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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

言語活動の充実
特 集 25vol. 回

覧

三省堂の本

町田守弘 編著

村田伸宏・「群馬・国語教育を語る会」著

● 定価 1,995 円（本体 1,900 円＋税） ● B5判  ● 160 ページ
ISBN978-4-385-36527-5

学習指導要領の改訂で新設された〔伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項〕についての実践提案。どうす
れば子どもたちが楽しく学べるか，言語活動をどう組織
すれば力がつくか，授業の道筋を明快に示す。

● 定価 2,625 円（本体 2,500 円＋税）
●A5判  ● 304 ページ
ISBN978-4-385-36567-1

学習者にとって「楽しく，力のつく」国語教育の地平を
常に切り拓いてきた著者と，研究室関係者による論文
集。明日の国語の授業をどう創るかという問いに直接応
える，小学校から大学までの実践的提案を収録。
◆ 「故郷」「羅生門」といった安定教材を使用した授業
から，アニメーション・音楽CD・ドキュメンタリー
DVDなどの境界線上の教材を使用した授業まで，多
様な授業アイデアを提案。
◆「総論」と，「論文」×17本，「提言」×12本を収録。

明日の授業をどう創るか
学習者の「いま、ここ」を見つめる国語教育

国語の力
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の
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今
年
の
春
よ
り
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
い
た

学
び
が
小
学
校
で
本
格
始
動
と
な
り
ま
し
た
。来
春
か
ら
は
、

中
学
校
で
も
始
ま
り
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
の
告
示
か
ら
約

三
年
経
ち
、
い
よ
い
よ
学
び
の
場
に
新
し
い
取
り
組
み
が
も

た
ら
さ
れ
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
示
さ
れ
た
「
言
語
活
動
の

充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
〜
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
の
育
成
に
向
け
て
〜
」（
小
学
校
版
は
平
成
二
二
年
一
二

月
、中
学
校
版
は
平
成
二
三
年
五
月
）を
参
考
に
、改
め
て「
言

語
活
動
の
充
実
」に
つ
い
て
特
集
を
組
み
ま
し
た
。
事
例
が
、

さ
ら
に
次
の
事
例
を
生
み
、
新
し
い
試
み
が
確
か
な
も
の
へ

と
紡
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
「
現
在
か
ら
、
未
来
は
生
ま
れ
落
ち
る
。」（
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
・
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
響
き
を
も
っ
て
心
に
届
く
こ
と
ば
の
よ
う
に
感

じ
て
い
ま
す
。 

（
Ｓ
）

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

a new way
of learning
Japanese

三省堂  国語教育

1 巻頭エッセイ　虚心坦懐に聞く耳を　三宮 麻由子

特集　言語活動の充実
2 言語活動を支える「伝え合う力」　河野 順子

6 思考力・判断力・表現力の育成のために　中村 敦雄

8 言語活動の充実のために ─学習の足場作りとしての教師の問いかけ─　宮本 浩治

10 「随筆を書く」でなにをねらうか　阿部 藤子

…………………………………………………………………………………………………
実践交流
12  中学国語　「俳句を味わう」ための授業づくり

 ─「言葉のレンズ」で俳句の世界を覗く─　上江洲 朝男

14  中学国語　生徒にとって必然のある言語活動にするために
 ─魯迅「故郷」の実践を通して─　布施 力

16  小学国語　自分の「ものの見方・感じ方」をつくる活動
 ─学習過程「課題設定や取材」の活動の工夫─　小出 直子

18 小学国語　読み比べて話のおもしろさを表現しよう　矢吹 ゆかり

20  中学書写　「一字の書」の試み－書写を楽しく
 ─自分らしい表現を工夫する─　外山 千浪

…………………………………………………………………………………………………
22 見つけた！ こんな文学教材　第1回　読解のコツ─「紅鯉」（丘修三）の一文を読む　寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業　第1回　何故サブカルチャーに注目するのか　町田 守弘

25 編集後記
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1

三宮　麻由子

虚心坦懐に聞く耳を

巻頭エッセイ

素
直
に
人
の
言
葉
を
吸
収
で
き
る
時
期
に
、
謙
虚
な
言

葉
で
な
く
評
価
し
合
う
言
葉
を
か
け
ら
れ
続
け
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
の
心
は
「
聞
く
」
心
で
な
く
「
評
価
す
る
」

心
に
育
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

い
ま
学
校
で
は
、
学
習
過
程
や
結
果
に
つ
い
て
「
評

価
」
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
聞
い
た
。
新
た
な
目

標
を
見
つ
け
た
り
そ
れ
ま
で
の
学
習
方
法
を
軌
道
修
正

す
る
た
め
に
は
、た
し
か
に
振
り
返
り
は
必
要
だ
ろ
う
。

　

だ
が
客
観
的
な
評
価
は
、あ
る
程
度
自
己
が
確
立
し
、

学
問
や
実
生
活
で
の
ス
キ
ル
が
完
成
し
て
初
め
て
可
能

に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
ス
キ
ル
の
大

き
な
要
素
に
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
前
に
、
ま
ず
は
虚

心
坦
懐
に
聞
く
と
い
う
態
度
が
あ
る
と
私
は
思
う
の

だ
。
つ
ま
り
、
自
我
を
一
度
脇
に
お
い
て
謙
虚
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謙
虚
に
な
る
に
は
自
己
が
し
っ

か
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
人
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
心

の
余
裕
が
要
る
。
謙
虚
さ
の
な
い
評
価
や
分
析
は
、
単

な
る
独
り
よ
が
り
に
な
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、感
想
を
書
い
た
生
徒
さ
ん
の
多
く
は
、「
し

ち
ゃ
っ
た
」「
○
○
み
た
い
な
」「
や
っ
ぱ
」
な
ど
の
口

語
を
多
用
し
、
感
想
文
は
文
章
の
体
を
成
し
て
さ
え
い

な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
見
て
も
、
客
観
的
な
評
価
が
で

き
る
ほ
ど
人
格
が
完
成
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ

ん
な
段
階
で
評
価
を
求
め
ら
れ
た
ら
、子
ど
も
た
ち
は
、

謙
虚
に
話
を
聞
く
余
裕
を
奪
わ
れ
、「
目
標
達
成
」
の

一
言
を
言
う
た
め
に
、
先
生
に
評
価
さ
れ
る
テ
ク
ニ
ッ

ク
の
熟
練
に
終
始
し
て
し
ま
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
先
生
も
、
目
標
の
達
成
や
過
程
の
分
析
に
目
を
奪

　

あ
る
中
学
校
で
特
別
授
業
を

し
た
後
、
生
徒
の
感
想
が
送
ら

れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

ほ
ぼ
全
部
が
「
感
想
」
で
は
な

く
「
評
価
」
の
文
章
だ
っ
た
の

で
愕
然
と
し
た
。

「（
三
宮
）
先
生
の
世
界
に
触

れ
る
と
い
う
〝
目
標
は
達
成
〟

で
き
ま
し
た
」

「
先
生
が
〝
私
の
質
問
に
素
直

な
気
持
ち
で
答
え
た
〟
の
で
嬉

し
か
っ
た
」

「
先
生
は
〝
難
易
度
の
高
い
ピ

ア
ノ
の
曲
を
演
奏
し
、
そ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
は
高
か
っ

た
〟」

　
〝
…
…
〟
内
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
は
、
感
想

で
は
な
く
評
価
の
表
現
で
、
少
な
く
と
も
教
え
ら
れ
る

側
が
教
え
手
に
対
し
て
使
う
言
葉
で
は
な
い
。
た
だ
そ

れ
は
、
生
徒
本
人
の
言
葉
と
い
う
よ
り
、
い
つ
も
先
生

か
ら
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
私
に
適
用
し
た

だ
け
の
よ
う
に
読
め
た
。
実
際
子
ど
も
た
ち
は
非
常
に

純
粋
で
、
心
を
開
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
、
質
問
し
な

が
ら
泣
き
出
し
て
し
ま
う
子
さ
え
い
た
。
そ
の
子
た
ち

が
、
感
想
を
求
め
ら
れ
る
と
「
評
価
言
葉
」
で
話
し
て

し
ま
う
の
だ
。
先
生
方
は
、
生
徒
を
褒
め
よ
う
と
す
る

あ
ま
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
絶
え
ず
「
評
価
す
る
」
言

葉
を
か
け
続
け
る
こ
と
の
影
響
の
大
き
さ
を
あ
ら
た
め

て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
痛
感
し
た
。
人
生
で
一
番

わ
れ
て
、「
評
価
の
連
鎖
」
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　

大
学
で
専
攻
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
先
生
が
、

哲
学
者
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
の
「
パ
ン
セ
」
を
読
む

授
業
で
こ
う
言
わ
れ
た
。

「
実
る
稲
穂
は
頭
を
垂
れ
る
と
い
う
で
し
ょ
う
？　

謙

虚
に
人
の
話
を
聞
け
る
人
は
、
独
断
に
囚
わ
れ
て
過
ち

を
犯
す
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
あ
な
た
方
も
、

謙
虚
に
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

　

こ
の
言
葉
は
、い
ま
も
私
の
座
右
の
銘
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
指
針
に
す
る
と
、
た
と
え
ば
本
の
読
み
方
ひ

と
つ
と
っ
て
も
、「
面
白
い
」
と
か
「
為
に
な
る
」
と

い
う
評
価
で
自
分
の
利
益
に
な
る
も
の
だ
け
を
探
す
と

い
う
読
み
方
は
し
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、分
か
ら
な
い
、

難
し
い
本
に
挑
戦
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
指
針
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
先
生
の
言
葉
と
は

こ
の
よ
う
に
、
人
の
一
生
を
左
右
す
る
ほ
ど
重
い
と
い

う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
意
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
の
だ
。

　

授
業
の
な
か
で
、
先
生
自
身
が
、
評
価
の
言
葉
で
な

く
謙
虚
な
言
葉
を
口
に
す
る
よ
う
さ
ら
に
心
が
け
た
な

ら
、生
徒
の
言
動
は
き
っ
と
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
ん
の
み
や　

ま
ゆ
こ 

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。
最
新
刊
「
空
が
香
る
」（
文
芸

春
秋
）。
書
道
で
個
展
を
開
催
。
講
演
、
演
奏
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
多

方
面
で
活
動
。
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集特
一　
「
言
語
活
動
」
設
定
の
背
景

　

旧
学
習
指
導
要
領
の「
総
則
」で
は
、「
生
き
る
力
」

を
育
む
こ
と
を
め
ざ
し
て
、「
自
ら
学
び
自
ら
考
え

る
力
の
育
成
」「
基
礎
的
・
基
本
的
な
内
容
の
確
実

な
定
着
」「
個
性
を
生
か
す
教
育
の
充
実
」
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
新
版
で
は
、「
基
礎

