
贈
る
言
葉
」
は
、
こ
と
わ
ざ
や
故
事
成

語
、
名
言
だ
け
で
な
く
、
小
説
の
中
の
言
葉
や
、

好
き
な
歌
手
の
歌
詞
、
映
画
の
中
の
せ
り
ふ
な

ど
自
分
が
い
い
と
思
っ
た
言
葉
な
ら
ば
な
ん
で

も
よ
い
。「
座
右
の
銘
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、

も
っ
と
軽
い
感
覚
の
言
葉
で
も
よ
い
。
言
葉
探

し
は
宿
題
に
し
て
、
授
業
に
か
け
る
時
数
は
三

〜
四
時
間
で
あ
る
。

・
ジ
ン
ク
ス
は
破
る
た
め
に
あ
る
。

  

（
ス
ポ
ー
ツ
番
組
の
解
説
者
の
言
葉
か
ら
）

・
自
分
を
信
じ
ろ
。

  

（
部
活
動
の
友
人
の
言
葉
か
ら
）

・
終
わ
っ
て
反
省
す
る
の
は
い
い
け
れ
ど
、

決
し
て
後
悔
の
な
い
よ
う
に
。

  

（
一
年
の
こ
ろ
の
父
親
の
言
葉
か
ら
）

・
雨あ
ま

垂だ
れ

石
を
穿う
が

つ

  

（
こ
と
わ
ざ・小
学
校
の
校
長
先
生
の
言
葉
）

　

生
徒
が
選
ん
だ
言
葉
は
、
ま
さ
に
生
徒
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
徒
は
よ
く
語
り
、
よ

く
聞
く
。
自
分
の
思
い
を
本
気
で
語
る
か
ら
、

聞
き
手
も
本
気
で
聞
き
、
感
想
を
述
べ
合
う
の

で
あ
る
。

2　

授
業
を
終
え
て
〈
生
徒
の
感
想
か
ら
〉

◇
言
葉
は
意
志
を
伝
達
す
る
と
き
に
主
に
使

わ
れ
る
。
そ
し
て
自
分
の
思
い
を
よ
く
伝
え

る
た
め
に
は
、
よ
い
言
葉
を
選
ん
で
う
ま
く

使
う
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
と
改
め
て
気
づ
い

た
。

◇
初
め
て
み
ん
な
の
お
気
に
入
り
の
言
葉
を
知

っ
て
、
こ
の
言
葉
が
あ
の
人
に
こ
ん
な
意
味

を
与
え
て
い
る
の
だ
と
か
、
こ
の
言
葉
は
ま

さ
に
あ
の
人
そ
の
も
の
だ
と
楽
し
く
も
あ
り

驚
き
も
し
ま
し
た
。
授
業
だ
け
で
な
く
日
常

の
中
で
も
っ
と
言
葉
に
敏
感
で
あ
り
た
い
と

思
い
ま
し
た
。

◇
言
葉
と
い
う
も
の
は
今
ま
で
の
自
分
を
振
り

返
っ
て
み
た
り
、
心
の
励
み
に
な
っ
た
り
と

す
ご
い
力
が
あ
る
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

◇
み
ん
な
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
く
た
め
の
支

言
葉
に
興
味
関
心
を

│「
言
葉
の
贈
り
物
」か
ら

「
言
葉
の
学
習
ノ
ー
ト
」へ
│

𠮷
野 

精
一
郎千葉市立星久喜中学校

言
語
事
項

学
びの
部
屋
か
ら
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え
と
な
る
言
葉
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思

う
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
言
葉
と
出
会
え
る
の

か
、
言
葉
と
の
出
会
い
が
楽
し
み
に
な
っ
て

き
た
。

◇
こ
の
学
習
を
通
し
て
私
が
一
番
心
に
残
っ
た

言
葉
は
な
ん
と
「
言
葉
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

み
ん
な
の
作
品
を
見
て
い
る
と
本
当
に
た
く

さ
ん
の
深
い
意
味
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

言
葉
っ
て
と
て
も
不
思
議
で
、
大
切
な
も
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。

3　

言
葉
の
学
習
ノ
ー
ト
作
り

　

多
く
の
生
徒
が
言
葉
そ
の
も
の
に
興
味
を
持

ち
、
言
語
感
覚
を
磨
く
機
会
を
日
常
的
に
作
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
。

同
時
に
ど
う
す
れ
ば
生
徒
の
語
彙
量
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
た
。

言
葉
が
生
き
た
形
で
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
こ
と

が
最
も
有
効
で
あ
ろ
う
と
、
教
材
文
を
読
み
取

る
と
き
に
意
識
し
て
語
彙
指
導
も
し
、
留
意
す

べ
き
熟
語
に
関
し
て
は
漢
字
の
指
導
も
同
時
に

行
っ
て
み
た
。
そ
し
て
、
本
年
度
か
ら
授
業
用

ノ
ー
ト
と
は
別
に
「
言
葉
の
学
習
ノ
ー
ト
」
を

生
徒
に
用
意
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
授
業
の
初

め
五
分
間
を
、年
間
を
通
し
て
帯
単
元
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
に
関
す
る
学
習
を
行
う
の
で

あ
る
。

4　

帯
単
元
「
言
葉
の
学
習
」

　

以
下
の
内
容
を
言
葉
の
学
習
で
扱
う
こ
と
に

し
た
。
本
年
度
は
一
年
生
を
指
導
し
て
い
る
。

①
名
言
や
こ
と
わ
ざ
・
四
字
熟
語
な
ど

②
故
事
成
語
や
古
典
の
基
礎
知
識

③
教
科
書
中
の
「
言
葉
の
学
習
」
や
「
漢
字

の
学
習
」
の
一
部

④
平
仮
名
・
片
仮
名
・
漢
字
な
ど
文
字
に
関

す
る
知
識

⑤
敬
語
・
言
葉
の
使
い
方
に
関
す
る
こ
と

 

「
今
日
の
言
葉
は
…
」
と
い
う
生
徒
へ
の
語
り

か
け
か
ら
毎
時
間
の
授
業
は
ス
タ
ー
ト
す
る
。

黒
板
に
は
、「
今
日
の
言
葉
」
を
書
く
。
語
り

か
け
は
で
き
る
限
り
ク
イ
ズ
形
式
に
し
て
い

る
。
選
択
式
で
あ
っ
た
り
、
穴
埋
め
式
で
あ
っ

た
り
、
ズ
バ
リ
答
え
を
問
う
た
り
、
読
み
方
や

漢
字
を
書
か
せ
た
り
も
す
る
。「
今
日
の
言
葉
」

以
外
は
板
書
せ
ず
、
教
師
の
話
す
内
容
を
聞
き

取
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 

「
言
葉
の
学
習
」
の
終
わ
り
は
「
で
は
、
先
生

の
話
を
ま
と
め
て
、ノ
ー
ト
に
書
き
ま
し
ょ
う
。」

で
あ
る
。
教
師
の
話
を
聞
い
て
、
要
点
を
ノ
ー

ト
に
書
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
何
人
か

の
生
徒
を
指
名
し
、
書
い
た
内
容
を
確
認
す
る
。

う
ま
く
聞
き
取
っ
て
ま
と
め
ら
れ
な
い
生
徒
の

た
め
に
教
師
が
再
度
ポ
イ
ン
ト
を
話
す
。

5　

ま
と
め

　

は
た
し
て
こ
の
方
法
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う

か
検
証
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
ん
な
言
葉

に
関
す
る
話
も
し
て
み
た
い
、
こ
ん
な
言
葉
を

紹
介
し
て
み
た
い
と
、
国
語
教
師
な
ら
ば
だ
れ

で
も
思
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
ま
だ
ま
だ
、
言
葉

選
び
に
は
思
い
つ
き
の
部
分
が
多
く
、
し
っ
か

り
と
分
類
整
理
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
今

後
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
現
在
私
は
毎
回
の
言

葉
の
学
習
を
楽
し
ん
で
い
る
。

〔
よ
し
の 

せ
い
い
ち
ろ
う
〕
千
葉
市
立
星
久
喜

中
学
校
教
諭
。
千
葉
市
教
育
研
究
会
国
語
部
会

推
進
委
員
。
最
近
は
「
話
す
力
・
聞
く
力
」
を

ど
の
よ
う
に
生
徒
に
指
導
す
れ
ば
有
効
で
あ
る

か
と
日
々
悩
ん
で
い
ま
す
。
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1　

選
択
国
語
学
習
の
背
景
と
学
習
材

　

前
任
中
学
校
の
選
択
国
語
（
中
三
）「
発
展

コ
ー
ス
」
に
お
け
る
実
践
を
紹
介
す
る
。

  

第
三
学
年
ス
タ
ッ
フ
の
要
望
に
よ
り
、
五
教

科
選
択
の
時
間
に
は
、
入
試
対
策
の
授
業
を
設

け
て
生
徒
の
実
力
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
に
な
っ

た
。
選
択
国
語
の
時
間
で
は
、
入
試
対
策
と
あ

わ
せ
て
、
読
解
力
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、
入

試
の
要
約
問
題
の
練
習
を
提
案
し
た
。
そ
の
結

果
、
前
期
で
二
十
名
、
後
期
で
は
三
十
名
の
学

習
者
が
集
っ
た
。

　

毎
回
、
週
一
時
間
の
授
業
に
地
元
の
上
毛
新

聞
の
コ
ラ
ム
記
事
「
三
山
春
秋
」
を
用
意
す
る
。

そ
し
て
、
自
作
の
学
習
プ
リ
ン
ト
（
次
ペ
ー
ジ

参
照
）
に
添
付
し
印
刷
す
る
。
こ
れ
を
生
徒
に

配
布
し
学
習
材
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
記
事
の

内
容
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
考
慮
し
て
、

私
が
選
択
し
た
。
こ
の
「
三
山
春
秋
」
の
文
章

は
比
較
的
平
易
で
あ
り
、
扱
う
テ
ー
マ
も
生
徒

の
身
近
に
感
じ
る
記
事
が
多
い
。

2　

指
導
の
方
法

　

授
業
時
数
は
、
全
二
十
時
間
で
あ
る
。
最
初

の
時
間
に
は
、
ま
ず
、
コ
ラ
ム
記
事
要
約
の
ね

ら
い
と
意
義
、
お
よ
び
授
業
の
進
め
方
に
つ
い

て
確
認
し
た
。
第
一
回
目
の
授
業
で
は
、
以
下

の
よ
う
な
学
習
活
動
の
展
開
を
指
導
し
た
。

①
列
指
名
で
、
一
人
一
人
が
段
落
ご
と
に
音
読

を
す
る
。
こ
の
と
き
、
読
め
な
い
漢
字
に
は

仮
名
を
ふ
っ
て
か
ま
わ
な
い
。

②
最
終
段
落
か
ら
、
こ
の
文
章
の
結
論
を
読
み

取
る
。

③
そ
の
結
論
か
ら
考
え
て
、
各
段
落
ご
と
に

要
点
だ
と
思
わ
れ
る
文
章
や
語
句
に
線
を
引

く
。

④
線
を
引
い
た
箇
所
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
各
段

落
ご
と
の
要
点
の
所
に
記
述
す
る
。

・
線
を
引
い
た
箇
所
を
そ
の
ま
ま
写
す
。

・
線
を
引
い
た
箇
所
を
短
く
し
て
写
す
。

・
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
ど
う
し
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
て
写
す
。（
連
体
修
飾
の
形
で
。
あ

