


夏の「国語教育セミナー」の概要が下記のとおり決まりました。
毎年、好評のセミナーです。参加のお申し込みはお早めにどうぞ。
４月下旬までには、小社ホームページでも申込受付を開始する予定です。

第 2回

国語教育セミナー〈大阪〉
主催 : 言語教育文化研究所

□日程 2004年7月29日（木）
□会場 アウィーナ大阪（上本町）
□定員 150名
□ワークショップ
 1 読書のアニマシオン（仮題）
  岩辺泰吏（いわなべ・たいじ）
  　前葛飾区立飯塚小学校
 2 話す・聞くについて（仮題）
  有働玲子（うどう・れいこ）　聖徳大学 
 3 教科書学習材を「読む」（仮題）
  西橋正泰（にしはし・まさひろ）
  　元ＮＨＫアナウンサー
 4 国語科書写について（仮題）
  松本仁志（まつもと・ひとし）
  　広島大学
□講演 重松 清 （しげまつ・きよし）さん　作家

第 1回
国語教育セミナー〈福岡〉

主催 : 言語教育文化研究所

□日程 2004年８月19日（木）
□会場 アクロス福岡（天神）
□定員 75名
□ワークショップ
 1 書くことについて（仮題）
  尾木和英（おぎ・かずあき）
  　言語教育文化研究所 
 2 パネルディスカッション（仮題）
  花田修一（はなだ・しゅういち）
  　言語教育文化研究所
□講演 米川 千嘉子 （よねかわ・ちかこ）さん　歌人

第 7回
国語教育セミナー

主催 : 教育文化研究会

□日程 2004年８月20日（金）
□会場 三省堂文化会館（新宿）
□定員 300名
□ワークショップ
 1 話す・聞くについて（仮題）
  有働玲子（うどう・れいこ）　聖徳大学 
 2 読書活動について（仮題）
  高桑弥須子（たかくわ・やすこ）
  　市川市立稲越小学校
 3 メディア・リテラシー（仮題）
  中村敦雄（なかむら・あつお）　群馬大学
 4 コラボレーションで書く（仮題）
  牧戸章（まきど・あきら）　滋賀大学
 5 読むことについて（仮題）
  町田守弘（まちだ・もりひろ）　早稲田大学
 6 国語科書写について（仮題）
  松本仁志（まつもと・ひとし）　広島大学
□講演 平田オリザさん　劇作家・演出家

第 2回

小学校国語教育セミナー
主催 :言語教育文化研究所

□日程 2004年８月21日（土）
□会場 三省堂文化会館（新宿）
□定員 300名
□ワークショップ
 1 読書活動について（仮題）
  高桑弥須子（たかくわ・やすこ）
  　市川市立稲越小学校 
 2 音声言語について（仮題）
  高橋俊三（たかはし・しゅんぞう）
  　前群馬大学
 3 句会ライブ（仮題）
  夏井いつき（なつい・いつき）　俳人
 4 対話について（仮題）
  堀切和雅（ほりきり・かずまさ）
  　青山学院女子短期大学
 5 聞くことについて（仮題）
  牧戸章（まきど・あきら）　滋賀大学
 6 読むことの授業づくり（仮題）
  宮川健郎（みやかわ・たけお）
  　明星大学
□講演 清水 真砂子（しみず まさこ）さん
  　児童文学翻訳家・作家
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十
歳
を
過
ぎ
た
こ
ろ
だ
っ
た
ろ
う

か
。
あ
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、

そ
れ
ま
で
ど
れ
だ
け
自
分
の
こ
と

し
か
考
え
ず
に
生
き
て
き
た
か
と
い
う
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
、
世
の
中
の
た
め
に
ど
ん
な

役
に
立
て
る
か
、
と
い
う
問
い
を
生
ま
れ
て

初
め
て
つ
き
つ
め
て
考
え
た
の
は
。

　

こ
の
と
き
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
詩
の
よ

う
な
も
の
を
書
く
こ
と
と
、
そ
れ
を
声
に
出

し
て
読
む
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
な
く
、
そ
の
時

点
で
は
ま
だ
拙
い
そ
れ
ら
で
「
世
の
中
の
役

に
立
と
う
」
と
は
我
な
が
ら
片
腹
痛
か
っ
た

が
、
そ
こ
か
ら
始
め
る
し
か
な
い
自
分
な
の

だ
と
覚
悟
を
決
め
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
私
の
「
聞
い
て
も
ら
う
た
め
の
表

現
」
の
試
行
錯
誤
は
、「
世
の
役
に
立
つ
も
の

に
な
る
た
め
に
は
」
と
い
う
も
っ
て
ま
わ
っ

た
発
想
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
目
で
読
む
の
と
、
声
に
出
し
て
読

む
の
と
、
音
読
し
て
も
ら
う
声
に
耳
を
す
ま

す
の
と
で
は
、
言
葉
の
持
つ
た
ま
し
い
＝
言

霊
の
伝
わ
り
方
に
た
い
へ
ん
な
ち
が
い
が
あ

る
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

子
ど
も
の
頃
、
夜
眠
る
前
に
母
親
に
本
を

「
聞
く
こ
と
」
の
重
要
性
、
そ
の
学
び
の
必
要
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
だ
れ
し
も
が
強
い
共
感
を
示
す
に
違

い
な
い
。
し
か
し
、「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
を
ど
う
構
想

し
、
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
直
面
す
る
課

題
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

本
号
で
は
、
そ
の
学
び
の
可
能
性
を
探
り
、
同
時
に

具
体
的
な
実
践
へ
の
一
つ
の
提
言
と
な
る
こ
と
を
意
図

し
、
あ
え
て
こ
の
特
集
題
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
た
。

〔
か
く　

わ
か
こ
〕
詩
作
朗
読
人　

音
楽
家
。
二
〇
〇
四
年
一
月
に
初
エ
ッ
セ
イ
集
「
青
天
白
日
」（
晶
文
社
）

を
出
版
。
今
年
夏
に
は
二
十
年
間
続
け
て
い
る
ボ
ー
カ
ル
活
動
の
集
大
成
と
し
て
ア
ル
バ
ム
Ｃ
Ｄ
「
セ
ー
ラ
」

を
リ
リ
ー
ス
。

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
は
可
能
か

三

覚 

和
歌
子

エ
ッ
セ
イ

聞
き
手
の

意
識
下
に
届
く

言
葉
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読
ん
で
も
ら
っ
た
経
験
の
あ
る
幸
福
な
人
は
、

耳
を
す
ま
せ
て
聞
く
言
葉
か
ら
、
ど
れ
だ
け

豊
か
に
想
像
の
世
界
が
広
が
る
か
、
長
じ
て

そ
れ
が
ど
れ
だ
け
心
の
財
産
と
な
る
か
説
明

す
る
ま
で
も
な
く
知
っ
て
い
る
。

　

王
子
さ
ま
と
お
姫
さ
ま
の
恋
物
語
や
地
底

何
百
マ
イ
ル
の
冒
険
譚た
ん

が
心
を
ふ
る
わ
せ
る

よ
う
に
、
そ
れ
を
読
む
声
の
響
き
は
、
聞
き

手
の
鼓
膜
の
細
胞
だ
け
で
な
く
、
身
体
細
胞

全
体
に
し
み
わ
た
り
、
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て

く
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。　
　

　

詩
を
書
い
て
朗
読
す
る
と
い
う
舞
台
表
現

を
十
年
や
っ
て
き
て
得
た
の
は
、
聞
く
と
い

う
こ
と
が
受
動
的
で
あ
り
な
が
ら
た
い
へ
ん

に
身
体
的
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
実
感
で
あ

る
。

　

身
体
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
と
き
に
耳
か

ら
吸
い
込
ま
れ
る
言
葉
の
響
き
は
、
意
味
で

は
な
く
振
動
（
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
し

て
細
胞
の
一
つ
一
つ
に
は
た
ら
き
か
け
る
ち

か
ら
を
持
っ
て
い
る
。

　

言
い
か
え
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
意
味
内
容

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
語
り
手
の
声
の
振
動

そ
の
も
の
が
、
観
客
に
対
し
て
「
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
」
機
能
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

だ
。

　

こ
れ
は
読
み
手
の
体
調
や
精
神
状
態
、
も

っ
と
い
え
ば
生
き
方
が
、
声
の
響
き
に
あ
ら

わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
、
さ
ら
に

興
味
深
い
の
は
そ
れ
が
受
け
手
の
「
意
識
下
」

に
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

う
ま
く
い
っ
た
場
合
、
受
け
手
は
意
味
は
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
（
つ
ま
り
意
識
の
上
で
は

何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
）

何
だ
か
い
い
、
な
ぜ
だ
か
ち
か
ら
が
湧
い
て

く
る
、
肩
凝
り
が
取
れ
て
い
る
（
笑
）
な
ど
、

そ
ん
な
関
係
が
読
み
手
と
の
間
に
生
ま
れ
て

く
る
。（
音
楽
療
法
も
、
こ
の
「
振
動
が
身
体

に
も
た
ら
す
影
響
力
」
に
よ
る
の
だ
と
思
わ

れ
る
。）　

ま
た
こ
れ
は 

逆
に
言
え
ば
、
テ
キ

ス
ト
に
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
意
味
が
ひ
そ

ん
で
い
て
も
、
読
み
手
の
あ
り
か
た
と
そ
の

読
み
方
に
よ
っ
て
、
内
容
は
い
く
ら
で
も
翻

訳
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
く
て
恐
ろ
し
い
こ
と
は

な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
実
に
、「
読
ん
で
聞
か

せ
る
表
現
」
が
世
の
中
を
変
え
る
可
能
性
を

見
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。

　

若
い
人
の
言
葉
が
乱
れ
て
い
て
、
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
も
貧
し
い
、
と
い
う
会
話
は
よ
く

耳
に
す
る
が
、
そ
う
言
い
合
う
大
人
た
ち
が

自
分
の
言
葉
の
響
き
に
意
識
的
で
あ
る
か
ど

う
か
は
疑
わ
し
い
。
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
の

貧
し
さ
は
心
の
貧
し
さ
か
も
し
れ
な
い
が
、

同
時
に
大
人
の
言
葉
の
あ
り
か
た
の
反
映
で

あ
る
。
心
が
動
く
言
葉
の
調
べ

4

4

を
聞
く
機
会

が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

耳
が
で
き
て
こ
な
い
。

　

つ
ま
り
、
若
い
聞
き
手
の
意
識
の
あ
り
方

を
刺
激
で
き
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
単
純
に

き
れ
い
な
言
葉
づ
か
い
を
こ
こ
ろ
が
け
る
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
言
葉
は

心
と
ふ
る
ま
い
（
身
体
）
の
三
位
一
体
を
も

っ
て
初
め
て
言
葉
と
し
て
た
ま
し
い
を
宿
す

の
で
あ
る
か
ら
、
実
感
と
経
験
の
と
も
な
わ

な
い
言
葉
は
胸
の
深
み
に
響
く
こ
と
な
く
、

む
な
し
く
宙
を
さ
ま
よ
う
ば
か
り
な
の
で
あ

る
。

 

「
読
ん
で
聞
か
せ
る
表
現
」
者
と
し
て
の
私

は
、
常
に
受
け
手
に
生
き
方
を
さ
ら
し
て
い

る
、
自
他
に
と
っ
て
危
険
な
仕
事
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
で
い
っ
た
い
世
の
中
の
役

に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
別
の
話
で
あ

る
。

エッセイ「聞き手の意識下に届く言葉」
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遅
ま
き
な
が
ら
最
近
読
ん
だ
『
０
歳
児
が
こ

と
ば
を
獲
得
す
る
と
き
』（
正
高
信
男
、
中
公

新
書
、
一
九
九
三
）
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
胎
児

の
う
ち
か
ら
耳
が
聞
こ
え
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
に

母
親
の
声
を
聞
き
分
け
る
と
い
う
。
ま
た
、
母

親
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
同
じ
よ
う
な
発
声

を
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
生
後

十
二
〜
十
四
週
間
ご
ろ
か
ら
明
確
に
現
れ
る
と

い
う
。

　

人
間
は
決
し
て
白
紙
で
生
ま
れ
て
く
る
の
で

は
な
く
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
あ
る
程
度
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
聞
く
こ
と
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
人

間
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
聞
く
こ
と
を
「
訓
練
」

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
を
獲
得

し
て
い
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
聞
く
力
」「
聞

き
取
る
力
」
を
「
聞
く
こ
と
の
学
習
」
と
考
え

れ
ば
、
ま
ち
が
い
な
く
人
間
は
「
聞
く
こ
と
の

学
び
」
を
続
け
て
い
る
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
聞
く
こ
と
の
学
び
は
可

能
で
あ
る
。
事
実
人
間
は
、
学
ん
で
育
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
問
題
は
、「
聞
く
こ
と
の
学
び
は
可

能
か
」
で
は
な
く
、
学
校
教
育
に
お
け
る
意
識

的
系
統
的
学
習
と
し
て
「
聞
く
こ
と
の
学
び
は

〈
ど
の
よ
う
に
〉
可
能
か
」
で
は
な
い
か
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、「
読
む
・
書
く
・
聞
く
・

話
す
」
と
い
う
行
為
の
中
で
、
調
整
が
で
き
な

い
の
は
「
聞
く
」
だ
け
で
あ
る
。

　

途
中
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
、書
き
直
す
、

話
す
速
さ
を
変
え
る
な
ど
、「
読
む
・
書
く
・

話
す
」
に
つ
い
て
は
、
自
分
で
調
整
で
き
る
部

分
が
あ
る
。
調
整
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
例
え
ば

「
読
む
」
に
お
い
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
人
物
関

係
を
整
理
す
る
、
結
論
に
対
す
る
理
由
を
考
え

る
、
根
拠
の
確
か
さ
を
検
証
す
る
な
ど
の
読
み

の
工
夫
（
言
語
技
能
と
言
っ
て
も
よ
い
）
が
可

能
に
な
る
。

　

学
校
教
育
で
は
、
例
え
ば
そ
う
い
う
読
み
の

工
夫
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
「
読
む
力
を

つ
け
る
」
と
言
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
調
整
で

き
る
言
語
活
動
だ
か
ら
可
能
で
あ
る
の
で
あ

り
、「
書
く
・
話
す
」
に
つ
い
て
も
大
な
り
小

な
り
同
様
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
聞
く
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
音
量
や
速
さ
を
こ
ち
ら
が
調

節
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
聞
き

直
す
こ
と
は
、
相
手
に
よ
っ
て
は
可
能
だ
け
れ

ど
も
、
日
常
的
に
い
つ
も
繰
り
返
し
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
聞
く
こ
と
の
学

び
」
を
「
読
む
・
書
く
・
話
す
こ
と
の
学
び
」

と
同
じ
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
自
体
に
無
理
が

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

「聞くこと」の学びは
〈どのように〉可能か

三浦 和尚　愛媛大学

特集
「聞くこと」の学びは可能か
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あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

私
は
「
聞
く
こ
と
の
学
び
」
は
、
次
の
二
つ

の
方
向
で
意
識
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。

　

一
つ
は
、
態
度
や
意
識
の
育
成
で
あ
る
。

　

例
え
ば
人
間
は
、「
言
っ
た
、
言
わ
な
い
」

の
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
時
、
た
い
て
い
「
相
手

が
き
ち
ん
と
話
さ
な
い
か
ら
い
け
な
い
」
と
考

え
る
。「
自
分
に
き
ち
ん
と
聞
く
力
が
な
い
」

と
は
あ
ま
り
考
え
な
い
。
し
か
し
、
後
者
の
場

合
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

　

き
ち
ん
と
聞
く
力
が
不
足
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
、
き
ち
ん
と
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
は
、
聞
く
こ
と
を
意

識
的
に
行
う
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
態
度

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
聞
く
力
の
育
成

は
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
態
度
の

育
成
に
〈
ど
の
よ
う
に
〉
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る

か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、「
技
能
の
行
動
目
標
化
」
で

あ
る
。

　

例
え
ば
「
話
し
手
の
意
図
を
考
え
な
が
ら
聞

く
」
と
い
っ
て
も
、
極
論
す
れ
ば
「
話
し
手
の

意
図
を
考
え
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
う

し
か
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
何

を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
学
習
者

は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
聞
く
こ
と
の
学

び
に
は
そ
う
い
う
側
面
が
あ
る
。

　

そ
う
で
は
な
く
、
具
体
的
な
行
動
と
し
て
、

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
聞
き
直
す
」「
う
な
ず
き

な
が
ら
聞
く
」「
メ
モ
を
と
る
」「
質
問
を
す
る
」

な
ど
の
行
動
を
設
定
し
、
そ
の
行
動
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
学
習
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
行
動
を
ど
の
く
ら
い
示
す
こ
と
が
で
き

る
か
、
ま
た
そ
れ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に

〈
ど
の
よ
う
に
〉
学
ば
せ
る
か
は
、
次
の
課
題

で
あ
る
。

　

聞
く
こ
と
の
学
び
に
お
い
て
は
、
従
来
、「
話

す
速
さ
は
適
当
で
し
た
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を

聞
き
手
に
確
認
す
る
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て

い
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
話
す
こ

と
の
技
能
の
確
認
」
で
あ
り
、
聞
く
力
を
育
て

る
問
い
か
け
で
は
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
聞

く
学
び
の
成
立
へ
向
け
て
、
具
体
的
な
学
習
材

が
求
め
ら
れ
る
。

〔
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
）。
昨
年
四
月

か
ら
附
属
小
学
校
校
長
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち

と
の
ふ
れ
合
い
を
楽
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

発
達
差
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
話
は
難
し
い
。

「聞くこと」の学びは〈どのように〉可能か
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1 「
聞
く
こ
と
」の
基
盤
と
し
て
の
聴
覚

　

第
一
三
〇
回
（
二
〇
〇
三
年
度
下
半
期
）
芥
川
賞

を
受
賞
し
た
綿
矢
り
さ
の『
蹴
り
た
い
背
中
』は
、「
さ

び
し
さ
は
鳴
る
」
と
い
う
セ
ン
テ
ン
ス
で
始
ま
る
。

「
さ
び
し
さ
」
と
い
う
感
情
が
、
こ
こ
で
は
「
鳴
る
」

と
い
う
聴
覚
に
関
わ
る
感
覚
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
音
の
実
態
は
、
続
け
て
「
耳
が
痛
く
な

る
ほ
ど
高
く
澄
ん
だ
鈴
の
音
」と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

高
校
生
で
あ
る
主
人
公
は
、
プ
リ
ン
ト
を
細
長
く
千

切
る
音
に
よ
っ
て
、「
孤
独
の
音
」を
消
そ
う
と
し
た
。

聴
覚
の
話
題
か
ら
始
ま
る
『
蹴
り
た
い
背
中
』
に
は
、

そ
の
他
に
も
様
々
な
感
覚
が
描
か
れ
て
い
る

　

現
代
社
会
は
「
見
る
こ
と
」
に
多
く
を
依
存
し
て

い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
の
周
囲
に
は
多
様
な
映
像
情
報
が
溢
れ
て
い

る
。
携
帯
電
話
も
「
話
す
」
た
め
の
ツ
ー
ル
か
ら
、

メ
ー
ル
を
中
心
と
し
た
「
見
る
」
ツ
ー
ル
へ
と
確
実

に
変
容
を
遂
げ
た
。
現
代
人
は
多
く
の
場
面
で
、
視

覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
寄
り
か
か
っ
て
生
き
て
い
る
。

視
覚
の
み
が
先
行
し
、
五
感
が
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
こ

と
か
ら
派
生
す
る
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
ち
な
み
に

『
蹴
り
た
い
背
中
』
と
同
時
に
芥
川
賞
を
受
賞
し
た

金
原
ひ
と
み
の
『
蛇
に
ピ
ア
ス
』
に
は
、「
ス
プ
リ

ッ
ト
タ
ン
」の
若
者
が
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な「
身

体
改
造
」
と
い
う
行
為
は
、
皮
膚
を
傷
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
痛
み
の
感
覚
か
ら
、
自
身
の
存
在

を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
触
覚
の
衰
退
に
関
わ
る

問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

　

現
代
社
会
に
生
き
る
子
ど
も
の
学
び
を
考
え
る
際

に
、
五
感
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
い
か
に
取
り
戻
す
か

と
い
う
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

と
ば
の
学
び
に
お
い
て
は
、
特
に
「
聞
く
こ
と
」
の

領
域
が
深
く
五
感
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
聴
覚
に
着
目
し
、国
語
科
で
「
聞
く
こ
と
」

を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
問
題
を
、
具
体
的
な

授
業
構
想
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

2 

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
聞
く
こ
と
」

　

ま
ず
、
学
習
指
導
要
領
で
「
聞
く
こ
と
」
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
み

た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る

国
語
科
の
領
域
が
、「
表
現
」「
理
解
」
か
ら
「
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
に