的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
確
実
に
習
得
さ

せ
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に

必
要
な
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
そ
の
他
の
能
力

を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
、
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
を
養
」
う
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
内
容
で
あ
る
「
知

識
と
技
能
」
を
「
活
用
」
す
る
た
め
に
「
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
」
等
を
育
て
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、「
指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮

す
べ
き
事
項
」
に
は
、「
児
童
の
思
考
力
、
判
断
力
、

表
現
力
等
を
は
ぐ
く
む
観
点
か
ら
、
基
礎
的
・
基
本

的
な
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
学
習
活
動
を
重

視
す
る
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。

　

こ
う
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、「
各

教
科
で
の
習
得
や
活
用
と
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を

中
心
と
し
た
探
究
」
と
い
う
中
央
教
育
審
議
会
教
育

課
程
部
会
の
「
審
議
の
ま
と
め
」（
二
〇
〇
七
年

一
一
月
）
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
そ
の
背
後
に
は
、

各
種
の
学
力
調
査
で
知
識
の
活
用
力
・
応
用
力
や
思

考
力
・
表
現
力
を
見
る
問
題
の
正
答
率
が
低
か
っ
た

と
い
う
事
情
が
あ
る
。

二　

�

学
習
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
の
具

体
化

　

こ
れ
ま
で
も
学
校
の
先
生
方
は
基
礎
的
・
基
本
的

知
識
の
習
得
・
活
用
を
促
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
て
育
て
て
き
た
基
礎
的
・
基
本
的

知
識
の
育
成
が
狭
い
範
囲
の
文
脈
で
し
か
活
用
で
き

な
い
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
こ
で
、

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
表
現
力
を
中
心
に
し
て
、

知
識
・
技
能
の
習
得
と
そ
の
活
用
を
図
る
た
め
の
措

置
と
し
て
「
言
語
活
動
」
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

国
語
の
「
内
容
」
の
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
Ｂ
書
く
こ
と
」「
Ｃ
読
む
こ
と
」の
そ
れ
ぞ
れ
に「
言

語
活
動
」
が
明
示
さ
れ
、文
部
科
学
省
か
ら
は
、さ
っ

そ
く
「
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
〜

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
の
育
成
に
向
け
て
〜
」

が
出
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
言
語
活
動
は
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行

え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
イ
を
見
て
み
る
と
、
小
学
校
、
中
学

言
語
活
動
を
支
え
る「
伝
え
合
う
力
」

熊
本
大
学
　
　
　
　
　

河
野　

順
子

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
文
部
科
学

省
か
ら
は
指
導
事
例
集
も
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
本
特
集
で
は
、
言
語
活
動
の
意
義
に
つ
い

て
考
え
、
ど
の
よ
う
に
充
実
さ
せ
て
い
く
か
、
具
体
的
に
提
案
し
ま
す
。

言
語
活
動
の
充
実
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校
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
双
方
向
の
伝
え
合
う
活

動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
小
学
校
一
・
二
年
）
尋
ね
た
り
応
答
し
た
り
、
グ

ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
考
え
を
一
つ
に
ま
と
め
た
り

す
る
こ
と
。

　
（
小
学
校
三
・
四
年
）
学
級
全
体
で
話
し
合
っ
て
考

え
を
ま
と
め
た
り
、
意
見
を
述
べ
合
っ
た
り
す
る
こ

と
。

　
（
小
学
校
五
・
六
年
）
調
べ
た
こ
と
や
ま
と
め
た
こ

と
に
つ
い
て
、
討
論
な
ど
を
す
る
こ
と
。

　
（
中
学
校
一
年
）
日
常
生
活
の
中
の
話
題
に
つ
い

て
対
話
や
討
論
な
ど
を
行
う
こ
と
。

　

旧
版
と
比
べ
る
と
、「
伝
え
合
う
力
」
を
よ
り
具

体
的
な
レ
ベ
ル
で
指
導
す
る
た
め
の
指
針
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
方
向
性
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に

お
け
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
コ
ン
ピ

テ
ン
シ
ー
の
定
義
と
選
択 

そ
の
理
論
的
・
概
念
的

基
礎
」（
略
称D

eSeCo

）
が
抽
出
し
た
「
キ
ー
・
コ

ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
個
人
の
人
生
に
お
け
る
成
功
と
社
会
の
発
展
に

貢
献
す
る
た
め
に
、「
す
べ
て
の
個
人
」に
と
っ
て「
幅

広
い
文
脈
」
で
役
に
立
つ
能
力
と
さ
れ
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
①
社
会
的
に
異
質
な
集
団
で
交
流
す
る

力
、
②
自
律
的
に
活
動
す
る
力
、
③
道
具
を
相
互
作

用
的
に
用
い
る
力
、
と
な
っ
て
い
る
（
Ｄ
・
Ｓ
・
ラ

イ
チ
ェ
ン
＆
Ｌ
・
Ｈ
・
サ
ル
ガ
ニ
ク
編
著
／
立
田
慶

裕
監
訳
『
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
〜
国
際
標
準
の

学
力
を
め
ざ
し
て
〜
』
二
〇
〇
六
年
、
明
石
書
店
、

八
八
〜
九
〇
頁
）。
国
際
的
な
視
点
か
ら
、
自
分
の

考
え
を
し
っ
か
り
と
持
っ
た
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
々

と
対
話
・
協
調
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
た
め
の
知
識

と
技
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
私
と
は
異
な
る
他
者
に
出
会
い
、
そ
の

他
者
の
考
え
を
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
、
し
か
し
、
流

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
考
し
、
判
断
し
、
吟
味
し

た
結
果
、
新
た
な
知
識
・
技
能
へ
と
再
構
成
す
る
営

み
が
言
語
活
動
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
言
語
活

動
重
視
の
方
向
性
が
単
な
る
活
動
主
義
に
終
わ
っ
て

し
ま
え
ば
、
生
活
に
生
き
て
働
く
知
識
・
技
能
の
育

成
は
難
し
い
。
学
習
者
が
他
者
の
言
葉
（
意
見
や
質

問
な
ど
）
に
出
会
い
、「
私
の
考
え
は
こ
の
ま
ま
で

は
だ
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
誰
の
ど
ん
な
意
見

を
こ
そ
取
り
入
れ
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。」

と
向
き
合
い
、
既
有
の
知
識
・
技
能
を
再
構
成
で
き

る
よ
う
な
言
語
活
動
の
場
を
ど
う
教
師
が
デ
ザ
イ
ン

す
る
か
が
重
要
な
視
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

私
の
小
学
校
教
員
の
頃
の
実
践
を
紹
介
し
て
み
た

い
。

　

五
年
生
教
材
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
の
最
後

の
一
行
は
「
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
大
造
じ
い

さ
ん
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
学
習
の
場
面
で
、
子
ど

も
た
ち
は
次
の
よ
う
に
読
み
を
進
め
て
い
っ
た
。

　

洋
平
は
、「
ま
た
、堂
々
と
戦
お
う
じ
ゃ
な
い
か
。」

と
い
う
言
葉
と
関
連
づ
け
て
、「
次
の
戦
い
を
楽
し

み
に
し
て
い
る
。」
と
発
言
し
た
。
こ
の
発
言
に
対

し
て
、
佐
恵
子
は
、「
わ
た
し
は
、『
い
つ
ま
で
も
、

い
つ
ま
で
も
、見
守
っ
て
い
ま
し
た
。』の
言
葉
に
は
、

何
か
人
間
同
士
の
友
だ
ち
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
い
ま
す
。」
と
発
言
を
始
め
た
。

そ
の
と
き
、「
え
え
っ
。」
と
教
室
が
ざ
わ
め
き
、
洋

平
は
首
を
か
し
げ
た
。
そ
の
あ
と
佐
恵
子
が
、「
お

う
い
。
が
ん
の
英
ゆ
う
よ
。
お
ま
え
み
た
い
な
え
ら

ぶ
つ
を
、
お
れ
は
、
ひ
き
ょ
う
な
や
り
方
で
や
っ
つ

け
た
か
あ
な
い
ぞ
。」
と
い
う
言
葉
と
結
び
付
け
て
、

「
じ
い
さ
ん
は
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
戦
い
方
、
つ
ま

り
、
と
く
に
三
の
場
面
の
お
と
り
作
戦
に
つ
い
て
狩

人
と
し
て
ひ
き
ょ
う
な
手
段
を
と
っ
た
こ
と
を
強
く

反
省
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
三
の
場
面
の
残
雪
の

描
写
『
羽
が
、
白
い
花
弁
の
よ
う
に
、
す
ん
だ
空
に

飛
び
散
り
ま
し
た
』
な
ど
は
じ
い
さ
ん
が
見
て
い
た

仲
間
の
た
め
に
戦
う
残
雪
の
姿
で
す
。
そ
の
美
し
さ

に
じ
い
さ
ん
は
人
間
を
た
た
え
る
よ
う
な
思
い
に

な
っ
た
の
で
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
ま
る
で
遠

く
に
い
く
大
切
な
人
を
見
送
る
よ
う
に
見
送
っ
て
い

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
発
言
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
洋
平
は
、「
で
も
狩
人
な
の
に
獲

物
を
捕
ま
え
な
い
の
は
お
か
し
い
。」
と
発
言
し
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
、
由
美
は
、「
大
造
じ
い
さ
ん
は

残
雪
が
自
分
を
本
物
の
狩
人
に
し
て
く
れ
た
と
思
っ

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
『
い
つ
ま
で
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も
、
い
つ
ま
で
も
、
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。』
と
い

う
表
現
は
使
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。」
と
発
言
を
加

え
て
い
っ
た
。

　

こ
の
由
美
の
発
言
に
洋
平
は
「
あ
っ
。
そ
う
か
。」

と
つ
ぶ
や
き
、発
見
カ
ー
ド
に
、「
ぼ
く
は
、は
じ
め
、

大
造
じ
い
さ
ん
が
残
雪
と
の
次
の
戦
い
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
佐

恵
子
さ
ん
や
由
美
さ
ん
の
発
表
を
聞
い
て
、
最
後
の

大
造
じ
い
さ
ん
の
言
葉
に
は
こ
れ
ま
で
の
大
造
じ
い

さ
ん
と
残
雪
と
の
戦
い
を
振
り
返
り
、
ひ
き
ょ
う
な

手
で
残
雪
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
大
造
じ
い
さ
ん

か
ら
本
物
の
狩
人
と
し
て
の
生
き
方
を
残
雪
の
姿
か

ら
悟
ら
せ
ら
れ
た
感
動
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
読
み

が
変
わ
っ
た
。
そ
う
思
う
と
最
後
の
一
文
に
は
狩
人

大
造
じ
い
さ
ん
の
残
雪
に
対
す
る
感
謝
と
こ
れ
か
ら

も
お
互
い
に
成
長
し
続
け
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。」
と
書
い
た
。
こ
の
よ

