


　前号までご案内してきました「夏の国語教育セミナー」（ILEC言語教育文化研究所・
教育文化研究会主催）が、東京・大阪・福岡で開催されました。
　どの会場も参加された先生の熱気にあふれていました。ワークショップをとおして参
加者どうしのあらたな交流が生まれ、連絡先を交換する姿もあちこちで見られました。

ことばのエアロビクス
有働 玲子

自分が生徒になった気分で参加でき
る雰囲気がよかった。講師の語りが
慣れていて、心地よかった。素晴ら
しい講師でした。すぐにでも役立つ
ワークもありました。

参加者の感想

D分科会

読書のアニマシオン
─１冊の本が宝島
～仲間と読めばまた楽しい！～
岩辺 泰吏

中学生という難しい年頃にどのよう
に読書体験をするのか、というテー
マを考えあぐねていました。こうい
うきっかけで本を読む楽しみが見つ
けられるというひとつの切り口を見
せていただいた気がします。

参加者の感想

C分科会

国語科書写の授業を
どう組み立てるか
─書写の授業が
　苦手な先生のために─
松本 仁志

今後の書写教育の方向も示唆され、
興味深いものがあった。指導方法も
論理的であり、説得力に満ちていた。

参加者の感想

B分科会

朗読・音読再発見！
～「声」を見つめなおす～

西橋 正泰

知らないうちに身に付いてしまった
話し方のくせに気づかせていただき、
また、これを機に努力しようと感じ
ました。

参加者の感想

A分科会
2004年・
おとな／子どもの言葉
重松 清さん

文化講演

第 2回  国語教育セミナー〈大阪〉
2004 年７月 29 日 ( 木 )　アウィーナ大阪

第 1回  国語教育セミナー〈福岡〉
2004 年８月 19 日 ( 木 )  アクロス福岡

「作文大好き生徒」を育てる
指導法開発
尾木 和英

●他県のいろいろな先生方と交流で
き、著名な先生のお話が聞けて大変
参考になった。
●作文指導についていろいろと吸収
できた。２学期の授業で実践できる
ものが見つかった。

参加者の感想

A分科会

伝え合う力をどう高めるか
─パネルディスカッションに挑戦─

花田 修一

●実際に自分でやってみて、流れや
考え方がよくわかった。
●すぐにやってみたくなる内容だっ
た。来年もぜひ参加したい。

参加者の感想

B分科会

子どもたちに語りたい
短歌の不思議と美しさ
─教科書短歌を〈読む〉，
子どもたちと〈詠む〉

 米川 千嘉子

文化講演

 ＊次号、８月末に開催された「第７回国語教育セミナー 〈東京〉」「第２回小学校国語教育セミナー」の様子をご報告します。
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集  

漢
字
の
学
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の
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性

伊坂 淳一　千葉大学

特集

漢 字 の 学 び の 新 た な 可 能 性

言語事項の
学びのあり方としての漢字学習

　従来、漢字については、読み書きができることや部首・六書・熟語
などの知識を増やすことが、その学びの中心とされてきた。
　本号では、漢字の指導法について、新たな視点、見落とされてきた
観点から、その新たな可能性を探っていきたい。
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学
習
指
導
要
領
の
国
語
の
内
容
に
お
い
て
、「
言

語
事
項
」
は
、

⑴
日
本
語
の
音
声
、
語
句
・
語
彙
、
話
や
文
章
、
文
、

単
語
、
言
語
生
活
に
関
す
る
事
項

⑵
漢
字
に
関
す
る
事
項

⑶
書
写
に
関
す
る
事
項

を
包
括
す
る
用
語
で
あ
る
。
本
来
は
そ
の
規
定
ど

お
り
の
意
味
で
用
い
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
一

般
に
「
言
語
事
項
」
と
い
う
と
き
、
多
少
範
囲
の

異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
も
と
も
と
⑴
〜
⑶
の
事
項
の
内
容
が
、

学
習
す
べ
き
事
柄
の
性
質
に
お
い
て
多
様
性
を
含

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
「
書
写
」
は
技
能

を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、「
漢
字
」
は
運
用

能
力
の
育
成
に
中
心
が
お
か
れ
る
。
そ
し
て
「
音

声
、
語
句
・
語
彙
な
ど
」
に
も
、
知
識
・
理
解
に

か
か
わ
る
部
分
と
運
用
に
か
か
わ
る
部
分
と
が
含

ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
識
・
理
解
に
か
か

わ
る
部
分
と
運
用
や
技
能
に
か
か
わ
る
部
分
と

は
、
対
立
的
・
排
他
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
し
か
し
学
習
の
中
心
に
は
お
の
ず
と
相
対

的
な
傾
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

図
は
「
言
語
事
項
」
の
代
表
的
な
使
わ
れ
方
の

い
く
つ
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
は
学
習
指

導
要
領
の
意
味
に
最
も
近
い
使
い
方
、
Ｂ
は
「
音

声
、
語
句
・
語
彙
な
ど
」
の
み
を
指
し
た
使
い
方
、

Ｃ
は
「
音
声
、
語
句
・
語
彙
な
ど
」
と
「
漢
字
」

の
知
識
・
理
解
の
部
分
だ
け
を
指
し
た
使
い
方
で

あ
る
。
Ｄ
が
最
も
狭
義
の
使
い
方
で
、「
音
声
、

語
句
・
語
彙
な
ど
」
の
知
識
・
理
解
の
部
分
の
み

を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
中
間
的
な

言語事項の学びのあり方としての漢字学習

⑴音声、語句・語彙など

運用

知識・理解

⑵漢字 

運用

（知識・理解）

⑶書写

技能

（知識・理解）

Ａ
B CD

特集  漢字の学びの新たな可能性
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特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性

場
合
も
あ
り
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
習
指
導
要
領
の
「
⑵
漢
字
に
関

す
る
事
項
」
は
、
例
え
ば
中
学
校
第
二
学
年
を
例

に
と
る
と
、

ア　

第
一
学
年
ま
で
に
学
習
し
た
常
用
漢
字
に
加

え
、
そ
の
他
の
常
用
漢
字
の
う
ち
三
百
字
程

度
か
ら
三
百
五
十
字
程
度
ま
で
の
漢
字
を
読

む
こ
と
。

イ　

学
年
別
漢
字
配
当
表
の
漢
字
の
う
ち
九
百

五
十
字
程
度
の
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の

中
で
使
う
こ
と
。

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
り
、
漢
字
の
読
み
書
き
、

つ
ま
り
運
用
に
言
及
す
る
だ
け
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
実
際
の
漢
字
学
習
に
お
い
て
は
、「
部

首
」「
構
成
（
六
書
）」「
音
訓
（
同
訓
異
字
・
同

音
異
字
、
一
字
多
音
・
多
訓
な
ど
を
含
む
）」「
熟

語
の
読
み
（
熟
字
訓
、
重
箱
読
み
・
湯
桶
読
み
な

ど
を
含
む
）」「
熟
語
の
意
味
的
構
成
」「
四
字
熟
語
」

な
ど
、
漢
字
の
知
識
・
理
解
に
か
か
わ
る
内
容
を

き
め
細
か
く
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
漢
字
の
し
く
み
に
つ
い
て
知
る
こ

と
が
、
漢
字
の
運
用
、
つ
ま
り
実
際
の
読
み
書
き

の
力
の
育
成
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ

て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、

知
識
・
理
解
を
学
習
対
象
と
す
る
や
否
や
、
言
語

事
項
の
学
習
に
常
に
つ
き
ま
と
う
重
苦
し
さ
を
背

負
う
運
命
に
あ
る
。

　

言
語
事
項
全
般
の
学
習
に
対
す
る
閉
塞
状
態

は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
大
学
の
国

語
学
概
論
を
等
比
縮
小
し
、
水
で
薄
め
た
よ
う
な

内
容
を
小
学
生
や
中
学
生
に
押
し
つ
け
て
い
る
よ

う
な
現
状
は
、
速
や
か
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
学
習
内
容
開
発
、
学
習

方
法
開
発
は
我
々
の
責
務
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
言

う
は
易
く
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
言
語

事
項
一
般
の
知
識
・
理
解
に
か
か
わ
る
学
習
に
つ

い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
理
念
を
主
張
し
て
き

た
。

①
こ
と
ば
の
き
ま
り
や
は
た
ら
き
を
教
え
込
み
、

覚
え
込
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
学
習
者
自
ら
が

体
験
的
に
発
見
し
て
い
く
過
程
が
あ
る
こ
と
。

②
単
な
る
紙
上
の
解
答
作
成
・
ド
リ
ル
で
は
な
く
、

言
語
活
動
を
伴
っ
た
活
動
的
な
学
習
過
程
が
存

在
す
る
こ
と
。

③
学
習
者
の
興
味
・
関
心
や
驚
き
を
引
き
出
し
、

し
か
し
単
に
活
動
が
楽
し
く
お
も
し
ろ
い
と
い

う
だ
け
で
は
な
い
こ
と
。

④
日
常
の
言
語
使
用
・
言
語
生
活
へ
の
振
り
返
り

か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
。

⑤
今
後
の
日
常
の
言
語
運
用
や
国
語
を
中
心
と
し

た
こ
と
ば
の
学
習
へ
の
手
助
け
と
な
る
こ
と
。

⑥
こ
と
ば
に
つ
い
て
こ
と
ば
で
考
え
る
力
（
メ
タ

言
語
能
力
）
を
育
て
る
場
と
な
る
こ
と
。

⑦
単
一
の
解
答
に
固
執
し
な
い
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド

な
学
習
が
あ
る
こ
と
。

⑧
学
習
者
相
互
の
学
び
合
い
、
交
流
が
あ
る
こ
と
。

　

で
は
、
漢
字
の
知
識
・
理
解
に
か
か
わ
る
学
習

に
関
し
て
、
可
能
な
限
り
に
こ
の
方
向
性
を
実
現

す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
だ
て
が
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
学
習
の

流
れ
を
提
案
し
て
み
た
い
。

１　
〈
導
入
〉
… 

学
習
者
の
関
心
を
引
き
出

す
問
い
を
投
げ
か
け
る

２　
〈
発
見
〉
… 

既
習
の
漢
字
を
使
っ
て
き

ま
り
や
し
く
み
を
学
習
者

が
見
つ
け
出
す

３　
〈
確
認
〉
… 

発
見
し
た
き
ま
り
や
し
く

み
を
確
か
な
知
識
と
し
て

整
理
す
る

４　
〈
展
開
〉
… 

発
見
と
確
認
を
経
た
き
ま

り
や
し
く
み
を
使
っ
て
新

し
い
漢
字
を
習
得
す
る

 

〈
導
入
〉
は
必
ず
し
も
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
必

要
は
な
い
。
学
習
内
容
に
関
係
す
る
そ
の
時
々
の

思
い
つ
き
で
も
い
い
し
、
ク
イ
ズ
で
も
い
い
。
し

か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
例
え
ば
「
部
首
」
を
扱

お
う
と
す
る
と
き
に
、「
部
首
」
と
い
う
用
語
を

初
め
か
ら
与
え
て
し
ま
っ
た
り
、「
部
首
」
に
つ

い
て
の
解
説
を
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、〈
確
認
〉
は
、
例
え
ば
「
部
首
」
と
は
何
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か
な
ど
、
従
前
の
教
科
書
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る

説
明
の
部
分
で
あ
る
。
従
来
の
学
習
は
お
お
よ
そ

は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
暗
記
の
た
め

の
暗
記
、
知
識
の
た
め
の
知
識
に
陥
り
が
ち
で
あ

っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、ま
ず
〈
発
見
〉
に
つ
い
て
、①
「
漢

①
は
中
学
校
第
一
学
年
、
②
は
第
二
学
年
を
想
定

し
て
い
る
の
で
、
使
っ
て
い
る
漢
字
は
す
べ
て
小

学
校
の
学
習
漢
字
で
あ
る
。

 

〈
発
展
〉
の
例
を
、
③
「
熟
語
の
意
味
的
構
成
」

に
つ
い
て
示
し
た
い
。
傍
線
部
に
は
中
学
校
で
学

習
す
る
漢
字
・
音
訓
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

い
わ
ゆ
る
新
出
漢
字
を
漢
字
の
原
理
の
中
に
流
し

込
ん
で
、
し
か
も
意
味
を
成
す
短
文
単
位
で
扱
う

と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
。

　

教
室
に
お
け
る
言
語
事
項
の
取
り
立
て
学
習

は
、
多
く
の
指
導
者
が
「
流
し
て
」
し
ま
う
と
い

う
現
実
も
と
き
お
り
耳
に
す
る
。
一
方
で
、
言
語

に
「
特
異
」
な
興
味
を
も
つ
、
国
語
学
が
「
得
意
」

で
あ
っ
た
一
部
の
指
導
者
だ
け
が
熱
心
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
話
も
聞
く
。
筆
者
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
は
、
ご
く
普
通
の
指
導
者
が
、
普
通
の
意
欲
と

労
力
に
よ
っ
て
普
通
の
学
習
者
に
対
し
て
実
現
で

き
る
も
の
を
形
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
の
学
習
材
開
発
に
は
、
ま
だ
ま
だ
大
き
な
可

能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

言語事項の学びのあり方としての漢字学習

次の漢字の中で同じ音をもつ漢字を探し、どういうきまりがあるか、

話し合おう。 

原　洗　批　共　朝　従　蔵　舎　宿　誌　訪　源 

縮　詞　供　縦　比　捨　先　潮　方　臓　志　司

①

字
の
構
成
」、
②
「
熟
語
の
意
味
的
構
成
」
を
例

と
し
て
示
し
て
み
た
い
。
要
は
、
初
め
か
ら
説
明

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
学
習
者
の
試
行
錯
誤

の
過
程
か
ら
漢
字
の
原
理
が
帰
納
的
に
自
然
と
導

か
れ
て
く
る
よ
う
に
、
仕
組
む
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
既
習
の
漢
字
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

次の二字熟語を、二つの漢字の意味の関係に注目して、Ａ～Ｅの５つ

のグループに分けるとしたらどうなるだろうか、話し合おう。 

熟年　 厳重　 腹痛　 胸囲　 沿道　 著作　 養蚕　 帰郷 

市営　 収支　 聖火　 賛否　 容姿　家宝　 臨海     

②

Ａ 県立・天変　　 Ｂ 鉄棒・水洗　　 Ｃ 負傷・立腹

Ｄ 寒暖・公私　　 Ｅ 幼少・質疑

次の短文を読み、──線部の熟語の組み立てを上のＡ～Ｅに分類しよ

う。

①公認のスポーツ大会を開催する。    

②裏面の空欄に名前を書く。 

③悪臭の被害は大きくなかった。    

③

特集  漢字の学びの新たな可能性

〔
い
さ
か　

じ
ゅ
ん
い
ち
〕
千
葉
大
学
教
授
。
言

語
事
項
の
既
成
概
念
、
伝
統
的
な
学
習
内
容
・

学
習
方
法
を
、
あ
え
て
国
語
学
プ
ロ
パ
ー
の
立

場
か
ら
変
革
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
著

書
に
『
こ
こ
か
ら
始
ま
る
日
本
語
学
』（
ひ
つ
じ

書
房
）
な
ど
。



6

1　

は
じ
め
に

　 

『
あ
り
が
と
う
、
フ
ォ
ル
カ
ー
せ
ん
せ
い
』（
パ
ト

リ
シ
ア
・
ポ
ラ
ッ
コ
／
香
咲
弥
須
子　

岩
崎
書
店　

二
〇
〇
一
）
と
い
う
絵
本
が
あ
る
。
主
人
公
は
、
知

能
的
に
は
問
題
は
な
い
の
に
文
字
の
認
知
力
に
何
ら

か
の
障
害
が
あ
る
た
め
文
章
が
読
め
な
い
、
パ
ト
リ

シ
ア
と
い
う
小
学
生
の
女
の
子
で
あ
る
。
パ
ト
リ
シ

ア
は
絵
は
と
て
も
上
手
な
の
に
黒
板
に
書
か
れ
た
文

字
は
ゆ
が
ん
で
見
え
て
読
め
な
い
。
彼
女
は
国
語
の

時
間
、
自
分
が
文
字
を
読
め
な
い
こ
と
を
隠
し
て
、

友
達
の
音
読
を
聞
い
て
内
容
を
暗
記
し
て
読
め
る
ふ

り
を
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ら
い
学
校
生
活
を
送

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
フ
ォ

ル
カ
ー
先
生
が
い
ろ
い
ろ
な
訓
練
を
パ
ト
リ
シ
ア
と

一
緒
に
行
い
、
つ
い
に
は
文
字
が
読
め
る
よ
う
に
導

い
て
く
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
絵
本

の
作
者
が
パ
ト
リ
シ
ア
自
身
で
あ
る
こ
と
が
最
後
に

明
か
さ
れ
る
。
フ
ォ
ル
カ
ー
先
生
と
の
出
会
い
が
な

か
っ
た
ら
、
彼
女
が
成
長
し
て
絵
本
作
家
に
な
る
と

い
う
道
は
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

漢
字
の
指
導
は
、
一
般
的
に
は
、
す
で
に
用
意
さ

れ
た
配
当
漢
字
を
い
か
に
ク
ラ
ス
全
員
の
子
に
定
着

さ
せ
る
か
と
い
う
と
い
う
発
想
で
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
フ
ォ
ル
カ
ー
先
生
が
パ
ト
リ
シ
ア
の

文
字
が
読
め
な
い
原
因
を
突
き
止
め
、
そ
こ
か
ら
指

導
法
を
組
み
立
て
た
よ
う
に
、
漢
字
の
指
導
に
お
い

て
も
、「
漢
字
を
覚
え
ら
れ
な
い
」
原
因
を
探
り
、

そ
こ
か
ら
帰
納
し
た
指
導
法
を
考
え
る
視
点
を
も
っ

と
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2　

漢
字
指
導
の
二
つ
の
側
面

　　

漢
字
の
学
習
指
導
は
、
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
一

つ
は
文
字
体
系
の
一
部
を
構
成
す
る
「
漢
字
」
に
つ

い
て
、
そ
の
成
り
立
ち
や
字
源
な
ど
の
知
識
を
体
系

的
に
学
ぶ
学
習
。
も
う
一
つ
は
、
語
句
・
語
彙
指
導

の
一
部
分
と
し
て
漢
字
を
使
っ
た
こ
と
ば
・
熟
語
を

位
置
づ
け
、
熟
語
の
意
味
の
理
解
も
含
め
た
読
み
書

き
の
指
導
と
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
後
者
の
漢
字
指
導
に
つ
い
て
述
べ

て
い
き
た
い
。

　

小
学
校
の
場
合
、
漢
字
の
指
導
の
ご
く
一
般
的
な

姿
は
、
教
科
書
の
教
材
提
出
漢
字
に
そ
っ
た
ド
リ
ル

を
用
い
て
反
復
練
習
を
行
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
教
科
書
の
教
材
配
列
は
漢
字
の
提
出

順
ば
か
り
に
気
を
つ
か
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
漢
字
は
、
い
き
お
い
言
語
事
項
単

元
や
、
こ
と
ば
の
窓
的
な
扱
い
の
部
分
に
集
中
し
て

出
さ
れ
て
い
た
り
、
学
期
に
よ
っ
て
漢
字
の
提
出
量

に
ば
ら
つ
き
が
で
た
り
し
が
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

教
科
書
の
提
出
順
に
従
っ
て
学
習
す
る
方
式
は
あ
ま

り
効
率
的
で
な
い
面
が
あ
る
。

　