な
っ
た
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
え
合

う
力
」
を
高
め
る
こ
と
が
目
標
に
組
み
込
ま
れ
、「
聞

く
こ
と
」
は
「
話
す
こ
と
」
と
一
体
化
し
た
活
動
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
高
等
学
校
の
必
履
修

科
目
を
例
に
す
る
と
、
従
前
の
「
国
語
Ⅰ
」
で
は
特

に
時
間
数
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
音
声
言
語
に
関
す
る

領
域
が
、「
国
語
総
合
」
で
は
一
五
単
位
時
間
程
度

を
配
当
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
「
言
語
活
動
例
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
授
業
に
お
け
る
具
体
的
な
学
習
内
容
が
明
確
に

な
っ
た
。「
国
語
総
合
」
で
は
、「
ス
ピ
ー
チ
や
説
明
」

「
報
告
や
発
表
」「
話
合
い
や
討
論
」
な
ど
の
言
語
活

動
を
行
う
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、学
習
指
導
要
領
の
領
域
構
成
に「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
が
組
み
込
ま
れ
、
さ
ら
に
領

域
ご
と
に
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
科
書
や
授
業
の
内
容
に
い
く
つ
か
の
影
響
が

生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
あ
ま
り
明
確
に

意
識
す
る
こ
と
な
く
、
学
習
の
自
然
な
展
開
に
即
し

て
指
導
を
展
開
し
て
き
た
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

に
つ
い
て
、
今
後
は
意
識
的
に
授
業
の
中
に
位
置
づ

け
る
必
要
が
あ
る
。

 
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
は
独
立
し
た
活
動
と
し
て
扱

う
よ
り
も
、「
話
す
こ
と
」
と
一
体
化
し
た
活
動
と

し
て
扱
う
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
そ
し
て
「
聞
く
こ

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

町
田
守
弘

　
早
稲
田
大
学

「
聞
く
こ
と
」の

授
業
構
想

特
集

「
聞
く
こ
と
」の

学
び
は
可
能
か
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と
」
の
学
び
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
日
常
の
学
習
活
動
の
中
に
自
然
に
組
み

込
む
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、「
聞
く

こ
と
」
の
活
動
を
展
開
す
る
た
め
の
学
び
を
取
り
立

て
て
扱
う
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
、
バ

ラ
ン
ス
よ
く
授
業
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

3 

音
の
表
現
探
索

 

「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
す
る
際
に
、
聴
覚
に

関
わ
る
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
み
た

い
。
冒
頭
に
引
用
し
た
『
蹴
り
た
い
背
中
』
の
よ
う

な
文
学
作
品
を
読
ん
で
、
聴
覚
に
関
わ
る
表
現
を
抜

き
出
し
、
そ
れ
が
何
を
表
現
し
た
も
の
か
、
そ
し
て

そ
の
効
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
。
音
の
表
現
に
着
目
し
て
、
聴

覚
に
子
ど
も
た
ち
の
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
、「
聞

く
こ
と
」
の
新
た
な
学
び
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

擬
音
語
・
擬
態
語
に
注
目
す
る
学
び
を
工
夫
す
る

必
要
も
あ
る
。
た
と
え
ば
水
道
の
蛇
口
か
ら
水
が
出

る
と
い
う
情
景
に
つ
い
て
、
水
の
出
る
分
量
や
速
度

に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
擬
音
語
を
当
て
は
め
る
。「
ポ

タ
ポ
タ
」
か
ら
「
ザ
ー
ザ
ー
」
に
い
た
る
多
様
な
擬

音
語
・
擬
態
語
を
教
室
で
交
流
し
、
語
感
を
豊
か
に

す
る
と
い
う
授
業
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
図
書
館

で
『
擬
音
・
擬
態
語
辞
典
』
な
ど
関
連
す
る
文
献
を

調
べ
て
、
水
が
出
る
と
き
の
音
が
ど
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
す
る
。
そ
の
他
に
も
、
雨

の
降
る
音
、
風
の
吹
く
音
な
ど
、
具
体
的
な
音
の
あ

る
場
面
を
設
定
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
擬
音
語
・
擬
態

語
を
当
て
は
め
て
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
情
景
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
う
。

　

身
近
な
場
所
か
ら
、
音
に
関
す
る
擬
音
語
・
擬
態

語
を
収
集
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
音
を
想
像
す
る
の
も
効
果
的
で
あ
る
。
カ
ー
ド
に

採
取
年
月
日
を
記
入
し
、
一
枚
一
項
目
と
い
う
原
則

に
の
っ
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
擬
音
語
・
擬
態
語
を

採
録
す
る
。
そ
の
こ
と
ば
と
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て

い
た
前
後
の
表
現
、
お
よ
び
出
典
を
必
ず
記
入
す
る

よ
う
に
徹
底
す
る
。
カ
ー
ド
の
ス
ト
ッ
ク
が
増
え
た

と
こ
ろ
で
、
今
度
は
グ
ル
ー
プ
内
で
情
報
交
換
を
し

て
、
身
近
な
場
所
に
あ
る
音
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
く
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
聴
覚
に
関
わ
る
こ
と
ば
の
学

び
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た

ち
の
音
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
聴
覚
の
鍛
錬
に
も
つ
な
が
っ
て
、「
聞
く

こ
と
」
の
基
盤
作
り
に
有
効
と
な
る
。
授
業
時
間
と

い
う
枠
組
み
を
超
え
た
自
主
的
な
学
び
の
場
も
含
め

て
、
音
の
表
現
を
探
索
す
る
と
い
う
活
動
を
取
り
入

れ
て
み
た
い
。

4 

テ
レ
ビ
の
テ
ロ
ッ
プ
を
考
え
る

　

教
育
の
分
野
で
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問
題

が
多
様
な
切
り
口
か
ら
論
じ
ら
れ
、
話
題
に
な
っ
て

い
る
。
め
ま
ぐ
る
し
く
進
展
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
ど
の

よ
う
に
つ
き
あ
う
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
の
重

要
な
課
題
で
あ
る
。
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
現

代
社
会
で
は
「
見
る
こ
と
」
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
が

主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
特
に
、
テ
レ
ビ
と
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
意
味
は
大
き
い
。「
見
る
こ
と
」
は
ま

た
「
聞
く
こ
と
」
の
領
域
す
ら
も
侵
食
し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
、
テ
レ
ビ
番
組
に
お
け

る
テ
ロ
ッ
プ
（
ス
ー
パ
ー
）
の
異
常
な
ま
で
の
普
及

と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ニ
ュ
ー
ス
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
を
は
じ
め
多
く
の
テ

レ
ビ
番
組
に
お
い
て
、
人
物
の
話
す
こ
と
ば
に
か
な

り
の
頻
度
で
テ
ロ
ッ
プ
が
入
る
。
中
に
は
漫
画
の
吹

き
出
し
の
よ
う
に
、
字
体
か
ら
文
字
の
色
や
大
き
さ

に
至
る
ま
で
、
周
到
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
。
テ
ロ
ッ
プ
が
話
の
内
容
を
視
覚
的
に
提
示

し
て
く
れ
る
の
で
、
私
た
ち
は
人
物
の
話
を
注
意
し

て
聞
く
と
い
う
努
力
を
怠
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
テ
ロ
ッ
プ
の
文
字
情
報
が
話
よ
り
も
先
行
す
る

こ
と
も
あ
る
た
め
、
ま
だ
話
の
途
中
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
ち
早
く
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
丁
寧
に
、
指
示
語
な
ど
に
は

カ
ッ
コ
を
付
し
て
指
示
す
る
対
象
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
い
ま
は
、
む
し
ろ
テ
ロ
ッ
プ
の
な
い
談
話
に
違
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和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
は
た
し
て
テ
ロ
ッ
プ
の
文
字
情
報
は
正
確
に
人

物
の
話
を
伝
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

あ
る
知
事
の
談
話
が
事
実
と
は
反
対
の
テ
ロ
ッ
プ
を

付
し
て
放
映
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
番
組
を
作
成
し
た

テ
レ
ビ
局
が
糾
弾
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

あ
る
政
党
の
党
首
の
談
話
が
内
容
と
は
異
な
る
テ
ロ

ッ
プ
で
放
映
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間

の
中
で
テ
ロ
ッ
プ
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
局
側
の
事
情
は
推
察
で
き
る
が
、
文
字
情
報
に

依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
登
場
人
物
が
発
信
す
る
こ
と

ば
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
習
慣
を
日
ご
ろ
か
ら
身
に

付
け
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

テ
レ
ビ
番
組
の
テ
ロ
ッ
プ
も
、
工
夫
次
第
で
は
こ

と
ば
の
学
び
の
た
め
の
学
習
材
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
授
業
構
想
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
構
想
は
中
学
生
・
高

校
生
の
い
ず
れ
の
学
年
に
も
応
用
が
可
能
で
あ
る
。

①
テ
ロ
ッ
プ
が
入
る
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
ビ
デ
オ
に

収
録
す
る
。

　

実
際
に
い
く
つ
か
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
録
画
し

て
、そ
の
ス
ト
ッ
ク
の
中
か
ら
生
徒
た
ち
の
興
味
・

関
心
に
即
し
た
話
題
の
番
組
を
選
択
し
て
、
学
習

材
と
す
る
。

②
ニ
ュ
ー
ス
の
背
景
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
す

る
。

　

ま
ず
授
業
で
紹
介
す
る
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か

を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な

人
物
が
登
場
す
る
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
人
物
の

台せ
り
ふ詞
に
注
意
す
る
よ
う
に
促
す
。

③
映
像
を
消
し
て
音
だ
け
を
じ
っ
く
り
と
聞
か
せ

る
。

　

人
物
の
表
情
を
紹
介
し
、
そ
の
人
物
の
話
に
耳

を
傾
け
る
。
こ
の
と
き
、
映
像
は
写
さ
ず
に
、
音

声
の
み
を
放
送
す
る
。
学
習
者
は
、
話
の
要
点
や

キ
ー
ワ
ー
ド
を
メ
モ
し
な
が
ら
聞
く
。

④
聞
い
た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
て
、
テ
ロ
ッ
プ

の
原
稿
を
書
く
。

　

メ
モ
を
参
照
し
な
が
ら
、
テ
ロ
ッ
プ
の
原
稿
を

作
成
す
る
。

⑤
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
の
映
像
を
改
め
て
紹
介
し
、

番
組
側
で
作
っ
た
テ
ロ
ッ
プ
を
見
て
、
自
分
の
考

え
た
案
と
の
比
較
・
検
討
を
す
る
。

　　

最
後
に
再
度
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
放
映
す
る
が
、
今

度
は
テ
ロ
ッ
プ
が
つ
い
た
映
像
を
と
も
に
紹
介
し
、

生
徒
た
ち
が
実
際
に
作
成
し
た
テ
ロ
ッ
プ
と
の
比

較
・
検
討
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
よ
く
聞
き
取

れ
な
か
っ
た
会
話
が
あ
れ
ば
、
そ
の
箇
所
に
は
十
分

に
注
意
を
し
て
、
テ
ロ
ッ
プ
が
人
物
の
談
話
を
正
し

く
表
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
。

　

授
業
の
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
こ
の
後
に
テ
レ

ビ
に
お
け
る
テ
ロ
ッ
プ
の
効
果
と
問
題
点
に
つ
い
て

考
え
る
と
い
う
内
容
の
学
び
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
す
べ
て
の
活
動
に
お
い
て
生
徒
た
ち
の
意
識

を
こ
と
ば
に
向
け
、
こ
と
ば
の
働
き
を
常
に
考
慮
す

る
よ
う
な
学
び
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

5 

対
話
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　

前
の
節
で
は
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し

て
人
の
話
を
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
し
た
。

も
ち
ろ
ん
国
語
科
で
は
、
直
接
人
の
話
を
聞
く
と
い

う
活
動
の
場
所
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
授
業
で
は

意
識
的
に
「
聞
く
こ
と
」
の
場
面
を
設
定
す
る
よ
う

に
配
慮
し
た
い
。

 

「
聞
く
こ
と
」
の
表
記
を
「
聴
く
こ
と
」「
訊
く
こ
と
」

の
よ
う
に
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
把
握
す

る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。
前
の
節
で
は
、「
聞

く
こ
と
」
お
よ
び
「
聴
く
こ
と
」
に
関
わ
る
授
業
構

想
を
紹
介
し
た
の
で
、
本
節
で
は
「
訊
く
こ
と
」
に

関
わ
る
活
動
を
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
対
話

と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
要
素
を
組
み
込
ん
だ
構
想
で
あ

る
。
こ
の
授
業
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
向
上
を
も
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
活
動

と
し
て
は
「
対
話
」
と
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
の
要
素

を
取
り
入
れ
つ
つ
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
形
態
で
展

開
し
、
ゲ
ー
ム
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
楽
し
い
内
容

に
す
る
。
以
下
に
実
際
の
指
導
過
程
の
概
要
を
紹
介

す
る
。

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か



9 「聞くこと」の授業構想

①
ク
ラ
ス
全
体
を
二
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け

る
。

　

席
の
近
く
の
者
で
ペ
ア
を
組
む
。
奇
数
の
グ
ル

ー
プ
が
生
じ
た
場
合
に
、
教
師
が
加
わ
る
な
ど
し

て
調
整
す
る
。

②
二
人
の
う
ち
一
人
が
質
問
者
に
、
も
う
一
人
が

回
答
者
に
な
る
。

　

一
回
実
施
し
た
ら
二
人
の
立
場
を
入
れ
替
え
る

こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
告
げ
る
。

③
回
答
者
は
、あ
る
有
名
な
人
物
を
一
人
選
ん
で
、

そ
の
人
の
名
前
を
ノ
ー
ト
に
書
く
。

　

必
ず
相
手
も
そ
の
人
物
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

こ
と
が
条
件
と
な
る
。
ノ
ー
ト
に
書
く
の
は
、
回

答
者
が
途
中
で
人
物
を
変
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
る
。

④
時
間
を
二
分
間
に
区
切
っ
て
、
質
問
者
は
様
々

な
質
問
を
投
げ
か
け
、
回
答
者
は
誠
意
を
も
っ
て

そ
れ
に
答
え
る
。

　

双
方
が
協
力
し
て
、
効
果
的
な
質
問
と
回
答
が

成
立
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

⑤
時
間
に
な
っ
た
ら
、
質
問
者
は
回
答
者
が
連
想

し
た
人
物
名
を
明
ら
か
に
す
る
。
今
度
は
立
場
を

入
れ
替
え
て
、
同
様
に
実
施
す
る
。

　

質
問
者
が
答
え
て
か
ら
、
回
答
者
は
ノ
ー
ト
を

相
手
に
見
せ
る
よ
う
に
す
る
。

⑥
終
了
後
に
実
際
の
体
験
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う

な
質
問
が
回
答
を
導
き
出
す
の
に
効
果
的
か
を
考

え
る
。

　

立
場
を
交
換
し
て
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
て
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
質
問
を
す
る
と
回
答
が
わ
か
り
や
す
い
の

か
を
考
え
て
、
意
見
交
換
を
実
施
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、「
聞

く
こ
と
」
の
学
び
が
成
立
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
関
わ
る
「
聞
く
こ
と
」
を
、
ゲ
ー
ム
の
要
素

を
含
め
た
授
業
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
の
振
り
返
り
と
し
て

は
、
活
動
が
日
常
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
特
に
日
常
の
学
び
と
一
体
化
し
た
も
の
が
求
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
で
は
、
活

動
を
経
験
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
こ
と
が
多

い
。国
語
の
学
力
に
直
結
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、

安
易
に
技
能
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
例

え
ば
、
対
話
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
学
習
を
す
る
際
に

特
に
留
意
し
た
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
生
徒
に
挙
げ

さ
せ
る
な
ど
し
て
、
学
習
の
意
識
化
を
図
る
必
要
が

あ
る
。
生
徒
に
直
接
声
を
か
け
た
り
小
ま
め
に
評
価

言
を
書
い
た
り
し
て
、
子
ど
も
の
学
び
の
意
欲
を
喚

起
す
る
よ
う
な
配
慮
が
重
要
で
あ
る
。

6 

総
括
と
課
題

 

「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
に
関
わ
る
授
業
構
想
を
三
例

紹
介
し
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
ほ
ん
の
一

例
で
あ
る
。
現
場
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
積
み
重

ね
ら
れ
、
研
究
も
深
め
ら
れ
て
い
る
。
優
れ
た
研
究

と
実
践
に
学
び
つ
つ
、
変
容
す
る
学
習
者
の
現
実
を

的
確
に
と
ら
え
た
う
え
で
、
効
果
的
な
授
業
を
構
想

す
る
努
力
を
続
け
た
い
。

　

ま
ず
活
動
の
基
盤
と
な
る
聴
覚
に
着
目
し
て
、
聴

覚
に
関
わ
る
こ
と
ば
の
学
び
を
構
想
す
る
。
五
感
が

衰
退
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
状
の
中
で
、
感
覚
を
磨

く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く

メ
デ
ィ
ア
の
環
境
に
も
目
を
向
け
て
、
た
と
え
ば
映

像
を
学
習
材
と
し
た
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
を
展
開

す
る
必
要
も
あ
る
。
現
在
話
題
に
な
っ
て
い
る
メ
デ

ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
も
関
連
さ
せ
た
授
業
を
構
想

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

学
習
指
導
要
領
の
領
域
構
成
で
は
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
聞

く
こ
と
」
の
学
び
は
「
話
す
こ
と
」
と
一
体
化
し
て

進
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
言
語
活
動
例
に

示
さ
れ
た
よ
う
な
具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
、
学
び

を
展
開
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
と
か
ら
め
て
、
対
話
や
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

構
想
が
求
め
ら
れ
る
。
効
果
的
な
振
り
返
り
の
あ
り

方
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

〔
ま
ち
だ　

も
り
ひ
ろ
〕
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
教

授
。
興
味
・
関
心
と
意
欲
の
喚
起
が
こ
と
ば
の
学
び

の
原
動
力
に
な
る
と
考
え
、
楽
し
く
力
の
つ
く
授
業

開
発
に
つ
い
て
の
研
究
を
続
け
て
い
る
。
著
書
に『
国

語
科
授
業
構
想
の
展
開
』（
三
省
堂
）
な
ど
。
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1 

「
き
く
」
学
び
を
組
織
す
る

　

国
語
科
の
学
習
は
、「
き
く
」
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

国
語
科
教
育
に
携
わ
る
先
生
方
に
と
っ
て
は
今
さ
ら
と

思
え
る
こ
と
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
改
め
て
確
か
め
て
み
た
い
の
で
す
。「
き

く
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
？　

何
を
も
っ
て

「
き
く
」
こ
と
が
で
き
た
と
評
価
で
き
る
の
で
し
ょ
う
？

　

こ
こ
ま
で
、「
き
く
」
と
表
記
し
て
き
ま
し
た
。
次
の
よ

う
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
聞
く
」
音
や
声
を
耳
で
感
じ
る
。
話
を
耳
か
ら
入
れ

て
理
解
す
る
。

「
聴
く
」
自
分
の
方
か
ら
積
極
的
に
耳
を
傾
け
る
。

「
訊
く
」
相
手
に
何
か
を
た
ず
ね
る
。

　
　
　
（『
例
解
国
語
辞
典
第
六
版
』
三
省
堂
）

　

国
語
科
の
授
業
で
育
て
た
い
言
語
能
力
と
し
て
の
「
き

く
」
力
と
い
う
と
き
、
ど
の
漢
字
が
想
定
さ
れ
る
の
で
し

ょ
う
？

 

「
き
く
」
力
を
育
て
る
必
要
性
は
多
く
の
人
が
認
め
て
い

る
し
、
話
題
に
も
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
具
体
と
な
る
と
焦

点
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
、
こ
の
あ
た
り
に
原

因
が
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
提
案
で
す
。

　

ま
ず
「
聞
く
」
力
を
確
か
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の

学
習
を
準
備
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
で
「
聴
く
」
意
識

を
育
て
、｢

訊
く
」
力
へ
と
高
ま
る
よ
う
に
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
す
る
具
体
的
な
手
順
に
つ
い
て

は
多
く
の
意
見
・
立
場
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
次
の
よ
う

に
考
え
て
い
ま
す
。
※
１

　

作
成
に
あ
た
っ
て
気
を
つ
け
た
い
こ
と
は
、
教
科
書
の

学
習
材
を
基
本
に
年
間
指
導
計
画
を
作
る
前
の
、
い
く
つ

か
の
手
順
で
す
。

　

ま
ず
、
学
習
す
る
生
徒
た
ち
が
ど
の
程
度
の
「
き
く
」

力
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
次
に
教
科
書
に
あ
る
学
習
材
を
学
ば
せ
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
学
年
で
求
め
ら
れ
る
「
話
す
・
聞
く
」
力
が
身

に
つ
く
か
ど
う
か
と
い
う
見
通
し
を
も
つ
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
材
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
活
動
を
行
う