う
な
伝
え
合
う
言
語
活
動
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
っ
た

と
き
、
子
ど
も
た
ち
の
読
み
は
他
者
の
読
み
を
受
け

て
、
広
が
り
、
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三　

�

学
び
を
支
え
る
「
伝
え
合
う
力
」
の

育
成

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
読
解
力
」
等
の
概
念

も
広
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
お
け
る

「
読
解
力
」
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
、「
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知
識

と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す

る
た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、
利
用

し
、
熟
考
す
る
能
力
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ま
で
の
国
語
科
教
育
に
お
け
る
読
解
力
よ
り
も
機
能

的
・
実
用
的
な
性
格
が
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

実
際
、
文
章
の
よ
う
な
「
連
続
型
テ
キ
ス
ト
」
だ
け

で
な
く
、図
表
・
グ
ラ
フ
・
地
図
・
書
式
な
ど
の「
非

連
続
型
テ
キ
ス
ト
」
も
含
ん
で
、
次
の
よ
う
な
「
読

解
の
プ
ロ
セ
ス
」
に
対
応
し
た
三
つ
の
課
題
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。

・ 

情
報
の
取
り
出
し
（
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る

情
報
を
正
確
に
取
り
出
す
こ
と
）

・ 

解
釈
（
書
か
れ
た
情
報
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
か
理
解
し
た
り
推
論
し
た
り
す
る
こ
と
）

・ 
熟
考
・
評
価
（
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
生
徒
の
知

識
や
考
え
方
や
経
験
と
結
び
つ
け
る
こ
と
）

　

こ
の
中
で
、
特
に
日
本
の
高
校
生
の
出
来
が
悪

か
っ
た
の
が
、「
熟
考
・
評
価
」
に
関
す
る
自
由
記

述
式
の
問
題
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
考
え
た

こ
と
を
自
分
の
知
識
や
経
験
と
結
び
つ
け
て
表
現
す

る
力
が
弱
い
生
徒
が
多
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
し
て

自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
そ

れ
を
論
理
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
う
し
た
点
を
ふ
ま
え
て

作
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
を
読
ん

で
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

通
し
て
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と

と
い
う
学
習
活
動
の
重
視
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
小
学
校
五
・
六
年
の
「
読
む
こ
と
」

の
「
内
容
」
を
見
て
み
よ
う
。
単
に
読
む
だ
け
で
な

く
、
自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
発

表
し
合
い
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

ア 　

自
分
の
思
い
や
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
音
読
や

朗
読
を
す
る
こ
と
。

イ 　

目
的
に
応
じ
て
、
本
や
文
章
を
比
べ
て
読
む
な

ど
効
果
的
な
読
み
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

ウ 　

目
的
に
応
じ
て
、
文
章
の
内
容
を
的
確
に
押
さ

え
て
要
旨
を
と
ら
え
た
り
、
事
実
と
感
想
、
意
見

な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え
を
明
確

に
し
な
が
ら
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
。

エ 　

登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
、
場
面
に
つ
い

て
の
描
写
を
と
ら
え
、
優
れ
た
叙
述
に
つ
い
て
自

分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
。

オ 　

本
や
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合

い
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ

と
。

カ 　

目
的
に
応
じ
て
、
複
数
の
本
や
文
章
な
ど
を
選

ん
で
比
べ
て
読
む
こ
と
。

　

ウ
・
エ
・
オ
に
は
「
自
分
の
考
え
」
と
い
う
言
葉

が
共
通
に
出
て
く
る
。

　

ま
た
、イ
・
カ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
比
べ
読
み
」

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
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を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な
く
、
相
対
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
自
分
の
考
え
」
を
練
り
上
げ
よ
う
と
す
る

手
だ
て
で
あ
る
。
エ
も
含
め
る
と
、「
読
む
こ
と
」

の
中
に
吟
味
や
批
評
（critical reading

）
を
含
め

よ
う
と
す
る
方
向
が
垣
間
見
え
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、新
学
習
指
導
要
領
で
は
、

指
導
内
容
に
お
い
て
も
、「
伝
え
合
う
力
」
が
重
要

な
学
び
を
支
え
る
力
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。

四　

�

指
導
事
項
と
し
て
の
教
科
内
容
の
具

体
化

　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
指
導
内
容
や
言
語

活
動
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、「
伝
え
合
う
力
」
が

重
視
さ
れ
、
思
考
し
、
判
断
し
、
表
現
し
合
う
活
動

の
中
で
、
既
に
学
習
者
が
持
っ
て
い
た
知
識
や
技
能

が
再
構
成
さ
れ
る
営
み
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
読
者
の
皆
さ
ん
に
も
伝
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
そ
の
点
だ
け
で
は
な
い
。

　

新
学
習
指
導
要
領
は
、
旧
版
に
比
べ
て
「
内
容
」

の
記
述
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
各
学
年

に
お
い
て
指
導
す
べ
き
教
科
内
容
が
よ
り
具
体
化
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
五
・
六
年
の
「
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り

に
関
す
る
事
項
」
の
中
に
、「
比
喩
や
反
復
な
ど
の

表
現
の
工
夫
に
気
付
く
こ
と
」
と
い
う
項
目
が
入
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
書
く
こ
と
」
の
オ
「
表
現
の

効
果
な
ど
に
つ
い
て
確
か
め
た
り
工
夫
し
た
り
す
る

こ
と
」
や
カ
「
書
い
た
も
の
を
発
表
し
合
い
、
表
現

の
仕
方
に
着
目
し
て
助
言
し
合
う
こ
と
」
に
関
連
し

て
お
り
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト

の
「
熟
考
・
評
価
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
だ
け
で
な
く
、
い
か

に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
テ
キ
ス
ト
を

批
評
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
明
確
に
さ
れ
始
め
た
〈
教
科

内
容
〉
を
基
礎
的
・
基
本
的
知
識
・
技
能
と
し
て
位

置
づ
け
、
前
項
で
み
て
き
た
よ
う
な
「
伝
え
合
う
」

活
動
を
重
視
し
、
学
習
者
の
中
に
他
者
の
意
見
や
質

問
に
出
会
わ
せ
、
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
、
真
に
思
考

し
、
判
断
し
、
表
現
し
合
う
言
語
活
動
の
デ
ザ
イ
ン

に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
中
に
対
話
が
生
じ
、
知
識
・

技
能
の
再
構
成
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
生
き
て
働
く

「
習
得
」「
活
用
」
と
な
る
と
考
え
る
。

五　

�

対
話
能
力
の
育
成�

ー
こ
れ
か
ら
の

授
業
が
め
ざ
す
も
の

ー

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
「
読
解
力
」
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
、
解
釈

す
る
、
熟
考
す
る
、
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
要

す
る
に
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
（
送
り
手
）
と

〈
対
話
〉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
自

分
の
目
的
や
課
題
に
利
用
で
き
る
か
、
こ
の
テ
キ
ス

ト
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
自
分
は
そ
れ
に
対

し
て
ど
う
考
え
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
に
問
い
か
け
て
答
え
を
探
っ
て
い
く
。
逆

に
テ
キ
ス
ト
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
「
問
い
」
と

「
答
え
」
の
往
復
運
動
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
対
話
能
力
の
欠
如
が

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
生
ん
で
い
る
。
国
際
紛
争
、
人

権
や
差
別
の
問
題
、
い
じ
め
や
殺
人
な
ど
の
社
会
問

題
の
多
く
は
そ
こ
に
起
因
す
る
。
国
際
化
が
進
む
中

で
、
異
世
界
・
異
文
化
の
人
た
ち
と
の
〈
対
話
〉
こ

そ
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
を
正

し
く
深
く
理
解
し
、
誠
実
に
受
け
止
め
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
立
場
を
は
っ
き
り
と

表
明
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
相
手

の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
や
基
盤
だ
け
で
な
く
、
ま

ず
は
自
分
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
や
基
盤
に
つ
い

て
も
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
「
対
話
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
言
語
活

動
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
わ
の　

じ
ゅ
ん
こ 

『〈
対
話
〉
に
よ
る
説
明
的
文
章
の
学
習

指
導
』（
二
〇
〇
六
、
風
間
書
房
）、『
入
門
期
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
形
成
過
程
と
言
語
発
達
― 

実
践
的
実
証
的
研
究
―
』

（
二
〇
〇
九
、
渓
水
社
）
を
は
じ
め
、〈
対
話
〉
を
核
に
し
た
実

践
と
理
論
の
統
合
に
よ
る
授
業
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
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一　
「
言
語
活
動
」
へ
の
困
惑

　

平
成
二
〇
年
に
公
示
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
で

は
「
言
語
活
動
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
登
場
し
た
。

こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
象
徴
さ
れ
る
現

時
点
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
リ
テ
ラ
シ
ー
へ
の
接
近
を

意
図
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の

読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
（reading literacy

）
は
、
母

語
教
育
で
の
「
読
む
こ
と
（reading

）」
に
限
定
し

た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
に

お
け
る
多
様
な
テ
ク
ス
ト
を
位
置
づ
け
た
提
案
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
学
校
と
い
う
社
会
に
位
置
づ
け

た
場
合
に
、「
あ
ら
ゆ
る
教
科
」
に
お
け
る
と
い
っ

た
文
言
に
置
き
換
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
言
語
活
動
」
と
い
う
こ
と
ば
ほ

ど
実
践
家
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
も
な
い
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
教
科
の

学
習
に
お
い
て
、「
言
語
」
を
使
わ
ず
に
成
立
す
る

教
科
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
音
楽
や
美
術
等

の
言
語
と
は
異
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体

を
扱
う
教
科
で
あ
っ
て
も
、
鑑
賞
や
表
現
と
い
っ
た

行
為
は
、
言
語
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。

　

む
し
ろ
次
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。従
来
、

そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
は
意
識
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
「
言
語
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
知
る

た
め
の
示
唆
が
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育

成
」
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
の
育
成
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
前
提
と
し
て
、
今

ま
で
に
も
ま
し
て
、
意
図
的
・
目
的
的
に
授
業
実
践

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。　

　

で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ
ば
、
思
考
力
・
判
断

力
・
表
現
力
の
育
成
は
達
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。「
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
」（
文

部
科
学
省
）
か
ら
手
が
か
り
を
探
っ
て
い
こ
う
。

二　

�「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
事
例

か
ら

　

中
学
校
第
一
学
年
の
「『
体
験
入
部
』
の
報
告
を

し
よ
う
（
国
語－

１
）」
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
に
お
け
る
取
り
組
み
で
あ
り
、「
自
分
の
体
験

