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40年を超える創作活動で生みだされた、
児童文学の代表作を集大成！

●挿画担当画家 西巻茅子　 村上康成　 黒井  健　 渡辺洋二　 牧野千穂

●各巻の仕様 判型：A5判
 頁数：320ページ（第1巻～第4巻）・336ページ（第5巻）
 定価：2,100円（税込）・セット定価10,500円（税込）

季節感あふれる「あまんワールド」の特長を生かし、作品を春・夏・秋・冬の4巻に分けて収録しました。
第5巻には、エッセイ、年譜、著作目録が収められます。また、どの巻も、個性ゆたかな挿画で飾られます。

三
省
堂

国
語
教
育
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特
集
　「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
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［資料］小学校で扱う古典教材

平成23年度版教科書
学年 文学・絵巻など 短歌・俳句 漢詩・漢文・故事成語 伝統芸能 知識

小
３

• 「竹取物語」（1）
• 笑い話「星取り」（1）
• 鳥獣人物戯画（2）
• 鼠の草子（1）

• 短歌（2）
• 俳句（5）
松尾芭蕉・良寛・与謝蕪村・
小林一茶・正岡子規　他
• 百人一首（2）

•  落語（1）
「じゅげむ」

• 季語（1）
• 八節（1）
• いろは歌（2）

小
４

• 昔話「浦島太郎」（1） • 短歌（3）
柿ノ本人麻呂　他　
• 俳句（1）
松尾芭蕉・正岡子規　他
• 百人一首（4）

• 故事成語（4）
蛇足・五十歩百歩・
漁夫の利

•  落語（1）
「額に柿の木」
•  落語（2）
「じゅげむ」

•  ことわざ（2）
「石の上にも三年」
ほか
•  月 の 名 前・暦（ 睦
月・如月ほか）（1）

小
５

• 「竹取物語」（3）
• 「枕草子」（2）
• 「徒然草」（2）
• 「平家物語」（4）
• 「宇治拾遺物語」（1）

• 短歌（2）
式子内親王・良寛　他
• 俳句（3）
茨木和生・渡辺水巴・
中村汀女・松尾芭蕉　他
• 百人一首（1）

• 故事成語（1）
「登竜門」「他山の石」
他
• 「論語」（2）
• 漢詩（2）
孟浩然「春暁」・
李白「静夜思」・
蘇軾「春夜」・杜甫「絶
句」他

• 落語（2）
「風がふいたら箱
屋がもうかる」・
「まんじゅうこわ
い」他
•  狂言（2）
「附子」・
「しびり」他

• 季語・俳号（1）

小
６

• 「竹取物語」（1）
• 「枕草子」（3）
• 「徒然草」（2）
• 「平家物語」（1）
• 「おくのほそ道」（2）
• 福沢諭吉「天地の文」（1）
• 名言（1）
• 聖徳太子 他

• 短歌（4）
与謝野晶子・橘曙覧　他
• 俳句（1）
正岡子規・山部赤人　他
• 万葉集（1）

• 「論語」（2）
• 漢文（1）
「百聞不如一見」他
• 漢詩（3）
孟浩然「春暁」・
高啓「尋胡隠君」・
李白「静夜思」他

• 落語（1）
「寿限無」
• 狂言（1）
「柿山伏」・
「神鳴」他
• 歌舞伎・文楽（1）

• 万葉仮名（3）
• 暦（1）

（　）内の数字は掲載発行者の数。
現行版教科書
学年 文学・絵巻など 短歌・俳句 漢詩・漢文・故事成語 伝統芸能 知識

小
３

•  落語（1）「じゅげ
む」

小
４

• 俳句（1）
松尾芭蕉・小林一茶  他

•  落語（1）「ぞろぞ
ろ」・「寿限無」
•狂言（1）「清水」

小
５

• 「竹取物語」（2）＊ • 短歌（1）
与謝野晶子・柿本人麻呂・
良寛・正岡子規  他
• 俳句（2）
小林一茶・松尾芭蕉・
高浜虚子  他
• 百人一首（1）

• 故事成語（1）
五十歩百歩・蛇足
矛盾　他

•  落 語（1）「 ま ん
じゅうこわい」

•  ことわざ（2）「石の
上にも三年」他
•いろはうた（1）

小
６

• 「竹取物語」（1）＊
• 「枕草子」（1）＊
• 「平家物語」（2）＊

• 短歌（4）
橘曙覧・斎藤茂吉  他
• 俳句（4）
松尾芭蕉・与謝蕪村  他
• 百人一首（1）

• 「論語」（1）＊
• 孟浩然「春暁」（1）＊
• 蘇軾「春夜」（1）＊

• 落語（1）「崇徳院」
• 狂言（1）「柿山伏」
• 文楽（1）＊

• 万葉仮名（4）
•  ことわざ（3）「さる
も木から落ちる」他

＊印は，「発展」・「付録」等の扱い。

読書の力
̶国語授業と学校図書館との連携・協力̶

▶ 「話す・聞く」「書く」「読む」の各領域と関連した読書活動の様々な
アイデアを提案。

▶小学校低学年～中学校での実践を幅広く収録。
▶ 「ブックトーク」「アニマシオン」「リテラチャー・サークル」などの
解説の資料も充実。

これからの学校教育で，生きてはたらく言葉の力を育成するためには，
国語の教室と学校図書館とをつなぐことが不可欠である。学校図書館を
活用した授業アイデアや，多様な読書活動の具体的方法を提案する。

1,995円（本体 1,900円＋税）／B5判・160ページ／ ISBN 978-4-385-36491-9

太田克子･村田伸宏･「群馬･国語教育を語る会」 著

思考力､表現力を育てる文学の授業
「読むこと」の言語活動開発に向けて

▶文学教材における言語活動のヒントを満載。
▶小学校全学年における文学教材実践を収録。
▶ 「おおきなかぶ」「お手紙」「ごんぎつね」「大造じいさんとガン」といっ
た定番教材を，「思考力」「表現力」育成の視点でとらえ直す。

学習指導要領に示された言語活動例は、学習活動として展開されてこそ
意味がある。文学教材における言語活動の具体的な展開について、「思
考力、表現力を育てる」という観点から、実践に役立つものを提案する。

1,890円（本体 1,800円＋税）／A5判・224ページ／ ISBN978-4-385-36499-5

吉川芳則 ･大江平治 編著
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来
年
度
、
小
学
校
で
は
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
そ
の
教
科
書
の
編
集
作
業
を
し
て
い
る
時
期
に
、

ほ
う
ぼ
う
の
学
校
で
授
業
の
様
子
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
は
、「
じ
ゅ
げ
む
」

が
子
ど
も
た
ち
に
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
子

ど
も
は
唱
え
る
言
葉
が
好
き
な
こ
と
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
の
力

に
今
さ
ら
な
が
ら
感
嘆
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

新
年
度
か
ら
は
、
小
学
校
段
階
か
ら
古
典
作
品
を
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
」
と
位
置
づ
け
て
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
科
書
に
は
、「
竹
取
物
語
」
や
「
枕
草
子
」「
徒
然
草
」
の

文
章
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
最
近
、
中
学
校
の
先
生
方
か
ら

「
小
学
校
で
は
古
典
作
品
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
」「
こ
れ

ま
で
中
学
校
で
扱
っ
て
い
た
作
品
を
小
学
校
で
扱
う
よ
う
に

な
っ
た
ら
、
中
学
校
で
は
何
を
指
導
す
る
の
か
」
と
い
う
疑

問
や
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

本
特
集
が
、
今
、
学
校
で
古
典
作
品
を
扱
う
こ
と
の
意
味

と
方
法
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

（
太
郎
）
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2

巻頭エッセイ

　

印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
以
前
、
ア
リ
ス
ト

パ
ネ
ス
作
の
﹃
女
の
平
和
﹄
の
上
演
に
参
加
し
た
。
ギ
リ

シ
ャ
喜
劇
の
代
表
作
で
、
世
界
史
の
教
科
書
に
も
載
っ
て

い
る
も
の
だ
。
ア
テ
ネ
と
ス
パ
ル
タ
の
戦
争
に
業
を
煮
や

し
た
両
市
の
女
た
ち
が
亭
主
と
の
性
交
渉
を
ボ
イ
コ
ッ
ト

し
、
そ
れ
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
両
市
の
兵
士
が
和
解

す
る
と
い
う
話
だ
。
そ
の
脚
本
の
読
み
合
わ
せ
を
し
て
い

る
時
だ
。
私
は
つ
い
、
そ
の
下
ネ
タ
の
ギ
ャ
グ
に
笑
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
ふ
と
気
づ
い
た
。﹁
今
、

二
千
四
百
年
前
の
ギ
ャ
グ
に
自
分
は
笑
っ
て
い
る
！
﹂と
。

　

演
劇
の
歴
史
は
古
く
、
ま
た
幸
い
な
こ
と
に
古
い
戯
曲

が
今
で
も
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
紀
元
前
の
ギ
リ
シ
ャ

劇
も
、
六
百
年
前
の
世
阿
弥
の
能
の
作
品
も
、
四
百
年
前

の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
も
、
現
代
で
も
読
む
こ
と
が
で
き

る
し
、上
演
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
観
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

な
ぜ
数
百
年
、
数
千
年
前
の
演
劇
作
品
が
い
ま
だ
に
上

演
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
作
品
が

現
代
に
ま
で
通
じ
る
人
間
や
社
会
の
普
遍
性
を
描
き
出
し

て
い
る
か
ら
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
長
い
時
間
が
た
っ
て
も

人
の
す
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
一
方
、
継
続
し
て
古
典
作
品
に
興
味
を
持
つ

演
劇
人
が
い
て
、
た
え
ず
上
演
し
な
が
ら
新
し
い
命
を
吹

き
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
な
ぜ
演
劇
人
は
古
典
作
品
に
興
味
を
持
ち
、
上
演

し
よ
う
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。

高 尾  隆

創造のための制約

p02-03_巻頭エッセイ.indd   2 10.12.2   3:33:36 PM



3

たかお たかし  東京学芸大学准教授。1974
年生まれ。専門は演劇教育、インプロ（即興演劇）。
著書に『インプロ教育』（フィルムアート社）など。

　

古
典
は
創
造
の
た
め
の
制
約
だ
か
ら
だ
。
そ
う
私
は
思

う
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
演
劇
人
は
一
か
ら
作
品
を
つ
く
る
こ
と
も
で

き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
演
劇
づ
く
り
の
魅
力
の
一
つ
で

あ
る
。
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
な
く
な
っ
て
く
る
。

自
由
に
何
で
も
つ
く
っ
て
い
い
と
い
う
の
は
、
時
に
不
自

由
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
創
造
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
（
逆
説
）
だ
。
む
し
ろ
枠
を
与
え
ら
れ
た
上
で
、
そ
の

中
で
何
か
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
方
が
、
自
然

に
さ
ま
ざ
ま
な
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
自

由
は
創
造
の
敵
、
制
約
は
創
造
の
母
、
と
な
る
こ
と
が
あ

る
の
だ
。

　

一
方
で
、
も
し
古
典
が
あ
ま
り
に
強
す
ぎ
る
制
約
で
、

こ
の
よ
う
に
し
か
上
演
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
固
い
も

の
だ
と
し
た
ら
、
今
度
は
つ
く
り
手
を
縛
り
、
不
自
由
に

し
て
し
ま
う
。
完
全
に
制
約
が
な
い
状
態
と
、
完
全
に
制

約
さ
れ
て
い
る
状
態
と
の
間
。
そ
こ
に
創
造
が
生
ま
れ
る

エ
リ
ア
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
馬
を
縛
っ
て
お
か
な
い
と
ど

こ
か
に
行
っ
て
し
ま
う
が
、
馬
を
縛
り
つ
け
て
し
ま
う
と

死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
演
劇
に
お
い
て
、
古
典
を
正
し
く
上
演
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
弱
く
な
っ
て
い
る
。
む

し
ろ
、
古
典
か
ら
ど
れ
だ
け
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
解
釈

を
引
き
出
せ
る
か
が
演
劇
人
に
と
っ
て
の
挑
戦
だ
。
す
ば

ら
し
い
古
典
作
品
は
創
造
性
を
か
き
立
て
る
制
約
と
な

る
。
演
劇
人
た
ち
は
古
典
に
挑
戦
し
、
古
典
の
制
約
の
中

で
も
が
き
、
そ
こ
で
自
ら
の
創
造
性
を
広
げ
る
こ
と
で
、

古
典
の
枠
を
破
っ
て
い
く
。
新
し
い
演
出
の
新
し
い
作
品

を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
次
の
時
代
の
古

典
と
な
り
、
芸
術
文
化
は
継
承
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　

同
じ
文
化
の
継
承
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
芸
術
と
教

育
に
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
何
か
が

継
承
さ
れ
て
い
く
時
に
は
、
命
を
新
た
に
吹
き
込
む
創
造

的
な
力
が
必
要
だ
。
い
く
ら
正
し
く
深
い
理
解
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
バ
ケ
ツ
に
水
を
満
た
す
よ
う
に
子
ど
も
た
ち

に
注
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
古
典
の
創
造
を
生
む
力
は
死

ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
古
典
は
ど
う
で
も
い

い
、
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
な
っ
て
し
ま

え
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
子
ど
も
た
ち
の
興
味
を
引
か
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
古
典
が
人
の
創
造
や
学

び
に
火
を
つ
け
る
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
、
芸
術
で
も
教
育
で
も
共
通
し
て

探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

私
の
専
門
で
あ
る
演
劇
教
育
で
は
、
近
年
、
ギ
リ
シ
ャ

劇
が
積
極
的
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ギ

リ
シ
ャ
に
お
い
て
、演
劇
は
民
主
制
と
同
時
に
生
ま
れ
た
。

二
千
四
百
年
前
の
演
劇
か
ら
民
主
主
義
や
共
同
体
を
想
像

し
、
創
造
す
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
今
、
私
た
ち
は
生

き
て
い
る
。
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改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と

「
事
項
」

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
基
本
姿
勢
は
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
指
導
内
容
の
構
成
が
三

つ
の
「
領
域
」
と
指
導
「
事
項
」
か
ら
な
る
こ
と
に

は
変
わ
り
な
い
が
、指
導
「
事
項
」
が
、従
前
の
「
言

語
事
項
」
か
ら
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
目
立
つ
変
更
点
を
端
的
に
言
え
ば
、
中
学

校
国
語
で
は
、古
典
の
指
導
が
「
読
む
こ
と
」
の
「
領

域
」
か
ら
指
導
「
事
項
」
に
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
背
後
に
あ
る
教
育
理
念
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

　

文
部
科
学
省
の
解
説
（
国
語
編
）
に
よ
る
と
、
従

前
の
「
言
語
事
項
」
は
解
消
さ
れ
た
が
、「
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
」と
し
て
残
る
と
同
時
に
、「
声

の
出
し
方
の
基
本
事
項
や
段
落
の
役
割
に
関
す
る
事

項
な
ど
領
域
の
内
容
に
関
連
の
深
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
関
係
す
る
領
域
の
内
容
に
位
置
付
け
た
」
と
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
領
域
」
の
目
標
を
、
現
代
に

生
き
る
力
と
し
て
の
言
語
活
動
の
充
実
に
力
点
を
置

い
た
こ
と
に
通
じ
る
。
言
語
生
活
な
い
し
社
会
生
活

に
直
接
的
に
機
能
す
る
「
こ
と
ば
の
力
」
は
「
領
域
」

の
指
導
に
お
い
て
達
成
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
古
典
や
国
語
に
関
す
る
知
識
や
そ
の

体
系
的
な
指
導
は
、
現
代
を
生
き
る
上
で
直
接
的
で

は
な
い
が
、
生
き
る
力
と
し
て
機
能
す
る
内
容
と
し

て
「
事
項
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

か
つ
て
高
等
学
校
国
語
の
科
目
と
し
て
、「
現
代

国
語
」
が
設
置
さ
れ
、「
古
典
（
古
文
・
漢
文
）」
と

切
り
離
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

以
後
「
古
典
」
の
減
退
化
が
進
み
、
大
学
入
試
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
言
わ
ば
古
典
軽
視
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
、
教
科
目
「
現
代
国
語
」

と
「
古
典
」
の
関
係
は
、
今
回
の
改
訂
に
み
る
「
領

域
」
と
「
事
項
」
の
関
係
の
性
格
づ
け
に
似
た
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
が
、
古
典
を
含
む
「
伝
統
的
な
言
語

文
化
（
に
関
す
る
事
項
）」
は
、
そ
の
指
導
を
重
視

す
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
、ま
た
関
連
す
る
指
導「
事

項
」
の
内
容
が
小
学
校
低
学
年
に
ま
で
及
ん
で
い
る

よ
う
に
、
い
わ
ば
古
典
軽
視
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重

視
の
方
向
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
折

し
も
「
常
用
漢
字
表
」
の
改
定
で
は
、
大
幅
に
漢
字

が
増
や
さ
れ
て
、
文
字
言
語
を
一
層
豊
か
に
身
に
つ

け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
も
同
調
し
た
流
れ

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

言
語
と
は
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
自

体
と
い
う
言
語
観
を
唱
え
る
時
枝
誠
記
は
、
言
語
と

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授

糸
井　

通
浩

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

　

新
学
習
指
導
要
領
で
、国
語
科
に「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」が
指
導
項
目
に
加
わ
り
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
小
学
校
か
ら
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
、

中
学
校
で
ど
の
よ
う
に
指
導
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
察
・
提
案
し
ま
す
。
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の
関
わ
り
に
二
つ
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は

主
体
的
に
関
わ
る
立
場
で
、
表
現
・
理
解
の
主
体
で

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
、
観
察
的
あ
る
い
は
研

究
者
的
立
場
で
、
言
語
と
客
観
的
な
立
場
で
関
わ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
身
に
つ
く
言
語

力
は
、
前
者
の
場
合
は
言
語
運
用
能
力
で
あ
り
、
後

者
は
、
言
わ
ば
メ
タ
言
語
能
力
、
つ
ま
り
言
語
を
理

解
し
た
り
説
明
し
た
り
で
き
る
能
力
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
こ
の
両
面
は
、
言
語
を
国
語
に
置
き
換
え

る
な
ら
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と
「
事

項
」（
特
に
、
漢
字
の
事
項
と
合
わ
せ
て
「
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
」）
と
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
言
語
能
力
は
、
運
用
能

力
の
育
ち
中
に
潜
在
的
に
培
わ
れ
て
も
い
る
。「
事

項
」
の
「
取
り
扱
い
」
に
つ
い
て
「
知
識
を
ま
と
め

て
指
導
し
た
り
、
繰
り
返
し
て
指
導
し
た
り
す
る
こ

と
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を

取
り
上
げ
て
学
習
さ
せ
る
こ
と
も
配
慮
す
る
こ
と
」

と
指
摘
す
る
の
は
、
メ
タ
言
語
能
力
の
育
成
に
通
じ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

  

な
お
、
と
か
く
話
題
に
な
る
「
国
語
」
と
い
う
言

葉
で
あ
る
が
、
時
枝
は
日
本
語
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を
区
別
し
て
捉
え
る
な
ら
、

