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考
え
て
み
れ
ば
、
テ
レ
ビ
、
中
で
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
制
作
に
携
わ
る
者
ほ
ど
、
言
葉
を
操
る
に
あ
た
っ

て
「
余
計
な
こ
と
を
す
る
な
」
と
自
ら
に
言
い
き
か
せ

る
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
い
ま
す
。
優

れ
た
題
材
、
優
れ
た
取
材
、
優
れ
た
撮
影
で
あ
れ
ば
あ

る
程
、
あ
と
付
け
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
い
ら
な
い
の

で
す
。
主
人
公
の
表
情
、
話
、
静
か
に
震
え
る
声
。
相

手
の
顔
、涙
。
遠
く
の
夕
日
、二
人
の
長
い
影
。
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
ひ
と
こ
と
「
二
人
は
朝
ま
で
一
睡
も
せ
ず
話

し
込
み
ま
し
た
」
で
い
い
。
見
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ

け
、
ち
ょ
っ
と
添
え
る
。
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
最
近
の
テ
レ
ビ
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
許

し
て
く
れ
ま
せ
ん
。「
わ
か
り
や
す
く
」の
名
の
も
と
に
、

隙
間
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
詰
め
込
む
。
主
人
公
の
話
す

こ
と
を
字
幕
で
補
強
す
る
。
あ
げ
く
画
面
の
右
上
の
角

に
「
離
れ
ば
な
れ
の
親
子
、感
動
の
再
会
！
」
の
文
字
。

こ
う
す
れ
ば
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
る
途
中
で
人
が
目
に

と
め
、
結
果
視
聴
率
が
上
が
る
の
だ
そ
う
で
す
。
懐
古

趣
味
で
「
昔
は
良
か
っ
た
」
と
か
い
う
つ
も
り
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
が
、「
言
葉
の
大
安
売
り
」
に
ほ
と
ほ
と

嫌
気
が
さ
す
毎
日
で
す
。

　

そ
ん
な
私
が
い
つ
も
胸
の
奥
に
し
ま
い
、
た
ま
に
取

り
出
し
て
反
芻
し
て
い
る
の
が
、
中
学
二
年
国
語
の
教

科
書
に
も
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
「
被＊
爆
の
伝
言
」
で

す
。広
島
に
原
爆
が
落
と
さ
れ
た
直
後
、救
護
所
と
な
っ

た
小
学
校
の
壁
に
、
家
族
や
教
え
子
を
探
す
た
め
に
書

か
れ
た
伝
言
。「
オ
願
ヒ
知
ラ
セ
下
サ
イ
」
と
だ
け
書

か
れ
た
一
行
。
半
世
紀
も
た
っ
て
見
つ
か
っ
た
「
ほ
ん

の
数
文
字
」
が
、
何
百
何
千
の
言
葉
よ
り
も
雄
弁
に
親

や
兄
弟
、先
生
の
思
い
を
語
る
。
も
ち
ろ
ん
「
数
文
字
」

を
「
言
葉
」
と
し
て
読
ま
せ
る
に
は
説
明
が
必
要
な
の

で
す
が
、
一
旦
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
導
入
役
を
果
た
し

た
説
明
の
言
葉
は
む
し
ろ
邪
魔
で
、「
オ
願
ヒ
知
ラ
セ

下
サ
イ
」
だ
け
の
方
が
は
る
か
に
伝
え
る
力
を
持
つ
。

不
思
議
で
す
。

　

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
の
制
作
者
と
し
て
被
爆
の

伝
言
の
発
見
に
関
わ
っ
た
私
が
、
そ
の
後
い
き
さ
つ
を

本
に
ま
と
め
た
の
は
、
言
葉
が
伝
わ
る
力
に
驚
き
、
少

し
で
も
こ
の
言
葉
が
世
の
中
に
広
が
れ
ば
と
い
う
思
い

か
ら
で
し
た
。

　

実
は
、
私
の
想
像
を
遙
か
に
超
え
る
形
で
、
言
葉
は

広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
を
も
っ
て
旅
行
に
出
た
被
爆
者
が
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
友
人
に
一
冊
あ
げ
た
。
本
は
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
本
屋
の
棚
に
。
9
・
11
同
時
多
発
テ

ロ
の
あ
と
、
音
楽
家
と
し
て
平
和
の
た
め
に
何
か
で
き

な
い
か
と
悩
ん
で
い
た
マ
リ
ン
バ
奏
者
が
た
ま
た
ま
そ

の
本
を
手
に
取
り
、
勇
気
を
も
ら
っ
た
。
今
、
本
の
主

人
公
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
こ
の
被
爆
者
村
上
啓
子
さ
ん

と
マ
リ
ン
バ
奏
者
古
徳
景
子
さ
ん
は
共
に
手
を
携
え
、

日
本
各
地
の
小
学
校
、
中
学
校
を
ま
わ
り
、
平
和
コ
ン

サ
ー
ト
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

古
徳
景
子
さ
ん
が
作
曲
し
た
「
オ
願
ヒ
」
と
い
う
曲

と
共
に
、
言
葉
は
広
が
り
続
け
て
い
ま
す
。

いのうえ　きょうすけ　NHK報道局報道番組センター 
チーフ・プロデューサー（経済担当）。NHK経済羅針盤、
NHKスペシャル、クローズアップ現代を担当。難しい話を
いかに人の動きで見せるか、世の中の動きとして感じても
らうかに取り組んでいる。

＊教科書学習材名「壁に残された伝言」
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は
じ
め
に

　

国
語
教
育
に
お
け
る
思
考
力
を
考
え
る
と
き
、
次

の
よ
う
な
文
献
を
思
い
出
す
。

　

一
つ
は
、
Ｓ
・
Ｉ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
の
『
思
考
と
行
動

に
お
け
る
言
語
』（
大
久
保
忠
利
訳
、
原
著
第
四
版

の
日
本
語
版
は
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
、
最
初
の

日
本
語
版
は
一
九
五
一
年
）。
ア
メ
リ
カ
で
初
版
が

出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
九
年
で
、
そ
の
後
、
版

図
書
出
版
、
一
九
六
五
年
）
で
あ
る
。
手
元
に
あ
る

本
は
、
学
生
時
代
に
購
入
し
た
も
の
で
、
一
九
七
五

年
の
第
十
一
版
だ
か
ら
、
こ
れ
も
古
い
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
こ
の
種
の
本
と
し
て
は
相
当
に
読
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
形
象

理
論
に
ふ
れ
、
感
性
的
思
考
と
論
理
的
思
考
と
を
区

別
す
る
重
要
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在

の
授
業
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
文
学
形
象
の
創

造
に
知
的
分
析
的
理
解
の
指
導
で
終
始
し
て
い
な
い

か
と
見
直
し
た
り
、
説
明
的
文
章
の
理
解
に
お
い
て

も
、
知
的
分
析
的
理
解
の
総
合
だ
け
で
な
く
、
全
体

的
感
性
的
把
握
が
必
要
だ
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
に

影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

三
つ
は
、
井
上
尚
美
の
『
思
考
力
育
成
へ
の
方
略

│
メ
タ
認
知
・
自
己
学
習
・
言
語
論
理
│
』（
明
治

図
書
、
一
九
九
八
年
）。
批
判
的
思
考
力
の
育
成
に

目
を
向
け
る
き
っ
か
け
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、

三
読
法
の
石
山
脩
平
も
批
評
段
階
を
第
四
段
階
と
し

て
い
た
こ
と
を
知
り
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
研
究

か
ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
古
く
か
ら
注
目

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

　

そ
の
他
、
思
考
力
を
考
え
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
に

示
唆
に
富
む
文
献
が
あ
る
。
私
の
場
合
、
ど
う
も
古

い
も
の
に
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
新
し
い
も

の
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
知
見
を
国
語
教
育
の
実
際

に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
が
国
語
教
育
に
携

わ
る
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

が
重
ね
ら
れ
第
五
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、

日
本
で
第
四
版
が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文

献
か
ら
は
、
事
実
の
報
告
・
推
論
・
断
定
を
意
識
す

る
こ
と
で
、認
識
の
精
度
が
高
ま
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

日
常
の
生
活
の
中
で
も
、
こ
の
三
つ
の
区
別
が
で
き

な
い
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
齟
齬
を
来
す

場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

二
つ
は
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
の
『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書

心
理
学
』（
柴
田
義
松
・
島
至
・
牧
山
啓
訳
、
明
治
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思
考
力
を
ど
う
捉
え
る
か

『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書　

心
理
学
』
に
お
い
て
、
思

考
の
一
般
的
特
徴
づ
け
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
前
略
）
こ
の
よ
う
に
具
体
的
事
実
の
知
覚
あ

る
い
は
そ
の
想
起
か
ら
は
直
接
に
解
答
を
得
る

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
、
す
で
に
も
っ
て
い
る

知
識
か
ら
結
論
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
問
題
に
対
す
る
解
答
の
探
究
を
、
思
考
活

動
と
い
う
。

　

思
考
と
は
、
つ
ね
に
、
す
で
に
も
っ
て
い
る

知
識
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
か
ら
の
あ
れ
こ
れ
の

推
論
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
問
題
解
決

で
あ
る
。（
中
略
）

　

思
考
の
も
う
一
つ
の
特
質
は
、
思
考
が
現
実

の
一
般
化
さ
れ
た
反
映
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に

個
々
の
事
実
の
一
般
化
、
一
般
化
さ
れ
た
操
作

が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す

で
に
も
っ
て
い
る
知
識
か
ら
出
発
し
て
間
接
的

な
方
法
に
よ
り
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

現
実
世
界
の
法
則
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
法
則
と
い
う
の
は
、
知
覚
に

お
い
て
認
識
さ
れ
た
個
々
の
現
象
の
一
般
化
の

産
物
で
あ
る
。（
中
略
）
個
別
的
な
も
の
の
一
般

化
、一
般
的
法
則
の
特
殊
的
現
象
へ
の
適
用
は
、

思
考
の
最
も
重
要
な
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。（
前

掲
書
二
九
一
頁
│
二
九
二
頁
、
傍
線
は
原
文
）

　

そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
一
般
的
で
抽
象

的
な
ル
ー
ル
の
獲
得
と
そ
れ
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
思

考
よ
り
も
、
内
容
領
域
ご
と
の
知
識
に
依
存
し
て
い

る
と
い
う
領
域
固
有
性
へ
の
着
目
も
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。（『
認
知
心
理
学
４
思
考
』
市
川
伸
一

編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
初
版
、
五
頁
）

　

思
考
は
、
当
面
す
る
現
実
に
対
す
る
認
識
と
、
す

で
に
も
っ
て
い
る
個
々
の
現
象
か
ら
一
般
化
さ
れ
た

知
識
及
び
方
略
ル
ー
ル
（
推
論
）
の
運
用
の
す
べ
て

が
関
わ
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、

方
略
ル
ー
ル
は
、
個
々
の
現
象
の
一
般
化
と
一
般
化

さ
れ
た
操
作
の
蓄
積
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
考
え

て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
化
さ
れ
た
操

作
は
、
自
身
が
経
験
か
ら
獲
得
し
た
も
の
で
な
く
て

も
、
そ
れ
を
方
略
知
識
と
し
て
取
り
出
し
て
学
習
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、「
こ
の
法
則
と
い
う
の

は
、
知
覚
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
個
々
の
現
象
の
一

般
化
の
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
以
上
、
内
容
領
域
ご

と
の
知
識
及
び
そ
の
領
域
に
お
け
る
操
作
経
験
を
豊

富
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
思
考
力
の
充
実
は
望
め
な

い
。
〜
の
仕
方
（
方
略
知
識
）
だ
け
を
い
く
ら
覚
え

て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
て
問
題
解
決
す
る
経
験

を
積
ま
な
け
れ
ば
学
習
成
果
は
薄
い
。
こ
こ
に
、
方

略
知
識
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
経
験
の
蓄
積

が
思
考
力
育
成
に
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
き

出
さ
れ
る
。

思
考
力
に
対
す
る
先
入
観

　

思
考
力
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
論
理
的

思
考
力
だ
け
を
想
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

前
述
し
た
井
上
尚
美
の
『
思
考
力
育
成
へ
の
方
略

│
メ
タ
認
知
・
自
己
学
習
・
言
語
論
理
│
』
に
は
、

思
考
概
念
の
整
理
が
さ
れ
、
提
唱
す
る
言
語
論
理
教

育
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
思
考
の
定

義
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
、
次
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
。