を
基
に
報
告
す
る
内
容
を
選
ん
で
話
を
構
成
し
、
話

す
速
度
や
音
量
、
相
手
に
分
か
り
や
す
い
語
句
の
選

択
な
ど
の
知
識
を
生
か
し
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
」

こ
と
を
も
っ
て
目
標
と
し
て
い
る
。
中
学
校
最
初
の

学
校
生
活
に
お
け
る
実
の
場
の
経
験
を
学
習
に
取
り

入
れ
た
、
有
効
な
実
践
で
あ
る
。

　

学
習
者
が
体
験
入
部
で
得
た
情
報
を
報
告
メ
モ
に

ま
と
め
、
ペ
ア
で
、
さ
ら
に
は
グ
ル
ー
プ
で
報
告
し

合
う
機
会
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
実
践
で
は
、
話

し
手
だ
け
で
な
く
、
聞
き
手
に
も
課
題
を
与
え
、
相

互
に
高
め
合
っ
て
い
く
学
習
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ペ
ア
の
相
手
に
は
、「
適
切
な
速
度
や

音
量
」
で
あ
る
か
に
、
そ
れ
以
外
の
者
は
「
内
容
の

分
か
り
や
す
さ
」
に
注
意
し
て
聞
か
せ
、
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
を
行
わ
せ
て
い
る
。

　

大
変
に
工
夫
さ
れ
た
構
想
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
、
提
示
さ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
適
切
な
速
度
や
音
量
」
や
ア
イ
・
コ
ン
タ
ク
ト
と

い
っ
た
「
外
言
」
を
中
心
と
し
た
内
容
が
目
立
つ
。

中
学
校
第
一
学
年
に
ふ
さ
わ
し
い
展
開
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、そ
の
点
へ
の
言
及
が
弱
い
の
で
、

推
論
し
つ
つ
補
っ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
大
事
に
す

べ
き
は
、
む
し
ろ
、「
内
容
の
分
か
り
や
す
さ
」
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、「
思
考
力
」
に
関
わ
っ
て
軽
視

し
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成
の
た
め
に

群
馬
大
学
　
　
　
　
　

中
村　

敦
雄
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■特集　言語活動の充実

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
最
後
の
部
分
に
、「
練
習
内
容

は
三
つ
だ
け
話
し
て
…
…
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
は

ナ
ン
バ
リ
ン
グ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ナ
ン
バ
リ
ン

グ
を
意
識
す
る
こ
と
は
、「
内
言
」
に
関
わ
っ
て
、

何
を
ど
う
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
か
、
選
択
的
な
思

考
を
働
か
せ
る
機
会
を
学
習
者
に
提
供
す
る
。
さ
ら

に
は
、メ
モ
に
記
し
た
順
に
た
だ
話
す
の
で
は
な
く
、

聞
き
手
の
知
識
や
興
味
に
応
じ
て
順
番
等
を
工
夫
す

る
必
要
性
も
学
習
す
べ
き
項
目
で
あ
る
。

三　
「
読
む
こ
と
」
の
事
例
か
ら

　

次
に
、
中
学
校
第
三
学
年
の
「『
走
れ
メ
ロ
ス
』

を
読
ん
で
批
評
す
る（
国
語－

14
）」を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
実
践
で
は
、「
批
評
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
も

新
学
習
指
導
要
領
か
ら
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

来
の
文
学
教
材
を
扱
っ
た
学
習
の
場
合
、
読
み
を
深

め
て
感
想
を
出
し
合
う
学
習
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
批
評
」
と
な
っ
た
こ
と

で
、
要
求
水
準
が
精
密
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
実
践
で
注
目
す
べ
き
は
、「
す
ば
ら
し
い
・

分
か
る
・
大
事
」
等
と
い
っ
た
「
批
評
す
る
際
に
用

い
る
語
彙
」
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
せ
て
お
く
こ
と

で
、
自
分
の
批
評
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
手
立
て
が

図
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

学
習
者
の
反
応
と
し
て
は
、「
メ
ロ
ス
の
言
動
に

関
し
て
」
が
40
％
、「
登
場
人
物
の
設
定
や
言
動
に

関
し
て
」
が
30
％
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
従
来
の
実
践

と
ほ
ぼ
同
様
の
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
「
批
評
す
る
際
に
用
い
る
語

彙
」
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
批
評
と
し
て
の
精
度
が
高

ま
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
批
評
と
い
う
、
具
体

的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
応
じ
た
手
立
て
は
、
記
録
や
報
告

と
い
っ
た
他
ジ
ャ
ン
ル
の
学
習
活
動
に
あ
っ
て
も
等

し
く
必
須
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
は
紙
幅
の
制
約
な
の
で
あ
ろ
う
。
学
習

者
の
反
応
の
多
か
っ
た
「
メ
ロ
ス
の
言
動
」
を
批
評

す
る
に
は
、
例
示
さ
れ
た
「
批
評
す
る
際
に
用
い
る

語
彙
」
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
足
し
て
い
る
。
言
動

を
も
と
に
し
て
人
物
像
に
迫
る
た
め
の
「
語
彙
」
を

何
ら
か
の
方
法
で
共
有
で
き
る
手
立
て
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
わ
た
し
た
ち
は
、

そ
う
し
た
「
語
彙
」
を
ど
こ
か
ら
求
め
た
ら
良
い
の

だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
答
え
と
し
て
、
類
語
辞
典
の

使
用
を
紹
介
し
た
い
。
多
く
の
英
語
圏
の
教
室
で
は

一
般
的
な
辞
書
と
と
も
に
類
語
辞
典
が
備
え
付
け
ら

れ
て
い
る
。
類
語
辞
典
を
引
く
と
、
そ
の
語
と
似
た

意
味
や
関
連
し
た
意
味
の
語
が
体
系
的
に
掲
載
さ
れ

て
お
り
、「
語
彙
」
の
点
で
は
強
力
な
補
助
手
段
と

な
っ
て
、
ひ
い
て
は
「
表
現
力
」
の
育
成
に
つ
い
て

も
資
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、「
内
言
」
に
関
わ
っ
て
、「
批
評
す
る
際

に
用
い
る
語
彙
」
や
類
語
辞
典
で
得
た
語
が
、
自
分

の
伝
え
た
い
反
応
を
効
果
的
に
相
手
に
伝
え
て
い
る

の
か
、「
判
断
力
」
を
働
か
せ
て
確
か
め
る
学
習
経

験
が
不
可
欠
で
あ
る
。

四　

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成

　

以
上
、
事
例
集
に
掲
載
さ
れ
た
実
践
事
例
に
即
し

て
、
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
て
き
た
。
言
語
活
動
を
と

お
し
て
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成
を
行
う

場
合
、
と
も
す
れ
ば
、
関
心
が
「
外
言
」
に
偏
り
が

ち
で
あ
る
。し
か
し
、こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
内

言
」
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
で
深
ま
り
の
あ
る
実
践
へ

と
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
学
習

の
手
順
を
明
確
に
す
る
こ
と
、「
批
評
す
る
際
に
用

い
る
語
彙
」
の
よ
う
な
手
立
て
を
事
前
に
可
視
化
さ

せ
る
こ
と
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
有
益
な
方
策
を
つ

か
む
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

実
践
前
に
、
教
師
側
が
ど
れ
だ
け
、
実
践
の
展
開

や
学
習
者
の
反
応
、
さ
ら
に
は
育
成
を
目
指
す
言
語

能
力
に
つ
い
て
「
見
え
て
」
い
る
か
が
鍵
で
あ
る
。

な
か
む
ら　

あ
つ
お 

群
馬
大
学
教
育
学
部
教
授
。
著
書
『
言

葉
の
力
を
育
て
る
レ
ポ
ー
ト
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
』（
共

著
、
明
治
図
書
）
等
。
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一
「
学
習
」
を
構
想
す
る
こ
と
の
難
し
さ

　

国
語
科
の
授
業
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、「
言

語
活
動
」
を
中
心
に
し
た
授
業
が
提
案
さ
れ
、
実
践

さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、「
言
語
活
動
」
を
中
心
に

し
た
授
業
を
拝
見
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
声
を
耳

に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
「
い
ま
ま
で
は
深
い
思
考
を
導
い
て
い
く
発
問
を

考
え
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
…
」

　

従
来
の
授
業
と
は
異
な
り
、
学
習
の
展
開
や
深
ま

り
が
、
発
問
を
中
心
と
し
た
教
師
と
の
や
り
と
り
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
に
、
現
場
の
先
生
方
は
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
、
学
習
者
相
互
の
話
し

合
い
で
の
や
り
と
り
や
、
言
語
活
動
を
通
じ
て
得
ら

れ
た
学
習
者
の
気
付
き
や
考
え
を
も
と
に
し
て
、
学

習
の
展
開
や
深
ま
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
難
し

さ
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
言
語

活
動
の
質
を
捉
え
る
（
評
価
す
る
）
観
点
と
学
習
の

深
ま
り
を
も
た
ら
す
た
め
の
教
師
の
指
導
の
あ
り
方

を
模
索
す
る
現
場
の
先
生
方
の
真
摯
な
姿
勢
の
現
れ

と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
関

す
る
実
際
的
な
問
題
は
、
い
か
に
「
学
習
」
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
あ
る
い

は
、
い
か
に
「
学
習
」
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

二　

�

実
際
の
授
業
を
通
し
て
検
証
し
て
み

ま
し
ょ
う

　

こ
こ
で
実
際
の
授
業
を
検
証
す
る
こ
と
で
、「
言

語
活
動
の
充
実
」
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
「
学
習
作

り
」
の
観
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
、「
言
語
事
項
」、
と
り
わ
け
漢
字
の
学
び

に
関
し
て
の
授
業
の
提
案
で
あ
る
。（
注
１
）

　

従
来
、
漢
字
学
習
と
言
え
ば
、
読
み
書
き
の
習
得

の
た
め
に
、
繰
り
返
し
書
か
せ
た
り
、
読
ま
せ
た
り

す
る
だ
け
の
学
習
が
多
か
っ
た
が
、
漢
字
学
習
に
言

語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（
注
２
）

　

例
え
ば
、読
者
諸
氏
は
、「
シ
ン
ユ
ウ
」と
聞
け
ば
、

「
親
友
」
と
漢
字
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
中
学
生
の
学
習
者
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
な
置
き
換
え
は
す
ぐ
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
こ
で
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
に
な