よ
う
に
準
備
す
る
こ
と
、
そ
の
言
語
活
動
を
行
う
こ
と
を

通
し
て
学
習
者
で
あ
る
生
徒
が
目
指
す
目
標
を
示
す
こ
と
、

そ
こ
ま
で
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
の
事
前
の
準
備
で
す
。

　

そ
の
過
程
で
ぜ
ひ
行
っ
て
お
き
た
い
こ
と
、そ
れ
は
「
領

域
ご
と
の
年
間
指
導
計
画
」
を
作
成
す
る
こ
と
で
す
。
時

系
列
や
教
科
書
の
学
習
材
の
順
序
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
三
領
域
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
で
す
。
こ
の
過
程
で
「
本

校
の
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
力
を
育
て
る
か
」
と

い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
上
の
課
題
が
明
確
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
領
域
ご
と
の
学
習
の
系
統
性
が
明
ら
か
に
な
る
と

同
時
に
、
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
て
い
る
内
容
（
指
導

事
項
）
の
過
不
足
も
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
教
科
書
で
は

お
お
む
ね
指
導
事
項
が
偏
り
な
く
指
導
で
き
る
よ
う
に
配

列
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
じ
め
に
考
え
た
「
本
校
の
生
徒

の
実
態
」
と
は
、
ど
こ
か
で
隔
た
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

特集
「聞くこと」の学びは可能か

「きく」力を育てるカリキュラムを
 「きく」学びが確かに行われる教室をつくる
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こ
の
手
順
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に

ふ
さ
わ
し
い
年
間
指
導
計
画
作
り
が
行
え
る
と
い
え
ま
す
。

2 

「
聞
く
」
か
ら
「
聴
く
」
へ

　

い
く
つ
か
の
教
室
を
見
て
い
て
気
に
な
る
の
は
、「
聞
く
」

力
を
具
体
的
に
ど
う
考
え
て
い
る
か
、
授
業
者
で
あ
る
先

生
の
明
確
な
姿
勢
が
見
え
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
指

導
計
画
等
で
示
さ
れ
る
評
価
規
準
を
見
る
と
よ
く
分
か
り

ま
す
。

　

例
え
ば
、
討
論
ゲ
ー
ム
の
指
導
計
画
で
は
「
相
手
に
わ

か
り
や
す
く
話
し
た
り
、
自
分
の
考
え
と
の
違
い
を
意
識

し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
よ
う
な
評
価
規
準
が

多
く
の
教
室
で
示
さ
れ
ま
す
。
こ
の
規
準
を
も
と
に
評
価

す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
？　

ま
た
、「
適
正
な
音
量

や
速
度
で
話
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
準
が
知
識
・

理
解
の
評
価
規
準
と
し
て
示
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
の

「
適
正
な
音
量
」
と
は
ど
の
よ
う
な
音
量
か
、
学
習
者
と
授

業
者
で
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
た
う
え
で
評
価
が
行
わ
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
回
答
の
一
つ
と
し
て
、
神

奈
川
県
愛
川
町
立
愛
川
中
学
校 

中
村
慎
輔
先
生
の
「
ナ
ン

バ
リ
ン
グ
・
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
実
践
」

を
通
し
て
、
聞
き
取
る
力
を
高
め
る
た
め
の
学
習
の
あ
り

方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

注
（
こ
の
実
践
記
録
は
平
成
十
五
年
十
一
月
七
日
に
神

奈
川
県
藤
沢
市
立
藤
ケ
岡
中
学
校
で
開
催
さ
れ
た

第
四
十
六
回
関
東
地
区
中
学
校
国
語
教
育
研
究
協

議
会
で
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。）

　

中
村
先
生
の
主
張
は
、「
聞
く
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、

『
論
理
的
に
聞
き
取
る
た
め
の
メ
モ
の
取
り
方
を
身
に
つ
け

る
』
こ
と
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
ス
キ
ル
と
し

て
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
も
の

で
す
。
具
体
的
に
は
「
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
・
ラ
ベ
リ
ン
グ
」

と
い
う
手
法
を
用
い
た
授
業
の
実
践
記
録
で
す
。

　

こ
の
提
案
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、「
聞
く
」
学
習
の
中

で
、
確
か
に
聞
き
取
っ
た
と
い
え
る
実
感
の
も
て
る
学
習

を
展
開
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
聞
く
」
力
が

身
に
つ
い
た
生
徒
た
ち
は
、
そ
の
力
を
も
と
に
「
話
す
」

際
に
も
、
聞
き
手
を
意
識
し
た
論
理
的
で
わ
か
り
や
す
い

話
し
方
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
聴
く
」こ
と
の
価
値
、

す
な
わ
ち
自
分
か
ら
積
極
的
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
の
価
値

が
わ
か
り
、「
聞
き
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
話
す
こ
と

が
、
自
分
の
考
え
や
思
い
を
正
し
く
伝
え
る
う
え
で
も
有

効
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
り
ま
す
。

　

一
年
生
の
「
討
論
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う
」
の
学
習
の
中
で

行
っ
た
提
案
で
す
が
、
二
年
生
の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

や
三
年
生
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
用
い
る
こ

と
の
で
き
る
考
え
方
で
す
。

　

も
う
一
つ
、「
読
む
」
領
域
の
学
習
の
中
で
「
聞
く
」
力

を
育
て
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。
二
年
生
の
「
ジ
ー

ン
ズ
」
を
も
と
に
、
い
く
つ
か
の
詩
を
取
り
上
げ
て
「
朗

読
発
表
会
」
を
行
う
中
で
、「
聞
く
」
こ
と
の
意
味
に
気
づ

か
せ
た
い
と
い
う
提
案
で
す
。

　

授
業
を
行
っ
た
の
は
横
浜
市
立
中
川
西
中
学
校 

竹
下
恭
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子
先
生
、
学
習
し
た
生
徒
は
藤
沢
市
立
湘
洋
中
学
校
二
年

生
。
前
の
例
と
同
じ
関
東
地
区
国
語
教
育
研
究
協
議
会
で

行
わ
れ
た
授
業
で
す
。

　

授
業
は
「
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
」
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
、

対
抗
す
る
グ
ル
ー
プ
の
優
劣
を
決
め
る
ジ
ャ
ッ
ジ
ま
で
行

う
形
で
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
授
業
全
体
の
学
習
の
プ
ロ
セ

ス
に
、「
聞
く
」
こ
と
を
意
識
し
た
仕
掛
け
が
さ
れ
て
い
ま

す
。
ジ
ャ
ッ
ジ
カ
ー
ド
と
名
づ
け
た
評
価
票
の
中
の
評
価

の
観
点
に
「
選
ん
だ
詩
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
の
内
容
が

伝
わ
り
ま
し
た
か
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し

ま
し
ょ
う
。
コ
メ
ン
ト
と
は
、
発
表
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、

あ
ら
か
じ
め
「
こ
ん
な
思
い
を
込
め
て
朗
読
し
ま
す
」
と

い
う
形
で
聞
き
手
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ジ
（
朗
読
す
る
グ
ル
ー

プ
以
外
の
生
徒
）
に
、
自
分
た
ち
の
選
ん
だ
詩
に
つ
い
て
、

伝
え
た
い
こ
と
・
こ
の
詩
の
よ
さ
・
作
者
の
訴
え
な
ど
を

ま
と
め
て
知
ら
せ
て
お
く
も
の
で
す
。
ジ
ャ
ッ
ジ
は
こ
の

コ
メ
ン
ト
の
内
容
を
聞
き
取
る
こ
と
が
、
判
定
す
る
う
え

で
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
ま
す
。

　

群
読
が
あ
っ
た
り
、
動
作
化
が
あ
っ
た
り
と
発
表
は
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
発
表
が
終
わ

る
た
び
に
大
き
な
拍
手
が
起
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ジ
ャ

ッ
ジ
で
は
コ
メ
ン
ト
の
内
容
が
朗
読
に
反
映
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
が
判
断
基
準
と
し
て
全
体
の
評
価
に
大
き
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

詩
を
読
む
学
習
は
、
本
来
個
人
的
な
活
動
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
竹
下
先
生
の
提
案
で

も
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
そ
の
う
え
で
協
働
す
る
学
び

が
も
つ
価
値
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
で
意
図

的
に
「
聴
く
」
こ
と
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
学
習
全
体
が

活
性
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3 

「
聞
く
」
こ
と
か
ら
始
ま
る
学
び

　

こ
こ
に
あ
げ
た
二
つ
の
例
は
、 

い
ず
れ
も
「
聞
く
」
こ

と
の
意
味
や
価
値
に
気
づ
か
せ
、
文
字
通
り
「
聴
く
」
こ

と
へ
と
学
習
者
の
意
識
を
向
か
わ
せ
深
め
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。「
し
っ
か
り
と
聞
く
こ
と
の
大
事
さ
」
を
直

接
的
に
説
明
し
た
り
押
し
つ
け
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

学
び
を
通
し
て
実
感
さ
せ
て
、
結
果
と
し
て
「
き
く
」
意

識
を
育
て
る
授
業
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
積
み
重
ね
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
聞
く
」

力
が
育
つ
と
い
う
見
通
し
が
も
て
ま
す
。
次
の
段
階
と
し

て
別
の
学
習
場
面
で
そ
の
育
っ
た
力
を
検
証
し
ま
す
。
そ

の
振
り
返
り
と
積
み
重
ね
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
評
価
で
あ
り
、

そ
れ
が
ま
さ
に
「
本
校
の
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
作
成
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

あ
る
学
校
の
二
年
生
の
「
平
家
物
語
」
の
授
業
の
中
で
、

次
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
出
会
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

 

「
平
家
物
語
」
の
本
文
を
読
ん
で
、
内
容
の
理
解
に
基
づ

い
て
朗
読
（
群
読
）
を
発
表
し
合
う
と
い
う
授
業
で
す
。

生
徒
が
書
い
た
「
朗
読
を
通
し
て
人
に
伝
え
た
い
こ
と
」

の
中
に
、

 

「
聴
く
人
に
昔
の
ふ
い
い
ん
き
を
伝
え
る
」

と
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
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〔
み
う
ら　

し
ゅ
う
い
ち
〕
神
奈
川
県
横
浜
市
立
原
中
学
校

長
。
生
徒
が
主
役
で
あ
る
教
室
づ
く
り
が
課
題
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
学
ぶ
意
欲
を
育
て
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
《
ふ
い
い
ん
き
》
と
書
い
た
生
徒
は
、
中
位
以
上

の
学
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。《
雰
囲
気
》

と
い
う
単
語
を
理
解
語
彙
と
し
て
も
っ
て
い
て
、
さ
ら
に

文
脈
の
中
で
使
う
こ
と
も
で
き
て
い
ま
す
。「
朗
読
を
通
し

て
聴
く
人
に
昔
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
」
こ
と
が
、
学
習
の

目
標
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
、
そ
の
こ
と
自
体
に
も
疑
問

が
あ
り
ま
す
が
、《
ふ
い
い
ん
き
》
と
書
い
た
生
徒
が
い
て
、

グ
ル
ー
プ
で
そ
の
こ
と
を
確
か
め
た
う
え
で
提
出
し
た
の

で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
の
《
ふ
い
い
ん
き
》
に
つ
い
て
は
、

少
な
く
と
も
数
人
の
生
徒
に
は
違
和
感
が
な
か
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
詳
細
に
聞
き
取
り
し
た
結
果
で
は

な
い
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。）

 
「
生
徒
は
時
に
こ
う
い
う
思
い
違
い
を
す
る
も
の
。」
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
現
実
か
ら
、
二
つ
め
の
提
案
で
す
。「
聞
き
取

り
テ
ス
ト
」
を
す
る
こ
と
で
す
。
尾
木
和
英
先
生
（
東
京

女
子
体
育
大
学
）
が
そ
の
効
用
を
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

文
章
表
現
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
大
学
の
講
義
で
、

継
続
的
に
「
聞
き
取
り
テ
ス
ト
」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

学
生
の
国
語
力
が
向
上
し
た
と
い
う
お
話
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
多
く
の
教
室
で
行
わ
れ
て
い
る
漢
字
テ

ス
ト
（
書
き
取
り
テ
ス
ト
）
の
代
わ
り
に
、
ま
た
は
、
そ

の
一
部
と
し
て
「
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
正
し
く
書
く
」
テ

ス
ト
を
行
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
も
、
継
続
す
る
こ
と
が
大

事
で
す
。

　

例
え
ば
、
植
物
の
名
称
を
系
統
的
に
聞
き
取
ら
せ
て
書

か
せ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
生
徒
た
ち
の
日
常
か
ら
季

節
感
が
薄
れ
て
い
ま
す
。

　

桜
や
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
は
知
っ
て
い
て
も
、
七
草
を
知
ら

な
い
生
徒
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
『
わ
れ
も

こ
う
』
っ
て
何
？　

と
聞
か
れ
て
植
物
の
名
前
だ
と
答
え

ら
れ
る
生
徒
は
、
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
？　

聞
き

取
っ
て
ひ
ら
が
な
で
正
し
く
書
け
る
で
し
ょ
う
か
？

 

「
聞
き
取
り
テ
ス
ト
」
を
意
図
的
・
継
続
的
に
行
っ
て
い

る
先
生
方
か
ら
共
通
し
て
聞
か
れ
る
の
は
、「
授
業
を
聞
く

姿
勢
が
改
善
さ
れ
た
」
と
い
う
お
声
で
す
。

4 

お
わ
り
に

 

「
き
く
」
力
が
身
に
つ
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
だ
け
を
取

り
上
げ
て
検
証
す
る
こ
と
は
確
か
に
難
し
い
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
「
き
く
」
こ
と
の
価
値
が
実
感
で
き
る
学
習

を
創
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
が
一
体
と
な
っ
た
学
び
の
中
で
、
繰
り
返
し

確
か
め
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
り
実

行
す
る
と
い
う
明
確
な
見
通
し
の
中
で
こ
そ
「
こ
と
ば
の

力
」
は
育
つ
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

※
１　
『
こ
と
ば
が
育
つ
学
び
の
プ
ラ
ン
』　

二
〇
〇
三
年 

三
省
堂　



14

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

実
践
1 

お
話
を
聞
こ
う

○
活
動
の
概
要　

百
円
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
も
売
っ
て
い

る
「
お
話
の
Ｃ
Ｄ
」
を
流
す
だ
け
の
活
動
で
あ
る
。
給

食
の
準
備
を
す
る
時
間
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
活
動
の
実
際　

一
年
生
で
実
践
し
た
。
給
食
の
準
備

の
た
め
騒
が
し
か
っ
た
教
室
は
、
Ｃ
Ｄ
が
流
れ
た
途
端

に
静
ま
り
返
り
、
子
ど
も
た
ち
の
目
は
輝
い
た
。
ど
れ

も
「
は
だ
か
の
王
様
」「
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
」
な
ど

誰
も
が
知
っ
て
い
る
は
ず
の
お
話
で
あ
る
が
、
多
く
の

子
ど
も
が
引
き
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
お
話
を

流
し
て
も
、
飽
き
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
語
り
口
な
ど
を

ま
ね
す
る
子
ど
も
も
出
始
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

○
そ
の
他　

Ｃ
Ｄ
以
上
に
効
果
的
な
の
は
、
や
は
り
、

教
師
自
身
が
覚
え
た
昔
話
な
ど
を
直
接
語
っ
て
や
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
学
習
材
と
し
て
は
、
東
京
子
ど
も
図
書

館
の
「
お
は
な
し
の
ろ
う
そ
く
」
が
お
す
す
め
で
あ
る
。

実
践
2 

ニ
ュ
ー
ス
キ
ャ
ス
タ
ー
に
な
ろ
う

○
活
動
の
概
要　

朝
礼
な
ど
、
ま
と
ま
っ
た
お
話
を
聞

い
た
後
に
行
う
活
動
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
に
見
立
て
た
段

ボ
ー
ル
箱
の
中
で
、
聞
い
た
話
を
報
道
記
者
と
し
て
伝

え
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
を
知
ら
せ
て
お
く
。

○
活
動
の
実
際　

五
年
生
で
実
施
し
た
。『
二
人
の
若

者
が
、
商
売
を
し
よ
う
と
町
に
出
た
が
、
あ
る
店
で
水

が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
一
人
は
「
こ
の
町
は
、

水
で
さ
え
も
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
所
な
の

か
。
こ
ん
な
所
で
は
、
商
売
は
で
き
な
い
」
と
考
え
て

去
っ
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
一
人
は
「
こ
こ
は
水

で
さ
え
も
売
れ
る
の
か
。
だ
っ
た
ら
、
何
で
も
売
れ
る

ぞ
」
と
考
え
て
、
商
売
を
始
め
、
大
成
功
を
収
め
る
』

と
い
う
話
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
競
っ
て
報
道
し
合

っ
た
。「
物
事
は
前
向
き
に
捉
え
て
行
動
し
よ
う
と
い

う
お
話
で
し
た
」
と
報
道
記
者
よ
ろ
し
く
上
手
に
伝
え

る
児
童
が
出
る
と
、
拍
手
が
起
こ
っ
た
。

☆
聞
く
こ
と
の
学
び
が
成
立
す
る
た
め
に

　

聞
く
活
動
は
、
受
動
的
な
活
動
の
よ
う
に
見
え
て
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。
聞
い
た
こ
と
ば
を
も
と
に
、
お

話
の
世
界
を
想
像
し
た
り
、
要
点
を
ま
と
め
た
り
す
る

能
動
的
な
活
動
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
活

動
が
保
障
さ
れ
る
場
を
つ
く
る
こ
と
が
、
聞
く
こ
と
の

学
び
を
よ
り
豊
か
に
す
る
と
考
え
て
い
る
。

〔
お
お
き　

き
よ
し
〕
昨
年
秋
、
自
分
た
ち
で
作
っ
た

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
中
で
、
星
座
に
ま
つ
わ
る
神
話

を
下
級
生
に
語
る
と
い
う
単
元
を
実
施
し
ま
し
た
。

「
語
り
の
授
業
」
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
ご
一
報
を
！

大木 圭　千葉大学教育学部附属小学校

実践アイディア
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「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
方
法
は
、

大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。

一　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
「
傾
聴
訓
練
」
の
よ
う
に

反
復
練
習
す
る
学
び

二　
「
雑
誌
制
作
」「
ニ
ュ
ー
ス
番
組
制
作
」
と
い
っ

た
大
き
な
総
合
単
元
の
文
脈
の
中
で
、
必
然
的

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
を
組
織
す
る
よ
う
な
学

び

 

「
基
礎
・
基
本
の
定
着
」
と
い
っ
た
こ
と
が
声
高
に
叫

ば
れ
る
と
、
一
つ
目
の
反
復
練
習
の
必
要
を
感
じ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
学
習
も
と
き
に
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
一
年
生
の
四
月
か
ら
国
語
の
授
業
の
最
初

の
十
分
間
、「
傾
聴
訓
練
」
の
時
間
に
あ
て
る
と
い
っ

た
方
法
で
あ
る
。
一
対
一
の
対
話
形
態
で
、
三
分
間
×

二
セ
ッ
ト
、
相
手
を
交
替
し
て
行
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
訓
練
や
練
習
に
お
い
て
、
生

徒
の
学
習
意
欲
を
引
き
出
し
な
が
ら
行
う
こ
と
は
難
し

い
。
確
か
な
学
力
は
、
生
徒
の
学
ぶ
意
欲
に
基
づ
い
た

「
学
び
の
文
脈
に
位
置
づ
い
た
」
活
動
の
中
で
こ
そ
身

に
つ
く
も
の
で
あ
る
。

  

こ
の
「
意
欲
に
基
づ
い
た
学
び
の
文
脈
」
の
中
で
「
基

礎
に
降
り
る
学
び
」
と
し
て
「
聞
く
こ
と
」
を
位
置
づ

け
て
い
く
こ
と
が
、
国
語
科
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

  

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
着
目
す
べ
き
は
、
総

合
単
元
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
雑
誌
制
作
」「
ニ
ュ

ー
ス
番
組
制
作
」
な
ど
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら

総
合
単
元
で
は
、
生
徒
の
学
習
意
欲
は
、
す
こ
ぶ
る
高

い
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
、「
活
動
は
あ
っ
た
が
、

学
び
の
な
い
状
態
」
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

こ
の
総
合
単
元
に
は
、「
読
む
活
動
」「
書
く
活
動
」「
話

す
・
聞
く
活
動
」
…
す
べ
て
の
要
素
が
入
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、「
ど
ん
な
力
を
つ
け
る
の
か
」

を
教
師
が
明
確
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
聞

く
こ
と
」
の
学
び
と
し
て
、
ど
ん
な
力
を
身
に
つ
け
て

行
う
の
か
を
意
識
し
て
総
合
単
元
の
授
業
構
想
を
行
う

こ
と
が
望
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
、
組
織
す
る
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
活
動
で
は
、「
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら
的