① 

あ
る
課
題
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
直
接
的
に
、

即
時
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、「
待
て
よ
」
と

反
応
を
保
留
し
、
最
も
適
し
た
反
応
を
と
ろ
う
と

す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
過
程
で
あ
る
。

② 

現
実
の
行
動
の
代
行
と
し
て
の
内
的
過
程
で
あ

り
、
概
念
、
判
断
、
推
理
な
ど
の
論
理
的
な
適
応

行
動
や
、
直
観
的
・
非
論
理
的
な
適
応
行
動
の
形

を
と
る
。（
四
三
頁
）

　

②
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
論
理
的
な
適
応
行

動
」
だ
け
で
な
く
、「
直
観
的
・
非
論
理
的
な
適
応

行
動
」
も
思
考
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書　

心
理
学
』の「
理

解
」
の
項
目
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
複
雑
な
思
考
活
動
の
基
本
的
種
類
の
一
つ
と
さ
れ

る
も
の
に
、
理
解
、
す
な
わ
ち
、
現
実
の
事
物
や
現

象
の
な
か
に
お
け
る
本
質
的
な
も
の
の
解
明
が
あ
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る
。」（
前
掲
書
三
一
九
頁
）
と
あ
り
、「
理
解
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
は
、
コ
ト
バ
と
直

観
的
形
象
と
の
結
合
で
あ
る
。」（
三
二
三
頁
）
と
続

く
。
紹
介
さ
れ
て
い
る
例
示
を
ま
と
め
て
示
す
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

小
学
校
一
年
生
に
、
あ
る
物
語
の
一
部
を
短

い
コ
ト
バ
で
表
現
す
る
問
題
が
出
さ
れ
た
と

き
、
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
に
反
復
す
る
し
か
で
き

な
か
っ
た
児
童
が
、
絵
に
描
い
て
み
た
ら
ど
う

な
り
ま
す
か
と
尋
ね
ら
れ
、
直
ち
に
物
語
の
該

当
場
面
の
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。さ
ら
に
、

そ
の
結
果
、
該
当
部
分
の
見
出
し
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
学
習
者
に
言
語
操
作
を
指
示
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
、
機
械
的
に
「
見
出
し
」
に
た
ど
り

着
か
せ
る
学
習
を
し
な
く
て
も
、
直
観
的
形
象
を
介

在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
理
解
し
「
見
出
し
」
に
た

ど
り
着
く
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
比
較

や
分
類
、
一
般
化
と
体
系
化
や
抽
象
化
と
具
体
化
と

い
う
よ
う
な
思
考
操
作
を
意
識
的

4

4

4

に
行
わ
な
く
て
も

基
本
的
思
考
操
作
と
し
て
の
分
析
と
総
合
は
行
わ
れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

物
語
の
理
解
の
場
合
な
ど
は
そ
の
典
型
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
思
考

は
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
観
的
形
象
を
介
在
さ

せ
る
前
に
は
、「
見
出
し
」
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
。

　

つ
ま
り
、
思
考
＝
論
理
的
思
考
だ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
論
理
的
思
考
」
と
い
う
概
念
も
、
各

教
科
な
ど
の
領
域
に
よ
っ
て
用
法
に
微
妙
な
違
い
が

あ
る
こ
と
を
井
上
は
指
摘
し
、
そ
の
意
味
用
法
と
し

て
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
用
法
が
あ
る
と
し
て

い
る
。

（
１
） 形
式
論
理
学
の
諸
規
則
に
か
な
っ
た
推
理
の
こ

と
（
狭
義
）

（
２
） 筋
道
の
通
っ
た
思
考
、
つ
ま
り
あ
る
文
章
や
話

が
論
証
の
形
式
（
前
提
│
結
論
、
ま
た
は
主
張

│
理
由
・
根
拠
と
い
う
骨
組
み
）
を
整
え
て
い

る
こ
と

（
３
） 直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
に
対
し
て
、
分

析
、
総
合
、
抽
象
、
比
較
、
関
係
づ
け
な
ど
の

概
念
的
思
考
一
般
の
こ
と
（
広
義
）　　
　
　

（
四
五
頁
）

　

井
上
も
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、思
考
を
分
類
し
、

レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
要
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
思
考
力
が
育
つ
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

井
上
は
、
言
語
論
理
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
思
考
の
文
法
」
と
も
い
う
べ
き
論
理
の
指
導

を
目
指
す
言
語
論
理
教
育
も
、
そ
の
目
的
は
、

子
ど
も
が
論
理
と
い
う
も
の
を
意
識
し
、
論
理

的
に
考
え
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
あ
る
。

子
ど
も
は
、
毎
日
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
状
況
に

直
面
し
、
彼
ら
な
り
に
思
考
を
働
か
せ
、
論
理

を
使
っ
て
い
る
。
言
語
論
理
教
育
は
、
そ
れ
を

自
覚
さ
せ
、
自
分
の
考
え
や
筋
道
が
正
し
い
か

ど
う
か
を
反
省
さ
せ
（
メ
タ
思
考
）、
再
構
造

化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

（
五
二
頁
）

　

井
上
の
提
案
に
は
、
基
本
的
に
賛
同
す
る
立
場
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
「
論
理
的
思
考
」
以
外
の
思
考
す

な
わ
ち
、
直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
の
方
に
光

を
当
て
よ
う
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

　「
考
え
」は
論
理
的
か
つ
客
観
的
な

も
の
ば
か
り
で
は
な
い

　

こ
の
見
出
し
は
、『
小
学
校
国
語
科
教
育
実
践
講

座
第
８
巻
』（
ニ
チ
ブ
ン
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
、「
自

分
な
り
の
考
え
を
構
築
す
る
学
習
指
導
の
原
理
と
方

法
」と
い
う
テ
ー
マ
で
書
い
た
も
の
の
一
項
で
あ
る
。

　

そ
の
原
稿
は
、
書
く
こ
と
に
限
定
し
た
も
の
だ
っ

た
が
、
思
考
力
を
育
て
る
一
部
に
な
る
。

「
自
分
な
り
の
考
え
」
と
い
う
中
身
に
は
、
ど

う
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
客
観
的
な
情
報
に
基

づ
い
て
、
あ
る
判
断
を
導
き
出
す
論
理
的
思
考

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
主
観
的
判
断
を
出
発
に

す
る
論
理
的
思
考
と
い
う
も
の
も
自
分
な
り
の

考
え
の
重
要
な
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
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し
ろ
、
同
じ
情
報
が
提
供
さ
れ
、
論
理
的
に
整

合
性
の
あ
る
筋
道
を
立
て
て
い
く
と
、「
自
分

な
り
の
」
と
い
う
も
の
に
は
な
り
に
く
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、直
感
的
に
感
じ
ら
れ
た
も
の（
主

観
的
判
断
）
を
、
人
に
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
る

べ
く
、自
分
で
も
捉
え
直
し
て
い
く
過
程
が「
自

分
な
り
の
考
え
を
構
築
」
す
る
中
心
部
分
と
も

言
え
る
。
感
性
的
思
考
を
、
文
章
表
現
す
る
と

い
う
活
動
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
に

捉
え
直
す
活
動
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
（
中
略
）

　

ま
た
、
あ
る
対
象
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
な
り
の
推
論
や
判
断
が
生
じ
て

く
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
生
活
文
の

中
心
は
、
自
分
の
経
験
を
記
述
し
て
い
く
こ
と

を
通
し
て
、
そ
の
経
験
の
意
味
に
気
づ
き
、
あ

る
い
は
深
め
て
い
く
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
言
い
方
で
言
え

ば
、
帰
納
的
思
考
に
な
る
が
、
先
の
も
の
が
論

理
的
か
つ
客
観
的
な
性
格
が
強
い
の
に
較
べ
る

と
、
こ
の
種
の
も
の
は
、
書
き
手
本
人
の
発
見

的
な
推
論
や
判
断
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

 

（
二
三
六
頁
）

　

前
項
で
述
べ
た「
直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
」

は
、読
む
こ
と
を
中
心
に
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、

書
く
こ
と
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
こ
の
引
用
の

よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
読
む
こ
と
に
関
し
て

は
、
直
観
（
感
性
的
全
体
的
把
握
）
を
大
事
に
し
、

そ
の
交
流
を
通
し
て
学
び
あ
う
学
習
を
「
丸
ご
と
読

み
」
と
し
て
実
践
的
に
検
証
を
続
け
て
い
る
が
、
詳

細
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

お
わ
り
に

　

論
理
的
思
考
力
の
育
成
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
思
考
力
は
、
独
立
し
た
形
で
働
く
の

で
は
な
く
、
生
活
行
動
の
文
脈
の
中
で
働
き
、
意
味

を
持
つ
。
思
考
が
働
い
て
い
る
そ
の
場
で
は
、
大
部

分
無
意
識
に
思
考
操
作
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
無
意
識

の
思
考
操
作
を
意
識
的
学
習
の
目
的
に
し
よ
う
と
い

う
の
が
思
考
力
育
成
で
あ
る
か
ら
、
偏
っ
た
思
考
操

作
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
生
活
過
程
に
お
け
る
、
よ

り
優
先
度
の
高
い
問
題
解
決
の
具
体
的
な
場
面
の
用

意
と
、
解
決
過
程
を
メ
タ
認
知
す
る
学
習
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
習
者
に
思
考
操
作
自
体

を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
発
達
段
階
と
の

関
係
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
な
か　

の
り
お　

岡
山
大
学
教
育
学
部
教
授
。
専
門
は
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
、
四
人
の
仲
間
と
、
小
・
中
の

読
書
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
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一　

第
三
の
情
報
源

　

教
師
は
学
習
者
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
も
の

を
考
え
る
」
場
合
に
は
、
目
的
に
応
じ
て
で
き
る
だ

け
情
報
を
集
め
、
多
角
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て

欲
し
い
と
願
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
収
集
力
を

身
に
つ
け
る
学
習
を
計
画
的
に
組
織
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

一
方
で
、
実
際
の
授
業
で
は
、
教
材
な
ど
に
提
示

さ
れ
て
い
る
情
報
と
の
関
係
を
よ
り
深
め
、
普
段
考

え
も
し
な
い
よ
う
な
話
題
に
対
し
て
も
し
っ
か
り
と

真
剣
に
考
え
て
欲
し
い
と
も
願
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
提

示
し
た
情
報
と
学
習
者
の
知
識
や
経
験
と
を
結
び
つ

け
よ
う
と
躍
起
に
な
る
。
気
が
付
け
ば
授
業
の
大
半

が
そ
の
作
業
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
提
示
さ
れ
た
情

報
と
自
分
と
の
関
係
に
目
が
向
く
と
こ
ろ
で
タ
イ
ム

ア
ッ
プ
と
な
っ
て
、
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
力
が

及
び
に
く
い
。

　

②
は
、
学
校
の
授
業
で
提
示
さ
れ
た
情
報
を
操
作

し
て
物
事
を
考
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
考

え
る
目
的
が
持
て
な
い
と
き
は
考
え
る
必
然
性
が
な

い
た
め
、考
え
よ
う
と
し
な
い
学
習
者
が
出
て
く
る
。

ま
た
、
提
示
さ
れ
た
情
報
に
対
す
る
理
解
が
浅
か
っ

た
り
、
自
分
と
の
関
係
が
薄
か
っ
た
り
す
る
と
、
適

当
に
考
え
る
学
習
者
が
出
て
く
る
。

　

つ
ま
り
、
①
は
狭
く
偏
り
が
あ
る
し
、
感
情
的
に

扱
い
や
す
い
。
②
は
自
分
と
の
関
係
が
見
出
し
に
く

く
、
十
分
な
理
解
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
中

学
生
が
「
も
の
を
考
え
る
」
場
合
、
お
そ
ら
く
こ
の

ど
ち
ら
か
に
当
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
な
か
な

か
考
え
る
力
が
身
に
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
第
三
の
情
報
源
と
し
て
、「
自
分
の
調

べ
た
情
報
」
を
学
習
者
に
持
た
せ
て
か
ら
考
え
る
学

習
に
入
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

　