観
察
的
立
場
か
ら
捉
え
る
国
語
は
、「
日
本
語
」
と

呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
主
体
的
立
場
か
ら
捉
え
る
国

語
は
、「
国
語
」
と
言
う
他
に
適
切
な
言
葉
が
見
つ

か
ら
な
い
、や
む
な
く
使
う
こ
と
に
な
る
、と
も
言
っ

て
い
る
。

二　
「
伝
統
的
な
」
が
含
む
二
つ
の
層

　
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説（
国
語
編
）」の「
改

訂
の
経
緯
」
を
見
る
と
、
中
央
教
育
審
議
会
の
「
答

申
」
で
は
、「
言
語
文
化
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
が
、

改
訂
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

と
な
っ
て
い
る
。「
伝
統
的
な
」を
付
加
す
る
こ
と
で
、

先
に
見
た
改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と
「
事

項
」
の
性
格
づ
け
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
言
語
文
化
」
と
い
う
限
り
、
伝
統
的

な
も
の
も
現
代
的
な
も
の
も
含
む
こ
と
に
な
る
が
、

指
導
内
容
の
構
成
か
ら
、
伝
統
的
な
も
の
と
現
代
的

な
も
の
と
を
切
り
離
し
た
設
定
を
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
的
な
も
の
は

「
領
域
」
で
扱
わ
れ
る
。

　

一
方
「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
も
定
義
し
て
お
り
、

「
解
説
（
国
語
）」
編
「
国
語
科
の
内
容
」
に
「
我
が

国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文

化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
」
と
示
さ

れ
、
具
体
的
に
三
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

①
文
化
と
し
て
の
言
語
（
そ
の
も
の
）、
②
そ
れ

ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
き
た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
③
古
代
か
ら
現

代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
実
現
し
、
受
容
さ
れ

て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
。
そ
し
て
、「
伝

統
的
な
言
語
文
化
」
を
「
事
項
」
の
指
導
内
容
と
し

て
、
取
り
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
般
的

に
は
「
伝
統
（
文
化
）」
と
い
う
場
合
、
先
の
③
の

う
ち
で
言
葉
や
内
容
（
事
柄
）
の
面
で
現
代
性
か
ら

遠
の
い
た

─
し
か
し
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ

─
言
語
を
指
し
て
言
う
こ
と
が
多
い
。
い
わ
ゆ
る

古
典
で
あ
り
古
典
芸
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
代

と
い
う
時
代
と
の
同
時
代
性
が
希
薄
で
あ
り
、
現
代

の
言
語
活
動
な
い
し
は
言
語
生
活
に
直
接
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
。
古
典
が
忌
避
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
言

葉
の
面
で
の
壁
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
現
代

の
社
会
生
活
に
直
接
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
、
余
計

な
も
の
だ
と
い
う
意
識
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

  

で
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
古
典
の

価
値
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
を
生
き
る
力
と
し

て
直
接
的
に
役
立
た
な
い
も
の
は
現
代
に
お
い
て
は

価
値
が
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
古
典
を
学
ぶ
価
値
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

逆
説
的
に
言
え
ば
、
現
代
に
直
接
役
立
た
な
い
か
ら

こ
そ
現
代
に
と
っ
て
役
立
つ
意
味
・
価
値
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
古
典
の
世
界
は
現
代
が
忘
れ
て
い
る

も
の
、
あ
る
い
は
現
代
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
持
っ

て
い
る
、
つ
ま
り
現
代
性
が
な
い
か
ら
こ
そ
現
在
を

創
造
的
に
生
き
る
、
あ
る
い
は
現
代
の
言
語
生
活
を

豊
か
な
も
の
に
す
る
上
で
機
能
し
、
役
立
つ
こ
と
に

な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
新
し
い
言
語
文
化

の
創
造
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
、
古
典
と
な
っ
た
伝
統
的
な
言
語
文
化

■特集　「伝統的な言語文化」の指導
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に
対
し
て
、
現
代
の
国
語
に
今
も
生
き
る
伝
統
的
な

言
語
文
化
が
あ
る
。
先
に
取
り
出
し
た
①
及
び
②
に

相
当
す
る
言
語
文
化
で
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化（
に

関
す
る
）
事
項
」
の
指
導
内
容
と
し
て
小
学
校
に
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
こ
の
面
に
関
し
た
も
の

を
含
ん
で
い
る
。現
代
に
生
き
る
国
語（
日
本
語
）は
、

す
べ
て
が
現
代
に
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
の
時
代
か
ら
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
過
去
の
国
語
の

結
果
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
現
代
の

国
語
そ
の
も
の
が
言
語
文
化
な
の
で
あ
り
、言
わ
ば
、

古
い
時
代
に
生
み
出
さ
れ
、
現
在
も
活
用
さ
れ
て
い

る
遺
産
と
し
て
の
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
含
ん
だ

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

現
代
語
化
し
て
つ
い
「
食
べ
ず
嫌
い
」
と
か
「
急

い
て
は
事
を
し
損
じ
る
」
と
か
言
っ
て
し
ま
う
が
、

短
い
中
に
深
い
意
味
を
込
め
た
「
食
わ
ず
嫌
い
」「
急

い
て
は
事
を
し
損
ず
る
」
な
ど
の
慣
用
句
や
こ
と
わ

ざ
な
ど
も
伝
統
的
な
言
語
文
化
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

助
動
詞
「
れ
る
、
ら
れ
る
」
も
万
葉
時
代
（
以
前
）

か
ら
形
こ
そ
変
化
し
て
い
る
が
、
国
語
の
伝
統
的
な

も
の
の
見
方
考
え
方
を
継
承
し
て
き
て
い
る
。「
お

や
つ
」「
お
じ
や
」「
ひ
も
じ
い
」「
お
い
し
い
」
な
ど
、

中
世
以
来
生
み
出
さ
れ
た
女
性
言
葉
な
ど
も
受
け
継

い
で
き
た
伝
統
的
な
言
葉
で
あ
る
。こ
う
し
た
面
は
、

「
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
も
深
く
結
び
つ

く
が
、
こ
の
「
事
項
」
も
広
い
意
味
で
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
属
す
る
と
言
え
よ
う
。

三　

�

伝
統
的
な
言
語
文
化
の
指
導
ー
あ
る
い

は「
領
域
」と「
事
項
」の
回
路
を
ひ
ら
く

　

改
訂
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の
全
て

の
学
年
に
お
い
て
、「
事
項
」の
指
導
は
、三
つ
の「
領

域
」
の
「
指
導
を
通
し
て
」
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

た
だ
ど
う
い
う
「
指
導
」
が
具
体
的
に
構
想
で
き
る

の
か
に
つ
い
て
の
例
示
は
な
く
、
指
導
計
画
や
教
材

の
選
定
、
実
際
の
授
業
の
展
開
な
ど
に
関
し
て
、
年

間
通
し
て
の
計
画
性
と
工
夫
が
相
当
必
要
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

　

中
学
校
一
年
の
「
内
容
」
に
「
古
典
特
有
の
リ
ズ

ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
」

が
示
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
意
外
に
自
分
た

ち
の
日
常
語
と
異
な
る
言
い
回
し
や
語
感
に
興
味
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
理
屈
抜
き
で
、同
じ
日
本
語
の
、

現
代
と
は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
世
界
に
新
鮮
さ
を

感
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
知
的
発
達
の
段
階
に
応

じ
て
、
直
訳
的
現
代
語
訳
と
比
べ
な
が
ら
、「
特
有

の
リ
ズ
ム
」
の
秘
密
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で

あ
ろ
う
。
古
典
語
で
は
、
格
助
詞
「
が
」「
を
」
な

ど
の
使
用
が
少
な
い
と
か
、
現
代
語
で
は
、
接
続
助

詞
「
て
」（「
︱
て
や
る
、
︱
て
も
ら
う
」
な
ど
も
含

む
）
が
発
達
し
て
い
る
と
か
、
文
末
の
述
語
の
表
現

が
伸
び
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
か
、
時
代
と
と
も

に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
現
代

語
訳
は
、単
な
る
古
典
理
解
の
補
助
手
段
で
は
な
い
。

古
典
の
時
代
と
現
代
と
の
橋
渡
し
で
あ
り
、
現
代
語

自
体
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
歴
史
の
中
に
自
分
た
ち
の
言
葉
の
も
と
の
姿

を
感
じ
取
る
手
が
か
り
が
あ
る
。

　

本
格
的
に
古
典
の
表
現
に
触
れ
る
最
初
と
し
て
、

小
学
校
中
学
年
に「
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
」

の
指
導
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
日
本
の
歌

は
、
五
音
句
、
七
音
句
で
構
成
す
る
の
が
基
本
的
な

形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
、
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
韻
上

の
日
本
語
の
性
質（
モ
ー
ラ
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
）

が
、
昔
が
今
に
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
、
し
り
と

り
や
言
葉
の
し
ゃ
れ
（
掛
詞
に
始
ま
る
）
な
ど
も
、

こ
の
性
質
を
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
常
生
活

の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
て
の
「
地
震
か
み
な
り
火
事
親
父
」「
巨
人
大

鵬
卵
焼
き
」
の
リ
ズ
ム
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
お
な

じ
み
「
三
井
住
友
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
カ
ー
ド
」「
セ
ブ
ン
イ

レ
ブ
ン
い
い
気
分
」
な
ど
も
同
じ
で
、「
三
・
四
・
五
」

（
七
五
調
の
一
片
）の
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
都
々

逸
調
（
七
七
七
五
、
文
部
省
唱
歌
の
「
茶
摘
」
の
後

半
も
こ
の
リ
ズ
ム
）
の
「
七
五
」
が
独
立
し
た
も
の

だ
が
、
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
の
慣
習
化
し
た
一
つ
の
姿

で
あ
る
。「
い
ろ
は
歌
」
も
ま
た
、
七
五
調
の
典
型

的
な
歌
体
に
よ
っ
て
い
る
。

  

右
記
の
、
日
本
語
の
言
葉
と
音
楽
性
と
の
関
わ
り

p04-07_特集.indd   6 10.12.3   2:43:12 PM



7

■特集　「伝統的な言語文化」の指導

に
対
し
て
、
文
学
の
言
葉
が
絵
画
と
深
く
関
わ
っ
て

き
た
歴
史
も
色
濃
く
、そ
の
伝
統
は
現
代
の
紙
芝
居
、

絵
手
紙
や
劇
画
、
ア
ニ
メ
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

言
葉
と
絵
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
日
本
の
伝
統

的
な
言
語
芸
術
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
言
葉
の
語

り
と
絵
の
語
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
対
照
し
て
み

る
こ
と
も
、「
こ
と
ば
の
力
」
の
学
習
に
通
じ
る
。

　
「
語
り
」
か
ら
「
話
」
へ
と
ジ
ャ
ン
ル
を
示
す
言

葉
は
変
わ
っ
て
き
た
が
、「
お
話
」
の
世
界
に
も
伝

統
的
な
も
の
が
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

　

 　

田
夫
、
畑
を
打
つ
。
隣
郷
の
百
姓
、
通
り
合
は

せ
、「
こ
れ
は
何
を
蒔
く
ぞ
」
と
言
ふ
に
、
か
の

畑
打
ち
、
こ
て
ま
ね
き
し
、「
あ
、
声
が
高
い
。

ひ
き
う
ひ
き
う
」
と
い
ふ
。「
さ
て
は
世
に
ま
れ

な
る
、唐
物
の
種
を
も
植
ゆ
る
に
や
」と
思
ひ
、「
心

得
た
り
」
と
、
近
く
よ
り
た
れ
ば
、
い
か
に
も
お

の
れ
が
調
子
を
ひ
き
く
「
大
豆
を
蒔
く
。
鳩
が
聞

く
ほ
ど
に
」。

�

（『
醒
睡
笑
』「
詮
な
き
秘
密
」
か
ら
）

　

右
は
江
戸
初
期
の
笑
話
で
、「
落
ち
」
を
含
ん
で

い
て
、
伝
統
芸
能
の
落
語
の
元
祖
と
呼
ば
れ
て
い
る

「
笑
話
集
」
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
落
ち
」

で
笑
い
が
起
こ
る
。
ダ
ジ
ャ
レ
に
頼
ら
な
い
笑
い
の

工
夫
も
ひ
と
つ
の
「
こ
と
ば
の
力
」
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

 　

姫
君
は
、
何
心
も
な
く
、
御
車
に
乗
ら
む
こ
と

を
急
ぎ
給
ふ
。
寄
せ
た
る
所
に
、
母
君
み
づ
か
ら

抱
き
て
出
で
た
ま
へ
り
。
片
言
の
、
声
は
い
と
う

つ
く
し
う
て
、
袖
を
と
ら
へ
て
、「
乗
り
給
へ
」

と
引
く
も
、
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
、（
和
歌
）。
…

若
君
は
、
道
に
て
寝
た
ま
ひ
に
け
り
。

�

（『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
）

　

こ
れ
は
、
光
源
氏
と
明
石
の
君
の
間
に
生
ま
れ
、

今
は
嵯
峨
に
住
ん
で
い
る
、
数
え
で
三
歳
に
な
る
姫

君
（
若
君
）
を
、光
源
氏
は
姫
君
の
将
来
を
考
え
て
、

紫
の
上
の
養
女
と
し
て
都
に
引
き
取
る
こ
と
に
し
た

が
、
い
よ
い
よ
母
と
子
が
ひ
き
さ
か
れ
る
と
い
う
場

面
で
あ
る
。「
何
心
も
な
」い
姫
君
が
母
の
袖
を
引
っ

張
り
、
母
と
一
緒
に
牛
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
。
時
代

や
社
会
の
違
い
を
超
え
て
、
あ
ど
け
な
い
幼
児
の
姿

は
現
代
も
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に「
歴
史
的
背
景（
時

代
性
）」
や
社
会
性
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
場

面
は
も
っ
と
深
く
読
め
る
。「
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
」

に
母
明
石
の
君
の
心
境
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

現
代
性
か
ら
遠
退
い
た
世
界
に
「
親
し
む
」
に
は
、

そ
の
も
う
一
つ
の
世
界
に
も
現
代
に
生
き
る
私
た
ち

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
肝
心
な

こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、伝
統
的
な
言
語
文
化
を「
楽

し
む
」
と
い
う
心
的
状
態
や
「
親
し
む
」
と
い
う
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
如
何
に
す
れ
ば
培
う
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
難
し
い
課
題
で
あ
る
。
教
師
自
身

が
そ
う
し
た
心
的
状
態
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　
「
今
・
こ
こ
」
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
非

「
今
・
こ
こ
」
な
る
も
の
、
そ
の
異
な
る
世
界
に
好

奇
心
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
モ
チ
ー
フ（
事
柄
）

の
違
い
や
言
葉
の
壁
を
超
え
て
、
昔
の
言
葉
が
紡
ぐ

意
味
的
な
構
造
を
捉
え
る
こ
と
で
、「
今
・
こ
こ
」

に
生
き
る
私
た
ち
は
同
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
親
し
む
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
想
像
す
る

力
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

あ
ひ
見
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
、

　
　
　
　
　

昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り

�

（
小
倉
百
人
一
首
）

　

こ
の
歌
は
、
今
の
心
と
昔
の
心
の
関
係
を
意
味
構

造
と
し
て
い
る
。「
あ
ひ
見
る
」
に
は
、
こ
の
歌
な

り
の
事
態
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
今
・
こ
こ
」

の
私
も
こ
の
「
あ
ひ
見
る
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を

当
て
は
め
て
み
る
こ
と
で
、
こ
の
歌
を
我
が
も
の
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
と
い　

み
ち
ひ
ろ 

時
枝
誠
記
の
言
語
理
論
に
傾
倒
し
て
、

文
章
・
文
体
論
を
目
指
し
、
古
代
語
の
文
法
を
主
体
の
認
知
の

観
点
か
ら
考
え
て
い
る
。
共
編
著
『
物
語
の
方
法
ー
語
り
の
意

味
論
』『
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』『
京
都
学
を
楽
し
む
』

な
ど
。
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は
じ
め
に

　

周
知
の
と
お
り
、
平
成
二
十
三
年
度
の
小
学
校
教

科
書
の
改
訂
（
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
）
か
ら
、

本
格
的
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
が
小
学

校
で
始
ま
る
。

　

こ
こ
で
は
、
小
学
校
で
ど
の
よ
う
な
内
容
が
、
ど

の
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
の
か
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

小
学
校
と
中
学
校
と
の
違
い
、
あ
る
い
は
、
小
学
校

と
中
学
校
の
連
携
や
指
導
の
系
統
性
を
考
え
て
い
く

一
助
と
し
た
い
。

一　

�

小
学
校
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

の
背
景

　

近
年
に
お
い
て
も
、
小
学
校
で
「
古
典
」（
と
言

え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
）
を
扱
お
う
と
い
う
動

き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、
大
岡
信
・
谷
川
俊
太
郎
ら
が
提
案
し
た

『
に
ほ
ん
ご
』（
福
音
館
書
店　

一
九
七
九
）
は
、「
学

習
指
導
要
領
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
小
学
校
一
年
生
の

た
め
の
国
語
教
科
書
を
想
定
」（
あ
と
が
き
）
し
た

も
の
で
あ
る
が
、「
お
れ
も
眠ね
む

ら
う
」
な
ど
の
表
記

が
あ
っ
た
り
、「
ゐ
、
ゑ
」
の
文
字
が
五
十
音
図
に

示
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
は
、「
い
ま
使
っ
て

い
る
こ
と
ば
が
日
本
語
の
長
い
伝
統
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
か
せ
、
母
語
へ
の
感
覚

を
鋭
く
し
た
い
」（
あ
と
が
き
）
と
い
う
考
え
か
ら
、

特
別
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
教
え
な
く

と
も
よ
い
と
い
う
前
提
で
、
自
然
に
言
葉
の
伝
統
に

触
れ
さ
せ
た
い
と
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、『
声
に
出
し
て
読
み
た

い
日
本
語
』（
斎
藤
孝　

草
思
社　

二
〇
〇
一
）
に

示
さ
れ
た
よ
う
な
、
意
味
の
吟
味
よ
り
も
音
を
体
に

し
み
こ
ま
せ
る
よ
う
な
読
み
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

と
い
う
社
会
的
な
背
景
も
あ
る
。
同
様
に
、
テ
レ
ビ

で
「
じ
ゅ
げ
む
」
が
面
白
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
、

子
ど
も
た
ち
が
喜
ん
で
ま
ね
を
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
で
、
小
学
校
の
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
は
、
決
し
て
「
古
典
」
と
し
て
教
え

よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
育
ち

の
環
境
の
中
に
そ
う
い
っ
た
文
化
が
あ
る
と
い
う
状

況
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
中
心
的
な
眼
目

に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
子
ど
も
た
ち

の
有
意
味
な
力
に
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、

未
検
証
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
。

二　

学
習
指
導
要
領
の
扱
い

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

　
「
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ

て
き
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
継
承
・
発

展
さ
せ
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
」（『
解
説
』）

　

ま
た
、具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

○
第
一
、二
学
年

　

�　

昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど

︱
読
み
聞
か
せ
や

発
表
し
合
う
こ
と

○
第
三
、四
学
年

　
　

文
語
調
の
短
歌
・
俳
句

︱
音
読
や
暗
唱

　
　

慣
用
句
・
故
事
成
語

︱
意
味
を
知
り
、使
う
。

○
第
五
、六
学
年

　

�　

親
し
み
や
す
い
古
文
・
漢
文
、
近
代
以
降
の
文

語
調
の
文
章

︱
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す

　

こ
れ
か
ら
の
小
学
校
に
お
け
る

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

愛
媛
大
学
教
育
学
部
　
　

三
浦　

和
尚
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る
。

　

�　

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章

︱
昔
の
人
の

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
。

　