り
た
い
、
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
が

ほ
し
い
な
、
と
思
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
を
、「
親
」
と

い
う
漢
字
を
使
わ
ず
に
表
現
し
て
み
よ
う
と
い
う
課

題
が
出
さ
れ
た
と
き
に
、
学
習
者
は
、「
シ
ン
」
に

ど
う
い
う
漢
字
を
当
て
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
逆

に
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
は
嫌
だ
な
、
こ
う
い

う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
は
ほ
し
く
な
い
な
、
と
思
う
「
シ

ン
ユ
ウ
」を
表
現
し
て
み
よ
う
と
言
わ
れ
た
時
、「
シ

ン
」
に
ど
う
い
う
漢
字
を
当
て
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
学
習
者
は
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
漢
字
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

①　

な
り
た
い
「
シ
ン
友
」

　
　
　

申
・
伸
・
紳
・
神	

信

　
　
　

心
・
芯	

真
・
慎

　
　
　

深

②　

な
り
た
く
な
い
「
シ
ン
友
」

　
　
　

臣	

針

　
　
　

辛	

震
・
振
・
唇

　
　
　

侵
・
浸

言
語
活
動
の
充
実
の
た
め
に

―
学
習
の
足
場
作
り
と
し
て
の
教
師
の
問
い
か
け
―

武
庫
川
女
子
大
学
　
　

宮
本　

浩
治
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■特集　言語活動の充実

　

こ
こ
ま
で
で
授
業
が
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
目
的

も
な
く
、
単
に
漢
字
の
知
識
量
を
尋
ね
た
も
の
で
し

か
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、「
み
ん
な
が
考
え
て
く
れ
た

漢
字
を
も
と
に
し
て
、
こ
う
い
う
『
シ
ン
ユ
ウ
』
は

い
い
な
と
思
う
も
の
に
つ
い
て
、
班
で
一
つ
挙
げ
て

み
よ
う
。
同
時
に
、
理
由
も
一
緒
に
考
え
て
説
明
し

て
み
よ
う
。」
と
い
う
発
問
を
打
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
あ
る
意
味
で
、「
言
語
活
動
」
を
組
織
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
考
え
に
つ
い
て
、
理
由
を

示
し
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
同
時

に
、
他
者
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し
つ
つ
、

多
様
な
観
点
か
ら
漢
字
に
向
き
合
い
、
妥
当
性
や
信

用
性
に
つ
い
て
吟
味
し
、考
え
を
深
め
て
い
く
姿
が
、

そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
た
。（
注
３
）

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
率
直
な
気
付
き

と
し
て
、「
へ
ん
が
違
う
だ
け
で
、
右
側
は
全
部
同

じ
漢
字
に
な
っ
て
い
る
」
と
発
言
す
る
者
が
い
た
り

も
し
た
。
こ
の
よ
う
な
気
付
き
が
提
示
さ
れ
れ
ば
し

め
た
も
の
で
あ
る
。
声
符
（
音
を
表
す
部
分
）
と
義

符
（
部
首
や
意
味
を
表
す
部
分
）
と
の
組
み
合
わ
せ

で
漢
字
が
出
来
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
当
然
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
を
取
り
上

げ
、
前
記
の
と
お
り
整
理
し
た
後
に
、
漢
字
の
成
り

立
ち
や
声
符
に
よ
っ
て
漢
字
の
読
み
（
音
）
が
確
認

で
き
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
く
こ
と
に
成
功
し

た
。「
言
語
活
動
」
を
と
お
し
て
、「
基
礎
的
・
基
本

的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
」
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与

す
る
授
業
に
も
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

た
っ
た
一
つ
の
授
業
で
語
る
こ
と
は
危
険
か
も
し

れ
な
い
が
、こ
の
授
業
を
参
考
に
し
て
、「
言
語
活
動
の

充
実
」の
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る「
学
習
作
り
」の

観
点
を
抽
出
す
る
と
、お
よ
そ
以
下
の
三
点
に
な
る
。

１　

�

学
習
者
の「
言
語
活
動
」を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、

教
師
は
、学
習
を
焦
点
化
し
た
り
、協
働
性
を
高

め
た
り
す
る
た
め
の
発
問
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
。

２　

�

他
の
学
習
者
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の
考

え
と
つ
な
げ
て
考
え
て
い
く
学
習
場
面
を
設
定

す
る
こ
と
。

３　

�

正
し
さ
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
評
価

規
準
（
例
え
ば
、
説
得
力
の
あ
る
説
明
）
が
求

め
ら
れ
る
学
習
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
学
習
目
標
は
、「
漢
字
の
成
り
立
ち
に
つ

い
て
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち

は
漢
字
に
つ
い
て
の
気
付
き
を
つ
ぶ
や
き
、
こ
の
つ

ぶ
や
き
が
学
習
を
推
進
す
る
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
教
師
に
は
、
言
語
活
動
の
中

で
、
学
習
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
子
ど
も
た
ち
の

つ
ぶ
や
き
を
取
り
上
げ
る
た
め
の
評
価
眼
を
育
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

三　

教
師
の
問
い
か
け
の
意
味

　

教
育
現
場
に
お
け
る
「
言
語
活
動
の
充
実
」
の
模

索
の
過
程
は
、「
学
習
」
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て

い
く
た
め
の
指
導
の
あ
り
方
を
探
究
し
よ
う
と
す
る

営
み
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
、

学
習
支
援
の
足
場
作
り
を
探
究
す
る
営
み
で
あ
る
と

位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

従
来
の
授
業
と
は
異
な
り
、
教
師
は
発
問
で
学
習

を
ひ
っ
ぱ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
学
習
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め

に
は
、
よ
り
一
層
の
教
師
の
指
導
力
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
学
習
状
況
に
合
わ
せ
、
学

習
者
に
具
体
的
な
言
語
表
現
を
求
め
る
た
め
の
、
よ

り
具
体
的
な
問
い
か
け
が
、
学
習
を
豊
か
に
し
、
深

め
て
い
く
の
で
あ
る
。

注��１　

�『
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集【
中
学
校
版
】』

（
文
部
科
学
省
・
二
〇
一
一
）
を
参
照
す
る
と
、［
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
］の
指
導
事
例

に
常
用
漢
字
を
学
ぶ
言
語
活
動
例
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

２　

�

三
原
市
立
宮
浦
中
学
校
の
小
迫
洋
子
先
生
の
研
究
会
で

の
実
践
報
告
を
改
変
し
て
、筆
者
が
二
〇
〇
九
年
四
月
に

広
島
大
学
附
属
中
学
校
一
年
生
で
行
っ
た
実
践
に
よ
る
。

３　

�『
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集【
中
学
校

版
】』第
二
章（
１
）イ
の「
事
実
等
を
解
釈
し
説
明
す
る
と

と
も
に
、
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、自
ら
の
考

え
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」に
十
分
に
対
応

す
る「
言
語
活
動
」と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

み
や
も
と　

こ
う
じ 

武
庫
川
女
子
大
学
講
師
。
中
・
高
の
教

育
現
場
に
勤
務
し
た
経
験
を
生
か
し
て
、
国
語
科
の
教
材
開
発

と
、授
業
論
・
学
習
論
の
開
発
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
。
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指
導
要
領
に
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
て
以
来
、
自

分
が
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
ど
う
指
導
す
る
の

だ
ろ
う
、
と
思
う
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
中
学

校
で
は
「
随
筆
」
と
し
て
教
材
が
あ
り
そ
れ
を
読
む

学
習
は
行
わ
れ
る
が
、そ
も
そ
も
小
学
校
で
は
、「
随

筆
」
を
読
む
学
習
も
な
い
。
そ
れ
で
い
き
な
り
書
け

と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
も
の
か
、
と
単
純
に
思
っ

た
の
で
あ
る
。

　

昨
年
度
六
年
生
を
担
任
し
、
実
践
す
る
機
会
を
得

た
の
で
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
、
こ
の
言
語
活
動
に

つ
い
て
一
考
し
た
い
。

一　

随
筆
と
は
ど
う
い
う
文
種
か
を
知
る

　

23
年
版
の
各
社
の
国
語
教
科
書
に
あ
る
「
随
筆
」

の
例
文
か
ら
、
随
筆
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
子

ど
も
た
ち
が
つ
か
め
そ
う
な
も
の
を
取
り
上
げ
紹
介

し
た
。
そ
の
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
作
家
の
エ
ッ
セ
イ

も
紹
介
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
日
頃
の
こ
と
、
昔

に
遡
っ
て
思
っ
た
こ
と
を
書
こ
う
、
自
分
た
ち
が
書

く
作
文
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
、
と
気
づ
く
。
し

か
し
、い
わ
ゆ
る
生
活
作
文
と
同
じ
だ
ろ
う
か
。「
随

筆
を
書
く
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
ど
こ
か
に
違
い
が

あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
言
語
活
動
の
ね
ら

い
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
違
い
は
何
か
。
三
省
堂
『
小
学
生
の
国
語
』

六
年
に
「
自
由
な
発
想
で
︱ 

随
筆 

︱
」
と
い
う
教

材
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
日
頃
の
経
験
の
中
で
、
事

実
を
書
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
の
思
い
や
考
え
を

書
く
よ
う
に
と
い
う
記
述
が
あ
る
。簡
単
に
言
え
ば
、

経
験
を
も
と
に
自
分
が
思
索
し
た
こ
と
を
綴
る
の
が

随
筆
だ
。
こ
の
「
思
索
」
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

二　

学
習
指
導
計
画
（
全
８
時
間
）

① 

随
筆
を
読
み
、
随
筆
の
特
徴
を
知
る
。�（
１
時
間
）

② 

題
材
を
選
び
構
想
を
立
て
る
。�
（
２
時
間
）

③ 

構
想
メ
モ
を
元
に
質
問
し
合
い
、
異
な
る
見
方
、

感
じ
方
を
得
る
。�

（
１
時
間
）

④ 

随
筆
を
書
く
。�

（
２
時
間
）

⑤ 

作
品
を
読
み
合
い
、
随
筆
集
を
作
る
。�（
２
時
間
）

　

何
週
間
か
か
け
て
、
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
随
筆

に
触
れ
さ
せ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
題
材
集
め
の

た
め
に
、
随
筆
メ
モ
を
書
き
た
め
て
い
く
時
間
を
授

業
の
中
で
ほ
ん
の
五
、六
分
ず
つ
取
る
よ
う
に
し
た
。

「
卒
業
を
前
に
」「
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
ん
な
こ
と
」「
わ

た
し
の
こ
だ
わ
り
」
な
ど
、
こ
ち
ら
が
テ
ー
マ
を
提

示
し
て
書
か
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

題
材
集
め
の
後
、
選
材
を
し
、
随
筆
に
書
く
題
材

を
決
め
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
自
分
の
思
い
や
気
づ
き
を

構
成
表
に
メ
モ
し
て
記
述
の
準
備
を
し
た
。

三　

異
な
る
見
方
・
感
じ
方
に
気
づ
く

　