情
報
収
集
を
通
し
て
、
①
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
り

広
が
っ
た
り
す
る
し
、②
へ
の
理
解
も
深
め
ら
れ
る
。

自
分
の
調
べ
た
情
報
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
話

題
に
対
し
て
多
角
的
な
観
点
が
形
成
さ
れ
、
自
己
関

与
度
も
高
ま
り
を
見
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

二　

考
え
方
の
学
習
よ
り
大
切
な
も
の

　

次
に
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
操
作
す
る
の
か
と
い

う
点
が
あ
る
。

　

物
事
の
特
徴
を
捉
え
る
た
め
に
比
較
す
る
、
複
数

の
出
来
事
を
並
べ
て
考
え
る
こ
と
で
共
通
す
る
一
般

　
「
も
の
を
考
え
る
」
行
為
を
捉
え
る
一
つ
の
観
点

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
操
作
す
る
の
か
と
い

う
点
が
あ
る
。
こ
の
観
点
で
授
業
の
中
で
学
習
者
が

操
作
し
て
い
る
情
報
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
を
捉
え
る
と
、お
そ
ら
く
次
の
二
つ
に
な
る
。

　

①
自
分
の
経
験
や
知
識

　

②
教
材
や
教
師
か
ら
提
示
さ
れ
た
情
報

　

①
は
、
私
た
ち
が
日
常
生
活
の
中
で
も
の
を
考
え

る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
分
の
経
験
し
た
こ

と
や
知
っ
て
い
る
こ
と
を
操
作
し
て
物
事
を
考
え
る

の
で
、
知
識
や
経
験
の
偏
り
が
あ
れ
ば
、
当
然
考
え

た
結
果
も
偏
り
が
生
じ
る
。
ま
た
、
考
え
る
方
法
自

体
が
し
っ
か
り
と
身
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
し
っ

か
り
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
さ
ら
に
、
話
題

に
よ
っ
て
は
あ
ま
り
学
習
者
の
経
験
や
知
識
を
持
ち

込
ま
な
い
方
が
よ
い
も
の
も
あ
る
）。
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性
を
導
く
、
等
の
思
考
の
道
筋
は
、
論
説
文
教
材
な

ど
で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
教
材
を
用

い
て
学
習
者
に
思
考
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め

に
、
指
導
者
の
多
く
は
次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏

む
。

１　

 

教
材
に
記
さ
れ
て
い
る
思
考
の
道
筋
に
目
を
向

け
、
そ
の
効
果
や
意
味
を
理
解
さ
せ
る
。

２　

 

話
題
を
変
え
て
、
学
習
し
た
思
考
の
道
筋
を
使

わ
せ
る
。

３　

 

自
分
の
考
え
た
道
筋
を
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に

す
る
た
め
に
表
現
学
習
を
行
わ
せ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
確
か
に
思
考
力
が
形

成
さ
れ
て
い
く
道
筋
に
対
応
し
て
い
る
の
で
効
果
的

な
学
習
の
連
続
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
学
習
を
重
ね
て
み
て
も
、
普
段
の
学
習
者
の

思
考
力
が
向
上
し
た
姿
は
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
の

が
実
情
で
あ
る
。

　

な
ぜ
か
？　

も
う
一
度
、
私
た
ち
が
も
の
を
考
え

る
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
。

　

他
人
か
ら
求
め
ら
れ
る
場
合
で
は
な
く
自
分
で
も

の
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
出
発
点
は
「
問
い
」
な
の

で
あ
る
。
問
い
を
出
発
点
に
し
た
「
自
己
内
対
話
」

が
も
の
を
考
え
る
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
先
に
挙
げ
た

三
つ
の
学
習
だ
け
で
は
、
学
習
者
は
「
考
え
始
め
る

こ
と
」自
体
の
学
習
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
や
、
学
習

の
中
で
提
示
さ
れ
る
様
々
な
情
報
に
対
し
て
様
々
な

問
い
を
持
つ
こ
と
は
、
興
味
関
心
の
問
題
で
も
あ
る

が
、
や
は
り
能
力
的
な
側
面
が
強
い
。
つ
ま
り
、
学

習
の
中
に
考
え
る
場
面
を
構
想
す
る
こ
と
以
上
に
、

日
々
の
授
業
の
中
で
、
様
々
な
発
問
を
与
え
る
こ
と

で
、「
考
え
始
め
る
力
」
を
育
成
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

　

左
上
の
表
を
基
に
、
自
身
の
授
業
で
ど
れ
く
ら
い

多
角
的
な
問
い
を
学
習
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
か
を

捉
え
て
欲
し
い
。
思
考
力
は
モ
ノ
か
ら
学
ぶ
側
面
と

人
か
ら
学
ぶ
側
面
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
重
要
な
側

面
で
あ
る
。

三　

お
わ
り
に

　

今
回
は
、
個
人
思
考
に
関
す
る
学
習
に
つ
い
て
触

れ
た
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
も
う
一
方
の
集
団
思

考
に
関
す
る
学
習
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
思
考
力
を
育
成
す
る
学
習
を
構
想
す
る
際
に

は
、
両
者
を
効
果
的
に
学
習
過
程
に
配
置
す
る
必
要

が
あ
る
。

ま
つ
と
も　

か
ず
お　

福
井
大
学
助
教
授
。
現
在
、
福
井
県

周
辺
の
小
学
校
や
中
学
校
で
「
対
話
型
学
習
」
へ
の
取
り
組

み
を
続
け
る
。
ま
た
、
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
て
学
校
現
場
へ

の
多
角
的
な
情
報
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（http://w
w
w
.jle-labo.com

/

）

発問の目的 発問の形態

一
般
的
・
包
括
的

概念の説明 a  なぜか、説明してください。
b  どのようにするのか説明してく
ださい。（どのくらい、どんな
状態なのか）
c なぜ、～が大切なのですか？

既有知識や経
験の活性化と
利用

d  ～について、よく知っています
か？
e  以前習ったこととどのように関
係していますか？

具
体
的
・
分
析
的

比較と対照 f  ～の長所と短所は何ですか？
g  ～とからの違いは何ですか？
h  ～と～はどのように同じなので
すか？
i  ～について、～と～を比較して
ください。

推論 j  もし～なら、何が起こります
か？
k  ～の原因は何だと考えますか？

関係性の分析 l  ～は～に、どのような影響を与
えますか？
m  ～は～に、どのようなことをも
たらしますか？

応
用
的

例を作る n  例を挙げて説明してください。
o  他に似たような例はないです
か？

アイデアの
統合

p  この問題を解決する方法はあり
ますか？
q  今までの意見をまとめるとどう
なりますか？

評価・判断 r  最も良いのは何ですか？
s  なぜそれが最も良いのですか？
t  ○○君の意見に賛成ですか？
　反対ですか？
　またその理由は何ですか？

（King.A.1992 Facilitating elaborative learning through guided 
student-generated questioning, Educational psychologist 27,111-126の
表を松友が改めたもの）
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一　

は
じ
め
に

　

恩
師
か
ら
お
便
り
を
い
た
だ
い
た
。

　

丁
寧
に
書
か
れ
た
文
字
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
。

お
忙
し
い
先
生
で
あ
る
。
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
く

だ
さ
り
、
お
便
り
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
様
子

を
想
像
す
る
。

　

文
中
に
、「
岸
本
さ
ん
」と
私
の
名
前
が
出
て
く
る
。

書
き
な
が
ら
私
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
分
か
り
、
あ
り
が
た
く
、
う
れ

し
く
思
う
。

　

私
の
今
を
思
い
、
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
言
葉
で
締

め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
恩
師
に
対
す
る
感
謝
の
気
持

ち
と
、
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
と
奮
起
す
る
思
い
と
が

湧
い
て
く
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
お
便
り
を
拝
読
し
た
際
の
私
の
「
読

み
手
と
し
て
の
反
応
」
で
あ
り
、「
思
考
」
で
あ
る
。

文
字
や
文
章
と
、
お
便
り
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
恩

ど
、「
表
現
し
た
い
」、「
伝
え
た
い
」
と
い
う
思
い

が
勝
り
（
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
な
の
だ
が
）、

「
読
み
手
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
い
わ
ば
、
書
き
手
か
ら
読
み

手
に
向
か
う
一
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
の
み
が
意
識
さ
れ

て
い
る
状
態
で
あ
る
。「
書
き
手
が
伝
え
た
い
こ
と
」

と
「
読
み
手
に
伝
わ
る
こ
と
」
と
は
、
ズ
レ
が
生
じ

る
場
合
の
方
が
多
い
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
書
き
手

は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
、
絶
え
ず
自
己
内
に
想
定
し

た
「
読
み
手
」
と
対
話
を
し
な
が
ら
活
動
を
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

書
き
手
は
読
み
手
と
の
「
双
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
」
を

意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）他
者
と
対
話
す
る

　

授
業
の
中
で
特
に
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
、「
共

同
で
思
考
す
る
場
を
意
図
的
に
設
け
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
他
者
と
の
対
話
（
ク
ラ
ス

の
友
達
や
教
師
と
の
対
話
）」
を
設
定
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

「
書
く
こ
と
」
は
本
来
個
人
の
作
業
で
あ
る
か
ら
、

核
に
な
る
の
は
先
に
述
べ
た
「
自
己
内
の
対
話
」
で

あ
る
。
こ
こ
で
「
共
同
で
思
考
す
る
」
こ
と
を
重
視

す
る
の
は
、
他
者
の
思
い
や
考
え
、
価
値
観
等
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
、

『
私
』
の
中
に
新
た
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
、
核
と
な

る
「
自
己
内
の
対
話
」
が
よ
り
活
性
化
さ
れ
る
こ
と

師
の
思
い
や
状
況
と
を
（
あ
く
ま
で
も
想
像
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
）、
関
係
づ
け
て
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
時
の
『
私
』
の
中
に
は
、
文
章
を
そ

の
ま
ま
読
み
解
く
「
読
み
手
」
と
、
私
が
想
定
し
た

恩
師
と
い
う
「
書
き
手
」
と
が
存
在
す
る
。
自
己
内

に
お
け
る
そ
の
両
者
の
対
話
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

思
い
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二　

 「
書
く
こ
と
」の
授
業
で

大
切
に
し
た
い
こ
と
　

（
一
）「
書
き
手
」の
中
に「
読
み
手
」を
つ
く
る

　
「
書
く
こ
と
に
お
け
る
思
考
」
に
つ
い
て
は
、「
は

じ
め
に
」
で
述
べ
た
こ
と
の
逆
を
考
え
れ
ば
よ
い
。

相
手
を
設
定
し
て
書
く
場
合
、「
書
き
手
」
で
あ
る

『
私
』
の
中
に
「
読
み
手
」
を
つ
く
り
、
絶
え
ず
そ

の
「
自
己
内
の
読
み
手
」
と
対
話
を
し
な
が
ら
活
動

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
書
く
こ
と
」
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
子
ど
も
ほ
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に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
気
づ
き
が
自
己
の
成
長
と

な
り
、
一
層
効
果
的
な
文
章
を
構
築
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
三
）自
己
の
活
動
を
モ
ニ
タ
ー
す
る

　

書
く
活
動
を
し
て
い
る
『
私
』
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
、

も
う
一
人
の
『
私
』
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
も
大
切

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
書
く
活
動
過
程
を
通
し
て

自
己
を
省
察
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
。「
生
活

に
生
き
て
働
く
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
こ

の
省
察
的
思
考
こ
そ
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
二
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
図
に
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

三　
「
書
く
こ
と
」の

活
動
過
程
に
お
け
る
思
考

　

導
入
で
は
、
ま
ず
、「
期
待
す
る
読
み
手
の
反
応
」

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
「
書
く
こ
と
」
に
必
然
性
が
生
じ
、

自
ず
と
主
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「
期
待
す
る
読
み
手
の
反
応
」
は
単
元
全
体
を
貫
い

て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
「
自
己

内
に
つ
く
る
読
み
手
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の

で
あ
る
。

　

取
材
活
動
で
は
、
主
題
を
意
識
し
な
が
ら
材
料
を

集
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
活
動
に
お
い
て
は
、
区

別
し
た
り
選
択
し
た
り
、
あ
る
い
は
分
類
し
た
り
整

理
し
た
り
と
い
っ
た
思
考
場
面
が
考
え
ら
れ
る
。

  
構
成
、
叙
述
の
段
階
で
は
、「
効
果
的
な
表
現
」

に
つ
い
て
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。
順
序
づ
け
る
、
関
係
づ
け
る
、
そ
し
て
理
由