漢
字
学
習
の
効
率
的
な
方
式
と
し
て
、
従
来
次
の

よ
う
な
試
み
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。

（
１
）
字
源
・
字
形
か
ら
意
味
理
解
を
図
る
方
法
。

山元 悦子　福岡教育大学

特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性

子どもの側から考える
漢字指導



7

例　

象
形
文
字
を
中
心
に
、
石
・
山
・
森
な

ど
を
教
え
る
。

（
２
）
同
音
の
漢
字
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
よ
り
効
率

的
に
理
解
を
図
る
方
法
。

例　

主
…
…
注
・
柱
・
駐
・
住

（
３
）
意
味
・
概
念
の
共
通
性
か
ら
ま
と
め
て
理
解

を
図
る
方
法
。

例　

心
…
…
愛
・
忘
・
忙
・
悪
・
意

（
４
）
生
活
の
必
要
性
か
ら
提
出
順
を
定
め
て
理
解

を
図
る
方
法
。

　

生
活
経
験
か
ら
帰
納
的
に
取
り
上
げ
た
り
、
何
ら

か
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
考
え

方
は
、
い
ず
れ
も
や
み
く
も
な
暗
記
反
復
練
習
の
効

率
の
悪
さ
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
に
、
考
え
出
さ

れ
た
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
の
漢
字
学

習
実
践
が
生
ん
だ
成
果
で
あ
ろ
う
。

3　

子
ど
も
の
側
か
ら
考
え
る
漢
字
学
習　

　

２
で
整
理
し
た
よ
う
な
漢
字
学
習
の
効
率
的
な
方

式
を
、
さ
ら
に
子
ど
も
の
側
か
ら
の
「
学
習
」
に
し

よ
う
と
考
え
る
と
き
、
い
つ
も
思
い
出
す
の
が
「
馬

を
水
辺
に
連
れ
て
行
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
馬
に
水

を
飲
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
漢
字
学
習
に
置
き
か
え
て
考
え

る
と
、「
漢
字
の
勉
強
は
お
も
し
ろ
い
、
漢
字
を
覚

え
る
と
知
恵
が
増
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う

体
験
を
く
ぐ
ら
せ
る
こ
と
が
、
ま
ず
漢
字
学
習
の
出

発
点
に
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

反
復
練
習
の
苦
行
も
、
そ
の
体
験
が
あ
っ
て
こ
そ
、

自
分
か
ら
進
ん
で
や
っ
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
持
ち

に
な
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
子
ど
も
の
漢
字
に
対
す
る
興
味
を
湧
き
起

こ
さ
せ
、
そ
の
上
で
学
ぶ
必
然
性
の
高
い
漢
字
を
指

導
す
る
と
い
う
基
本
方
針
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
漢
字
学
習
を
考
え

た
場
合
、
次
の
よ
う
な
指
導
の
視
点
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

①
日
頃
か
ら
教
師
が
漢
字
に
対
す
る
興
味
が
湧
く
よ

う
な
こ
ぼ
れ
話
、
漢
字
の
由
来
、
ク
イ
ズ
な
ど
の

し
か
け
を
し
て
い
く

 

「
右
」
と
「
左
」
の
覚
え
方
、
特
殊
な
読
み
を
す
る

お
も
し
ろ
い
漢
字
（
紫
陽
花
・
五
月
蝿
）
な
ど
、
ネ

タ
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
い
て
、
子
ど
も
の
漢
字
に
対

す
る
興
味
を
か
き
立
て
る
こ
と
は
、
漢
字
学
習
を
効

果
的
な
も
の
に
す
る
案
外
重
要
な
要
因
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。

②
子
ど
も
を
教
え
る
立
場
に
立
た
せ
る

　

小
テ
ス
ト
係
や
漢
字
係
を
つ
く
る
。
漢
字
係
は
そ

の
日
に
覚
え
た
漢
字
の
ク
イ
ズ
を
つ
く
っ
た
り
、
帰

り
の
会
で
今
日
習
っ
た
漢
字
の
空
書
き
（
手
で
空
中

に
漢
字
を
書
く
こ
と
）
を
担
当
さ
せ
た
り
し
て
、
友

達
に
教
え
る
た
め
に
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
場
を
設
定

す
る
。

子どもの側から考える漢字指導

特集  漢字の学びの新たな可能性
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③
子
ど
も
か
ら
生
ま
れ
た
理
解
方
略
を
活
か
す

　

子
ど
も
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
「
こ
う
し
た
ら
覚
え

や
す
い
」
と
い
う
覚
え
方
を
披
露
し
あ
っ
て
い
く
。

例
え
ば
、「
寒
」
を
「
う
っ
（
う
か
ん
む
り
の
こ
と
）

三
ぼ
う
ぼ
う
（
た
て
ぼ
う
二
本
の
こ
と
）
は
ち
（
八
）

ち
ょ
ん
ち
ょ
ん
」と
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
覚
え
る
な
ど
。

④
生
活
を
活
か
す

　

子
ど
も
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
や
、
学
校

ま
で
の
登
校
時
に
看
板
な
ど
で
毎
日
目
に
す
る
漢
字

（
止
ま
れ
・
月
極
駐
車
場
・
医
院
・
駅
）、
学
校
行
事

（
校
歌
の
歌
詞
・
校
門
の
掲
示
物
）、
地
域
の
行
事
な

ど
に
ち
な
ん
だ
漢
字
な
ど
、
生
活
上
目
に
す
る
機
会

を
活
か
し
て
教
え
て
い
く
。

　

生
活
か
ら
拾
っ
て
漢
字
熟
語
を
教
え
る
場
合
、
そ

の
都
度
の
恣
意
的
な
学
習
に
な
る
の
で
、
学
年
配
当

を
網
羅
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
担
当
学
年
分
の
全
配
当

漢
字
を
一
漢
字
一
カ
ー
ド
に
し
た
も
の
を
用
意
し
て

お
く
と
よ
い
。
そ
し
て
、
日
々
の
生
活
か
ら
取
り
上

げ
た
漢
字
の
カ
ー
ド
か
ら
順
に
学
習
し
て
い
く
。
そ

の
学
年
が
終
わ
る
ま
で
に
全
カ
ー
ド
の
学
習
が
終
わ

る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
教
え
漏
れ
は
防
げ
る
。
こ

の
カ
ー
ド
に
は
そ
の
漢
字
の
書
き
順
・
読
み
や
覚
え

方
の
こ
つ
、
ど
ん
な
場
面
で
出
会
っ
た
の
か
を
書
く

欄
な
ど
を
設
け
て
お
く
。
こ
の
カ
ー
ド
を
束
ね

て
、
一
年
間
で
一
冊
の
漢
字
学
習
帳
が
で
き
れ
ば
達

成
感
も
あ
る
学
習
と
な
る
だ
ろ
う
。

⑤
辞
典
を
活
か
す　

　

知
り
た
い
漢
字
こ
そ
覚
え
た
い
漢
字
で
あ
る
。
知

り
た
い
漢
字
を
国
語
辞
典
・
漢
字
辞
典
で
自
由
に
調

べ
て
ノ
ー
ト
に
書
き
た
め
て
お
い
た
り
、
辞
書
で
調

べ
た
こ
と
ば
の
ペ
ー
ジ
に
付
箋
紙
を
は
り
つ
け
て
お

く
の
も
良
い
方
法
だ
ろ
う
。
は
っ
た
付
箋
紙
が
増
え

て
い
く
こ
と
が
喜
び
に
な
り
、
意
欲
を
生
ん
で
い
く

こ
と
も
あ
ろ
う
。
働
き
か
け
や
支
援
を
工
夫
す
る
こ

と
で
、
小
学
校
一
年
生
か
ら
で
も
国
語
辞
典
は
扱
え

る
。
引
く
の
で
は
な
く
、
一
冊
の
本
と
し
て
自
由
に

読
む
の
で
あ
る
。
知
識
が
増
え
る
こ
と
の
喜
び
、
わ

か
る
こ
と
の
う
れ
し
さ
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
ど
の

子
も
望
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
機
会
を
国
語

辞
典
・
漢
字
辞
典
を
活
用
し
て
つ
く
っ
て
み
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。

4　

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ

　

子
ど
も
の
側
に
立
っ
て
新
し
い
漢
字
・
漢
字
熟
語

と
の
出
会
い
の
実
態
を
観
察
し
た
と
き
、
考
え
さ
せ

ら
れ
る
の
は
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
移
っ
た
と
き

の
新
出
漢
字
・
漢
字
熟
語
に
対
す
る
配
慮
の
細
や
か

さ
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
。

　

中
学
一
年
生
に
進
学
し
た
当
初
、
学
校
か
ら
配
布

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
連
絡
プ
リ
ン
ト
に
使
わ
れ
る
漢

字
・
熟
語
（
皆
さ
ん
・
休
憩
・
概
略
・
箇
条
書
き
・

引
き
継
ぎ
・
迅
速
な
行
動
）。
ま
た
、
国
語
以
外
の

教
科
で
使
わ
れ
る
漢
字
熟
語
（
顕
微
鏡
・
屈
折
・
分

離
・
大
和
朝
廷
・
詳
し
い
・
偶
数
）。
こ
れ
ら
の
新

特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性
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出
漢
字
・
新
し
い
漢
字
熟
語
が
一
気
に
洪
水
の
よ
う

に
与
え
ら
れ
て
い
く
の
が
中
学
校
一
年
生
の
実
態
で

あ
る
。
小
学
校
時
代
は
新
出
漢
字
は
一
つ
ず
つ
丁
寧

に
書
き
順
や
説
明
を
伴
っ
て
教
え
ら
れ
た
。し
か
し
、

中
学
校
で
は
、
例
え
ば
社
会
科
で
一
度
そ
の
漢
字
熟

語
を
扱
っ
て
読
ん
だ
ら
（
音
読
し
た
ら
）、
次
か
ら

も
う
そ
の
漢
字
熟
語
を
子
ど
も
は
読
め
る
も
の
と
教

師
は
考
え
て
使
っ
て
い
く
と
い
う
状
況
な
の
で
あ

る
。

　

特
に
、
ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
に
伴
っ
て
、

教
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
連
絡
プ
リ
ン
ト
・
学
習
プ
リ
ン

ト
を
ワ
ー
プ
ロ
で
作
成
す
る
。
そ
の
と
き
ど
こ
ま
で

漢
字
を
使
う
か
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
プ
ロ
の
漢
字
変

換
に
つ
い
依
存
し
て
し
ま
い
、
そ
の
漢
字
を
使
う
べ

き
か
否
か
あ
ま
り
吟
味
せ
ず
に
使
用
し
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
。

　

し
か
し
、
生
徒
の
立
場
に
立
て
ば
、
い
ろ
い
ろ
な

場
面
で
手
渡
さ
れ
る
プ
リ
ン
ト
類
に
、
習
っ
て
も
い

な
い
漢
字
が
あ
ち
こ
ち
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況

に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
教
師
は
気
づ

い
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

 

「
生
徒
の
漢
字
の
力
が
足
り
な
い
、
教
科
内
容
を
教

え
る
際
に
教
科
書
・
資
料
集
の
漢
字
が
読
め
な
い
」

と
嘆
く
前
に
、
生
徒
は
常
用
漢
字
・
熟
語
は
習
っ
て

い
な
い
状
態
で
中
学
校
に
入
学
し
て
く
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
今
一
度
念
頭
に
置
い
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

　

３
に
述
べ
た
よ
う
な
子
ど
も
の
側
に
立
っ
た
き
め

細
や
か
な
漢
字
学
習
の
工
夫
は
、
中
学
校
で
は
望
め

な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
度
出
て
き
た
漢
字
は

と
に
か
く
自
分
で
反
復
練
習
を
し
て
覚
え
な
さ
い
と

い
う
指
導
法
（
？
）
は
、
中
学
校
に
お
い
て
も
や
は

り
効
率
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
中
学
生
に
な
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
情
報
処
理
能
力
や
自

主
学
習
力
が
急
に
高
ま
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
か

ら
。

　

と
は
い
え
、
中
学
校
で
は
小
学
校
の
よ
う
に
学
級

担
任
が
目
を
行
き
届
か
せ
て
丁
寧
に
繰
り
返
し
教
え

る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
分
中
学
校

の
教
師
は
、「
こ
と
ば
の
学
習
」
は
学
校
教
育
課
程

全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
も
の
で
あ
り
、
ど
の
教
科

の
教
師
も
「
こ
と
ば
の
教
え
手
で
あ
る
」
と
い
う
意

識
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
そ
れ

ぞ
れ
の
教
科
の
分
野
で
必
要
な
語
彙
・
漢
字
熟
語
の

指
導
を
丁
寧
に
考
え
て
扱
っ
て
欲
し
い
。

　

フ
ォ
ル
カ
ー
先
生
の
よ
う
に
、
私
た
ち
も
子
ど
も

の
目
線
に
立
っ
て
、
一
人
一
人
の
つ
ま
ず
き
の
原
因

を
見
取
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
中
学
生
な
ら
で
は
の
定

着
度
の
高
ま
る
漢
字
学
習
法
を
考
え
て
い
く
こ
と
を

怠
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

〔
や
ま
も
と　

え
つ
こ
〕
一
九
六
二
年
生
ま
れ
。

福
岡
教
育
大
学
教
員
。
国
語
教
育
担
当
。
主
に

聞
く
話
す
こ
と
の
教
育
を
研
究
し
て
い
る
。
中

学
一
年
生
の
娘
が
一
人
。
こ
の
娘
の
学
び
の
姿

が
自
分
の
国
語
学
習
観
を
育
て
て
く
れ
て
い
る
。

子どもの側から考える漢字指導

特集  漢字の学びの新たな可能性
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特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性

1　

漢
字
を
書
く
こ
と
の
必
要
性

　

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
比
べ
る
と
、
漢
字
の
字

体
構
造
は
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
漢
字
を

書
い
て
覚
え
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も

教
師
に
と
っ
て
も
負
担
が
大
き
い
。
学
習
指
導

要
領
で
は
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
、
漢
字
を
書

く
こ
と
よ
り
も
読
む
こ
と
を
先
行
さ
せ
る
方
針

を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
字
の
中
に
は
、
語

彙
的
に
見
て
、
書
く
機
会
や
書
く
必
然
性
の
乏

し
い
も
の
が
あ
り
、
す
べ
て
の
漢
字
に
つ
い
て

「
書
け
る
」
こ
と
が
必
要
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
。

　

し
か
し
、
漢
字
を
書
く
こ
と
の
学
習
を
軽
視

し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
漢
字
を
書

い
て
覚
え
る
こ
と
は
、
字
体
・
字
形
の
記
憶
を

確
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
漢
字
の
中
に
は
似
た

形
が
多
く
存
在
す
る
が
、
そ
の
識
別
は
書
く
こ

と
に
よ
っ
て
覚
え
た
記
憶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
例
え
ば
、「
千
」
と
「
干
」

の
微
妙
な
違
い
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
語
」
と

「
話
」
で
さ
え
、
初
め
て
目
に
す
る
異
文
化
圏

の
人
に
と
っ
て
は
識
別
が
難
し
い
と
さ
れ
る
。

漢
字
だ
け
は
な
い
。「
ソ
」
と
「
ン
」
や
「
ツ
」

と
「
シ
」
な
ど
も
実
際
に
書
い
て
、
払
い
の
方

向
を
確
か
め
な
け
れ
ば
記
憶
は
不
安
定
に
な

る
。

　

今
の
時
代
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
で
容
易
に
漢

松本仁志　広島大学

漢字を書くことの
学びについて
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字
変
換
で
き
る
と
は
い
え
、
変
換
さ
れ
た
字
種

の
正
誤
判
断
は
、
書
く
こ
と
を
と
お
し
て
得
た

字
体
・
字
形
の
記
憶
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

漢
字
の
記
憶
は
、
静
止
し
た
図
形
と
し
て
の
記

憶
だ
け
で
な
く
、
漢
字
を
書
き
上
げ
る
ま
で
の

時
間
の
経
過
、
す
な
わ
ち
動
き
の
記
憶
と
し
て

も
残
る
。ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
漢
字
を
、

指
で
空
書
き
し
な
が
ら
思
い
出
そ
う
と
し
た
経

験
の
あ
る
人
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
動
き
の

記
憶
こ
そ
が
字
体
・
字
形
の
記
憶
を
確
か
な
も

の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
字
は
、
見
て
覚

え
る
の
で
は
な
く
、
書
い
て
覚
え
る
の
が
基
本

で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
定
着
率
も
高
い
。

2　

漢
字
の
「
書
き
取
り
」
と
「
書
写
」

　

国
語
科
に
お
い
て
、
漢
字
を
書
く
こ
と
に
関

す
る
学
習
は
、い
わ
ゆ
る
「
書
き
取
り
」
と
「
書

写
」
と
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

 

「
書
き
取
り
」
で
最
低
限
達
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ね
ら
い
は
、
正
し
い
字
体
を
記
憶
す
る

こ
と
で
あ
る
。
字
体
と
は
、
漢
字
の
骨
組
み
の

こ
と
で
あ
り
、
抽
象
化
さ
れ
た
概
念
形
で
あ
る

た
め
、
字
体
そ
の
も
の
を
紙
上
に
は
書
き
表
せ

な
い
。
紙
上
に
書
き
表
し
た
段
階
で
そ
れ
は
字

形
と
な
る
た
め
、
正
し
い
字
体
は
標
準
的
な
字

形
の
学
習
を
通
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。「
書
き
取
り
」
で
は
、
正
し
い
字
体
の
記

憶
の
た
め
に
、
漢
字
を
書
い
て
学
習
す
る
。
便

宜
的
に
書
き
取
り
テ
ス
ト
な
ど
を
行
っ
て
、
正

し
い
字
体
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
を
、
書
か
れ

た
字
形
を
と
お
し
て
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
書
写
」
の
ね
ら
い
は
、〈
正
し
さ
〉

に
加
え
て
字
形
の
〈
整
い
〉
や
そ
れ
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
〈
読
み
や
す
さ
〉、
ま
た
、
そ
う
書
く

た
め
の
技
能
と
丁
寧
に
書
こ
う
と
す
る
態
度
の

育
成
に
あ
る
。
小
学
三
年
以
降
で
毛
筆
を
扱
う

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
取
り
立
て
て
行
わ
れ

る
授
業
形
態
を
取
っ
て
い
る
が
、「
書
写
」
で
扱

う
〈
整
い
〉
な
ど
の
学
習
内
容
を
「
書
き
取
り
」

で
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

正
し
い
字
体
の
記
憶
の
際
に
も
、
整
っ
て
い
な

い
字
形
を
標
準
と
し
て
覚
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

特
に
、
毛
筆
を
扱
わ
な
い
小
学
校
の
低
学
年
で

は
、「
書
き
取
り
」
と
「
書
写
」
の
学
習
内
容
の

重
複
な
ど
を
検
討
し
て
、
効
率
化
を
図
る
方
向

で
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

3　

漢
字
学
習
に
お
け
る
誤
解

◎
ト
メ
・
ハ
ネ
の
誤
解

　

授
業
で
学
生
に
聞
い
て
み
る
と
、
小
学
校
の

と
き
の
書
き
取
り
テ
ス
ト
で
、「
木
」
の
第
二

画
の
終
筆
部
分
を
ハ
ネ
て
書
い
た
ら
先
生
に
×

を
さ
れ
た
、
と
答
え
る
者
が
か
な
り
の
割
合
で

い
る
。
ま
た
、「
水
」
の
第
一
画
の
終
筆
部
分

を
ハ
ネ
な
か
っ
た
ら
×
に
さ
れ
た
、
と
い
う
学

生
も
多
く
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
×
を
さ
れ
た
記

憶
の
な
い
学
生
も
い
る
の
だ
が
、
同
一
課
題
に

対
す
る
こ
の
評
価
の
違
い
は
ど
う
し
て
起
こ
る

の
だ
ろ
う
か
。ト
メ
と
ハ
ネ
の
問
題
以
外
に
も
、

「
日
」
の
三
画
目
の
横
画
の
終
筆
部
分
が
二
画

目
縦
の
部
分
に
く
っ
つ
い
て
い
な
い
と
×
に
さ

れ
た
と
い
う
例
も
多
い
。

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
は
、

 