確
に
聞
き
取
る
」
た
め
の〝
問
い
か
け
の
技
能
〞を
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
。

  

私
は
、「
聞
く
こ
と
」
の
確
か
な
学
力
を
身
に
つ
け
る

た
め
に
、
こ
れ
ら
総
合
単
元
に
活
路
を
見
い
だ
し
て
い

る
。

〔
さ
と
う　

さ
と
し
〕
昨
年
度
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
番
組

制
作
」「
ラ
ジ
オ
Ｃ
Ｍ
制
作
」「
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
・
コ

ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
（
企
画
会
議
）」
と
い
っ
た
、「
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
焦
点
づ
け
た
総
合
単
元
の
開

発
を
行
い
、
実
践
研
究
を
し
た
。

佐藤 佐敏　新潟大学教育人間科学部附属新潟中学校

実践アイデア

実践アイディア
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「
連
続
朗
読
劇
場
」
と
名
づ
け
た
読
み
聞
か
せ
を
こ
こ

何
年
か
続
け
て
い
る
。
授
業
開
始
か
ら
お
よ
そ
十
分
間
。

と
き
に
生
徒
の
熱
い
要
望
を
無
視
で
き
ず
に
も
う
少
し

…
。
こ
れ
で
一
学
期
に
単
行
本
一
冊
は
い
け
る
。

　

国
語
の
時
間
数
が
減
ら
さ
れ
、
ど
こ
を
探
し
て
も
余

裕
な
ど
な
く
な
っ
た
今
、「
こ
ん
な
こ
と
に
時
間
を
割

く
の
は
や
め
よ
う
か
、
無
駄
な
時
間
で
は
な
い
か
」
と

も
考
え
た
が
、
生
徒
の
声
を
聞
け
ば
そ
れ
も
で
き
な
い
。

　

中
学
生
に
読
み
聞
か
せ
す
る
な
ん
て
…
も
っ
と
若
い

こ
ろ
に
は
そ
う
考
え
て
い
た
。
し
か
し
目
の
前
の
、「
本

な
ん
て
キ
ラ
イ
」「
漫
画
な
ら
ね
」
と
言
っ
て
い
る
た

く
さ
ん
の
生
徒
に
ど
う
に
か
本
の
お
も
し
ろ
さ
を
わ
か

っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
一
心
で
始
め
た
こ
の
「
連
続
朗
読

劇
場
」
は
、
読
書
を
日
常
の
中
に
取
り
込
み
、
本
好
き

を
増
や
し
て
く
れ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま

な
恩
恵
を
私
の
教
室
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。

　

こ
の
時
間
に
は
特
に
評
価
も
な
い
。
本
の
世
界
に
ひ

た
っ
て
く
れ
る
だ
け
で
い
い
。
た
だ
、
心
の
中
に
情
景

や
登
場
人
物
の
様
子
な
ど
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
に
ひ

た
す
ら
耳
を
澄
ま
し
、
心
を
開
い
て
聞
き
ひ
た
っ
て
ほ

し
い
。
願
い
を
込
め
て
真
剣
に
読
む
。
そ
れ
に
応
え
て

生
徒
は
た
だ
一
心
に
聞
く
。
聞
く
と
い
う
こ
と
は
受
身

だ
か
ら
楽
だ
ろ
う
と
考
え
る
方
も
あ
ろ
う
が
、
十
分
間

も
じ
っ
と
聞
き
続
け
る
こ
と
は
か
な
り
ハ
ー
ド
な
頭
脳

労
働
で
あ
る
。
読
み
終
わ
る
と
、
生
徒
か
ら
ふ
ー
っ
と

た
め
息
が
出
る
こ
と
も
あ
る
。
な
か
な
か
現
実
に
戻
っ

て
こ
な
い
よ
う
な
生
徒
も
い
る
。
読
み
手
の
私
が
涙
し

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
時
間
が
来
れ
ば
さ

っ
さ
と
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
「
さ
、
教
科
書
を
開
い

て
！
」
と
次
へ
進
む
。
そ
れ
だ
け
だ
。
そ
れ
を
毎
時
間

続
け
る
の
だ
。

　

最
近
の
こ
と
だ
。
あ
る
生
徒
が
「
聞
い
て
い
る
と
き

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
文
章
読
ん
で
て
頭
に
い
ろ
い
ろ
浮

か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
朗
読
劇
場
の
お
か
げ
で
す
」

と
書
い
て
き
て
く
れ
た
。
聞
く
力
が
つ
き
、
さ
ら
に
他

の
力
も
伸
び
て
き
た
と
い
う
実
感
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。「
心
が
落
ち
着
く
」「
何
よ
り
も
好
き
な
時
間
」「
国

語
の
時
間
が
待
ち
遠
し
い
」
と
言
わ
れ
る
幸
せ
を
独
り

占
め
し
て
は
も
っ
た
い
な
い
。
あ
な
た
も
始
め
て
み
ま

せ
ん
か
。
た
だ
の
読
み
聞
か
せ
だ
が
、
た
だ
の
読
み
聞

か
せ
で
は
な
い
「
連
続
朗
読
劇
場
」
を
。

〔
み
や
も
と　

ゆ
り
こ
〕
こ
の
一
年
、
都
の
教
育
研
究

員
と
し
て
対
話
の
授
業
の
可
能
性
を
研
究
し
ま
し
た
。

朗
読
劇
場
で
は
朗
読
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
探
し
に
苦

労
し
て
い
ま
す
。
自
作
自
演
し
よ
う
か
な
。

宮本由里子　東京都品川区立八潮中学校

特
集  

「
聞
く
こ
と
」の
学
び
は
可
能
か

実践アイディア
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こ
こ
数
年
来
、「
聞
く
力
が
す
べ
て
の
基
本
だ
」
と

考
え
て
、
実
践
を
試
み
て
い
る
。

　

単
純
で
効
果
が
あ
る
の
は
「
聴
写
」
だ
。
文
章
を
読

み
上
げ
て
、
書
き
取
ら
せ
る
学
習
で
あ
る
。
子
ど
も
た

ち
は
大
変
集
中
す
る
。
読
み
上
げ
る
文
章
も
さ
ま
ざ
ま

に
工
夫
で
き
る
。
詩
や
啓
発
的
な
文
章
は
、
内
容
面
で

も
意
義
深
い
学
習
に
な
る
。

　

次
に
、
メ
モ
の
指
導
で
あ
る
。
メ
モ
の
技
術
は
重
要

だ
が
、
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
い
。
箇
条
書
き
の
練

習
か
ら
始
め
て
、
今
は
重
要
度
に
応
じ
た
階
層
化
の
指

導
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
は
繰
り
返
し

で
あ
る
。
修
学
旅
行
の
連
絡
や
、
ニ
ュ
ー
ス
、
毎
時
冒

頭
の
ス
ピ
ー
チ
な
ど
、
聞
き
取
り
メ
モ
の
活
動
を
繰
り

返
し
行
っ
て
い
る
。　

　

ま
た
、
新
聞
の
投
書
を
教
師
が
読
み
上
げ
て
メ
モ
を

さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
意
見
を
書
く
活
動
を
継
続
的
に

行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
発
展
形
と
し
て
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
記
事
を
読
み
上
げ
、
メ
モ
を
し
て
意
見
を
書

く
活
動
も
行
っ
た
。
話
し
こ
と
ば
な
の
で
、
生
徒
は
聞

き
や
す
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

効
果
を
上
げ
る
に
は
、
正
確
に
聞
き
取
れ
た
か
ど
う

か
を
そ
の
都
度
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
だ
。
聴
写

や
メ
モ
は
正
解
例
を
板
書
し
た
り
、
印
刷
し
て
配
っ
た

り
す
る
。
特
に
メ
モ
は
過
不
足
を
確
認
さ
せ
る
。
あ
ま

り
重
要
で
な
い
こ
と
を
長
々
と
メ
モ
し
、
重
要
な
こ
と

が
欠
け
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

  

し
か
し
、
技
術
だ
け
に
偏
っ
た
指
導
で
は
不
十
分
で

あ
る
。

　

茨
木
の
り
子
の
詩
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

　
　

だ
が

　
　

ど
う
し
て
言
葉
た
り
得
よ
う

　
　

他
の
も
の
を　

じ
っ
と

　
　

受
け
と
め
る
力
が
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
（「
聴
く
力
」
よ
り
）

　

技
術
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
を
尊
重
し
て
受
容
す
る

力
、
心
構
え
が
必
要
だ
。

　

ス
ピ
ー
チ
（
シ
ョ
ウ
・
ア
ン
ド
・
テ
ル
）
の
後
で
コ

メ
ン
ト
を
書
か
せ
て
い
る
が
、
と
て
も
い
い
。
思
い
出

の
手
紙
を
持
っ
て
き
た
生
徒
に
対
し
て
、
ク
ラ
ス
一
の

暴
れ
ん
坊
が
、「
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
手
紙
の
大

事
さ
と
中
学
校
の
思
い
出
が
な
ん
と
な
く
伝
わ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
も
手
紙
大
事
に
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
書
い

た
。
お
互
い
に
大
切
な
も
の
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
場

の
設
定
が
功
を
奏
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
今
後
も
続
け

た
い
。〔

と
み
や　

と
し
み
つ
〕
千
葉
県
立
千
葉
大
宮
高
等
学

校
教
諭
。『
学
級
経
営
と
授
業
で
使
え
る
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
』（
会
沢
信
彦
・
植
草
伸
之
編
、ぎ
ょ
う
せ
い
）
に
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
生
か
し
た
国
語
の
授
業
実
践
を

執
筆
。

富谷利光　千葉県立千葉大宮高等学校

実践アイデア

実践アイディア
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平
成
十
五
年
春
実
施
の
全
国
公
立
高
校
入
試

で
は
、
79
％
の
都
道
府
県
で
課
題
作
文
が
出
題

さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
プ
に
分
け
る
と
、
テ
ー

マ
指
定
型
45
％
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
型
15
％
、
図
・

グ
ラ
フ
読
み
取
り
型
20
％
、
文
章
読
み
取
り
型

20
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
平
成
十
六
年
度
用

「
国
語
の
新
研
究
」
新
学
社
に
よ
る
）

　

私
は
、
ど
ん
な
学
力
を
み
る
の
か
と
い
う
視

点
か
ら
、「
書
く
こ
と
」の
テ
ス
ト
問
題
を
考
え
、

実
践
し
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
、
学
力
を
次
の
三

層
で
と
ら
え
る
こ
と
と
し
ま
す
。

Ａ
基
礎
学
力
（
読
み
・
書
き
・
計
算
な
ど
の
基

礎
的
な
知
識
・
技
能
…
Ｂ
、
Ｃ
の
基
盤
と
な

る
学
力
）

Ｂ
各
教
科
の
基
礎
・
基
本
（
学
習
指
導
要
領
の

指
導
事
項
）

Ｃ
生
き
る
力
（
問
題
解
決
の
資
質
・
能
力
、
豊

か
な
人
間
性
、
健
康
や
体
力
）

　

こ
の
三
層
に
対
応
す
る
問
題
を
示
し
ま
す
。

ご
覧
い
た
だ
い
て
、ご
批
判
を
お
願
い
し
ま
す
。

1 　

基
礎
学
力
を
み
る
問
題

　

次
の
文
章
を
、
解
答
欄
に
、
正
し
い
原
稿
用

紙
の
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
写
せ
。

【
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。
必
ず
、か
の
邪
知
暴
虐

の
王
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
し
た
。】

○
視
写
の

問
題
で
す
。

丁
寧
に
正

し
く
書
く

基
礎
的
な

技
能
を
み

ま
す
。
学

習
全
体
の

基
礎
で
あ

り
、
注
意

力
も
み
ら

れ
る
の
で
、

私
は
よ
く

出
題
し
て

い
ま
す
。

2　

各
教
科
の
基
礎
・
基
本（
学
習
指
導
要
領

　
　

の
指
導
事
項
）
を
み
る
問
題

　

次
に
示
す
の
は
、「
国
民
生
活
に
関
す
る
世

論
調
査
」（
平
成
十
四
年
六
月
実
施
・
内
閣
府
）

の
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
Ａ
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ

で
は
、
こ
の
資
料
を
も
と
に
、
ニ
ュ
ー
ス
シ
ョ

ー
形
式
で
発
表
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に

示
す
の
は
、
そ
の
シ
ナ
リ
オ
の
一
部
で
あ
る
。

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

小
田 

和
也熊本県甲佐町立甲佐中学校

書
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら

どのような仕事が理想的だと思うか

収入が安定している仕事
自分にとって楽しい仕事

自分の専門知識や能力がいかせる仕事
失業の心配がない仕事

健康を損なう心配がない仕事
世の中のためになる仕事
高い収入が得られる仕事

「
書
く
こ
と
」の

テ
ス
ト
問
題

│
ど
ん
な
学
力
を
見
る
の
か
│
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（1） 

（　

①　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を

書
け
。

（2）
（　

②　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
と

（　

③　

）
に
入
る
数
字
を
書
け
。

（3）
あ
な
た
が
●
●
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
だ
と
し
た

ら
、
ど
ん
な
コ
メ
ン
ト
を
発
言
す
る
か
。
下
線

部
分
の
×
×
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
言
い
回
し
に

な
ら
っ
て
、
自
分
の
予
想
と
調
査
結
果
を
比
べ

な
が
ら
、
自
分
の
意
見
を
解
答
欄
の
コ
メ
ン
ト

メ
モ
に
書
け
。

○
題
材
「
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
つ
く
ろ
う
」
の
授

業
を
受
け
て
、「
Ｂ
書
く
こ
と
」
指
導
事
項
ウ
・

エ
（
第
二
学
年
及
び
第
三
学
年
）
の
定
着
を
見

ま
す
。

3　

生
き
る
力
（
問
題
解
決
の
資
質
・
能
力
）

　
　

を
み
る
問
題

　

次
に
示
す
新
聞
記
事
（
を
も
と
に
再
構
成
し

た
も
の
）
を
読
ん
で
問
い
に
答
え
よ
。

（1）
こ
の
文
章
に
内
容
を
端
的
に
表
す「
見
出
し
」

を
つ
け
よ
。

（2）
下
線
部
「
体
力
低
下
の
背
景
に
は
、
…
…
必

要
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、
子
供
の
体
力
を
向
上

さ
せ
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
あ
な
た
が
町
長

さ
ん
な
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
。
根
拠

を
示
し
な
が
ら
、
意
見
を
述
べ
よ
。

○
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
指
導
事
項
イ
・
エ
・
オ
（
第

二
学
年
及
び
第
三
学
年
）
を
も
と
に
、
総
合
的

な
学
習
に
つ
な
が
る
思
考
力
・
判
断
力
、
問
題

解
決
能
力
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

〔
お
だ　

か
ず
や
〕
熊
本
県
甲
佐
町
立
甲
佐
中
学

校
教
諭
。
生
徒
に
学
力
を
つ
け
る
た
め
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
作
り
や
、
国
語
科
の
効
果
的
な
Ｔ
Ｔ
、

少
人
数
指
導
、
習
熟
の
程
度
に
応
じ
た
指
導
の

創
意
工
夫
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

　中央教育審議会は「子どもの体力向上のための総合的な方策について」
と題する答申をまとめた。 
　答申では、子どもの体力低下の原因の一つを「室内で過ごす時間が増加し、
外遊びが減ったため」と分析。テレビゲームなどで遊んで自宅にこもりが
ちな子どもを何とか外で遊ばせようと、いろいろな工夫が盛り込まれた。
　文科省の調査によると、子どもの体力・運動能力は、例えば 13歳女子
の持久走（1000 メートル）で、1985 年の 267.11 秒から 2000 年には
292.77 秒と、15 年間で 25 秒以上遅くなるなど、85年ごろをピークに、
どの学年も低下している。一方、30年前に比べ、11歳男子の身長が 4.5
センチ伸びるなど、体格は年々向上している。 
　答申は、「（体力を）低下傾向から上昇傾向に転じ、これまでの（調査の）
最高値を超える」という目標を初めて設定。体力低下の背景には、少子化
で遊び仲間が減ったことや、子どもが外で遊ばなくなったことがあるとし
て、子どもに体を動かす楽しみを感じさせる必要があると提言している。 

時間 構成 項目 発表内容
１分 起 １ スタート

○あいさつ
○出演者の紹介
○話題の導入と
提示

【キャスター】こんにちは。ニュースの時間です。
今日のキャスターは○○、リポーターは△△さん、コメ
ンテーターは××さんと●●さんでお送りします。
では、「国民生活に関する世論調査」についての話題で
す。「（ ① ）」という質問への結果についてです。では、
リポーターの△△さん、どうぞ。

５分 結
↓
承

２ リポート
結論・要点
↓

詳しい内容

【リポーター】はい。この質問に対して、みなさんなら
どう答えますか。一番多かった回答は、（ ② ）で、全
体の（ ③ ）％の人がそう答えています。［一部略］

３分 転 ３ コメント 【キャスター】なるほど、コメンテーターの××さん、
この結果をみてどうですか？
【××コメンテーター】「失業の心配がない仕事」、「健康
を損なう心配がない仕事」という意見が思ったより多い
なと思いました。私は、もっと積極的な理由で仕事を選
びたいと思います。たとえば、海外での医療ボランティ
アなど「世の中のためになる仕事」について充実した生
活を送りたいと思います。
【キャスター】なるほど、では、△△さんはどうですか？
【●●コメンテーター】
解答欄に書く。
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1　

国
語
科
と
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
接
点

　

現
代
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら

多
く
の
情
報
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

情
報
を
利
用
し
て
日
々
の
生
活
を
送
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
多
く
の
情
報
を
受
信
は
し
て
い

て
も
、
事
実
の
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
発
信
者
側
の
立
場
や
考
え
方
、意
図
、

ひ
い
て
は
、
個
人
的
な
好
み
に
よ
っ
て
事
実
の

切
り
口
が
異
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
発
信
者
が

何
を
重
要
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
情
報
の
発
信

の
仕
方
も
異
な
っ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ス
等
を
分
析
し
、
発
信
者

側
の
情
報
の
切
り
口
や
意
図
を
探
る
授
業
を
展

開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
報
に
流
さ
れ
た

り
、
偏
っ
た
判
断
に
陥
っ
た
り
せ
ず
に
す
む
よ

う
な
、
情
報
を
批
判
的
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
）
に

判
断
で
き
る
能
力
を
伸
ば
せ
る
と
考
え
た
。

2　

メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
に
つ
い
て

　

本
校
で
使
用
し
て
い
る
教
科
書
教
材
文
に

は
、
情
報
の
伝
え
方
（
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
の

報
道
の
仕
方
）
と
し
て
、
二
種
類
の
手
法
が
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

①
全
体
的
・
概
略
的
な
捉
え
方
で
デ
ー
タ
を
伝

え
る
手
法
。（
鳥
瞰
図
の
よ
う
に
報
道
す
る
）

〔
特
徴
〕

・
長
所
と
し
て
、
問
題
を
社
会
的
に
解
決
す

べ
き
も
の
と
捉
え
や
す
く
な
る
。

・
短
所
と
し
て
、
数
値
化
さ
れ
、
抽
象
化
さ

れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
人
々
の
喜
怒
哀
楽

を
理
解
し
に
く
い
。

②
部
分
的
・
具
体
的
な
捉
え
方
で
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
伝
え
る
手
法
。（
人
々
の
生
き
た
姿
を
報

道
す
る
）

〔
特
徴
〕

・
長
所
と
し
て
、
見
る
人
に
、
と
き
に
は
深

い
同
情
や
感
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
。

・
短
所
と
し
て
、「
映
像
」
を
求
め
た
あ
ま

り
に
個
人
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る

印
象
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
、
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
は
、

①
の
手
法
が
得
意
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
テ
レ
ビ
は
、「
映
像
」
を
伴

っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

3　

学
習
活
動
の
実
際

　

ま
ず
始
め
は
、
教
科
書
の
内
容
を
検
証
す
る

形
で
、
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
使
っ
た
授
業

を
行
っ
た
。
取
り
上
げ
た
番
組
は
、

　

・
テ
レ
ビ
朝
日
「
熱
闘
甲
子
園
」

今
井 

靖群馬大学教育学部附属中学校

読
む
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら

メ
デ
ィ
ア
か
ら
の

情
報
を
活
用
し
た
授
業

  

テ
レ
ビ
と
新
聞
を
活
用
し
て

発
信
者
の
意
図
に
迫
る

ち
ょ
う
か
ん
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・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ニ
ュ
ー
ス
10
」

　

・
Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
ニ
ュ
ー
ス
23
」

等
で
あ
る
。

 
「
熱
闘
甲
子
園
」
は
、
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

全
面
に
出
し
て
い
る
番
組
と
し
て
生
徒
に
認
識

さ
せ
や
す
い
た
め
、非
常
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
ニ
ュ
ー
ス
10
」「
ニ
ュ
ー
ス
23
」
は
、