づ
け
る
な
ど
の
思
考
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

同
様
の
観
点
で
、
推
敲
、
評
価
も
な
さ
れ
て
い
く
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
思
考
の
柱
と
な
る
の
は

「
期
待
す
る
読
み
手
の
反
応
」
で
あ
り
、思
考
は
「
自

己
内
に
想
定
し
た
読
み
手
」
と
の
対
話
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
書
く
こ
と
」
の
活
動
過
程
に
お
い
て
は
、
様
々
な

思
考
場
面
、
様
々
な
思
考
内
容
、
様
々
な
思
考
方
法

が
考
え
ら
れ
る
。
指
導
者
と
し
て
は
、
目
の
前
の
児

き
し
も
と　

け
ん
い
ち
ろ
う　

公
立
小
学
校
教
員
、
奈
良
県

教
育
委
員
会
指
導
主
事
を
経
て
、
現
在
、
山
口
大
学
教
育
学

部
准
教
授
。
研
究
テ
ー
マ
は
主
と
し
て
「
書
く
こ
と
」。
小
・

中
学
校
の
先
生
方
と
、
魅
力
あ
る
国
語
の
授
業
づ
く
り
に
つ

い
て
実
践
的
研
究
を
進
め
て
い
る
。

童
・
生
徒
の
実
態
、
発
達
段
階
等
を
踏
ま
え
て
、
具

体
的
に
計
画
を
立
て
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

　

思
考
力
、
と
り
わ
け
論
理
的
思
考
力
の
育
成
が
叫

ば
れ
て
い
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
こ

れ
を
人
と
人
と
の
営
み
の
中
で
考
え
た
い
。
読
み
手

の
反
応
を
想
像
し
、
あ
れ
こ
れ
と
工
夫
を
凝
ら
す
の

は
、
実
に
楽
し
い
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
論
理

は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
こ

と
を
再
認
識
し
た
上
で
、
思
考
力
の
育
成
に
取
り
組

み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、書
く
こ
と
自
体
が
自
己
内
対
話
を
意
味
し
、

思
考
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。「
書
く
こ
と
」
の
授
業
だ
け
で
な
く
、
他
領
域
、

他
教
科
の
授
業
に
お
い
て
も
、
書
く
こ
と
を
大
切
に

扱
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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四
年
生
の
Ｙ
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
で
、
ま
ち

の
Ｓ
さ
ん
と
出
会
い
、
今
ま
で
消
極
的
だ
っ
た
自
分

が
か
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
家
族
や
友
達

に
ス
ピ
ー
チ
で
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
た
。

　

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
「
思
い
」
を
子
ど
も

達
が
持
て
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
大
切
に
し
、「
国

語
の
学
習
の
入
り
口
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
学
習

の
入
り
口
が
充
実
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
達
は
「
国

語
の
時
間
に
わ
か
り
や
す
い
ス
ピ
ー
チ
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
。」
と
学
習
の
必
然
性
を
感
じ
、
主

体
的
に
学
ぶ
よ
う
に
な
る
。

　

Ｙ
さ
ん
は
「
十
才
を
祝
う
会
」
で
家
族
に
発
表
す

る
こ
と
に
な
っ
た
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
意
欲
的
に
仕
上

げ
た
。
論
展
開
も
見
事
な
も
の
で
あ
り
、
主
体
的
に

学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

何
が
効
果
的
だ
っ
た
の
か
。

　

中
学
年
で
は
、「
自
分
の
考
え
が
わ
か
る
よ
う
に

筋
道
を
立
て
て
話
す
」
こ
と
が
重
要
な
指
導
事
項
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
子
ど
も
達
が
意
識
で
き
る
ス

ピ
ー
チ
原
稿
を
つ
く
る
よ
う
に
し
た
。「
は
じ
め
・

な
か
・
お
わ
り
」
の
文
章
構
成
が
明
確
に
な
る
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
ピ
ン
ク
、
黄
色
、
青
」
の
色
別

作
文
用
紙
に
し
た
。「
約
五
百
文
字
を
一
分
半
で
ス

ピ
ー
チ
す
る
」
こ
と
に
合
わ
せ
た
マ
ス
目
の
作
文
用

紙
を
用
意
し
、
そ
の
中
に
納
ま
る
よ
う
に
書
く
。
ま

た
、
色
別
に
ど
う
い
っ
た
内
容
の
こ
と
を
書
け
ば
自

分
の
思
い
が
伝
わ
る
の
か
説
明
文
教
材
か
ら
学
び
、

確
認
し
た
。

　

今
回
Ｙ
さ
ん
に
じ
っ
く
り
考
え
さ
せ
た
い
の
は
、

「
自
分
の
体
験
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
」
と
い

う
内
容
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
ら
か
じ
め
、「
伝
え
る

た
め
に
必
要
な
枠
組
み
」
を
つ
く
っ
て
お
い
た
の
で

あ
る
。
た
だ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
Ｙ
さ
ん
は
主
体

的
に
自
分
が
伝
え
た
い
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

Ｙ
さ
ん
は
学
習
の
入
り
口
で
、「
ど
う
し
て
も
伝

え
た
い
こ
と
」「
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
人
」
を
明

確
に
も
っ
て
い
た
。「
内
容
」（
何
を
表
現
し
た
い
の

か
）
を
十
分
も
っ
て
い
た
Ｙ
さ
ん
に
と
っ
て
、
伝
え

る
た
め
の
「
方
法
」（
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ

い
の
か
）
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
設
定
し
た
こ
と
が
効

果
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

Ｙ
さ
ん
の
学
習
を
支
え
た
も
の
は
、

①　

学
習
の
入
り
口
の
充
実

②　

 「
内
容
的
な
学
び
」
を
充
実
さ
せ
る
た
め
「
方

法
的
な
学
び
」
の
工
夫

で
あ
る
。
全
て
の
思
考
力
を
一
度
に
指
導
し
て
い
く

の
は
無
理
が
あ
る
。
本
当
に
育
て
た
い「
考
え
る
力
」

を
絞
っ
て
指
導
し
て
い
き
た
い
。

こ
ば
や
し　

き
ょ
う
こ　

横
浜
市
立
稲
荷
台
小
学
校
教
諭
。

ど
ん
な
質
問
に
も
わ
か
り
や
す
く
答
え
て
く
れ
る
先
輩
と
よ

く
動
く
後
輩
に
支
え
ら
れ
て
、
校
内
研
究
の
推
進
を
し
て
い
る
。
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思
考
力
を
育
て
る
課
題
を
設
定
す
る

　

子
ど
も
は
考
え
る
こ
と
が
好
き
で
あ
る
。
日
々
実

践
し
て
い
て
そ
う
感
じ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、「
あ
れ
？

ど
う
し
て
？
」
と
子
ど
も
自
身
が
感
じ
た
と
き
で
あ

り
、
ま
た
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
ど
ん
な
力
を
養

う
こ
と
が
で
き
る
か
、
が
明
確
な
場
合
で
あ
る
。
授

業
に
は
教
師
の
ね
ら
い
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
が
、
思
考
力
を
育
て
る
に
は
、
こ
れ
ら
を
念
頭

に
置
い
て
課
題
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
二
年
生
の
古
典
教
材
『
徒
然
草
』
第

百
九
段
（「
高
名
の
木
登
り
」
の
段
）
を
、
主
語
を

補
い
な
が
ら
読
む
力
を
養
う
こ
と
を
ね
ら
っ
た
授
業

と
し
て
扱
う
際
に
、「
高
名
の
木
登
り
は
誰
と
会
話

を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
聞
く
と
、
生
徒
の
多
く

は
「
文
章
中
に
登
場
す
る
木
登
り
名
人
と
そ
の
弟
子

と
思
わ
れ
る
人
物
と
の
会
話
」
と
答
え
る
。
こ
の
よ

う
な
読
み
の
つ
ま
ず
き
が
見
ら
れ
た
と
き
に
は
、
教

師
が
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
生
徒
に
働
き
か
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
自
然
と
考
え
た
く
な
る
課
題

が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

思
考
す
る
た
め
の
知
識
や
手
だ
て
は
教
え
る

「
よ
く
読
み
な
さ
い
」「
し
っ
か
り
考
え
な
さ
い
」

と
い
う
教
師
の
指
示
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
何
の
役

に
も
立
た
な
い
。
考
え
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
手

だ
て
は
し
っ
か
り
子
ど
も
に
持
た
せ
て
や
り
た
い
。

　

前
述
の
授
業
で
あ
れ
ば
、「
候
」「
侍
り
」
と
い
っ

た
こ
と
ば
が
敬
語
で
あ
る
と
い
う
知
識
を
与
え
て
お

く
（
あ
る
い
は
呼
び
覚
ま
す
）。
そ
の
う
え
で
主
語

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
名
人
が
弟
子
に
対
し
て
敬

語
で
話
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
、

名
人
の
会
話
の
相
手
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
課
題
解
決
に
向
け
て
は
、
筆
者
で
あ
る
兼

好
や
「
蹴
鞠
」
に
関
す
る
知
識
、
随
筆
と
い
う
文
章

の
特
徴
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
ら
を
関
わ
ら
せ
て
考
え

る
こ
と
も
、
き
ち
ん
と
教
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

思
考
す
る
た
め
の
時
間
を
十
分
確
保
す
る

　

教
師
が
解
答
を
急
が
せ
て
は
、
子
ど
も
の
思
考
を

育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
人
で
じ
っ
く
り
と
思

考
す
る
時
間
、
少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
換
す
る

時
間
な
ど
、十
分
に
時
間
を
か
け
て
思
考
さ
せ
た
い
。

　

そ
の
結
果
、
や
が
て
子
ど
も
は
、
名
人
と
兼
好
自

身
と
の
会
話
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
教
え
ら
れ
た

知
識
や
そ
れ
ら
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
の
重
要

性
を
も
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

あ
さ
ひ
な　

よ
し
の
り　

静
岡
県
藤
枝
市
立
青
島
北
中
学
校

教
諭
。
現
在
、
静
岡
県
教
育
委
員
会
指
定
「
確
か
な
学
力
」

育
成
支
援
事
業
協
力
校
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
実
践
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
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一　

は
じ
め
に

「
猫
」（
注
）
の
著
者
ト
ー
ベ
＝
ヤ
ン
ソ
ン
は
北
欧

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
傑
作
『
ム
ー
ミ
ン
』
の
作
者
で
も

あ
る
と
、私
は
最
初
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
生
徒
た
ち
は
興
味
津
々
と
な
っ
て
読

み
始
め
る
の
が
常
だ
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
一
読
す
る

と
「
何
を
い
い
た
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。」「
ソ

フ
ィ
ア
は
勝
手
だ
。」
と
か
マ
ッ
ペ
の
野
生
的
な
描

写
が
残
酷
だ
と
か
い
う
感
想
が
返
っ
て
く
る
。
そ
の

反
応
を
楽
し
み
な
が
ら
授
業
に
入
る
。

「
猫
」
と
い
う
作
品
は
指
導
し
に
く
い
と
思
わ
れ
が

ち
な
作
品
だ
が
、
生
徒
の
読
後
感
は
比
較
的
良
い
。

今
回
は
グ
ル
ー
プ
学
習
を
多
く
取
り
入
れ
、
生
徒
自

身
が
互
い
の
読
み
を
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み

深
め
る
と
い
う
方
法
で
授
業
を
進
め
た
。
一
グ
ル
ー

プ
は
四
人
ま
で
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
魅
力
を
、
生
徒
の
読
み
の
変
容
を
見