「
漢
字
の
指
導
に
お
い
て
は
、
学
年
別
漢
字

配
当
表
に
示
す
漢
字
の
字
体
を
標
準
と
す
る

こ
と
。」

と
あ
る
。
そ
の
と
お
り
に
学
年
別
漢
字
配
当
表

の
漢
字
で
確
認
す
る
と
、
確
か
に
「
木
」
の
第

二
画
は
ハ
ネ
て
い
な
い
形
で
あ
る
し
、「
水
」

の
第
一
画
は
ハ
ネ
て
あ
る
形
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
こ
で
誤
解
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
標
準
」
＝
「
正
し
い
」
と
と
ら
え
て
し

ま
う
誤
解
で
あ
る
。「
標
準
」
の
と
ら
え
方
に

つ
い
て
は
、「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
（
国

語
編
）」
に
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

 

「
こ
の
『
標
準
』
と
は
、
字
体
に
対
す
る
一

つ
の
手
が
か
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

以
外
を
誤
り
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
児
童
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特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性

の
書
く
文
字
を
評
価
す
る
場
合
に
は
、
活
字

の
デ
ザ
イ
ン
上
の
差
異
な
ど
も
考
慮
し
、
柔

軟
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。」

 

「
標
準
」
と
は
あ
く
ま
で
目
安
で
あ
る
こ
と
を

心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
来
、
ハ

ネ
と
は
、
次
の
画
へ
筆
記
具
が
向
か
お
う
と
す

る
際
、
そ
の
筆
路
上
に
偶
然
に
出
現
し
た
線
で

あ
る
。
ハ
ネ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ハ
ネ
る
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
ハ
ネ
な
け
れ
ば
書
き
取
り

テ
ス
ト
で
×
に
な
る
か
ら
ハ
ネ
る
の
で
も
な

い
。
手
書
き
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
字
形

を
書
き
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
活
字
の
よ
う

に
い
つ
も
同
じ
形
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
書
き
の
特
性
や
そ

れ
を
ふ
ま
え
た
習
慣
を
「
許
容
」
と
い
う
形
で

示
し
た
の
が
、「
常
用
漢
字
表
」（
内
閣
告
示
）

の
「（
付
）
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」
で
あ
る
。

 

「
常
用
漢
字
表
で
は
、
個
々
の
漢
字
の
字
体

（
文
字
の
骨
組
み
）
を
、
明
朝
体
活
字
の
う

ち
の
一
種
を
例
に
用
い
て
示
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
筆
写
の
楷
書
に
お
け

る
書
き
方
の
習
慣
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
字
体
と
し
て
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
明
朝
体
活
字
（
写
植
文
字
を
含
む
。）

の
形
と
筆
写
の
楷
書
の
形
と
の
間
に
は
、
い

ろ
い
ろ
な
点
で
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

印
刷
上
と
手
書
き
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
習
慣
の

相
違
に
基
づ
く
表
現
の
差
と
み
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
以
下
、
分
類
し
て
例
を
示
す
。」

　

先
の
「
標
準
」
に
対
す
る
解
釈
は
、
こ
の
解

説
を
ふ
ま
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。「
同
解
説
」

の
中
か
ら
「
は
ね
る
か
、
と
め
る
か
に
関
す
る

例
」
を
示
し
て
お
こ
う
。

◎
筆
順
に
関
す
る
誤
解

　

こ
れ
も
学
生
か
ら
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
教
育

実
習
に
行
っ
た
と
き
、
筆
順
の
テ
ス
ト
を
さ
れ

た
と
い
う
。「
最
近
の
実
習
生
は
筆
順
が
乱
れ

て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、
実
習
先
の
先

生
が
好
意
的
に
行
っ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
。

学
生
は
、
私
に
「
博
」
の
字
の
右
肩
の
点
の
順

序
を
聞
い
て
き
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
聞
い
て

み
る
と
、「　

」
の
次
に
点
を
書
い
た
ら
×
を

さ
れ
、「〈
右
肩
の
点
は
最
後
に
書
く
〉
と
い
う

原
則
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の

事
例
は
、
筆
順
の
原
則
を
機
械
的
・
形
式
的
に

覚
え
て
し
ま
い
、筆
順
が
も
つ
〈
書
き
や
す
さ
〉

と
い
う
本
来
の
機
能
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
正
確
に
は
「
右
肩
の
点
は
そ
の
部
分

の
最
後
に
書
く
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
。「
博
」

の
場
合
、
一
番
下
ま
で
書
き
進
め
て
か
ら
上
に

戻
っ
て
点
を
打
つ
の
で
は
非
能
率
的
で
あ
ろ

う
。

　

筆
順
に
つ
い
て
の
誤
解
で
最
も
多
い
の
は
、

「
正
し
い
筆
順
は
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
誤
解

で
あ
る
。
例
え
ば
、「
三
」
の
筆
順
は
可
能
性

と
し
て
は
六
通
り
あ
る
が
、
ど
う
考
え
て
も
上

か
ら
順
番
に
書
く
の
が
一
番
効
率
的
で
字
形
も

安
定
す
る
の
で
、「
正
し
い
」
と
言
っ
て
も
矛

盾
は
し
な
い
。
し
か
し
、「
上
」
の
場
合
は
ど

う
だ
ろ
う
。「　
　
　

 

」
は
「
止
正
足
」
な
ど

の
同
一
・
類
似
の
漢
字
と
の
整
合
性
か
ら
覚
え
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や
す
い
と
い
え
る
が
、「　
　
　

 

」
の
方
は
筆

路
の
最
短
距
離
を
通
る
の
で
書
き
や
す
い
と
い

え
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
問
題
で
は

な
く
て
、〈
覚
え
や
す
さ
〉
を
取
る
か
〈
書
き

や
す
さ
〉
を
取
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
学

生
に
ど
ち
ら
の
筆
順
で
書
い
て
い
る
か
を
質
問

す
る
と
、
前
者
が
六
割
弱
で
後
者
が
四
割
強
く

ら
い
に
分
か
れ
、
両
者
と
も
に
広
く
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
義

務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」（
平

成
十
一
年
文
部
省
告
示
）
に
は
、
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
て
い
る
。

 

「
漢
字
の
筆
順
は
、
原
則
と
し
て
一
般
に
通

用
し
て
い
る
常
識
的
な
も
の
に
よ
っ
て
お

り
、行
書
で
筆
順
が
異
な
る
字
に
つ
い
て
は
、

適
切
な
説
明
を
加
え
て
い
る
こ
と
。」

 

「
上
」
の
二
つ
の
筆
順
は
、
両
方
と
も
広
く
世

の
中
に
行
わ
れ
て
い
る
「
一
般
に
通
用
し
て
い

る
常
識
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。「
無
」「
取
」

「
馬
」
な
ど
も
二
通
り
の
筆
順
が
広
く
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
常
識
的
」
の
範
疇
に

あ
る
例
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
「
王
」「
右
」
な

ど
、
中
国
で
基
準
と
さ
れ
る
筆
順
と
日
本
の
そ

れ
と
が
異
な
る
場
合
も
複
数
存
在
す
る
。）

　

筆
順
学
習
で
何
が
大
切
か
と
い
う
と
、
筆
順

を
機
械
的
に
暗
記
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
筆
順

に
従
っ
て
書
く
と
、
書
き
や
す
く
、
覚
え
や
す

く
、
整
え
や
す
く
、
読
み
や
す
く
書
け
る
と
い

う
実
感
を
も
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

4　

評
価
に
望
む
姿
勢

　

ト
メ
と
ハ
ネ
な
ど
の
場
合
に
も
筆
順
の
場
合

に
も
共
通
す
る
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
に
「
ど

ち
ら
で
も
よ
い
」
と
い
う
曖
昧
な
立
場
で
向
き

合
う
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
年
齢
の
低
い
子
ど

も
た
ち
に
は
、
便
宜
的
に
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
学

習
さ
せ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
思
う
。
し

か
し
評
価
の
場
で
は
、
形
式
的
で
厳
格
過
ぎ
る

評
価
が
、
漢
字
を
書
く
こ
と
の
学
習
へ
の
意
欲

を
そ
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
か
、ま
た
、

「
テ
ス
ト
の
た
め
に
暗
記
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
誤
っ
た
認
識
を
植
え
付
け
て
し
ま
っ
て

い
な
い
か
と
い
う
点
を
、
謙
虚
に
点
検
し
て
み

る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。

 

「
厳
密
に
評
価
し
な
け
れ
ば
、
漢
字
を
適
当
に

書
く
習
慣
が
身
に
つ
い
て
し
ま
う
」
と
い
う
意

見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

に
「
書
写
」
の
学
習
が
あ
る
。
先
の
ト
メ
と
ハ

ネ
の
問
題
は
、「
書
き
取
り
」
の
み
の
問
題
で

は
な
い
。
書
写
用
教
科
書
に
関
す
る
「
教
科
用

図
書
検
定
基
準
」
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

 

「
書
写
さ
れ
る
漢
字
の
字
体
に
つ
い
て
は
、

児
童
又
は
生
徒
の
習
得
の
程
度
に
応
じ
て
、

『
と
め
』『
は
ね
』
な
ど
に
関
し
て
活
字
と
は

異
な
っ
た
書
写
の
便
宜
上
行
わ
れ
て
い
る
形

の
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
上
に
必
要
な
配

慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。」

 

「
書
き
取
り
」
と
「
書
写
」
と
の
関
連
を
緊
密

に
図
り
な
が
ら
、
丁
寧
に
整
え
て
読
み
や
す
く

書
く
こ
と
を
習
慣
化
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

〔
ま
つ
も
と　

ひ
と
し
〕
広
島
大
学
大
学
院
教
育

学
研
究
科
助
教
授
。
漢
字
学
習
と
書
写
学
習
と

を
融
合
さ
せ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
考
え
て
い
ま

す
。

特集  漢字の学びの新たな可能性

参考：『筆順指導の手びき』（文部省　昭和33年）より
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「
こ
れ
ま
で
に
習
っ
た
漢
字
の
中
か
ら
『
へ
ん
し
ん
か

ん
じ
』
を
見
つ
け
よ
う
。」

一
年
生
の
三
学
期
、
私
は
そ
う
子
ど
も
た
ち
に
呼
び
か

け
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、「
ヘ
ン
シ
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
が

好
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
一
つ
の
漢
字
に
数
画
つ
け
加

え
て
、
別
の
漢
字
を
つ
く
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
わ

か
る
と
、
彼
ら
は
さ
っ
そ
く
漢
字
表
と
に
ら
め
っ
こ
し

な
が
ら
、
変
身
す
る
漢
字
の
セ
ッ
ト
を
探
し
始
め
た
。

　

中
で
も
Ｋ
君
の
勢
い
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
一
時
間

に
四
十
以
上
も
の
漢
字
の
変
身
を
発
見
し
た
。
ノ
ー
ト

は
ぎ
っ
し
り
と
埋
ま
っ
た
。

　

私
は
、
子
ど
も
た
ち
の
発
見
し
た
「
へ
ん
し
ん
か
ん

じ
」
を
、
彼
ら
が
覚
え
や
す
い
よ
う
に
と
ス
ト
ー
リ
ー

仕
立
て
に
し
て
、問
題
集
と
し
て
整
理
し
て
や
っ
た
（
下

の
図
版
）。
子
ど
も
た
ち
は
、
ヘ
ン
シ
ン
部
分
の
強
調

さ
れ
た
そ
れ
を
見
て
、
元
気
い
っ
ぱ
い
唱
え
た
し
、
漢

字
の
形
に
注
目
し
て
覚
え
る
こ
と
に
も
勢
い
を
得
た
。

　

一
年
生
の
漢
字
学
習
は
、
そ
の
後
の
漢
字
学
習
の
基

礎
・
基
本
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、「
へ
ん
し
ん
か
ん
じ
」
の
中
で
、
次
の
二
点
に
集

約
さ
れ
る
。

　

①
漢
字
は
、
小
さ
な
部
品
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
の
部
品
は
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
に
使
用
さ
れ

る
。

　

②
漢
字
に
は
、
そ
の
形
を
整
え
る
た
め
の
筆
順
と
い

う
も
の
が
あ
る
。

　

問
題
集
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
①
の
要
素
を

大
切
に
し
、
ま
た
、
可
能
な
限
り
②
の
筆
順
も
自
然
に

獲
得
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
た
。  

学
習
指
導
要
領
で
は
、

漢
字
の
学
年
配
当
4

4

は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら

そ
の
学
年
に
ふ
さ
わ
し
い
学
び
方
の
配
列
4

4

は
示
さ
れ
て

い
な
い
。「
へ
ん
し
ん
か
ん
じ
」
は
、
現
場
か
ら
の
、

そ
の
一
つ
の
改
革
の
提
案
で
あ
る
。

〔
お
お
す
ぎ 

み
の
る
〕
漢
字
の
学
年
ご
と
の
指
導
法

を
変
え
る
た
め
、
手
作
り
プ
リ
ン
ト
を
開
発
・
改
良
中
。

大杉 稔　滋賀県今津町立今津東小学校

特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性
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私
は
、
漢
字
の
学
習
を
語
彙
拡
充
の
場
と
と
ら
え
指

導
し
て
い
る
。
子
ど
も
自
身
が
工
夫
し
な
が
ら
、
し
か

も
こ
と
ば
と
語
彙
が
広
が
る
よ
う
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

①
学
ぶ
必
然
の
あ
る
漢
字
か
ら
学
習
す
る

　

漢
字
は
、
教
科
書
に
登
場
す
る
順
に
学
習
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
習
材
の
新
出
の
漢
字

は
、
そ
の
場
で
学
習
し
た
方
が
い
い
。
だ
が
、
教
科
書

や
ド
リ
ル
に
出
る
順
に
縛
ら
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
春
の
気
持
ち
の
よ
い
季
節
に
、
校
庭
で
草
花

見
つ
け
を
し
た
ら
「
春
」「
緑
」
な
ど
の
漢
字
を
学
習

し
た
い
。
そ
れ
ら
を
使
っ
て
す
ぐ
文
章
を
書
け
る
よ
う

に
な
る
。
使
い
た
い
漢
字
が
使
え
る
喜
び
は
大
き
い
。

②
「
こ
と
ば
集
め
」・「
文
づ
く
り
」

　

私
は
、新
出
漢
字
を
指
導
す
る
と
き
、筆
順
、読
み
方
、

送
り
が
な
、
な
ど
を
指
導
し
た
あ
と
に
、
必
ず
そ
の
漢

字
を
使
っ
た
「
こ
と
ば
集
め
」
を
子
ど
も
た
ち
と
し
て

い
る
。
身
近
な
こ
と
ば
か
ら
拾
っ
て
板
書
し
、
子
ど
も

た
ち
も
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を

使
っ
て
「
文
づ
く
り
」
を
し
て
く
る
こ
と
を
家
庭
学
習

に
す
る
。
そ
し
て
、
使
い
方
、
言
い
回
し
の
お
か
し
い

と
こ
ろ
は
直
す
。

　

例
え
ば
、
三
年
生
で
「
他
」
と
い
う
漢
字
を
学
習
し

た
と
き
、「
他
界
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
「
お
じ

い
ち
ゃ
ん
は
去
年
他
界
に
行
き
ま
し
た
」
と
い
う
文
を

つ
く
っ
た
子
ど
も
が
い
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、

「
他
界
す
る
」
と
い
う
言
い
方
が
正
し
い
こ
と
を
ほ
か

の
子
ど
も
に
も
話
す
。

　

辞
書
や
漢
字
の
本
を
使
っ
て
書
く
子
も
い
る
。
自
分

の
身
近
な
生
活
を
思
い
浮
か
べ
、
文
づ
く
り
を
す
る
よ

う
に
も
な
る
。

③
自
由
に
つ
く
る
ペ
ー
ジ

　

家
庭
学
習
の
漢
字
帳
は
、
白
ノ
ー
ト
（
罫
線
の
な
い

無
地
の
ノ
ー
ト
）
に
一
文
字
に
つ
き
一
ペ
ー
ジ
を
使
っ

て
、
文
づ
く
り
、
四
コ
マ
漫
画
、
絵
、
新
聞
の
切
り
抜

き
を
は
る
、
な
ど
自
由
に
書
い
て
そ
の
漢
字
に
な
じ
む

よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
ぎ
っ
し
り
文
づ
く
り
を
し
て
い

る
子
や
、
ク
イ
ズ
・
パ
ズ
ル
な
ど
お
も
し
ろ
い
試
み
を

し
て
い
る
子
の
漢
字
帳
を
紹
介
し
て
あ
げ
る
と
、
自
分

も
そ
う
し
て
み
よ
う
と
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
広
ま
っ
て

い
く
。
こ
の
ノ
ー
ト
づ
く
り
を
と
お
し
て
漢
字
を
学
習

し
な
が
ら
工
夫
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
学
び
、
自
分
だ
け

の
漢
字
辞
典
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
。

〔
あ
べ
ふ
じ
こ
〕
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
教

諭
。
国
語
科
を
中
心
と
し
て
授
業
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
毎
年
二
月
の
公
開
研
究
会
で

皆
様
の
ご
指
導
を
！

阿部 藤子　お茶の水女子大学附属小学校

特集  漢字の学びの新たな可能性
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実
践
１　

漢
字
変
換
で
漢
字
を
学
ぶ　

　

生
徒
の
文
章
の
添
削
で
最
も
気
に
な
っ
て
い
る
の
が

ひ
ら
が
な
の
多
さ
。
添
削
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
再
提
出

を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
す
ぐ
に
再
提
出
し
て
く
る

生
徒
が
少
な
い
。
辞
書
を
引
く
こ
と
が
め
ん
ど
く
さ
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
電
子
辞
書
を
持
っ
て
い
る

生
徒
は
す
ぐ
に
調
べ
て
直
し
て
く
る
。
調
べ
る
の
が
簡

単
か
簡
単
で
は
な
い
か
の
差
が
出
て
い
る
の
だ
。

　

そ
こ
で
自
分
が
書
い
た
文
章
の
添
削
に
ワ
ー
プ
ロ
を

使
う
こ
と
に
し
た
。
四
百
字
程
度
の
文
章
を
ワ
ー
プ
ロ

で
打
つ
。
す
る
と
め
ん
ど
く
さ
が
っ
て
い
た
生
徒
も
積

極
的
に
画
面
に
向
か
い
、
夢
中
で
キ
ー
を
た
た
い
て
い

る
。
さ
ら
に
そ
の
文
章
を
見
て
み
る
と
、
か
な
り
の
部

分
が
漢
字
に
な
っ
て
い
る
。
入
力
が
終
わ
っ
て
印
刷
し
、

手
書
き
で
書
い
た
文
章
と
比
較
し
、
漢
字
に
し
た
文
字

に
印
を
つ
け
、
そ
の
漢
字
を
五
回
ず
つ
別
の
紙
に
手
書

き
で
練
習
し
て
提
出
し
て
も
ら
う
。
こ
の
学
習
を
繰
り

返
す
こ
と
で
、
手
書
き
で
も
漢
字
を
使
う
よ
う
に
な
る

生
徒
が
増
え
た
。
キ
ー
ボ
ー
ド
の
ブ
ラ
イ
ン
ド
タ
ッ
チ

の
基
本
を
少
し
教
え
る
と
、
後
は
生
徒
同
士
が
競
い
合

う
よ
う
に
な
る
。
パ
ソ
コ
ン
が
苦
手
な
先
生
は
、
技
術

科
と
の
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
行
っ
て
み
て
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。

実
践
２　

パ
ソ
コ
ン
の
辞
書
で
漢
字
を
学
ぶ

　