る
い
は
、
接
続
詞
を
用
い
て
。）

⑤
各
段
落
の
要
点
と
な
る
箇
所
を
つ
な
ぎ
、
全

文
を
百
二
十
字
か
ら
百
六
十
字
程
度
で
要
約

す
る
。（
群
馬
県
の
入
試
問
題
の
作
文
の
制

限
字
数
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。）

　

第
一
回
目
の
授
業
で
は
、
教
師
主
導
で
生
徒

の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
形

式
ど
お
り
に
第
一
段
落
か
ら
順
に
黒
板
に
板
書

で
要
約
し
て
い
く
。

  

第
二
回
目
の
授
業
か
ら
最
後
の
授
業
ま
で

清
水 

正
史群馬県渋川市立西小学校

選
択
国
語

読
解
力
を
育
て
よ
う

│
新
聞
の
コ
ラ
ム
記
事
の

要
約
学
習
│

学
びの
部
屋
か
ら
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は
、
次
の
よ
う
に
学
習
活
動
を
展
開
す
る
。

　

①
か
ら
④
ま
で
は
、
第
一
回
目
と
同
じ
学
習

過
程
を
踏
む
。
こ
こ
で
教
師
が
個
別
指
導
を
し

て
朱
を
入
れ
る
。
次
に
⑤
の
学
習
終
了
後
に
再

度
教
師
が
個
別
指
導
を
す
る
。
要
約
が
は
や
く

で
き
あ
が
っ
た
生
徒
は
、
プ
リ
ン
ト
の
裏
に
コ

ラ
ム
記
事
に
対
す
る
自
分
の
意
見
・
感
想
を
同

じ
字
数
制
限
で
記
述
す
る
。
あ
る
い
は
、
辞
書

を
使
い
難
解
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

3　

実
践
の
成
果

　

最
初
の
二
・
三
回
は
、
生
徒
も
要
約
に
四
苦

八
苦
し
て
い
る
が
、
徐
々
に
慣
れ
て
く
る
と
自

分
な
り
の
要
約
の
方
法
を
会
得
し
て
、
時
間
も

短
縮
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
誤
字
・
脱
字
や

文
の
ね
じ
れ
等
も
少
な
く
な
っ
た
。
な
お
、
こ

こ
に
紹
介
し
た
学
習
プ
リ
ン
ト
の
生
徒
は
、
普

段
の
国
語
科
の
テ
ス
ト
等
で
は
、
下
位
群
の
成

績
で
あ
る
が
、
文
章
を
要
約
す
る
能
力
は
、
か

な
り
向
上
し
た
と
い
え
る
。

　

本
選
択
国
語
の
授
業
に
対
す
る
生
徒
の
作
文

を
二
例
紹
介
す
る
。

◇
要
約
す
る
こ
と
は
と
て
も
国
語
力
が
つ
く
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
筆
者
が
何
を
言
い
た
い

の
か
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
国
語

の
問
題
を
解
く
力
が
と
て
も
上
が
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
毎
時
間
コ
ラ
ム
を
読
む
こ
と

に
よ
り
、色
々
な
情
報
が
手
に
は
い
る
の
で
、

ほ
と
ん
ど
新
聞
を
読
ま
な
い
人
に
と
っ
て
も

い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
冬
休
み
は
自
分

で
や
り
た
い
で
す
。

◇
コ
ラ
ム
学
習
は
、
表
現
力
が
つ
く
。
要
約
と

は
、
た
だ
文
章
を
ま
と
め
る
だ
け
で
な
く
、

自
分
で
文
を
「
加
工
」
し
て
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
「
加
工
」
作
業
を

反
復
す
る
う
ち
に
、
自
分
で
文
を
い
い
か
え

る
表
現
力
が
飛
躍
的
に
上
が
っ
た
。
表
現
と

は
学
習
だ
け
で
な
く
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
必

要
で
あ
る
。
そ
の
能
力
を
選
択
授
業
と
い
う

形
で
磨
け
た
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
価
値

あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

  

ド
リ
ル
的
に
要
約
学
習
を
繰
り
返
し
て
指
導

す
る
こ
と
は
、
生
徒
の
読
解
力
や
表
現
力
の
向

上
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後

も
有
効
な
学
習
材
と
指
導
方
法
と
の
開
発
に
努

め
て
い
き
た
い
。

〔
し
み
ず 

ま
さ
し
〕
群
馬
県
渋
川
市
立
西
小
学

校
勤
務
。
国
語
科
の
音
声
言
語
や
メ
デ
ィ
ア
教

育
の
指
導
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
著
作
は「
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
清
水
宏
保
選
手
の
活
躍

を
伝
え
よ
う
」（『
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
へ
の

挑
戦
第
２
巻　

小
学
校
編
②
』
中
村
敦
雄
編
著  

明
治
図
書
二
〇
〇
三
年
二
月
）
他
。
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1　

多
様
な
情
報
を
活
用
す
る

　

多
様
化
、ス
ピ
ー
ド
化
す
る
社
会
に
適
応
し
、

時
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
「
情
報
イ
ノ
ベ
ー
タ

ー
」
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
び
続
け
、
心
豊

か
な
人
生
を
歩
む
「
生
涯
読
書
人
」「
読
書
生

活
人
」で
も
あ
る
。生
涯
の
学
び
を
ひ
ら
き
、「
確

か
な
学
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
、
新
聞
を
は

じ
め
と
し
て
多
様
な
情
報
を
学
習
材
と
し
て
活

用
し
て
い
る
。

　

新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
学
習
材
化
が
自

在
で
あ
り
、
学
習
者
主
体
の
学
習
活
動
が
無
理

な
く
進
め
ら
れ
る
。
ま
た
継
続
し
て
読
む
こ
と

に
よ
り
「
確
か
な
こ
と
ば
の
力
」「
論
理
的
思

考
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
複
数
の

新
聞
を
比
較
し
て
読
む
こ
と
は
「
メ
デ
ィ
ア
・

リ
テ
ラ
シ
ー
」
育
成
の
第
一
歩
で
あ
る
。

2　

選
択
教
科
３
年
「
大
阪
も
の
が
た
り
」

　
　

学
習
活
動
の
実
際
（
週
あ
た
り
１
時
間
）

⑴　

ね
ら
い　

　

大
阪
に
関
す
る
多
様
な
情
報
を
収
集
、
活
用

し
、
自
ら
の
情
報
「
わ
た
し
の
大
阪
も
の
が
た

り
」
を
発
信
、
交
流
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
地

域
に
対
す
る
認
識
を
豊
か
に
し
、
地
域
の
一
員

と
し
て
の
所
属
感
を
も
ち
、
社
会
の
一
員
と
し

て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
る
。

（
本
実
践
は
本
校
教
諭
山
本
尚
子
先
生
と
の

T
・
T
で
あ
る
）

⑵　
「
大
阪
も
の
が
た
り
」
の
展
開

①
わ
た
し
の
住
む
大
阪　

大
阪
と
聞
い
て
イ
メ

ー
ジ
す
る
こ
と
、大
阪
の
一
番
好
き
な
と
こ
ろ
、

大
阪
の
自
慢
で
き
る
と
こ
ろ
、
大
阪
の
こ
こ
は

ち
ょ
っ
と
と
い
う
と
こ
ろ
を
伝
え
合
う
。

②
わ
た
し
の
見
つ
け
た
大
阪　

大
阪
に
関
す
る

情
報
を
読
み
、
興
味
や
関
心
を
も
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
情
報
を
ま
と
め
、
紹
介
す
る
。

③
情
報
活
用
の
仕
方　

多
様
な
情
報
の
活
用
方

法
、
情
報
源
の
明
記
な
ど
を
学
ぶ
。【
情
報
カ

ー
ド
に
よ
る
情
報
の
収
集
】

④
大
阪
探
訪　

校
区
内
の
織
田
作
之
助
の
文
学

碑
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
。

⑤
映
像
で
み
る
大
阪　

空
か
ら
映
像
を
通
し
て

見
た
大
阪
。
俯
瞰
し
て
大
阪
を
見
る
。

⑥
『
大
阪
ま
ち
物
語
』
を
読
む　

地
域
に
つ
い

て
の
知
識
、
理
解
を
広
げ
る
。

⑦
わ
た
し
の
大
阪
も
の
が
た
り　

大
阪
に
つ
い

て
の
自
ら
の
問
い
を
も
つ
。
問
い
に
つ
い
て
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
考
え
る
。【「
カ
ー
ド
」

「
ポ
ス
ト
イ
ッ
ト
」
に
よ
る
情
報
交
流
】

⑧
問
い
の
追
求　

夏
休
み
中
の
研
究

⑨
夏
休
み
の
研
究
成
果
報
告　

夏
休
み
の
研
究

「
大
阪
も
の
が
た
り
」

│
多
様
な
情
報
を
活
用
し
、

自
ら
の
情
報
を
発
信
す
る
│

植
田 

恭
子大阪市立天王寺中学校

読
書

学
びの
部
屋
か
ら

フィールドワーク
̶碑の前で情報交流
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成
果
と
課
題
を
伝
え
合
う
。

⑩
ネ
ッ
ト
情
報
検
索　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検

索
、
ネ
ッ
ト
情
報
を
読
み
、
活
用
す
る
。

⑪
効
果
的
な
情
報
発
信　

全
校
生
徒
に
む
け
て

の
情
報
発
信
の
あ
り
方
を
考
え
る
。【
小
集
団

内
で
の
伝
え
合
い
】

⑫
情
報
の
再
構
成 

そ
の
１　

情
報
発
信
を
意
識

し
、
収
集
し
た
情
報
を
活
用
、
再
構
成
し
、
資

料
を
作
成
す
る
。

⑬
情
報
発
信
の
場 

そ
の
１　

文
化
発
表
会
で
全

校
生
徒
、保
護
者
に
む
け
て
情
報
発
信
を
す
る
。

【
異
な
る
学
年
生
徒
と
の
伝
え
合
い
】

⑭
情
報
発
信
に
つ
い
て
の
評
価　

文
化
発
表
会

を
終
え
て
テ
ー
マ
、
方
法
、
キ
ー
ワ
ー
ド
、
一

番
み
ん
な
に
伝
え
た
か
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
は

よ
か
っ
た
よ
、
ち
ょ
っ
と
一
工
夫
に
つ
い
て
伝

え
合
い
を
す
る
。

⑮
情
報
の
再
構
成 

そ
の
２　

他
者
意
識
を
も
っ

て
、
大
阪
以
外
の
土
地
の
人
に
向
け
て
と
い
う

意
識
を
も
っ
て
、
情
報
そ
の
も
の
を
検
討
し
、

再
構
成
を
す
る
。

⑯
情
報
発
信
の
場 

そ
の
２　

実
の
場　

公
開
授

業
「
わ
た
し
の
大
阪
も
の
が
た
り
」
情
報
発
信

【
他
地
域
の
人
と
の
伝
え
合
い
】

⑰
情
報
発
信
を
お
え
て　

自
己
評
価
を
す
る
。

⑱
情
報
の
再
構
成 

そ
の
３　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
づ

く
り
「
わ
た
し
た
ち
の
大
阪
も
の
が
た
り
」【
見

え
な
い
他
者
﹇
広
い
範
囲
﹈
と
の
伝
え
合
い
】

3　

実
践
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

⑴　

学
習
材
と
し
て
の
新
聞
の
可
能
性

　