取
り
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

二　

学
習
の
目
標

○ 

二
匹
の
猫
の
性
格
を
読
み
比
べ
、
象
徴
さ
れ
て
い

る
生
き
方
を
考
え
る
。

○ 

主
人
公
の
心
の
葛
藤
を
読
み
取
り
、
自
分
の
意
見

を
持
つ
。

三　

指
導
の
流
れ〈
全
四
時
間
〉

第
一
時

〈
導
入
〉
学
習
目
標
と
流
れ
の
確
認
。

・ 「
猫
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
作
者
紹
介
。

・
作
品
に
興
味
を
持
つ
。

〈
展
開
〉
作
品
全
体
を
通
読
。

・
初
発
の
感
想
を
発
表
し
合
う
。

〈
語
句
の
確
認
〉
難
語
句
の
意
味
調
べ
。

第
二
時
（
グ
ル
ー
プ
学
習
）

・ 

二
匹
の
猫
を
読
み
比
べ
、
違
い
を
短
い
言
葉

で
ま
と
め
表
に
す
る
。

第
三
時
（
グ
ル
ー
プ
学
習
）

・ 

主
人
公
ソ
フ
ィ
ア
の
二
匹
の
猫
に
対
す
る
気

持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
。

・ 

ソ
フ
ィ
ア
の
心
の
葛
藤
を
グ
ル
ー
プ
で
考
え

る
。

第
四
時
（
個
か
ら
全
体
へ
）

・ 

象
徴
的
な
表
現
に
気
づ
き
、
ソ
フ
ィ
ア
の

マ
ッ
ペ
に
対
す
る
愛
の
形
に
つ
い
て
自
分
の

意
見
を
も
つ
。

・ 

ソ
フ
ィ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
の
猫
に
対
す
る
思
い

に
つ
い
て
全
体
で
話
し
合
い
、
感
想
を
述
べ

合
う
。

四　

初
発
の
感
想
よ
り

〇
何
を
言
い
た
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

〇 

マ
ッ
ペ
は
残
酷
な
猫
だ
。
し
か
し
、
ソ
フ
ィ

ア
も
乱
暴
だ
と
思
っ
た
。

〇 

自
分
で
飼
う
な
ら
な
つ
い
て
く
れ
る
ス
ヴ
ァ

ン
テ
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
た
。
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て
ら
に
し　

ゆ
う
こ　

二
十
一
世
紀
国
語
教
育
研
究
会
会
員
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
主
体
的
な
読
み
を
育
て
る
指

導
の
工
夫
」、「
説
明
的
文
章
を
用
い
た
情
報
活
用
能
力
の
育

成
」
な
ど
。

五　

読
後
感
よ
り

〇 

ス
ヴ
ァ
ン
テ
は
ソ
フ
ィ
ア
に
い
っ
ぱ
い
愛
を

注
い
で
く
れ
る
猫
だ
っ
た
。
マ
ッ
ペ
に
少
し

も
優
し
く
さ
れ
な
か
っ
た
ソ
フ
ィ
ア
の
傷
つ

い
た
心
を
埋
め
る
役
割
を
し
て
い
た
と
思

う
。
つ
ま
り
、理
想
の
猫
だ
っ
た
。
し
か
し
、

ソ
フ
ィ
ア
の
考
え
た
理
想
は
違
っ
て
い
た
。

「
ず
ー
っ
と
い
い
お
天
気
ば
か
り
だ
と
、な
ん

だ
か
、
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
。」
と

い
う
一
言
か
ら
、
ソ
フ
ィ
ア
は
好
か
れ
る
よ

り
好
き
に
な
り
た
い
人
な
ん
だ
と
思
っ
た
。

〇 

授
業
中
、
み
ん
な
で
考
え
た
よ
う
に
「like

」

と
「love

」
の
違
い
、「
理
想
」
と
「
現
実
」

の
違
い
が
こ
の
話
で
す
ご
く
よ
く
わ
か
っ

た
。「
恋
」
を
す
る
と
失
っ
て
初
め
て
気
づ

く
「
大
切
さ
」
が
あ
る
の
だ
。

〇 

ソ
フ
ィ
ア
は
マ
ッ
ペ
を
強
く
愛
し
て
い
る
か

ら
こ
ん
な
複
雑
な
思
い
に
な
る
の
だ
と
思
い

ま
し
た
。
マ
ッ
ペ
を
愛
す
る
気
持
ち
が
伝
わ

れ
ば
い
い
の
に
…
…
。

〇 

ソ
フ
ィ
ア
が
言
っ
て
い
た
と
お
り
「
愛
す
れ

ば
愛
す
る
ほ
ど
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
う
」
と

い
う
言
葉
は
事
実
で
あ
り
、
私
の
心
に
残
り

ま
し
た
。

と
し
て
こ
の
作
品
を
読
み
取
っ
た
。
ス
ヴ
ァ
ン
テ
に

対
す
る
思
い
は
「like

」、
一
方
、
マ
ッ
ペ
に
対
す

る
思
い
こ
そ
「love

」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
青
春

真
っ
只
中
に
あ
る
生
徒
た
ち
に
は
自
身
の
「
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
思
い
」
や
、「
相
手
に
素
直
に
伝
え

ら
れ
な
い
思
い
」
を
、
ソ
フ
ィ
ア
の
マ
ッ
ペ
に
対
す

る
苛
立
ち
と
重
ね
て
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

人
間
と
猫
の
愛
憎
を
語
り
つ
つ
、
人
間
の
エ
ゴ
や

深
い
愛
情
が
、
美
し
い
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
夏
の
景
色

の
中
で
色
鮮
や
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
…
…
。
こ
れ

が
こ
の
作
品
の
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
、

自
分
た
ち
の
現
実
に
引
き
付
け
て
深
く
読
み
込
め
る

作
品
や
授
業
展
開
を
生
徒
た
ち
は
期
待
し
て
い
る
の

だ
。

　

豊
か
な
感
性
を
育
む
作
品
の
一
つ
と
し
て
こ
れ
か

ら
も
こ
の
作
品
と
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。

六　

作
品
の
魅
力

　

授
業
後
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
生
徒
に
簡
単
な
ア

ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
す
る
と
約
八
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
生
徒
が
「
お
も
し
ろ
い
」「
ま
あ
ま
あ
お
も
し

ろ
い
」
と
答
え
た
。
そ
の
理
由
を
グ
ラ
フ
に
ま
と
め

て
み
た
。

　

二
匹
の
猫
の
比
較
と
主
人
公
の
心
の
変
化
に
興
味

を
も
っ
た
生
徒
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
生
徒
た
ち

は
「
ソ
フ
ィ
ア
の
二
匹
の
猫
に
対
す
る
愛
の
物
語
」
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一　

生
徒
が
選
ん
だ
場
面〔
カ
ー
ド
〕と
は

　

条
件
に
あ
わ
せ
て
生
徒
が
文
章
中
か
ら
あ
る
場
面

を
選
び
、
書
き
写
し
た
カ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
』
の
作
戦
カ
ー
ド

か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
こ
れ
を
使
っ
て
あ
ら
す
じ
を

つ
か
ま
せ
た
り
、
登
場
人
物
の
心
情
や
主
題
に
迫
ら

せ
る
手
段
と
し
て
活
用
す
る
。
ま
た
生
徒
自
身
が
選

ん
だ
場
面
と
い
う
こ
と
か
ら
、
学
習
へ
の
意
欲
や
関

心
を
高
め
る
効
果
も
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

二　

 『
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
』か
ら

　
　

発
想
を
得
て

　

そ
の
趣
旨
を
思
え
ば
、
そ
の
ま
ま
授
業
に
取
り
入

れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し

授
業
改
善
を
考
え
た
と
き
、『
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ

オ
ン
』
は
実
に
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

今
回
は
先
の
カ
ー
ド
も
含
め
、
そ
の
考
え
方
や
実
活

動
（
作
戦
）
か
ら
得
た
発
想
を
、
授
業
「
走
れ
メ
ロ

ス
」
に
お
け
る
次
の
ね
ら
い
の
手
だ
て
と
し
た
。

三　

授
業
実
践
の
内
容

　

こ
こ
で
は
特
に
カ
ー
ド
を
使
っ
た
部
分
を
中
心

に
、
二
・
四
・
五
時
間
目
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

⑴
二
時
間
目

①
カ
ー
ド
作
り

　

前
時
（
一
時
間
目
）
に
全
文
を
通
読
し
、
い
わ
ゆ

る
「
三
色
ボ
ー
ル
ペ
ン
」
で
線
引
き
を
さ
せ
た
。
そ

の
部
分
を
中
心
に
、
自
分
が
最
も
気
に
入
っ
た
場
面

（
一
文
以
内
）
を
選
ば
せ
る
。
そ
し
て
配
布
さ
れ
た

カ
ー
ド
に
、
そ
の
場
面
を
書
き
写
さ
せ
る
。

②
様
々
な
場
面
を
読
み
取
る
活
動

　

数
名
に
前
へ
出
て
き
て
も
ら
い
、そ
の
生
徒
に（
一

旦
集
め
て
お
い
た
）
カ
ー
ド
を
一
枚
ず
つ
無
作
為
に

配
布
す
る
。
そ
し
て
、「
カ
ー
ド
を
黙
読
し
な
さ
い
。

さ
て
、
あ
な
た
が
持
っ
て
い
る
場
面
の
前
に
、
ど
ん

な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
か
、話
し
て
も
ら
い
ま
す
」

と
指
示
を
す
る
。
こ
の
学
習
活
動
は
、『
読
書
へ
の

ア
ニ
マ
シ
オ
ン
』
の
「
作
戦
35
」
か
ら
発
想
を
得
た
。

一
人
ず
つ
自
分
の
持
っ
て
い
る
カ
ー
ド
の
場
面
を
読

み
上
げ
、「
前
に
ど
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
た
か
」
を

発
表
さ
せ
る
。
一
人
の
発
表
が
終
わ
る
ご
と
に
、
他

の
生
徒
か
ら
意
見
を
も
ら
っ
た
り
助
言
を
も
ら
う
な

ど
し
た
。
話
題
は
、
他
の
場
面
や
様
々
な
登
場
人
物

に
つ
い
て
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。

③
あ
ら
す
じ
を
読
み
取
る
活
動

　

次
は
八
〜
十
名
の
班
に
な
り
、
あ
ら
す
じ
を
追
っ

て
も
ら
う
。全
員
に
カ
ー
ド
を
一
枚
ず
つ
配
布
す
る
。

そ
し
て
各
班
で
カ
ー
ド
を
見
せ
合
い
、
場
面
順
に
並

べ
る
と
い
う
活
動
を
す
る
。
こ
れ
は
「
作
戦
12
」
か

ら
発
想
を
得
た
。
場
面
順
に
並
べ
た
も
の
を
模
造
紙

に
貼
り
、
そ
の
順
番
が
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ひ
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と
班
ず
つ
学
級
全
体
で
発
表
さ
せ
、
他
の
班
の
生
徒

と
意
見
交
換
さ
せ
た
。
特
に
シ
ラ
ク
ス
を
目
指
す
メ

ロ
ス
の
言
動
に
、
生
徒
は
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
。
な

お
す
べ
て
の
班
が
終
わ
っ
た
後
、
教
科
書
を
見
て
、

順
番
が
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
さ
せ
た
。

⑵
四
時
間
目

①
カ
ー
ド
作
り

　

前
時（
三
時
間
目
）に
主
要
な
登
場
人
物
三
人（
メ

ロ
ス
・
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
ニ
ス
）
に
つ

い
て
、
大
ま
か
に
読
み
取
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ

ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
言
動
が
描
か
れ
て
い
る
一
場
面

を
各
自
で
選
び
、
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
も
ら
っ
た
。

こ
の
カ
ー
ド
を
本
時
は
使
う
。

②
登
場
人
物
を
「
ま
ず
は
」
読
み
取
る
活
動

　

こ
の
時
間
は
、
主
に
小
グ
ル
ー
プ
（
四
人
前
後
）

で
活
動
す
る
。
活
動
の
流
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
後
同
じ
活
動
を
、
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
も
う
一

場
面
と
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、
デ
ィ
オ
ス
に
つ
い

て
お
こ
な
っ
た
。
な
お
こ
の
学
習
活
動
は
、「
作
戦

17
」
か
ら
発
想
を
得
た
。

⑶
五
時
間
目

①
カ
ー
ド
作
り

　

本
時
は
、
生
徒
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
物
像
と
は
違

う
一
面
や
言
動
の
背
景
に
気
づ
か
せ
る
カ
ー
ド
が
必

要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
に
そ
の
場
面
を
授
業
中

に
見
つ
け
出
さ
せ
、
書
か
せ
る
こ
と
に
す
る
。

②
登
場
人
物
を
「
も
っ
と
」
読
み
取
る
活
動

　

前
時
各
班
で
書
い
た　
　
　

の
用
紙
を
、
黒
板
に

貼
っ
て
も
ら
う
。
す
る
と
メ
ロ
ス
・
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
に
対
す
る
内
容
は
好
意
的
な
も
の
だ
が
、
デ
ィ