同
一
テ
ー
マ
に
お
け
る
テ
レ
ビ
局
ご
と
の
切
り

口
の
違
い
や
構
成
の
比
較
を
さ
せ
る
た
め
に
有

効
で
あ
っ
た
。

⑴
テ
レ
ビ
番
組
を
分
析
す
る
。

①
一
つ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
、
報
道
の
構
成

を
分
析
す
る
。

②
登
場
し
た
人
の
立
場
を
確
認
し
、「
な
ぜ
、

こ
れ
ら
の
人
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い

た
の
か
」
を
話
し
合
う
。

③
登
場
し
た
人
の
順
番
に
つ
い
て
、「
な
ぜ
、

こ
の
順
番
で
報
道
し
た
の
か
」を
話
し
合
う
。

④
こ
の
報
道
を
通
し
て
、「
テ
レ
ビ
局
は
何
を

伝
え
た
か
っ
た
の
か
」
を
話
し
合
う
。

⑤
「
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
事
実
は
な
い
か
」
を

話
し
合
う
。

⑥
異
な
る
テ
レ
ビ
局
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
を
比

較
・
分
析
し
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
話
し
合
う
。

〔
自
己
評
価
〕
と
し
て

①
番
組
の
構
成
や
表
現
方
法
に
注
意
し
、
編

集
意
図
を
探
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

②
テ
レ
ビ
報
道
に
お
け
る
事
実
の
切
り
取
り

方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

　

次
に
、
文
字
情
報
の
メ
デ
ィ
ア
の
代
表
と
し

て
、
新
聞
を
使
っ
た
授
業
も
展
開
し
た
。

⑵
新
聞
を
比
較
・
分
析
す
る
。

①
同
日
の
第
一
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
数
社
の

記
事
を
比
べ
て
み
よ
う
。

②
同
一
テ
ー
マ
の
数
社
の
記
事
を
比
べ
て
み
よ

う
。（
見
出
し
・
リ
ー
ド
文
の
表
現
。
記
載

さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
や
数
値
。
使
わ
れ
て
い

る
写
真
。
情
報
発
信
元
。
等
）

③
同
一
新
聞
社
の
異
版（
異
な
る
地
域
の
新
聞
）

を
比
べ
て
み
よ
う
。

④
同
一
新
聞
の
同
一
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
異
な

る
紙
面
（
一
面
・
経
済
・
社
会
・
地
域
）
を

比
べ
て
み
よ
う
。

⑤
同
一
テ
ー
マ
に
お
け
る
新
聞
と
雑
誌
の
違
い

を
比
べ
て
み
よ
う
。

〔
自
己
評
価
〕
と
し
て

①
紙
面（
記
事
）の
構
成
や
表
現
方
法
に
注
意

し
、編
集
意
図
を
探
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

②
新
聞
記
事
に
お
け
る
事
実
の
切
り
取
り
方

や
デ
ー
タ
の
扱
い
方
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
。

4　

実
践
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

　

一
連
の
メ
デ
ィ
ア
教
育
単
元
と
し
て
、
数
時

間
の
授
業
を
展
開
し
て
き
た
が
、
メ
デ
ィ
ア
教

育
の
授
業
で
最
も
大
変
な
こ
と
は
、
素
材
を
集

め
る
こ
と
で
あ
る
。
学
習
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
テ
レ
ビ
番
組
や
新
聞
記
事
。
生
徒
が
関
心
を

持
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
な
ど
と
さ
ま
ざ

ま
な
要
素
が
満
た
さ
れ
た
も
の
を
集
め
る
の
は

非
常
に
つ
ら
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
今
回
は
、

「
米
、
十
年
ぶ
り
に
不
作
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

授
業
を
展
開
し
た
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
喜

ん
で
取
り
組
む
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
授
業
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
メ
デ

ィ
ア
か
ら
の
情
報
を
分
析
す
る
こ
と
の
お
も
し

ろ
み
を
感
じ
て
く
れ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
よ
う
な
実
践
を

続
け
て
い
く
こ
と
で
、
情
報
を
批
判
的
（
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
）
に
判
断
で
き
る
能
力
は
伸
ば
せ
る

も
の
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
を
活

用
し
た
授
業
は
、
今
後
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

〔
い
ま
い　

や
す
し
〕
群
馬
大
学
教
育
学
部
附
属

中
学
校
教
諭
。
音
声
言
語
教
育
や
メ
デ
ィ
ア
教

育
の
実
践
に
励
ん
で
い
る
。
ま
た
現
在
は
、
古

典
学
習
に
も
注
目
し
、
古
典
を
楽
し
く
学
習
で

き
る
学
習
材
を
探
究
・
開
発
し
て
い
る
。
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1　
「
個
人
記
録
簿
」に
つ
い
て

　

個
に
応
じ
た
、
き
め
細
か
な
指
導
を
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
、
生
徒
の
実
態
を
十
分
把
握
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
項
目
を
吟

味
し
な
が
ら
、
個
人
の
記
録
を
し
、
年
間
を
通

し
て
指
導
に
役
立
て
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
数
年
の
私
の
テ
ー
マ
は
、
単

な
る
評
価
や
個
人
記
録
で
終
わ
ら
せ
な
い
、
い

わ
ば
処し
ょ

方ほ
う

箋せ
ん

（
治
療
的
指
導
）
付
き
個
人
カ
ル

テ
の
作
成
と
活
用
で
あ
る
。
学
習
事
項
の
習
得

の
有
無
、程
度
お
よ
び
欠
陥
を
発
見
し
記
録
し
、

個
別
に
処
方
し
、
生
徒
と
の
往
復
（
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
）
の
記
録
を
す
る
の
だ
。
目
標
を
達
成

で
き
て
い
な
い
生
徒
に
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に

補
充
し
、
治
療
を
施
し
て
い
く
か
の
基
本
デ
ー

タ
作
成
で
あ
る
。
ま
た
、
教
師
用
の
多
量
の
デ

ー
タ
帳
も
必
要
だ
が
、
実
際
に
生
徒
と
の
往
復

で
生
か
せ
る
の
は
、
絶
え
ず
書
き
込
み
の
可
能

な
カ
ー
ド
形
式
の
記
録
簿
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
た
め
の
個
人
内
評

価
の
取
り
組
み
に
も
有
効
で
あ
る
。
生
徒
が
、

学
習
課
程
を
習
得
し
た
か
ど
う
か
を
、自
ら
、チ

ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
成
長
し
続
け
る
二
種
類
の
記
録

簿
の
作
成
と
活
用
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
時
間

と
手
間
の
か
か
る
地
味
な
、
し
か
し
生
徒
の
実

態
を
把
握
し
、
指
導
上
有
効
と
思
わ
れ
る
テ
ー

マ
を
掲
げ
、
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
三

年
間
を
継
続
指
導
で
き
た
ら
と
願
う
の
だ
が
。

2
「
個
人
記
録
簿
」
作
成
の
実
際

　

実
際
に
記
録
簿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
ど

の
項
目
を
取
り
上
げ
る
か
は
、
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
記
録
が
し
や
す
く
比
較

的
、
指
導
の
効
果
も
現
れ
や
す
い
の
で
言
語
事

項
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

【
項
目
一
覧
】

　

①
漢
字
（
小
学
校
一
年
生
〜
六
年
生
）

 

読
み
・
書
き　

　

②
作
文
（
誤
字
・
脱
字
の
抜
き
出
し
、
文
末

尾
の
一
貫
性
、
段
落
、
句
読
点
、

原
稿
用
紙
の
使
い
方
）

　

③
文
法
（
文
法
の
段
階
毎
の
小
テ
ス
ト
）

　

④
マ
ス
タ
ー
シ
ー
ト
（
形
成
評
価
用
）

　
　

沖
縄
県
教
育
委
員
会
作
成

　

⑤
定
期
テ
ス
ト
観
点
別
記
録

　

⑥
定
期
テ
ス
ト
誤
答
抜
き
出
し

　

⑦
そ
の
他
・
小
テ
ス
ト
の
記
録

　

⑧
生
徒
に
よ
る
振
り
返
り

玉
城 

栄
子沖縄県那覇市立石嶺中学校

評
価（
個
に
応
じ
た
指
導
）

学
びの
部
屋
か
ら

「
個
人
記
録
簿
」の

作
成
と
活
用
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3　
「
個
人
記
録
簿
」
の
効
果
的
な
活
用

①
教
師
に
よ
る
一
斉
指
導
（
全
体
の
傾
向
と
再

テ
ス
ト
な
ど
全
体
記
録
か
ら
の
指
導
）

②
個
人
面
談
（
個
人
記
録
か
ら
の
指
導
）

③
相
互
評
価
（
同
じ
誤
答
の
生
徒
を
教
師
が
グ

ル
ー
プ
分
け
）

④
個
人
評
価
（
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）

⑤
個
人
の
振
り
返
り
の
記
録

○　

治
療
的
指
導
に
つ
い
て

・
教
師
の
一
方
的
治
療
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個

人
に
気
づ
か
せ
学
習
へ
の
動
機
づ
け
と
つ

な
げ
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
よ
う
に
再
テ

ス
ト
な
ど
工
夫
す
る
。

4　

ま
と
め

　

も
ち
ろ
ん
多
忙
な
中
で
、
い
つ
で
も
誰
で
も

で
き
る
実
践
で
な
い
こ
と
は
十
分
理
解
し
て
い

る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
の
試

行
錯
誤
が
今
後
さ
ら
に
精
選
さ
れ
た
項
目
や
指

導
方
法
へ
と
つ
な
が
れ
ば
と
模
索
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

授
業
そ
の
も
の
の
研
究
、
生
徒
の
言
語
活
動

は
当
然
十
分
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
に
も
話
し
合
い
活
動
（
デ
ィ
ベ
ー
ト
）、
読

書
活
動
（
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
）
な
ど
研
究
し
て
き

た
が
、
そ
の
う
え
で
今
回
、
特
に
個
人
記
録
に

こ
だ
わ
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
評
価
の
た
め
に

せ
わ
し
な
く
、
本
来
の
意
味
で
生
徒
を
見
て
い

な
い
と
い
う
批
判
も
多
く
あ
る
が
、
私
の
記
録

簿
に
関
し
て
は
、
決
し
て
そ
れ
を
し
な
い
こ
と

を
前
提
に
し
た
。

　

個
別
指
導
に
つ
い
て
は
、
当
然
放
課
後
の
時

間
の
み
で
な
く
、
授
業
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
私
は
、
年
間
を
通
し
て
学
習
形
態
を
大

き
く
、
一
斉
・
グ
ル
ー
プ
・
相
互
・
個
人
課
題

解
決
学
習
に
分
け
て
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
取

り
組
ん
で
い
る
。
個
人
課
題
を
こ
な
し
て
い
る

間
に
教
師
に
よ
る
面
談
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
授
業
で
は
、
決
し
て
生
徒
に
空
白

の
時
間
を
与
え
な
い
よ
う
心
が
け
て
い
る
。
ま

だ
ま
だ
、
試
行
錯
誤
で
今
回
の
掲
載
も
恥
じ
入

る
ば
か
り
だ
が
見
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

5　

今
年
度
（
一
年
生
）
教
科
書
の
活
用

　

本
校
は
、
平
成
十
三
年
度
国
研
九
州
地
区
大

会
会
場
で
も
あ
り
、
国
語
教
育
は
充
実
し
て
お

り
教
師
、
生
徒
の
意
識
も
高
い
。
国
語
科
の
授

業
実
践
と
し
て
作
品
を
図
書
館
前
の
ピ
ロ
テ
ィ

に
常
時
掲
示
し
て
い
る
。
掲
示
板
も
屏
風
形
式

の
大
型
の
も
の
で
見
ご
た
え
も
あ
る
。
生
徒
も

関
心
が
高
く
よ
く
眺
め
て
い
る
。
以
下
は
、
特

に
取
り
立
て
て
授
業
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（　

）
は
、
本
校
独
自
の
取
り
組
み
。

①
読
書
郵
便（
中
学
校
文
化
連
盟
発
表
会
出
品
・

沖
縄
、
那
覇
）
②
文
法
（
こ
と
ば
遊
び
の
例
を

作
ろ
う
）
③
故
事
成
語
（
四
コ
マ
漫
画
・
解
説

付
き
）
④
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う
（
総
合
的
な
学

習
の
時
間
と
の
関
連
）
⑤
「
食
感
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
料
理
を
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
）
⑥
詩
（
個
人
詩
集
の
作
成
）
⑦
自

分
史
新
聞
（
市
販
の
新
聞
原
稿
を
使
用
）

　

生
徒
が
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
ち
、

い
き
い
き
と
取
り
組
ん
で
い
る
姿
を
見
る
と
教

材
の
よ
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
言
語
活
動
の

場
面
を
多
く
設
定
で
き
、
使
用
し
て
二
年
め
で

あ
る
が
こ
の
教
科
書
を
教
師
自
身
も
楽
し
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

〔
た
ま
き　

え
い
こ
〕
那
覇
市
立
石
嶺
中
学
校

教
諭
。
個
に
応
じ
た
、
き
め
細
か
な
指
導
に
は
、

処
方
箋
付
き
の
個
人
カ
ル
テ
作
成
と
活
用
・
個

人
評
価
が
必
要
と
考
え
、
実
践
中
。
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1　
「
書
写
の
学
び
」
の
意
義

　
　
　

│
中
学
生
の
実
態
と
課
題  

○
生
徒
の
「
文
字
を
書
く
」
実
態

①
速
さ

　

一
点
一
画
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
楷
書
で
ノ

ー
ト
を
書
い
た
り
、
メ
モ
を
取
っ
た
り
し
て
い

る
の
で
書
く
速
さ
が
遅
く
、
文
字
を
書
く
こ
と

で
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。

②
意
欲

　

板
書
事
項
が
多
か
っ
た
り
、
資
料
を
書
き
写

す
こ
と
が
多
か
っ
た
り
す
る
と
、
書
く
こ
と
を

お
っ
く
う
が
る
。

③
執
筆
法

　

シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
の
使
用
に
よ
り
、
握
る

よ
う
に
持
っ
た
り
、
人
差
し
指
と
中
指
で
握
る

な
ど
す
る
生
徒
が
多
い
。
ま
た
、
シ
ャ
ー
プ
ペ

ン
シ
ル
を
向
こ
う
に
傾
け
て
、
自
分
の
書
い
た

文
字
を
見
な
が
ら
書
く
生
徒
が
増
え
て
い
る

（
写
真
①
）。
万
年
筆
す
ら
も
真
横
に
持
つ
生
徒

が
い
る
（
図
①
）。

○
文
字
を
書
く
楽
し
さ
・
大
切
さ
を

　

発
見
す
る
た
め
に

　

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
は
鍛
え
ら
れ
る
。

　

パ
ソ
コ
ン
全
盛
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
キ
ー

ボ
ー
ド
を
た
た
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
手
で

書
い
て
、
思
考
を
鍛
え
、
指
の
感
覚
で
漢
字
・

語
彙
・
語
句
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

ま
た
、
書
い
た
文
字
は
、
一
人
一
人
の
顔
が

違
う
よ
う
に
、
個
性
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る

こ
と
も
「
自
分
の
字
」
を
育
て
て
い
く
う
え
で

肝
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
書
写
」
の
配
当
時
間
は
一
年
で

約
三
十
時
間
、
二
・
三
年
で
は
約
十
時
間
と
さ

れ
て
い
る
が
、
現
場
で
は
な
か
な
か
実
施
で
き

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
「
書
写
」
の
発
想
を
変
え
る
こ
と
を

提
唱
し
た
い
。
手
本
の
丸
写
し
で
は
な
く
、「
書

写
の
能
力
を
生
活
に
役
立
て
る
」（『
学
習
指
導

要
領
』
第
３
の
２
の
３
の
ア
）
こ
と
を
第
一
に

考
え
、
国
語
の
授
業
を
軸
に
学
校
内
の
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
に
「
書
写
の
学
び
」
を
位
置
づ
け
る
。

そ
う
し
た
活
動
を
と
お
し
て
、
例
え
ば
、
学
習

の
記
録
で
あ
り
、
成
長
の
証
で
あ
る
ノ
ー
ト
が

「
作
る
こ
と
が
楽
し
い
、
自
分
の
宝
物
だ
」
と

日
髙 

辰
人東京都杉並区立高南中学校

書
写

学
びの
部
屋
か
ら

写真①

図①

国
語
教
科
書
と

関
連
づ
け
た

書
写
学
習
の

取
り
組
み
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感
じ
ら
れ
る
ま
で
に
し
て
い
け
た
ら
と
願
っ
て

い
る
。

　

な
お
、
執
筆
法
の
指
導
は
日
常
的
な
取
り
組

み
が
必
要
で
あ
る
が
、
適
宜
使
い
捨
て
万
年
筆

を
利
用
し
て
指
導
し
て
い
る
。
こ
れ
は
持
つ
角

度
に
注
意
さ
せ
た
り
、
構
え
る
方
向
に
注
意
さ

せ
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
。（
以
前
の
中
学
生

は
万
年
筆
を
大
半
持
っ
て
い
た
が
、
現
在
の
中

学
生
で
持
っ
て
い
る
者
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。）

2　

国
語
の
学
習
の
中
で
文
字
を
育
て
る

　
　
　

│
二
・
三
年
の「
書
写
」指
導
を
中
心
に

　

二
・
三
年
の
書
写
は
、「
整
っ
た
字
を
速
く
書

く
」
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
時
間
数

が
削
減
さ
れ
た
も
と
で
、国
語
の
学
習
や
特
活
・

総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
と
の
関
連
を
考
え

な
が
ら
実
践
し
て
い
き
た
い
。

　

以
下
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
も

と
に
、
い
く
つ
か
提
案
す
る
。

▽
国
語
教
科
書
の
文
学
作
品
と
の
リ
ン
ク

・「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
気
に
入
っ
た
部
分
を
て

い
ね
い
に
書
く
。（
パ
ソ
コ
ン
で
本
文
を
行
書

体
で
打
ち
出
し
て
、
字
形
の
参
考
に
さ
せ
た
。

生
徒
は
行
書
を
書
こ
う
と
か
な
り
苦
労
し
て
い

た
。）（
図
②
）

・
短
歌
や
詩
な
ど
か
ら
、
一
つ
選
ん
で
紹
介
し
、  

掲
示
す
る
。（
図
③
）

・
聴
写
を
す
る
。（
二
〇
〇
〜
四
〇
〇
字
程
度
。  

説
明
的
文
章
で
行
う
場
合
も
あ
る
。）

▽
国
語
教
科
書
の
古
典
作
品
と
の
リ
ン
ク

・「
竹
取
物
語
」（
一
年
）
の
冒
頭
部
を
細
筆
で  

書
く
。

・「
平
家
物
語
」
の
冒
頭
や
「
徒
然
草
」
を
視   

写
す
る
。

▽
読
書
と
の
リ
ン
ク

・
読
書
終
了
後
、
気
に
入
っ
た
文
章
を
一
〜  

二
行
、
ノ
ー
ト
に
視
写
す
る
。
そ
の
際
、
５
㎜

方
眼
ノ
ー
ト
を
使
用
し
、一
マ
ス
が
四
コ
マ（
１

㎝
角
）
に
な
る
よ
う
に
使
用
さ
せ
る
。

・
本
の
帯
を
作
る
。

▽
特
活
や
行
事
と
の
リ
ン
ク

・「
百
人
一
首
大
会
」
に
向
け
て
、
大
き
な
読 

み
札
を
作
り
、
掲
示
す
る
。

・「
読
書
週
間
」「
球
技
大
会
」「
遠
足
」「
美
化  

週
間
」
な
ど
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
る
。

・
修
学
旅
行
、
社
会
科
見
学
な
ど
の
事
前
・
事  

後
学
習
の
ま
と
め
を
作
る
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
に
取
り
組
む
際
に
、「
読
み

や
す
い
文
字
」「
整
っ
た
文
字
」「
速
く
書
く
こ

と
」「
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
」
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト

を
定
め
、
事
前
に
書
写
と
し
て
の
指
導
を
行
っ

て
お
く
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
活
動
を
年
間
指
導
計
画
の

中
に
書
写
と
し
て
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
て
お
く

こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
年
間
四
〜
五
回
、
一
回
に
つ
い
て
一

〜
二
時
間
を
あ
て
て
、
参
考
と
な
る
学
習
材
を

使
っ
た
行
書
の
た
め
の
練
習
時
間
を
設
け
て
お

く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

〔
ひ
だ
か　

た
つ
ひ
と
〕杉
並
区
立
高
南
中
学
校
。

私
立
中
学
・
高
校
の
講
師
を
経
て
昭
和
五
九
年

公
立
中
学
校
勤
務
。
昭
和
六
二
年
度
東
京
都
教

育
研
究
員
・
平
成
二
年
度
東
京
都
教
育
開
発
委

員
。

図②

図③
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「語り手」の概念の導入

宮川 健郎　明星大学

こ
と
ば
に
せ
ま
る

吉
野
弘「
夕
焼
け
」

　