こ
う
い
っ
た
中
で
、
三
、四
年
の
俳
句
・
短
歌
は
、

「
音
読
や
暗
唱
」と
い
う
活
動
と
し
て
提
示
さ
れ
、五
、

六
年
の
古
文
・
漢
文
も
「
内
容
の
大
体
」
と
、
内
容

に
は
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い

る
。
ま
し
て
や
、
語
彙
や
文
法
に
言
及
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　

結
局
は
、
文
語
を
声
に
出
し
て
読
み
慣
れ
、
意
味

は
現
代
語
訳
な
ど
で
お
お
よ
そ
が
わ
か
れ
ば
よ
い
と

い
う
扱
い
で
あ
る
。

三　

小
学
校
の
学
習
材

　

三
省
堂
『
小
学
生
の
国
語
』
で
は
、
各
学
年
に
次

の
よ
う
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
す
る
事
項

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

・
一
年
生
「
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
」

・
二
年
生
「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」

・
三
年
生
「
何
を
し
て
い
る
の
か
な
」

　
　
　
　

�（「
鳥
獣
戯
画
」
を
見
て
、
想
像
し
た
こ
と

な
ど
を
書
く
）

　
　
　

 　
「
か
る
た
を
つ
く
ろ
う
」

　
　
　
　

�（
百
人
一
首
、
い
ろ
は
歌
、
こ
と
わ
ざ
に

ふ
れ
る
）

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
俳
句
」

・
四
年
生
「
落
語　

じ
ゅ
げ
む
」

　
　
　

 　
「
故
事
成
語
の
物
語
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
短
歌
」

・
五
年
生
「
狂
言　

し
び
り
」

　
　
　

 　
「
雪
」「
土
」（
旧
仮
名
遣
い
表
記
）

　
　
　

 　
「
句
会
を
楽
し
む
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
外
国
の
詩
」

　
　
　
　
　
（
旧
仮
名
遣
い
表
記
）

・
六
年
生
「
自
由
な
発
想
で
︱
随
筆
︱
」

　
　
　
　

�（
随
筆
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
枕
草
子
・

徒
然
草
に
ふ
れ
る
）

　
　
　

 　
「
短
歌
を
作
る
」

　
　
　

 　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
︱
漢
文
」（
論
語
）

　

こ
れ
に
加
え
て
、
一
年
生
五
月
に
は
『
伊
曾
保
物

語
』
を
も
と
に
し
た
「
に
く
を　

く
わ
え
た　

い
ぬ
」

（
川
崎
洋
）
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
が
原
典
で
あ
る
が
、

日
本
古
典
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

ま
た
五
年
生
の
『
学
び
を
広
げ
る
』（
資
料
的
位

置
づ
け
）
の
中
に
は
、
古
典
の
読
書
の
い
ざ
な
い
が

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
、
低
学
年
の
お
話
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
現
代
語
で
の
提
示
で
あ
り
、
内
容
も
こ
れ
ま

で
も
教
科
書
や
一
般
の
読
書
で
親
し
ん
で
き
て
い
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
学
校
に
お
い
て
特
別
な
配
慮

が
必
要
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
原
典
あ
る
い
は
旧

仮
名
遣
い
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
原
則
高
学
年
か

ら
で
あ
る
が
、
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
は
、
中
学
年

で
旧
仮
名
遣
い
の
提
示
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
扱
い
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
き
加
え
て

い
る
よ
う
に
、「
カ
ル
タ
」「
句
会
」「
音
読
」
な
ど
、

主
と
し
て
「
活
動
」
を
中
心
に
単
元
が
仕
組
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
活
動
の
中
で
、
文
語
的
な
表

現
に
触
れ
る
、
意
識
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

中
学
校
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
古
典
の
高
校
と

の
接
続
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

高
校
に
そ
の
対
応
を
任
せ
る
こ
と
で
、
中
学
校
に
お

け
る
切
実
な
問
題
と
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
今
回

小
学
校
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
い
う
形
で
学

習
内
容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
を
ど
う
受
け
つ
ぐ
か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
わ

け
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
小
学
校
が
中
学
校
の
内

容
を
先
取
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
伝
統
的

な
言
語
文
化
を
身
近
な
も
の
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
を

お
も
し
ろ
い
と
思
え
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
第
一
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

み
う
ら
・
か
ず
な
お 

一
九
五
二
年
、
広
島
市
生
ま
れ
。
広
島

大
学
教
育
学
部
卒
業
。
愛
媛
大
学
評
議
員
・
教
育
学
部
教
授
。
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こ
れ
か
ら
の
中
学
校
に
お
け
る

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
　
　

飯
田　

和
明

一　

�

戦
後
学
習
指
導
要
領
に
見
え
る
古
典

教
育
観
か
ら
学
ぶ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
三
領
域
一
事
項
の

う
ち
の
「
言
語
事
項
」
に
変
わ
っ
て
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
設
定
さ

れ
た
。
経
年
的
な
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
事
態
を
「
古
典
重
視
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
戦
後
、
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
学

習
指
導
要
領
を
通
覧
す
る
と
、「
昭
和
二
十
二
年
要

領
」
に
は
「
中
学
校
の
国
語
教
育
は
、
古
典
の
教
育

か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
く
だ

り
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の「
要
領
」で
は
続
い
て
、「
つ

ね
に
も
っ
と
も
広
い
『
こ
と
ば
の
生
活
』
に
着
眼
し
、

実
際
の
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
の
力
を
つ
け
る
こ

と
を
目
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
当
時
は
、
戦
前
の
〈
学
習
内
容
を

教
化
す
る
為
の
古
典
教
育
〉
を
、〈
言
語
生
活
に
根

ざ
し
、
言
語
活
動
に
目
を
向
け
る
国
語
教
育
〉
と
し

て
改
め
、「
解
放
」
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
古
典
教
育
が
、
現
在
は
重
視
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
が
求
め
ら
れ

る
現
代
と
は
ど
ん
な
時
代
で
、
日
本
と
い
う
国
は
現

在
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。
直
接
生
徒
に
向

き
合
い
、
日
々
教
育
実
践
に
当
た
る
私
た
ち
現
場
の

教
師
は
、
一
度
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
注
１
）。

　

現
在
に
い
た
る
ま
で
に
種
々
の
変
遷
を
観
る
学
習

指
導
要
領
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
れ
か
ら
の
教
育

の
考
慮
に
資
す
る
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指

導
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
も
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。「
昭

和
二
十
三
年
要
領
」
で
は
、「
古
典
を
分
か
り
や
す

く
書
き
換
え
た
文
章
、
や
さ
し
い
翻
訳
作
品
な
ど
を

用
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。」「
古
典
に
関
心
を
も
た

せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
、
翻
訳
作
品
、
格
言
、
故

事
や
成
語
、
短
く
て
や
さ
し
い
文
語
文
な
ど
を
用
い

る
こ
と
を
考
慮
す
る
。」
と
い
っ
た
文
言
が
記
さ
れ

て
い
る
。「
昭
和
五
十
二
年
要
領
」は
、「
Ａ
表
現
」「
Ｂ

理
解
」「
言
語
事
項
」
と
し
て
国
語
科
の
学
習
構
成

が
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
古
典
に
対
す
る
関
心

を
深
め
、
古
文
と
漢
文
を
理
解
す
る
基
礎
を
養
う
よ

う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
教
材
と
し
て
は
、
古
典
に
関

心
を
も
た
せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
、
短
く
て
や
さ

し
い
文
語
文
や
格
言
、
故
事
や
成
語
、
親
し
み
や
す

い
古
典
の
文
章
な
ど
を
適
宜
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。」
と
あ
る
。「
表
現
」
と
「
理
解
」
を
下
支
え
す

る
も
の
と
し
て
の
「
言
語
事
項
」
と
い
う
学
習
構
造

を
念
頭
に
置
け
ば
、「
表
現
」「
理
解
」
の
諸
側
面
に

関
わ
っ
て
こ
の
内
容
は
適
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
〈
各
学
習
側
面
に
お
い
て

古
典
を
扱
う
〉
と
い
う
視
界
が
、
こ
の
時
に
示
さ
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二　

�「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
わ
る

実
践
的
課
題

　

古
典
教
育
の
意
義
や
時
代
的
な
考
察
に
つ
い
て

は
、こ
れ
ま
で
に
も
貴
重
な
言
説
が
著
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
時
枝
誠
記
は
、「
日
本
の
敗
戦
が
、
わ
が
国

特
有
の
伝
統
と
精
神
と
を
賭
け
た
と
こ
ろ
に
導
か
れ

た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
事
実
に
対
す

る
正
し
い
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

少
し
く
古
典
に
親
し
ん
だ
も
の
に
と
つ
て
は
、到
底
、

考
へ
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
戦
時
中
、
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多
く
の
古
典
が
、
抹
殺
の
憂
き
目
に
あ
つ
た
こ
と
に

よ
つ
て
も
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ

る
。」
と
看
破
し
た
上
で
「
古
典
の
中
に
現
代
的
意

義
を
探
索
し
、
或
は
現
代
に
通
ず
る
も
の
を
持
つ
と

考
へ
ら
れ
る
古
典
を
選
り
出
し
て
、
古
典
に
対
す
る

汚
名
を
す
ゝ
が
う
と
い
ふ
試
み
」
を
、「
こ
の
や
う

な
古
典
に
対
す
る
態
度
、
時
勢
の
動
向
に
対
し
て
、

古
典
を
利
用
す
る
と
い
ふ
根
本
的
態
度
は
、
戦
時
中

の
そ
れ
と
少
し
も
異
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。」

と
し
て
批
判
す
る
。さ
ら
に
、「
古
典
教
育
に
つ
い
て
、

現
代
的
意
義
と
い
ふ
こ
と
が
、
や
か
ま
し
く
云
は
れ

る
の
は
、
一
つ
に
は
、
今
日
の
人
々
が
、
現
代
と
い

ふ
も
の
に
過
大
の
評
価
を
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
来
る

こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
嘗
て
は
、
古
代
だ
け
が
理

想
で
あ
つ
て
、
現
代
は
、
堕
落
し
た
時
代
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
逆
に
、
す
べ
て
を
現

代
を
も
つ
て
律
し
よ
う
と
す
る
。
現
代
に
合
致
し
な

い
も
の
は
、
無
価
値
な
も
の
と
考
へ
た
が
る
。
し
か

し
、
古
典
の
中
に
、
今
日
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

つ
た
や
う
な
物
の
感
じ
方
、
考
へ
方
と
い
ふ
も
の
を

見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

新
し
い
世
界
の
発
見
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
在
」
に
お
い
て
、
古
典
を
継
承

し
、
そ
の
学
習
意
義
を
検
討
し
つ
つ
、
学
習
活
動
を

組
ん
で
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
時
枝
は
論

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
注
２
）

　

漢
文
教
育
に
つ
い
て
は
、
古
典
の
教
材
化
に
向
け

て
の
貴
重
な
指
摘
が
、
加
持
伸
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
。「
漢
文
を
学
習
す
る
前
に
学
習
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
文
体
、
あ

る
い
は
漢
文
脈
の
文
章
の
学
習
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
法
律
（
刑
法
・
民
法
な
ど
）

の
文
章
、
い
や
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
明
治
の
文
学
作
品
に
、
漢
文
体
・
漢
文
脈
の

も
の
は
や
ま
ほ
ど
あ
る
。
…
…
こ
う
し
た
漢
文
体
・

漢
文
脈
の
文
章
に
慣
れ
て
は
じ
め
て
漢
文
の
お
も
し

ろ
さ
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
法
的
な

こ
と
、解
釈
文
法
的
な
こ
と
は
、そ
う
し
た
漢
文
体
・

漢
文
脈
の
文
章
を
読
む
と
き
に
学
習
し
終
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
、
い
ざ
漢
文
を
読
む
と
き
、
生
徒
は

解
釈
文
法
的
な
こ
と
で
い
や
に
な
ら
な
く
な
る
。」

（
注
３
）　

　

小
中
高
と
漢
文
を
学
習
の
材
と
し
て
開
発
し
、
位

置
づ
け
て
い
く
必
要
の
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
大
変

参
考
に
な
る
文
章
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
紙
幅
の
理
由
で
、
こ
れ
以
上
多
方
面
に

わ
た
る
文
献
の
参
照
へ
と
筆
を
進
め
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
戦
後
の
学
習
指
導
要
領
と
合
わ
せ
、
先
達
が

積
み
上
げ
て
こ
ら
れ
た
知
見
か
ら
学
び
つ
つ
、
こ
れ

か
ら
の
中
学
校
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関

わ
る
実
践
的
課
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、「
古
典
を
基
に
、

生
徒
自
ら
の
多
様
な
学
び
、
楽
し
み
、
考
察
に
つ
な

が
る
教
材
化
を
図
る
」
と
い
っ
た
方
向
性
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、「
話
の
お
も
し
ろ
さ
や
時
代
背

景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
興
味
な
ど
か

ら
、
様
々
な
教
材
を
提
示
す
る
」、「
音
読
や
朗
読
、

朗
唱
と
い
っ
た
様
々
な
読
み
方
で
、
意
味
に
は
直
接

触
れ
な
い
読
み
の
楽
し
み
方
を
知
る
」、「
国
語
辞
典

や
漢
和
辞
典
を
使
っ
て
、
自
分
か
ら
古
典
の
文
章
に

当
た
る
」、「
現
代
の
文
章
と
同
じ
所
や
違
う
所
を
自

分
で
見
つ
け
て
い
く
」、「
自
分
に
引
き
つ
け
た
り
現

代
に
引
き
比
べ
た
り
で
き
る
よ
う
な
読
み
物
か
ら
、

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
考
え
方
を
広
げ
る
」、「
古

典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
分
な
り
に
考
え
て
み

る
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
課
題

意
識
に
基
づ
い
て
行
っ
た
授
業
実
践
の
一
部
を
、
次

に
紹
介
し
て
み
た
い
。

三　

古
典
で
学
ぶ
国
語

（
１
）
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
国
語
の
力

　

教
材
化
の
視
点
を
〈
古
典
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

国
語
の
力
を
高
め
る
こ
と
〉
に
お
き
、
中
学
一
年
の

授
業
実
践
に
当
た
っ
た
。
古
典
を
特
別
な
も
の
と
し

て
見
る
の
で
は
な
く
「
先
人
の
記
し
て
き
た
言
語
文

化
を
今
に
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
高
め
る
こ
と
の
で

き
る
国
語
の
力
が
あ
る
」
と
意
識
さ
せ
た
い
か
ら
で

あ
る
。「
段
階
を
踏
ん
だ
学
習
に
よ
っ
て
、
少
量
の

古
典
文
章
を
確
実
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
を

目
指
す
の
で
は
な
く
、「
古
典
を
学
ぶ
た
め
の
様
々

な
方
法
を
知
り
、
そ
れ
を
用
い
て
、
身
の
回
り
で
出
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会
う
こ
と
の
で
き
る
〈
古
典
的
な
も
の
〉
に
自
分
を

開
き
、関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
姿
勢
」
を
養
い
た
い
。

古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
「
身
に
つ
け
ら
れ
る
国

語
の
力
」
と
し
て
捉
え
、
国
語
学
習
の
一
環
と
し
て

他
の
国
語
学
習
と
の
関
連
を
持
た
せ
な
が
ら
、
生
徒

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え

た
。

（
２
）
授
業
に
お
け
る
指
導
の
工
夫

　

前
記
を
受
け
、
以
下
の
点
を
工
夫
点
と
し
て
念
頭

に
置
き
、
授
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

・�

辞
書
（
国
語
辞
典
や
漢
和
辞
典
）
な
ど
を
用
い
て
、

古
典
的
な
文
章
（
校
歌
な
ど
）
を
読
ん
で
み
る
。

・�

古
典
の
文
章
と
現
代
の
文
章
と
の
違
い
を
挙
げ
さ

せ
、
そ
の
違
い
か
ら
考
え
る
。

・�

Ｖ
Ｔ
Ｒ
や
朗
読
、
朗
詠
な
ど
に
よ
っ
て
古
典
の
世

界
に
触
れ
さ
せ
、
古
典
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
作

る
。

・�

古
典
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
継
続
的
な
時
間
を

作
る
（
帯
単
元
と
し
て
古
典
に
触
れ
る
・
物
語
や

草
紙
に
丸
ご
と
触
れ
さ
せ
る
・
暗
唱
課
題
と
し
て

設
定
す
る
）。

・�

国
語
で
古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
ら
考
え
さ

せ
、
こ
れ
か
ら
の
古
典
（
国
語
）
学
習
の
視
点
に

据
え
る
。
ふ
だ
ん
の
国
語
の
学
習
と
の
関
連
性
と

そ
の
距
離
感
の
中
で
、〈
古
典
に
つ
な
が
っ
て
い

け
る
器
量
〉
を
育
成
し
、〈
言
語
生
活
の
中
で
の

古
典
に
関
わ
る
領
域
〉を
生
徒
の
中
に
醸
成
す
る
。

（
３
）
授
業
の
実
際

①
古
典
的
な
文
章
を
読
む

　

身
の
ま
わ
り
に
あ
る
古
典
的
な
文
章
と
し
て
、「
校

歌
」
を
読
む
こ
と
か
ら
学
習
を
始
め
た
。
本
校
の
校

歌
は
一
九
〇
二
年
に
作
ら
れ
た
「
春
湯
陵
の
花
の
陰

　

秋
銘
茗
渓
の
月
の
下
」
で
始
ま
る
、
四
番
に
わ
た

る
名
詩
で
あ
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
身
近
に
あ
り
な

が
ら
そ
の
内
容
は
決
し
て
易
し
い
も
の
で
は
な
く
、

古
語
的
な
言
い
ま
わ
し
や
歴
史
・
文
学
へ
の
つ
な
が

り
な
ど
多
く
の
古
典
的
内
容
を
含
む
文
章
で
あ
る
。

こ
れ
を
繰
り
返
し
読
み
、
現
代
の
言
葉
と
の
違
い
を

探
し
、
辞
書
を
使
っ
て
そ
の
意
味
を
捉
え
、
歌
の
解

説
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
を
深
め
、
暗
唱
し
、
声
に

出
し
て
歌
う
、
と
い
う
流
れ
で
学
習
を
構
成
し
て

い
っ
た
。

　

こ
の
教
材
化
の
意
図
に
沿
っ
て
は
、
他
に
も
「
生

徒
手
帳
」「
憲
法
前
文
」
と
い
っ
た
法
に
関
わ
る
文

章
な
ど
、
こ
の
種
の
学
習
を
成
立
さ
せ
る
貴
重
な
素

材
的
価
値
を
持
つ
教
材
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

紙
幅
の
都
合
で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、『
今
昔
物

語
集
』
の
中
の
「
馬
盗
人
」
の
学
習
も
行
っ
た
。
こ

の
文
章
は
昭
和
四
十
年
代
に
は
教
科
書
に
も
盛
ん
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
現
代
語
訳
で
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
か
な
り
古
典

的
な
言
葉
、
生
徒
に
と
っ
て
「
古
語
と
現
代
語
の
間

に
あ
る
よ
う
な
語
」
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た

語
の
辞
書
引
き
か
ら
入
り
、
現
代
語
訳
の
仕
方
を
比

較
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
古
語
に
つ
な

が
っ
て
い
く
感
覚
、
古
い
言
葉
を
も
と
に
し
て
思
考

す
る
経
験
と
い
っ
た
も
の
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
別
の
訳
文
を
比
較

す
る
こ
と
か
ら
、「
古
語
的
な
言
葉
」
を
巡
っ
て
文

章
を
た
ど
り
、
内
容
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め
る
学

習
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
既
に
、「
古
典
的
な
言
葉
」

は
、
生
徒
に
と
っ
て
考
え
る
基
点
と
し
て
、
そ
の
意

味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
百
人
一
首
の
学
習

　