オ
ニ
ス
に
対
し
て
は
批
判
的
な
内
容
が
出
さ
れ
た
。

し
か
し
カ
ー
ド
〔
孤
独
が
わ
か
ら
ぬ
〕
か
ら
考
え
た

班
か
ら
は
、
同
情
的
な
内
容
も
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で

同
じ
よ
う
に
別
の
一
面
を
感
じ
る
よ
う
な
場
面
〔
疑

う
の
が
…
お
ま
え
た
ち
だ
〕
等
を
各
班
で
探
さ
せ
、

カ
ー
ド
に
さ
せ
た
。
ま
た
メ
ロ
ス
と
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
に
つ
い
て
も
、
生
徒
が
持
つ
印
象
と
は
対
比
的

な
場
面
〔
人
を
殺
し
て
自
分
が
生
き
る
〕
等
を
探
さ

せ
、カ
ー
ド
に
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
の
カ
ー
ド
を
基
に
、

あ
ら
た
に
気
づ
い
た
心
情
や
言
動
の
背
景
な
ど
に
つ

い
て
話
し
合
わ
せ
た
。

　

な
お
次
時
（
六
時
間
目
）
は
、
本
時
で
気
づ
い
た

内
容
を
基
に
、
登
場
人
物
三
人
の
「
対
比
・
共
通
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
学
習
活
動
を
お
こ
な
っ
た
。

四　

生
徒
の
意
見
や
感
想
か
ら

○ 

違
う
角
度
か
ら
見
る
と
違
う
物
語
の
よ
う
な
感

じ
。
だ
か
ら
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

○ 

人
を
ど
れ
だ
け
信
用
さ
せ
る
か
。
そ
し
て
ど
れ
だ

け
信
用
で
き
る
の
か
が
大
切
な
の
だ
と
、
三
人
の

こ
と
を
考
え
て
思
っ
た
。
悪
い
部
分
を
き
ず
な
の

力
で
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
な
と
思
っ
た
。

○ 

メ
ロ
ス
・
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
も
、
一
人
ぼ
っ
ち

で
孤
独
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
ス
の

よ
う
に
人
を
疑
い
、
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
は
私
た
ち
に
も
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

○ 

走
れ
メ
ロ
ス
は
、
そ
の
人
間
の
持
つ
醜
さ
や
美
し

さ
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。

か
ね
ざ
き　

と
よ
ひ
こ　

昨
年
度
は
群
馬
県
総
合
教
育
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
特
別
研
修
員
と
し
て
学
び
、
国
語
を
と
お
し

て
多
く
の
先
生
方
と
あ
ら
た
な
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
で
す
。
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一
宮
市
で
は
、
豊
か
な
感
性
や
情
操
・
表
現
力
・

創
造
力
そ
し
て
、
思
い
や
り
の
心
等
を
育
み
、
児
童

生
徒
を
本
好
き
に
す
る
た
め
の
読
書
活
動
の
充
実
に

努
め
、「
読
書
の
学
校
」
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。

　

六
十
一
の
小
中
学
校
で
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

朝
読
書
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
読
書
に
親
し
み
、

読
書
好
き
な
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
、
親
子
読
書
、
ブ
ッ
ク
ト
ー

ク
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
な
ど
の
読
書
活
動
を
中
心
と
し

た
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
る
。こ
の
学
習
を
通
し
て
、

各
自
が
作
品
を
読
み
、
考
え
た
り
感
じ
た
り
し
た
こ

と
を
話
し
合
い
、
交
流
す
る
中
で
、
読
み
が
深
ま
っ

て
い
く
楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ
た
い
。
ま
た
、
児
童
一

人
ひ
と
り
が
自
分
の
課
題
に
向
か
っ
て
読
み
取
る
活

動
や
、
読
書
活
動
を
含
め
た
学
習
形
態
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
楽
し
く
参
加
で
き
る
授
業
を
考
え
て
い

き
た
い
。

単
元
に
つ
い
て

　

こ
の
作
品
は
、
二
人
の
紳
士
や
山
猫
の
会
話
、
扉

に
書
か
れ
た
言
葉
、
多
彩
な
色
、
場
面
を
転
換
す
る

描
写
な
ど
に
表
現
上
の
工
夫
が
あ
り
、
本
を
読
む
こ

と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
児
童
も
十
分
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
。

　

児
童
一
人
ひ
と
り
が
、
こ
の
物
語
を
通
し
て
、
考

え
た
こ
と
や
感
じ
取
っ
た
こ
と
か
ら
、
互
い
の
読
み

の
交
流
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
み
の
相
違
に
気

づ
き
、
話
し
合
い
の
中
か
ら
、
個
々
の
読
み
を
さ
ら

に
深
め
広
げ
さ
せ
た
い
。

単
元
の
評
価
規
準

関
心
・
意
欲
・
態
度

　

話
し
合
い
を
通
し
て
、
読
解
を
深
め
る
学
習
に
積

極
的
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。進
ん
で
読
書
し
、

友
だ
ち
と
交
流
し
て
い
る
。

話
す
・
聞
く
能
力

　

主
題
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
、
理
由
や
根
拠
を

明
ら
か
に
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
。

書
く
能
力

　

感
じ
た
こ
と
や
考
え
を
自
分
の
言
葉
で
書
く
こ
と

が
で
き
る
。

読
む
能
力

　

物
語
の
展
開
・
人
物
の
心
情
の
変
化
に
つ
い
て
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。表
現
上
の
工
夫
に
気
づ
き
、

主
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

単
元
の
指
導
計
画（
十
三
時
間
扱
い
）

①
あ
ら
す
じ
を
つ
か
み
感
想
を
書
く
。

②
読
み
の
方
向
を
知
り
、
課
題
を
つ
か
む
。

③ 

課
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
物
語
の
表
現
上
の
工
夫

に
気
づ
き
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
や
様
子
に
つ
い

て
自
分
な
り
に
読
み
進
め
る
。

④
お
互
い
の
考
え
を
出
し
合
っ
て
交
流
す
る
。

⑤ 

読
ん
で
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
主
題
に
つ
い

て
話
し
合
う
。

⑥
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
読
み
、
交
流
す
る
。



17

単
元
で
の
授
業
の
ポ
イ
ン
ト

　

読
む
力
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
教
材
と
関
連

さ
せ
た
読
書
活
動
の
実
践
方
法
を
考
え
る
こ
と
や
、

自
ら
課
題
を
見
つ
け
自
分
な
り
の
読
み
取
り
方
を
習

得
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①
読
み
聞
か
せ

②
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
「
前
か
な
後
か
な
」

③
ミ
ニ
読
書
会　
（
二
人
・
三
人
）

　
　
　

〃　
　
　
（
グ
ル
ー
プ
）

　
　
　

〃　
　
　
（
一
斉
）

④
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
活
用
（
心
情
・
様
子
・
考
え
）

⑤
振
り
返
り
カ
ー
ド
の
活
用
（
個
の
支
援
）

⑥
派
遣
司
書
と
の
連
携（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
）

⑦
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
（
作
者
の
思
い
・
自
分
の
考
え
）

本
時
の
展
開（
４
・
５
／
13
）

１ 

め
あ
て
を
つ
か
む
。（
山
奥
で
道
に
迷
っ
た
二
人

の
紳
士
は
ど
ん
な
人
物
だ
ろ
う
。）

２ 

読
み
調
べ
る
段
階
で
は
、
物
語
の
筋
を
正
し
く
読

み
取
る
た
め
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
図
表
作
り
を
す

る
。

３ 

読
み
深
め
る
段
階
で
は
、ミ
ニ
読
書
会
の
形
態
で
、

二
人
、
三
人
で
読
み
取
っ
た
感
想
の
意
見
交
流
を

す
る
。
自
分
た
ち
の
交
流
の
発
表
を
す
る
。

４ 

振
り
返
り
カ
ー
ド
を
書
く
。（
友
だ
ち
と
仲
良
く

楽
し
く
活
動
が
で
き
た
か
。
正
し
く
読
み
取
れ
た

か
。
思
い
が
言
え
た
か
。
授
業
の
感
想
な
ど
）

５
学
習
し
た
場
面
を
音
読
す
る
。

培
う
場
と
な
っ
た
。

ミ
ニ
読
書
会
で
は
、

意
見
を
交
流
す
る
こ

と
で
、
作
品
を
読
み

深
め
、
お
互
い
の
考

え
を
比
べ
た
り
、
広

げ
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
し
て
、

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
通

し
て
、
主
題
と
結
び

つ
け
、さ
ら
に
六
年
で
学
習
す
る
伝
記
（
宮
沢
賢
治
）

の
学
習
へ
の
橋
渡
し
が
で
き
た
と
思
う
。

　

派
遣
司
書
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
は
、
宮
沢
賢

治
の
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
読
書
の
幅
が
広
が
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
験
を
も
と
に
、
読
書
生
活
へ
の
変
化

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
読

書
活
動
の
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
、
個
々

の
読
み
を
深
め
広
げ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

と
考
え
る
。

お
ぜ
き　

と
し
こ　

現
在
、
愛
知
県
一
宮
市
立
葉
栗
小
学
校

に
勤
務
。
二
十
数
年
学
校
図
書
館
教
育
に
関
わ
っ
て
き
た
。

最
近
で
は
、
全
国
学
校
図
書
館
研
究
大
会
に
お
い
て
、
本
市

学
校
図
書
館
の
取
り
組
み
や
公
共
図
書
館
と
の
連
携
に
つ
い

て
提
案
を
し
た
。

お
わ
り
に

　

読
書
活
動
と
し
て
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
を
取
り
入
れ

た
こ
と
で
、
児
童
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
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本
校
で
は
全
国
小
学
校
国
語
科
教
育
研
究
大
会
に

お
い
て
授
業
を
公
開
す
る
と
い
う
機
会
を
与
え
ら

れ
、
国
語
科
の
中
で
も
「
読
む
」
こ
と
に
焦
点
を
当

て
て
実
践
研
究
を
続
け
て
い
る
。「
読
む
」
こ
と
の

基
礎
・
基
本
を
明
ら
か
に
し
て
、
言
葉
を
手
が
か
り

に
読
み
を
深
め
る
授
業
を
め
ざ
し
て
き
た
。
読
み
の

力
を
つ
け
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
立
て
で
指
導
に

あ
た
る
か
を
単
元
計
画
に
位
置
づ
け
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
は
四
年
生
教
材
と
し
て
ど
の
教
科

書
会
社
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
新
美
南
吉
の

名
作
で
あ
る
。
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
子
ぎ
つ
ね
、
ご
ん

と
兵
十
と
の
心
の
す
れ
違
い
が
美
し
い
情
景
描
写
と

共
に
描
か
れ
て
い
る
。悲
劇
的
な
結
末
が
印
象
的
で
、

四
年
生
の
児
童
が
優
れ
た
表
現
を
味
わ
い
な
が
ら
、

心
の
交
流
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
作

品
で
あ
る
。

　

話
を
場
面
ご
と
に
区
切
り
深
く
内
容
に
刺
さ
っ
て

学
習
を
進
め
て
い
く
と
い
う
従
来
の
単
元
計
画
か
ら

の
変
更
が
求
め
ら
れ
る
な
か
で
、「
場
面
の
移
り
変

わ
り
や
情
景
を
、
叙
述
を
も
と
に
想
像
し
な
が
ら
読

む
」
と
い
う
基
本
的
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
、

物
語
を
ま
る
ご
と
読
ん
で
学
習
す
る
時
間
と
、
言
葉

に
こ
だ
わ
っ
て
情
景
を
読
み
深
め
る
時
間
を
単
元
の

中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。

学
習
の
流
れ

1 「
ご
ん
ぎ
つ
ね
マ
ッ
プ
」
を
作
り
、
場
面
の
様
子

を
と
ら
え
物
語
を
概
観
す
る
。

① 

登
場
す
る
山
、
川
、
家
、
道
な
ど
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
し
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
マ
ッ
プ
」
を
作
り
、
場
面

の
様
子
を
と
ら
え
る
。

② 

場
面
の
様
子
を
話
し
合
い
、視
覚
的
、聴
覚
的
言
葉

を
マ
ッ
プ
に
書
き
込
み
、表
現
の
効
果
に
気
づ
く
。

　