し
か
し
、
私
は
、
子
ど
も
た
ち
に
も
う
一
歩
高
級

な
随
筆
に
す
る
た
め
に
も
う
ひ
と
ひ
ね
り
し
よ
う

と
、
学
習
活
動
③
で
、
新
聞
の
投
書
欄
か
ら
探
し
出

し
た
文
章
を
子
ど
も
た
ち
に
与
え
た
。（
平
成
23
年

２
月
12
日　

朝
日
新
聞
「
若
い
世
代
」
欄
）

　

私
は
、
人
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え
る
接
客

の
仕
事
に
就
き
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
就

職
活
動
を
し
て
い
る
。
人
の
た
め
に
何
か
す
る

に
は
「
人
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
心
」
が
不

可
欠
だ
。

　

先
日
、
駅
の
ホ
ー
ム
で
す
れ
違
っ
た
女
性
が

ぶ
つ
か
っ
て
き
て
、「
あ
っ
」
と
思
っ
た
瞬
間

「
随
筆
を
書
く
」で
な
に
を
ね
ら
う
か

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
　
　

阿
部　

藤
子
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に
は
手
に
持
っ
て
い
た
タ
ン
ブ
ラ
ー
が
落
ち
、

中
の
お
茶
が
す
べ
て
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
。
謝

罪
も
そ
こ
そ
こ
に
電
車
に
乗
り
込
ん
だ
女
性
に

対
し
て
の
思
い
を
思
わ
ず
母
に
メ
ー
ル
で
ぶ
つ

け
た
。

　

こ
こ
ま
で
が
投
書
の
前
半
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
を

子
ど
も
た
ち
に
示
し
、
母
か
ら
の
返
信
を
予
想
さ
せ

た
。

　

一
番
多
か
っ
た
の
は
、
娘
に
同
情
し
て
「
全
く
災

難
だ
っ
た
わ
ね
」
と
い
う
類
の
も
の
。
娘
を
慰
め
る

の
も
こ
の
部
類
で
あ
る
。
次
に
、「
気
に
し
な
い
こ

と
よ
」
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
娘
を
受
容
し
つ
つ
ア
ド

バ
イ
ス
す
る
タ
イ
プ
。
娘
以
上
に
腹
を
立
て
「
全
く

け
し
か
ら
ん
人
ね
」
と
い
う
感
情
共
有
タ
イ
プ
も
。

し
か
し
、
投
書
に
載
っ
て
い
た
母
親
の
反
応
は
こ
の

い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

母
の
返
信
は
予
想
外
な
も
の
で

「
あ
ら
…
…
他
の
方
に
か
か
ら
な
か
っ
た
？
」

と
一
言
。

　

こ
れ
を
見
て
私
は
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
母
の

よ
う
に
他
人
を
気
遣
う
余
裕
が
私
に
は
な
か
っ

た
の
だ
。

　

一
年
後
に
は
社
会
に
出
る
の
に
、
ま
だ
ま
だ

の
私
。
で
も
、
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
た

く
さ
ん
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
て
る
よ
う

に
な
り
、
常
に
人
を
思
え
る
母
の
よ
う
な
女
性

に
な
り
た
い
、
と
改
め
て
強
く
思
っ
た
。

�

（
二
十
一
歳　

大
学
生
）

　

異
な
る
見
方
、感
じ
方
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、

子
ど
も
た
ち
は
実
感
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
、
自
分
だ
け
で
異
な
る
見
方
や
気
づ
き
が
で

き
る
と
い
う
の
は
大
人
で
も
難
し
い
。
従
っ
て
、
随

筆
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
構
想
段
階
で
友
達
同
士

で
メ
モ
を
紹
介
し
合
い
、
読
者
と
し
て
友
達
が
ど
ん

な
見
方
、
感
じ
方
を
す
る
か
を
聞
き
、
交
流
し
合
う

時
間
を
設
け
た
。

　

Ｈ
子
は
、
中
学
生
に
な
る
と
電
車
バ
ス
な
ど
で
大

人
料
金
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
書
く
こ
と
に
決
め

た
。
そ
の
メ
モ
に
は
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
は
中
高

生
料
金
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
交
通
機
関
の
料
金
も

い
き
な
り
二
倍
の
大
人
料
金
に
し
な
い
で
中
高
生
料

金
を
作
れ
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
を
書
こ
う
と
し
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
友
達
か
ら
は
共
感
や
違
う

考
え
が
出
さ
れ
た
。

・�

博
物
館
や
美
術
館
は
中
学
生
ま
で
無
料
だ
。
そ
れ

を
考
え
る
と
な
ぜ
中
学
生
か
ら
大
人
料
金
に
な
る

の
か
。
子
ど
も
料
金
の
期
間
を
長
く
し
て
ほ
し

い
。

・�

大
人
料
金
っ
て
言
っ
た
っ
て
、
何
百
円
か
の
違
い

だ
し
、
大
人
に
一
歩
近
づ
く
っ
て
感
じ
が
し
て
う

れ
し
い
よ
。

・�

体
の
大
き
さ
は
大
人
に
近
い
か
ら
、
仕
方
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
。

　

自
分
も
「
そ
う
か
、
そ
う
も
考
え
ら
れ
る
か
」
と

思
え
た
ら
、
自
分
の
随
筆
に
生
か
し
て
よ
い
こ
と
と

し
た
。
Ｈ
子
は
、
異
な
る
見
方
、
感
じ
方
を
他
者
か

ら
得
て
自
分
の
考
え
を
再
構
成
す
る
ま
で
は
い
か

ず
、
随
筆
本
文
に
友
達
の
考
え
を
紹
介
す
る
形
に
と

ど
ま
っ
た
。
が
、
小
学
生
で
は
、
共
同
制
作
の
形
で

考
え
を
共
有
し
合
い
、
書
き
上
げ
る
こ
と
も
一
つ
の

方
策
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四　

む
す
び

　
「
随
筆
を
書
く
」
は
い
わ
ゆ
る
「
書
く
」
領
域
の

言
語
活
動
で
あ
る
。
が
、
書
く
力
と
と
も
に
、
異
な

る
見
方
、
感
じ
方
を
耕
す
、
つ
ま
り
思
考
の
幅
を
広

げ
る
学
習
だ
と
感
じ
た
。

　

六
年
生
で
は
、
卒
業
文
集
の
執
筆
が
あ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
種
で
卒
業
文
集
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
に

も
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
べ　

ふ
じ
こ 

23
年
版
の
新
し
い
教
科
書
、
教
材
で
ど
ん
な

学
習
が
展
開
で
き
る
か
、
日
々
、
実
践
を
重
ね
て
い
ま
す
。
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実践
交流
中学国語

は
じ
め
に

 

い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
尋
ね
け
り
（
正
岡
子
規
）

の
句
を
自
分
な
り
に
読
み
取
ら
せ
、
グ
ル
ー
プ
内
で

発
表
し
合
う
活
動
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
あ
る
男
生
徒
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
目
の
不
自
由
な
人
が
雪
の
降
る
音
と
か
匂
い

と
か
、
肌
で
感
じ
る
冷
た
さ
と
か
で
大
雪
だ
な

と
感
じ
て
、
家
族
に
ど
れ
だ
け
降
っ
て
い
る
の

か
と
何
度
も
尋
ね
て
い
る
感
じ
が
し
た
。

　

発
表
を
聞
い
て
グ
ル
ー
プ
内
か
ら
感
嘆
の
声
が
上

が
る
と
同
時
に
、
一
人
の
女
生
徒
が
発
言
し
た
。

　
「
正
解
は
、
作
者
は
病
気
で
起
き
ら
れ
な
い
か
ら
、

看
病
し
て
い
た
妹
に
『
雪
は
ど
れ
く
ら
い
積
も
っ
て

い
る
の
か
』
っ
て
何
度
も
尋
ね
て
い
る
歌
だ
よ
ね
。」

　

グ
ル
ー
プ
の
皆
は
シ
ン
と
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。

　
「
俳
句
を
味
わ
う
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
こ
の
疑
問
が
授
業
実
践
の
出
発
点
で
あ
る
。

一
　�「
寄
り
添
う
鑑
賞
」と「
引
き
寄
せ
る

鑑
賞
」

　

作
者
に
つ
い
て
知
り
、
時
代
背
景
に
つ
い
て
知
っ

た
上
で
作
品
を
読
み
味
わ
う
こ
と
も
大
切
な「
読
み
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
そ
の
も
の
を
今
の
自
分
な

り
に
読
み
取
り
、
味
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
大
切
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、「
俳
句
を
味
わ
う
」た
め
に
、

次
の
二
つ
の
方
法
を
考
え
た
。「
寄
り
添
う
鑑
賞
」

と
「
引
き
寄
せ
る
鑑
賞
」
で
あ
る
。

　
「
寄
り
添
う
鑑
賞
」
と
は
、
作
者
の
生
き
て
い
た

時
代
や
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
を
知
り
、
そ
の
思

い
に
寄
り
添
っ
て
鑑
賞
す
る
方
法
で
あ
る
。
一
方
、

「
引
き
寄
せ
る
鑑
賞
」
と
は
、
作
品
に
あ
る
言
葉
そ

の
も
の
を
自
分
自
身
の
生
活
や
こ
れ
ま
で
の
体
験
に

引
き
寄
せ
て
作
品
世
界
を
鑑
賞
す
る
方
法
で
あ
る
。

二
　�「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」で
俳
句
の
世
界
を

覗
く

　
「
引
き
寄
せ
る
鑑
賞
」
で
俳
句
を
味
わ
う
た
め
に
、

「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」
を
通
し
て
俳
句
の
世
界
を
覗
く
。

す
な
わ
ち
、
句
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
「
言
葉
」

を
レ
ン
ズ
に
見
立
て
、
向
こ
う
側
に
立
ち
現
れ
て
き

た
俳
句
の
世
界
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具

体
例
を
生
徒
が
書
い
た
文
章
を
用
い
て
示
す
。

 

春
風
や
闘
志
抱
き
て
丘
に
立
つ
（
高
浜
虚
子
）

　