カ
ル
タ
取
り
も
含
め
、
小
学
校
や
家
庭
生
活
の
中

で
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
触
れ
て
い
る
生
徒
は
多
く

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
学
習
材
料
と
し
、
帯
単

元
の
形
で
学
習
を
進
め
た
。
音
読
か
ら
入
る
が
、
ま

ず
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
短
い
区
切
り
方
で
読
み
、

次
に
、
上
の
句
・
下
の
句
の
単
位
で
、
さ
ら
に
は
一

首
全
体
と
い
う
よ
う
に
、「
一
度
に
音
と
し
て
認
識

し
て
再
現
で
き
る
単
位
」
を
徐
々
に
大
き
く
し
な
が

ら
、「
指
導
者
（
慣
れ
て
く
れ
ば
、
あ
る
生
徒
）
→

生
徒
全
体
」
の
お
う
む
返
し
の
形
で
、
繰
り
返
し
声

を
出
し
て
読
ま
せ
た
。

　

次
い
で
ビ
デ
オ
教
材
を
用
い
て
、
音
読
練
習
し
た

歌
を
関
連
映
像
で
観
て
、
朗
読
を
聴
き
な
が
ら
、
和

歌
と
い
う
文
芸
を
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
つ
な
げ
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
際
、
指
導
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
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歌
に
ま
つ
わ
る
解
説
を
行
っ
た
り
、
生
徒
に
イ
メ
ー

ジ
・
歌
意
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
な
が
ら
、
上
の
句
・

下
の
句
に
分
け
て
筆
写
す
る
と
い
う
学
習
も
行
っ

た
。

　

最
後
に
は
「
ま
と
め
読
み
」
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、

「
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
内
容
を
で
き
る
だ
け
自
分

の
発
す
る
声
に
込
め
て
、
音
読
し
よ
う
」
と
い
う
読

み
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
音
読
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
読

み
方
と
の
違
い
が
生
徒
側
に
現
れ
て
い
た
。
指
示
は

さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
生
徒
は
速
度
を
落
と
し
て
読

ん
だ
の
で
あ
る
。
歌
を
読
み
慣
れ
、
暗
唱
を
目
指
す

段
階
で
は
、
早
口
だ
っ
た
り
、
ま
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

読
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
種
の
学
習
の
活
力
に
し
て

い
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
「
調
べ
」
を
持
っ
て
ゆ
っ

く
り
と
し
た
読
み
方
が
な
さ
れ
る
「
歌
の
詠
み
」
に
、

自
ず
と
接
近
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
流
し
、
そ
の
中
で
短
い
文
言
に
込
め
ら

れ
た
思
い
や
情
景
を
浮
か
べ
る
…
…
。
そ
う
い
う
学

習
の
時
間
を
持
つ
こ
と
も
、
今
、
大
切
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四　

伝
統
的
な
文
化
を
大
切
に
す
る
と
は

　

最
後
に
、広
く
「
伝
統
的
な
文
化
を
大
切
に
す
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
考
え
て
み
る
。
先
日
あ

る
テ
レ
ビ
番
組
で
、
著
名
な
歌
舞
伎
役
者
さ
ん
が
、

卒
業
し
た
母
校
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
な
が

ら
、
楽
し
そ
う
に
高
校
生
活
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ら

し
た
。
そ
こ
に
は
氏
が
過
ご
し
た
（
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
破
天
荒
な
？
）
学
校
生
活
へ
の
愛
着
、
誇
り
の

よ
う
な
も
の
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ

た
。

　

今
、
目
の
前
に
い
る
在
校
の
生
徒
、
そ
し
て
私
た

ち
教
員
は
、
こ
の
学
校
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
拠
り
所

を
持
ち
、
こ
の
学
校
を
離
れ
た
後
も
な
お
ど
ん
な
こ

と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の

「
成
績
」
や
「
進
路
」
の
宣
伝
、時
に
は
喧
伝
に
よ
っ

て
評
判
に
な
っ
た
と
見
え
る
そ
の
学
校
の
姿
を
、
そ

う
い
う
も
の
と
感
じ
、
再
び
愛
着
を
持
っ
て
、
帰
る

こ
と
の
で
き
る
母
校
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。む
し
ろ
、

自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
「
文
化
」、
そ
れ
を
残
し
て

き
た
と
い
う
自
負
が
、
卒
業
後
、
ま
た
異
動
後
何
年

経
っ
て
も
、
懐
か
し
く
そ
の
学
校
を
思
い
出
す
際
の

核
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
「
文
化
」
を
、
私
た
ち
教
員
は
本
当
に
生
徒
と
つ

く
り
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
、
現
在
勤
務
す
る

学
校
の
文
化
と
言
え
る
も
の
は
何
な
の
か
。
ま
ず
は

自
分
の
学
校
を
大
切
に
で
き
る
こ
と
が
、
日
本
の
伝

統
文
化
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
素
地
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
を
考
え

る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ

た
次
第
で
あ
る
。

注
１　

�

こ
の
詳
細
や
、
本
稿
で
十
分
に
取
り
扱
え
て

い
な
い
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考

に
さ
れ
た
い
。「
国
語
科
に
お
け
る
小
中
高

一
貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
〜
古
典

分
野
を
例
に
し
て
〜
」
筑
波
大
学
附
属
中
学

校
国
語
科
（
二
〇
〇
八
）『
筑
波
大
学
附
属

中
学
校
「
研
究
紀
要
」
第
60
号
』
所
収

注
２　

�

時
枝
誠
記
（
一
九
五
六
）「
国
語
教
育
に
お

け
る
古
典
教
材
の
意
義
に
つ
い
て
」
東
京
大

学
国
語
国
文
学
会
編
『
国
語
と
国
文
学
』

V
o
l
．
33　

N
o
．
4　

至
文
堂

注
３　

�

加
地
伸
行
（
一
九
八
七
）「「
漢
文
な
ん
て
型

だ
け
」
か
」『
月
刊
国
語
教
育
』
N
o
．
71
』

所
収　

東
京
法
令
出
版

い
い
だ　

か
ず
あ
き 

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
。
教
育
の

歴
史
に
学
び
な
が
ら
、「
教
材
化
」
を
キ
ー
概
念
に
し
た
国
語

科
授
業
実
践
開
発
、
理
論
的
な
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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一　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
中
学
校
で
は
、
俳
句
を
「
読
む
こ
と
」

の
学
習
に
お
け
る
韻
文
学
習
の
一
つ
と
し
て
、
詩
や

短
歌
と
と
も
に
位
置
付
け
て
き
た
。
今
回
、
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
、小
学
校
三
・
四
年
生
の
「
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
、「
易
し
い

文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮

か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗

唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
」
が
指
導
事
項
と
し
て
示
さ

れ
た
。

　

そ
こ
で
、
中
学
校
に
お
け
る
俳
句
学
習
を
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
、「
俳
句
を
読
み
味
わ
う
」
こ
と
に

終
始
す
る
の
で
な
く
、
第
二
学
年
の
「
書
く
こ
と
」

の
言
語
活
動
例
に
あ
る
「
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
て

詩
歌
を
つ
く
る
」活
動
や
第
三
学
年
の「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に
あ
る
「
相
手
を
説
得

す
る
た
め
に
意
見
を
述
べ
合
う
」
活
動
と
関
連
付
け

た
指
導
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。

二　

な
ぜ
「
俳
句
」
な
の
か

　

本
単
元
「
言
葉
を
磨
く
」
は
、
略
語
や
短
文
で
会

話
を
し
が
ち
な
子
ど
も
た
ち
の
語
彙
力
や
言
語
感

覚
、
討
議
力
を
高
め
る
目
的
で
設
定
し
た
。
吟
味
に

吟
味
を
重
ね
た
十
七
文
字
の
中
に
凝
縮
さ
れ
た
作
者

の
思
い
に
触
れ
、
感
動
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
言
葉
が
磨
か
れ
て
い
く
と
考
え
て
の

こ
と
で
あ
る
。

三　

主
な
学
習
活
動
と
ね
ら
い

主
な
学
習
活

活
動
の
主
な
ね
ら
い

時
間

　

教
科
書
教
材「
俳

句
の
世
界
」
を
読

み
味
わ
う
。

　

俳
句
が
描
き
出
す
世
界
を
味

わ
わ
せ
、
も
の
の
見
方
や
考
え

方
を
広
げ
さ
せ
る
。

3

　

語
句
を
選
び
組

み
合
わ
せ
を
工
夫

し
て
俳
句
を
創
る
。 　

語
句
の
選
び
方
や
組
み
合
わ

せ
方
を
工
夫
し
な
が
ら
俳
句
を

創
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語

彙
力
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
。

2

　
「
句
会
」を
行
い
、

俳
句
を
鑑
賞
す
る
。　

そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
の
よ
さ
に

つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
な

が
ら
討
議
を
さ
せ
る
。

1

四　

句
会
で
討
議
力
を
高
め
る

　
「
俳
句
の
世
界
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
俳

句
を
創
作
さ
せ
た
後
、
句
会
を
開
い
た
。
こ
こ
で
は

俳
句
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
ね
ら
い
と
と
も
に
、
討
議

力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
授
業
を
創
造
し
た
。

　

主
な
学
習
活
動
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①�　

モ
デ
ル
の
俳
句
を
参
考
に
、
よ
り
よ
い
俳
句
の
選
び

方
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

②　

本
時
の
学
習
目
標
と
学
習
の
進
め
方
を
確
認
す
る
。

③�　

語
句
の
組
み
合
わ
せ
が
最
も
適
し
て
い
る
と
思
う
俳

句
を
選
び
、
投
票
す
る
。

④�　

同
じ
俳
句
を
選
ん
だ
者
同
士
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

り
、
俳
句
の
良
さ
を
ま
と
め
、
他
の
グ
ル
ー
プ
を
納
得

さ
せ
る
た
め
の
作
戦
を
練
る
。

⑤�　

自
分
た
ち
が
選
ん
だ
俳
句
の
良
さ
を
、
他
の
グ
ル
ー

プ
に
説
明
し
、
そ
の
良
さ
を
納
得
さ
せ
る
。

⑥　

説
明
を
聞
き
な
が
ら
質
問
や
意
見
交
換
を
す
る
。

⑦　

改
め
て
俳
句
を
選
び
直
し
、
投
票
す
る
。

⑧　

考
え
が
変
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

⑨�　

最
終
的
に
一
席
に
な
っ
た
俳
句
を
発
表
し
、
作
者
の

思
い
を
聞
く
。

　

討
議
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
考
え
や
意

見
と
そ
の
根
拠
を
明
確
に
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、以
下
の
よ
う
な
場
を
設
定
し
た
。

○　

俳
句
を
一
句
選
ぶ
と
い
う
自
己
決
定
の
場

○�　

自
分
た
ち
が
選
ん
だ
俳
句
に
票
が
集
ま
る
よ
う
に
、
他

者
を
説
得
す
る
た
め
の
根
拠
や
訴
え
方
を
工
夫
す
る
場

○　

相
手
を
説
得
す
る
場

○�　

自
分
と
他
者
の
考
え
を
比
較
し
た
上
で
、
よ
り
よ
い

考
え
を
選
択
す
る
場

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」　

中
学
校
で
の
実
践
例

　

〜
討
議
力
を
高
め
る
句
会
の
実
践
〜

鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
　
　

林　

涼
子
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五　

授
業
の
ポ
イ
ン
ト

　

授
業
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

①�　

自
分
の
考
え
や
意
見
を
明
確
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
子
ど
も
を
追
い

込
む
。

　

人
任
せ
で
な
く
、
自
分
で
意
思
決
定
を
し
な
け
れ

ば
、
投
票
は
で
き
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
俳
句
を
比
較
・
吟
味
し
、
わ
ず
か
十
七
文
字
の

中
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の
良
さ
や
そ
の
根
拠
を
探

り
出
そ
う
と
四
苦
八
苦
す
る
。
そ
れ
を
一
人
で
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
必
然
的
に
「
本
気
」
で

取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。

②�　
「
自
分
が
選
ん
だ
俳
句
が
一
席
に
な
る
よ

う
に
、
票
集
め
を
す
る
」
と
い
う
、
ゲ
ー
ム

に
近
い
感
覚
を
味
わ
わ
せ
な
が
ら
、
相
手
を

説
得
し
た
り
納
得
さ
せ
た
り
す
る
活
動
を
行

わ
せ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
同
じ
俳
句
を
選
ん
だ
者
同
士
で
グ

ル
ー
プ
を
つ
く
ら
せ
、協
同
で
説
得
す
る
た
め
の「
作

戦
」
を
練
ら
せ
る
。
俳
句
の
良
さ
や
そ
の
根
拠
を
他

者
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
他
者
の
考
え
を
変
え
る
た
め
の

作
戦
を
練
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
討
議
を
活
性
化
さ
せ

る
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
た
り

深
め
た
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

③�　

説
明
を
聞
き
な
が
ら
質
問
や
意
見
交
換
を

す
る
場
や
役
割
を
設
定
す
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
相
手
の
説
明
を
聞
い
て
納
得
す

る
こ
と
が
多
く
、
質
問
し
た
り
、
相
手
の
弱
点
を
指

摘
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、話
し
合
い
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、各
グ
ル
ー

プ
で
、
進
行
係
、
発
表
係
、
質
問
に
答
え
る
係
、
他

の
グ
ル
ー
プ
に
質
問
を
す
る
係
を
決
め
さ
せ
、
各
自

の
役
割
を
明
確
に
さ
せ
て
お
く
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
実
際
に
相
手
を
説
得
し
た
り
、

相
手
か
ら
の
質
問
に
答
え
た
り
す
る
過
程
で
、
討
議

の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

④
俳
句
を
再
度
選
び
直
し
、
再
投
票
さ
せ
る
。

　

他
者
の
意
見
や
考
え
を
聞
い
て
自
分
の
考
え
が
変

わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
が
広
が
っ
た
り
深
ま
っ

た
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
再
投
票
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

他
に
、
投
票
用
紙
を
工
夫
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ

る
。
自
分
が
良
い
と
思
っ
た
俳
句
番
号
を
書
か
せ
る

だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
良
い
と
思
っ
た
の
か
、
そ
の
根

拠
ま
で
書
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。

　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
メ
モ
す

る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
準
備
し
て
お
く
。

　

句
会
で
は
、
四
十
人
が
創
っ
た
俳
句
の
中
か
ら
教

師
が
六
句
に
絞
っ
て
無
記
名
で
提
示
し
た
。
あ
る
程

度
完
成
度
の
高
い
俳
句
を
比
較
す
る
こ
と
が
討
議
を

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
の
こ
と

で
あ
る
。
時
間
的
に
も
六
句
が
適
切
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
投
票
に
当
た
っ
て
は
、
各
俳
句
の
下
に
ネ
ー

ム
カ
ー
ド
を
は
ら
せ
、
そ
の
カ
ー
ド
を
も
と
に
、
グ

ル
ー
プ
編
成
を
行
っ
た
。

六　

お
わ
り
に

　

俳
句
は
、
今
や
英
訳
さ
れ
た
り
英
語
で
創
ら
れ
た

り
す
る
ほ
ど
国
際
的
に
な
っ
て
き
た
。
短
詩
型
の
文

学
と
し
て
日
本
が
誇
る
俳
句
を
、
子
ど
も
た
ち
に
も

今
ま
で
以
上
に
親
し
ま
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

本
実
践
は
、
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語

文
化
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
力

ま
ず
に
討
議
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
、
効
果
的
な
指
導
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

は
や
し　

り
ょ
う
こ 

平
成
十
五
年
度
よ
り
本
校
に
勤
務
。「
豊

か
な
言
語
生
活
を
営
む
生
徒
の
育
成
」と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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一
　
は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
、
言
語
の
力
を
育
て
る

こ
と
が
さ
ら
に
国
語
科
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
平
成

二
十
三
年
度
よ
り
新
し
い
教
科
書
に
よ
る
授
業
も
始

ま
る
。
優
れ
た
文
章
を
声
に
出
し
て
読
ん
だ
り
、
言

葉
を
選
ん
で
書
い
た
り
す
る
な
ど
言
語
活
動
の
充
実

を
図
り
た
い
。
あ
ら
ゆ
る
学
習
の
基
礎
と
な
る
語
句

や
語
彙
を
広
げ
、
他
教
科
や
日
常
生
活
で
使
う
こ
と

で
言
語
感
覚
を
磨
い
て
い
く
。
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
も
積
極
的
に
触
れ
さ
せ
た
い
。

二
　「
わ
た
し
の
つ
ぶ
つ
ぶ
う
た
」を
作
ろ
う

�

（
中
学
年
）

　

ま
ど
み
ち
お
さ
ん
の
詩
集
「
つ
ぶ
つ
ぶ
う
た
」
や

「
も
の
い
ろ
い
ろ
」
を
読
み
、
短
い
詩
を
味
わ
う
。

　

つ
ぶ
や
き
か
ら
詩
が
で
き
る
こ
と
に
子
供
た
ち
は

驚
く
。「
こ
ん
な
に
短
い
詩
な
ら
書
け
そ
う
。」
と
子

供
た
ち
は
や
る
気
満
々
。
様
子
や
気
持
ち
に
合
っ
た

言
葉
を
選
び
な
が
ら
、
詩
を
作
っ
て
い
く
。

〈
作
品
例
〉

　

ぞ
う

　

て

　

じ
し
ゃ
く

ど
う
ぶ
つ
え
ん
の

　
　

お
お
き
な　

じ
ょ
う
ろ

「
て
」
の
じ
が
あ
っ
て

　
　
　
　

お
も
し
ろ
い
な

と
っ
て
も　

な
か
よ
し

「
あ
そ
び
た
い
」

た
ま
に
は　

け
ん
か

「
ご
め
ん
な
さ
い
」

　

子
供
た
ち
は
、
言
葉
遊
び
を
し
な
が
ら
、
い
つ
の

間
に
か
詩
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
満
足
そ
う
で
あ
る
。

詩
は
凝
縮
し
た
表
現
で
あ
る
。
想
像
力
を
働
か
せ
、

言
葉
を
選
ぶ
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
表
現
さ
せ
た
い
。

三
　
俳
句
を
つ
く
ろ
う�
（
中
〜
高
学
年
）

　

地
域
の
俳
人
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
に
招
い

て
、
俳
句
作
り
を
行
っ
た
。

　
「
俳
句
は
ね　

五
七
五
で　

季
語
一
つ
」
を
合
言

葉
に
子
供
た
ち
は
短
冊
に
向
か
う
。

・
人
や
草
花
、
鳥
や
虫
に
目
を
向
け
、
観
察
し
よ
う
。

・
毎
日
歩
い
て
い
る
道
端
の
不
思
議
を
見
つ
け
よ
う
。

・
命
の
尊
さ
、
生
き
て
い
る
喜
び
を
感
じ
よ
う
。

・
日
本
の
四
季
の
美
し
さ
を
感
じ
よ
う
。

　

世
界
で
一
番
短
い
詩
を
書
く
た
め
に
は
、
自
分
の

感
動
を
ど
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
、
選
ぶ
力

を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

俳
句
を
作
る
前
に
親
し
み
や
す
い
作
者
の
句
を
選

び
、
音
読
や
暗
唱
を
さ
せ
る
。
俳
句
の
リ
ズ
ム
や
文

語
調
の
響
き
に
慣
れ
た
り
味
わ
わ
せ
た
り
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

　