パ
ソ
コ
ン
を
使
う
と
生
徒
の
授
業
へ
向
か
う
姿
勢
が

違
う
。
そ
こ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
読
み
な
が

ら
語
彙
を
増
や
す
学
習
を
実
践
し
た
。

　

ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル
な
ど
が
入
っ
て
い
る
マ
イ
ク
ロ

ソ
フ
ト
の
統
合
型
ソ
フ
ト
の
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
辞
書
の

ソ
フ
ト
、
ブ
ッ
ク
シ
ェ
ル
フ
が
同
梱
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
ソ
フ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
起
動
し
、
読
め
な
い

漢
字
が
出
て
き
た
ら
、
そ
の
漢
字
を
マ
ウ
ス
の
左
ク
リ

ッ
ク
を
押
し
な
が
ら
選
択
し
、
右
ク
リ
ッ
ク
の
メ
ニ
ュ

ー
か
ら
「
ブ
ッ
ク
シ
ェ
ル
フ
で
検
索
」
を
選
ぶ
。
こ
れ

で
漢
字
の
読
み
と
意
味
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
同
様
に

選
択
し
ワ
ー
プ
ロ
に
貼
り
付
け
る
。
貼
り
付
け
た
デ
ー

タ
を
整
理
す
る
と
語
彙
の
ま
と
め
が
完
成
す
る
。

〔
か
と
う
ひ
で
き
〕
昨
年
は
Ｅ
ス
ク
エ
ア
・
ア
ド
バ
ン

ス
の
「
学
校
企
画
」
に
選
ば
れ
、「
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た

俳
句
の
授
業
」
を
発
表
し
た
。
現
在
も
パ
ソ
コ
ン
を

活
用
し
た
国
語
の
授
業
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

共
に
研
究
し
た
い
方
も
募
集
中
。

加藤 英樹　中野区立第八中学校

特
集  

漢
字
の
学
び
の
新
た
な
可
能
性
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「
大
人
に
な
っ
て
か
ら
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
き
ち

ん
と
覚
え
た
い
」「
今
の
う
ち
に
正
し
く
書
け
る
よ
う
に

な
り
た
い
」
│
│
選
択
授
業
の
初
め
に
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
の
意
気
込
み
に
、
多
く
の
子
が
こ
う
回
答
し
て

い
た
。「
勉
強
」
と
い
う
よ
り
「
生
活
」
に
根
付
い
た
力

と
し
て
、
漢
字
が
書
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
…
…
そ
ん
な
話
を
し
た
あ
と
の
結
果
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
が
、
や
は
り
子
ど
も
た
ち
は
「
で
き
る
よ
う

に
な
り
た
い
」
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
改

め
て
感
じ
た
。

　

や
る
こ
と
は
い
た
っ
て
単
純
で
あ
る
。
二
十
問
の
書

き
取
り
テ
ス
ト
を
毎
回
行
う
。
一
学
年
分
が
十
の
ス
テ

ッ
プ
に
な
っ
て
お
り
、
満
点
に
な
ら
な
い
と
次
の
ス
テ

ッ
プ
に
進
め
な
い
。
た
と
え
、
十
九
点
で
あ
っ
て
も
も

う
一
度
挑
戦
す
る
。
チ
ャ
ン
ス
は
五
回
ま
で
。（
合
格
が

難
し
い
子
も
い
る
の
で
そ
う
し
た
。
五
回
で
合
格
で
き

な
い
と
き
は
、
十
回
ず
つ
の
練
習
プ
リ
ン
ト
を
提
出
し

て
も
ら
う
。）
テ
ス
ト
は
必
ず
そ
の
場
で
私
が
採
点
し
て

返
却
す
る
。
小
学
三
年
の
学
習
漢
字
あ
た
り
か
ら
不
確

か
な
よ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る

こ
と
に
し
た
。

　

初
め
の
う
ち
は
何
も
し
な
い
で
テ
ス
ト
に
臨
ん
で
い

た
子
ど
も
た
ち
だ
っ
た
が
、
や
が
て
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
│
│
「
い
つ
も
ま
ち
が
え
る
漢
字
は
同
じ
だ
」「
や
っ

ぱ
り
練
習
し
な
い
と
書
け
な
い
な
あ
」
│
│
自
ら
の
気

づ
き
で
あ
る
か
ら
、
取
り
組
む
姿
勢
に
自
然
と
反
映
す

る
。
四
月
か
ら
始
め
て
六
月
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
二
十

人
中
八
割
の
子
ど
も
が
、
二
、三
度
の
挑
戦
で
ク
リ
ア
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
回
の
挑
戦
で
満
点
が
と
れ
な

い
子
で
も
、
確
実
に
結
果
は
伸
ば
し
て
い
る
。
そ
こ
に

喜
び
が
あ
る
。

　

徹
底
反
復
や
○
○
式
の
是
非
は
別
に
し
て
、
で
き
る

ま
で
繰
り
返
し
取
り
組
む
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
子

ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
ま
ち
が
い
を
克
服
す
る
た
め
に

そ
の
原
因
を
探
る
姿
勢
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
た
だ
覚

え
る
の
で
は
な
く
、
こ
と
ば
と
漢
字
の
意
味
を
考
え
て

取
り
組
む
子
も
で
て
き
た
。

　

私
自
身
、
始
め
た
ば
か
り
の
取
り
組
み
で
あ
る
の
で
、

「
定
着
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
課
題
が
残
っ

て
い
る
が
、
学
習
へ
の
意
識
や
姿
勢
を
、
自
ら
の
気
づ

き
か
ら
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。〔

し
が　

え
つ
こ
〕
横
浜
市
立
芹
が
谷
中
学
校
教
諭
。

自
ら
の
気
づ
き
が
あ
る
学
習
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
力
は
子
ど
も
の
心
に
深
く
根
付

い
た
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

志賀 悦子　横浜市立芹が谷中学校

特集  漢字の学びの新たな可能性
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1 　
「
こ
と
ば
の
力
」
の
大
切
さ

　

先
日
、小
学
校
の
先
生
と
話
し
て
い
た
と
き
、

今
、横
浜
市
内
の
小
学
校
で
は
「
国
語
ブ
ー
ム
」

と
で
も
い
う
べ
き
現
象
が
起
き
て
お
り
、
約
三

分
の
一
の
学
校
で
重
点
研
究
と
し
て
国
語
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
総
合
的

な
学
習
の
時
間
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
る

う
ち
に
、
国
語
の
力
の
大
切
さ
が
わ
か
っ
た
と

い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
伺
っ
た
。

　

現
行
の
教
育
課
程
が
実
施
さ
れ
て
三
年
、
中

学
校
の
現
場
に
お
い
て
も
、
小
学
校
同
様
「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
必
要
な
ス
キ
ル
と
し

て
、
ま
た
、
多
様
化
す
る
高
校
入
試
に
対
応
す

る
た
め
、「
こ
と
ば
の
力
」
の
大
切
さ
に
改
め

て
目
が
向
け
ら
れ
、
国
語
の
教
師
に
期
待
さ
れ

る
も
の
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
授
業
時
間
が
縮
減
さ
れ
、「
教
科
書
に
載
っ

て
い
る
『
読
む
こ
と
』
の
教
材
を
こ
な
す
だ
け

で
精
一
杯
」
と
い
わ
れ
た
り
、国
語
教
師
の
『
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
』
に
対
す
る
経
験
不
足
も

相
ま
っ
て
「『
話
す
・
聞
く
』
の
授
業
を
や
っ

た
ら
そ
れ
だ
け
で
十
時
間
も
か
か
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
い
う
よ
う
な
声
を
聞
く
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
で
は
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

2　
「
学
び
」
は
も
と
も
と
総
合
的
な
も
の

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、「
総
合

的
な
学
習
の
時
間
」
に
は
「
地
域
や
学
校
、
生

徒
の
実
態
等
に
応
じ
て
、
横
断
的
・
総
合
的
な

学
習
や
生
徒
の
興
味
・
関
心
等
に
基
づ
く
学
習

な
ど
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
教
育
活
動
を
行

う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
本
来
「
学
ぶ
」

と
い
う
こ
と
は
「
横
断
的
・
総
合
的
」
な
も
の

で
あ
り
、
教
科
・
領
域
や
学
年
・
校
種
と
い
う

の
は
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば

「
オ
ト
ナ
の
社
会
の
都
合
」
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
「
学

び
」
は
も
と
も
と
「
総
合
」
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
の
総
体
が
「
生
き
る
力
」

に
な
っ
て
い
く
。し
た
が
っ
て
、「
こ
と
ば
の
力
」

も
決
し
て
国
語
の
時
間
だ
け
で
身
に
つ
く
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
家
庭
・
学
校
・
社
会
な

ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
な
さ
れ
る
「
こ
と
ば
の
学

び
」
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
、
子
ど
も
た
ち
に

意
識
化
さ
せ
て
、「
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば

の
力
」
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
国
語
の
時
間
の

役
割
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
話
す
・
聞
く
」

の
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の

提
案
を
し
て
み
た
い
。

三
藤 

敏
樹神奈川県横浜市立末吉中学校

話
す
・
聞
く

学
びの
部
屋
か
ら

「
生
き
て
は
た
ら
く

こ
と
ば
の
力
」を

育
て
る
た
め
に

│
す
べ
て
の
学
校
生
活
を

「
こ
と
ば
の
学
び
」の
機
会
と
し
よ
う
│
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3　

子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
関
連
づ
け
た

　
　
「
話
す
・
聞
く
」
の
学
習

 
『
現
代
の
国
語
』（
三
省
堂
）
で
は
、「
ポ
ス
タ

ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
二
年
生
の
「
話
す
・
聞
く
」

活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
環
境
問
題
に
つ

い
て
の
調
べ
学
習
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
現
実
に
こ
れ
を
行
う
と
な
る
と
、
実
際

に
調
べ
た
り
ポ
ス
タ
ー
の
制
作
に
か
な
り
の
時

間
を
要
し
て
し
ま
い
、
結
局
「
話
す
・
聞
く
」

の
活
動
が
十
分
行
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ポ
ス
タ
ー

セ
ッ
シ
ョ
ン
」
に
代
表
さ
れ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
力
は
、
他
教
科
の
学
習
や
「
総
合
的

な
学
習
の
時
間
」
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い

る
力
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
初
め
か
ら
そ
れ
ら

の
活
動
と
の
連
携
を
考
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

し
て
は
ど
う
か
。

　

例
え
ば
、
遠
足
や
修
学
旅
行
の
よ
う
な
行
事

を
実
施
す
る
場
合
、
多
く
の
学
校
で
事
前
学
習

と
し
て
の
調
べ
学
習
や
事
後
学
習
と
し
て
の
新

聞
づ
く
り
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
成
果
を
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
そ
の
ま
ま
活
用

し
、そ
れ
ら
の
行
事
の
中
で
の
グ
ル
ー
プ
（
班
）

を
そ
の
ま
ま
活
用
し
て
は
ど
う
か
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
内
容
も
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
の
活
動
を

題
材
と
し
た
も
の
と
な
り
、
行
事
を
通
じ
て
グ

ル
ー
プ
内
の
受
容
的
な
雰
囲
気
（
ラ
ポ
ー
ト
）

も
形
成
さ
れ
、体
験
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
、

話
し
合
い
や
作
業
も
円
滑
に
進
む
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
施
の
部

分
を
国
語
の
授
業
と
し
て
実
施
し
評
価
す
れ
ば

よ
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
授
業
を
保
護
者
や
下
級

生
に
公
開
す
れ
ば
、
学
校
と
し
て
の
説
明
責
任

を
果
た
す
機
会
や
下
級
生
へ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に

も
な
り
、
国
語
で
培
っ
た
「
こ
と
ば
の
力
」
の

重
要
性
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

ま
た
、
三
年
生
の
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
」
も
難
し
い
言
語
活
動
で
あ
る
と
思
わ
れ

が
ち
で
あ
る
。
教
科
書
で
は
伝
統
的
な
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
配
置
で
、「『
大
人
』
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
い
う
抽
象
的
な
テ
ー

マ
の
討
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
パ
ネ
リ
ス

ト
や
フ
ロ
ア
の
配
置
に
つ
い
て
は
一
年
生
の

「
討
論
ゲ
ー
ム
」
の
よ
う
に
柔
軟
に
考
え
て
も

よ
い
し
、
議
論
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
実
際

に
学
校
生
活
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
例

え
ば
「
生
活
の
き
ま
り
」
や
、
学
校
行
事
の
原

案
な
ど
）
や
、
現
代
の
中
学
生
に
と
っ
て
身
近

な
こ
と
（
携
帯
電
話
の
マ
ナ
ー
や
高
校
受
験
な

ど
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
ら
れ

た
時
間
の
中
で
も
活
発
な
討
論
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
議
論
の
成
果
を
（
例

え
ば
「
き
ま
り
の
改
正
」
や
「
行
事
の
原
案
」

の
よ
う
な
）
具
体
的
な
形
で
生
か
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
国
語
教
室
で

の
学
び
が
ま
さ
に
「
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば

の
力
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
機

会
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

4　

教
師
は
チ
ー
ム
、学
校
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

教
科
担
任
制
を
と
る
中
学
校
で
は
、
教
師
は

つ
い
「
自
分
の
担
当
教
科
」
に
つ
い
て
、
そ
の

時
間
の
中
だ
け
で
な
ん
と
か
し
よ
う
と
考
え
が

ち
で
あ
る
が
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に

も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
教
師
は

ま
す
ま
す
「
チ
ー
ム
」
と
し
て
仕
事
を
し
、
学

校
と
い
う
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
（
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
力
こ
そ「
生
き
る
力
」の
一
つ
で
あ
ろ
う
）。

「
こ
と
ば
の
専
門
家
」
と
し
て
の
力
量
を
身
に

つ
け
、
学
校
の
言
語
環
境
の
整
備
に
自
信
と
責

任
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
国
語
教

師
で
あ
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

﹇
み
ふ
じ　

と
し
き
﹈
横
浜
市
立
末
吉
中
学
校
教

諭
。
多
く
の
小
中
学
校
の
授
業
研
究
に
参
加
し

な
が
ら
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
力
量
を
備
え

た
教
師
」
を
目
指
し
て
学
ん
で
い
る
。
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1　

赤
ち
ゃ
ん
は「
聞
く
こ
と
」か
ら
学
ぶ

　

赤
ち
ゃ
ん
は
、
言
語
を
獲
得
す
る
た
め
に
ま

ず
、
聞
く
こ
と
か
ら
学
習
し
始
め
る
。

　　

お
母
さ
ん
が
発
す
る
こ
と
ば
を
聞
い
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
学
び
始
め
る
。

そ
の
う
ち
、
自
分
の
意
志
を
伝
え
る
た
め
に
お

母
さ
ん
の
ま
ね
を
し
て
話
し
て
み
る
。そ
の
後
、

発
す
る
こ
と
ば
の
記
号
（
文
字
）
を
読
む
学
習

を
始
め
る
。
最
後
に
自
分
も
そ
の
文
字
を
書
い

て
み
る
。

〈
言
語
技
術
獲
得
の
順
序
〉

　

・
聞
く

　

・
話
す

　

・
読
む

　

・
書
く

　

つ
ま
り
、
人
間
の
言
語
技
術
の
獲
得
は
、
ま

ず
聞
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、「
聞
く

こ
と
」
だ
け
に
着
目
し
た
学
習
は
、
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
て
い
な
い
。「
話
す
こ
と
」
を
指
導
し

て
い
る
と
「
聞
く
こ
と
」
の
重
要
性
に
気
づ
く
。

　

そ
こ
で
、「
聞
く
こ
と
」
を
学
ぶ
こ
と
で
「
話

す
こ
と
」
も
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
。

2　

学
習
の
実
際

⑴
学
習
教
材

「
未
知
へ
」（
第
二
学
年
・
三
省
堂
『
現
代
の

国
語
２
』）

⑵
ね
ら
い

・ 

二
つ
の
詩
の
朗
読
を
聞
き
比
べ
る
こ
と

で
、
読
み
方
の
違
い
に
気
づ
く
。

・ 

話
し
方
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
受
け
止
め
方

が
違
っ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
。

⑶
導
入

ア　

他
人
の
話
を
聞
く
と
き
に
心
が
け
て
い

る
こ
と
を
箇
条
書
き
で
挙
げ
る
。

イ　

ア
を
発
表
す
る
。

ウ　

今
日
の
学
習
の
ね
ら
い
を
確
認
す
る
。

　
⑷
展
開

ア　

詩
の
朗
読
を
二
回
聞
い
て
、
違
い
が
あ

っ
た
点
や
そ
れ
に
よ
っ
て
、
受
け
た
印

象
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
説
明
す
る
。

イ　
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
気
づ

保
科 

賢
一
郎新潟市立上山中学校

聞
く

学
びの
部
屋
か
ら

言
語
技
術
の
獲
得
は

「
聞
く
こ
と
」か
ら
始
ま
る
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い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

ウ　

イ
を
発
表
す
る
。

エ　

一
緒
に
音
読
す
る
。

オ　

聞
き
手
を
意
識
し
て
音
読
の
練
習
を
す

る
。

カ　

音
読
の
発
表

キ　

ど
ん
な
印
象
を
受
け
た
か
感
想
を
述
べ

合
う
。

⑸
ま
と
め

　

 

「
聞
く
こ
と
」
の
学
習
を
と
お
し
て
、
今
後

話
す
と
き
に
注
意
し
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
を

ま
と
め
る
。

3　

授
業
で
工
夫
し
た
こ
と

　

・
耳
だ
け
で
詩
の
こ
と
ば
を
聞
き
取
る
。

　

詩
の
朗
読
を
聞
く
際
に
目
を
閉
じ
さ
せ
て
、

メ
モ
は
取
ら
せ
ず
、
耳
だ
け
で
聞
き
取
る
こ
と

に
集
中
さ
せ
た
。

　

受
け
止
め
た
印
象
の
違
い
は
、
詩
を
全
部
聞

き
終
え
た
あ
と
で
記
入
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
メ
モ
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
耳
と
印
象
に
残

っ
た
こ
と
だ
け
で
こ
と
ば
を
追
い
か
け
る
こ
と

に
な
る
と
考
え
た
。

　

詩
は
、
二
回
の
朗
読
を
聞
き
終
え
た
あ
と
で

教
科
書
を
開
い
て
み
た
。

　

・
朗
読
の
仕
方
に
変
化
を
与
え
る
。

　

一
回
目
は
、
抑
揚
を
つ
け
た
り
、
強
調
し
た

り
せ
ず
、
こ
と
ば
だ
け
を
追
い
か
け
て
淡
々
と

読
ん
だ
。

　

二
回
目
は
、
抑
揚
や
強
弱
な
ど
自
分
な
り
の

詩
の
解
釈
に
合
わ
せ
て
朗
読
し
た
。

　

朗
読
の
仕
方
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
受
け
止
め

方
に
違
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。ま
た
、

そ
れ
は
、
話
し
方
に
も
通
じ
る
こ
と
に
気
づ
か

せ
た
か
っ
た
。

4　

生
徒
が
気
づ
い
た
こ
と

・ 

同
じ
こ
と
ば
で
も
読
み
方
に
よ
っ
て
違
う
印

象
を
受
け
る
。

・ 

こ
れ
か
ら
は
、
聞
き
手
に
印
象
的
な
読
み
方

を
す
る
。

・ 

一
つ
の
こ
と
ば
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
理
解

で
き
る
よ
う
に
聞
く
。

・ 

話
し
方
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
受
け
止
め
方
が

全
然
違
う
も
の
に
な
る
。

5　

耳
を
鍛
え
る
年
頃

　

中
学
生
に
な
る
と
急
に
音
楽
に
興
味
を
も
つ

生
徒
が
増
え
る
。「
聞
く
」
力
を
鍛
え
る
チ
ャ

ン
ス
な
の
だ
。

　