こ
の
句
は
子
規
の
興
し
た
伝
統
俳
句
を
守
る
た
め

に
奔
走
し
て
い
た
虚
子
が
新
傾
向
俳
句
の
河
東
碧
梧

桐
に
対
し
て
「
闘
志
」
を
抱
い
て
俳
壇
に
復
帰
す
る

と
い
う
決
意
を
歌
っ
た
も
の
だ
と
あ
る
。
し
か
し
、

生
徒
に
と
っ
て
は
俳
壇
の
世
界
自
体
な
じ
み
が
薄

い
。
そ
こ
で
、作
品
そ
の
も
の
を
「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」

を
用
い
て
味
わ
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

生
徒
の
挙
げ
た
「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」
は
、「
新
入

社
員
」「
ボ
ク
サ
ー
」「
中
学
三
年
生
」
な
ど
多
様
で

あ
っ
た
。「
ボ
ク
サ
ー
」
な
ら
「
丘
」
は
「
リ
ン
グ
」

に
、「
新
入
社
員
」
な
ら
、「
社
会
」
や
「
職
場
」
に

な
る
。

「
俳
句
を
味
わ
う
」た
め
の
授
業
づ
く
り

─「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」で
俳
句
の
世
界
を
覗
く
─

沖
縄
県
那
覇
市
立
教
育
研
究
所 

上
江
洲　

朝
男
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句
の
世
界
を
、
短
い
物
語
に
し
て
書
く
活
動
を
行
っ

た
。

　

活
動
の
流
れ
は
、「
①
好
き
な
俳
句
を
選
ぶ
。
②

舞
台
設
定
、
背
景
の
概
要
を
［
５
Ｗ
１
Ｈ
］
を
用
い

て
短
文
で
ま
と
め
る
。
③
そ
れ
を
ふ
く
ら
ま
せ
文
章

化
す
る
。」
と
し
た
。

　

Ｍ
君
は
資
料
集
か
ら
こ
ん
な
よ
い
月
を
一
人
で

見
て
寝
る
（
尾
崎
放
哉
）
を
選
び
、「
子
供
」
と
い

う
「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」
で
次
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
ト
ス

ト
ー
リ
ー
を
書
い
た
。

　
一
人
で
ビ
ー
ル
を
飲
み
終
え
て
、
明
日
か
ら

始
ま
る
新
し
い
週
に
備
え
て
、
い
つ
も
よ
り
一

時
間
早
い
十
時
に
寝
る
こ
と
に
し
た
。
狭
い
部

屋
を
暗
く
し
て
布
団
に
向
か
う
と
可
愛
い
一
人

娘
と
大
学
で
出
会
っ
た
同
い
年
の
妻
が
布
団
を

共
存
し
て
寝
て
い
る
。

　
暑
い
と
言
っ
て
二
人
が
開
け
た
四
階
の
窓
か

ら
は
程
よ
い
風
が
入
っ
て
く
る
。
風
と
い
っ

し
ょ
に
入
っ
て
き
た
月
の
光
は
子
供
の
寝
顔
を

黄
色
く
温
か
く
照
ら
し
て
く
れ
る
。

　
　
こ
ん
な
よ
い
月
を
一
人
で
見
て
寝
る

　

ポ
イ
ン
ト
は
選
ん
だ
俳
句
で
文
章
を
結
ぶ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
後
に
学
ぶ
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
へ
の

つ
な
が
り
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
入
学
式
」
と
し
た
Ｈ
さ
ん
は
、

　
春
風
の
あ
た
た
か
い
感
じ
と
共
に
入
学
の
季

節
が
や
っ
て
き
て
、
何
事
に
も
頑
張
る
ぞ
！

と
い
う
気
持
ち
で
学
校
の
校
門
に
立
っ
た
。

と
表
現
し
た
。

　

ま
た
、「
決
意
」
と
し
た
Ｓ
さ
ん
は
、

　
作
者
は
何
か
を
決
意
し
た
。丘
の
上
に
立
ち
、

春
風
に
ふ
か
れ
な
が
ら
、
決
意
を
固
め
た
。
春

風
が
作
者
を
は
げ
ま
し
、
応
援
し
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

と
書
い
て
い
た
。

 

を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な
（
飯

田
蛇
笏
）
の
句
を
「
命
」
と
い
う
「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」

で
鑑
賞
し
た
Ｋ
君
は
、

　
つ
い
折
っ
て
み
た
も
の
の
、
そ
の
す
す
き
の

重
さ
に
命
を
感
じ
て
心
ま
で
重
く
な
っ
た
。

と
述
べ
、
グ
ル
ー
プ
で
は
拍
手
が
起
こ
っ
た
。

三
　
十
七
音
か
ら
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー

　

次
に
、「
十
七
音
か
ら
の
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
」

と
題
し
て
、「
言
葉
の
レ
ン
ズ
」
で
見
え
て
き
た
俳

四
　�

シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
俳
句
創

作
へ

　

最
後
に
逆
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
俳
句
創
作
に
も
取
り

組
ま
せ
た
。シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
を
先
に
書
い
て
、

そ
こ
か
ら
言
葉
を
削
ぎ
落
と
し
、
俳
句
を
創
作
す
る

活
動
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
よ
り
伝
わ
る
表
現
は
な

い
か
」
と
い
う
視
点
で
、
創
作
し
た
最
初
の
句
を
、

グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
換
し
、
四
回
練
り
直
さ
せ
た
。

紙
面
の
都
合
上
、完
成
さ
せ
た
三
句
を
挙
げ
て
お
く
。

　

○
月ゲ
ッ

桃ト
ウ

の
匂
い
忘
れ
る
沖
縄
人

　

○
台
風
に
牙
む
き
挑
む
大ウ
フ

シ
ー
サ
ー

　

○
「
枯
れ
た
い
」
と
密
か
に
思
ふ
造
花
か
な

お
わ
り
に

　

生
活
の
中
で
出
会
っ
た
俳
句
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す

る
大
人
は
ど
れ
位
い
る
の
だ
ろ
う
。
作
品
の
背
景
は

知
ら
ず
と
も
、
俳
句
の
世
界
を
自
分
な
り
に
味
わ
い

楽
し
む
大
人
に
な
っ
て
欲
し
い
。
そ
ん
な
願
い
に
突

き
動
か
さ
れ
て
試
み
た
実
践
で
あ
っ
た
。

う
え
ず　

あ
さ
お 

那
覇
市
立
教
育
研
究
所
指
導
主
事
。「
中

学
校
国
語
科
に
お
け
る
方
言
に
関
す
る
授
業
研
究
」（
雑
誌
「
こ

と
ば
と
教
育
」）
の
執
筆
。
演
劇
集
団
『
創
造
』
代
表
。
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実践
交流
中学国語

一
　
は
じ
め
に

　

来
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
で

は
、
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
言
語
活
動
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
が
故
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
考
え
方
に
従
っ

て
生
徒
に
と
っ
て
魅
力
的
な
言
語
活
動
の
開
発
を
試

み
た
。「
魅
力
的
」
と
い
う
と
漠
然
と
し
た
感
じ
が

す
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
必
然
が
あ
り
、
自
分
が
身

に
付
け
た
力
を
実
感
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
言
語
活
動
は
充
実
し
た
も
の
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

二
　
単
元
の
概
要

（
一
）
単
元
名　
「
本
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
」

（
二
）
単
元
の
目
標

・�

作
品
の
内
容
や
登
場
人
物
の
生
き
方
、
表
現
の
仕

方
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
相
手
を
説
得

す
る
た
め
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）

・�

作
品
の
展
開
や
内
容
が
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
、
文
章
の

内
容
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
読
む
こ
と
）

（
三
）
言
語
活
動

・�

「
故
郷
」
を
読
ん
で
つ
か
ん
だ
作
品
の
魅
力
を
相

手
に
理
解
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
。

（
四
）
単
元
に
つ
い
て

　

�
本
単
元
は
、
中
学
校
第
三
学
年
「
読
む
こ
と
」
の

言
語
活
動
例
「
物
語
や
小
説
な
ど
を
読
ん
で
批
評

す
る
こ
と
」
を
受
け
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
教
材
と
し
て
魯
迅
の
「
故
郷
」
を

扱
い
、
こ
の
作
品
の
魅
力
を
相
手
に
理
解
さ
せ
、

納
得
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、

次
の
二
点
に
つ
い
て
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

①�

作
品
を
読
ん
で
感
動
を
受
け
た
部
分
か
ら
読
み
進

め
、
そ
こ
で
多
く
の
人
が
感
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
紐
解
い
て
い
く
。

②�

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
竹
内
好
氏
の
翻
訳
文

だ
け
で
な
く
別
の
翻
訳
文
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
で

作
品
を
客
観
的
、
分
析
的
に
読
み
進
め
る
。

三
　
授
業
の
実
際

第
一
次　

単
元
の
見
通
し
を
も
た
せ
る

　

本
単
元
で
行
う
言
語
活
動
が
生
徒
に
と
っ
て
必
然

と
な
る
よ
う
に
、「
故
郷
」
と
い
う
作
品
が
全
て
の

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
日
本
だ
け
で
な

く
中
国
で
も
長
く
読
み
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
た
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
に
も
長
く
人
々
に
読
み

続
け
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
」と
投
げ
か
け
、

「
そ
れ
だ
け
の
魅
力
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
」
と
い
う

意
識
に
立
た
せ
た
。

第
二
次　

作
品
の
魅
力
を
つ
か
む

　

生
徒
た
ち
は
「
こ
の
作
品
の
魅
力
を
つ
か
め
ば
、

課
題
が
解
決
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
見
通
し
を
も
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
人
が
心
を
動
か
さ
れ
る

場
面
か
ら
読
み
進
め
て
い
っ
た
。

①
第
二
時

　

生
徒
た
ち
に
「
こ
の
作
品
で
一
番
心
が
動
か
さ
れ

た
の
は
ど
こ
か
」
と
尋
ね
る
と
、
口
を
揃
え
て
「
だ

生
徒
に
と
っ
て
必
然
の
あ
る
言
語
活
動
に
す
る
た
め
に

─
魯
迅「
故
郷
」の
実
践
を
通
し
て
─

岐
阜
県
岐
阜
市
立
陽
南
中
学
校 

布
施　

力
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う
な
効
果
が
あ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
、
意

見
交
流
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
竹
内
氏
の
よ
う
に

す
る
こ
と
で
ル
ン
ト
ウ
と
の
身
分
の
差
が
な
い
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ

と
で
二
人
が
打
ち
解
け
合
い
、
互
い
に
惹
か
れ
合
っ

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
掴
み
、
竹
内
氏
の
表

現
の
仕
方
に
つ
い
て
批
評
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

④
第
五
時

　

ル
ン
ト
ウ
と
の
決
別
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
は
主
人

公
の
気
持
ち
は
沈
ん
で
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
た

が
、
そ
れ
で
は
作
品
の
解
釈
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
故
郷
を
離
れ
る
時
の
主
人
公
の
心
情

に
つ
い
て
考
え
る
時
間
を
設
定
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、

困
難
は
あ
っ
て
も
新
し
い
生
活
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
前
向
き
な