子
規
庵
が
あ
る
本
区
で
は
、
台
東
区
俳
句
人
連
盟

主
催
の
俳
句
大
会
が
あ
り
、
全
学
年
が
応
募
し
て
い

る
。
特
選
に
選
ば
れ
た
句
で
あ
る
。

イ
ナ
ズ
マ
の
速
さ
の
シ
ュ
ー
ト
打
ち
た
い
な�

（
三
年
生
）

か
き
ご
お
り
す
ず
し
く
な
る
よ
う
ま
い
エ
コ�

（
四
年
生
）

清
流
に
親
子
三
代
鮎
釣
り
に�

（
六
年
生
）

赤
い
か
さ
梅
雨
を
は
じ
い
て
唄
い
出
す�

（
六
年
生
）

こ
と
ば
を
選
ん
で
　
こ
と
ば
を
楽
し
ん
で

〜
美
し
い
日
本
語
が
あ
ふ
れ
る
学
校
に
〜

台
東
区
立
谷
中
小
学
校 

神
田　

し
げ
み
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し
て
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
し
た
。
高
学
年
に
な

る
と
歴
史
に
も
興

味
を
も
つ
の
で
、

事
前
に
図
書
館
で

調
べ
さ
せ
る
と
よ

い
。
琵
琶
を
弾
い

た
り
、
当
時
の
暮

ら
し
や
人
々
の
も

の
の
考
え
方
に
も

触
れ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

２　

落
語
教
室�

（
四
年
）

　

毎
年
、
落
語
家
を
呼
ん
で
い
る
。
全
学
年
が
落
語

を
聞
き
、
日
本
の
笑
い
を
楽
し
む
。
落
語
の
リ
ズ
ム

を
味
わ
い
、
オ
チ
の
あ
る
展
開
の
お
も
し
ろ
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。

　

四
年
生
は
、
国
語
科
の
授
業
の
一
貫
と
し
て
、
落

語
家
か
ら
直
接
話
し
方
や
間
の
取
り
方
の
指
導
を
受

け
た
り
、
小
道
具
の
使
い
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り

し
た
。
手
ぬ
ぐ
い
と
扇
子
で
手
紙
を
書
い
た
り
、
そ

ば
を
す
す
っ
た
り
し
て
み
た
。
そ
の
後
、
子
供
た
ち

も
簡
単
な
落
語
を
演
じ
て
楽
し
ん
だ
。

３　

民
話
や
昔
話
を
読
も
う�

（
低
学
年
）

　

朝
学
習
の
時
間
に
、
週
一
回
、
保
護
者
や
地
域
の

方
が
子
供
た
ち
に
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
て
い
る
。

　

子
供
た
ち
は
、
民
話
や
昔
話
が
好
き
で
、
覚
え
た

繰
り
返
し
の
言
葉
を
声
に
出
し
、
楽
し
ん
で
い
る
。

四
　
リ
ズ
ム
を
楽
し
ん
で
音
読
し
よ
う

�

（
全
学
年
）

　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
低
学
年
か
ら
親
し
め
る
よ

う
に
し
て
い
る
。

　

○�

全
校
朝
会
の
校
長
講
話
の
中
で
短
い
漢
詩
や
古

文
を
紹
介
す
る
。

　

○
全
学
級
に
暗
唱
用
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
。

　

○
休
み
時
間
に
、
校
長
室
で
検
定
を
行
う
。

　

○
す
ら
す
ら
言
え
た
ら
、
合
格
証
を
発
行
す
る
。

〈
取
組
例
〉

　
「
枕
草
子
」

　
「
漢
詩
」

　
「
竹
取
物
語
」

　
「
徒
然
草
」

　
「
平
家
物
語
」

　
「
論
語
」

　
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」

　

繰
り
返
し
音
読
す
る
こ
と
で
日
本
語
の
美
し
い
響

き
を
味
わ
わ
せ
る
。各
教
室
の
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し
、

い
つ
で
も
目
に
触
れ
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。

五
　
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
を
招
い
て

１　

平
家
物
語�

（
高
学
年
）

　

専
門
家
を
呼
ん
で
、「
平
家
物
語
」の
話
を
伺
っ
た
。

講
師
に
よ
る
朗
読
や
琵
琶
の
演
奏
に
は
興
味
深
く
聞

き
入
っ
て
い
た
。
和
漢
混
淆
文
の
リ
ズ
ム
を
声
に
出

六
　
お
わ
り
に

　

豊
か
な
言
語
能
力
を
育
て
る
学
習
環
境
づ
く
り
が

大
切
で
あ
る
。
取
り
上
げ
た
の
は
一
例
で
あ
る
が
、

学
校
生
活
の
す
べ
て
が
言
語
生
活
で
あ
り
、
国
語
科

の
授
業
は
も
ち
ろ
ん
、
他
教
科
に
お
い
て
も
言
語
の

力
を
意
図
的
に
育
て
る
場
と
し
た
い
。

　

国
語
科
で
は
、
相
手
や
場
に
応
じ
た
話
し
方
や
書

き
方
が
で
き
る
こ
と
な
ど
基
本
的
な
言
語
の
力
を
付

け
る
学
習
を
徹
底
し
、
招
待
状
や
礼
状
の
書
き
方
、

司
会
の
仕
方
な
ど
も
丁
寧
に
教
え
て
い
る
。
本
校
で

は
、
各
学
年
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
話
し
方
の
例
が

掲
示
さ
れ
て
お
り
、
活
用
し
て
い
る
。

　

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
生
か
し
、
各
学
年
の
コ
ー

ナ
ー
に
は
、
話
し
合
い
や
調
べ
学
習
の
場
、
読
書
の

場
を
設
け
て
い
る
。
教
室
の
壁
や
廊
下
の
掲
示
に
も

美
し
い
日
本
語
が
あ
ふ

れ
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
る
。
今
後
も
、
学
校

全
体
で
言
語
の
力
を
育

て
る
と
い
う
ね
ら
い
に

沿
っ
た
取
組
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。

か
ん
だ　

し
げ
み 

台
東
区
立
谷
中
小
学
校
校
長
。
台
東
区
教

育
研
究
会
国
語
部
長
。
東
京
都
小
学
校
国
語
研
究
会
作
文
部
所

属
。
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一
　
は
じ
め
に

　

話
し
合
い
活
動
の
よ
さ
は
、
今
ま
で
気
づ
か
な

か
っ
た
見
方
に
気
づ
い
た
り
、
自
分
の
考
え
を
広
げ

た
り
深
め
た
り
し
な
が
ら
、
自
己
充
実
を
図
る
こ
と

に
あ
る
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
価
値
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
話
し
合

い
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
話
題
を
精
選
す
る
と
と

も
に
、
話
し
合
い
そ
の
も
の
を
展
開
さ
せ
る
能
力
と

し
て
「
筋
道
立
て
て
考
え
る
力
」
を
育
成
す
る
必
要

が
あ
る
。
中
学
年
に
お
け
る
「
筋
道
立
て
て
考
え
る

力
」
と
は
何
か
、
私
は
次
の
二
つ
の
力
で
あ
る
と
仮

定
し
実
践
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

①�　

互
い
の
意
見
を
分
類
整
理
し
な
が
ら
話

し
合
う
力

②�　

話
し
合
い
の
経
過
を
客
観
的
に
と
ら
え
、

方
向
性
を
見
通
し
な
が
ら
話
し
合
う
力

二
　
単
元
に
つ
い
て

（
一
）
単
元
名

「
お
助
け
救
急
箱
︱
ア
イ
デ
ィ
ア
事
典
︱
」

（
二
）
単
元
計
画
（
全
四
時
間
）

　

１�　

体
調
や
健
康
に
つ
い
て
の
心
配
事
を
出
し
合

い
、
テ
ー
マ
を
決
め
る
。

　

２　

話
し
合
い

　
　

①�

互
い
の
意
見
を
分
類
整
理
し
な
が
ら
、
原
因

に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　
　

②�
方
向
性
を
見
通
し
な
が
ら
、
解
決
策
に
つ
い

て
話
し
合
う
。

　

３�　

解
決
策
を
カ
ー
ド
に
ま
と
め
、
救
急
箱
を
作

成
す
る
。

（
三
）
児
童
か
ら
出
さ
れ
た
テ
ー
マ

　

・
朝
、
す
っ
き
り
と
起
き
る
た
め
に
は

　

・
鼻
づ
ま
り
を
和
ら
げ
る
に
は

　

・
筋
肉
痛
解
消
法
は

　

・
お
腹
の
調
子
を
整
え
る
た
め
に
は

　

・
車
酔
い
を
し
な
い
た
め
に
は

三
　
授
業
の
実
際

①�

互
い
の
意
見
を
分
類
整
理
し
な
が
ら
話
し
合
う
力

の
指
導

　

自
分
の
意
見
を
付
箋
紙
に
書
き
、
そ
れ
を
話
し
合

い
ボ
ー
ド
に
貼
り
な
が
ら
話
し
合
う
こ
と
で
、
話
し

合
い
を
可
視
化
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
話
し
合
い

ボ
ー
ド
を
使
っ
て
話
し
合
う
際
の
ル
ー
ル
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
導
し
た
。

・
意
見
（
付
箋
紙
）
を
出
す
と
き
は
、
具
体
例
を
あ

げ
な
が
ら
出
す
こ
と

・
似
て
い
る
意
見
は
近
く
に
、
違
う
も
の
は
離
し
て

お
き
、
分
類
整
理
す
る
こ
と

・
類
似
し
て
い
る
意
見
は
集
め
て
枠
で
囲
み
、
小
見

出
し
を
つ
け
る
こ
と

　

こ
の
よ
う
に
、
話
し
合
い
を
「
見
え
る
化
」
す
る

こ
と
に
よ
り
、
互
い
の
意
見
を
分
類
整
理
し
、
項
目

立
て
な
が
ら
話
し
合
い
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
互
い
の
意
見
を
分
類
整
理
す
る
だ
け
で

筋
道
立
て
て
考
え
、見
通
し
を
も
っ
て
話
し
合
お
う

〜
お
助
け
救
急
箱
︱
ア
イ
デ
ィ
ア
事
典
︱
〜江

東
区
立
明
治
小
学
校 

大
村　

幸
子

実践
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Ｃ　

原
因
に
戻
っ
て
、
因
果
関
係
を
も
と
に
考
え
る

　

だ
れ
に
で
も
、
ど
の
場
合
に
も
対
応
で
き
る
解
決

策
（
救
急
箱
）
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
も
う
一
度
原

因
に
戻
っ
て
、
も
れ
が
な
い
か
、
足
り
な
い
と
こ
ろ

は
な
い
か
確
認
し
な
が
ら
、
話
し
合
い
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。
児
童
は
、
原
因
と
解
決
策
の
ボ
ー
ド
を

見
比
べ
な
が
ら
、
ま
だ
考
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な

い
か
、
線
を
引
い
た
り
し
な
が
ら
、
一
つ
ひ
と
つ
確

認
し
て
、
話
し
合
い
を
進
め
て
い
た
。

四
　
学
習
の
成
果
と
課
題

　

学
習
後
、
子
ど
も
た
ち
の
話
し
合
い
ボ
ー
ド
を
分

析
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

具
体
化
し
て
考
え
る
こ
と
（
Ａ
）
は
ほ
と
ん
ど
の

グ
ル
ー
プ
が
取
り
組
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
抽
象
化

は
、
話
し
合
い
そ
の
も
の
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
方
向
性
を
見
通

し
な
が
ら
話
し
合
う
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
次

の
指
導
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

②�

話
し
合
い
の
経
過
を
客
観
的
に
と
ら
え
て
、
方
向

性
を
見
通
し
な
が
ら
話
し
合
う
力
の
指
導

　

こ
の
場
合
に
お
け
る
見
通
し
の
方
向
性
と
し
て
、

次
の
三
つ
を
提
案
す
る
。具
体
的
な
指
導
と
し
て
は
、

話
し
合
い
の
途
中
で
、
教
師
が
話
し
合
い
の
モ
デ
ル

を
示
し
た
。

Ａ　

出
さ
れ
た
意
見
を
よ
り
具
体
化
し
て
考
え
る

　

い
つ
・
ど
う
や
っ
て
・
ど
の
く
ら
い
な
ど
、
具
体

的
に
追
及
す
る
。

Ｂ�　

出
さ
れ
た
意
見
を
抽
象
化
し
、
さ
ら
に
別
の
事

例
を
考
え
る

し
て
別
の
事
例
を
あ
げ
て
広
げ
ら
れ
た
（
Ｂ
）
の
は
、

十
二
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
七
グ
ル
ー
プ
と
や
り
に
く

か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
、
自
己
評
価

に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ｂ
が
よ
く
わ

か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
児
童
が
半
数
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
中
学
年
の
児
童
は
、

物
事
を
具
体
化
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
る

が
、
具
体
的
な
事
例
を
抽
象
化
し
て
別
の
視
点
か
ら

検
討
し
た
り
、
妥
当
性
、
適
切
性
を
評
価
し
て
フ
ィ

ル
タ
ー
に
か
け
た
り
す
る
よ
う
な
思
考
は
苦
手
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

今
回
の
指
導
で
は
、
互
い
の
意
見
を
分
類
・
整
理

し
て
話
し
合
う
力
の
指
導
と
同
時
に
、
方
向
性
を
見

通
し
な
が
ら
話
し
合
う
力
に
つ
い
て
重
点
的
に
指
導

し
て
き
た
。
課
題
の
追
究
に
向
け
て
何
が
ど
こ
ま
で

ま
と
ま
っ
た
か
、
ど
ん
な
視
点
が
足
り
な
い
の
か
を

確
認
し
な
が
ら
話
し
合
い
を
進
め
る
力
、
つ
ま
り
、

話
し
合
い
の
展
開
を
見
通
す
力
の
重
要
性
を
実
感
し

た
実
践
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
さ
ら
に
話
し
合
い
の

方
向
性
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
、
パ
タ
ー
ン
化
し
て

指
導
に
生
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

お
お
む
ら　

さ
ち
こ 

江
東
区
立
明
治
小
学
校
教
諭
。
日
本
国

語
教
育
学
会
会
員
。

話
し
合
い
の
モ
デ
ル
（
Ｂ
の
例
）

イ
：
加
湿
器
を
使
う
と
い
い
ら
し
い
よ
。

ア
：
ど
う
し
て
加
湿
器
が
い
い
の
？

イ
：
加
湿
器
は
空
気
を
湿
ら
せ
て
い
る
ん
だ
よ
。

ア
：
湿
り
気
を
持
た
せ
れ
ば
い
い
ん
だ
ね
。

�
（
よ
さ
を
抽
象
化
）

ウ
：
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
ぬ
れ
た
タ
オ
ル
も
い
い
よ
ね
。

�
（
別
の
事
例
）

ア
：
コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
て
お
く
の
も
い
い
ね
。

�

（
別
の
事
例
）

話
し
合
い
の
モ
デ
ル
（
Ａ
の
例
）

ア
：�

風
邪
を
ひ
か
な
い
た
め
に
は
、
手
洗
い
が
大
事
だ

よ
ね
。

イ
：
そ
う
だ
ね
、
い
つ
洗
っ
た
ら
い
い
か
な
。

ウ
：
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
だ
ね
。

ア
：
食
事
の
前
も
し
な
く
て
は
ね
。

イ
：
ど
う
や
っ
て
手
洗
い
し
て
い
る
？

ア
：
石
鹸
を
つ
け
て
、
指
の
間
も
…
…

ウ
：
手
首
の
ほ
う
も
洗
う
と
い
い
よ
。

ア
：
じ
ゃ
あ
、
ど
の
く
ら
い
？

イ
：
５
分
く
ら
い
か
な
。
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一
　
隙
間
だ
ら
け
の
解
答
用
紙

　

私
が
受
け
持
っ
た
平
成
二
十
年
度
に
入
学
し
た
子

ど
も
た
ち
。
彼
ら
が
中
学
生
と
し
て
初
め
て
受
け
た

中
間
テ
ス
ト
は
、
記
述
問
題
の
解
答
欄
が
隙
間
だ
ら

け
で
あ
っ
た
。
作
文
を
書
か
せ
た
場
合
に
も
、「
原

稿
用
紙
の
使
い
方
」「
常
体
と
敬
体
の
統
一
」「
文
章

構
成
」
な
ど
、
多
く
の
課
題
が
見
ら
れ
た
。

　

そ
ん
な
彼
ら
に
試
験
や
作
文
の
返
却
を
す
る
際

は
、
生
徒
の
解
答
に
対
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
書
い
た
上

で
返
却
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
試
験
の
後
、「
振

り
返
り
」
と
し
て
、
ど
ん
な
ミ
ス
を
し
た
の
か
、
そ

れ
を
今
後
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
を
考
え
さ
せ
、

自
分
の
言
葉
で
書
か
せ
る
、
つ
ま
り
「
試
験
を
き
っ

か
け
に
学
習
す
る
こ
と
」
を
心
が
け
さ
せ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
彼
ら
だ
け
に
見
ら
れ

た
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
平
成
十
九
年

度
の
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
本
校
の
結
果
を

見
る
と
、
知
識
・
技
能
の
活
用
に
関
す
る
問
題
に
課

題
が
見
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
記
述
問
題
の
無
解
答
率

が
目
立
っ
た
。
分
析
す
る
と
「
漢
字
や
選
択
式
問
題

だ
け
取
り
組
む
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
」「
す
ぐ
に

答
え
を
知
り
た
が
り
、
自
分
で
考
え
よ
う
と
し
な
い

傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
」「
文
章
を
読
む
ス
ピ
ー
ド

が
遅
い
た
め
か
、
試
験
で
問
題
を
解
く
時
間
が
足
り

な
い
こ
と
」
な
ど
の
課
題
を
抱
え
る
生
徒
像
が
浮
か

び
上
が
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
見
ら
れ
る
こ

れ
ら
の
課
題
を
克
服
す
る
た
め
取
り
組
ん
だ
実
践
を

紹
介
す
る
。

ニ
　
実
践
例

①
ま
ず
は
漢
字
か
ら

　

取
り
組
み
の
第
一
歩
と
し
て
、
毎
日
、
朝
学
活
の

時
間
に
、
漢
字
の
書
き
取
り
学
習
を
始
め
た
。
す
る

と
、
試
験
の
平
均
点
が
約
十
点
上
が
っ
た
。
生
徒
の

中
に「
国
語
は
勉
強
す
れ
ば
し
た
だ
け
結
果
が
出
る
」

と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
た
。「
漢
字
は
頑
張
る
」
と
、

漢
字
プ
リ
ン
ト
を
十
数
枚
も
提
出
す
る
生
徒
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
副
次
的
な
も
の
だ
が
、
字
を

書
く
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
な
っ
た
の
は
、
大
き
な
収
穫

だ
っ
た
。
最
初
は
熟
語
を
三
十
回
書
く
だ
け
で
十
分

か
か
っ
て
い
た
が
、
一
ヶ
月
続
け
る
と
半
分
以
下
の

時
間
し
か
か
ら
な
く
な
っ
た
。
文
章
を
書
か
せ
る
際

に
「
こ
の
字
は
漢
字
で
ど
う
書
く
ん
？
」
と
い
う
質

問
も
減
っ
た
。

②
読
む
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
る

　