新
聞
情
報
を
は
じ
め
多
様
な
情
報
を
読
み
重

ね
た
こ
と
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
自
ら
の
情
報

を
生
み
出
す
言
動
力
に
な
っ
た
。
読
む
こ
と
の

抵
抗
感
を
払
拭
し
、
自
己
学
習
化
を
図
る
こ
と

が
で
き
た
。
今
の
情
報
を
読
む
こ
と
は
、
自
分

だ
け
が
知
り
得
た
価
値
あ
る
情
報
と
し
て
、
自

尊
感
情
を
も
育
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

⑵　

情
報
の
蓄
積

 

「
情
報
カ
ー
ド
」
に
継
続
し
て
情
報
収
集
を
行

っ
た
。
新
聞
情
報
、
ネ
ッ
ト
情
報
、
文
献
に
よ

る
情
報
な
ど
キ
ー
ワ
ー
ド
を
書
き
出
し
、
情
報

を
蓄
積
し
て
い
っ
た
。
収
集
し
た
情
報
は
交
流

し
、
情
報
の
共
有
化
を
図
っ
た
こ
と
で
、
情
報

は
生
き
た
も
の
と
な
っ
た
。

⑶　

情
報
の
送
受
信

　

情
報
の
送
受
信
を
体
験
し
た
こ
と
に
よ
り
、

情
報
の
送
り
手
の
立
場
に
た
っ
て
、
そ
の
意
図

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
生
ま
れ
た
。
ま

た
、
情
報
を
的
確
に
伝
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
か
を
考
え
る
視
点
も
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。

⑷　

情
報
交
流
の
重
要
性

　

情
報
交
流
の
場
を
段
階
的
に
設
定
し
た
こ
と

で
、
相
手
意
識
、
他
者
意
識
を
持
っ
た
情
報
発

信
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
小
集
団
〜
異
な

る
学
年
生
徒
〜
他
地
域
の
人
〜
見
え
な
い
他
者

と
い
う
流
れ
で
学
習
を
進
め
、
交
流
も
口
頭
に

よ
る
、カ
ー
ド
に
意
見
を
書
き
加
え
る
、ポ
ス

ト
イ
ッ
ト
等
多
様
な
方
法
は
効
果
的
で
あ
っ
た
。

4　

今
後
の
課
題

　

学
習
フ
ァ
イ
ル
を
活
用
し
、
資
料
、「
情
報
カ

ー
ド
」
お
よ
び「
T
・
T
カ
ー
ド
」
を
フ
ァ
イ

リ
ン
グ
し
て
い
っ
た
。「
T
・
T
カ
ー
ド
」と
は
、

友
と﹇
T
﹈
と
も
に﹇
T
﹈
学
び
あ
い
、
伝
え
合

い﹇
T
﹈、
学
び
の
あ
と
を
確
か
め﹇
T
﹈、
高
め

あ
う﹇
T
﹈
た
め
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
で

あ
る
。
カ
ー
ド
に
は
、
め
あ
て
、
学
び
、
振
り

返
り
、
交
流
、
課
題
な
ど
を
記
入
し
た
が
、
分

析
が
十
分
で
な
か
っ
た
。

 

「
確
か
な
こ
と
ば
の
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
、

評
価
の
あ
り
方
、
重
層
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

つ
い
て
現
在
実
践
を
重
ね
な
が
ら
検
証
中
で
あ

る
。

〔
う
え
だ 

き
ょ
う
こ
〕
大
阪
市
立
天
王
寺
中
学

校
教
諭
。
共
著
『
国
語
教
育
と
Ｎ
Ｉ
Ｅ
』『
国

語
力
を
つ
け
る
「
基
礎
・
基
本
・
統
合
発
信
力
」

ワ
ー
ク
』
他
。asahi.com

教
育
Ｎ
Ｉ
Ｅ
の
ペ

ー
ジ
で「
こ
の
記
事
を
手
が
か
り
に
」等
連
載
中
。
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昨
年
度
ま
で
勤
め
て
い
た
星
稜
中
学
校
で

扱
っ
た
一
年
生
で
の
実
践
「
お
気
に
入
り
の
文

字
を
書
こ
う
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

1　

学
習
目
標

①
字
形
の
整
え
方
を
意
識
し
な
が
ら
書
く
。

②
基
本
的
な
筆
づ
か
い
を
習
得
す
る
。

③
国
語
辞
典
や
漢
和
辞
典
の
調
べ
方
・
見
方
を

習
得
す
る
。

④
漢
字
の
成
り
立
ち
や
意
味
を
習
得
す
る
。

2　

単
元
設
定
の
理
由

　

中
学
一
年
生
で
は
、
週
五
時
間
を
国
語
と
設

定
し
、
そ
の
う
ち
一
時
間
を
「
書
写
」
と
し
て

い
る
。
本
単
元
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
次
の

三
点
に
留
意
し
た
。

⑴
国
語
・
書
写
の
学
習
相
乗
効
果
を
狙
い
、
で

き
る
だ
け
国
語
と
連
動
す
る
こ
と
。

　

本
単
元
の
前
に
、
六
書
に
つ
い
て
学
習
し
概

説
を
お
さ
え
る
。
辞
典
を
使
い
文
字
の
成
り
立

ち
と
意
味
を
調
べ
る
中
で
、
生
徒
は
多
く
の
漢

字
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
か

ら
、
一
人
一
人
に
「
お
気
に
入
り
の
一
字
」
を

見
つ
け
さ
せ
る
。

　

ま
た
本
単
元
後
、
国
語
の
授
業
に
て
文
字
の

成
り
立
ち
ク
イ
ズ
を
行
う
。
今
後
漢
字
に
つ
い

て
興
味
・
関
心
を
持
ち
、
主
体
的
に
学
習
に
取

り
組
め
る
は
ず
で
あ
る
。

⑵
一
人
一
人
が
「
お
気
に
入
り
の
一
字
」
を
見

つ
け
、意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
こ
と
。

 

「
書
写
」
を
と
お
し
、
手
本
な
し
で
正
し
く
・

読
み
や
す
い
文
字
を
書
け
る
力
を
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
。
本
単
元
で
は
、
自
分
が
書
き
た
い
文

字
を
書
く
こ
と
で
、生
徒
の
意
欲
に
つ
な
げ
る
。

既
習
の
文
字
構
成
や
筆
づ
か
い
を
応
用
し
て
書

く
こ
と
は
「
生
き
る
力
」
で
あ
り
、
子
ど
も
た

ち
の
自
信
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

⑶
書
き
上
げ
た
文
字
を
額
に
飾
り
、
生
活
の
中

に
生
か
す
こ
と
。

　

文
化
祭
で
額
に
入
れ
て
展
示
す
る
こ
と
を
第

一
時
間
目
の
冒
頭
で
生
徒
に
伝
え
、
意
欲
喚
起

を
図
る
。
用
紙
の
大
き
さ
は
、書
き
や
す
さ
と
、

家
で
飾
り
や
す
い
手
ご
ろ
さ
か
ら
ハ
ガ
キ
大
と

す
る
。

3　

学
習
計
画

①
字
の
意
味
や
成
り
立
ち
を
辞
典
で
調
べ
、「
お

気
に
入
り
の
一
字
」
を
見
つ
け
る
。（

二
時
間
）

②
硬
筆
で
、
そ
の
一
字
の
楷
書
・
行
書
を
書
き
、

書
体
を
選
択
す
る
。

（
一
時
間
）

お
気
に
入
り
の

文
字
を
書
こ
う礒

野 

美
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書
写

学
びの
部
屋
か
ら
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③
毛
筆
で
練
習
・
清
書
す
る
。

（
二
時
間
）

4　

生
徒
の
学
習
活
動
か
ら

 
「
お
気
に
入
り
の
一
字
」
を
選
ぶ
の
に
ず
い
ぶ

ん
苦
労
す
る
生
徒
も
見
受
け
ら
れ
た
。
自
分
の

名
前
や
校
名
を
調
べ
る
者
、
自
分
の
好
き
な
こ

と
ば
や
そ
の
一
字
を
調
べ
る
者
、
た
だ
や
み
く

も
に
辞
書
と
格
闘
し
、
思
わ
ぬ
発
見
を
す
る
者

な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
間
で
、
国
語
・
漢
和

辞
書
の
使
い
方
や
調
べ
方
が
か
な
り
ス
ム
ー
ズ

に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
字
義

を
大
切
に
し
な
が
ら
書
写
に
取
り
組
む
理
由
を

見
つ
け
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

 

「
額
に
入
れ
て
、
文
化
祭
で
展
示
す
る
よ
。」

と
い
う
こ
と
で
、
生
徒
は
よ
り
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
た
。
実
際
に
毛
筆
で
書
く
際
に
は
、

「
ど
ん
な
ふ
う
に
書
き
た
い
の
か
？
」
と
問
い

か
け
る
と
、
さ
わ
や
か
な
意
味
だ
か
ら
す
っ
き

り
と
書
き
た
い
な
ど
と
主
張
す
る
者
や
熱
い
感

じ
だ
か
ら
朱
墨
を
使
え
な
い
の
か
と
い
う
者
も

現
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
書
写
の
範
囲
を
越
え
、

芸
術
科
書
道
の
範
囲
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒

た
ち
が
毛
筆
を
手
段
と
し
て
表
現
に
創
意
工
夫

を
重
ね
る
姿
は
、
実
に
頼
も
し
く
映
っ
た
。
清

書
に
お
い
て
は
、
六
色
の
色
画
箋
紙
を
用
意

し
、
一
人
三
枚
選
択
さ
せ
た
。
こ
こ
で
も
、
漢

字
の
意
味
と
照
ら
し
合
わ
せ
真
剣
に
選
ぶ
姿
が

見
受
け
ら
れ
た
。
三
枚
と
い
う
失
敗
の
許
さ
れ

な
い
枚
数
は
、
生
徒
を
さ
ら
に
集
中
さ
せ
た
。

　

額
に
入
れ
る
前
に
、
放
課
後
何
人
か
生
徒
を

呼
び
、
ア
イ
ロ
ン
で
で
き
る
裏
打
ち
用
紙
で
表

具
を
行
っ
た
。
中
学
一
年
生
で
も
あ
っ
と
い
う

ま
に
紙
の
シ
ワ
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

生
徒
は
驚
い
て
い
た
。
そ
れ
を
百
円
シ
ョ
ッ
プ

で
購
入
し
た
額
に
入
れ
て
、作
品
を
仕
上
げ
た
。

　