こ
の
学
習
の
よ
う
に
、
聞
く
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
で
話
す
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
く
。
言
語
技

術
の
獲
得
は
、「
聞
く
こ
と
」
か
ら
始
ま
る
。

〔
ほ
し
な　

け
ん
い
ち
ろ
う
〕
新
潟
市
立
上
山
中

学
校
教
諭
。
堂
々
と
自
分
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

る
若
者
を
育
て
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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1　

よ
い
聞
き
手
が

　
　

よ
い
人
間
関
係
を
つ
く
る

　

一
人
一
人
の
学
習
者
が
心
を
開
き
、
自
由
に

建
設
的
に
聞
き
合
い
、
話
し
合
う
こ
と
の
で
き

る
国
語
教
室
を
創
造
し
た
い
。

　

そ
の
要
諦
は
何
か
。
私
は
、「
誠
実
に
聞
こ

う
と
す
る
態
度
」
と
「
話
を
正
し
く
深
く
聞
き

と
る
力
」
を
身
に
つ
け
た
よ
い
聞
き
手
を
育
て

る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
誠
実
な
態
度
で
話
を
聞

き
、
真
意
を
汲
み
と
り
、
と
も
に
考
え
よ
う
と

す
る
聞
き
手
の
姿
に
触
れ
る
と
き
、
話
し
手
は

安
心
感
と
満
足
感
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
、そ
こ
か
ら
互
い
の
人
間
理
解
が
生
ま
れ
、

ひ
い
て
は
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
が
築
か
れ
て

い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
り
よ
い
人
間
関

係
に
支
え
ら
れ
た
国
語
教
室
で
は
、
心
の
通
い

合
っ
た
真
の
こ
と
ば
が
響
き
合
い
、
学
習
者
は

と
も
に
学
ぶ
こ
と
の
喜
び
を
実
感
し
な
が
ら
の

び
の
び
と
言
語
活
動
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
私
の
国
語
教
室
の
学
習
者
の
実

態
は
ど
う
か
。

　

自
分
の
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
終
始
す

る
、
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
か
ら
か
っ

た
り
、
逆
に
何
も
反
応
が
な
か
っ
た
り
・
・
・
。

学
習
者
の
「
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
学
習
指
導

の
不
十
分
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、「
聞
く
こ
と
」
に
焦
点
を
あ
て
た

単
元
を
構
想
し
、
学
習
者
に
聞
く
こ
と
の
意
義

を
再
認
識
さ
せ
る
と
同
時
に
、
よ
り
よ
い
聞
き

手
に
な
る
た
め
の
技
能
と
態
度
を
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
と
考
え
た
。

2
「
相
談
員
」
と
い
う
実
の
場 

　

学
習
者
の
聞
く
力
は
、
学
習
者
の
主
体
的
な

「
聞
く
」
と
い
う
行
為
の
中
で
伸
び
て
い
く
。

学
習
者
の
主
体
的
な｢

聞
く｣

行
為
を
引
き
出

す
た
め
に
は
、
全
力
を
傾
け
て
聞
か
ざ
る
を
得

な
い
実
の
場
に
立
た
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、学
習
者
を「
相

談
員
」
の
立
場
に
立
た
せ
、
相
談
者
の
疑
問
や

悩
み
に
答
え
る
と
い
う
学
習
の
場
を
設
定
し
て

み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
相
談
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
語
学

習
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
国

語
学
習
を
ど
う
進
め
る
か
と
い
う
問
題
は
、
学

習
者
が
自
己
の
学
習
生
活
を
充
実
さ
せ
る
た
め

に
切
実
な
課
題
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

「
ど
う
や
っ
て
国
語
学
習
を
進
め
て
い
け
ば
よ

い
か
」
と
い
う
相
談
者
の
切
実
な
課
題
を
突
き

つ
け
ら
れ
た
相
談
を
受
け
る
立
場
（
相
談
員
）

米
田 

伸
一別府市立青山中学校

聞
く

学
びの
部
屋
か
ら

よ
り
よ
い
聞
き
手
が
育
つ

国
語
教
室
を
求
め
て

│
単
元「
国
語
学
習
相
談
室
」の
構
想
│
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の
学
習
者
は
、
そ
の
回
答
の
た
め
に
、
①
自
己

の
こ
れ
ま
で
の
国
語
学
習
を
見
つ
め
直
し
、
②

国
語
学
習
の
あ
り
方
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、③
相
談
者
の
真
意
を
汲
み
と
っ
た
う
え
で
、

新
た
な
視
点
を
提
供
し
な
が
ら
相
談
者
を
満
足

さ
せ
る
方
法
と
態
度
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
吟

味
し
、
主
体
的
に
言
語
活
動
を
展
開
す
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
学
習
活
動
を
通
し
て
、
学
習

者
は
、｢

聞
く
こ
と
の
意
義｣

を
再
認
識
し
、

誠
実
に
聞
く
態
度
や
正
し
く
深
く
聞
く
力
を
身

に
つ
け
て
い
く
と
考
え
る
。

3　

学
習
活
動
の
実
際
（
案
）

（
１
）
目
標

　

国
語
学
習
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
相
談
を
相

談
員
と
し
て
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手

を
満
足
さ
せ
る
聞
き
手
に
な
る
た
め
の
技
能
と

態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

（
２
）
学
習
指
導
計
画

①
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

②
ⅰ
国
語
学
習
に
つ
い
て
の
悩
み
や
疑
問
を
書

く
。（
相
談
事
項
）

【
予
想
】

 

・
国
語
を
好
き
に
な
る
に
は
？

 

・
国
語
の
復
習
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
？

 

・
古
典
を
楽
し
く
読
む
に
は
？

 

・
漢
字
を
覚
え
る
い
い
方
法
は
？

 

・
自
分
の
意
見
を
う
ま
く
述
べ
る
に
は
？

ⅱ
今
ま
で
の
生
活
の
中
で
す
ば
ら
し
い
聞
き
手

に
出
会
っ
て
、ほ
っ
と
し
た
り
、元
気
づ
け
ら

れ
た
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
紹
介
し
合
う
。

③
相
談
者
の
相
談
事
項
の
中
か
ら
、
自
分
の
回

答
す
る
相
談
項
目
を
決
め
る
。

④
よ
り
よ
い
相
談
員
と
な
る
た
め
の
研
修
会
を

開
く
。

 

・
共
感
的
な
態
度
（
あ
い
づ
ち
・
う
な
ず
き

な
ど
）

 

・
真
意
を
確
か
め
る
た
め
の
返
し
方
な
ど

⑤
同
じ
相
談
項
目
を
選
ん
だ
者
ど
う
し
で
グ
ル

ー
プ
を
つ
く
り
、
必
要
な
情
報
を
収
集
し
な

が
ら
回
答
を
作
成
す
る
。

【
参
考
資
料
】

『
私
の
す
す
め
る
勉
強
法
』
読
売
新
聞
社
文
化
部

『
国
語
お
も
し
ろ
勉
強
法
』
大
西
忠
治
（
絶
版
）

『
ど
ん
ど
ん
好
き
に
な
る
国
語
の
本
』
坂
本
光
男

『
中
学
国
語
の
科
学
的
勉
強
法
』
宮
川
清
美

『
気
が
つ
か
な
か
っ
た
勉
強
法
』
松
山
羊
一
（
絶
版
）な

ど

⑥
グ
ル
ー
プ
内
で
相
談
の
練
習
を
し
、模
擬
国
語

学
習
相
談
室
を
開
く
。⇧
回
答
の
練
り
直
し

⑦
国
語
学
習
相
談
室
を
開
く
。

⑧
回
答
の
原
稿
を
整
理
し
、「
楽
し
い
国
語
学

習
の
た
め
に
」
と
し
て
ま
と
め
る
。

⑨
学
習
記
録
を
ま
と
め
、
学
習
を
振
り
返
る
。

4　
「
面
と
向
か
っ
て
」
聞
き
、
話
す

　

学
習
者
の
中
に
、
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
な

ど
の
力
を
借
り
て
本
音
を
語
ろ
う
と
す
る
傾
向

が
あ
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
、「
面
と
向

か
っ
て
」
こ
と
ば
を
交
わ
し
合
う
醍
醐
味
（
緊

張
・
喜
び
・
苦
痛
な
ど
）
を
経
験
さ
せ
る
単
元

を
構
想
し
た
い
。

 

「
面
と
向
き
合
う
」
こ
と
で
、
息
づ
か
い
や
表

情
な
ど
、
こ
と
ば
だ
け
で
は
感
じ
と
る
こ
と
の

で
き
な
い
話
し
手
の
真
の
意
図
を
汲
み
と
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

真
の
意
図
を
汲
み
と
っ
て
初
め
て
、
他
者
理
解

が
可
能
に
な
る
。

　

今
回
は
、
国
語
学
習
に
関
す
る
相
談
室
を
開

く
と
い
う
一
つ
の
構
想
を
提
案
し
た
。今
後
も
、

温
か
い
こ
と
ば
が
響
き
合
う
国
語
教
室
を
求
め

て
、「
聞
く
こ
と
」
を
核
に
し
た
実
践
を
積
み

上
げ
て
い
き
た
い
。

〔
よ
ね
だ　

し
ん
い
ち
〕
子
ど
も
と
の
対
話
、
子

ど
も
ど
う
し
の
対
話
を
大
切
に
し
た
授
業
の
創

造
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
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1　
「
書
く
こ
と
」の
取
り
組
み

 

「
書
く
こ
と
」
を
苦
手
と
す
る
生
徒
が
、
近
年

増
え
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
本
校
で
は
、
教
科

書
で
の
学
習
の
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や

集
中
実
践
の
際
、
教
科
と
し
て
「
書
く
こ
と
」

に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

今
回
報
告
す
る
学
年
で
は
、
主
に
次
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
。

＊
一
年
時　

環
境
の
調
べ
学
習
を
も
と
に
、
弁

論
大
会
の
実
施
↓
文
化
祭
で
発
表
。

介
護
体
験
の
感
想
文
↓
学
年
通
信
に
掲
載
。

文
化
祭
を
終
え
て
の
ま
と
め
↓
文
集
づ
く

り
。

＊
二
年
時　

宿
泊
学
習
の
感
想
で
短
歌
づ
く

り
。
短
歌
は
学
年
の
廊
下
に
掲
示
。

国
際
平
和
・
福
祉
を
題
材
に
、
弁
論
大
会
の

実
施
↓
文
化
祭
で
発
表
。

　　

三
年
時
で
は
、
五
月
末
に
「
沖
縄
」
へ
修
学

旅
行
に
行
く
の
で
、
そ
の
後
の
感
想
を
教
科
で

取
り
組
も
う
と
考
え
た
。
ち
ょ
う
ど
教
科
書
で

は
、
俳
句
を
学
習
し
て
い
た
の
で
、
俳
句
づ
く

り
も
検
討
し
た
が
、
限
ら
れ
た
音
数
で
は
、
取

り
組
み
が
難
し
い
と
考
え
た
。
し
か
し
、
五
七

の
も
つ
リ
ズ
ム
感
を
味
わ
い
た
か
っ
た
の
で
、

あ
え
て
定
型
詩
と
い
う
形
に
し
て
み
た
。
そ
の

た
め
、
実
際
に
取
り
組
む
前
に
、
便
覧
で
定
型

詩
を
簡
単
に
紹
介
し
、
定
型
詩
の
イ
メ
ー
ジ
づ

く
り
を
行
っ
た
。

　

題
材
は
、
沖
縄
で
の
三
日
間
で
最
も
心
に
残

っ
た
こ
と
、
景
色
な
ど
。
一
日
目
は
南
部
戦
跡

で
の
平
和
学
習
、
二
日
目
は
西
海
岸
で
の
マ
リ

ン
ス
ポ
ー
ツ
、
三
日
目
は
自
己
選
択
に
よ
る
沖

縄
の
文
化
、歴
史
の
学
習
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、

各
自
が
自
由
に
選
ん
で
い
っ
た
。　

2　

よ
り
よ
い
作
品
が
で
き
る
要
因

　

ま
ず
は
、
沖
縄
と
い
う
題
材
そ
の
も
の
の
力

で
あ
ろ
う
。天
気
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

海
の
美
し
さ
は
格
別
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
和

学
習
の
印
象
も
強
か
っ
た
の
か
、
題
材
と
し
て

取
り
上
げ
る
生
徒
が
半
数
を
超
え
て
い
た
。
こ

れ
は
、
事
前
学
習
の
成
果
か
も
し
れ
な
い
。
二

年
生
の
三
学
期
に
、
学
活
で
「
沖
縄
戦
」
の
学

習
を
行
っ
た
。
直
前
に
は
、映
画（
ア
ニ
メ
）『
ひ

め
ゆ
り
の
塔（
命ぬ
ち

ど
ぅ
宝
物
語
）』を
上
映
し
た
。

き
っ
と
映
画
の
印
象
が
強
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

現
地
で
は
資
料
に
見
入
っ
て
い
た
生
徒
、
ひ
め

ゆ
り
資
料
館
で
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
生
徒
、

暗
い
ガ
マ
（
洞
穴
）
の
中
で
ガ
イ
ド
さ
ん
の
話

に
耳
を
傾
け
る
生
徒
が
多
く
い
た
。

山
谷 

佳
子門真市立第七中学校

書
く

学
びの
部
屋
か
ら

沖
縄
で
の
思
い
を

定
型
詩
に
の
せ
て

 

│
│
修
学
旅
行
の

思
い
出
を
書
こ
う
│
│
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次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
取
り
組
み
中
の
ク
ラ

ス
の
雰
囲
気
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
支
援
と
し
て

は
、
下
書
き
段
階
で
も
、
良
い
フ
レ
ー
ズ
が
あ

る
と
、
全
体
に
紹
介
し
た
。
手
の
動
か
な
い
生

徒
に
は
、
三
日
間
の
思
い
出
を
し
ゃ
べ
り
な
が

ら
、
思
い
つ
い
た
こ
と
ば
を
羅
列
さ
せ
た
。
そ

ん
な
中
、
一
人
で
じ
っ
く
り
平
和
学
習
の
冊
子

を
見
返
し
て
い
た
り
、
指
折
り
数
え
て
、
音
数

を
合
わ
せ
て
い
る
生
徒
、
見
本
に
な
る
先
輩
の

俳
句
の
模
写
作
品
（
俳
画
つ
き
）
を
、
数
人
で

一
緒
に
見
る
生
徒
。
清
書
用
の
画
用
紙
に
、
相

談
し
な
が
ら
色
を
塗
る
生
徒
。
そ
う
い
っ
た
学

び
合
い
の
雰
囲
気
が
、
平
常
授
業
で
は
、
置
い

て
お
か
れ
が
ち
な
、
し
ん
ど
い
生
徒
の
手
を
も

動
か
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
取
り
組
み
で
は
、
定
型
詩
に
し
た
こ

と
に
よ
り
、
生
徒
自
身
が
音
数
の
た
め
、
こ
と

ば
を
精
選
で
き
た
こ
と
が
、
よ
り
よ
い
作
品
へ

と
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
掲
示
し

た
作
品
を
見
ら
れ
た
先
生
方
か
ら
、
高
い
評
価

を
得
た
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
今
後

の
大
き
な
励
み
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

〔
や
ま
た
に　

よ
し
こ
〕
学
校
改
革
を
推
進
す
る

中
で
、
国
語
科
の
選
択
授
業
（
基
礎
基
本
を
含

め
た
習
熟
度
別
授
業
）
の
効
果
的
な
あ
り
方
を

探
っ
て
い
ま
す
。

　今回の作品は、クラスごとにま
とめて色画用紙にはり、学年の廊
下に掲示しました。ちょうど本校
のオープンスクールの期間とも重
なり、保護者や来校者にも好評で
した。また、生徒どうしも立ち止
まって、お互いの詩を読み合う姿
が見受けられました。
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こ
と
ば
に
せ
ま
る

は
じ
め
に

 
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
指
導
は
、「
書
き
か
た
」

を
教
え
る
こ
と
で
す
べ
て
が
達
成
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
無
目
的
に
「
書
く
こ
と
」
を
繰
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
習
得
さ
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
ま
た
、
書
き
手
で
あ
る
学
習
者
の
も
つ
背
景

や
価
値
観
を
い
っ
さ
い
考
慮
し
な
い
学
習
指
導
や

評
価
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
戦
後
、
さ

ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
て
き
た
「
書
く
こ
と
」
学
習
指

導
の
試
み
の
い
く
つ
か
に
学
び
な
が
ら
、
今
後
へ

の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

作
文
・
生
活
綴
り
方
教
育
論
争

 

「
国
語
科
作
文
に
お
け
る
文
章
表
現
指
導
重
視
の

立
場
か
、
国
語
科
の
枠
外
に
広
く
生
活
を
育
て
人

間
を
育
て
る
方
法
と
し
て
の
生
活
綴
り
方
的
教
育

方
法
を
も
含
め
た
生
活
指
導
重
視
の
立
場
か
、
と

い
っ
た
争
点
の
も
と
に
行
わ
れ
た
」
と
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
こ
の
論
争
は
、「
表
現
能
力
の
育
成
を

め
ざ
し
て
、
系
統
的
・
計
画
的
な
指
導
を
強
調
す

る
」〈
作
文
派
〉
と
、
こ
の
立
場
を
「
分
節
的
技

術
一
辺
倒
の
教
育
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
批
判
し

て
、
表
現
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
指

導
に
よ
っ
て
、
国
語
科
よ
り
も
広
い
生
活
綴
り
方

的
教
育
方
法
を
提
唱
す
る
」〈
生
活
派
〉
と
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
（
大
内
善
一
「
作
文
・
綴
り
方

教
育
論
争
」『
国
語
教
育
研
究
大
辞
典
』
明
治
図

書
、
一
九
九
一
）。

　

中
洌
正
堯
は
、「
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

以
後
の
論
争
の
焦
点
」
を
、「『
表
現
技
能
の
指
導

を
め
ざ
す
か
、
生
活
（
認
識
）
の
指
導
を
も
含
め

て
統
一
的
に
す
す
め
る
か
』『
国
語
科
内
の
学
習

指
導
か
、
教
科
に
と
ら
わ
れ
な
い
学
習
指
導
か
』

な
ど
で
あ
り
、
端
的
に
は
、『
表
現
指
導
か
、
生

活
指
導
か
』
で
あ
っ
た
」
と
ま
と
め
、「
以
後
、

教
科
と
し
て
の
作
文
は
、
こ
の
両
者
の
輪
の
重
な

り
の
部
分
で
の
探
求
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（「
作
文
指

導
の
変
遷
」『
国
語
教
育
研
究
大
辞
典
』）。

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
理
論
の
影
響

　

書
き
か
た
、
す
な
わ
ち
「
表
現
能
力
」
の
育
成

に
関
し
て
、
森
岡
健
二
の
主
張
が
与
え
た
影
響
は

大
き
い
。
主
著
『
文
章
構
成
法
│
文
章
の
診
断
と

治
療
│
』（
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
）
の
「
は
し

が
き
」
で
、「
文
章
が
こ
と
ば
で
内
容
を
書
き
表

す
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
と
ば
だ
け
を
重
視
す
る

言
語
主
義
に
も
、
ま
た
思
想
や
感
覚
だ
け
に
力
点

を
置
く
内
容
主
義
に
も
傾
い
て
は
な
ら
な
い
。
真

に
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
な
表
現
を
す
る
た
め
に
は
、

感
じ
考
え
る
心
を
育
て
る
と
と
も
に
、
こ
と
ば
の

「なにを」「どのように」をふまえ、
「なぜ」そして「ともに」
－「書くこと」学習指導の課題－
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約
束
に
し
た
が
う
訓
練
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、「
分
節
的
技
術
」
に
偏
っ
た