中
学
校
で
国
語
の
授
業
を
す
る
際
に
、
文
章
を
場

面
ご
と
に
区
切
り
５
Ｗ
１
Ｈ
を
押
さ
え
る
方
法
を
と

る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
だ
が
、
私
は
生
徒
に
「
全

体
を
一
読
し
的
確
に
内
容
を
捉
え
る
技
術
」
を
教
え

る
よ
う
に
し
た
。
文
章
構
成
や
キ
ー
ワ
ー
ド
の
見
つ

け
方
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
文
章
の
ど
こ

を
重
点
的
に
読
め
ば
よ
い
か
、
す
ぐ
に
判
断
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
逆
に
、
文
章
を
書
く
際
に
ど
こ
に
力

を
入
れ
て
文
章
を
書
け
ば
よ
い
か
も
見
え
て
く
る
。

そ
の
た
め
に
、
教
材
と
関
連
す
る
資
料
を
複
数
読
ま

せ
、
い
わ
ゆ
る
『
優
れ
た
文
章
』
に
共
通
す
る
書
き

方
の
パ
タ
ー
ン
を
洗
い
出
す
と
い
う
作
業
を
、
Ｋ
Ｊ

法
等
を
用
い
て
繰
り
返
し
取
り
組
ま
せ
た
。

隙
間
だ
ら
け
の
解
答
用
紙

〜
三
か
年
の
取
り
組
み
〜

阪
南
市
立
尾
崎
中
学
校 

上
森　

千
種
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④
作
文
問
題
に
挑
戦
さ
せ
る

　

生
徒
の
書
く
力
を
も
う
一
段
階
押
し
上
げ
よ
う

と
、
百
五
十
〜
二
百
字
程
度
の
作
文
問
題
を
、
毎
回

の
定
期
試
験
で
、
百
点
中
配
点
十
点
で
課
す
よ
う
に

し
た
。
そ
の
際
、
作
文
問
題
の
題
と
条
件
、
採
点
基

準
を
示
し
て
お
い
た
。
す
る
と
、
確
実
に
得
点
に
結

び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
漢
字
に
加
え
て
作
文
で
点
数

が
上
が
り
だ
し
た
こ
と
で
、
生
徒
の
国
語
に
対
す
る

苦
手
意
識
が
段
々
と
薄
れ
、
得
意
科
目
に
変
化
し
始

め
た
。
ち
な
み
に
、
生
徒
が
最
も
意
欲
的
に
取
り
組

ん
だ
作
文
の
課
題
は
、「
履
歴
書
の
志
望
動
機
欄
を

書
こ
う
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

⑤
活
用
力
を
養
え
る
よ
う
に

　

肝
心
の
「
活
用
す
る
力
を
問
う
問
題
」
に
つ
い
て

は
、「
大
阪
府
学
力
テ
ス
ト
」
の
問
題
を
参
考
に
取

り
組
ん
だ
。
こ
れ
を
小
学
校
四
年
生
用
の
問
題
か
ら

順
に
中
学
校
三
年
生
の
問
題
ま
で
、
家
庭
学
習
課
題

に
編
集
し
て
、
授
業
で
一
部
解
説
を
す
る
よ
う
に
し

た
。
使
用
さ
れ
て
い
る
文
章
や
グ
ラ
フ
は
発
達
段
階

に
応
じ
て
難
易
度
が
違
う
も
の
の
、
解
法
に
導
く
た

め
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
に
は
適
切
な
教
材
と

な
っ
た
。

三
　
お
わ
り
に

　

こ
れ
ら
三
年
間
の
取
り
組
み
を
経
て
、
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
は
、
無
解
答
率
は
大
幅

に
減
り
、
平
均
正
答
率
に
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
る
問

③
し
っ
か
り
考
え
さ
せ
る

　

二
年
生
か
ら
は
、
記
述
問
題
を
解
く
力
を
伸
ば
す

こ
と
に
力
を
入
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
導
入
で
前
時

の
復
習
を
し
、
本
文
を
音
読
し
て
内
容
を
整
理
し
、

最
後
に
ヤ
マ
と
な
る
中
心
発
問
を
掲
げ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
方
法
だ
と
、
話
が
盛
り
上
が
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
時
間
切
れ
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
初
め
に
思
考
力
を
問
う
問
題
を
提
示
し
、
ク

ラ
ス
全
体
で
意
見
を
出
し
合
い
、
前
時
の
内
容
を
ヒ

ン
ト
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
じ
っ
く
り
と
謎
解
き
を

す
る
よ
う
に
し
た
。

　

ま
た
、
初
め
の
う
ち
は
、
生
徒
の
発
言
の
中
で
よ

い
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
板
書
し
て
い
た
。
す
る

と
、「
ど
う
せ
先
生
が
最
後
に
答
え
を
書
く
か
ら
、

そ
れ
ま
で
待
て
ば
い
い
」
と
、
何
も
考
え
よ
う
と
し

な
い
生
徒
が
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
生

徒
か
ら
出
て
き
た
、
正
し
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

発
言
を
、
あ
え
て
話
し
言
葉
の
ま
ま
黒
板
に
書
く
よ

う
に
し
た
。
そ
し
て
、「
こ
の
意
見
を
さ
ら
に
高
め

る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
問
い
直
し
、
意
見

を
募
っ
た
。
こ
う
し
て
、
単
語
を
付
け
足
し
、
不
必

要
な
言
葉
に
×
を
つ
け
、
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
視
覚
化

す
る
よ
う
に
し
た
。
生
徒
は
正
答
を
書
こ
う
と
思
う

と
気
負
っ
て
し
ま
い
、
逆
に
何
も
書
け
な
く
な
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
以
外
の
だ

れ
か
の
答
え
を
推
敲
し
て
い
く
ぶ
ん
に
は
、
の
び
の

び
発
言
で
き
る
よ
う
だ
っ
た
。

題
が
複
数
あ
っ
た
。
本
校
の
課
題
で
あ
る
「
活
用
す

る
力
」
を
は
ぐ
く
も
う
と
す
る
も
、
一
年
の
ス
タ
ー

ト
時
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
見
当
が
つ
か
な
か
っ

た
。
指
示
を
し
て
も
、「
わ
か
ら
ん
」「
お
も
ろ
な
い
」

と
、
な
か
な
か
取
り
組
も
う
と
し
な
か
っ
た
生
徒
た

ち
。
そ
れ
が
、「
そ
れ
く
ら
い
な
ら
で
き
る
」
と
い

う
声
に
変
化
し
、
次
第
に
「
お
も
ろ
い
」「
で
き
る
」

「
ま
か
せ
ろ
」
と
、
前
向
き
に
学
習
に
取
り
組
む
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
生
徒
が
本
来
も
つ
「
わ
か
り
た

い
！
」「
も
っ
と
よ
い
も
の
を
作
り
た
い
！
」「
認
め

ら
れ
た
い
！
」
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
学
習
に
つ
な

げ
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
生
徒
一
人
ひ

と
り
が
よ
り
よ
く
成
長
し
、
自
信
を
も
っ
て
生
き
て

い
く
力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

う
え
も
り　

ち
ぐ
さ 

阪
南
市
立
尾
崎
中
学
校
教
諭
。
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実践
交流
中学国語

一
　
は
じ
め
に

　

現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）
に
よ
る

と
、「
漢
字
指
導
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。（
第
一
学
年
の
み
）

ア�　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
第
２
章
第
１
節
国
語
の

学
年
別
漢
字
配
当
表（
以
下「
学
年
別
漢
字
配
当
表
」

と
い
う
。）
に
示
さ
れ
て
い
る
漢
字
に
加
え
、
そ
の

他
の
常
用
漢
字
の
う
ち
二
五
〇
字
程
度
か
ら
三
〇
〇

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
〇
〇
字

程
度
の
漢
字
を
書
き
、文
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
。

　

こ
の
文
言
は
、
と
も
す
れ
ば
、
漢
字
が
「
読
め
て

書
け
れ
ば
い
い
」
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
。

　
「
漢
字
を
読
む
」
と
は
、
漢
字
の
意
味
が
わ
か
る

と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
文

や
文
章
の
中
で
使
わ
」
な
け
れ
ば
、「
漢
字
を
書
く
」

こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ニ
　
漢
字
指
導
の
あ
り
方

　
「
漢
字
指
導
」
は
「
語
彙
指
導
」
と
リ
ン
ク
さ
せ

て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
言
葉
を
ど
れ
だ
け

知
っ
て
い
る
か
、語
彙
を
ど
れ
だ
け
増
や
せ
る
か
が
、

重
要
な
問
題
と
な
る
。

　

次
に
、「
漢
字
が
書
け
る
」と
い
う
目
標
に
向
か
っ

て
は
、
生
徒
に
次
の
三
つ
の
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

ア�　

そ
の
漢
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
わ
か
る
。

ウ　

そ
の
漢
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
イ
と
ウ
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
区
別
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
よ
く
わ
か
っ
て

お
り
、
漢
字
で
も
書
け
る
。

②�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
よ
く
わ
か
っ
て
い

る
が
、
漢
字
で
書
け
な
い
。

③�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
あ
い
ま
い
（
知
ら

な
い
）
で
あ
る
が
、
漢
字
で
書
け
る
。

④�　

そ
の
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
が
あ
い
ま
い
（
知
ら

な
い
）
で
あ
り
、
漢
字
で
書
け
な
い
。

　

た
と
え
ば
、「
学
習
」
と
い
う
漢
字
を
は
じ
め
て

見
た
と
き
、「
学
習
」と
い
う
漢
字
は
知
ら
な
く
て
も
、

す
で
に
「
が
く
し
ゅ
う
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
し
て

い
れ
ば
、
そ
れ
を
漢
字
で
書
く
こ
と
は
、
比
較
的
容

易
で
あ
る
。
し
か
し
、「
が
く
し
ゅ
う
」
と
い
う
言

葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
い
き

な
り
そ
れ
を
漢
字
で
書
け
と
言
わ
れ
て
も
困
難
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
は
、「
が
く
し
ゅ
う
」
と
は
、
ど
ん
な

意
味
で
、
ど
の
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
分
で
自
分
の
「
語
彙

力
」
を
意
識
し
、
知
る
こ
と
が
、
漢
字
を
学
習
す
る

「
字
義
」に
着
目
し
た
漢
字
指
導

度
会
郡
南
伊
勢
町
立
南
島
西
中
学
校 

山
川　

晃
史
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・�「
青
」
→
「
清
」、「
精
」、「
請
」
の
よ
う
に
似

た
漢
字
を
考
え
て
思
い
つ
い
た
。

　

こ
の
二
点
は
、
多
く
の
漢
字
を
習
得
す
る
上
で
、

た
い
へ
ん
重
要
な
観
点
で
あ
る
。

　

指
導
者
は
、
生
徒
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
と
か
か

わ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
漢
字
の
特
徴
を
説
明
す
る
。

　

・「
表
意
文
字
」
に
つ
い
て

　

・「
音
読
み
」
と
「
訓
読
み
」
に
つ
い
て

　

・「
形
声
文
字
」
に
つ
い
て

そ
し
て
「
漢
字
の
学
習
」
に
つ
い
て
は
、

　

・�

字
を
覚
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
表
意
文
字
」

と
し
て
意
味
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

・
漢
語
（
熟
語
）
と
し
て
、覚
え
て
い
く
と
よ
い
。

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

四
　「
字
義
」を
意
識
さ
せ
る

　

現
在
、
授
業
の
は
じ
め
の
五
分
間
程
度
を
使
っ
て

次
の
よ
う
な
学
習
を
行
っ
て
い
る
。

①�　

指
導
者
が
漢
字
一
字
を
板
書
す
る
。

②�　

生
徒
は
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
二
字
熟
語
を
で
き

る
だ
け
考
え
、
ノ
ー
ト
に
書
く
。

③�　

考
え
た
熟
語
を
生
徒
が
発
表
す
る
。

④�　

指
導
者
は
、
発
表
さ
れ
た
熟
語
を
板
書
す
る
。

⑤�　

指
導
者
が
、「
白
」
の
意
味
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
。

上
で
決
定
的
に
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
漢
字
指
導
」で
考
え
る
べ
き
こ
と
に「
音
」

と
「
訓
」
の
問
題
が
あ
る
。
常
に
「
音
」
と
「
訓
」

を
セ
ッ
ト
に
し
て
学
習
す
る
こ
と
を
も
っ
と
意
識
さ

せ
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま
た
、「
訓
」
と
は
、
読
み

方
な
の
で
は
な
く
「
意
味
」
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に

理
解
さ
せ
た
い
。

三
　
漢
字
の
学
習
を「
授
業
開
き
」で

　

四
月
当
初
、
授
業
開
き
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な

授
業
を
行
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

①�　
「
セ
イ
」
と
読
む
漢
字
一
字
を
で
き
る
だ
け
考
え

て
ノ
ー
ト
に
書
き
な
さ
い
。

②�　

考
え
た
漢
字
を
生
徒
が
発
表
す
る
。

③�　

そ
れ
ら
の
漢
字
を
ど
の
よ
う
に
し
て
思
い
つ
き
ま

し
た
か
。

　
「
セ
イ
」
と
読
む
漢
字
は
、
常
用
漢
字
だ
け
で
も

三
十
字
以
上
あ
る
。
生
徒
か
ら
で
き
る
だ
け
多
く
の

漢
字
を
出
さ
せ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
に
意
識
さ

せ
た
い
の
は
、
漢
字
の
数
だ
け
で
は
な
く
、
③
の
活

動
に
あ
る
。

　

③
に
つ
い
て
、
生
徒
か
ら
は
大
き
く
次
の
二
点
が

出
さ
れ
る
。

　

・�

セ
イ
シ
ュ
ン
＝
青
春
→
「
青
」
の
よ
う
に
熟
語

を
考
え
て
思
い
つ
い
た
。

　

た
と
え
ば
、「
白
」
と
い
う
漢
字
を
板
書
す
る
。

　

生
徒
か
ら
は
、「
白
色
」「
白
紙
」「
白
状
」「
白
昼
」

「
空
白
」「
純
白
」「
告
白
」「
明
白
」
な
ど
の
熟
語
が

出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
白
」
と
い
う
漢
字
の
「
訓
」
は
、「
し
ろ
、
し
ろ

い
」
で
あ
る
が
、「
白
」
に
は
、
そ
の
他
に
も
「
何

も
な
い
」、「
明
る
い
」、「
言
う
」
な
ど
の
意
味
が
あ

る
。
指
導
者
は
出
さ
れ
た
熟
語
を
「
白
」
が
ど
ん
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
整
理
し
、
解

説
す
る
の
で
あ
る
。

　

生
徒
に
考
え
さ
せ
る
漢
字
は
、
で
き
る
だ
け
平
易

で
、
い
く
つ
も
の
意
味
を
も
つ
も
の
が
よ
い
。

五
　
お
わ
り
に

　

漢
字
指
導
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
ま
だ
ま

だ
試
行
錯
誤
の
状
態
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
例
に
挙
げ
た
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、

難
漢
字
を
丸
暗
記
す
る
よ
り
も
、
日
常
的
に
よ
く
使

わ
れ
る
漢
字
に
は
い
く
つ
も
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
り
、
そ
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
知
っ
た
り

す
る
こ
と
の
方
が
大
切
な
学
習
で
あ
る
こ
と
を
生
徒

に
実
感
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

や
ま
か
わ　

こ
う
し 

授
業
で
は
生
徒
と
の
「
学
習
観
」
の
違

い
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
ま
す
。
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、

ど
ん
な
言
語
活
動
を
仕
組
む
の
か
考
慮
中
で
す
。

●実践交流　中学国語  
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実践
交流
中学国語

一
　
は
じ
め
に

　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
20
年
）
国
語
第
一

学
年
の
内
容
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
イ
に
は
、

「
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実

と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分
け
、
目
的
や
必
要
に
応
じ

て
要
約
し
た
り
要
旨
を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。」

と
あ
る
。中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
に
は
、

要
旨
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
目
的
や
必
要

に
応
じ
て
大
切
な
情
報
を
選
択
し
整
理
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
私
の
授
業
を
振
り
返
る
と
、
生
徒
は
、
目
的
や
必

要
に
応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る
こ
と
は
十
分
で
き
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
私
が
、
目
的
や
必
要

に
応
じ
て
大
切
な
情
報
を
選
択
し
整
理
さ
せ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
説
明
的
な
文
章
の
学
習
に
お
い
て
、
図

式
化
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
や
必
要

に
応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る
力
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
、
本
単
元
を
実
施
し
た
。

二
　
文
章
を
図
式
化
す
る
学
習
活
動
と
は

　

文
献
研
究
等
か
ら
、
説
明
的
な
文
章
を
図
式
化
す

る
学
習
活
動
を
「
説
明
的
な
文
章
を
、
要
点
を
か
い

つ
ま
ん
で
一
目
で
と
ら
え
や
す
い
形
に
す
る
こ
と
。」

と
し
、
図
式
化
の
方
法
を
、
次
の
よ
う
に
し
た
。

①
文
章
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
印
を
つ
け
な
が
ら
読
む
。

②
キ
ー
ワ
ー
ド
の
中
か
ら
、
重
要
な
も
の
を
選
択
す
る
。

③
キ
ー
ワ
ー
ド
同
士
の
関
係
を
図
に
書
き
込
ん
で
い
く
。

　

・
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
大
き
く
書
く
、
色
ペ
ン
で
書
く
。

　

・�

配
置
や
矢
印
を
工
夫
す
る
。

④
書
い
た
図
を
見
な
が
ら
、
も
う
一
度
文
章
を
読
む
。

⑤
図
の
修
正
を
行
う
。

⑥
図
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
。

三
　
授
業
計
画

○
単
元
名　
『
情
報
を
解
釈
し
よ
う
』

　

教
材
文
「
食
感
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
早
川
文
代　

○�

目
標　

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

○
指
導
計
画

次 主な学習内容

一 

２
時
間

○単元の目標を設定する。
○�学習課題を設定し、課題解決の手順を確認
する。

○自己紹介文を図式化する。
○既習の説明的な文章を図式化する。

二 

３
時
間

○�学習課題１「食感のオノマトペ」で読書レ
シピを作ろう。

○全文を読む。初発の感想をもつ。
○文章の構成を確認する。
○文章を図式化する。
○図をもとに、読書レシピを完成させる。

三 

２
時
間

○�学習課題２「食感のオノマトペ」を根拠に、
意見文を書こう。

○全文を読み、キーワードを見つける。
○見つけたキーワードを吟味する。
○図式化を行う。
○図の修正を行う。
○�図を文章に書き換える方法を確認する。
○図をもとに、意見文を書く。
○意見文を評価する。
○学習の振り返りを行う。

　

授
業
で
は
、
一
つ
の
教
材
文
に
二
つ
の
学
習
課
題

を
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
生
徒
に
「
目
的
や
必
要
に

応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る
」と
は
何
か
を
理
解
さ
せ
、

課
題
に
応
じ
た
視
点
を
も
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、
生
徒
に
と
っ
て
、
文
章
を
図
式
化
す
る
学

習
は
、
初
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
次
で
教
材
文

以
外
を
使
用
し
、
図
式
化
の
方
法
を
指
導
し
た
後
、

二
次
・
三
次
で
単
元
の
目
標
に
迫
れ
る
よ
う
に
し
た
。

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る
力
を
高
め
る
学
習
指
導

〜
説
明
的
な
文
章
を
図
式
化
す
る
学
習
活
動
を
通
し
て
〜

東
広
島
市
立
高
屋
中
学
校 

居
川　

あ
ゆ
子

p24-25_実践交流.indd   24 10.12.2   2:58:00 PM



25

の
関
係
を
正
し
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

図
式
化
の
後
、
生
徒
は
、
意
見
文
を
書
い
た
。
図

４
を
も
と
に
書
か
れ
た
意
見
文
を
紹
介
す
る
。

　