文
化
祭
準
備
の
前
日
に
、
生
徒
た
ち
に
作
品

を
展
示
さ
せ
た
。「
な
ん
か
、す
ご
ー
い
！
」「
み

ん
な
う
ま
い
ぞ
い
や
。」
な
ど
と
第
一
声
が
あ

が
っ
た
。
そ
し
て
、
ひ
そ
か
に
私
が
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
に
付
し
た
書
き
印
を
見
つ
け
、「
こ
の

ハ
ン
コ
が
あ
る
と
、
プ
ロ
っ
ぽ
い
よ
な
ぁ
。」

と
満
足
げ
で
あ
っ
た
。
先
輩
た
ち
も
こ
れ
ら
の

声
を
聞
き
つ
け
て
や
っ
て
き
て
、「
一
年
生
っ

て
私
ら
よ
り
も
う
ま
く
な
い
？
」
な
ど
と
言
っ

て
い
た
。
さ
ら
に
、
先
生
方
も
誉
め
て
く
だ
さ

る
の
で
、
生
徒
た
ち
は
「
親
に
文
化
祭
来
て
も

ら
お
う
。」
な
ど
と
話
し
合
っ
て
い
た
。

　

文
化
祭
が
終
わ
り
、
し
ば
ら
く
し
て
何
人
か

の
生
徒
が
、
私
の
所
へ
や
っ
て
き
た
。
自
分
の

部
屋
に
飾
っ
て
毎
日
眺
め
て
い
る
者
、
お
母
さ

ん
が
気
に
入
っ
て
玄
関
に
飾
っ
て
い
る
者
、
遠

く
に
住
む
お
じ
い
さ
ん
に
送
っ
た
ら
と
て
も
喜

ば
れ
た
者
。
と
て
も
う
れ
し
そ
う
に
報
告
し
て

く
れ
た
。
友
達
、
先
輩
、
先
生
方
、
家
族
の
温

か
な
声
が
、
彼
ら
の
自
信
に
つ
な
が
っ
た
よ
う

で
あ
っ
た
。

〔
い
そ
の 

み
か
〕
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学

校
教
諭
。
新
潟
大
学
書
道
科
を
卒
業
後
、
金
沢

大
学
大
学
院
を
修
了
。
公
立
高
校
、
稲
置
学
園

星
稜
中
学
校
勤
務
を
経
て
、
本
年
度
よ
り
、
広

島
に
て
勤
務
。
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こ
と
ば
に
せ
ま
る

「
こ
と
ば
と
距
離
を
お
く
」

こ
と
の
難
し
さ

　

筆
者
は
「
日
本
語
学
」
を
専
門
と
し
て
い
る

が
、「
最
近
の
日
本
語
は
乱
れ
て
い
ま
す
よ
ね
」

「
正
し
い
日
本
語
の
使
い
方
を
教
え
て
下
さ
い
」

な
ど
と
い
わ
れ
て
返
答
に
困
る
こ
と
が
あ
る
。

自
ら
の
こ
と
ば
遣
い
を
内
省
す
る
と「
模
範
的
」

な
も
の
と
は
言
い
難
い
こ
と
も
あ
る
が
、「
日

本
語
学
」
は
「
正
し
い
日
本
語
と
は
何
か
」
を

研
究
の
中
心
的
課
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、「
乱
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
表
現
も
含

め
た
実
際
の
日
本
語
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
規
則
性
や
働
き
が
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
研
究
す
る
学
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

「
あ
る
場
面
に
お
い
て
特
定
の
表
現
が
適
切
か

否
か
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
「
絶
対
的
に
正
し
い
」
と
い
え
る
か
ど
う

か
は
、
言
語
の
変
化
を
考
え
る
と
疑
問
の
生
ず

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
典
語
と
現
代
語
を
比
較

す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
と
ば
は
変
化
し

て
い
る
。
た
と
え
現
在
「
正
し
い
」
表
現
と
さ

れ
て
い
て
も
、
少
し
時
代
を
遡
れ
ば
、
そ
の
当

時
の
「
正
し
い
」
表
現
か
ら
外
れ
た
「
乱
れ
た
」

表
現
と
し
て
眉
を
し
か
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。『
徒
然
草
』第
二
十
二
段
に
も「
な
に

事
も
、
古
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
。
今
様
は

無
下
に
い
や
し
く
こ
そ
な
り
ゆ
く
め
れ
。
…
…

た
だ
言
ふ
言
葉
も
口
を
し
う
こ
そ
な
り
も
て
ゆ

く
な
れ
」*1 と
、
当
時
の
「
乱
れ
た
」
こ
と
ば
遣

い
を
嘆
く
文
章
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
今
ど

き
の
若
者
こ
と
ば
を
嘆
く
」
こ
と
は
、
い
つ
の

時
代
に
も
み
ら
れ
る
現
象
の
よ
う
で
あ
る*2

。

 

「
今
の
自
分
の
こ
と
ば
遣
い
」
を
基
準
と
し
て

み
る
と
、
若
い
世
代
の
こ
と
ば
は
「
乱
れ
」
と

映
る
。こ
の
と
ら
え
方
に
は
、そ
の
背
景
に
、「
今

の
自
分
の
こ
と
ば
遣
い
が
絶
対
的
な
も
の
で
、

こ
と
ば
は
変
化
し
な
い
」
と
い
う
見
方
が
滑
り

込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
長
い

時
代
を
経
れ
ば
こ
と
ば
は
変
化
す
る
」
と
い
う

こ
と
を
一
応
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
自
分
が
日

常
的
に
関
わ
っ
て
い
る
身
近
な
こ
と
ば
に
つ
い

て
は
、「
こ
と
ば
が
変
化
す
る
」
と
い
う
視
点

が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
、
自
分
が
実
際
に
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
と

距
離
を
お
い
て
こ
と
ば
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、

難
し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

 

「
こ
と
ば
と
距
離
を
お
く
」こ
と
の
難
し
さ
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
も
助
長
さ
れ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
中
学
校
の
教
科
書
に
は
、

巻
末
に
「
文
法
の
ま
と
め
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
を
み
て
い
る
と
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
こ
に
挙
が
っ
て
い

る
助
詞
や
助
動
詞
な
ど
の
語
が
、「
例
」
で
は

な
く
「
リ
ス
ト
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を

起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
例
え
ば
「
３
時
間
目
は
休
講
ら
し
い

よ
」
の
「
ら
し
い
」
は
助
動
詞
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
似
た
よ
う
な
意
味
を
表

す
「
３
時
間
目
は
休
講
み
た
い
（
だ
）
よ
」
の

「
み
た
い
（
だ
）」
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、「
学
生
に
告
知
す
る
」
の
「
に
」
は
格
助

詞
と
し
て
分
類
さ
れ
る
が
、「
学
生
に
対
し（
て
）

告
知
す
る
」「
文
法
に
つ
い
て
考
え
る
」
の
「
に

対
し
（
て
）」「
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
形
式
は
、

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い

こ
と
ば
」か
ら

　

こ
の
よ
う
に
、
日
頃
不
自
由
な
く
使
っ
て
い

る
日
本
語
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
変
化
す
る
日
本

語
の
中
の
一
時
点
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
相
対

的
な
と
ら
え
方
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

り
、「
文
法
事
項
」
の
記
載
に
と
ら
わ
れ
て
、

実
際
の
日
本
語
の
姿
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
と
距
離
を

お
き
、
少
し
違
っ
た
視
点
で
眺
め
て
み
る
と
、

日
本
語
に
関
す
る
新
た
な
面
が
み
え
て
く
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

「
楽
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
の
語
尾
に
「
―
さ
」

を
添
加
し
て
「
楽
し
さ
」
と
い
う
名
詞
が
で
き

る
よ
う
に
、
あ
る
品
詞
に
接
辞
が
添
加
し
て
他

の
品
詞
に
か
わ
る
例
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

あ
る
。
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
１
』
の
「
文
法

の
ま
と
め
」
に
も
、「
悲
し
い
」
と
い
う
形
容

詞
か
ら
「
悲
し
さ
・
悲
し
み
」
と
い
う
名
詞
や

「
悲
し
が
る
」
と
い
う
動
詞
に
か
わ
る
例
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
す

で
に
よ
く
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
た
め
、「
接
辞

の
添
加
よ
っ
て
新
た
な
語
を
生
み
出
す
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
実
感
を
得
る
こ
と
は
難
し
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
視
点

を
も
っ
て
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
日
本
語
を
観

察
す
る
と
、
こ
の
方
法
で
新
語
が
つ
く
ら
れ
た

例
を
、
身
近
に
も
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
、「
サ
ボ
る
」
や
「
メ
モ
る
」
な
ど
は
、

名
詞
ま
た
は
名
詞
の
一
部
に
「
―
る
」
を
添
加

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
動
詞
で
あ

る
。
筆
者
が
授
業
で
こ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
た

と
こ
ろ
、
学
生
か
ら
「
ス
タ
バ
る
」（
ス
タ
ー

バ
ッ
ク
ス
に
行
く
）
や
「
セ
ブ
る
」（
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
に
行
く
）
な
ど
の
語
が
挙
が
っ
た
。

具
体
的
に
そ
の
使
用
例
や
意
味
を
尋
ね
る
と
、

彼
ら
は
、「〈
ス
タ
バ
る
〉
は
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス

に
行
く
場
合
の
み
に
用
い
、
そ
れ
以
外
の
コ
ー

ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
行
く
場
合
に
は
用
い
な
い

し
、ま
た
〈
ス
タ
バ
る
〉
以
外
に
〈
ド
ト
ー
る
〉

の
よ
う
な
同
様
の
語
は
用
い
て
い
な
い
」、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
お
い
て
も
同
様
で
、

「〈
セ
ブ
る
〉
は
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
に
行
く
こ
と

の
み
を
指
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
〈
ロ
ー
ソ

る
〉
と
い
っ
た
語
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
い
う
分
析
を
進
め
て
い
っ
た
。学
生
た
ち
は
、

「
語
構
成
」
や
「
造
語
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

実
際
に
自
分
た
ち
が
使
っ
て
い
る
「
辞
書
に
は

載
っ
て
い
な
い
こ
と
ば
」
を
対
象
化
し
、
考
察

を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

何
気
な
い
表
現
が
示
す

こ
と
ば
の
し
く
み

　

先
の
例
は
、
若
者
を
中
心
と
し
た
層
が
日
常

使
っ
て
い
る「
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
こ
と
ば
」

に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
辞
書
に

記
載
さ
れ
、
あ
る
特
定
の
年
齢
層
の
み
に
用
い
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ら
れ
る
と
い
う
偏
り
も
み
ら
れ
な
い
、
ご
く
あ

り
ふ
れ
た
表
現
に
注
目
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

 
「
だ
け
」
は
「
限
定
」
の
意
味
を
表
す
と
さ
れ

る
。
例
え
ば
「
花
子
に
だ
け
本
を
渡
し
た
」
な

ら
ば
、「
花
子
に
本
を
渡
し
て
、
花
子
以
外
の

人
に
は
本
を
渡
さ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
意
味

に
解
釈
で
き
る
。「
花
子
に
本
を
渡
し
た
」は「
文

に
明
示
さ
れ
る
意
味
」
で
あ
り
、「
花
子
以
外

に
本
を
渡
さ
な
か
っ
た
」
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
「
暗
示
的
意
味
」
で
あ
る
。「
だ
け
」
は
、「
明