こ
の
学
習
で
は
、
自
分
の
物
語
マ
ッ
プ
を
構
成
す

る
こ
と
を
目
当
て
に
「
視
覚
的
な
言
葉
」「
聴
覚
的

な
言
葉
」
な
ど
の
テ
ー
マ
を
も
っ
て
読
ん
で
い
く
た

め
、
言
葉
か
ら
情
景
を
想
像
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

ど
の
子
で
も
こ
だ
わ
り
な
く
取
り
か
か
り
、
考
え
を

ノ
ー
ト
に
書
い
た
り
グ
ル
ー
プ
で
考
え
を
交
流
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
「
〜
の
言
葉
に
つ
い
て
」
な
ど
と
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
全
文
を
通
し
た
読
み
を
経
験
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
は
内
容
を
あ
る
程
度
わ
か
っ
た
上
で
の

課
題
を
生
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
学
習
計
画
を
話
し

合
い
な
が
ら
作
り
、
よ
り
深
く
読
み
た
い
場
面
や
考

え
た
い
場
面
、
た
く
さ
ん
の
立
ち
止
ま
り
が
あ
っ
た

言
葉
な
ど
が
意
識
化
さ
れ
、
自
分
の
初
発
の
感
想
に

つ
い
て
自
分
で
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

2 

一
つ
の
言
葉
に
立
ち
止
ま
り
、
そ
こ
か
ら
考
え
を

広
げ
深
め
る
。

　

マ
ッ
プ
を
作
る
こ
と
で
ご
ん
の
境
遇
は
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
、
心
情
を
深
く
考
え
さ
せ

た
い
場
面
を
五
の
場
面
、六
の
場
面
に
し
た
。五
の
場

面
に
立
ち
止
ま
り
た
い
言
葉（
視
覚
的
、
聴
覚
的
）が

多
く
、
六
の
場
面
で
考
え
を
交
流
さ
せ
た
い
と
課
題

を
設
定
し
た
子
ど
も
た
ち
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
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さ
と
う　

み
き　
「
言
葉
は
心
」
を
実
感
す
る
毎
日
。
国
語
の

授
業
に
つ
い
て
さ
ら
に
研
修
を
深
め
、「
楽
し
く
読
む
」
授
業

を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

五
の
場
面
で
は
情
景
を
読
み
と
ら
せ
た
い
言
葉
を

「（
兵
十
の
）
か
げ
ぼ
う
し
を
ふ
み
ふ
み
」
と
し
た
。

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
発
問
す
る
（「
か
げ
ぼ
う
し
を

ふ
み
ふ
み
」
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。）

こ
と
で
兵
十
と
ご
ん
と
の
距
離
や
状
況
、
つ
い
て
い

く
ご
ん
の
気
持
ち
ま
で
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

・ 

話
が
聞
き
た
く
て
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　

・ 

気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
少
し
離
れ
て
い
る
。 

（
一
メ
ー
ト
ル
か
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
）

　

・ 

つ
か
ま
る
の
が
こ
わ
い
け
ど
、
自
分
の
こ
と

を
ど
う
思
っ
て
る
か
を
知
り
た
く
て
つ
い
て

行
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

こ
の
言
葉
を
深
め
る
学
習
の
仕
方
は

① 

〜
の
様
子（
気
持
ち
）が
分
か
る
言
葉
を
探
す
。（
サ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
く
。）

②
そ
の
言
葉
か
ら
分
か
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

（
そ
の
語
を
選
ん
だ
理
由
づ
け
を
す
る
。）

と
い
う
こ
と
で
次
の
場
面
で
は
自
分
た
ち
で
考
え
を

交
流
し
、
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

六
の
場
面
で
は
、「
兵
十
の
様
子
が
分
か
る
言
葉
」

に
視
点
を
当
て
た
。
あ
る
子
ど
も
の
「
兵
十
は
か
け

よ
っ
て
い
き
ま
し
た
。」と
い
う
発
言
に
、「
か
け
よ
っ

て
き
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
と
の
違
い
に
気
づ
い
て

「『
か
け
よ
っ
て
い
き
ま
し
た
』
じ
ゃ
な
い
か
ら
〜
」

と
い
う
話
題
で
ご
ん
の
様
子
や
気
持
ち
を
話
し
合
う

こ
と
が
で
き
た
。

　

・ 

ご
ん
が
兵
十
に
最
後
に
分
か
っ
て
ほ
し
か
っ

た
か
ら
、
待
っ
て
い
る
気
持
ち
が
分
か
る
。

　

・ 

他
は
兵
十
が
し
た
こ
と
な
の
に
、
こ
れ
は
ご

ん
が
見
た
こ
と
で
書
い
て
い
る
。

　

・
ま
だ
ご
ん
が
生
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
効
果
で
言
語
感
覚
が

鋭
く
な
っ
て
い
る
こ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
場
面

で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

こ
の
学
習
の
後
、
自
分
が
読
ん
だ
本
に
つ
い
て

マ
ッ
プ
を
作
っ
て
読
み
取
ろ
う
と
試
み
た
り
、
心
情

曲
線
を
作
っ
て
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
子
も
い
て
、
言
葉
や
読
書
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
。
と
も
す
れ
ば
理
解
に
長
い

時
間
を
か
け
て
、
か
え
っ
て
子
ど
も
の
読
む
意
欲
を

減
退
さ
せ
て
し
ま
い
が
ち
な
学
習
だ
が
、
扱
い
方
の

工
夫
で
効
果
が
あ
り
、収
穫
の
多
い
学
習
で
あ
っ
た
。
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「
上
手
に
書
き
た
い
」と
い
う
願
い

「
自
分
は
字
が
下
手
で
…
」「
習
字
は
嫌
い
だ
っ
た
」

と
言
う
声
を
よ
く
聞
く
。
中
学
一
年
生
に
は
書
写
に

対
し
て
消
極
的
な
生
徒
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
言
葉
の
裏
に
は
「
上
手
に
書
き
た

い
」
と
い
う
願
い
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

　

書
写
の
指
導
の
中
心
に
な
る
の
は
、
や
は
り
「
字

を
上
手
に
書
か
せ
る
こ
と
」
に
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
。「
上
手
に
書
き
た
い
」
と
い
う
願
い
に
応
え

る
た
め
に
、
何
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
ら
よ
い
だ

ろ
う
か
。
い
つ
も
悩
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

中
学
一
年
生
で
生
徒
は
行
書
を
学
ぶ
が
、
行
書
は

初
め
て
学
ぶ
と
い
う
生
徒
が
多
い
。き
っ
と
生
徒
は
、

新
鮮
な
感
覚
で
書
写
を
学
ぶ
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
自

分
の
字
を
見
直
し
、
少
し
で
も
上
手
に
書
け
る
よ
う

に
指
導
す
る
好
機
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

行
書
の「
基
礎
練
習
」

　

野
球
の
ノ
ッ
ク
、
剣
道
の
切
り
返
し
の
よ
う
に
、

ス
ポ
ー
ツ
に
は
必
ず
「
基
礎
練
習
」
が
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
、
行
書
に
も
「
基
礎
練
習
」
に
あ
た
る
も
の

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
行
書
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
毛
筆
と

硬
筆
の
二
つ
の
指
導
を
計
画
し
、
実
践
し
た
。

1
行
書
「
花
」（
毛
筆
）
…
…
二
時
間

① 
楷
書
「
花
」
と
行
書
「
花
」
を
比
較
さ
せ
る

  
黒
板
に
教
師
が
硬
筆
で
楷
書
と
行
書
の
「
花
」
を

そ
れ
ぞ
れ
書
き
分
け
て
、
見
比
べ
さ
せ
た
。

　

行
書
は
流
れ
る
よ
う
な
線
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
、

画
の
省
略
や
筆
順
の
変
化
が
あ
る
こ
と
、
最
後
の
は

ね
を
か
る
く
と
め
る
、
な
ど
を
気
づ
か
せ
た
。

②
手
本
を
見
て
書
か
せ
る

　

筆
順
だ
け
を
教
え
、「
と
に
か
く
こ
の
手
本
そ
っ

く
り
に
書
き
な
さ
い
」
と
だ
け
指
示
し
て
、
何
回
か

練
習
さ
せ
た
。

③
水
書
板
に
書
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
指
導
す
る

「
花
」
に
は
、
そ
っ
と
入
る
始
筆
と
ド
ン
と
強
く
入

る
始
筆
が
あ
る
こ
と
、
線
の
連
続
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
こ
と
、
の
二
点
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
。（
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
こ
と
は
手
本
に
書
き
込
ん
で
お
い
た
。）

④
始
筆
と
線
の
連
続
を
練
習
さ
せ
る

「
飛
行
機
が
滑
走
路
に
降
り
て
く
る
よ
う
に
、
筆
先

が
そ
っ
と
紙
に
降
り
る
の

だ
」
と
指
示
し
な
が
ら
、

硯
の
上
で
何
度
か
筆
を
下

ろ
す
練
習
を
さ
せ
て
か
ら

書
か
せ
た
。

　

机
間
指
導
を
し
て
、
始

筆
と
線
の
連
続
が
で
き
て

い
る
か
、
見
て
回
っ
た
。

（
一
時
間
終
わ
り
）



21

い
ま
む
ら　

か
ず
ひ
こ　

毛
筆
の
書
写
が
大
好
き
。「
う
ま
く

書
く
よ
り
、
丁
寧
に
心
を
こ
め
て
書
く
こ
と
」
を
生
徒
に
も

話
し
、
自
分
に
も
言
い
聞
か
せ
て
筆
を
と
っ
て
い
る
。

⑤
字
形
を
指
導
す
る

　

こ
れ
は
、
二
時
間
目
の
ね
ら
い
と
し
た
。「
ヒ
」

の
部
分
が
狭
い
の
を
少
し
広
く
取
ら
せ
た
り
、「
ヒ
」

の
曲
が
り
具
合
が
角
ば
っ
て
い
る
の
を
、
少
し
ま
る

み
を
も
た
せ
た
カ
ー
ブ
を
描
く
よ
う
に
指
導
し
た
。

◆
生
徒
の
反
応

「
な
ん
で
行
書
な
ん
か
練
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
」
と
言
っ
て
い
た
生
徒
が
、毛
筆
で
書
い
た
時
、

「
ぼ
く
の
字
、
ど
う
思
う
？　

け
っ
こ
う
書
け
た
で

し
ょ
」
と
言
っ
て
き
た
。
初
め
て
行
書
を
書
い
た
自

分
の
字
が
気
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
花
」
と
い
う
字
は
、
比
較
的
形
が
と
り
や
す
く
作

品
と
し
て
上
手
に
見
え
る
。
生
徒
の
興
味
を
高
め
、

行
書
を
書
く
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
か
せ
る
に
は
、
こ

の
手
本
が
よ
い
と
思
う
。

２
連
続
す
る
線
の
パ
タ
ー
ン
練
習（
硬
筆
）…
一
時
間

　

行
書
で
書
か
れ
た
漢
字
を
見
て
い
る
と
、
線
の
連

続
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
注
目
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。
そ
れ
を
①
〜
⑬
の
二
十

種
類
に
、
練
習
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
た
。
こ
の
連
続

す
る
線
の
部
分
を
入
れ
て
「
行
書
ら
し
く
」
書
こ
う

と
い
う
の
が
「
行
書
の
基
礎
練
習
」
で
あ
る
。

　

①
か
ら
順
に
、
⑬
（
数
は
二
十
）
ま
で
の
基
礎
パ

タ
ー
ン
を
練
習
し
、す
ぐ
に
下
の
漢
字
も
書
か
せ
る
。

そ
の
と
き
、
ど
こ
に
基
礎
パ
タ
ー
ン
を
使
っ
て
い
る

か
を
確
認
さ
せ
な
が
ら
書
か
せ
た
。

◆
生
徒
の
反
応

　

難
し
か
っ
た
、
と
い
う
生
徒
が
多
か
っ
た
。
基
礎

練
習
を
説
明
し
な
が
ら
、
一
時
間
で
書
か
せ
た
か
ら

だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
漢
字
の
中
の
こ
の
よ
う

な
連
続
し
た
部
分
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
で
、
少
し

行
書
と
し
て
書
け
そ
う
だ
と
い
う
手
ご
た
え
を
つ
か

ま
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

書
い
た
プ
リ
ン
ト
を
調
べ
る
と
、
自
分
の
名
前
を

自
分
な
り
に
考
え
て
、
早
速
「
行
書
ら
し
く
」
書
い

て
い
た
生
徒
が
何
人
も
い
た
。
行
書
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