僕
は
食
感
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
有
効
だ
と
思
う
。

　

理
由
は
、
客
観
的
に
と
ら
え
に
く
い
人
間
の
微
妙
な

感
覚
を
実
感
を
持
っ
て
伝
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
食
感
自
体
は
、
客
観
的
に
測
定
し
に
く
い
。
だ

が
し
か
し
、「
サ
ク
サ
ク
」「
パ
リ
パ
リ
」「
ま
っ
た
り
」

「
も
っ
ち
り
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
こ
と
で
、

そ
の
食
べ
物
の
食
感
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
く
れ
て
、
分

か
り
や
す
く
な
る
。
だ
か
ら
、
僕
は
、
食
感
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
は
、
有
効
だ
と
思
う
。

五
　
お
わ
り
に

　

読
書
レ
シ
ピ
用
の
図
と
、
意
見
文
用
の
図
を
比
較

す
る
と
、
前
者
は
図
の
中
の
要
素
が
独
立
し
て
い
る

が
、
後
者
は
、
要
素
同
士
が
矢
印
で
結
ば
れ
て
お
り

四
　
図
式
化
の
実
際

　

図
１
は
、読
書
レ
シ
ピ
用
に
作
成
し
た
図
で
あ
る
。

図
の
中
に
は
、
論
の
展
開
と
読
書
レ
シ
ピ
の
項
目
に

合
わ
せ
た
三
つ
の
ま
と
ま
り
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　

図
２
か
ら
図
４
は
、
意
見
文
用
に
作
成
し
た
図
で

あ
る
。
図
２
は
、
上
か
ら
下
に
流
れ
が
作
ら
れ
て
お

り
、
主
張
と
根
拠
を
シ
ン
プ
ル
に
ま
と
め
た
図
と
言

え
る
。
図
３
は
、
文
章
の
展
開
に
沿
っ
て
、
文
章
全

体
の
内
容
を
丁
寧
に
図
式
化
し
て
い
る
。
図
４
の
×

は
図
を
修
正
し
た
跡
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
徒
が
説

得
力
の
あ
る
意
見
文
の
根
拠
を
探
す
と
い
う
視
点
を

も
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
三
つ
の
図
は
、一
見
違
っ
て
見
え
る
が
、

ど
の
図
も
最
も
重
要
な
情
報
で
あ
る
筆
者
の
主
張

と
、
そ
の
根
拠
に
な
る
情
報
を
と
ら
え
、
情
報
同
士

関
連
性
が
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
違
い

は
、
生
徒
が
学
習
課
題
に
応
じ
た
適
切
な
視
点
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。

　

授
業
を
通
じ
て
、
生
徒
達
は
、
様
々
な
学
習
課
題

に
応
じ
た
適
切
な
視
点
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
視
点
を
基
に
説
明
的
な
文
章
を
図
式

化
す
る
学
習
活
動
を
行
っ
た
結
果
、
大
切
な
情
報
を

選
択
し
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
生
徒
の
目

的
や
必
要
に
応
じ
て
要
旨
を
と
ら
え
る
力
を
高
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
も
さ
ら
に
実
践
を
重
ね
、
図

式
化
を
通
し
て
、
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
旨
を
と

ら
え
る
力
を
高
め
る
学
習
指
導
を
進
め
て
い
き
た

い
。

い
が
わ　

あ
ゆ
こ 

広
島
県
東
広
島
市
立
高
屋
中
学
校
教
諭
。

本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
度
前
期
教
員
長
期
研
修
で
の
実
践
に

よ
る
。

●実践交流　中学国語  

課題１�「食感のオノマトペ」で、読書
レシピ（読書案内）を作ることになり
ました。項目は①キャッチコピー②食
感のオノマトペとは③日本語の食感の
オノマトペの特色④筆者の伝えたいこ
と⑤読後の感想などです。②③④につ
いて、本文を図式化して考えてみま
しょう。

図１

課題２　食感のオノマトペは有効だと
いう題で、二段落構成の意見文を書く
ことになりました。筆者になったつも
りで、教材文を根拠に意見文を書きま
しょう。ただし文章を図式化すること。

図２

図３

図４
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実践
交流
中学国語

一
　
は
じ
め
に

　

本
実
践
は
、「
新
学
習
指
導
要
領
・
生
き
る
力
Ｑ

＆
Ａ
」
で
述
べ
ら
れ
た
、
以
下
の
二
点
を
重
視
し
た

授
業
実
践
（
中
１
）
で
あ
る
。

（
１
）
生
徒
が
古
典
に
一
層
親
し
め
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

（
２
）
我
が
国
に
長
く
伝
わ
る
言
語
文
化
に
つ
い

て
、
関
心
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

　

こ
れ
を
受
け
、
以
下
の
二
つ
の
学
習
活
動
を
構
成

し
た
。

（
１
）
積
極
的
・
主
体
的
な
学
習
参
加
を
ね
ら
い
、

「
o
u
t
p
u
t
の
活
動
（
音
読
・
朗
読
）」
を

取
り
入
れ
る
。

（
２
）
多
様
な
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
読
解
を
深

め
、
広
げ
る
こ
と
を
ね
ら
い
、「
協
働
型
学
習
」

を
取
り
入
れ
る
。

二
　
古
典
テ
キ
ス
ト
の「
協
働
型
学
習
」

　

本
校
国
語
科
で
は
、
協
働
型
学
習
に
よ
り
、「
異

な
っ
た
価
値
観
や
文
化
的
背
景
を
持
っ
た
者
同
士
が

交
流
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
解
を
さ
ら
に
深
め
る
」
こ

と
が
で
き
る
可
能
性
を
主
張
し
て
い
る
。

　

古
典
テ
キ
ス
ト
に
は
、
口
承
文
学
の
特
徴
で
あ
る

省
略
さ
れ
た
主
語
や
助
詞
を
補
っ
た
り
、
行
間
・
登

場
人
物
の
背
景
を
探
り
な
が
ら
読
ん
だ
り
す
る
力
が

必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
生
徒
が
一
人
の
力
で
解
釈

す
る
こ
と
の
困
難
さ
、
生
徒
相
互
の
想
像
す
る
場
の

イ
メ
ー
ジ
の
違
い
が
生
じ
る
。

　

そ
こ
で
本
実
践
で
は
、正
確
な「
古
語
の
理
解
」「
場

の
イ
メ
ー
ジ
」
を
求
め
る
過
程
に
、「
協
働
型
学
習
」

を
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
た
。（
メ
カ
ニ
ズ
ム
例
…

左
上
）

　

ま
ず
、「
朗
読
の
工
夫
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
る
こ
と
」

で
各
自
の
理
解
を
明
確
に
す
る
。

　

そ
の
後
、「
朗
読
を
し
合
い
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
送

り
合
う
こ
と
」
で
、
多
様
な
理
解
に
触
れ
さ
せ
、
新

た
な
視
点
の
獲
得
を
め
ざ
す
。（
読
解
に
つ
な
げ
る
。）

　

そ
し
て
、グ
ル
ー
プ
で
の
「
検
討
会
」
に
よ
っ
て
、

古
語
や
場
の
イ
メ
ー
ジ
を
正
し
く
理
解
し
、
読
解
を

さ
ら
に
深
め
て
い
く
学
び
を
構
想
し
た
。

三
　「
朗
読
」と「
協
働
」を
つ
な
ぐ

　

本
授
業
で
は
「
竹
取
物
語
」
の
「
昇
天
」
の
場
面

に
つ
い
て
、
朗
読
の
工
夫
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
合
う
こ

と
を
通
し
て
読
解
を
深
め
る
「
協
働
型
学
習
」
を
組

織
し
た
。

　

国
語
の
、
特
に
古
典
テ
キ
ス
ト
で
の
「
協
働
型
学

習
」は
、「
自
他
の『
と
ら
え
』を
ど
う
伝
え
合
う
か
」

が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
二
つ
の

手
だ
て
を
講
じ
た
。

①
朗
読
時
に
『
フ
リ
ッ

プ
』
を
出
し
て
、
自
分

の
理
解
を
視
覚
的
に
明

示
す
る
。

②
他
者
の
朗
読
の
工
夫

を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る

際
、
試
演
（『
マ
ネ
朗

読
』）
し
て
体
感
し
、

検
討
に
生
か
す
。

古
典
テ
キ
ス
ト
に
親
し
み
、関
心
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
学
び

〜「
朗
読
」と「
協
働
型
学
習
」を
つ
な
ぐ「
フ
リ
ッ
プ
」と「
マ
ネ
朗
読
」〜

新
潟
大
学
附
属
長
岡
中
学
校 

佐
藤　

敦
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四
　
生
徒
の
学
び
の
姿

　

授
業
後
の
、
生
徒
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
検
証
結
果
と
、
感
想
で
あ
る
。

１�　

朗
読
の
工
夫
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
る
こ
と
で
イ

メ
ー
ジ
は
深
化
す
る
か
。

→
一
〇
〇
％
の
生
徒
が
読
解
の
深
化
を
実
感
し
た
。

２�　
「
マ
ネ
朗
読
」
で
新
た
な
気
づ
き
を
得
た
り
、

自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
鮮
明
に
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
た
か
。

→
九
五
％
の
生
徒
が
広
が
り
・
深
ま
り
を
実
感
し
た
。

３�　
「
協
働
型
学
習
」
に
よ
る
検
討
会
で
、
新
た
な

気
づ
き
を
得
た
り
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
鮮

明
に
し
た
り
で
き
た
か
。

→
九
五
％
の
生
徒
が
広
が
り
・
深
ま
り
を
実
感
し
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

生
徒
は
「
朗
読
の
工
夫
ポ
イ
ン
ト
」
を
考
え
る
こ

と
で
、
自
分
の
理
解
を
確
認
す
る
必
要
を
感
じ
な
が

ら
、
意
欲
的
に
学
び
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

個
人
の
理
解
を
読
解
へ
と
深
め
る
過
程
に
「
協
働

型
学
習
」
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
、
多
様
な
気
づ
き

が
生
ま
れ
、
読
解
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
あ
る
生
徒
の
「
月
が
す
ご
い
力
を
持
っ
て
い

る
設
定
は
、
太
陰
暦
と
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う

読
解
が
全
体
に
共
有
さ
れ
、
多
く
の
生
徒
が
「
現
代

の
私
た
ち
と
当
時
の
人
々
の
生
活
を
比
べ
る
」
視
点

か
ら
、
読
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
学
習
活
動
に
よ
り
、
生
徒
は
古
典
テ

キ
ス
ト
に
、
自
分
の
読
解
を
よ
り
広
げ
た
り
深
め
た

り
す
る
価
値
や
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

単
元
後
は
、「
全
文
を
読
み
た
い
」「
原
文
を
見
て

み
た
い
」
と
い
う
感
想
が
多
く
、
古
典
テ
キ
ス
ト
に

よ
り
一
層
親
し
む
学
び
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

※
本
実
践
は
、新
潟
大
学
教
育
学
部
附
属
長
岡
中
学
校
研
究

協
議
会　

国
語
科（
一
年
二
組
）の
授
業
実
践（
平
成
二
十
二

年
十
月
二
十
一
日
）を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

さ
と
う　

あ
つ
し 

平
成
二
十
二
年
度
よ
り
新
潟
大
学
附
属
長

岡
中
学
校
に
勤
務
。
幼
・
小
・
中
一
貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成

に
あ
た
り
、
十
二
年
間
の
学
び
を
つ
な
ぐ
国
語
の
資
質
・
能
力

を
研
究
中
。
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実践
交流
中学国語

一 

「
使
え
る
」知
識
・
技
能
に
す
る
た
め
に

　

知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
授
業
を
意
識
し

て
き
た
。
し
か
し
、
教
え
た
は
ず
の
知
識
・
技
能
を

生
徒
は
な
か
な
か
使
い
こ
な
せ
な
い
。

　

な
ぜ
か
。
二
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

身
に
つ
け
た
知
識
・
技
能
を
自
覚
化
さ
せ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、知
識
・

技
能
の
使
い
方
（
使
う
場
面
、
使
う
順
序
、
組
み
合

わ
せ
方
）
を
教
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
身
に
つ
け
た
知
識
・
技
能
を
自
覚
化
さ
せ
、
使

え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
知
識
・
技
能
の
「
構
造

化
」「
振
り
返
り
」
を
位
置
づ
け
た
授
業
を
行
っ
た
。

一
人
の
生
徒
Ａ
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

二
　
知
識
・
技
能
を「
構
造
化
」す
る

　
『
未
知
へ
』（
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
２
』）
の
テ

キ
ス
ト
に
出
会
わ
せ
る
前
に
、
ま
ず
、
今
ま
で
に
学

習
し
た
知
識
・
技
能
を
「
詩
の
読
み
解
き
方
」
と
い

う
観
点
で
構
造
的
に
図
化
さ
せ
た
。
図
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
中
で
自
分
が
ど
ん
な
知
識
・

技
能
を
身
に
つ
け
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
用
い

れ
ば
よ
い
の
か
を
、
構
造
的
に
再
認
識
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
。

図１　生徒Ａが書いた「詩の読み解き方」

三
　
知
識
・
技
能
を「
使
っ
て
み
る
」

　
『
未
知
へ
』
の
音
読
指
導
の
後
、「
詩
の
読
み
解
き

方
」
を
使
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
「
考
え
た
こ
と
、
気

づ
い
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
」
を
書
き
込
ま
せ
た
。図２　生徒Ａの「書き込み」

「
使
え
る
」知
識
・
技
能
に
す
る
た
め
に

〜
木
村
信
子『
未
知
へ
』の
実
践
を
通
し
て
〜

熊
本
県
熊
本
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校 

田
上　

貴
昭
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中
の
「
わ
た
し
が
響
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
の
位

置
（
構
造
）
の
変
化
に
着
目
し
た
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　

討
論
の
後
、
最
終
的
な
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
さ

せ
た
。
Ａ
の
意
見
は
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

　

わ
た
し
は
ま
だ
割
れ
て
い
な
い
と
考
え
ま
す
。

根
拠
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、最
後
の
行
の
「
わ

た
し
が
響
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
ま

し
た
。こ
の「
未
知
へ
」と
い
う
詩
の
中
で
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
っ
て
い
る
こ
の
表
現
が
詩
の
最
後
に
出
て

く
る
こ
と
で
、
強
調
の
効
果
が
あ
る
と
思
い
ま
し

た
。
強
調
す
る
こ
と
で
、
強
い
思
い
、
決
意
を
表

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
決
意
は
「
さ
あ
、

割
れ
る
ぞ
！
」
と
い
う
決
意
だ
と
思
い
ま
す
。（
中

略
）
さ
ら
に
「
お
も
て
」
と
い
う
言
葉
に
も
注
目
し

ま
し
た
。「
お
も
て
」
と
い
う
か
ら
に
は
逆
の
意
味

の
「
内
」「
中
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
な
の
で
、
私
は
「
わ
た
し
」
が
「
お

も
て
へ
こ
だ
ま
す
る
程
」
響
い
て
い
る
と
考
え
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
表
へ
出
て
は
い
な
い
が
、
響
い

て
い
る
こ
と
が
表
か
ら
分
か
る
く
ら
い
強
く
響
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（
傍
線
は
筆
者
）

　

討
論
の
中
で
話
題
に
な
っ
た
「
わ
た
し
が
響
い
て

い
る
」
の
表
現
の
位
置
を
自
分
な
り
に
取
り
入
れ
た

り（
傍
線
ａ
）、最
初
の
意
見
で
採
り
上
げ
て
い
た「
お

も
て
に
こ
だ
ま
し
て
」
と
い
う
根
拠
の
扱
い
方
を
変

え
た
り
（
傍
線
ｂ
）
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

a

b

（
※
図
２
に
は
そ
の
後
の
討
論
で
気
づ
い
た
こ
と

や
、
他
者
の
意
見
な
ど
も
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。）

　
「
詩
の
読
み
解
き
方
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り

多
く
の
、
よ
り
質
の
高
い
書
き
込
み
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

四
　「
わ
た
し
」は「
割
れ
た
」の
か
？

　
「
春
」「
山
」「
響
い
て
い
る
」「
割
れ
る
」
な
ど
の

抽
象
的
な
表
現
の
意
味
を
検
討
し
た
後
、
次
の
発
問

で
討
論
を
行
っ
た
。

「
わ
た
し
」
は
も
う
「
割
れ
た
」
の
か
。

　

Ａ
の
最
初
の
意
見
を
紹
介
す
る
。

　

わ
た
し
は
割
れ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

一
〇
行
目
に
「
お
も
て
に
こ
だ
ま
し
て
」
と
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
表
現
か
ら
「
割
れ
た
」
わ
た
し
が
、

現
在
進
行
形
で
響
い
て
い
る
と
思
っ
た
。
割
れ
た

ば
か
り
の
わ
た
し
が
、
見
た
こ
と
も
な
い
山
へ
の

期
待
を
持
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
点
で
、注
目
し
て
い
る
根
拠
と
「
割
れ
た
」

と
い
う
結
論
は
う
ま
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
そ
の

後
の
班
討
論
の
中
で
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
Ａ

は
、意
見
を
「
割
れ
て
い
な
い
」
に
変
更
し
て
い
る
。

　

全
体
討
論
で
は
一・
二
連
の
「
透
明
な
殻
の
中
で
」

「
あ
り
っ
た
け
」「
痛
い
ほ
ど
」
か
ら
、
三
連
の
「
お

も
て
へ
こ
だ
ま
し
て
」「
胸
を
と
き
め
か
せ
て
」
と
い

う
、
響
き
方
の
表
現
（
修
飾
語
）
の
変
化
や
、
連
の

五
　
詩
の
読
み
解
き
方
を「
振
り
返
る
」

　

最
後
に
、
詩
の
「
内
容
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

討
論
で
用
い
た
「
知
識
・
技
能
の
使
い
方
」
に
つ
い

て
振
り
返
る
活
動
を
行
っ
た
。
班
で
話
し
合
わ
せ
、

お
互
い
の
「
使
い
方
」
の
良
い
と
こ
ろ
を
出
し
合
わ

せ
た
上
で
、
文
章
で
ま
と
め
さ
せ
た
。
Ａ
の
文
章
を

紹
介
す
る
。

　

私
の
場
合
、「
①
詩
か
ら
事
実
を
書
き
出
す
」「
②

事
実
か
ら
生
ま
れ
る
疑
問
を
書
き
出
す
」「
③
分
析

し
て
疑
問
を
解
決
す
る
」「
④
そ
れ
ら
を
詩
の
解
釈

に
つ
な
げ
る
」
と
い
う
流
れ
で
詩
の
分
析
・
解
釈
を

行
い
ま
す
。
①
と
②
は
、
考
え
る
の
と
同
時
進
行

で
註
記
（
テ
キ
ス
ト
に
書
き
込
む
こ
と
）
し
ま
す
。

最
初
に
事
実
を
読
み
と
る
と
き
、「
表
現
技
法
」「
設

定
」「
構
成
」「
題
名
」
な
ど
に
注
目
す
る
と
自
然

に
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。「
な
ぜ
〜
な
の
か
」「
こ
の

〜
に
よ
る
効
果
は
」な
ど
に
着
目
し
ま
す
。（
以
下
略
）

　

文
章
化
に
よ
っ
て
自
分
の
「
知
識
・
技
能
の
用
い

方
」
を
振
り
返
り
、
よ
り
確
か
に
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
。

　

図
化
に
よ
っ
て
構
造
化
し
、
課
題
解
決
に
使
っ
て

み
て
、
使
い
方
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
知
識
・
技
能

よ
り
「
使
え
る
」
も
の
に
な
る
。

た
の
う
え　

た
か
あ
き 

平
成
九
年
よ
り
熊
本
県
公
立
小
学

校
に
、
平
成
一
二
年
よ
り
公
立
中
学
校
に
勤
務
。
平
成
二
一
年

よ
り
現
任
校
勤
務
。

●実践交流　中学国語  
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子どものことばが
教えてくれたこと

岩 辺 泰 吏

「まねっこ詩」に盛られる個性第 4 回

　

こ
れ
は　

の
み
の　

ぴ
こ

　

こ
れ
は　

の
み
の　

ぴ
こ
の

　

す
ん
で
い
る　

ね
こ
の　

ご
え
も
ん

　

…
…

　

谷
川
俊
太
郎
さ
ん
は
、
こ
の
﹃
の
み
の　

ぴ
こ
﹄
の
よ

う
に
増
え
て
い
く
詩
の
表
現
形
式
を「
つ
み
か
さ
ね
う
た
」

（「
つ
み
あ
げ
う
た
」）
と
呼
ん
で
い
る
。「
つ
み
か
さ
ね
う

た
」
は
、
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
の
「
こ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
の
た

て
た
い
え
（T
his is the house that Jack built.