も
の
で
は
な
い
。
森
岡
の
主
張
は
、
学
習
指
導
要

領
の
、
特
に
「
構
成
」
概
念
の
定
位
に
影
響
を
与

え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
書
く
こ
と
」
全
体
を
見

通
し
た
提
言
と
な
り
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
文

 

「
作
文
・
生
活
綴
り
方
教
育
論
争
」
を
「
越
え
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
」
と
中
洌
正
堯
が
位
置
づ
け

た
も
の
に
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
文
が
あ
る
。

西
尾
実
は
、『
書
く
こ
と
の
教
育
』（
習
文

社
、
一
九
五
二
年
）
に
お
い
て
「
こ
れ
ま
で
の
国

語
教
育
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
談
話
生
活
・
文
章
生

活
を
個
人
的
な
表
現
と
理
解
と
し
て
と
ら
え
、
十

分
な
意
味
に
お
い
て
は
社
会
的
な
通
じ
合
い 

com
m
unication 

と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
か

っ
た
」「
相
手
に
わ
か
ら
せ
、
の
み
こ
ま
せ
、
そ

れ
を
実
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
お
の
ず
か
ら
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ

れ
が
直
接
の
、
ま
た
当
面
の
要
件
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
な

い
」「
自
己
表
現
の
綴
方
教
育
を
乗
り
こ
え
て
、

社
会
的
な
通
じ
あ
い
と
し
て
の
書
く
こ
と
の
教
育

を
築
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
昔
の
実
用
主
義
の

作
文
教
育
に
逆
戻
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
」
と
述
べ
た
。「
社
会
的
な
通
じ
合
い
と

し
て
の
書
く
こ
と
」
を
提
起
し
、「
昔
の
実
用
主

義
の
作
文
教
育
」
と
「
自
己
表
現
の
綴
方
教
育
」

の
止
揚
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
書
く
こ
と
の
教
育
は
、
こ
れ
ま
で

の
綴
方
が
目
ざ
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
己
の
真
実

を
表
現
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
人
間
形
成
の
た
め

の
書
く
こ
と
の
学
習
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
作
文

が
目
ざ
し
て
い
た
よ
う
に
、
成
人
社
会
の
生
活
に

そ
な
え
た
社
会
形
成
の
た
め
の
書
く
こ
と
の
学
習

を
含
み
、
さ
ら
に
、
人
類
の
文
化
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
、
い
わ
ば
文
化
形
成
の
た
め
の
書
く
こ

と
の
学
習
に
及
ば
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」「
い
ま
の

書
く
こ
と
の
教
育
は
、
か
つ
て
の
作
文
が
目
ざ
し

て
い
た
も
の
の
革
新
と
し
て
の
社
会
生
活
文
と
、

綴
方
が
目
ざ
し
て
い
た
も
の
の
継
承
・
発
展
と
し

て
の
自
己
表
現
文
と
、
新
た
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て

来
た
、
文
化
遺
産
の
継
承
・
発
展
と
し
て
の
文
化

学
習
文
と
の
三
つ
の
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
注
目
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
、
書

く
こ
と
に
よ
る
「
文
化
遺
産
の
継
承
・
発
展
」
の

面
を
提
起
し
た
こ
と
も
大
き
い
。

虚
構
の
作
文
指
導

　

西
郷
竹
彦
が
提
唱
す
る
「
虚
構
の
作
文
指
導
」

は
、「
つ
く
り
話
」
を
書
く
こ
と
の
み
を
指
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
書
き
上
げ
ら
れ
た
作
文
を
活

用
す
る
と
き
の
観
点
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ

り
、
評
価
の
観
点
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

ま
た
、
書
き
手
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
分
析

や
解
釈
が
生
じ
る
と
い
う
点
は
、
相
互
評
価
へ
の

示
唆
を
含
み
、
書
く
こ
と
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
意
識
化
に
も
つ
な
が
る
観
点
に
な
り
う

る
。
さ
ら
に
、「
記
述
前
指
導
」
や
「
記
述
中
指
導
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

＊　
　
　
　

＊

　

作
文
指
導
に
は
、
こ
れ
ま
で
、
記
述
前
、
記
述

中
、
記
述
後
に
分
け
て
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

私
は
、
記
述
前
、
記
述
中
の
指
導
は
、
わ
ざ
わ

ざ
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
国
語
の
授
業

の
中
で
、
優
れ
た
文
章
を
お
手
本
と
し
て
、
書
き

出
し
や
結
び
の
工
夫
、
あ
る
い
は
描
写
の
う
ま
さ

な
ど
…
表
現
方
法
、
手
法
な
ど
を
具
体
的
に
学
ば

せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
作
文
す
る
と
き
に
生
き
て

は
た
ら
く
も
の
と
な
る
は
ず
で
す
。（
ま
た
、
そ

の
よ
う
に
授
業
す
べ
き
で
す
。）
も
ち
ろ
ん
、
学

ん
だ
こ
と
が
す
ぐ
そ
の
ま
ま
現
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
授
業
を
積
み
あ
げ

て
い
け
ば
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
成
果
が
大
な
り

小
な
り
子
ど
も
の
作
文
に
反
映
す
る
で
し
ょ
う
。

　

作
文
の
時
間
に
な
っ
て
か
ら
、
記
述
前
指
導
と
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い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
書
き
出
し
は
こ
う
せ
よ

と
い
う
形
の
指
導
は
、「
ど
ろ
な
わ
式
」
で
す
。

記
述
前
指
導
を
し
な
く
て
も
い
い
よ
う
、
国
語
の

授
業
そ
の
も
の
が
表
現
、
構
想
指
導
に
な
っ
て
い

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と

が
表
裏
一
体
と
な
る
よ
う
な
、
国
語
科
教
育
の
全

体
像
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。

（「
は
じ
め
に
」『
西
郷
竹
彦
文
芸
・
教
育
全
集
』

第
一
九
巻
、
恒
文
社
、
一
九
九
七
年
）

＊　
　
　
　

＊

　

こ
の
こ
と
は
、「
読
む
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
た

学
習
指
導
や
、「
書
き
か
た
」
を
意
識
さ
せ
習
得

さ
せ
る
学
習
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
多
く
の

知
見
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

国
語
単
元
学
習
に
お
け
る

「
書
く
こ
と
」

　

学
習
の
必
然
性
に
根
ざ
し
た
言
語
活
動
を
展
開

す
る
国
語
単
元
学
習
に
お
い
て
も
、「
書
く
こ
と
」

の
学
習
活
動
は
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
方
法

に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
に
追
究
さ
れ
た
。「
書
く

こ
と
」
を
中
心
に
据
え
、
そ
の
た
め
の
資
料
を
揃

え
た
り
、
興
味
・
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
の
手
だ

て
を
工
夫
し
た
り
す
る
、
と
い
っ
た
大
き
な
単
元

以
外
に
も
、
学
習
活
動
の
過
程
で
必
要
と
な
る
、

あ
る
い
は
組
み
込
め
る
多
様
な
「
書
く
こ
と
」
の

機
能
と
有
効
性
を
、大
村
は
ま
は
提
起
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、「『
書
く
こ
と
』
に
は
、
ち
ょ
っ
と
縁

の
遠
そ
う
な
、
話
す
こ
と
き
く
こ
と
に
重
点
を
お

い
て
い
る
『
会
議
の
す
す
め
方
』
と
い
う
単
元
の

場
合
」
に
は
、「
聞
き
な
が
ら
書
く
」「
見
な
が
ら

書
く
」「
報
告
を
書
く
」「
メ
モ
を
す
る
」「
ノ
ー

ト
整
理
」「
日
記
記
録
を
書
く
」
な
ど
二
十
四
の

活
動
に
分
類
さ
れ
た
六
十
三
の
「
書
く
こ
と
」
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、別
の
単
元
で
は
、

「
話
し
あ
い
の
グ
ル
ー
プ
」で「
反
省
を
ま
と
め
る
」

と
き
、「
欠
席
の
友
だ
ち
へ
の
短
い
た
よ
り
の
形

で
書
く
」「
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
友
だ
ち
と
鉛
筆
対

談
を
す
る
」「
学
校
新
聞
の
『
教
室
だ
よ
り
』
の

原
稿
と
し
て
書
く
」「
日
記
と
し
て
書
く
」
な
ど

の
多
彩
な
様
式
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（『
大
村
は

ま
国
語
教
室
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三

年
）。「
書
く
こ
と
」
の
学
習
指
導
に
お
い
て
「
学

習
の
て
び
き
」
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
、

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
学
習
が
適
切
に
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

短
作
文
と

イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導

　

長
い
文
章
を
書
く
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
学
習

者
の
た
め
の
成
果
と
し
て
は
、「
短
作
文
」
の
学

習
指
導
が
あ
る
。
作
文
の
「
基
礎
力
」
と
も
い
う

べ
き
能
力
が
習
得
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
書

く
こ
と
」へ
の
抵
抗
感
の
除
去
に
よ
る
意
欲
喚
起
、

継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
習
慣
形
成
、
評

価
の
焦
点
化
や
処
理
の
迅
速
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
効
果
が
あ
る
。「
短
く
書
く
」
こ
と
が
「
長
く

書
く
」
こ
と
よ
り
も
、必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
ら
れ
よ
う
。
提
唱
者

で
あ
る
藤
原
与
一
の
主
張
は
も
ち
ろ
ん
、
大
西
道

雄
が
作
成
し
た
学
校
種
ご
と
の
基
本
的
指
導
事
項

（『
短
作
文
指
導
の
方
法
│
作
文
の
基
礎
力
の
完
成

│
』
明
治
図
書
、
一
九
八
〇
年
）
は
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
開
発
の
た
め
の
基
礎
資
料
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
題
材
」
と
「
書
き
か
た
」
を
同
時
に

提
示
す
る
イ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
指
導
も
、
大
西
道
雄

や
田
中
宏
幸
に
よ
っ
て
実
践
的
に
追
究
さ
れ
て
い

る
。「
内
容
」
と
「
方
法
」
の
二
元
論
を
止
揚
す

る
観
点
の
一
つ
と
し
て
、「
書
く
こ
と
」
学
習
指

導
へ
の
示
唆
は
大
き
い
。

今
後
の
課
題

「
誰
に
」と「
な
ぜ
」、そ
し
て「
と
も
に
」

　

学
習
者
が
「
書
く
こ
と
」
に
対
し
て
積
極
的
に

な
れ
な
い
と
き
、
多
く
の
場
合
は
「
題
材
」
を
与

こ
と
ば
に
せ
ま
る



ことばにせまる29

え
た
り
、「
書
き
か
た
」
を
指
導
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

「
書
く
こ
と
が
な
い
」「
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
か
わ

か
ら
な
い
」
は
、「
書
く
こ
と
」
を
不
得
意
と
す

る
学
習
者
の
主
張
の
代
表
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
を
保
障
す
る
だ
け

で
「
書
く
こ
と
」
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
つ
は
「
読
み
手
」
の
問
題
で
あ
る
。
田
近
洵

一
ら
が
行
っ
た
調
査
は
「
話
す
・
聞
く
」
に
関
す

る
も
の
で
は
あ
る
が
（
田
近
洵
一
編
著
『
子
ど
も

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
』
学
文
社
、
二
〇

〇
二
年
）、「
聞
く
・
話
す
こ
と
の
好
き
嫌
い
意
識

は
、
聞
く
・
話
す
こ
と
の
能
力
も
関
係
は
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
人
間
関
係
が
強
く
影
響
し
て
い
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、ク
ラ
ス
の
友
達
の『
こ

と
ば
』
に
よ
っ
て
傷
つ
き
、
他
者
か
ら
理
解
さ
れ

ず
、
他
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
経
験
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
に
影
響
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
」
と
い
う
分
析
（
黒
川
孝
広
「
話
す
こ

と
の
好
き
嫌
い
」
同
書
所
収
）
か
ら
は
、相
手
（
読

み
手
）
と
の
、
特
に
受
容
的
な
関
係
を
構
築
す
る

こ
と
が
安
心
感
と
な
り
、
表
現
す
る
こ
と
（「
書

く
こ
と
」）
へ
の
抵
抗
感
を
減
ず
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
学
習
者
の
文
章
を
活

用
す
る
こ
と
や
、
相
互
評
価
を
行
う
こ
と
の
あ
り

方
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
な
ぜ
」
書
く
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。「
な
に
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
が
揃
え

ら
れ
て
も
「
な
ぜ
」
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
「
書

く
こ
と
」
の
行
為
に
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
あ

る
。
目
的
性
あ
る
い
は
必
要
感
・
必
然
性
の
問
題

と
も
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
。「
目
的
」
は
実
用
的

な
も
の
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
定
期
試
験

や
入
学
試
験
の
よ
う
な
別
の
文
脈
で
利
を
生
み
だ

す
も
の
と
も
限
ら
な
い
。「
誰
に
」
を
定
位
す
る

こ
と
で
「
な
ぜ
」
が
見
え
て
く
る
こ
と
、
あ
る
い

は
そ
の
逆
も
あ
る
。不
特
定
の
集
団
に
向
け
て「
書

く
こ
と
」
へ
と
い
ず
れ
は
進
む
に
せ
よ
、
相
手
意

識
と
目
的
意
識
を
高
め
た
う
え
で
「
書
く
こ
と
」

に
向
か
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
や
、
成
就
感
・
達
成
感
の

保
障
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
が
次
の
「
書
く
こ

と
」
の
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
自
己
発
見
・

自
己
認
識
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

指
導
方
法
の
面
で
は
、
個
に
応
じ
た
指
導
を
洗

練
さ
せ
る
一
方
で
、
複
数
の
学
習
者
が
「
と
も
に

書
く
こ
と
」
の
意
義
と
具
体
的
な
方
法
を
さ
ら
に

追
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
相
手
（
読
み
手
）
へ

の
意
識
や
、
相
手
の
反
応
を
も
と
に
し
た
自
己
評

価
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
や
達
成
感
の

保
障
な
ど
、
集
団
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
グ

ル
ー
プ
で
書
く
こ
と
に
適
し
た
題
材
や
方
法
、
具

体
的
な
学
習
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
、
試
行
的
な

提
案
を
含
め
た
、
実
践
的
成
果
の
蓄
積
と
交
流
が

期
待
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

点
描
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、「
書

く
こ
と
」学
習
指
導
に
つ
い
て
の
多
様
な
問
題
が
、

戦
後
、
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら

に
深
い
理
解
の
入
口
と
し
て
、
本
稿
で
ふ
れ
た
中

洌
正
堯
の
整
理
を
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
勧
め
た

い
。

　

学
習
者
の
書
い
た
も
の
を
も
と
に
具
体
的
に
考

え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
で
「
書
く
こ
と
」
実
践
を

意
図
的
・
計
画
的
に
行
う
こ
と
は
、
指
導
者
の
授

業
力
向
上
に
も
効
果
的
で
あ
る
。

〔
か
わ
の　

と
も
ふ
み
〕
兵
庫
教
育
大
学
学

校
教
育
学
部
助
教
授
。
国
語
教
育
学
専
攻
。

戦
後
に
お
け
る
国
語
単
元
学
習
の
実
践
的

展
開
を
観
点
と
し
て
、
戦
後
国
語
教
育
史
の

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
資
料
の
分
析
と

検
討
を
通
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
や
学
力

論
な
ど
、
普
遍
的
と
も
い
え
る
問
題
に
つ
い

て
示
唆
を
受
け
る
こ
と
も
多
い
。
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＊
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

能
力

＊
語
彙
指
導

＊
文
学
教
材
の
指
導

尾
木 

和
英東京女子体育大学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

国
語
科
の
指
導
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か

　

文
化
審
議
会
の
審
議
内
容
が
話
題
を
集
め
て

い
る
。
国
語
科
と
し
て
も
、「
国
語
の
果
た
す

役
割
」
に
つ
い
て
は
、
視
野
に
入
れ
て
指
導
計

画
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

平
成
十
五
年
一
月
に
示
さ
れ
た
「
審
議
経
過

の
概
要
」
で
は
、
個
人
に
と
っ
て
国
語
が
果
た

す
役
割
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基

本
は
、
相
手
の
人
格
や
考
え
方
を
尊
重
す
る
態

度
と
言
葉
に
よ
る
『
伝
え
合
い
』
で
あ
り
、
国

語
の
運
用
能
力
が
そ
の
根
幹
と
な
っ
て
い
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
文
言
に
即
し
て
国
語
科
の
指
導
を
見
直

す
と
す
れ
ば
、「
伝
え
合
い
」
を
支
え
る
国
語

の
運
用
能
力
が
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書

く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
に
お
い

て
い
か
に
効
果
的
に
育
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

時
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の

育
成
を
主
題
と
す
る
指
導
計
画
に
お
い
て
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
限
定
さ
れ
た
活
動
に

終
始
す
る
指
導
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
と
ば
に
よ
っ
て
伝
え
合
う
力
は
、
適
切
に
表

現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
の
育
成
を
根
底
に

お
い
て
効
果
的
な
言
語
活
動
を
組
織
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
学
年

の
生
徒
の
実
態
の
把
握
に
立
ち
、
ど
の
よ
う
な

力
を
ど
う
育
成
す
る
か
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え

て
ふ
さ
わ
し
い
学
習
活
動
を
組
織
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

　

特
に
最
近
の
生
徒
は
、
友
達
や
周
囲
の
人
た

ち
を
自
分
に
と
っ
て
意
味
あ
る
存
在
と
認
め
る

意
識
が
希
薄
で
あ
る
だ
け
に
、
単
に
伝
え
合
う

言
語
の
運
用
に
関
す
る
学
習
だ
け
で
な
く
、
そ

の
活
動
を
と
お
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
大
切
さ
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
言
語
活
動
の

組
織
を
工
夫
し
た
い
。

語
彙
指
導

思
考
に
必
要
と
さ
れ
る
語
彙
の
力

　

個
人
に
と
っ
て
の
国
語
の
役
割
の
第
二
に
、

知
的
活
動
の
基
盤
と
し
て
の
国
語
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
国
語
は
、
知
的
活
動
の
基
盤
と

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
獲
得
と
能
力
の
形
成

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、「
思
考
と

国
語
は
密
接
に
結
び
付
い
て
お
り
、
深
く
思
考

す
る
た
め
に
は
豊
か
な
語
彙
が
不
可
欠
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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次
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
感
性
・

情
緒
と
い
っ
た
面
に
お
け
る
国
語
の
役
割
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
詩
歌
等
の
文
学
を
読
む
こ
と

な
ど
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
国
語
を
通
し
て
、

美
し
い
日
本
語
の
表
現
や
リ
ズ
ム
、
人
々
の
深

い
情
感
、
自
然
へ
の
繊
細
な
感
受
性
な
ど
に
触

れ
、美
的
感
性
や
情
緒
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
教
育
課
程
基
準
の
改
善
に
お
い
て
、

国
語
科
の
改
定
に
関
し
て
、
文
学
的
な
文
章
の

詳
細
な
読
解
の
偏
り
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
趣

旨
が
誤
っ
て
把
握
さ
れ
、
文
学
的
文
章
の
指
導

の
重
要
性
に
つ
い
て
の
ゆ
ら
ぎ
が
一
部
に
見
ら

れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
文
学
教

材
の
指
導
の
意
義
を
確
認
し
、
文
学
的
な
文
章

の
指
導
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
力
を
育
て
る
の

か
、
美
的
感
覚
や
情
緒
の
育
成
と
い
う
趣
旨
か

ら
は
、
ど
の
よ
う
な
指
導
の
工
夫
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
、
そ
う
し
た
点
か
ら
再
度
指
導
を