山
梨
大
学
教
授
の
須
貝
千
里
さ
ん
の
模
擬
授

業
と
そ
の
後
の
検
討
会
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ

る
。
学
習
材
は
、
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
し

ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
き
た
、
吉
野
弘
の
詩
「
夕

焼
け
」。（
鶴
田
清
司
・
須
貝
千
里
「
「
国
語
科

教
育
法
」
で
の
研
究
的
模
擬
授
業
―
文
学
教
育

と
言
語
技
術
教
育
の
相
互
乗
り
入
れ
を
め
ざ
し

て
（
そ
の
２
）」、『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』

二
〇
〇
一
年
参
照
。
以
下
、
引
用
は
、
こ
の
論

文
に
よ
る
。）

　

満
員
電
車
で
、〈
う
つ
む
い
て
い
た
娘
〉が〈
と

し
よ
り
〉
に
席
を
ゆ
ず
る
。〈
と
し
よ
り
〉
は
、

〈
そ
さ
く
さ
と
〉
座
る
が
、〈
礼
も
言
わ
ず
に
〉

次
の
駅
で
降
り
る
。
娘
は
座
る
。〈
別
の
と
し

よ
り
〉
が
娘
の
前
に
立
つ
。
娘
は
ま
た
席
を
ゆ

ず
る
。〈
と
し
よ
り
〉
は
、
次
の
駅
で
礼
を
言

っ
て
降
り
る
。
娘
は
座
る
。
さ
ら
に
、
第
三
の

〈
と
し
よ
り
〉
が
娘
の
前
に
立
つ
。
娘
は
、
今

度
は
席
を
ゆ
ず
ら
な
い
…
…
。

可
哀
想
に

娘
は
う
つ
む
い
て

そ
し
て
今
度
は
席
を
立
た
な
か
っ
た
。

次
の
駅
も

次
の
駅
も

下
唇
を
キ
ュ
ッ
と
噛
ん
で

身
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
て̶

。

僕
は
電
車
を
降
り
た
。

固
く
な
っ
て
う
つ
む
い
て

娘
は
ど
こ
ま
で
行
っ
た
ろ
う

や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
は

い
つ
で
も
ど
こ
で
も

わ
れ
に
も
あ
ら
ず
受
難
者
と
な
る
。

何
故
っ
て

や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
は

他
人
の
つ
ら
さ
を
自
分
の
つ
ら
さ
の
よ
う
に

感
じ
る
か
ら
。

や
さ
し
い
心
に
責
め
ら
れ
な
が
ら

娘
は
ど
こ
ま
で
ゆ
け
る
だ
ろ
う
。

下
唇
を
噛
ん
で

つ
ら
い
気
持
ち
で

美
し
い
夕
焼
け
も
見
な
い
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
夕
焼
け
」
後
半
）

　

模
擬
授
業
は
、
三
十
分
と
い
う
設
定
で
行
わ

れ
た
。
須
貝
千
里
さ
ん
は
、
生
徒
役
に
な
っ
た

大
学
生
十
四
名
か
ら
事
前
に
よ
せ
ら
れ
た
作
品

の
感
想
の
な
か
で
、
な
ぜ
三
度
め
に
娘
は
席
を

ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
疑
問
と

し
て
多
く
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
紹
介
か
ら
は

じ
め
た
。
ど
う
し
て
三
度
め
に
娘
は
席
を
ゆ
ず

ら
な
か
っ
た
の
か
…
…
。
須
貝
さ
ん
が
用
意
し
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た
発
問
は
三
つ
。

１　

三
度
め
に
娘
は
席
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た

が
、
一
度
め
と
二
度
め
が
逆
だ
っ
た
ら
ど
う

か
。
― 

―
娘
は
、
一
度
め
に
は
礼
を
言
わ
れ

な
い
。
二
度
め
に
は
言
わ
れ
る
。
も
し
、
こ

れ
が
逆
だ
っ
た
ら
、
二
度
め
に
礼
を
言
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
て
、
三
度
め
に

は
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

２　

二
度
め
に
席
を
ゆ
ず
っ
た
と
き
、「
し
か

し
／
又
立
っ
て
／
席
を
／
そ
の
と
し
よ
り
に

ゆ
ず
っ
た
。」
と
改
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、

な
ぜ
か
。
― 

―
一
行
で
書
か
れ
た
場
合
と
比

較
す
る
。

３　

娘
が
常
に
う
つ
む
い
て
い
る
の
は
、
な
ぜ

か
。

　

須
貝
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し

て
、
三
〇
分
の
授
業
を
お
え
た
。

〈
先
生
は
、
そ
れ
は
（
娘
が
三
度
め
に
席
を
ゆ

ず
ら
な
か
っ
た
の
は
― 

―
宮
川
註
）
含
羞
、
恥

ず
か
し
さ
だ
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
さ
っ
き

の
み
ん
な
の
意
見
に
つ
け
加
え
て
検
討
し
て
み

て
下
さ
い
。
し
か
し
、
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ

ん
。
今
日
は
、
三
回
目
に
娘
が
席
を
譲
ら
な
か

っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
が
、
さ

ら
に
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
想
像
し
て
い
る
人

は
誰
だ
ろ
う
か
。
娘
は
そ
ん
な
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
の
か
な
。
こ
れ
が
次
の
問
題
で
す
。
こ

れ
も
考
え
て
み
て
下
さ
い
。〉

語
り
手
の
力

　

模
擬
授
業
後
の
検
討
会
で
、
私
は
、
須
貝
さ

ん
が
第
二
の
発
問
を
し
た
場
面
を
問
題
に
し

た
。
授
業
の
な
か
で
、
生
徒
役
の
学
生
は
、
こ

う
こ
た
え
て
い
る
。

〈
浜
手　

四
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
と
（
四
行
に

改
行
さ
れ
て
い
る
と
― 

―
宮
川
註
）
時
間
が
長

い
。
周
り
の
視
線
と
か
、
席
を
譲
る
か
ど
う
か

考
え
な
が
ら
、
時
間
が
経
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

Ｔ　

時
間
の
経
過
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
が
大

切
で
す
ね
。
読
む
時
間
も
か
か
る
し
、
そ
れ
か

ら
娘
が
何
か
考
え
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
ね
。〉

　

詩
の
な
か
の
〈
し
か
し
／
又
立
っ
て
／
席
を

／
そ
の
と
し
よ
り
に
ゆ
ず
っ
た
。〉
と
改
行
し

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
が
た
ず
ね
ら
れ

て
い
る
の
に
、
右
の
や
り
と
り
で
は
、
ま
わ
り

の
視
線
を
気
に
し
な
が
ら
何
か
考
え
て
い
る
ら

し
い
娘
の
よ
う
す
を
読
も
う
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
四
行
は
、
考
え
て
い
る
娘
に
よ
り

そ
っ
て
見
て
い
る
語
り
手
が
こ
の
よ
う
に
表
現

し
た
も
の
だ
。
須
貝
さ
ん
は
、
授
業
の
お
し
ま

い
で
、〈
そ
の
理
由
に
つ
い
て
想
像
し
て
い
る

人
は
誰
だ
ろ
う
か
。〉
と
新
た
な
投
げ
か
け
を

し
て
、
よ
う
や
く
詩
の
語
り
手
の
こ
と
に
ふ
れ

る
け
れ
ど
、〈
し
か
し
／
又
立
っ
て
／
席
を
／

そ
の
と
し
よ
り
に
ゆ
ず
っ
た
。〉
の
四
行
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
語
っ
た
語
り
手
の
こ
と
を
一
挙
に

問
題
に
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
た
は
ず
だ
。

 

「
夕
焼
け
」
の
語
り
手
は
、〈
僕
〉
と
名
の
る
。

そ
の
〈
僕
〉
は
、〈
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
／
電

車
は
満
員
だ
っ
た
。
／
そ
し
て
／
い
つ
も
の
こ

と
だ
が
／
若
者
と
娘
が
腰
を
お
ろ
し
／
と
し
よ

り
が
立
っ
て
い
た
。〉
と
語
り
出
す
。〈
い
つ
も

の
こ
と
だ
が
〉
の
繰
り
返
し
か
ら
は
、
こ
う
し

た
世
間
の
こ
と
に
つ
き
あ
っ
て
き
た
人
物
、
だ

か
ら
、
も
う
若
い
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
ふ

う
に
語
り
手
の
像
を
肉
付
け
し
て
い
く
ヒ
ン
ト

が
得
ら
れ
る
。
須
貝
千
里
さ
ん
は
、
検
討
会
の

な
か
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
授
業
も

構
想
し
て
い
た
と
し
て
、次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

〈
満
員
電
車
な
の
に
「
僕
」
は
「
娘
」
を
見
ら

れ
る
の
か
、「
僕
」
は
ど
こ
に
い
る
の
か
、「
娘
」

は
目
の
前
に
人
が
い
る
の
に
夕
焼
け
を
見
ら
れ

る
の
か
、「
う
つ
む
い
て
い
た
」
視
線
が
上
が

っ
た
と
き
に
見
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
後

を
振
り
向
く
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
。で
は
、
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満
員
電
車
の
中
の
登
場
人
物
の
位
置
関
係
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
場
の
位
置
関
係
と

「
語
り
手
」
の
心
の
中
の
光
景
と
の
違
い
。〉

　

た
し
か
に
、〈
下
唇
を
噛
ん
で
／
つ
ら
い
気

持
ち
で
／
美
し
い
夕
焼
け
も
見
な
い
で
。〉
と

い
う
の
は
、
電
車
を
降
り
て
し
ま
っ
た
〈
僕
〉

の
想
像
で
あ
っ
て
、
実
際
は
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
に
か
ぎ
ら
ず
、「
夕
焼
け
」に
は
、

語
り
手
の
力
が
す
み
ず
み
ま
で
行
き
わ
た
っ
て

い
て
、
登
場
人
物
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
読
み
に

く
い
。
こ
の
詩
を
読
む
こ
と
は
、
娘
を
〈
や
さ

し
い
心
の
持
ち
主
〉
と
し
た
語
り
手
の
見
方
や

考
え
方
を
読
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か

 

「
夕
焼
け
」
に
は
、
語
り
手
の
力
が
行
き
わ
た

っ
て
い
て
、
登
場
人
物
を
読
み
に
く
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
娘
の
気
も
ち
を
読
も
う
と
す
る
授

業
が
数
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ど
う

し
て
か
。
早
く
か
ら
西
郷
竹
彦
が
「
視
点
」
と

い
う
こ
と
と
も
か
ら
め
て
「
話
者
」（
つ
ま
り

語
り
手
）
と
い
う
こ
と
を
い
い
、
あ
る
と
き
注

目
さ
れ
た
「
分
析
批
評
」
の
考
え
方
に
お
い
て

も
「
話
者
」
が
重
要
視
さ
れ
た
の
に
、「
語
り
手
」

の
概
念
は
、
国
語
科
の
授
業
に
ま
だ
十
分
に
引

き
こ
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
も

っ
と
言
え
ば
、詩
や
物
語
や
説
明
的
文
章
を「
読

む
こ
と
」
が
、
い
ま
だ
に
何
が
書
か
れ
て
い
る

か
（
内
容
や
主
題
）
を
読
む
こ
と
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
て
、ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か（
表

現
や
構
造
）
を
読
む
こ
と
に
目
が
む
い
て
い
な

い
か
ら
で
は
な
い
か
。
作
品
の
表
現
や
構
造
に

目
が
む
か
な
け
れ
ば
、
語
り
手
は
問
題
化
さ
れ

な
い
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か

を
読
む
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
作
品
の
語

ら
れ
方
、
語
り
の
構
造
を
見
出
す
こ
と
は
、
最

近
、「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
い
う
こ

と
ば
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
情
報
批
判
力

の
形
成
に
も
つ
な
が
る
。
語
り
の
構
造
を
つ
か

ま
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
「
書
く
こ

と
」
の
ス
キ
ル
の
獲
得
に
転
移
さ
せ
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

「
つ
り
橋
わ
た
れ
」

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

 

「
夕
焼
け
」
に
は
語
り
手
の
力
が
す
み
ず
み
ま

で
行
き
わ
た
っ
て
い
る
と
し
た
が
、物
語
に
も
、

そ
う
い
う
語
り
手
の
存
在
を
感
ず
る
こ
と
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
小
学
三
年
生
の
学
習
材
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
長
崎
源
之
助

の
「
つ
り
橋
わ
た
れ
」。

　

お
か
あ
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
ト
ッ

コ
は
、
い
な
か
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
あ
ず
け
ら

れ
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
ト
ッ
コ
を
山
の
子

ど
も
た
ち
に
引
き
合
わ
せ
る
が
、
ト
ッ
コ
は
、

東
京
の
自
慢
ば
か
り
し
て
し
ま
い
、
山
の
子
た

ち
に
そ
っ
ぽ
を
む
か
れ
る
。
山
の
子
た
ち
は
、

ト
ッ
コ
に
、
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
、
ご
う
ご
う
と

流
れ
る
谷
川
に
か
か
っ
た
、
つ
り
橋
が
わ
た
れ

た
ら
仲
間
に
し
て
や
る
と
言
う
。

〈
は
し
は
せ
ま
い
く
せ
に
、
ず
い
ぶ
ん
な
が
く

て
、
人
が
あ
る
く
と
、
よ
く
ゆ
れ
ま
す
。
お
ま

け
に
、
い
ま
に
も
ふ
じ
ず
る
が
き
れ
そ
う
な
ほ

ど
、
ぎ
ゅ
っ
、
ぎ
ゅ
っ
と
、
き
し
む
の
で
す
。〉

　
「
つ
り
橋
わ
た
れ
」
の
語
り
手
は
、「
夕
焼
け
」

の
語
り
手
が
〈
僕
〉
と
名
の
っ
た
よ
う
に
は
名

の
ら
ず
、
だ
れ
な
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
け
れ

ど
、〈
は
し
は
せ
ま
い
く
せ
に
〉
と
か
、〈
お
ま

け
に
、
…
…
き
し
む
の
で
す
。〉
と
い
う
口
ぶ

り
か
ら
は
、
山
の
村
に
や
っ
て
き
た
、
ト
ッ
コ

に
ず
い
ぶ
ん
同
情
的
だ
と
わ
か
る
。語
り
手
は
、

ト
ッ
コ
が
、
ふ
し
ぎ
な
体
験
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る

な
か
で
、
つ
り
橋
を
わ
た
り
、
山
の
子
た
ち
の

仲
間
に
入
る
ま
で
を
、
同
情
を
も
っ
て
語
っ
て

い
く
。

　

私
た
ち
は
、
語
り
手
に
案
内
さ
れ
て
作
品
世

こ
と
ば
に
せ
ま
る
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界
を
経
験
す
る
。
宮
沢
賢
治
「
注
文
の
多
い
料

理
店
」
の
語
り
手
は
、〈
二
人
の
若
い
紳
士
〉

に
よ
り
そ
っ
て
語
る
。
だ
か
ら
、
読
者
も
、
紳

士
た
ち
に
よ
り
そ
っ
て
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な

る
。

　

宮
沢
賢
治
が
童
話
集『
注
文
の
多
い
料
理
店
』

（
一
九
二
四
年
）
を
自
費
出
版
の
よ
う
な
か
た

ち
で
つ
く
っ
た
際
の
広
告
ち
ら
し
に
は
、
作
品

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
に
つ
い
て
、〈
都
会
文

明
と
放
恣
な
階
級
と
に
対
す
る
止
む
に
止
ま
れ

な
い
反
感
で
す
。〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
紳
士

た
ち
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
者
で
あ
り
、
作
品
を

読
め
ば
、
彼
ら
の
猟
が
あ
そ
び
で
し
か
な
い
こ

と
、
命
を
即
座
に
金
銭
に
換
算
す
る
よ
う
な
精

神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
露
骨
な
く
ら

い
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
特
に
子

ど
も
読
者
は
、
紳
士
た
ち
を
突
き
放
し
、
批
判

的
に
見
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
、
語

り
手
に
み
ち
び
か
れ
て
、
紳
士
た
ち
に
自
分
を

か
さ
ね
て
読
ん
で
い
く
か
ら
で
は
な
い
か
。

作
者
と
語
り
手

　

そ
し
て
、
語
り
手
は
、
作
者
で
は
な
い
。
実

生
活
を
生
き
る
作
者
が
中
年
男
だ
と
し
て
も
、

彼
の
作
品
を
小
学
生
の
男
の
子
に
語
ら
せ
る
こ

と
も
、若
い
女
性
に
語
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

作
者
は
、
作
品
に
固
有
の
語
り
手
を
つ
ぎ
つ
ぎ

と
乗
り
か
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

椋
鳩
十
「
大
造
爺
さ
ん
と
雁
」
の
「
ま
へ
が

き
」
は
、〈
知
り
あ
ひ
の
狩
人
に
さ
そ
は
れ
て
、

私
は
猪
狩
に
出
か
け
ま
し
た
。〉
と
書
き
出
さ

れ
る
が
、〈
私
〉
と
い
う
語
り
手
を
作
者
の
椋

鳩
十
と
短
絡
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
椋
は
、
西

郷
竹
彦
と
の
対
談
（「
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ

ン
」
の
周
辺
」、『
国
語
の
手
帖
』
一
九
八
七
年

一
月
）
の
な
か
で
、
大
造
爺
さ
ん
の
モ
デ
ル
は

い
な
い
、
残
雪
も
創
造
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
、〈
私
〉
も
作
中

人
物
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。（「
夕
焼
け
」

の
〈
僕
〉
も
吉
野
弘
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。）

 
「
ま
へ
が
き
」
で
、〈
私
〉
は
、
大
造
爺
さ
ん

の
語
っ
た
話
を
土
台
と
し
て
書
い
て
い
く
と
こ

と
わ
る
。
お
そ
ら
く
は
大
造
爺
さ
ん
が
「
わ
し

は
」
と
か
「
お
れ
は
」
と
一
人
称
で
語
っ
た
話

を
下
じ
き
に
し
て
、
三
人
称
に
置
き
か
え
て
い

る
か
ら
、
語
り
手
は
、
そ
の
大
造
爺
さ
ん
の
行

動
に
よ
り
そ
い
、
心
情
に
ふ
み
こ
み
な
が
ら
語

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
作
中
、

そ
う
し
た
語
り
方
と
は
ち
が
う
箇
所
が
あ
ら
わ

れ
る
。
隼
に
お
そ
わ
れ
た
、
お
と
り
の
雁
を
た

す
け
よ
う
と
し
て
、
残
雪
が
登
場
す
る
場
面
。

〈
残
雪
で
す
。

　

大
造
爺
さ
ん
は
、
ぐ
つ
と
銃
を
肩
に
あ
て
ゝ

残
雪
を
ね
ら
ひ
ま
し
た
。
が
、
何
と
思
つ
た
か

再
び
銃
を
お
ろ
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。〉

  

こ
の
〈
何
と
思
つ
た
か
〉
は
、
異
質
な
語
り

方
だ
。
そ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
て
、
語
り
手
は
、

大
造
爺
さ
ん
の
心
情
に
知
ら
ん
ふ
り
を
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
と
き
、
ど

う
し
て
大
造
爺
さ
ん
が
銃
を
お
ろ
し
た
の
か
は

「
な
ぞ
」
と
し
て
作
品
に
の
こ
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
「
な
ぞ
」
の
答
え
を
も
と
め
て
、
読
み
つ

づ
け
て
い
く
と
、や
が
て
、大
造
爺
さ
ん
の
〈
お

ー
い
。
雁
の
英
雄
よ
。
お
前
み
た
い
な
え
ら
ぶ

つ
を
、
お
れ
は
、
卑
怯
な
や
り
方
で
や
つ
ゝ
け

た
か
あ
な
い
ぞ
。〉
と
い
う
こ
と
ば
に
ぶ
つ
か

る
。
こ
れ
が
「
な
ぞ
」
の
「
答
え
」
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、「
な
ぞ
」
と
「
答
え
」
の
対
応

の
な
か
で
作
品
の
主
題
の
あ
り
か
が
示
唆
さ
れ

る
…
…
。
主
題
も
ま
た
、
語
り
の
構
造
を
と
お

し
て
、
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
も
の
な
の
だ
。

〔
み
や
か
わ　

た
け
お
〕
明
星
大
学
人
文
学

部
教
授
。
日
本
児
童
文
学
専
攻
。
児
童
文
学

作
品
の
学
習
材
化
や
そ
の
授
業
に
つ
い
て

も
発
言
し
て
き
た
。
著
書
に
『
現
代
児
童
文

学
の
語
る
も
の
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
な

ど
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
国
語
教
育

＊
人
間
力
の
育
成

＊
思
考
力
の
育
成

＊
聞
く
こ
と
の
指
導

尾
木 

和
英東京女子体育大学

人
間
力
の
育
成

い
ま
国
語
教
育
に
求
め
ら
れ
る
も
の

　