）」

の
形
式
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
谷
川
さ
ん
ご
自
身

の
翻
訳
に
よ
る
﹃
マ
ザ
ー
・
グ
ー
ス
﹄
シ
リ
ー
ズ
に
含
ま

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、﹃
の
み
の　

ぴ
こ
﹄
は
、

谷
川
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
と
は
言
え
な
い
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
つ
み
か
さ
ね
う
た
」
は
豊
か
な

可
能
性
を
も
つ
表
現
方
法
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
作
家

が
試
み
て
い
る
。

　

が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
物
語
で
、
子
ど
も
に
も
お

な
じ
み
の
ア
ー
ノ
ル
ド
＝

ロ
ー
ベ
ル
に
は
﹃
わ
た
し
の
庭

の
バ
ラ
の
花
﹄（
松
井
る
り
子
訳
、
セ
ー
ラ
ー
出
版
）
が

あ
る
。

　

谷
川
さ
ん
が
翻
訳
し
た
絵
本
﹃
パ
パ
が
や
い
た
ア
ッ
プ

ル
パ
イ
﹄（
ロ
ー
レ
ン
＝

ト
ン
プ
ソ
ン
文
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
＝

ビ
ー
ン
絵
、
ほ
る
ぷ
出
版
）
は
、
パ
パ
と
二
人
で
暮
ら
す

女
の
子
の
語
り
で
展
開
す
る
。
女
の
子
は
パ
パ
が
大
好
き

で
あ
り
、
パ
パ
の
作
っ
た
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
こ
そ
世
界
一
だ

と
自
慢
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
パ
パ
が
や
い
た
あ
ま
く
て
あ
つ
あ
つ
ア
ッ
プ
ル

パ
イ
で
す
」

「
こ
れ
は
あ
か
く
て
お
い
し
い
り
ん
ご
で
す

　

り
ん
ご
は
パ
パ
が
や
い
た
あ
ま
く
て
あ
つ
あ
つ
ア
ッ
プ

ル
パ
イ
に
な
り
ま
し
た
」

「
こ
れ
は
ね
じ
れ
て
た
く
ま
し
い
り
ん
ご
の
き
で
す

　

き
は
あ
か
く
て
お
い
し
い
り
ん
ご
を
み
の
ら
せ
て

　

り
ん
ご
は
パ
パ
が
や
い
た
あ
ま
く
て
あ
つ
あ
つ
ア
ッ
プ

ル
パ
イ
に
な
り
ま
し
た
」

　

そ
し
て
、
深
く
根
ざ
し
た
「
ね
っ
こ
」、
根
っ
こ
を
う

る
お
す
「
あ
め
」、
雨
を
降
ら
せ
た
「
く
も
」、
雲
を
運
ん

で
き
た
「
そ
ら
」、
美
し
い
空
を
照
ら
す
「
お
ひ
さ
ま
」、

お
ひ
さ
ま
を
め
ぐ
る
「
ち
き
ゅ
う
」。
…
…
こ
う
し
て
、

パ
パ
の
焼
い
た
あ
ま
く
て
あ
つ
あ
つ
の「
わ
た
し
の
パ
イ
、

…
…
そ
し
て
み
ん
な
の
パ
イ
」
が
で
き
る
の
で
す
。
と
い

う
わ
け
だ
。

　
「
ひ
と
つ
の
ア
ッ
プ
ル
パ
イ
が
世
界
に
つ
な
が
る
、
つ

み
あ
げ
う
た
の
絵
本
で
す
。」
と
、
カ
バ
ー
の
折
り
返
し

に
書
い
て
あ
る
か
ら
、こ
れ
も
同
じ
手
法
の
物
語
で
あ
る
。

　

三
年
生
で
、「
つ
み
か
さ
ね
う
た
」
の
手
法
を
使
っ
て
、

家
族
紹
介
の
詩
を
書
く
こ
と
を
試
み
た
。貢
一
郎
君
の「
こ

れ
は　

う
ち
の
家
族
」
を
、
は
じ
め
と
終
わ
り
だ
け
紹
介

す
る
。
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こ
れ
は　

う
ち
の
家
族

　

こ
れ
は　

う
ち
の
家
族
の

　

声
の
大
き
な　

弟
の
か
ず
ひ
ろ

　

…
…
（
中
略
）
…
…

　

こ
れ
は　

う
ち
の
家
族
の

　

声
の
大
き
な　

弟
の
か
ず
ひ
ろ
の

　

歌
の
好
き
な　

妹
の
ユ
キ
の

　

好
き
な　

犬
の
コ
ロ
を

　

も
ら
っ
て
き
た　

お
姉
ち
ゃ
ん
の

　

弟
の　

ぼ
く
の

　

好
き
な　

フ
ァ
ミ
コ
ン
を

　

買
っ
て
く
れ
た　

お
父
さ
ん
の

　

お
よ
め
さ
ん
の　

お
母
さ
ん

　

貢
一
郎
君
に
誘
い
出
さ
れ
て
、
一
朗
君
は
「
こ
れ
は
ス

キ
ー
を
す
る
家
族
」
を
発
表
し
た
。
次
々
と
作
品
が
生
み

出
さ
れ
、
家
族
紹
介
が
展
開
さ
れ
て
い
き
、
学
級
通
信
紙

上
で
の
交
流
が
行
わ
れ
た
。

　

表
現
形
式
は
「
本
歌
取
り
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
盛
ら

れ
て
い
る
も
の
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
内
容

な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
方
法
を
、私
は
「
ま
ね
っ
こ
詩
」

と
呼
ん
で
、
阪
田
寛
夫
「
お
と
な
マ
ー
チ
」、
谷
川
「
い
っ

ぱ
い
」「
つ
ま
ん
な
い
」
等
を
借
り
て
行
っ
て
き
た
。
い

わ
ば
俳
句
や
短
歌
を
含
め
、定
型
詩
の
方
法
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
、
当
時
は
激
し
か
っ
た
し
、
今
で

も
あ
る
。
私
は
多
様
な
表
現
手
法
を
持
ち
込
む
こ
と
が
大

事
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
私
も
作
っ
て
み
た
。
二
学
期
が
始
ま
っ
た
二

年
生
の
学
級
通
信
で
あ
る
。

　

二
学
期
さ
ん　

こ
ん
に
ち
は
。

　

二
学
期
さ
ん　

こ
ん
に
ち
は
、

　

プ
ー
ル
は　

い
く
ん
ち　

で
き
る
か
な
。

　

…
…
（
中
略
）
…
…

　

二
学
期
さ
ん　

こ
ん
に
ち
は
、

　

プ
ー
ル
は　

い
く
ん
ち　

で
き
る
か
な

　

プ
ー
ル
が　

お
わ
れ
ば　

う
ん
ど
う
か
い

　

う
ん
ど
う
か
い
で
は　

ダ
ン
ス
に　

か
け
っ
こ

　

ブ
ロ
ッ
ク
ゆ
う
し
ょ
う　

が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う

　

が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
は　

か
ん
じ
に　

か
け
ざ
ん

　

か
け
ざ
ん
九
々
は　

こ
も
り
う
た

　

こ
も
り
う
た
な
ら　

お
と
う
と
に　

き
か
し
ょ

　

お
と
う
と
と　

い
っ
し
ょ
じ
ゃ　

ま
け
ら
れ
な
い

　

ま
け
て
も　

か
っ
て
も　

み
ん
な
と　

い
っ
し
ょ

　

二
学
期
さ
ん　

こ
ん
に
ち
は
！

いわなべ　たいじ 読書のアニマシオン研究会代表。
明治学院大学教授。前葛飾区立飯塚小学校教諭。
 アニマシオンの思想と方法を応用して、国語およ
び学習全体の改革へのチャレンジを続けている。
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の
い遣 手

こ
とば

4第 回

　11月に横浜市で開かれたAPECは、初めて

の大都市での開催となることから、全国から集

められた警察官による厳戒態勢の報道が目につ

いた。そんななか、会場となった横浜には、会

期中に外国の首脳や報道陣ら約８千名が滞在

し、宿泊先の６つのホテルで、レストランのメ

ニューに、食材を表す新しいピクトグラム（絵

文字）が導入されたことが話題となった。

　食物に対するアレルギーや宗教上の理由か

ら、食べるものを限定される人は多い。飲食店

のメニューや食品の包装材に原材料名が表示さ

れるようにはなったが、統一的な規準はなく、

国内では日本語や英語など限られた言語で表示

されるにとどまっている。

　今回の食材ピクトグラムは、横浜市の印刷会

社と大阪市にあるＮＰＯ法人が提言したものだ。

　アレルギー物質の特定原材料７種（卵・小

麦・乳・そばなど）に宗教上の配慮から必要と

された牛・ぶた・アルコールなどを加えた14

種が開発された。

　ユニークなのは、その開発のきっかけが大学

生の外国人との交流から生まれた点だ。大阪の

ＮＰＯ法人は、もともとその代表が大学生のと

きに、大阪を訪れた外国人を案内した際のでき

ごとが設立のきっかけだった。日本料理屋で昼

食を取ろうとしたが、食べ物にどんな食材が

入っているかわからないため、ファストフード

店に行かざるを得なかったという。それからこ

とばの壁を越えて豊かな食文化を味わえる社会

をつくろうとＮＰＯ法人を立ち上げたそうだ。

＊

　ピクトグラムをめぐる最近の話題としてもう

一つ。病院に入院する患者の状態を表す「医療

看護支援ピクトグラム」が民間の研究会によっ

て開発された。

　食事制限や治療の中身などをピクトグラムで

表示することで、その患者に対してどう対応す

ればよいのかを、医師・看護師・面会者などが

情報を一目で把握し、共有できる利点がある。

　まだ施設への導入は少ないようだが、「患者

ができるだけいつもと同じ生活を送れるよう

に、周りの人が支援をしやすくする」という開

発の理念は、だれもが支持するところだろう。

　常用漢字の改定については、さまざまな議論

の末、告示をされた。ことばは、必要とされる

コミュニケーションの変化に合わせて、つねに

その姿を変えたり、新たな道具を生みだしてい

くもののようだ。

参考資料：

NPO法人「インターナショクナル」サイト

http://www.i-nsl.org

「ベッドまわりのサインづくり研究会」サイト

http://www.lab.toho-u.ac.jp/project/kango 

/healthcare_pict

新 し い ピ ク ト グ ラ ム
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［資料］小学校で扱う古典教材

平成23年度版教科書
学年 文学・絵巻など 短歌・俳句 漢詩・漢文・故事成語 伝統芸能 知識

小
３

• 「竹取物語」（1）
• 笑い話「星取り」（1）
• 鳥獣人物戯画（2）
• 鼠の草子（1）

• 短歌（2）
• 俳句（5）
松尾芭蕉・良寛・与謝蕪村・
小林一茶・正岡子規　他
• 百人一首（2）

•  落語（1）
「じゅげむ」

• 季語（1）
• 八節（1）
• いろは歌（2）

小
４

• 昔話「浦島太郎」（1） • 短歌（3）
柿ノ本人麻呂　他　
• 俳句（1）
松尾芭蕉・正岡子規　他
• 百人一首（4）

• 故事成語（4）
蛇足・五十歩百歩・
漁夫の利

•  落語（1）
「額に柿の木」
•  落語（2）
「じゅげむ」

•  ことわざ（2）
「石の上にも三年」
ほか
•  月 の 名 前・暦（ 睦
月・如月ほか）（1）

小
５

• 「竹取物語」（3）
• 「枕草子」（2）
• 「徒然草」（2）
• 「平家物語」（4）
• 「宇治拾遺物語」（1）

• 短歌（2）
式子内親王・良寛　他
• 俳句（3）
茨木和生・渡辺水巴・
中村汀女・松尾芭蕉　他
• 百人一首（1）

• 故事成語（1）
「登竜門」「他山の石」
他
• 「論語」（2）
• 漢詩（2）
孟浩然「春暁」・
李白「静夜思」・
蘇軾「春夜」・杜甫「絶
句」他

• 落語（2）
「風がふいたら箱
屋がもうかる」・
「まんじゅうこわ
い」他
•  狂言（2）
「附子」・
「しびり」他

• 季語・俳号（1）

小
６

• 「竹取物語」（1）
• 「枕草子」（3）
• 「徒然草」（2）
• 「平家物語」（1）
• 「おくのほそ道」（2）
• 福沢諭吉「天地の文」（1）
• 名言（1）
• 聖徳太子 他

• 短歌（4）
与謝野晶子・橘曙覧　他
• 俳句（1）
正岡子規・山部赤人　他
• 万葉集（1）

• 「論語」（2）
• 漢文（1）
「百聞不如一見」他
• 漢詩（3）
孟浩然「春暁」・
高啓「尋胡隠君」・
李白「静夜思」他

• 落語（1）
「寿限無」
• 狂言（1）
「柿山伏」・
「神鳴」他
• 歌舞伎・文楽（1）

• 万葉仮名（3）
• 暦（1）

（　）内の数字は掲載発行者の数。
現行版教科書
学年 文学・絵巻など 短歌・俳句 漢詩・漢文・故事成語 伝統芸能 知識

小
３

•  落語（1）「じゅげ
む」

小
４

• 俳句（1）
松尾芭蕉・小林一茶  他

•  落語（1）「ぞろぞ
ろ」・「寿限無」
•狂言（1）「清水」

小
５

• 「竹取物語」（2）＊ • 短歌（1）
与謝野晶子・柿本人麻呂・
良寛・正岡子規  他
• 俳句（2）
小林一茶・松尾芭蕉・
高浜虚子  他
• 百人一首（1）

• 故事成語（1）
五十歩百歩・蛇足
矛盾　他

•  落 語（1）「 ま ん
じゅうこわい」

•  ことわざ（2）「石の
上にも三年」他
•いろはうた（1）

小
６

• 「竹取物語」（1）＊
• 「枕草子」（1）＊
• 「平家物語」（2）＊

• 短歌（4）
橘曙覧・斎藤茂吉  他
• 俳句（4）
松尾芭蕉・与謝蕪村  他
• 百人一首（1）

• 「論語」（1）＊
• 孟浩然「春暁」（1）＊
• 蘇軾「春夜」（1）＊

• 落語（1）「崇徳院」
• 狂言（1）「柿山伏」
• 文楽（1）＊

• 万葉仮名（4）
•  ことわざ（3）「さる
も木から落ちる」他

＊印は，「発展」・「付録」等の扱い。

読書の力
̶国語授業と学校図書館との連携・協力̶

▶ 「話す・聞く」「書く」「読む」の各領域と関連した読書活動の様々な
アイデアを提案。

▶小学校低学年～中学校での実践を幅広く収録。
▶ 「ブックトーク」「アニマシオン」「リテラチャー・サークル」などの
解説の資料も充実。

これからの学校教育で，生きてはたらく言葉の力を育成するためには，
国語の教室と学校図書館とをつなぐことが不可欠である。学校図書館を
活用した授業アイデアや，多様な読書活動の具体的方法を提案する。

1,995円（本体 1,900円＋税）／B5判・160ページ／ ISBN 978-4-385-36491-9

太田克子･村田伸宏･「群馬･国語教育を語る会」 著

思考力､表現力を育てる文学の授業
「読むこと」の言語活動開発に向けて

▶文学教材における言語活動のヒントを満載。
▶小学校全学年における文学教材実践を収録。
▶ 「おおきなかぶ」「お手紙」「ごんぎつね」「大造じいさんとガン」といっ
た定番教材を，「思考力」「表現力」育成の視点でとらえ直す。

学習指導要領に示された言語活動例は、学習活動として展開されてこそ
意味がある。文学教材における言語活動の具体的な展開について、「思
考力、表現力を育てる」という観点から、実践に役立つものを提案する。

1,890円（本体 1,800円＋税）／A5判・224ページ／ ISBN978-4-385-36499-5

吉川芳則 ･大江平治 編著

三省堂の本

編
集
後
記

　

来
年
度
、
小
学
校
で
は
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
そ
の
教
科
書
の
編
集
作
業
を
し
て
い
る
時
期
に
、

ほ
う
ぼ
う
の
学
校
で
授
業
の
様
子
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
は
、「
じ
ゅ
げ
む
」

が
子
ど
も
た
ち
に
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
子

ど
も
は
唱
え
る
言
葉
が
好
き
な
こ
と
、
ま
た
、
テ
レ
ビ
の
力

に
今
さ
ら
な
が
ら
感
嘆
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

新
年
度
か
ら
は
、
小
学
校
段
階
か
ら
古
典
作
品
を
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
」
と
位
置
づ
け
て
扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
科
書
に
は
、「
竹
取
物
語
」
や
「
枕
草
子
」「
徒
然
草
」
の

文
章
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。
最
近
、
中
学
校
の
先
生
方
か
ら

「
小
学
校
で
は
古
典
作
品
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
」「
こ
れ

ま
で
中
学
校
で
扱
っ
て
い
た
作
品
を
小
学
校
で
扱
う
よ
う
に

な
っ
た
ら
、
中
学
校
で
は
何
を
指
導
す
る
の
か
」
と
い
う
疑

問
や
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

本
特
集
が
、
今
、
学
校
で
古
典
作
品
を
扱
う
こ
と
の
意
味

と
方
法
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

（
太
郎
）
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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

「伝統的な言語文化」の指導
特 集 24vol. 回

覧

三省堂の本

5 4 ２3 1

5

あ
ま
ん 

き
み
こ

あ
ま
ん

あ
ま
ん

あ
ま
ん

あ
ま
ん

4

あ
ま
ん 

き
み
こ

3

あ
ま
ん 

き
み
こ

2

あ
ま
ん 

き
み
こ

あ
ま
ん

あ
ま
ん
き
み
こ

き
み
こ

1

あ
ま
ん 

き
み
こ

40年を超える創作活動で生みだされた、
児童文学の代表作を集大成！

●挿画担当画家 西巻茅子　 村上康成　 黒井  健　 渡辺洋二　 牧野千穂

●各巻の仕様 判型：A5判
 頁数：320ページ（第1巻～第4巻）・336ページ（第5巻）
 定価：2,100円（税込）・セット定価10,500円（税込）

季節感あふれる「あまんワールド」の特長を生かし、作品を春・夏・秋・冬の4巻に分けて収録しました。
第5巻には、エッセイ、年譜、著作目録が収められます。また、どの巻も、個性ゆたかな挿画で飾られます。
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