見
直
し
、
今
後
に
向
け
て
、
改
善
を
図
る
こ
と

が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

〔
お
ぎ　

か
ず
あ
き
〕）
東
京
都
教
育
委
員
会
指

導
主
事
、
東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
等
を
経
て
、

現
在
は
同
大
学
理
事
、
言
語
教
育
文
化
研
究
所

代
表
理
事
。
近
著
に
「
教
員
研
修
の
実
際
」（
ぎ

ょ
う
せ
い
）
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
語
彙
指
導
の
重
要
が
い

わ
れ
、
示
唆
に
富
む
実
践
も
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
毎
時
の
授
業

に
お
け
る
創
意
を
生
か
し
た
指
導
は
手
薄
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

語
句
・
語
彙
に
関
心
を
も
た
せ
る
指
導
や
語

彙
量
を
増
や
す
た
め
の
指
導
は
、
各
学
校
で
試

み
ら
れ
て
き
た
が
、
指
導
時
間
の
関
係
も
あ
っ

て
、
話
や
文
章
の
中
で
の
語
彙
の
は
た
ら
き
の

理
解
や
自
由
に
語
彙
を
活
用
す
る
こ
と
の
で
き

る
能
力
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
学
習
に
組
み
込

ま
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

　

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
す
る
こ
と
に
重
点
を

置
く
発
表
、
話
し
合
い
の
活
動
に
お
け
る
語
彙

の
は
た
ら
き
の
理
解
、
②
意
見
を
効
果
的
に
伝

え
る
文
章
に
お
け
る
語
彙
へ
の
着
目
、
③
書
き

手
の
意
図
、
根
拠
の
表
現
に
お
け
る
語
彙
の
は

た
ら
き
へ
の
着
目
、
④
文
と
文
、
段
落
相
互
の

関
係
や
語
彙
の
は
た
ら
き
に
着
目
さ
せ
る
読
み

の
指
導
な
ど
、
語
彙
の
理
解
・
活
用
に
関
す
る

指
導
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

文
学
教
材
の
指
導

感
性
・
情
緒
な
ど
の
基
盤
と
し
て
の
国
語



32

 

■ 

効
果
的
な
発
展
的
学
習
を

　

本
学
習
材
「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
（
光
村

図
書　

一
年
下
）」
の
学
習
で
、
ラ
イ
オ
ン
と

し
ま
う
ま
の
赤
ち
ゃ
ん
の
生
ま
れ
た
と
き
の
様

子
と
育
っ
て
い
く
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
た
子
ど
も
は
、
ほ
か
の
動
物
の
赤
ち
ゃ
ん
は

ど
う
な
の
か
と
い
う
思
い
を
も
つ
。
そ
こ
で
、

第
三
次
の
発
展
的
な
学
習
と
し
て
子
ど
も
に
図

鑑
や
動
物
の
赤
ち
ゃ
ん
に
関
す
る
本
を
与
え
て

み
る
が
、
一
年
生
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の
中
か

ら
必
要
な
情
報
だ
け
を
取
り
出
す
こ
と
は
難
し

く
、
子
ど
も
ど
う
し
の
紹
介
の
場
面
で
は
、
だ

ら
だ
ら
と
丸
写
し
し
た
文
を
読
ん
で
終
わ
り
に

な
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

そ
こ
で
、
教
師
自
作
の
資
料
を
第
三
次
の
学

習
場
面
で
活
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
に
的

確
に
動
物
の
赤
ち
ゃ
ん
の
ひ
み
つ
を
見
つ
け
さ

せ
、
見
つ
け
た
ひ
み
つ
を
進
ん
で
紹
介
し
合
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

た
。
本
校
の
研
究
の
視
点
「
確
か
な
学
力
を
身

に
つ
け
る
た
め
の
教
科
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
の
活

用
」
を
ふ
ま
え
、
今
回
は
、
Ｉ
Ｔ
機
器
を
用
い

て
の
自
作
資
料
を
試
み
た
。

 

■ 

『
ひ
み
つ
見
つ
け
』
を
軸
に

　

   

単
元
を
構
想
す
る

　

三
次
に
よ
り
単
元
を
構
想
す
る
。

　

子
ど
も
は
、「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
」
の

文
章
に
接
し
た
と
き
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と
、

初
め
て
知
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
口
々
に
話
す
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
ひ
み
つ
と
し
、
第
一
次
で

「
ど
う
ぶ
つ
の
あ
か
ち
ゃ
ん
の
ひ
み
つ
を
見
つ

け
よ
う
」
と
い
う
読
み
の
め
あ
て
（
見
通
し
）

を
も
ち
、
第
二
次
で
『
ひ
み
つ
見
つ
け
』
を
し

な
が
ら
ラ
イ
オ
ン
と
し
ま
う
ま
の
赤
ち
ゃ
ん
の

生
ま
れ
た
と
き
の
様
子
と
育
っ
て
い
く
様
子
を

読
み
取
る
学
習
（
体
験
）
を
す
る
。
そ
し
て
第

三
次
で
は
、
教
師
自
作
の
資
料
を
使
っ
て
『
ひ

み
つ
見
つ
け
』
の
学
習
（
実
践
）
を
し
、
第
三

次
の
終
わ
り
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
見
つ
け
た

ひ
み
つ
を
進
ん
で
紹
介
で
き
る
よ
う
に
構
想
す

る
。

 

■ 

Ｉ
Ｔ
機
器
を
活
用
す
る

　

今
回
の
教
師
自
作
の
資
料
は
、
プ
レ
ゼ
ン
ソ

フ
ト
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
）
で
作
成
す
る
。
パ

ソ
コ
ン
の
画
面
に
は
十
種
類
の
動
物
の
名
前
が

掲
示
し
て
あ
り
、
知
り
た
い
動
物
の
名
前
を
ク

リ
ッ
ク
す
る
と
絵
や
写
真
付
き
で
そ
の
赤
ち
ゃ

ん
の
説
明
が
出
て
く
る
。
ま
た
〈
も
ど
る
〉
を

ク
リ
ッ
ク
す
る
と
最
初
の
画
面
に
戻
り
、
低
学

小
守  

容
子

岡
山
県
岡
山
市
立
平
福
小
学
校

い
ま
、

小
学
校
で
は

Ｉ
Ｔ
の
効
果
的
な

活
用
の
あ
り
方
を
さ
ぐ
る

〜
第
一
学
年

　
「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
に
は

ひ
み
つ
が
い
っ
ぱ
い
」の
実
践
を
と
お
し
て
〜
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年
の
児
童
で
も
無
理
な
く
操
作
で
き
る
。

　

説
明
の
文
は
「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
」
と

同
様
、
生
ま
れ
た
と
き
の
大
き
さ
・
目
や
耳
の

様
子
、
歩
行
や
食
べ
物
の
変
化
の
様
子
を
で
き

る
だ
け
入
れ
る
よ
う
に
し
て
お
き
、
子
ど
も
が

二
次
で
学
習
し
た
ラ
イ
オ
ン
や
し
ま
う
ま
の
赤

ち
ゃ
ん
の
様
子
と
比
べ
や
す
く
な
る
よ
う
に
配

慮
す
る
。

　

ま
た
、
赤
ち
ゃ
ん
の
様
子
を
お
お
ま
か
に
説

明
し
た
も
の
（
ひ
み
つ
１
）
と
詳
し
く
説
明
し

た
も
の
（
ひ
み
つ

２
）
の
二
つ
の
パ

ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を

用
意
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

学
習
場
面
に
合
っ

た
活
用
が
で
き
る

よ
う
に
工
夫
す

る
。

 

■ 

授
業
の
実
際
と
考
察

【
第
三
次
第
１
時
】
パ
ソ
コ
ン
ル
ー
ム
で
の
学

習
に
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
、子
ど
も
は
資
料（
ひ

み
つ
１
）
か
ら
自
由
に
二
人
組
で
『
ひ
み
つ
見

つ
け
』
を
し
た
。
ど
の
子
も
パ
ソ
コ
ン
操
作
を

ス
ム
ー
ズ
に
行
い
な
が
ら
、
次
々
と
ひ
み
つ
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
第
三
次
第
２
・
３
時
】
動
物
を
一
つ
選
び
、
子

ど
も
は
資
料
（
ひ
み
つ
２
）
か
ら
『
ひ
み
つ
見

つ
け
』
を
し
た
。
第
二
次
の
学
習
と
同
様
、
赤

ち
ゃ
ん
の
様
子
が
わ
か
る
写
真
や
絵
を
い
く
つ

か
載
せ
て
あ
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
す
る

と
、
子
ど
も
は
見
つ
け
た
ひ
み
つ
を
線
で
つ
な

げ
て
書
き
込
ん
だ
。

　

○
○

博
士
に

な
っ
た

子
ど
も

は
、
教

師
が
提

示
し
た

﹇
や
く

そ
く
﹈

を
も
と

に
、
ワ

ー
ク
シ

ー
ト
を
見
な
が
ら
二
人
組
で
見
つ
け
た
ひ
み
つ

を
楽
し
そ
う
に
紹
介
し
合
っ
た
。
第
三
時
に
は

自
由
に
相
手
を
見
つ
け
て
紹
介
し
合
わ
せ
た

が
、
子
ど
も
は
﹇
な
る
ほ
ど
シ
ー
ル
﹈
を
手
に

次
々
と
友
達
を
見
つ
け
て
は
意
欲
的
に
紹
介
し

合
っ
た
。

【
考
察
】
自
作
資
料
を
第
三
次
で
活
用
す
る
学

習
で
あ
っ
た
が
、十
分
な
手
ご
た
え
を
感
じ
た
。

説
明
の
文
が
す
べ
て
ひ
み
つ
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
文
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ど
の
子
ど

も
も
的
確
に
動
物
の
ひ
み
つ
を
見
つ
け
、
書
き

写
し
、
進
ん
で
紹
介
し
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
絵
や
写
真
が
大
き
く
カ
ラ
ー
で
見
や
す

い
こ
と
、
操
作
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
か
ら
楽
し

く
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
、
低
学
年
の
う
ち
か

ら
Ｉ
Ｔ
機
器
に
慣
れ
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

高
学
年
で
の
Ｉ
Ｔ
機
器
を
用
い
て
の
学
習
と

し
て
、『
漢
字
だ
じ
ゃ
れ
』
を
行
っ
た
。
パ
ソ
コ

ン
の
漢
字
変
換
機
能
で
出
て
く
る
複
数
の
漢
字

を
使
っ
て
だ
じ
ゃ
れ
を
作
り
、
出
来
上
が
っ
た

だ
じ
ゃ
れ
を
問
題
形
式
に
加
工
し
て
掲
示
板
に

打
ち
込
み
、
友
達
の
問
題
を
解
い
て
い
く
と
い

う
学
習
で
あ
る
。
国
語
辞
典
や
漢
字
辞
典
を
手

に
、
楽
し
く
学
習
し
な
が
ら
漢
字
に
親
し
む
態

度
を
育
て
る
実
践
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

〔
こ
も
り　

よ
う
こ
〕
岡
山
県
岡
山
市
立
平
福
小

学
校
教
諭
。「
岡
山
・
小
学
校
の
国
語
を
語
る
会
」

を
基
盤
に
、
国
語
科
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題

に
つ
い
て
実
践
的
な
立
場
か
ら
解
決
法
を
探
っ

て
い
る
。
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　中華人民共和国では、1999 年から、15カ年計
画の基礎教育課程改革がスタートしている。幼児
教育から、小学校中学校（初級中学）の義務教育、
さらに高校（高級中学）までを対象にした本格的
な課程改革である。中華人民共和国教育部が
2001年6月に発布した「基礎教育課程改革綱要（試
行）」では、基礎教育課程改革の具体目標6項目に
ついて、次のように示している。（田中の訳出によ
る。以下、中華人民共和国文献の引用は同様。）
・ 知識伝授に重きを置いた傾向から、積極的主体
的な学習態度の形成を強調し、基礎知識と基本
技能を獲得する過程が、同時に正確な価値観を
学習し形成する過程になるように改める。

・ 学科本位で、科目が多すぎ整合性に欠けていた
現状を改め、９年一貫の課程と授業時数を整え、
総合課程を設置し、地域の異なりや学習者の発
達の要求に応じて、バランスや総合性、選択性
をもった課程構成にする。

・「難、繁、偏、旧」であった内容と書物の知識を
重視した現状を改め、課程内容と学習者の生活
及び現代社会と科学技術の発展を連携させ、学
習者の興味と経験を重視し、生涯学習に必要な
基礎知識と技能を精選する。

・ 実施に当たっては、受け身的な学習や棒暗記、
機械的訓練の現状を改め、学習者が主体的に参
加し、探究を楽しみ、体を動かすことを唱導し、
学習者が情報を収集処理する能力、新しい知識
を獲得する能力、問題を分析解決する能力及び
交流・協力の能力を養成する。

・ 選別、選抜の機能を強調しすぎた評価から、学

習者の発達を促す機能や、教師が教学実践を高
め改進していく機能を発揮する評価へと改める。

・ 課程管理は、集中的な状況から、国家、地方、
学校の３段階の課程管理へと改め、地方や学校、
学習者へ適応する課程を増強する。
　いずれの項目も、原語では、「改変課程＊＊」と
いう表現で始められ、総則、構成、内容、実施、
評価、管理の項目ごとにまとめられている。
　改革の具体目標だから、現状の問題点を指摘し、
それを変える方向が示されているわけだが、これ
までの良かった点を継承していくという項目が示
されていないのは、残念に感じる。最初の項目で
いえば、基礎知識や基本技能を獲得するステップ
が教材レベルでも明確に示されていたことなど
は、我が国も学ぶ必要がある。また、複数の民族
を含む国にありながら、一定の言語文化を共有す
る姿勢が明確であったことなどは、学習者に応じ
た課程を進めていく場合にも大事にしていきたい
点である。
 「基礎教育課程改革綱要（試行）」の、「目標」に
続く「2. 課程結構」には、小学校、中学校（初級
中学）、高校（高級中学）の役割と科目が示され、
小学校では、総合課程を主とし、中学校では、分
科と総合を結合させ、高校では分科を主とするこ
とが述べられている。ほかに、小・中・高を通し
て総合実践活動を必修課程とすることも示され、
その内容には、情報技術教育、課題解決（研究性）
学習、社会奉仕および労働技術教育を含めている。
　現在は、2000 年の「教学大綱試用修訂版（従
来版の学習指導要領に準じる）」を中心に、実験

田中 智生 岡山大学教育学部

中国における教育改革の動向
　  ─語文教学を中心に─

新しい視点で

１　基礎教育課程改革綱要（試行）　



35 新しい視点で

的に「課程標準」が行われている段階だが、実験
の規模は拡大され、教科書も「大綱」と「標準」
それぞれに応じたものが複数検定を通過してい
る。「課程標準」で行う場合の教科などの配当時
間は、次の表によって示されている。年級ごとの
教科の配当割合は示されておらず、イメージがつ
かみにくいが、現段階ではお許しいただきたい。
　総合的な学習や早期外国語教育の導入、情報教
育の重点化など、我が国の教育改革とも重なる部

分が多い。もっとも、社会奉仕などの実践活動は
早くから行われていたことで、「総合実践活動」と
いう枠組みに組み替えられたというとらえ方もで
きる。外国語（英語・日本語・ロシア語から選択）
の早期導入も、我が国の場合と違って、多くの少
数民族を抱えている中華人民共和国にあっては、
第２言語の習得の意味には特殊なものがある。我
が国と同じことを行っていると判断する前に慎重
に見ていきたい。

２　教学大綱から課程標準へ

　2000 年に「（各科）教学大綱」の試用修訂版が
出され、2001 年には、「（各科）課程標準」が出さ
れた。日本の学習指導要領に当たるこれらのもの
が、１年違いで２通り行われていることになる。
教育課程改革の方向としては、当然、「課程標準」
の方向へ向おうとしているわけだが、何のために
どう変えられるのかは、中国においても問題にな
ったようである。課程標準が発表されて間もない、
2001年10月24日の『中国教育報』に李建平氏が、
「中小学教学大綱為何改成課程標準？」という論文
を載せている。この論文は、中華人民共和国教育
部の文献情報に紹介されている。教育部としても
国民の疑問に答えるものとして一定の評価をした
ものと考えられる。次の６項目で構成されている。

１.課程標準は未来の国民素質に着眼している
２. 大綱が強調していたのは知識と技能目標で、
標準がポイントとしているのは学習者の学習
過程、方法、情意、態度および価値観である

３.学科中心を打ち破り、生涯発展するための基
礎を固める

４.学習者の学びに重きを置き、学習の過程と方
法を強調する

５.課程標準は多様な評価の観点を提出した
６.課程標準は教材編著者や教師が教学評価する
ための創造空間を残した

　具体的には、『全日制語文課程標準（実験稿）』
で見ていくことにする。

３　語文課程標準

表：義務教育課程設置及び比例

年　　　　　　　　級

 週総授業数 26 26 30 30 30 30 34 34 34 274
 学年総時数 910 910 1050 1050 1050 1050 1190 1190 1122 9522

   品徳と 品徳と 品徳と 品徳と 品徳と 品徳と 思想 思想 思想
   生活 生活 社会 社会 社会 社会 品徳 品徳 品徳

   一 二 三 四 五 六 七 八 九

歴史と社会
（或いは歴史、地理）

     科学 科学 科学 科学 科学
（或いは生物、物理、化学）

   語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文 語文
   数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学 数学
     外語 外語 外語 外語 外語 外語 外語
   体育 体育 体育 体育 体育 体育 体育と 体育と 体育と
         健康 健康 健康

授　

業　

類　

別　

九年授業数
総計（％）

7～ 9％

3～4％

7～9％

20～22％
13～15％
6～8％

10～11％

9～11％

16～20％

芸術（或いは音楽、美術）
総合実践活動

地方と学校の課程

※ 表内の学年総授業時数は，いずれも年間35週で計算。ただし，初級中学３年は年間33週。

　2001 年７月に教育部から発行された『全日制 語文課程標準（実験稿）』は、前言、課程目標、実
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新
し
い視

点
で

中
国
に
お
け
る
教
育
改
革
の
動
向

施建議に付録で構成されている。９年義務教育に
対応したものになっている。
　各年級の目標などは、第一学段（1～ 2年級）、
第二学段（3～4年級）、第三学段（5～6年級）、
第四学段（7～ 9年級）の４つの学段に分けて示
されている。それぞれの学段に示される目標は、
1.識字と写字、2.読むこと（閲読）、3.書くこと（写
話／習作／写作）、4. 話すこと・聞くこと（口語
交際）、5. 総合性学習の各項目に、3～ 15項目の
範囲で数値目標とともに示されている。
　９年義務教育全期間を通してのものと、初級中
学（第四学段）のものだけを拾い上げてみると、
次のようになる。
・ 3500 字の常用漢字を認識し、そのうち 3000
字前後を書けるようにする。（全）

・ 400 万字以上の読書量（全）
・ 一般の現代文を毎分500字以上の速さで黙読で
きるようにする。（四）

・ 優秀詩文を80編暗誦する。（四）
・ 260万字以上の課外読書量。毎学年２～３部の
名著を読む。（四）

・ 毎学年 14回以上の作文を書く。その他に書く
練習（練筆）を１万字以上。45分間で500 字
以上の習作を完成できるようにする。（四）

　漢字の量の多さは、言語の違いによるもので、
我が国では学年別漢字配当表1006 字や常用漢字
1945 字がそれに当たる。ただ、絶対量が多いと
いうことは、集中識字法などの学習方法に反映さ
れることになり、我が国における漢字学習の参考
にもなる。
　３年間で260万字以上の課外読書は、日本の一
般的な新書サイズで換算しても30冊前後に相当
する。黙読の速さを毎分500字以上と要求してい
ることとも関連する。なお、小学校５、６年では、
毎分300字以上の速さが要求されている。
　優秀詩文の暗誦は、小学校から続けられている
ことで、国民としての模範とする文章が特定でき
ていることを反映している。日本の場合、どの文
章を対象とするかは判断が難しいと予想される
が、それ以上に、９年間の候補作品を探す方が大
変だろう。
　作文については、毎月1回を超える回数が求め
られ、限られた時間内で文章をまとめる能力も求
められている。45分で500字以上ということは、
内容としては、日本語で1000 字以上に相当する。
かなり厳しい要求である。
　数値目標だけが特徴ではないが、評価規準につな
がる目標が提示されているということができよう。