示
的
意
味
」
と
「
暗
示
的
意
味
」
と
の
関
係
か

ら
、「
限
定
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
も
と
に
し

て
実
際
の
用
例
を
観
察
す
る
と
、
興
味
深
い
こ

と
が
み
え
て
く
る
。

　

少
し
前
に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
た
『
動

物
の
お
医
者
さ
ん
』
と
い
う
漫
画
は
、
一
話
一

話
が
そ
れ
ぞ
れ
謎
解
き
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー

で
、
個
性
的
な
登
場
人
物
と
動
物
た
ち
の
や
り

と
り
に
独
特
の
面
白
さ
が
あ
る
作
品
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
、
菱
沼
さ
ん
と
い
う
登
場
人
物

が
泥
棒
に
入
ら
れ
る
と
い
う
話
が
あ
る*3

。荒
ら

さ
れ
た
彼
女
の
部
屋
で
犯
人
の
手
が
か
り
を
捜

す
う
ち
、
彼
女
が
飼
っ
て
い
た
ス
ナ
ネ
ズ
ミ
が

部
屋
に
い
た
こ
と
に
、
皆
が
気
づ
く
。

　
「
そ
う
だ　

ス
ナ
ネ
ズ
ミ
が
い
た
ん
だ
」

　
「
ス
ナ
ネ
ズ
ミ
は
い
た
! !
」

　
「
ス
ナ
ネ
ズ
ミ
は
犯
人
を
見
て
い
た
! !
」

　
「
た
だ
見
て
い
た
だ
け
! !
」

事
件
解
決
に
向
け
て
高
ま
る
期
待
感
が
、
最
後

の
一
文
で
見
事
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
点
が
笑

い
を
誘
う
。

　

も
し
、
こ
の
「
た
だ
見
て
い
た
だ
け
」
の
部

分
を
、「
た
だ
」
や
「
だ
け
」
を
使
わ
な
い
で

説
明
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

 

《
人
間
の
場
合
、
そ
の
場
に
「
い
た
」
な
ら
ば

そ
の
事
件
を
「
見
て
い
た
」
で
あ
ろ
う
し
、「
見

て
い
た
」
の
で
あ
れ
ば
、
犯
人
を
「
追
い
払
っ

た
」
り
、
あ
る
い
は
犯
人
の
手
が
か
り
を
「
認

識
し
た
」
り
し
て
、ど
ん
な
犯
人
だ
っ
た
か
「
証

言
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、実
際
に
は
「
ス
ナ
ネ
ズ
ミ
」
が
「
い
た
」

の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
「
見
て
い
た
」
は
「
認

識
し
て
い
た
」
と
い
っ
た
含
み
や
推
測
が
認
め

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
見
て
い

た
」
の
で
あ
る
》

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
く
だ
く

だ
し
い
説
明
に
な
る
内
容
を
、
実
際
に
は
、「
た

だ
〜
だ
け
」
に
よ
る
「
明
示
的
意
味
」
と
「
暗

示
的
意
味
」
と
の
対
比
を
利
用
し
て
、
巧
み
に

表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

会
話
に
潜
む
規
則
性

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
言
語
行
動
に
お
い
て

は
、
明
示
的
な
事
柄
だ
け
で
な
く
、
言
外
の
意

味
や
含
み
、
文
脈
か
ら
読
み
と
れ
る
内
容
な
ど

を
総
合
し
て
、
こ
と
ば
の
理
解
、
や
り
と
り
が

行
わ
れ
て
い
る
。
話
し
こ
と
ば
、
と
く
に
会
話

の
際
の
く
だ
け
た
場
面
で
の
や
り
と
り
は
、
省

略
や
言
い
差
し
な
ど
も
多
く
、
書
か
れ
た
文
章

に
比
べ
て
「
規
則
的
で
な
い
」「
規
範
か
ら
外

れ
た
」
表
現
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
実
際

に
は
会
話
の
ル
ー
ル
や
規
則
に
則
っ
た
や
り
と

り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
言
外

の
意
味
な
ど
を
推
測
し
、
こ
と
ば
の
理
解
、
表

現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

会
話
の
し
く
み
と
機
能
に
つ
い
て
研
究
す
る
分

野
を
「
談
話
分
析
」
と
い
う
が
、
ふ
だ
ん
何
気

な
く
行
っ
て
い
る
会
話
に
目
を
向
け
て
自
分
の

言
語
行
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
た
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
み
え
て
く
る
。

　

相
互
行
為
（
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に
注

目
し
、
人
間
関
係
の
要
素
な
ど
を
取
り
入
れ
て

分
析
を
行
う
「
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
の
社
会

言
語
学
」
の
分
野
に
お
い
て
は
、
各
人
が
、
状

況
や
や
り
と
り
に
つ
い
て
の「
こ
う
あ
る
は
ず
」

こ
と
ば
に
せ
ま
る
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と
い
う
期
待
を
も
と
に
し
た
フ
レ
ー
ム
を
も
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
日
本
語
と
英
語

に
お
け
る
勧
誘
の
談
話
に
は
、
前
者
に
「
気
配

り
発
話
」、
後
者
に
「
誘
導
発
話
」
と
い
う
そ

れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
発
話
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ

る
。
日
本
語
の
勧
誘
の
談
話
で
は
、
被
勧
誘
者

が
勧
誘
に
積
極
的
な
反
応
を
示
さ
な
い
場
合

に
、
勧
誘
者
が
「
気
配
り
発
話
」
を
用
い
て
否

定
的
な
面
に
言
及
し
、
相
手
が
断
り
や
す
い
よ

う
気
を
配
る
の
に
対
し
、
英
語
の
勧
誘
に
お
い

て
は
、「
誘
導
発
話
」
を
用
い
て
承
諾
を
促
す

こ
と
が
観
察
さ
れ
る
と
い
う*4
。

　

異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い

て
は
、
し
ば
し
ば
や
り
と
り
に
問
題
が
生
ず
る

場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
フ

レ
ー
ム
に
基
づ
い
て
会
話
を
進
め
て
い
る
た
め

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点

か
ら
の
研
究
を
進
め
る
タ
ネ
ン（T

annen

）は
、

男
性
と
女
性
は
異
な
る
フ
レ
ー
ム
を
も
っ
て
お

り
、
男
女
間
の
や
り
と
り
も
「
異
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る*5

。

　

授
業
に
お
い
て
こ
の
主
張
が
妥
当
な
も
の
か

を
検
討
し
た
際
、
学
生
は
、
実
際
の
や
り
と
り

を
録
音
し
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
会
話
体

験
を
内
省
し
た
り
し
て
、
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー

ム
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ

ぞ
れ
の
分
析
を
も
と
に
し
て
活
発
な
議
論
を
行

い
、
支
持
で
き
る
点
や
問
題
点
な
ど
を
指
摘
し

て
い
っ
た
。
学
生
が
提
示
す
る
実
際
の
資
料
や

議
論
の
内
容
自
体
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た

が
、
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
議
論
の
あ
と

に
「
ふ
だ
ん
の
会
話
で
も
〈
ど
の
よ
う
な
フ
レ

ー
ム
に
基
づ
く
会
話
か
〉
が
気
に
な
る
」
と
い

っ
た
感
想
が
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
男
女
間

の
や
り
と
り
と
い
う
も
の
が
彼
ら
に
と
っ
て
の

気
に
な
る
話
題
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
課
題
を
身

近
な
も
の
に
し
た
一
因
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
こ
と
ば
と
距

離
を
お
き
、
自
ら
こ
と
ば
を
観
察
す
る
」
視
点

が
、
彼
ら
の
中
に
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
こ
と
ば
と
距
離
を
お
く
」

こ
と
で
み
え
て
く
る
世
界

　

日
頃
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
も
、
視

点
を
少
し
か
え
て
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
新

た
な
事
実
が
み
え
て
く
る
。「
語
構
成
」な
ど
は
、

ふ
だ
ん
は
気
に
も
留
め
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う

が
、
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
身
近
な

こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

が
意
識
化
さ
れ
、
接
辞
に
よ
る
造
語
力
や
新
語

の
規
則
性
が
み
え
て
く
る
。
ま
た
、「
だ
け
」

や
「
た
だ
」
の
よ
う
な
何
気
な
い
表
現
に
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
の
し
く
み
に
気

づ
き
、
表
現
の
解
釈
に
も
広
が
り
が
生
じ
て
く

る
。
さ
ら
に
、
会
話
と
い
っ
た
大
き
な
単
位
の

表
現
に
関
し
て
も
、
実
際
の
や
り
と
り
を
改
め

て
観
察
す
る
と
、
そ
こ
に
潜
む
規
則
性
が
発
見

さ
れ
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
や
背
景
に

あ
る
文
化
に
ま
で
思
考
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
。「
こ
と
ば
」
を
材
料
に
し
て
、「
こ
と

ば
と
少
し
距
離
を
お
く
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
新
し
い
世
界
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
あ
べ 

と
も
よ
〕千
葉
大
学
教
育
学
部
講
師
。

専
門
は
日
本
語
学
。
日
本
語
文
法
論
に
関
す

る
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
国
語
科
に
お
け

る
言
語
事
項
（
と
く
に
文
法
関
係
）
の
教
育

に
も
関
心
を
も
ち
、
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

注
*1 『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44
』（
１
９
９
５
）
小
学
館

*2 

小
松
英
雄（
１
９
９
９
）『
日
本
語
は
な
ぜ
変
化
す
る
か
』笠

間
書
院

*3 

佐
々
木
倫
子『
動
物
の
お
医
者
さ
ん
８
』白
泉
社
文
庫

*4 

ザ
ト
ラ
ウ
ス
キ
ー
、ポ
リ
ー（
１
９
９
４
）「
イ
ン
タ
ー
ア
ク

シ
ョ
ン
の
社
会
言
語
学
」『
日
本
語
学
』13-

10
、pp. 