学
校
の
指
導
改
善
に
関
し
、
学
校
外
か
ら
も

多
く
の
貴
重
な
提
言
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
、
平
成
十
五
年
四
月
に
公
表
さ
れ

た
人
間
力
戦
略
研
究
会
報
告
書
「
若
者
に
夢
と

目
標
を
抱
か
せ
意
欲
を
高
め
る
〜
信
頼
と
連
携

の
社
会
シ
ス
テ
ム
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
会
で
は
、
教
育
関
係
、
経
済
・
産

業
分
野
、
労
働
・
雇
用
分
野
の
有
識
者
に
よ
っ

て
委
員
会
が
構
成
さ
れ
、
内
閣
府
を
担
当
部
局

と
し
て
協
議
が
進
み
、「
人
間
力
」
と
い
う
用

語
を
中
心
に
据
え
た
政
策
提
言
が
な
さ
れ
た
。

　

報
告
書
で
は
、
人
間
力
を
「
社
会
を
構
成
し

運
営
す
る
と
と
も
に
、
自
立
し
た
一
人
の
人
間

と
し
て
力
強
く
生
き
て
い
く
た
め
の
総
合
的
な

力
」
と
定
義
し
、
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
知
的

能
力
的
要
素
と
し
て
の
「
論
理
的
思
考
力
」「
想

像
力
」、
社
会
・
対
人
関
係
力
的
要
素
と
し
て

の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
」
な
ど
に

着
目
し
て
い
る
。
国
語
教
育
と
し
て
は
、
こ
こ

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
思
考
力
の
育
成
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
に
強
い
関
心
を

向
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

思
考
力
の
育
成

求
め
ら
れ
る
指
導
の
ね
ら
い
の
焦
点
化

　

中
学
校
国
語
科
の
目
標
に
は
、
適
切
に
表
現

し
正
確
に
理
解
す
る
力
の
育
成
、
伝
え
合
う
力

を
高
め
る
こ
と
と
並
ん
で
、
思
考
力
を
養
う
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
目
標
の
実

現
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、
思
考
力
と
は
人
間
の
知
的
作
用
の
す
べ
て

に
わ
た
り
、
分
析
的
に
と
ら
え
る
と
、
判
断
し

批
判
す
る
力
、論
理
的
に
と
ら
え
推
理
す
る
力
、

情
報
を
活
用
し
解
決
を
図
る
力
な
ど
、
様
々
な

側
面
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
毎
時
の
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
生

徒
は
思
考
力
を
働
か
し
て
学
習
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
何
が
ね

ら
い
と
さ
れ
、
指
導
の
成
果
と
し
て
ど
の
よ
う

な
思
考
の
力
が
付
い
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し

て
は
、
明
確
に
意
識
し
て
授
業
が
組
み
立
て
ら

れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
思
考
力
育
成
の
重
要
が

言
わ
れ
、
多
様
な
実
践
も
な
さ
れ
て
い
る
。
今

後
は
先
導
的
な
実
践
に
学
び
、
例
え
ば
①
考
え

の
中
心
を
明
確
に
し
て
話
す
こ
と
に
重
点
を
置

く
発
表
、
話
し
合
い
の
活
動
、
②
話
し
手
の
意
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も
う
一
つ
紹
介
し
た
い
の
は
、
稿
者
の
大
学

の
授
業
に
お
い
て
、
聞
く
こ
と
の
指
導
が
う
ま

く
い
く
と
学
生
の
私
語
が
半
減
し
、
効
果
的
な

対
話
が
成
立
す
る
と
い
う
経
験
で
あ
る
。

　

聞
く
こ
と
の
指
導
の
意
味
を
的
確
に
示
し
て

い
る
の
が
、西
尾
実
『
国
語
教
育
学
序
説
』（
筑

摩
書
房
）
の
中
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

 

「
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
距
離
が
一
定
の
範
囲

を
越
え
て
遠
く
な
る
と
、
聞
く
こ
と
の
責
任
感

が
薄
く
な
り
、
聞
き
手
と
い
う
よ
り
も
傍
観
者

に
な
り
や
す
い
。（
九
十
ペ
ー
ジ
）」

　

私
語
の
生
ま
れ
る
土
壌
が
こ
こ
に
あ
る
。
相

手
へ
の
関
心
が
薄
く
、
傍
観
者
、
も
っ
と
ひ
ど

い
場
合
に
は
完
全
な
断
絶
の
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

の
育
成
の
た
め
に
は
、
ま
ず
相
手
に
関
心
を
向

け
、
耳
を
す
ま
せ
て
聞
く
態
度
を
育
て
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
中
心
、
根
拠
を
聞
く
。
正
し
く
聞
き

取
る
。
そ
の
後
に
、
自
分
が
ど
う
考
え
る
か
、

自
分
の
感
想
や
意
見
の
効
果
的
な
話
し
方
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
活
動
を
中
心
に

据
え
る
指
導
を
工
夫
し
た
い
。

〔
お
ぎ　

か
ず
あ
き
〕
生
徒
の
主
体
的
な
学
習

の
成
立
に
着
目
し
、
意
欲
を
引
き
出
す
授
業
の

実
践
事
例
の
収
集
・
分
析
を
続
け
て
い
る
。

図
、
根
拠
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
聞
く
活
動
、
③

意
見
を
効
果
的
に
伝
え
る
書
く
こ
と
の
授
業
、

④
文
と
文
、
段
落
相
互
の
関
係
に
着
目
さ
せ
る

読
む
こ
と
の
指
導
な
ど
、
目
標
を
明
確
に
し
て

の
指
導
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

　

特
に
表
現
に
関
す
る
指
導
に
お
い
て
は
、
中

学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
（
平
成
十
一
年
）
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
個
々
の
指
導
事
項

を
学
習
者
の
思
考
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る

（
四
十
三
ペ
ー
ジ
）」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
思

考
の
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

指
導
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
思
考
力
が
養
わ
れ

る
か
が
見
え
て
く
る
。
成
果
の
把
握
と
今
後
の

課
題
の
確
認
の
た
め
の
評
価
の
工
夫
も
、
そ
こ

を
基
点
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

聞
く
こ
と
の
指
導

よ
き
聞
き
手
が
対
話
の
基
本

　

授
業
参
観
の
折
、
教
師
の
説
明
、
指
示
が
終

わ
っ
た
途
端
勢
い
よ
く
手
を
上
げ
、
い
ま
説
明

さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
質
問
を
す
る

児
童
生
徒
を
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
育
成
の
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
聞
く
こ
と
の
指
導
を
取
り
上
げ
る
の

は
そ
の
故
で
あ
る
。
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■ 

こ
の
子
た
ち
も
勉
強
が
嫌
い
に

　

   

な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
？

　

あ
る
日
、
新
聞
を
読
ん
で
い
る
と
「
勉
強
嫌

い
七
割
越
す
」
と
い
う
見
出
し
が
目
に
留
ま
っ

た
。
文
部
科
学
省
が
、
高
校
三
年
生
を
対
象
に

実
施
し
た
学
力
テ
ス
ト
の
記
事
で
あ
る
。
各
教

科
の
弱
点
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に

目
を
引
く
の
は
、
学
習
意
欲
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
で
あ
る
。「
勉
強
嫌
い
」
が
小
六
か
ら
大
幅
に

増
加
し
、
高
三
で
は
、
実
に
七
十
三
％
に
も
上

る
と
い
う
。

　

私
は
、
三
月
ま
で
小
学
六
年
生
を
担
任
し
て

い
た
が
、
こ
の
子
た
ち
の
「
学
び
」
も
や
が
て

衰
弱
・
空
洞
化
し
、
学
習
意
欲
が
低
下
し
て
い

く
の
だ
と
し
た
ら
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

学
習
意
欲
を
呼
び
起
こ
す
た
め
の
外
的
動
機

づ
け
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
現
代
の
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
体
験
的
な
活
動
や
発
表
、
話

し
合
い
・
表
現
活
動
な
ど
を
取
り
入
れ
た
協
働

的
な
学
び
と
、
ス
キ
ル
学
習
と
の
バ
ラ
ン
ス
が

大
切
に
な
っ
て
く
る
。
内
面
か
ら
「
学
び
」
の

お
も
し
ろ
さ
を
引
き
出
し
、
生
涯
学
習
の
礎
と

な
る
自
己
教
育
力
を
培
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
で
は
、
小
学
校
の
国
語
の
現
場
で
は
、

具
体
的
に
ど
ん
な
授
業
を
組
み
立
て
て
い
け
ば

い
い
の
だ
ろ
う
か
。
 

■ 

文
学
教
材
の
授
業
を
再
考
す
る

　

国
語
科
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

一
層
の
重
視
、「
読
む
こ
と
」
の
時
数
削
減
が
な

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
文
学
教
材
で
は
、
従
来

の
詳
細
な
読
解
を
主
と
し
た
指
導
法
の
見
直
し

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
が
、
短
時
間
で
読
む
力

を
つ
け
、
さ
ら
に
集
団
で
物
語
を
読
む
こ
と
の

楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

だ
ろ
う
か
。
場
面
ご
と
に
内
容
を
読
み
取
り
主

題
を
ま
と
め
る
従
来
の
授
業
ス
タ
イ
ル
で
は
な

く
、
集
団
で
学
び
合
う
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
て
く

る
「
読
み
の
多
様
性
」
を
引
き
出
し
た
い
の
だ
。

 

「
ひ
び
き
あ
い
、
学
び
続
け
る
子
ど
も
」
を
育

て
る
こ
と
。
こ
れ
が
現
在
勤
務
す
る
小
学
校
の

共
同
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
な
び
合
い
、
つ

た
え
合
い
、
み
と
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
授
業

を
国
語
科
で
も
模
索
し
、
実
践
研
究
を
進
め
て

き
た
。
文
学
教
材
で
の
授
業
に
こ
だ
わ
り
を
も

っ
て
、「
話
す
こ
と
聞
く
こ
と
」
の
教
材
で
は
な

く
と
も
「
伝
え
合
う
力
」
を
育
て
、
高
め
る
こ

と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
三
つ
の

段
階
に
分
け
て
授
業
を
組
み
立
て
た
。

①
正
し
く
読
み
取
る
た
め
の
ス
キ
ル
（
正
確
な

音
読
、
語
句
の
意
味
、
作
品
の
構
造
、
物
語
の

し
か
け
な
ど
）
を
身
に
つ
け
、
学
習
者
一
人
一

人
が
作
品
と
向
き
合
う
。

②
正
し
い
読
み
取
り
を
し
た
う
え
で
、
個
々
が

「
読
み
の
こ
だ
わ
り
」
を
持
ち
、
読
み
深
め
る
。

吉
井 

美
香

福
島
県
郡
山
市
立
橘
小
学
校

い
ま
、

小
学
校
で
は

多
様
な
読
み
を
引
き
出
し

「
伝
え
合
う
力
」を
高
め
る

文
学
教
材
の
授
業
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③
読
み
深
め
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か

ら
代
表
者
が
話
し
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
形
式
で
読
ん
だ
こ
と
を
交
流
し
合
う
。

　

詳
細
は
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、

授
業
に
か
か
わ
っ
た
児
童
、
参
観
者
、
す
べ
て

の
者
が
こ
ん
な
読
み
も
あ
る
の
だ
と
新
た
な
発

見
を
も
ち
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
読
む
と
、
考

え
た
く
な
る
よ
う
な
授
業
を
し
た
い
。
そ
う
考

え
、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」「
き
つ
ね
の
窓
」

「
海
の
命
」
と
い
っ
た
教
材
で
試
み
て
き
た
。

　

す
で
に
五
年
生
時
に
、
環
境
を
題
材
に
し
た

説
明
文
の
単
元
で
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
形
式
の
話
し

合
い
を
学
ん
で
き
た
。
学
級
会
で
も
身
近
な
話

題
で
討
論
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
、

意
見
の
交
流
を
楽
し
ん
で
き
た
。
本
実
践
は
、

こ
れ
ら
こ
と
ば
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
む
授
業

を
、
文
学
教
材
で
応
用
で
き
な
い
か
と
い
う
思

案
の
末
、
生
ま
れ
て
き
た
授
業
で
あ
る
。

　

読
ん
で
感
想
を
も
つ
こ
と
は
一
人
で
も
で
き

る
。
そ
れ
を
複
数
で
交
流
し
合
っ
た
と
き
に
出

て
く
る
発
見
、
感
動
は
学
級
と
い
う
集
団
だ
か

ら
こ
そ
生
ま
れ
る
も
の
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
大

切
な
の
は
個
人
の
感
想
を
そ
の
子
の
「
読
み
の

こ
だ
わ
り
」
と
し
て
拾
い
上
げ
、
他
の
子
と
突

き
合
わ
せ
て
構
造
化
し
、
授
業
を
組
み
立
て
る

と
い
う
教
師
の
支
援
と
手
だ
て
で
あ
る
。
同
時

に
必
要
な
の
は
、
読
み
の
分
岐
点
に
気
づ
き
、

子
ど
も
か
ら
そ
れ
を
引
き
出
せ
る
教
師
の
教
材

研
究
と
発
問
づ
く
り
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
難
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
授
業
の
中

で
は
っ
と
す
る
よ
う
な
子
ど
も
の
意
見
に
出
会

え
る
こ
と
が
あ
る
。
物
語
の
構
造
を
見
据
え
、

は
っ
き
り
と
こ
と
ば
で
表
せ
た
子
ど
も
の
意
見

に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
し
て
そ
の
意
見
を
「
お

も
し
ろ
い
。
そ
ん
な
こ
と
に
気
づ
く
な
ん
で
す

ご
い
」
と
認
め
て
い
る
子
ど
も
ら
の
姿
を
見
た

と
き
集
団
で
読
む
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
物
語
を
読
む
こ
と
は
本

来
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
正
し
く
読
み
取
っ
た

こ
と
を
も
と
に
さ
ら
に
自
分
の「
読
み
」を
深
め
、

自
分
の
意
見
を
他
者
に
伝
え
、
相
手
か
ら
も
意

見
を
も
ら
う
こ
と
は
大
い
に
価
値
が
あ
る
。
子

ど
も
た
ち
が
そ
う
実
感
で
き
る
よ
う
な
授
業
を

こ
れ
か
ら
も
め
ざ
し
て
い
き
た
い
。

  

■ 

「
学
び
」
の
楽
し
さ
、

       

真
の
意
欲
を

　

冒
頭
の
話
に
戻
る
。
調
査
の
対
象
と
な
っ
た

高
三
の
生
徒
達
は
、
関
心
・
意
欲
・
態
度
を
重

視
し
た
「
新
し
い
学
力
観
」
の
も
と
、
小
学
一

年
生
か
ら
学
ん
で
き
た
世
代
で
あ
る
ら
し
い
。

そ
れ
な
の
に
「
学
ぶ
意
欲
」
の
低
下
、「
勉
強
嫌

い
」
が
結
果
と
な
っ
て
表
れ
た
こ
と
。
こ
の
事

実
は
、
小
・
中
学
校
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
実
際

に
子
ど
も
た
ち
を
教
え
て
き
た
私
達
へ
の
責
任

と
な
っ
て
の
し
か
か
っ
て
く
る
こ
と
を
謙
虚
に

受
け
止
め
た
い
。

　

学
び
続
け
よ
う
と
す
る
真
の
意
欲
と
い
う
も

の
は
、
基
礎
的
な
力
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
も

と
に
わ
か
っ
た
と
か
、
発
見
で
き
た
と
い
っ
た

実
感
を
も
ち
、
本
当
に
「
学
び
」
が
楽
し
い
と

感
じ
ら
れ
る
知
的
好
奇
心
か
ら
生
ま
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
改
め
て
思
う
。
課
題
は

多
い
が
「
こ
と
ば
」
と
戯
れ
、
新
し
い
発
見
が

あ
る
国
語
の
授
業
を
創
造
し
て
い
き
た
い
。

＊

 

「
読
み
の
交
流
会
」
で
、
真
剣
に
仲
間
の
意
見

に
耳
を
傾
け
、
考
え
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る

姿
を
見
せ
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
…
ど
う
か
、

中
学
校
、
高
校
で
も
、
学
び
続
け
る
意
欲
を
損

な
う
こ
と
な
く
国
語
の
授
業
を
楽
し
ん
で
ほ
し

い
と
願
う
。

〔
よ
し
い　

み
か
〕
福
島
県
郡
山
市
立
橘
小
学
校

教
諭
。「
子
ど
も
と
こ
と
ば
と
文
学
の
会
」（
事

務
局
仙
台
）
を
基
盤
に
国
語
の
新
し
い
授
業
を

模
索
し
、
辞
書
を
使
っ
た
授
業
、
文
学
教
材
の

授
業
な
ど
の
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
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る。そして、さまざまな経験を経て自分のアイデン
ティティーを見つけていくというものである。
　さらに、有色人種への差別や、民族間の葛藤、
歴史的裁判、離婚や新しい家族、ホモセクシュア
ルの問題なども、小説、情報テクスト、歴史書な
どさまざまな形で読まれている。
　クリティカル・リテラシーの教育実践では、ホー
ムレス・貧困、戦争、暴力団・銃暴力、いじめ、
民族問題、社会的階層・他者との共存、伝統的で
ない家族、病気・死、ジェンダーなどの、さまざま
な内容の本が扱われている。難しい問題ではある
が、実際に子どもたちが直面する問題であり、その
問題をどのようにクリティカルに読み解いていくか
が教えられなければならない。
　教師はこの多様な本に対処させるため、早い段
階で、ジャンルを教える。子どもは、様々なテーマ
の本が、さまざまなジャンルで著されていることを
知り、適切に読んでいくため方法を学んでいくので
ある。筆者の主観では、アメリカ（特に都市部）
の子どもたちは、日本の子どもよりも大きく深刻な
社会的な問題に対処していかなければならず、あ
まり発達段階によって読むものを選ばれてはいな
いように感じられる。彼らは、多様化した社会の中
で生きていくことを要求されるからである。あるい
は、そのような社会に立ち向かっていくための練習
を、読書の追体験や知識によって行っているよう
にもみえる。しかし、これらは、政治および経済の
国際化から、日本にも遠からず訪れる状況ではな
いだろうかと考える。

（２）多声を生かした読書指導の方法
　多様化した社会においては、さまざまなテクスト
をクリティカルに読むという方法を教えるというこ
とが重視される一方で、自分の読み方について自
信をもって発言し、他者の声にも耳を傾けていく姿
勢も重視される。CPSから生まれたリテラチャー・
サークル（Literature Circles : LC）はその例である。
　LCでは、教師がクラスで紹介した数種類の本の
うち読みたい本1冊を子どもが決め、その本ごと
に３～５人のグループをつくる。グループでは、子
どもたちがそれぞれ担当の役割を決め、読む分量
を決め、役割にのっとった方法で読んできて、後
で話し合う。役割とは、例えば、読んで浮かんでき
た質問を提出するクエスチョナー、本の中の話と現
実にあったことを結んで話すコネクター、本を読ん
で得たイメージを絵にかいてみるイラストレータ
ー、優れていると思った表現を取り出して発表する
リテラリー・ルミナリーなどである。これらの役割
読みをグループで出して共有することで、それぞれ
の読みを深めていく。一つの役割は一人で受け持
つので、子どもたちは自分の経験に基づいた自分
なりの読み方を、グループの子どもたちと共有する
ことが求められる。シカゴの多様化する現実にあっ
た読み方を教えながら、その子の読み方を奨励し、
その子の考え方を理解していこうとする、多声に耳
を傾ける指導となっている。そのためLCの評価点
の半分は、積極的に話し合いに参加し、自分の考
えを話し相手の声も聞くというコミュニケーション
についての点である。

新
し
い視

点
で

ア
メ
リ
カ
の
言
語
教
育
に
お
け
る

二
つ
の
方
向
性
と
読
書
指
導
の
実
際

４．おわりに

　以上本稿では、アメリカの言語教育における標
準化と多様化を述べた後、読書指導の実際例に触
れた。
　筆者は、日本とアメリカの読書指導の違いに驚
き、日本においてもアメリカ同様の指導がいいのか、
疑問を持ってきた。どのような路線をとるかは常に
慎重に考えるべきである。しかし、今回、創刊号
～第4号の執筆者の論考を読み、この２つの方向
性が、経済・軍事大国アメリカに特有のものでは
なくて、世界中に進行しつつある大きな傾向である
ことに思い至った。
　多言語・多民族・多文化は、「以心伝心」「うて
ば響く」といった心地のよい環境ではない。常に
説明し、熟慮を重ねて行動しなければならない。し

かし、一方で、多言語・多民族・多文化を生かし
ていくことは、複雑だが骨太の社会を生み出すこと
につながっていくであろう。この状況の中で、言語
教育をどのように実行していくべきか。我々言語教
師の課題は非常に重いと考えている。