〔たなか　のりお〕岡山大学教育学部助教授。
専門：国語教育学。中国の国語教育を研究す
る一方、国語教育現場の実践的課題について、
現場の先生方とともに勉強しています。また、
4人の大学教員と、読書促進プロジェクトを
立ち上げ、小中の読書促進と読書を通したコ
ミュニケーションに取り組んでいます。

　以上、中国における基礎教育課程改革について
語文教学を中心に見てきたが、最後に、中国の教
科書で、驚かされることを三つだけ紹介して終え
ることにする。
　一つは、『全日制語文課程標準（実験稿）』が
2001 年７月に発行されたのに、2002 年版の検
定教科書がすぐに用意されたことである。実験的
な性格とはいえ、日本では考えられない素早い対
応である。
　二つは、新しいことではないが、教科書の分量
が多いことである。代表的な人民教育出版社版の
中学1年下（中学も上下２冊の分冊になっている）
で見ると、ページ数でA6版約 280 頁ある。1年
間で500頁を超える分量である。文字数当たりの
情報量の多さを考え合わせると、日本の教科書の
４倍くらいに相当するのではないだろうか。読む
こと（閲読）の教材数が30 教材、その他に話す
こと・聞くことや書くことの教材も6教材、暗誦
教材は別途である。授業時数に大きな差がないの

にこれだけの分量が扱えるのは、1教材にかける
時間数が圧倒的に少ないからである。
　三つは、教育部、教科書出版社のホームページ
の充実である。日本にいて教科書の実物を手に入
れるのは、そう簡単なことではない。しかし、出
版社のホームページ上で教科書本文並びに教師用
参考資料まで目にすることができる。日本のこと
についてもしっかり紹介されている。

４　課程標準対応語文教科書
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正
直
に
言
え
ば
、『
新
し
い
綴
方
教
室
』
を
「
再

読
」
と
は
言
い
に
く
い
。「
再
読
」
と
い
う
以
上
、

以
前
に
読
ん
だ
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
確

か
に
私
は
以
前
に
読
ん
だ
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
「
以
前
」
が
、
そ
れ
ほ
ど
「
以
前
」
で
は

な
く
、
大
学
に
移
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で

あ
る
か
ら
、
ま
だ
十
年
も
経
っ
て
は
い
な
い
。

　

し
か
し
、
あ
え
て
本
書
を
取
り
上
げ
る
の
に

は
、
私
な
り
の
理
由
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
中
学
・
高
校
に
勤
め
て
い
た
自
身

に
と
っ
て
、こ
う
い
っ
た
書
物
は(

そ
の
内
容
は)

、

衝
撃
的
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
戸
田
唯
巳
の
『
綴

方
と
教
師
』
を
読
ん
だ
と
き
も
同
じ
よ
う
な
感

慨
を
も
っ
た
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

「
子
ど
も
」
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

　

国
分
一
太
郎
は
、

 「
き
の
う
私
は
、
私
の
家
の
う
ら
の
、
私
の
家
の

畑
の
、
私
の
家
の
桃
を
と
っ
て
た
べ
ま
し
た
。」

と
い
う
子
ど
も
の
綴
方
を
と
ら
え
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　

な
ん
べ
ん
も
く
り
か
え
す
「
私
の
家
の
」
は
、

か
ん
た
ん
に
、
削
り
さ
っ
て
よ
い
、
よ
け
い
な

コ
ト
バ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
モ
は
、

け
っ
し
て
、「
よ
そ
の
家
の
畑
の
、
よ
そ
の
家
の

モ
モ
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
私

の
家
の
モ
モ
」
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
他
人

の
も
の
を
盗
み
、
ド
ロ
ボ
ウ
気
が
あ
る
と
、
う

た
が
わ
れ
て
い
る
菊
地
松
次
郎
の
、
心
理
状
態

を
知
っ
て
い
る
、
細
心
な
先
生
だ
け
が
、
こ
の

綴
方
の
深
い
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
自
身
は
、
多
く
書
か
せ
る
教
師
で
は
な
か

っ
た
が
、
あ
ま
り
書
か
せ
な
い
教
師
で
も
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
一
度
と
し
て
こ
の
よ
う
な
眼

で
生
徒
の
文
章
を
見
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
自
分
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
教

師
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
衝
撃
で
あ
る
。

　

本
書
を
取
り
上
げ
た
理
由
の
二
つ
目
は
、
今
、

こ
れ
だ
け
具
体
的
に
、
子
ど
も
と
そ
の
学
習
指

導
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
思
い
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
第
三
話
は
「
く
わ
し
く
か
く
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、

１ 

号
令
一
本
で
は
だ
め

２ 

ど
こ
を
、
ど
う
く
わ
し
く
か
く
の
か

３ 

て
ま
の
か
か
ら
ぬ
く
ふ
う

４ 

よ
く
思
い
だ
さ
せ
る

と
、
小
見
出
し
が
と
ら
れ
て
い
る
。

 「
詳
し
く
書
け
」
と
号
令
し
て
も
だ
め
。
ど
こ
を

ど
う
詳
し
く
書
く
の
か
、
丁
寧
に
伝
え
る
べ
き

だ
。
そ
う
い
う
と
手
間
が
か
か
る
と
い
う
先
生

が
い
る
が
、
そ
れ
は
工
夫
次
第
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
に
、
取
材
活
動
と
し
て
「
よ
く
思
い
出
す
」

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

　
　

 

国
分
一
太
郎

　
  『

新
し
い
綴
方
教
室
』を
読
む

三
浦 

和
尚

愛
媛
大
学

国語教育の『名著』再読

国分一太郎『新しい綴方教室』
（新評論刊、1952年４月）
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と
い
う
訓
練
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
な
り
に
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
そ
う
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
「
詳
し
く
書
け
」
と
い
っ
て
も
、

ど
う
し
た
ら
詳
し
く
書
け
る
の
か
を
教
え
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
指
導
に
時
間
が
か
か
る
の
は
あ

た
り
ま
え
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
逃
げ
て
い

な
い
か
。
本
当
に
工
夫
し
て
い
る
か
。
私
に
つ

い
て
言
え
ば
、
耳
に
痛
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
と

て
つ
も
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
日
常
の
確
か
な

営
み
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
実
「
詳

し
く
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
た
」
児
童
の
作
文

の
実
例
を
見
れ
ば
、
よ
く
わ
か
る
。

　

子
ど
も
の
姿
と
指
導
の
あ
り
よ
う
を
、
こ
こ

ま
で
活
写
で
き
る
の
は
、
本
当
に
子
ど
も
と
一

体
と
な
っ
て
指
導
に
打
ち
込
ん
で
い
る
か
ら
に

違
い
な
い
。

 『
新
し
い
国
語
教
室
』
の
巻
末
に
は
、
附
録
と
し

て
「
子
ど
も
文
章
病
院
」
が
あ
る
。

　

病
院
に
は
内
科
と
外
科
が
あ
り
、
う
そ
が
あ

る
文
章
や
、
民
主
主
義
の
世
の
中
に
合
わ
な
い

文
章
は
「
内
科
」、
中
身
が
悪
い
の
で
は
な
く
書

き
方
が
悪
い
文
章
は
「
外
科
」
に
入
院
す
る
の

だ
と
い
う
。

　

十
六
ペ
ー
ジ
の
「
附
録
」
で
あ
る
が
、
子
ど

も
の
文
章
の
実
例
を
挙
げ
つ
つ
、
ど
こ
を
ど
の

よ
う
に
直
す
か
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

詳
し
く
書
か
ず
、
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

文
章
を
「
め
し
食
っ
て
ね
た
が
る
病
気
」
と
名

づ
け
た
り
、
文
章
の
わ
ず
か
な
傷
を
「
赤
チ
ン

外
科
」
で
治
し
た
り
な
ど
、
ユ
ー
モ
ア
も
た
っ

ぷ
り
で
、
子
ど
も
に
む
し
ろ
読
ま
せ
た
い
文
章

で
あ
る
。
国
分
と
い
う
人
物
は
、
よ
く
よ
く
子

ど
も
が
好
き
で
、
き
っ
と
子
ど
も
も
先
生
の
こ

と
が
大
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
記

述
で
あ
る
。

　

今
、
実
践
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
に
く
い
研

究
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
に
徹

底
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
実
践
に
徹
底
的
に
寄

り
添
い
な
が
ら
研
究
的
に
成
果
を
上
げ
て
い
る

も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
書
き
手
が
、
今
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
あ
ろ
う

か
と
思
う
と
、
国
分
ほ
か
の
、
生
活
綴
り
方
の

教
師
た
ち
が
、
日
本
の
教
育
史
上
希
有
の
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

国
分
は
ま
ち
が
い
な
く
教
育
者
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
、
本
当
の
意
味
の
「
生
き
る
力
」
を
育

て
た
教
育
者
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
国
分
が
本
書
に
つ
け
た
『
新

し
い
国
語
教
室
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
。
当
時
の

そ
の
「
新
し
い
」
に
込
め
た
思
い
の
重
さ
に
、

今
さ
ら
な
が
ら
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
思
い
が
す
る
。

　

蛇
足
な
が
ら
、
私
自
身
は
、
国
分
の
著
書
で

は
『
し
な
や
か
さ
と
い
う
た
か
ら
も
の
』(

一
九
七
三　

晶
文
社)

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
国
分
は
「
あ
と
が
き
」
で
こ
う
述
べ
る
。

 「
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
は
、
動
植
物
と
同
じ
仲
間

で
あ
る
「
ヤ
バ
ン
な
期
間
」
を
、
つ
い
に
失
っ

て
し
ま
っ
た
。
子
ど
も
時
代
の
特
権
で
あ
る
「
ひ

ま
な
時
代
」
を
も
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。」

　

国
分
は
、
周
囲
の
自
然
と
の
接
触
を
活
発
に

さ
せ
て
、「
筋
肉
と
神
経
、
血
と
は
ら
わ
た
を
し

な
や
か
に
、
す
こ
や
か
に
発
達
さ
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
言
う
。
子
ど
も
た
ち
の
心
と
体
の
「
し

な
や
か
さ
」
を
、
私
た
ち
は
今
ど
の
よ
う
に
見

取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

〔
み
う
ら　

か
ず
な
お
〕　

附
属
小
学
校
の
子
ど
も

た
ち
の
か
わ
い
さ
に
、
元
気
づ
け
ら
れ
る
毎
日
で

あ
る
。
先
だ
っ
て
中
学
一
年
生
の
授
業
を
す
る
機

会
を
得
た
が
、
久
し
ぶ
り
に
血
が
騒
い
だ
。
ま
だ

ま
だ
い
け
る
？

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読
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本本本
の
紹
介

高島俊男
『お言葉ですが…』（文春文庫）
文藝春秋
1999・10刊

　

通
勤
の
た
め
、
片
道
約
二
〇
分
電
車
に

乗
る
。
こ
の
ご
ろ
は
、
あ
と
の
電
車
を
待

っ
て
で
も
座
っ
て
乗
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

年
の
せ
い
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る

本
を
読
む
の
が
楽
し
み
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
本
と
は
次
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
。

　

こ
の
三
月
、
待
望
の
韓
国
慶
州
を
旅
し

た
。
一
行
の
一
人
中
国
文
学
者
Ｋ
先
生
と

同
室
に
な
っ
た
。
先
生
は
暇
が
あ
る
と
文

庫
本
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
。
私
と
話
す

の
が
お
嫌
い
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い

ろ
ん
な
話
も
し
た
。
先
生
の
専
門
を
考
え

て
、
私
は
、
最
近
読
ん
だ
、
高
島
と
い
う

人
の
『
漢
字
と
日
本
人
』（
文
春
新
書
）
が

お
も
し
ろ
か
っ
た
と
話
題
を
投
げ
か
け
て

み
た
。
す
る
と
「
実
は
私
が
今
読
ん
で
い

る
の
が
、
そ
の
高
島
さ
ん
の
本
だ
」
と
紹

介
さ
れ
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

 『
お
言
葉
で
す
が
…
』
は
、
同
タ
イ
ト
ル
で

「
週
刊
文
春
」
に
連
載
さ
れ
た
随
想
を
ま
と

め
て
単
行
本
に
さ
れ
た
も
の
が
、
さ
ら
に

文
庫
本
に
な
っ
た
も
の
、
今
も
週
刊
誌
に

連
載
中
。
い
わ
ば
「
お
言
葉
で
す
が
」
シ

リ
ー
ズ
で
あ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
日
本
語
の

こ
と
ば
や
表
現
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
語

句
を
め
ぐ
っ
て
歯
に
衣
着
せ
ぬ
、
辛
辣
で

痛
快
な
文
化
・
文
明
批
評
が
展
開
す
る
。

批
判
さ
れ
る
人
で
さ
え
本
名
で
登
場
す
る

こ
と
も
あ
る
。
実
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を

読
む
前
に
、
同
じ
筆
者
の
『
本
が
好
き
、

悪
口
言
う
の
は
も
っ
と
好
き
』（
文
春
文
庫
）

を
読
ん
だ
。
講
談
社
の
エ
ッ
セ
イ
賞
を
受

け
た
本
で
、
こ
れ
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ

た
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
悪
口
言
う
の
は
も

っ
と
好
き
」
は
高
島
さ
ん
の
本
音
と
実
感

で
き
る
。
し
か
し
、
決
し
て
融
通
の
利
か

な
い
頑
固
親
父
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ユ

ー
モ
ア
の
わ
か
る
、
根
は
温
か
い
人
だ
と

感
じ
る
。

 
「
月
に
や
る
せ
ぬ
わ
が
想
い
」（
古
賀
政
男

作
詞
・
作
曲
「
影
を
慕
い
て
」）、
久
世
光

彦
氏
の
指
摘
も
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

や
は
り
お
か
し
い
、
と
懇
々
と
説
く
。
い

わ
れ
て
み
れ
ば
、「
や
る
せ
な
い
」の「
な
い
」

は
、「
行
か
な
い
」
の
「
な
い
」
と
は
確
か

に
違
う
。「
両
刃
の
剣
」
を
つ
い
「
両
刃
の

刃
（
や
い
ば
）」
と
い
っ
て
い
る
自
分
に
気

づ
か
さ
れ
る
。「
人
間
」
を
、
漢
音
で
「
ジ

ン
カ
ン
」
と
読
め
ば
「
人
の
世
」
を
、
呉

音
で
「
ニ
ン
ゲ
ン
」
と
読
め
ば
「
人
」
を

指
す
と
知
っ
て
い
る
が
、「
人
間
」
が
「
人
」

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀

以
後
だ
と
は
注
意
し
て
い
な
か
っ
た
、
な

ど
な
ど
。
思
い
こ
み
や
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
、
辞
書
・
辞
典
類
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
、

い
い
加
減
さ
を
、
本
書
を
読
む
と
厳
し
く

指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

文
庫
本
に
な
る
際
、
魅
力
が
一
つ
加
わ

っ
て
い
る
。
す
べ
て
と
は
言
え
な
い
が
、

各
文
章
の
あ
と
に
、〔
あ
と
か
ら
ひ
と
こ
と
〕

と
い
う
欄
を
設
け
て
、
読
者
と
の
や
り
と

り
な
ど
が
後
日
談
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
さ

す
が
の
高
島
さ
ん
も
と
き
ど
き
謝
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
欄
を
設
け
る
こ

と
自
体
、
高
島
さ
ん
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
。

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



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
6
号

二
〇
〇
四
年
十
月
十
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　

三
省
堂

 

〒
一
〇
一
ー
八
三
七
一

 

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
二
ー
二
二
ー
一
四

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
三
（
三
二
三
〇
）
九
四
二
七
〔
編
集
〕

 

振
替  

東
京　

〇
〇
一
六
〇
ー
五
ー
五
四
三
〇
〇

〔
印
刷
所
〕
泰
成
印
刷
株
式
会
社

 

東
京
都
墨
田
区
両
国
三
ー
一
ー
一
二

　
　

 

編
集
後
記

　

八
〇
・
一
六
〇
・
二
〇
〇
・
二
〇
〇
・
一
八
五・一
八
一
。

 

「
学
年
別
漢
字
配
当
表
」
に
示
さ
れ
た
小
学
校
の

各
学
年
ご
と
に
配
当
さ
れ
た
漢
字
の
数
で
す
。
低

学
年
で
は
多
く
の
子
ど
も
が
漢
字
を
楽
し
ん
で
学

習
し
て
い
る
の
に
、
学
年
が
上
が
る
ご
と
に
嫌
い

に
な
っ
て
い
く
子
ど
も
の
数
が
増
え
て
い
く
と
聞

き
ま
す
。

　

漢
字
嫌
い
が
増
え
る
の
は
、
数
の
問
題
だ
け
に

限
ら
ず
、
そ
の
学
習
の
負
担
感
に
大
き
な
要
因
が

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

本
号
で
提
起
さ
れ
た
、
漢
字
指
導
法
に
お
け
る

新
た
な
視
点
や
具
体
的
な
実
践
に
は
、
子
ど
も
の

側
に
立
っ
た
指
導
を
探
る
ヒ
ン
ト
に
満
ち
て
い
る

と
思
い
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  

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
習
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
（
続
刊
予
定
あ
り
） 

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
）

■
観
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

〒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
き 

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
録
音

さ
れ
て
い
ま
す
。

朗
読
Ｃ
Ｄ
／
テ
ー
プ　

１
・
２
・
３

学
習
指
導
書

Ａ
２
判  

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
。 

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く

古
典
入
門
学
習
５
０
の
ア
イ
デ
ィ
ア

２
、３
１
０
円（
税
込
）

最
新
刊
《
教
文
研「
５
０
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」シ
リ
ー
ズ
》第
４
弾

■
楽
し
み
な
が
ら
古
典
に
親
し
む
た
め
の
学
習
ア
イ
デ
ィ
ア
５
０

編
を
収
録
。
た
だ
名
文
に
ふ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
古
典
の
世
界
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
学
習
活
動
例

を
満
載
。
古
典
に
関
す
る
コ
ラ
ム
も
充
実
。

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
作
文
学
習
５
０
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
５
０
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
５
０
の
ア
イ
デ
ィ
ア

教
育
文
化
研
究
会 

編 

各
２
、１
０
０
円（
税
込
）

《
教
文
研「
５
０
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」シ
リ
ー
ズ
》既
刊
本

■
今
す
ぐ
使
え
る
学
習
活
動
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た

大
好
評
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
！ 

解
説
・
資
料
も
充
実
。



小学校教育関連リンク集 学習指導計画作成のために（中学国語） 『高等学校 古典』の紹介（高校国語）

ことばの季節 中学生にすすめたい100冊の本 研究会情報 ─ 情報ＢＯＸ

ウェブサイト「ことばと学びの宇宙」リニューアル

開かれた「ことばの学び」の
ポータルサイトをめざして

小学校 中学校 高等学校の国語科をつな
ぎ，総合的にサポートします。�
教育情報発信センターとしての機能を，
いっそう強めていきます。�

� マルチメディア・ラーニング・センター
としての機能を開発していきます。

��������������������������������
��� テキストから

プログラムへ

　三省堂　国語教科書ホームページ　「ことばと学びの
宇宙」は2004年8月，小・中・高の一貫した「ことばの学び」
の総合サイトとしてリニューアルいたしました。従来ま
でのコンテンツをさらに拡充・発展させ，さまざまな提案・
対話・交流を続けてまいります。今後とも，よろしくお願
いいたします。 