40-

51

*5 

タ
ネ
ン
、デ
ボ
ラ
／
田
丸
美
寿
々
訳（
１
９
９
２
）『
わ
か
り

あ
え
な
い
理
由
』
講
談
社

 

タ
ネ
ン
、デ
ボ
ラ
／
田
丸
美
寿
々
訳（
１
９
９
５
）『「
愛
が
あ

る
か
ら
…
」だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
』講
談
社
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キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
国
語
教
育

＊
再
考
・

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

＊
学
習
材
研
究

＊
学
習
材
開
発尾

木 

和
英東京女子体育大学

再
考
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発

週
３
時
間
時
代
の
国
語
科
授
業

　

本
誌
創
刊
号
で
は
、
生
徒
の
学
習
活
動
に
視

点
を
あ
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
に
取
り
組
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
へ
の
着
目
に
は
も
う
一
つ

の
理
由
が
あ
る
。

　

従
来
国
語
科
の
学
習
指
導
は
、
学
習
指
導
要

領
に
準
拠
す
る
教
科
書
を
中
心
に
し
て
展
開
さ

れ
て
き
た
。
教
師
の
努
力
は
、
い
か
に
教
科
書

の
内
容
を
効
果
的
に
展
開
す
る
か
、
い
か
に
授

業
時
間
を
や
り
く
り
し
て
、
教
科
書
を
や
り
終

え
る
か
に
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
は「
横
並
び
意
識
」が
強
く
働
き
、「
特

色
あ
る
指
導
の
展
開
」
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
学
習
者
に
国
語
学

力
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師

の
指
導
構
想
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
や

各
学
校
に
お
け
る
創
意
を
生
か
し
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
開
発
が
注
目
を
集
め
る
こ
と
も
き
わ
め
て

少
な
か
っ
た
。

　

状
況
は
一
変
し
た
。

　

学
校
週
五
日
制
完
全
実
施
、
授
業
時
間
の
削

減
、
指
導
内
容
の
厳
選
が
矢
継
ぎ
早
に
動
き
、

学
力
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
。
平
成
十
三
年
度
教
育
課
程
実
施
状
況
調

査
結
果
を
報
じ
る
特
集
記
事
の
中
で
、
あ
る
報

道
機
関
は
「
教
師
の
指
導
で
差
く
っ
き
り
」
と

い
う
見
出
し
を
掲
げ
た
。
各
学
校
や
子
ど
も
の

実
態
に
即
し
て
の
効
果
的
な
指
導
の
展
開
が
強

く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
国
語
科
で
は
、
生
き
る
力
と
し
て
の
言

語
の
力
を
育
て
る
と
い
う
広
い
範
囲
の
内
容
が

背
後
に
あ
る
。
指
導
内
容
の
厳
選
、
年
間
指
導

計
画
作
成
か
ら
、
単
元
の
開
発
、
教
材
・
学
習

材
（
以
下
、
学
習
材
と
記
述
）
の
研
究
開
発
ま

で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
が
、
教
師
の
実
践
に

と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
。

学
習
材
研
究

効
果
的
な
指
導
に
機
能
す
る
学
習
材

　

学
習
材
研
究
は
一
般
的
に
、
教
科
書
の
内
容

を
中
心
と
し
て
、

①
授
業
で
扱
う
学
習
材
の
内
容
上
、
学
習
指 

導
上
の
価
値
に
関
す
る
研
究

②
学
習
材
を
ど
う
扱
う
か
に
関
す
る
研
究

と
い
う
よ
う
に
、
素
材
研
究
、
指
導
法
研
究
の

両
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
当

然
、
文
章
・
作
品
の
分
析
と
学
習
指
導
展
開
へ
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「
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
当
面
の
教
育
課
程

及
び
指
導
の
充
実
・
改
善
方
策
に
つ
い
て
」
で

は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
基
準
性
を
一
層
明
確

に
す
る
と
と
も
に
、
指
導
要
領
を
超
え
た
内
容

の
指
導
に
関
す
る
基
本
方
向
が
示
さ
れ
た
。
教

師
の
創
意
の
幅
が
広
が
っ
た
と
言
え
る
。

　

今
後
は
教
師
一
人
一
人
の
創
意
に
基
づ
く
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
に
伴
い
、
ま
た
補
足
的
な
学

習
や
発
展
的
な
学
習
を
効
果
的
に
展
開
す
る
た

め
に
、
多
様
な
学
習
材
の
開
発
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

特
に
音
声
言
語
や
作
文
の
指
導
に
関
し
て
、

①
学
習
活
動
を
成
立
さ
せ
る
学
習
材

②
興
味
・
関
心
に
働
き
か
け
、
活
動
の
意
欲
を

喚
起
す
る
学
習
材

③
学
習
活
動
を
助
け
、
学
習
の
進
め
方
に
つ
い

て
ヒ
ン
ト
と
な
る
学
習
材

④
生
徒
た
ち
が
取
り
組
む
活
動
の
到
達
点
、
モ

デ
ル
を
示
す
学
習
材

な
ど
の
開
発
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返

し
学
習
や
発
展
的
な
学
習
な
ど
を
効
果
的
に
展

開
す
る
た
め
の
学
習
材
も
積
極
的
に
開
発
し
て

い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

〔
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
『
評
価
で

変
わ
る
国
語
の
授
業
』（
三
省
堂
）
な
ど
。

の
位
置
づ
け
の
検
討
が
中
心
に
な
っ
た
。

　

効
果
的
な
学
習
指
導
に
と
っ
て
こ
う
し
た
研

究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
を
学
習
者
の
立
場
に
立
っ
て
と
ら

え
る
な
ら
ば
、
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
興
味
・

関
心
を
示
し
、
学
習
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
ち
得
る
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
学

習
材
の
研
究
が
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

ま
た
前
項
と
の
関
連
か
ら
は
、
個
々
の
教
師

が
構
想
す
る
学
習
指
導
で
必
要
に
な
る
学
習
材

の
整
備
と
そ
の
研
究
が
、
こ
れ
か
ら
の
重
要
な

課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

特
に
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
関

係
が
あ
り
、
し
か
も
文
字
表
現
を
中
心
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
作
文
指
導
お
よ
び
音
声
言
語
の
指
導
に
関

す
る
学
習
材
の
開
発
と
研
究
、
あ
る
い
は
そ
れ

ぞ
れ
の
教
師
の
創
意
を
生
か
し
た
学
習
指
導
を

支
え
る
学
習
材
の
開
発
と
研
究
が
今
後
強
く
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
い
。

学
習
材
開
発

新
し
い
指
導
を
支
え
る
学
習
材
の
整
備

　

平
成
十
五
年
十
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
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　本誌第３号のこのコーナーで、山本麻子著『こ
とばを鍛えるイギリスの学校』（岩波書店）が紹介
された。この書は、イギリスの学校にお子さんを
通わせた経験のある著者が母親として、また言語
発達の研究者としてイギリスの教育を詳述した書
である。すでに新聞の書評などにも紹介されてい
るのでお読みになった方も多いだろう。この書で
紹介されるナショナルカリキュラムという全国統
一カリキュラムは、1988年に導入され、その後、
年々強化されているという。
　私が興味を持ったのは、このナショナルカリキ
ュラムに賛否両論があるという点である。反対派
の理由は、ナショナルカリキュラムは「あまりに

も規範的で、規定事項
が多いし、やっかいだ」
「政治に関係がありそう
な教科をカリキュラム
からはずしている」「移
民の子どもたちが自分の文化を学ぶ機会を減らし
ている」（要約、前掲書 p. 25）などである。この
反対派の主張とも響き合う新しい言語教育の考え
方が、2000 年にイギリスで出た。それがここで
紹介するMultiliteracies という書である。執筆者
はNew London Groupという言語教育実践者のグ
ループで、21世紀の言語教育のあり方について
問題提起している。

川上 郁雄 早稲田大学大学院

年少者日本語教育から
国語教育を考える

新しい視点で

１ マルチリテラシーズ教育学

　この書は、イギリスの英語教育（日本の「国語教
育」に相当）を痛烈に批判している。その理由と
して、これまでの英語教育は「決められた形式を
教える教育」であり、モノリンガル、モノカルチ
ュラルな言語教育であった点をあげている。その
上で、このような英語教育では、今後、文化的に
も言語的にもますます多様化する社会に対応でき
る言語教育にならないと主張する。したがって、

これからの英語教育は多様化する言語生活環境に
対応する能力を育成することが必要であるとする。
その能力とは、言語だけでなく、映像、音響、動作、
空間、またそれらが組み合わされた多形式を扱い、
意味を継承するだけでなく、新しい意味を創造し
形成する能力でもある。具体的な教育活動として
は、①学習者が自らの経験をもとに新しい意味を
形成する。②学習者が自ら創造した意味を社会的

２ 転換期にある言語教育

「Bill Cope & Mary Kalantzis
(eds), Routledge」
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コンテクストに関連づけて、批判的にとらえる。
③学習者が自ら創造した意味を他のコンテクスト
へ転移したり、変形したりする。そのため④教師
はその新しい意味をくみとり、その意味の形成が
進むように学習者を援助する、などが考えられる。
これは、多くの国で行われている「母国語教育」に
見られるような、「知識を与える言語教育」や、「あ
らかじめ設計されたカリキュラムに従って進める
言語教育」と異なるアプローチといえる。これから
の言語教育は「ことばを中心にしたリテラシー教育」

から「言語以外の媒介によるコミュニケーション・
リテラシー教育」へ、さらには、「意味を形成し、
創造したりする人間能力としてのリテラシー教育」
へ、つまり、さまざまな「言語能力」を持つ人間育
成につながる言語教育へ転換すべきであるという
のが、彼らの主張である。「読み書き能力」を意味
するリテラシーを複数形のMultiliteracies とした
理由もそこにある。それは、今後の多様な社会変
化に従来の「母国語教育」では十分に対応できな
いという強い危機感でもある。

３ 「移動する子どもたち」と日本社会

　では、このような言語教育観の転換はイギリス
だけの話であろうか。宇都宮市のある小学校教諭
が次のような投書を新聞へ寄せている。
「小学１年のカミラの顔を流れる涙。それを見
て私も涙があふれました。カミラは先月末、
たった一人でブラジルに帰国しました。日本
で働く両親が離ればなれの地で働くことにな
ったからです。カミラは２学期の初めごろ『お
仕事がなくて、お父さんとお母さんがけんか
ばかりしているよ』と心配そうに話してくれ
ました。それが『ブラジルにお仕事がないし、
日本で働くには、私がいると働けないんだっ
て』ということになったのです。」（朝日新聞、
2002年 3月 30日、「声」欄、渡辺雅子）

　1991年から 2000 年の 10 年間に、日本国内
の「外国人登録者」数は約 50万人増加している。

なかでも、ブラジルやペルーなどからの入国者、
いわゆるニューカマーの増加率が高い。これらの
ニューカマーの多くが日本の産業構造で求められ
る20歳台から40歳台であるため、彼らが随伴す
る子どもたちも増加している。国際化やグローバ
リゼーションの影響のもと、日本社会は確実に多
言語化・多文化化している。
 「国語教育」はこのような「移動する子どもたち」
も視野にいれた新しい言語教育に変わらなければ
ならない。昨年８月、総務省は文部科学省に「外
国人児童生徒を義務教育諸学校へもっと積極的に
受け入れよ」とする「通知」を出している。なぜ
なら、「日本語を母語としない子どもたち」が全国
的に増加しているうえ、学校へ行かない不就学の
子どもたちも増加しているからだ。

４ 年少者日本語教育と「ことばの教育」

 「日本語を母語としない子どもたち」に第二言語
として日本語を教える教育、「年少者日本語教育」
が近年さまざまなところで話題になってきている。
この教育分野にかかわるものとして、子どもたち
に対する「ことばの教育」のポイントをいくつか
述べてみたい。
　まず第一は、個別化である。今、日本にいる「日
本語を母語としない子どもたち」の母語数は 60
言語を超えているという。また来日する年齢は学
齢期前から高校生まで広い。さらに在日期間によ
っても、子どもたちがもつ母語能力も日本語能力
も異なる。幼少のころに来日し、母語が未発達な
うえに日本語を習得すると、言語力自体が弱くな
る場合がある。母語がしっかり定着していると日
本語も定着しやすい。また、日本の子どもと同様に、