〔あだち　さちこ〕イリノイ大学シカゴ校客
員研究員（山形大学講師）。専門：国語科教育。
スペインの「アニマシオン」、シカゴの「リ
テラチャー・サークル」など、読書指導の方
法を中心に研究を進めている。
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（２）多様化
　アメリカでは、近年、英語を母語としない国から
の移民が急増してきた。その中で、統一言語とし
ての英語をどのように教育していくかは大きな問題
となっている。
　移民の代表例は、ヒスパニック系と呼ばれるラ
テンアメリカからの移民である。母語がスペイン語
で目標言語は英語であると考えれば、目標言語を
日本語とする外国人対象の「日本語教育」と同じ
かとも思えるが、実情はそう単純ではない。例えば、
CPSの中には、メキシコ移民が中心になって立ち
上げたマグネットスクール（特定の教科・領域に
重点を置き、通学区の制限を越えて出願できる学
校）があり、完全なバイリンガル教育を目指してい
る。一方で、二桁以上の国からの移民の子どもを
抱える学校も少なくない。しかし、一般的には、ス
ペイン語の特に文章言語における指導は、英語の
授業では行われないので、多くの子どもたちは、ス
ペイン語の文章力は発達しない。したがって、ス
ペイン語は口頭言語、あるいはインフォーマルな言
語として位置づけられてしまう。その一方で、母語
は英語でありながらも、スペイン語教師を目指して
学ぶ子どもたちもいる。このように、スペイン語と
の関係から英語教育をめぐる状況は実に多様であ
る。このような状況は、英語を母語として英語教
育を受ける子どもたちにも影響を与えずにはおかな
い。子どもたちは、これらの移民や移民の背景的
文化を理解することが求められている。
　アメリカの言語教育界と関連する学問領域では、

1990年代から2000年代に、これまでのリテラシ
ーの概念を再考しようという動きが高まった。メデ
ィア・リテラシー、ビジュアル・リテラシー、ハイ
パー・テクスト、マルチ・リテラシーズ、クリティ
カル・リテラシー、バイ・リテラシー、クリティカ
ル・メディア・リテラシーなどが、アメリカにおけ
る主要な研究テーマとなってきた。
　例えば、ハイパー・テクストは、最近のＷｅｂな
どによく見られる現象で、あるテクストの一部をク
リックすると、まったく別のテクストに飛ぶという
ような、多くのテクストの関連した状態をさす。文
章を読むという現象自体は変わっていないが、書
物というメディアによって守られていたテクストの
一貫性や階層性、あるいは時系列性が、読者のラ
ンダムなアクセスによって変化する。このことは、
テクストの多層性・多文化性に対処する形で読む
ことの教育をデザインしていく必要を示している。
　クリティカル・リテラシーは、オーストラリアの
機能文法や談話分析といった言語学研究の成果を
背景に生まれた。しかし、アメリカでは、むしろ民
主主義の実現と強く結びつけて論じられるように
なった。特に、現代社会におけるさまざまな問題や、
マイノリティーの理解および、読むことによる人権
の保護とアイデンティティーの確保の実践として、
位置づけられるようになった。このため、多言語・
多民族・多文化の教室で、どのように他者をどの
ように理解し、どのように自分の権利を守り、アイ
デンティティーを築いていくかが大きな研究課題と
なっている。

３．二つの方向性をふまえた読書指導の実際

　以上、二つの方向性を述べてきた。この方向性は、
一見反対のベクトルであるように見えるが、実は、
多言語・多民族・多文化という複雑化する社会の
中で、どのようにして人々の権利を守り、共通言語
としての英語教育を築いていくか、という同じ問題
意識の上に立っている。そこで、ここでは、議論
のレベルを、具体的な読書指導の実践にしてみた
い。ただし、ここで挙げるのは、アメリカにおける
指導の全てではない。読書指導に研究関心がある
筆者が、上記の二つの方向性を特にあらわしてい
る指導事例を、それも日本の読書指導にも意味が
ありそうな事例を、描き出そうとするものである。
まずは、このような現状認識において、子どもは何
を読むことが期待されているかという、「読む本」

について、さらに、どのように読むかという「読み
方」についての問題を取り上げる。
（１）子どもが読む本
　以上のような姿勢で選ぶ本は、多言語・多民族・
多文化を踏まえて実に多様である。
　まず、二言語で書かれた本が取り上げられる。
特に歌や詩のようなジャンルにおいて、見開きの
片方にスペイン語詩、もう一方に英語訳、あるい
はその反対の組み合わせの絵本が多い。また、ア
フリカの詩集や漢字を説明した絵本など、外国語
そのものに親しむ本も取り上げられている。
　次に、最近の高い評価を得ている児童文学には、
移民を扱ったものが多い。主人公は、親について
くる形で、アメリカという異文化の中に放り込まれ
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　本稿を執筆するにあたって、本誌創刊号から第4
号のこの欄を読み、非常に興味深く思った。なぜ
なら、執筆者がそれぞれの立場で執筆をしながら、
アメリカにも通ずる言語教育の二つの方向性̶統
一化（標準化）と多様化̶を描き出しているから
である。
　アメリカの大学に籍をおいている筆者にとって、

この二つの方向性は身近である。大学院生や大学
研究者は、この方向性をアメリカの文脈で議論し
ている。筆者自身も、今はこれが日本を含めた世
界的な傾向であると思う。そこで、本稿では、アメ
リカの言語教育に二つの方向性がどのように現れ
ているかを紹介しつつ、筆者が特に関心を寄せて
いる読書指導の実際について述べることとする。

足立 幸子 イリノイ大学シカゴ校

アメリカの言語教育における
二つの方向性と読書指導の実際

新しい視点で

 １．はじめに

（１）標準化（統一化）
　1990 年代の中ごろから、アメリカにおいては、
標準化運動が盛んになった。これは、英語教育の
統一的標準を求めようとするもので、国際読書学
会（International Reading Association : IRA）と米
国英語教師学会（National Council of Teachers of 
English : NCTE）が1996年にスタンダード（標準）
を発表している。ただ、これは、日本における学習
指導要領とは位置づけが異なる。なぜなら、アメリ
カのスタンダードは一種類ではないからだ。市のレ
ベル、州のレベル、さらには、さまざまな教育団体
レベルで、それぞれのスタンダードが存在する。例
えば、シカゴ公立学校（Chicago Public Schools : 
CPS）では、シカゴ市、イリノイ州、IRA/NCTEな

どのスタンダードのうち、シカゴ市のスタンダード
を採用している。
　また、2002 年には、No child left behind Act 
（NCLB）という法律が出された。「だれ一人として
取り残される子どもがいないように」と、アメリカ
のすべての子どもたちの教育を保証しようとするも
のである。この中で、全ての学習を支えるための
読書（reading）が非常に重視されるようになった。
NCLB 成立の背景には、メキシコなど、ラテンア
メリカからの移民が増加し続けているということが
ある。この効果を計るためにNAEPという全国統
一試験が行われるようになった。現在、アメリカの
英語教育にかかわる教師・研究者が、NCLBに対
応する教育のあり方を検討している。

２．アメリカの言語教育における二つの方向性
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講座番号  講座名／内容（方法）／日程 講師 
 【
実践研修】 

（３）  国語科学習指導法　（水曜日・全４回）
  教師の学習指導法の基礎・基本を再認識し各自の国語科｢授業力｣の向上を図る。

 ●１回　5月12日
 　国語科は、何をめざして学習する教科なのか（目標論と内容論の観点から）
 ● 2回　5月19日
 　国語科は、何をどのように学習する教科なのか（計画論と方法論の観点から）
 ● 3回　5月26日
 　国語科は、何をどのように評価する教科なのか（方法論と評価論の観点から）
 ● 4回　6月2日 
 　国語科での教師の支援・助言・板書等をどうすればよいか（指導技法の観点から）
 （注）講義・演習・質疑・協議等を組み合わせ、自主的・生産的な講座としていきます。

（４）  話すこと・ 聞くこと　（水曜日・全４回）
  ｢話すこと･聞くこと｣の指導について、実践活動をとして具体的に研修する。

 ● 1回　6月9日
 　音声言語の基本｢声を届ける・声を受け止める｣ことについて、実感し、実践する。
 ● 2回　6月23日
 　｢話すこと｣の基本理念を理解し、指導法を工夫する。
 ● 3回　6月30日
 　｢聞くこと｣指導の現状と課題を理解し、指導法を工夫する。
 ● 4回　7月7日
 　群読が必然的に呼び起こす｢話し合い・聞き合い｣活動を理解し、指導法を工夫する。

（５） 書くこと　（火曜日・全４回）
  ｢書くこと｣の学習指導と評価の在り方を、実践事例に基づいて具体的に研修する。
 ● 1回　6月22日
 　｢書くこと｣の目標と指導事例（講義・演習・協議）
 ● 2 回　6月29日
 　目的に応じた文章表現の指導（講義・演習・協議）
 ● 3 回　7月6日
 　味わいのある文章表現の指導（講義・演習・協議）
 ● 4回　7月13日
 　 ｢書くこと｣の指導計画と指導展開（講義・演習・協議）　　　　　　　　　　　

（６）  読むこと　（金曜日・全４回）
  国語科の授業で｢読むこと｣の授業について、再構築を図る。

 ●1回　5月14日
 　 教室で｢読む ｣ということの意味を考える（講義・討議）
 ● 2回　5月21日
 　 ｢読むこと｣の指導過程・これまでと、これから（講義・演習）
 ● 3回　5月28日
 　 ｢読むこと｣における指導と評価の一体化（講義・演習）
 ● 4回　6月4日
 　 これからの国語の授業における｢読むこと｣の位置とありかた（講義・討議）

（７） 言語事項　（金曜日・全４回）
 ｢言語事項｣の学習指導と評価の在り方を、実践事例に基づいて具体的に研修する。

 ● 1回　6月11日
 　｢言語事項 ｣の目標と指導事例の確認（講義･演習・討議） 　　　
 ● 2回　6月18日
　 　漢字指導の実際（演習・協議・教材づくり）　　　　　　　　　
 ● 3回　6月25日
 　語句・語彙指導の実際（演習・協議・教材づくり）
 ● 4回　7月2日
 　文法指導の実際（演習・協議・教材づくり）

青山学院大学講師
花田　修一

前群馬大学教授
高橋　俊三

東京女子体育大学
助教授
田中　洋一

横浜国立大学　
教授
髙木　展郎

言語教育文化研究所
常任理事
篠田　信司

【実践研修】 



39 言語教育文化研究所からのご案内

言語文化教育研究所（略称：ILEC）は、ことばの教育、ことば
の学びのこれからのあり方を「言語・教育・文化」という視点
から広くとらえ、新しい言語教育（国語・英語を中心に）の
創出をめざして設立された組織です。

活動内容としては、さまざまなセミナーの実施、先生方向け
の講座の開設、出版活動など幅広い展開をして参ります。

専門研修講座（国語）

ご自分に投資してみませんか

　新しい学習指導要領が本格実施されてから、３年目を迎えようとしています。国語科については、領域構成の改善
とそれに伴う目標や内容の改善、授業時数の削減、目標に準拠した評価（絶対評価）の導入など、先生方にとっては
戸惑うことの多い２年間ではなかったでしょうか。

　一方、こうした戸惑いを解消すべき専門的な研修の機会と場が少なくなっているということも聞いております。

　教育職員養成審議会の答申（平成９年）では、これからの教員に求められる資質能力として、「地球的視野に立っ
て行動する資質能力」「変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力」「教員の職務から必然的に求められる資質
能力」などを掲げていますが、その前提として、「いつの時代にも求められる資質能力」（昭和62年）を挙げています。

　その中で特に強調されていることは、「教育者としての使命感」「児童生徒に対する教育的愛情」「教科等に対する
専門的知識｣「広く豊かな教養」そしてこれらを基盤とした「実践的指導力」などです。

　子供たちの瞳が輝く授業を創りだしたいというのは、教職にたずさわる全ての人々に共通の願いです。

　日々の授業にお悩みの方、自分自身をさらにブラッシュアップしたいと考えている方、ぜひ、この研修会に参加し
てみませんか。

１．目的
小・中学校で国語科担当の先生方のために専門的な研修の機会と場を提供し、我が国の言語教育及び言語文化の向上
に資することを目的とします。

２．方針
ア .  初任者をはじめ、すべての先生方を対象とします。 
イ .  国語科教育について、理論と実践両面から多彩な内容を用意し、参加する先生方のニーズに応えます。 
ウ .  一つの内容については、一人の講師による2～4回程度の研修を基本とします。 
エ .  研修会は毎週火曜日、水曜日、金曜日の午後6時30分から開始し、8時30分に終了します。 
オ .  参加費用は、2回型講座は、6,000円、4回型講座は12,000円（ともに資料代含む）となります。 

３．内容（方法）・日程
講座番号  講座名／内容（方法）／日程 講師 

【理論研修】 
（１）  国語科教育の基本　（火曜日・全２回） 
  国語科教育に期待されていることは何か、｢指導と評価｣の観点から研修する。
 ● 1回　5月11日
　 　教育課程審議会答申及び学習指導要領の分析（講義・演習･討議）。
 ● 2回　5月18日
 　国語科における｢指導と評価｣の考え方と具体的な方法（講義・演習･討議）。 

（２） 情報社会と国語科教育　（火曜日・全４回）
  生徒の情報活用能力を育てる授業の基本から創意工夫の実際までを研修する。
 ● 1回　5月25日
 　情報活用能力の分析的な理解と指導の基本理解（講義、授業分析と協議）　
 ● 2回　6月1日
 　｢話すこと・聞くこと｣の指導と情報教育（演習、協議、講義）
 ● 3回　6月8日
 　｢書くこと｣の指導と情報教育（学習材開発、指導法検討、講義）
 ● 4回　6月15日
 　｢読むこと｣の指導と情報教育（教材研究、演習、指導法検討、講義）

専門研修講座（国語）
ご自分に投資してみませんか

【理論研修】 
言語教育文化研究所
常任理事
篠田　信司

東京女子体育大学理事／
言語教育文化研究所
代表理事
尾木　和英

1.目的

2.方針

3.内容（方法）・日程



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
5
号
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〇
〇
四
年
六
月
一
日
発
行

定
価  

一
〇
〇
円
（
本
体
九
六
円
）

編
集
・
発
行
人    

八
幡　

統
厚

〔
発
行
所
〕
株
式
会
社　
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〇
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二
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集
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東
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〇
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五
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〔
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京
都
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田
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国
三
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一
ー
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編
集
後
記

●
本
誌
『
こ
と
ば
の
学
び
』
も
二
回
目
の
春
を
迎
え
ま

し
た
。
本
年
度
も
、
先
生
方
と
と
も
に
「
新
し
い
こ
と

ば
の
学
び
」
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
本
誌
を
お
読
み
に
な
っ
た
ご
感
想
を
お
寄
せ

い
た
だ
く
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
先
生
方
か
ら
の

ご
意
見
を
誌
面
に
反
映
し
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
に
し

て
ま
い
り
ま
す
。

●
本
号
は
「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
に
つ
い
て
特
集
し
ま

し
た
。
い
ま
、「
聞
く
こ
と
」
の
学
び
が
、
子
ど
も
た

ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
も

必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
教
室
で
の
学
び
も
可
能

で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

●
ぜ
ひ
、
ご
意
見
、
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。『
現

代
の
国
語
』
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
こ
と
ば
と
学
び
の
宇

宙
」）
の
「
お
問
い
合
わ
せ
」
か
ら
メ
ー
ル
で
も
お
送

り
い
た
だ
け
ま
す
。

（
太
郎
）



三省堂の本

各
学
年  

Ｂ
５
判  

80
＋
８
ペ
ー
ジ 

定
価　

４
２
０
円（
税
込
）

■
教
科
書
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

領
域
の
す
べ
て
の
学
習
材
を
取
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、

付
録
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
活
動
の
レ
ッ
ス
ン
を
収

録
し
ま
し
た
。

表
現
ワ
ー
ク　

１
・
２
・
３

各
学
年  

Ｂ
５
判  

各
学
年
１
０
４
〜
96
＋
８
ペ
ー
ジ

定
価　

４
２
０
円（
税
込
）

■
新
出
漢
字
、
新
出
音
訓
の
完
全
マ
ス
タ
ー
と
語
彙
力

を
つ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
ド
リ
ル
形
式
の
学
習
ノ
ー

ト
で
す
。

漢
字
・
語
句
学
習
ノ
ー
ト　

１
・
２
・
３

文
法
学
習
ノ
ー
ト　

全
１
冊

各
学
年　

Ｂ
５
判　

１
１
２
＋
20
ペ
ー
ジ　

 

定
価　

５
８
０
円（
税
込
）

■
教
科
書
の
全
学
習
材
を
取
り
あ
げ
、
授
業
の
展
開
に

即
し
て
基
礎
・
基
本
を
学
ぶ
「
必
携
学
習
ノ
ー
ト
」
で
す
。 

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク　

１
・
２
・
３

各
学
年  

Ｂ
５
判  

１
１
２
＋
16
ペ
ー
ジ

定
価　

９
２
４
円（
税
込
）

■
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
、
確
実
に

国
語
の
学
力
を
身
に
つ
け
る
た
め

の
、
教
科
書
完
全
準
拠
版
総
合
問

題
集
。
全
問
題
見
開
き
の
構
成
で

す
。 実

力
ア
ッ
プ
問
題
集　

完
全
準
拠
版　

１
・
２
・
３

各
学
年  

Ｂ
５
判  

１
９
２
ペ
ー
ジ　

定
価　

１
、８
９
０
円（
税
込
）

■
学
習
材
の
ね
ら
い
や
学
習
の
ポ

イ
ン
ト
が
よ
く
わ
か
り
、
効
果
的

な
予
習
が
で
き
ま
す
。

教
科
書
ガ
イ
ド　

１
・
２
・
３

Ｂ
５
判
横　

96
ペ
ー
ジ 

定
価　

４
２
０
円（
税
込
）

■
す
べ
て
の
常
用
漢
字
を
、
覚
え
、

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
実
に
取

得
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
積
み

上
げ
式
の
ド
リ
ル
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
式　

常
用
漢
字
ド
リ
ル

生
徒
用
教
材

ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー
ド

各
巻
と
も
解
説
書
・
学
習
指
導
案
付
き 

①
②
③
④　

定
価　

１
８
、９
０
０
円（
税
込
）

⑤
⑥　
　
　

定
価　

２
１
、０
０
０
円（
税
込
）

■
鑑
賞
だ
け
で
は
な
く
、
授
業
で
の
活
用
を
考
え
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
デ

オ
ソ
フ
ト
で
す
。

１
「
自
分
を
表
現
す
る

　
　

̶
̶

ス
ピ
ー
チ
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」

　

20
分

２
「
古
文
入
門̶

̶

言
語
編
」

20
分

３
「
こ
の
小
さ
な
地
球
の
上
で
」

40
分

４
「
平
家
の
ほ
ろ
び̶̶

壇
の
浦
の
合
戦
」

40
分

５
「
お
く
の
ほ
そ
道
」

40
分

６
「
敦
盛
の
最
期̶

̶

平
家
物
語
よ
り
」

20
分

学
習
材
ビ
デ
オ　

①
〜
⑥

指
導
用
教
材

新
学
期
、

こ
と
ば
の
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

〒101-8371 東京都千代田区三崎町 2-22-14 TEL.03-3230-9411（編集）  9412（販売）
http://www.sanseido-publ.co.jp  　　  　　※表示の価格は税込の価格です。三省堂

各
学
年　

Ｃ
Ｄ
４
枚
ま
た
は
、
テ
ー
プ
４
本　

解
説
書
付 

Ｃ
Ｄ
／
テ
ー
プ
と
も
各
学
年  

定
価  

２
１
、０
０
０
円（
税
込
）

■
教
科
書
の
「
本
編
」
と
「
資
料
編
」
の
す
べ
て
の
「
読

む
こ
と
」
学
習
材
が
、
正
確
か
つ
多
彩
な
朗
読
で
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

朗
読
Ｃ
Ｄ
／
テ
ー
プ　

１
・
２
・
３

学
習
指
導
書

Ａ
２
版  

１
０
０
枚 

定
価　

１
６
、８
０
０
円（
税
込
）

■
学
習
材
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
ろ
げ
る
写
真
や
絵
を
、
カ
ラ
ー
（
一
部
モ
ノ

ク
ロ
）
で
豊
富
に
用
意
し
ま
し
た
。

Ｂ
５
判  

96
＋
16
ペ
ー
ジ 

定
価　

４
８
０
円（
税
込
）

■
１
年
か
ら
３
年
ま
で
の
、
文
法
の
窓
・「
文
法
の
ま
と

め
」
の
学
習
に
沿
っ
て
活
用
で
き
る
、
文
法
ワ
ー
ク
ブ
ッ

ク
で
す
。 