３
今
後
の
指
導
計
画

　

今
後
の
行
書
の
書
写
指
導
と
し
て

① 

生
徒
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
を
行
書
で
書

く
練
習
を
さ
せ
る

② 

偏
や
旁
な
ど
、
部
首
の
入
っ
た
漢
字
を
練
習
さ
せ

る

　

生
徒
一
人
ひ
と
り
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字

の
手
本
は
、
私
が
書
い
て
手
本
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
今
、
心
を
こ
め
て
手
書
き
の
手
本
を
作
成

中
で
あ
る
。

　
「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
な
ら
ず
」。
一
回
の
指
導

で
す
ぐ
に
上
達
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
基
礎
練
習
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
生
徒
が
少
し
ず
つ
上
達
し
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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児
童
文
学
の
変
化
を
と
ら
え
て
、「「
身
体
」
そ
の

も
の
か
ら
物
語
が
発
生
し
て
い
る
」
と
し
た
の
は
、

児
童
文
学
評
論
家
の
西
山
利
佳
だ
っ
た
。
二
〇
〇
〇

年
の
発
言
で
あ
る
。
あ
さ
の
あ
つ
こ『
バ
ッ
テ
リ
ー
』

（
全
六
巻
）
の
一
巻
め
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
九
九
六

年
、
森
絵
都
『
Ｄ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
!!
』（
全
四
巻
）
が
刊
行
さ

れ
は
じ
め
た
の
が
二
〇
〇
〇
年
。
西
山
は
、
野
球
や

高
飛
び
込
み
に
熱
中
し
て
い
く
男
子
中
学
生
を
描
い

た
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
さ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
な
ら
、
そ
れ
以
前
、
物
語
は
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
て
い
た
の
か
。「
身
体
」
に
対
比
し
て
い
え
ば
、

「
内
面
」
で
あ
る
。
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
児
童
文

学
は
、
そ
れ
ま
で
子
ど
も
読
者
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て

い
た
、
性
や
死
、
家
庭
崩
壊
と
い
っ
た
主
題
を
積
極

的
に
書
く
よ
う
に
な
る
。
児
童
文
学
が
、
現
実
の
な

か
で
生
き
る
子
ど
も
の
す
が
た
を
掘
り
下
げ
て
描
こ

う
と
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
書
か
ざ
る
を
え
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
は
、「
児

童
文
学
は
い
つ
ま
で
も
（
中
略
）
登
場
人
物
の
非
常

に
ナ
イ
ー
ブ
な
心
理
の
問
題
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い

て
、
こ
の
十
年
間
か
え
っ
て
停
滞
し
て
い
る
。」
と

批
判
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
九
四
年
の
石
井
直
人
の
発

言
だ
。
そ
う
し
た
主
題
は
、
少
年
少
女
の
一
人
称
の

語
り
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
内
面
を
と
お
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
、
泉
啓

子
『
風
の
音
を
聞
か
せ
て
よ
』
八
五
年
な
ど
）

　

昨
年
刊
の
佐
藤
多
佳
子
『
一
瞬
の
風
に
な
れ
』
全

三
巻
は
、
陸
上
競
技
に
打
ち
込
ん
で
い
く
高
校
生
を

書
い
た
。
本
の
体
裁
も
内
容
も
Ｙ
Ａ
（
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル

ト
）
だ
が
、
佐
藤
は
、
児
童
文
学
出
身
の
作
家
。
新

二
は
、
の
ち
に
は
プ
ロ
チ
ー
ム
に
入
る
こ
と
に
な
る

兄
に
あ
こ
が
れ
て
サ
ッ
カ
ー
を
つ
づ
け
て
き
た
け
れ

ど
、
ち
っ
と
も
上
達
し
な
い
。
高
校
で
は
、
サ
ッ

カ
ー
と
兄
を
の
が
れ
る
よ
う
に
し
て
陸
上
部
に
入

る
。
兄
と
の
葛
藤
な
ど
「
内
面
」
が
書
か
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
全
三
巻
が
ひ
た
す
ら
描
き
つ
づ
け

る
の
は
「
身
体
」
の
物
語
だ
。
新
二
は
、
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
か
さ
ね
て
、
速
く
速
く
な
っ
て
い
く
。

　

佐
野
久
子
の
新
作
『
走
る
少
女
』
は
、
中
学
の
陸

上
部
が
舞
台
だ
。
比
呂
も
季
里
子
も
走
る
が
、
彼
女

た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兄
と
父
と
い
う
挫
折
し
た
ア
ス

リ
ー
ト
の
影
を
背
負
っ
て
い
て
、
そ
の
分
だ
け
「
内

面
」
の
物
語
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
が
走

り
抜
け
る
べ
き
な
の
は
、
こ
の
八
〇
年
代
的
な
物
語

世
界
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

み
や
か
わ　

た
け
お　

日
本
児
童
文
学
専
攻
。
著
書
に
『
現

代
児
童
文
学
の
語
る
も
の
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
な
ど
。
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　情報とは何だろうか。この問いもまた難し
い。
「いい情報があるんだよ」と言われたとき、
私たちは何だかどきどきする。少し秘密めい
た、大きな声では言えないような、そんな気
になる。
　1つ例を示そう。Aさんが「駅前にいいマ
ンションができたんだって」と言ったとす
る。それを聞いたBさんは、偶然にもマン
ション購入を検討中だったから、すぐにより
詳しいことをAさんに尋ねた。一方、同じこ
とを聞いたCさんは、すでに家を購入したば
かりだったから、今さら興味が持てなかっ
た。さらに、たまたま同席したフランス人の
Dさんは、日本語がわからないため、Aさん
の言葉は聞こえたけども、何の話だか理解が
できなかった。
　さて、Aさんの発した言葉は、情報だとい
えるのだろうか？
　少なくともBさんには貴重な情報だったは
ずだ。しかしCさんにとってはさほど貴重な
情報ではない。さらにDさんに至っては、言
葉の意味すら解釈できず、無作為文字列の音
データを受け取ったに過ぎない。
　筆者は、データと情報をこう使い分けてみ
たい。Aさんが発したのはデータである。デー
タが情報になるかどうかは、受け手で決ま
る。Bさんにとっては、Aさんが発したデー
タは貴重な情報であった。Cさんにとっては
さほど貴重ではない情報であった。Dさんに

は処理不能なためデータのままであった。
　こう考えると、情報の価値は受け手によっ
て変化するということになる。受け手がこの
ことをしっかり意識していなければならない
ということだ。Aさんの発した言葉に仮に誤
りがあったとした場合、Bさんは怒るかも知
れないが、Cさんはさほどでもなく、Dさん
にはほぼ関係ないということになるだろう。
　筆者なりにデータと情報を使い分けてみ
た。しかしこうすると、「Aさんは情報源」だ
という言い方をするけれども、情報になるか
どうかはまだわからないのだから、情報源と
いう言い方は変かも知れない。「コンピュー
タは情報を処理する機械だ」という言い方は
「データを処理する」に変更しなければなら
ない。このように言い換えても意味は通じる
が、では「情報処理」という用語をどう捉え
ればいいのかという点でまだ疑問は残る。
　私たちが日常的に使っている「情報」とい
う用語は、真剣に考えると実に不思議な用語
である。「情報」という用語が印象で使われ
ている限り、「情報教育」という教育もまた、
人によって解釈が異なり、揺れ動いてしまう
のかも知れない。

ほりた　たつや　文部科学省参与などを併任。政策
立案から教育現場の実践指導まで、情報教育に関す
るあらゆる場面に精力的にかかわっている。



24

　

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
授
業
に
、
私
は
必
ず
素
話
（
話
を

覚
え
本
を
見
ず
に
語
る
こ
と
）
を
ひ
と
つ
入
れ
ま

す
。
読
み
聞
か
せ
と
違
い
、
ず
っ
と
子
ど
も
の
顔
を

見
て
語
れ
る
の
で
、
彼
ら
の
目
の
輝
き
や
話
に
入
り

込
ん
で
い
く
様
子
が
実
に
よ
く
わ
か
り
楽
し
く
て
た

ま
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

今
年
は
六
年
生
九
ク
ラ
ス
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
昔

話
集
『
山
の
上
の
火
』（
ハ
ロ
ル
ド
・
ク
ー
ラ
ン

ダ
ー
、
ウ
ル
フ
・
レ
ス
ロ
ー
文
、
渡
辺
茂
男
訳
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
の
中
か
ら
、「
グ
ラ
の
木

こ
り
」
と
い
う
話
を
語
り
ま
し
た
。
グ
ラ
の
村
の
木

こ
り
が
、
た
き
ぎ
を
切
る
た
め
に
で
っ
か
い
枯
れ
た

オ
リ
ー
ブ
の
木
に
登
り
、
あ
ろ
う
こ
と
か
自
分
が
ま

た
が
っ
て
い
る
枝
の
付
け
根
を
斧
で
切
り
始
め
る
。

途
中
で
坊
さ
ん
が
「
落
ち
て
死
ぬ
ぞ
」
と
忠
告
し
て

も
耳
を
貸
さ
ず
、
つ
い
に
枝
が
折
れ
て
木
こ
り
は
墜

落
。
と
こ
ろ
が
、
地
べ
た
に
倒
れ
た
木
こ
り
は
「
お

ら
は
死
ん
じ
ま
っ
た
」
と
思
い
込
み
…
…
と
い
う
落

語
の
よ
う
な
笑
い
話
。
で
も
、
大
真
面
目
に
ま
ぬ
け

な
グ
ラ
の
人
た
ち
を
笑
う
う
ち
に
、
何
故
か
心
が

ほ
っ
こ
り
と
し
て
く
る
素
敵
な
話
で
す
。

　

こ
れ
を
語
っ
た
あ
る
ク
ラ
ス
で
は
、
ク
ス
ク
ス
笑

い
が
だ
ん
だ
ん
広
が
り
、
と
う
と
う
先
生
も
身
を
よ

じ
っ
て
笑
い
出
し
大
成
功
！　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
五

分
後
に
訪
れ
た
ク
ラ
ス
で
は
ほ
と
ん
ど
反
応
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
う
や
ら
木
こ
り
が
枝
を
切
る
冒
頭
の
場

面
が
き
ち
ん
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
ず
、
話
が
理
解
で
き

な
い
子
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
同
じ
話
を
同
じ
学

年
に
し
て
い
る
の
に
何
故
こ
ん
な
に
違
う
の
で
し
ょ

う
。
あ
と
で
聞
い
て
み
る
と
、
最
初
の
ク
ラ
ス
は
先

生
が
よ
く
絵
本
や
詩
を
読
ん
で
い
る
ク
ラ
ス
で
本
好

き
な
子
が
多
く
、
二
番
目
の
ク
ラ
ス
は
本
の
話
題
が

ほ
と
ん
ど
無
い
ク
ラ
ス
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
う
い
う

例
は
決
し
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
が
苦
手
な
子
ど
も
た
ち
に
は
、
六
年
生
で
も
中

学
生
で
も
、
ま
ず
読
み
聞
か
せ
で
物
語
を
楽
し
ま

せ
、
耳
か
ら
聞
い
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
力
を
つ
け
て
あ

げ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
す
る
力

が
な
け
れ
ば
、
読
書
を
愉
し
む
こ
と
な
ど
で
き
な
い

の
で
す
か
ら
…
…
。

し
ろ
た　

と
も
こ　

図
書
館
や
学
校
、
保
育
所
な
ど
で
、
子

ど
も
た
ち
に
読
み
聞
か
せ
や
語
り
や
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
が
で
き

る
今
の
仕
事
が
大
好
き
で
す
。

著
書
：
『
読
み
聞
か
せ
わ
く
わ
く
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
代
田
知

子
著　

一
声
社　

二
〇
〇
一
）

D
V
D
：
『
絵
本
・
読
み
聞
か
せ 

お
う
ち
で
実
践
編 

1
〜

2
』（
代
田
知
子
監
修
・
出
演　

ア
ス
ク　

二
〇
〇
五
）