同じ国から来た子どもでも興味や関心、性格も一
人一人異なる。したがって、このような多様な子
どもたちに日本語を教えるとき、一つの教科書で
１課から教えるというような「外国語教育」はで
きない。つまり、子ども一人一人に応じた言語学
習を提供できるかが重要となる。それが個別化で
ある。
　第二は、文脈化である。言葉は、一つ一つ別個
にあるものでも、固定化されたものでもない。物
の名前をいくら覚えても言葉を話せるわけではな
い。言葉は文脈の中で意味が生まれ、談話（ディ
スコース）の中でメッセージを伝える。言葉は流
動的なものである。つまり、場面や状況に応じて
言葉を理解し、流動する文脈の中で使用してはじ
めて言葉を習得する。それは決して文型練習で得



34

られるものではない。したがって、言語教育は、
子どもが言葉を使う、意味のある文脈をいかに作
れるかがポイントとなる。
　第三は、統合化である。一つの文が書けるよう
になったり、一語文や二語文が話せるようになっ
たとしても、それが書く力や話す力とは言えない
し、そのままでは書く力も話す力も育成されない。
私たちは意味のある、あるいはメッセージのある
言葉の塊を発信するために文章を書いたり、話し
たりしている。逆にいえば、伝えたいことやメッ
セージがあるから文章が長くなったり、言葉が長

くなったりするのである。意味や内容と言葉は切
り離せないのである。したがって、言語教育は、
意味や内容と言葉をいかに統合する活動を設定す
るかがポイントとなる。
　個別化、文脈化、統合化の視点は、日本語の４
技能（聞く、話す、読む、書く）のそれぞれの指
導で必要な視点である。これは、「国語教育」に
も応用できるのではないか。たとえば「遠足につ
いて書きなさい」と原稿用紙だけを与える「作文
指導」は、この視点がほとんどない「指導」とい
うことになる。

５ オーストラリアの言語教育政策が問うもの

　前述のイギリスで出版されたMultiliteracies の
編者、Bill CopeとMary Kalantzis という二人は、
実はオーストラリアの研究者である。オーストラ
リアも、イギリス同様に、国をあげて言語教育政
策を実施している。イギリスでナショナルカリキ
ュラムが導入された前年すなわち1987年に、オ
ーストラリア政府は「言語に関する国家政策」
（National Policy on Languages）を公表した。多
文化主義を国是とするオーストラリアがはじめて
統一的な言語教育政策を打ち出した背景には、英
語を第一言語とする15歳以上の人口の 3.7％が非
識字者であった（1982 年の調査）という事実が
ある。つまり、英語母語話者の 60万人以上の人
が日常生活で英語を読んだり書いたりできないと
いうことだ。このことに危機感を抱いた政府が、
移民も含むすべてのオーストラリア人の言語能力
を向上させ、よって国の発展を図ろうとしたので
ある。
　ここで注目されるのは、「言語に関する国家政策」
の「言語」の範囲である。英語だけでなく、オー
ストラリアの先住民であるアボリジニーの諸言語、
移民が持ち込む諸言語（Community languages）、
さらに英語以外の言語（LOTE: languages other 
than English）と、その範囲は広い。英語教育には、
英語母語話者への「母国語教育」だけでなく、移
民の大人や子どもたちに対する英語教育（ESL: 
English as a second language）も含まれる。また、
LOTE教育は学校教育における外国語教育を主に
意味する。このように広い範囲の言語を見据えて
言語教育を推進することが国の発展には不可欠で
あるという考えである。まさに、国民の言語能力
は国の資源であるということだ。

　では、日本はどうか。残念ながら日本にはオー
ストラリアのような「言語教育政策」はいまだに
構想されていない。ここでいう「言語教育政策」
は学習指導要領のことではない。日本が目指す将
来の日本社会像とそのための言語教育政策のこと
である。現在の「国語教育」は日本語を第一言語
とする人々の「国民教育」の域を出ていない。オ
ーストラリアにならえば、アイヌ語や在日外国人
の諸言語や学校教育での外国語も含めた、すべて
の人々への言語教育を視野に入れた言語教育政策
ということになる。オーストラリアの英語教育に
移民の大人や子どもたちへの第二言語としての英
語教育も含まれるように、「国語教育」（第一言語
としての日本語教育）と外国人に対する「日本語
教 育 」（JSL: Japanese as a second language）
も同じ言語教育として、肩を並べることになる。
つまり、それは科目名の変更（「国語」から「日本
語」へ）だけでなく、国籍の有無にかかわらず、
この国に住むすべての子どもたちを対象にした「こ
とばの教育」として連携することを意味する。
　 前 述 のMultiliteracies の サ ブ タ イト ル は
「Literacy Learning and the Design of Social 
Futures」である。どのような社会像を描き言語教
育を行うのかという問いは、日本の「国語教育」
にも問われているのではないか。

〔かわかみ いくお〕早稲田大学大学院日本語
教育研究科教授。専門：日本語教育（年少者
日本語教育）、文化人類学。主な著書『越境
する家族̶在日ベトナム系住民の生活世界』
（2001、明石書店）。

新
し
い視

点
で

年
少
者
日
本
語
教
育
か
ら

国
語
教
育
を
考
え
る
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私
は
長
く
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
員
を
し

て
い
た
。現
場
の
教
員
は
だ
れ
で
も
そ
う
だ
が
、

毎
日
、
今
日
一
日
を
生
き
の
び
る
の
が
精
一
杯

で
、
自
然
、
明
日
の
こ
と
が
す
べ
て
に
な
り
や

す
い
。
教
育
雑
誌
や
理
論
書
な
ど
を
読
む
余
裕

は
、時
間
的
に
も
精
神
的
に
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

結
果
と
し
て
、
国
語
科
教
育
に
つ
い
て
「
あ
ま

り
勉
強
・
研
修
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
が
ち
で
あ
る
。
私
自
身
が
そ
う
だ
っ
た
。

　

ま
し
て
や
、
そ
の
実
践
の
対
象
と
す
る
学
習

者
の
学
校
種
が
異
な
っ
て
い
た
場
合
、
明
日
の

役
に
立
た
な
い
、
自
分
の
仕
事
の
埒
外
だ
と
感

じ
る
よ
う
な
意
識
が
な
い
で
は
な
い
。
繰
り
返

す
が
、
私
自
身
が
そ
う
だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
は
中
・
高
教
員
時
代
、
芦

田
恵
之
助（
一
八
七
三
―
一
九
五
一
）
の
名
前
は

知
っ
て
い
て
も
、
小
学
校
の
も
の
だ
と
決
め
こ

ん
で
、
そ
の
内
実
に
分
け
入
ろ
う
と
し
な
か
っ

た
。
今
で
も
、
と
て
も
芦
田
を
読
み
ま
し
た
と

言
え
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な
り

に
受
け
止
め
た
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

さ
て
、
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
『
教
式
と
教

壇
』
で
あ
る
。
芦
田
と
い
え
ば
「
綴
り
方
」
の

仕
事
に
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
が
、「
読
み

方
」
に
つ
い
て
も
、
一
時
間
の
授
業
の
展
開
を

「
教
式
」
と
し
て
体
験
的
・
実
践
的
に
確
立
し
、

多
く
の
影
響
を
与
え
た
点
で
、
国
語
教
育
史
上

特
筆
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。『
教
式
と
教
壇
』は
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
「
芦
田
の
七
変
化
の
教
式
」
の

確
立
の
姿
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

芦
田
は
、
一
時
間
の
授
業
展
開
を
、

　

一　

よ
む　

二　

と
く
（
話
し
合
い
）

　

三　

よ
む
（
師
）﹇
一
二
三
で
十
五
分
﹈

　

四　

か
く
﹇
十
分
﹈　

五　

よ
む　
　

　

六　

と
く　

七　

よ
む﹇
五
六
七
で
十
五
分
﹈

と
い
う
七
つ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。

時
間
的
に
は
、
記
し
て
い
る
合
計
四
十
分
に
教

室
出
入
り
の
五
分
を
含
め
て
、
四
十
五
分
の
展

開
で
あ
る
。七
つ
の
手
続
き
を
踏
む
た
め
に「
七

変
化
の
教
式
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
教
式
は
、
芦
田
自
身
が
全
国
行
脚
し
て

授
業
を
行
う
こ
と
で
、
広
く
世
に
知
ら
れ
、
支

持
さ
れ
た
。
し
か
し
戦
後
、
新
し
い
指
導
方
法

が
考
究
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、そ
の
教
式
は「
教

師
主
導
で
あ
る
」
と
見
ら
れ
、
次
第
に
直
接
に

は
取
り
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

た
し
か
に
、
一
つ
の
学
習
指
導
方
法
と
し
て

み
れ
ば
、
芦
田
の
教
式
は
今
日
的
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
教
式
と
教
壇
』
と
い

う
歴
史
に
位
置
づ
い
た
書
物
と
し
て
読
め
ば
、

今
日
で
も
得
る
も
の
は
大
き
い
。
私
自
身
は
大

き
く
三
つ
の
点
を
感
銘
深
く
受
け
止
め
た
。

　

一
つ
は
、
教
師
の
学
習
指
導
方
法
の
確
立
の

問
題
で
あ
る
。

　

芦
田
は
、
一
九
一
四
年
に
、
次
の
よ
う
な
教

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

　
　

 

芦
田 

恵
之
助

　
　
『
教
式
と
教
壇
』
を
読
む

三
浦 

和
尚

愛
媛
大
学

国語教育の『名著』再読

芦田 恵之助『教式と教壇』
（同志同行社刊、1938年5月）
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式
を
考
え
実
践
し
て
い
た
と
述
べ
る
。

　

一　

通
読　
　

二　

概
意

　

三　

質
問
に
対
し
て
摘
書

　

四　

緩
読
し
つ
つ
摘
書
の
意
義
を
授
く

　

五　

斉
読　
　

六　

精
査　
　

　

七　

朗
読　
　

八　

約
習

　

こ
れ
は
当
時
考
え
て
い
た
「
教
授
の
順
序
」

で
あ
り
、
芦
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
『
教
式
と
教

壇
』
の
中
で
「
教
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く

て
、
共
に
育
と
う
と
す
る
芽
生
え
は
、
さ
ら
に

見
え
て
い
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
芦

田
は
同
書
の
「
緒
言
」
で
、「
私
が
一
生
か
け

て
作
り
あ
げ
、
行
じ
ぬ
い
た
教
式
」
と
記
し
て

い
る
。
芦
田
が
自
ら
の
教
式
を
自
覚
的
に
と
ら

え
、
そ
の
完
成
を
見
る
ま
で
に
、
実
に
四
半
世

紀
の
年
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

私
た
ち
は
、
自
身
の
授
業
の
方
法
と
し
て
、

何
ら
か
の
「
手
順
」
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
授
業
展
開

方
法
が
、
巷
間
言
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
の

受
け
売
り
に
堕
し
て
い
な
い
か
、
固
定
的
に
と

ら
え
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、
日
々
新
し
い
、

よ
り
有
効
な
方
法
へ
改
善
し
て
い
く
努
力
を
怠

っ
て
は
い
な
い
か
な
ど
と
自
問
し
て
み
る
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
胸
張
っ
て
言
え
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
場
合
が
多
か
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
芦
田
が
「
一
生
か
け

て
作
り
あ
げ
、
行
じ
ぬ
い
た
」
と
言
う
こ
と
自

体
に
、
畏
怖
と
も
言
う
べ
き
気
持
ち
に
さ
せ
ら

れ
る
も
の
が
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
う
言
え
る
よ

う
な
、
自
身
の
指
導
法
の
琢
磨
を
成
し
え
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。
芦
田
は
、
日
々
の
実
践
の
中

で
、
そ
れ
を
磨
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

感
銘
を
受
け
た
二
つ
め
は
、
そ
の
学
習
材
研

究
の
深
さ
で
あ
る
。

 

『
教
式
と
教
壇
』
は
、
東
京
市
志
村
第
一
小
学

校
に
お
け
る
芦
田
の
「
源
氏
物
語
」
の
授
業
の

記
録
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
記
録
を
読
ん
で
圧
倒

さ
れ
る
の
は
、
芦
田
の
学
習
材
分
析
の
深
さ
で

あ
る
。
小
学
校
で
授
業
を
す
る
の
に
、
こ
ん
な

に
精
緻
な
学
習
材
分
析
が
必
要
な
の
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
、
と
に
か
く
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
で

あ
る
。
近
年
、
と
か
く
指
導
方
法
が
問
題
に
さ

れ
、
作
品
の
内
容
的
分
析
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ

る
傾
向
は
な
い
か
。
教
師
が
作
品
解
釈
を
い
い

加
減
に
し
て
、
本
当
に
深
み
の
あ
る
授
業
が
で

き
る
と
は
思
え
な
い
。
芦
田
の
準
備
を
ま
の
あ

た
り
に
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
点
へ
の
反
省
を

迫
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

三
つ
に
は
、
学
習
材
研
究
の
深
さ
に
基
づ
く

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
教
式
の
三
の
「
よ
む
（
範

読
）」
の
重
要
性
で
あ
る
。
芦
田
は
、
も
し
教

式
の
七
つ
の
手
順
の
ど
れ
か
を
時
間
の
都
合
な

ど
で
省
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、「
三
の

読
み
だ
け
は
捨
て
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
」

（「
同
志
同
行
」一
九
三
四
、一
）と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、芦
田
の
深
い
教
材
解
釈
に
基
づ
く
、

感
化
力
の
高
い
読
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
（
芦

田
の
読
み
は
、
教
師
自
身
の
こ
と
ば
が
添
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
）、
音
読
に
よ
っ
て
子
ど
も

に
「
読
ま
せ
る
（
理
解
に
導
く
）」
と
い
う
こ

と
は
、
一
見
感
化
主
義
、
あ
る
い
は
押
し
付
け

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
子
ど
も
を
作
品

世
界
に
引
き
込
む
の
に
き
わ
め
て
有
効
な
方
法

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
自
身
の
指
導
技
術
と
し
て
の
「
範

読
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
・
効
果
に
つ
い
て

再
考
し
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

以
上
三
点
に
つ
い
て
申
し
述
べ
た
が
、
紙
幅

の
都
合
で
『
教
式
と
教
壇
』
の
「
教
壇
」
の
内

容
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
お
許

し
を
請
う
。

〔
み
う
ら　

か
ず
な
お
〕
愛
媛
大
学
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
）。

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読
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本本本
の
紹
介

吉田直哉
『脳内イメージと映像』
文春新書
1998・10刊

　

絵
画
（
静
止
画
像
）
は
時
間
が
描
け
な

い
点
で
、
言
語
の
機
能
に
劣
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
「
ゴ
ト
ゴ
ト
と
音
が
し
て
い
る
」

と
い
う
状
況
は
、
劇
画
で
は
表
現
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
こ
と
ば
に
頼
っ
て
画
面
に

「
ゴ
ト
ゴ
ト
」と
い
う
文
字
を
描
き
こ
ん
だ
。

し
か
し
、
動
画
、
い
わ
ゆ
る
映
像
は
、
あ

る
範
囲
に
お
い
て
「
時
間
」
表
現
を
獲
得

し
て
、
言
語
に
近
づ
い
た
。
エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ
テ
イ
ン
が
日
本
の
連
歌･

連
句
に
ヒ
ン

ト
を
得
て
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論

を
生
み
出
し
た
な
ど
、
言
語
の
機
能
を
映

像
の
方
法
に
取
り
入
れ
る
努
力
が
な
さ
れ

て
い
る
。

　

今
や
、
伝
達
に
お
い
て
も
、
思
考
の
形

成
に
お
い
て
も
、
映
像
の
力
が
不
可
欠
に

な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
音
楽
や
絵

画
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
が
、
主
と
し
て

伝
達
や
思
考
形
成
の
機
能
は
言
語
に
よ
っ

て
培
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、現
代
は「
映

像
の
世
紀
」
と
も
い
わ
れ
、
映
像
の
迫
力

が
知
的
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
。
と
も

す
る
と
、
言
語
に
よ
る
思
考
形
成
が
敬
遠

さ
れ
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。
映
像
の
力

と
は
何
か
に
つ
い
て
、
言
語
の
教
育
に
携

わ
る
者
は
し
っ
か
り
見
き
わ
め
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
本
の
著
者
は
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
数
々
の
話
題

の
映
像
を
送
り
出
し
て
き
た
人
で
あ
る
。

受
け
身
的
に
視
聴
し
て
い
る
だ
け
で
は
わ

か
ら
な
い
、
映
像
の
可
能
性
を
追
求
し
て

試
み
ら
れ
た
挑
戦
と
苦
悩
を
つ
づ
っ
た
、

吉
田
氏
の
近
刊
『
映
像
と
は
何
だ
ろ
う
か

―
テ
レ
ビ
製
作
者
の
挑
戦
』（
岩
波
新
書
）

を
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
読
ん
だ
が
、
吉
田

氏
独
自
の
映
像
論
を
目
ざ
し
た
本
書
も
ま

た
、
映
像
と
は
何
か
を
著
者
と
と
も
に
考

え
る
の
に
格
好
の
本
で
あ
る
。

　

映
像
は「
目
を
つ
ぶ
っ
た
ら
見
え
な
い
」

が
、「
目
を
つ
ぶ
っ
て
も
見
え
る
も
の
」

を
脳
内
イ
メ
ー
ジ
と
吉
田
氏
は
定
義
し
て

い
る
。
脳
内
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
は
、
言
語

の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。例
え
ば
、

「
映
像
に
は
否
定
形
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と

吉
田
氏
は
言
う
。
言
語
で
は
「
見
渡
せ
ば

花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
」（
新
古
今
集
・

定
家
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。

 

「
知
る
」こ
と
に
有
効
な
映
像
に
対
し
て
、

「
わ
か
る
」
こ
と
に
有
効
な
言
語
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
言
語
に
よ
る
思
考

形
成
の
重
要
性
は
、
か
え
っ
て
現
代
社
会

で
は
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。
深
く
「
わ
か
る
」
た
め
に
は
、

豊
か
な
情
報
を
「
知
る
」
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。し
か
し
、

映
像
に
よ
っ
て
「
知
る
」
こ
と
ば
か
り
が

豊
か
に
な
っ
て
も
、「
わ
か
る
」
と
い
う

思
考
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

　

吉
田
氏
は
「
映
像
は
あ
く
ま
で
も
脳
を

拡
大
す
る
た
め
に
、
脳
の
延
長
と
し
て
存

在
す
る
」
と
主
張
す
る
。
車
の
発
達
が
足

の
衰
え
や
運
動
不
足
に
繋
が
り
か
ね
な
い

よ
う
に
、安
易
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
や
図
式
、

図
解
、
マ
ン
ガ
化
は
思
考
を
形
成
す
る
力

な
い
し
は
意
欲
を
弱
め
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
の
で
あ
る
。

糸
井 

通
浩

〔
い
と
い 

み
ち
ひ
ろ
〕龍
谷
大
学
教
授
。

文
法
・
文
章
・
談
話
を
研
究
。

本の紹介
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編
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〕

 

振
替  

東
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〇
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〇
ー
五
ー
五
四
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〇
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刷
所
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泰
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式
会
社

 

東
京
都
墨
田
区
両
国
三
ー
一
ー
一
二

　
　

 

編
集
後
記

　

二
〇
〇
四
年
、
新
た
な
年
を
迎
え
最
初
の
『
こ
と
ば
の
学

び
』
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
と
き
ど
き
不
思
議

に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。̶

̶

健
康
番
組
で
「
○
○
に
効

果
抜
群
」
と
報
じ
ら
れ
た
物
質
を
含
む
く
す
り
や
食
品
が
、

同
じ
時
期
に
発
売
さ
れ
る
。
ま
た
、
あ
る
時
期
、
立
て
続
け

に
同
様
の
犯
罪
の
報
道
が
続
く
。

　

メ
デ
ィ
ア
で
の
扱
い
方
に
よ
っ
て
、
消
費
者
の
購
買
意
欲

が
喚
起
さ
れ
た
り
、
あ
る
世
論
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
事
例
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
背
後
で
何
ら
か
の
意

思
が
働
い
て
い
る
可
能
性
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
。

　

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
学
習
を
す
る
こ
と
は
、
メ
デ

ィ
ア
を
軸
に
社
会
の
仕
組
み
を
考
え
る
と
い
う
側
面
を
持
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
国
語
科
で
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
も
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
特
集
が
、
学
校
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教

育
の
実
践
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

（
太
郎
）
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町
田 

守
弘 

著

国
語
科  

授
業
構
想
の
展
開 

２
、４
０
０
円

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
素
材
を
と
り
い
れ
た
学
習
者

中
心
の
授
業
構
想
。
具
体
的
実
践
例
多
数
掲
載
。

篠
田
信
司
・

大
村
市
中
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会 

著

中
学
校
国
語
科
の
評
価

│
単
元
の
学
習
指
導
と
評
価
計
画
│ 

１
、６
０
０
円

国
語
科
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
と
は
。

『
現
代
の
国
語
』
準
拠
の
実
践
的
評
価
入
門
書
。

髙
木 

展
郎 

著

こ
と
ば
の
学
び
と
評
価 

２
、１
０
０
円

新
学
習
指
導
要
領
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
実
践
的
に

学
習
と
評
価
の
新
し
い
展
望
を
示
し
た
提
案
の
書
。

髙
木 

展
郎
・
三
浦
修
一 

監
修

こ
と
ば
を
育
て
る
学
び
の
プ
ラ
ン

 

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
。

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
。

新
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

「
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

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
。

「
読
む
」
こ
と
の
再
構
築

三
浦
和
尚 

著　

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
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
扉
を
ひ
ら
く

│
新
し
い
学
び
の
実
践
研
究
│　

沖
山 

吉
和 

監
修

全
日
本
中
学
校

国
語
教
育
研
究
協
議
会 

編

　

９
５
２
円

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
学
び
を
ど
う
展
開
す
る

か
？　

全
日
本
中
学
校
国

語
教
育
研
究
協
議
会
全
国

大
会
に
お
け
る
実
践
・
研

究
事
例
の
発
表
を
中
心
に

11
編
収
録
。