主
人
公
の
心
情
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。ま
た
、

前
時
の
学
習
を
生
か
し
、
ル
ン
ト
ウ
や
ヤ
ン
お
ば
さ

ん
の
生
き
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
表
現
す
る
こ

と
の
効
果
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
三
次　
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
う

　

多
く
の
人
が
心
を
動
か
さ
れ
る
理
由
を
探
り
、
本

文
の
内
容
を
理
解
し
た
生
徒
た
ち
が
、
本
単
元
の
核

と
な
る
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
う
の
が

こ
の
第
三
次
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
竹
内
氏

の
翻
訳
文
の
効
果
を
中
心
と
し
な
が
ら
話
の
展
開
や

細
か
な
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
く
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
に
身
に
付
け
た
読
み
の
力
に
つ
い

ん
な
様
！
…
。」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
答
え
た
。

そ
こ
で
、「
な
ぜ
、
こ
の
場
面
で
多
く
の
人
が
心
を
動

か
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
、
意
見
交

流
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
幼
小
の
頃
は
あ
ん
な
に

仲
が
よ
か
っ
た
の
に
、
そ
の
関
係
が
一
気
に
崩
れ

去
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

②
第
三
時

　

主
人
公
と
ル
ン
ト
ウ
の
幼
小
の
頃
に
目
が
向
い
た

の
で
、「
少
年
時
代
の
主
人
公
は
ル
ン
ト
ウ
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
想
い
を
も
っ
て
い
た
か
」
と
い
う
課

題
を
提
示
し
、意
見
交
流
を
行
っ
た
。そ
の
結
果
、「
神

秘
の
宝
庫
」
と
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憧
れ
の

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
か
ん
だ
。

③
第
四
時

　

こ
こ
で
、
実
際
の
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
る
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
、
当
時
の
中
国
の
階
級
社
会
を
忠
実
に
描
い
た

井
上
紅
梅
氏
の
翻
訳
文
を
提
示
し
た
。
竹
内
氏
の
翻

訳
文
と
の
大
き
な
違
い
は
次
の
点
で
あ
る
。

竹
内
氏

井
上
氏

主
人
公
の
呼
称

「
お
前
」

「
あ
な
た
」

自
分
の
呼
称

「
お
い
ら
」

「
わ
た
し
」

特　

徴

雇
わ
れ
人
の
子
で
あ

る
こ
と
は
書
か
れ
て

い
る
が
、
対
等
以
上

に
描
か
れ
て
い
る
。

当
時
の
中
国
の
階
層

社
会
を
忠
実
に
描
い

て
お
り
、
敬
語
を

使
っ
て
い
る
。

　

竹
内
氏
の
翻
訳
文
と
井
上
氏
の
翻
訳
文
と
の
違
い

を
確
認
し
た
後
、「
竹
内
氏
の
描
き
方
に
は
ど
の
よ

て
も
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
、
二
年
生
で
学
ん
だ
「
異
な
る
立
場
や
考

え
を
想
定
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
話
の
中
心

的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
な
ど
に
注
意
し
、
論
理

的
な
構
成
や
展
開
を
考
え
て
話
す
こ
と
（
第
二
学
年

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
イ
）
を
活
用
さ
せ
、
根
拠
を

明
確
に
し
て
「
故
郷
」
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
わ

せ
た
。
ま
た
、一
方
的
な
話
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
話
を
相
手
に
理
解
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
よ
う

促
し
た
。
以
下
は
、
あ
る
生
徒
の
発
言
で
あ
る
。

私
が
考
え
る「
故
郷
」の
魅
力
は
、
伏
線
を
効
果
的
に

入
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
幼
い

頃
の
主
人
公
と
ル
ン
ト
ウ
を
描
く
こ
と
で
「
だ
ん
な

様
！
…
。」
と
言
っ
た
時
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
な
る

し
、
最
後
の
砂
地
か
ら
月
を
見
る
目
線
の
動
き
も
、

前
に
逆
の
目
線
の
動
き
を
入
れ
る
こ
と
で
重
苦
し
い
場

面
へ
の
展
開
や
前
向
き
さ
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

四
　
お
わ
り
に

　

生
徒
が
必
然
を
感
じ
、
自
分
が
身
に
付
け
た
力
を

実
感
で
き
る
よ
う
な
言
語
活
動
を
開
発
す
る
と
い
う

目
的
で
実
践
し
て
き
た
が
、
今
後
も
さ
ら
に
生
徒
に

と
っ
て
魅
力
の
あ
る
言
語
活
動
を
仕
組
み
、
確
か
な

国
語
の
力
を
育
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ふ
せ　

ち
か
ら 

岐
阜
市
立
陽
南
中
学
校
教
諭
。
日
本
国
語
教

育
学
会
会
委
員
。
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実践
交流
小学国語

一
　
は
じ
め
に

　

文
章
を
書
く
こ
と
が
苦
手
な
児
童
の
原
因
に
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
書
く
こ
と
が

な
い
」「
書
き
方
が
分
か
ら
な
い
」「
書
く
目
的
や
意

欲
を
見
い
だ
せ
な
い
」
な
ど
。

　

児
童
が
、
自
分
の
思
い
を
豊
か
に
表
現
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
書
く
こ
と
の
学
習
過
程
「
課

題
設
定
や
取
材
」
に
お
い
て
、
児
童
が
経
験
や
そ
こ

で
の
自
分
の
思
い
を
分
析
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
児
童
は

自
己
と
書
く
対
象
や
事
柄
を
関
係
付
け
た
り
価
値
付

け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
児
童
が
身
近
な
も
の
や
事
柄
と
自

己
と
を
関
係
付
け
た
り
価
値
付
け
た
り
し
て
考
え
る

活
動
を
、「
自
分
の
『
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
』
を

つ
く
る
」と
と
ら
え
る
。
書
く
活
動
で
は
、自
分
の「
も

の
の
見
方
・
感
じ
方
」
を
つ
く
る
こ
と
で
、
個
性
豊

か
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
児
童
が
書
く

喜
び
や
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

二
　�「
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
」を
つ
く
る
活
動

　

書
く
こ
と
の
学
習
過
程
「
課
題
設
定
や
取
材
」
を

「
経
験
」「
発
想
」「
着
想
」と
細
分
化
し
て
と
ら
え
る
。

（
下
図
を
参
照
）

　

よ
く
見
る
・
よ
く
聞
く
・
よ
く
感
じ
る
「
経
験
」

か
ら
、
自
分
を
見
つ
め
振
り
返
り
、
思
考
や
言
葉
を

広
げ
る
活
動
を
「
発
想
」
と
す
る
。
そ
の
中
で
、
自

分
と
の
か
か
わ
り
を
決
定
す
る
活
動
が
「
着
想
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
活
動
で
常
に
行
わ
れ
る

の
が
、見
直
す
・
聞
き
直
す
・
考
え
直
す「
取
材
」と
、

思
考
を
深
め
る
「
交
流
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
課

題
設
定
や
取
材
」の
活
動
を
自
分
の「
も
の
の
見
方
・

感
じ
方
」
を
つ
く
る
活
動
と
す
る
。

　
「
発
想
」
で
広
げ
た
思
考
は
、
構
成
の
段
階
で
文

章
構
成
や
根
拠
に
つ
な
が
り
、「
着
想
」
で
決
定
し

た
自
己
と
の
関
係
付
け
は
、
主
題
に
つ
な
が
る
。
ま

た
、「
発
想
」
で
広
げ
た
言
葉
は
、
そ
れ
ら
を
記
述

す
る
段
階
で
、
表
現
と
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
う
し
た

一
連
の
単
元
の
学
習
活
動
が
、
大
切
だ
と
考
え
る
。

自
分
の「
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
」を
つ
く
る
活
動

─
学
習
過
程「
課
題
設
定
や
取
材
」の
活
動
の
工
夫
─

東
京
都
世
田
谷
区
立
松
丘
小
学
校 

小
出　

直
子

自分の「ものの見方・感じ方」をつくる

交流　 （思考を深める）

取材　　見直す・聞き直す・考え直す

課題設定

経験
よく見る
よく聞く
よく感じる

着想
決める

発想
ふくらませる
思考を広げる

言葉を広げる

文章構成
根拠

構成

主題

表現

記述

記述
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頑
張
り
を
「
ち
が
う
世
界
へ
走
る
」「
努
力
」
な

ど
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
。

（
３
）
自
分
と
の
か
か
わ
り
を
決
め
る
「
着
想
」

　

運
動
会
で
の
頑
張
り
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
を
見

つ
め
直
し
、
価
値
（
記
事
で
一
番
伝
え
た
い
こ
と
）

を
見
い
だ
す
。
そ
れ
に
当
た
る
付
せ
ん
に
は
、
印
を

付
け
て
お
く
。

※�

児
童
Ａ
は
、「
ち
が
う
自
分
・
ち
が
う
世
界
へ
走

る
」
の
付
せ
ん
を
選
ぶ
。

（
４
）「
構
成
」「
記
述
」

　
「
発
想
」
や
「
着
想
」
で
作
成
し
た
付
せ
ん
を
基

に
構
成
メ
モ
を
作
成
し
、
記
述
し
て
い
く
。

【
児
童
Ａ
の
作
品
】

　
　
　
『
ち
が
う
世
界
へ
』

　

世
田
谷
区
立
松
丘
小
学
校
の
運
動
会
で
、
あ
る
一
人

の
選
手
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
は
、
高
学
年
リ
レ
ー
の
選

手
の
一
人
で
あ
る
Ａ
選
手
で
あ
る
。

　

Ａ
選
手
は
こ
う
言
っ
て
い
た
。

「
リ
レ
ー
は
ち
が
う
自
分
に
走
り
に
行
く
こ
と
で
あ

り
、
ち
が
う
世
界
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
。」
と
。

　

こ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
い
る
間
に
、
Ａ
選
手
、

入
場
。
緊
張
し
て
い
た
よ
う
だ
。（
中
略
）

　

第
一
走
者
が
走
り
出
し
た
時
、
Ａ
選
手
は
不
安
げ
に

第
一
走
者
を
見
つ
め
て
い
た
。（
中
略
）

　

そ
し
て
、
第
二
走
者
に
バ
ト
ン
が
よ
う
や
く
行
き
わ

た
っ
た
。
し
か
し
、
違
う
チ
ー
ム
に
追
い
つ
か
れ
て
し

ま
っ
た
。
Ａ
選
手
に
バ
ト
ン
が
来
た
時
に
は
、
も
う
す

ぐ
違
う
チ
ー
ム
に
追
い
越
さ
れ
そ
う
だ
っ
た
。

三
　�

単
元「
ス
ポ
ー
ツ
記
者
に
な
っ
て
選
手

の
頑
張
り
を
紹
介
し
よ
う
」（
五
年
）

　

こ
こ
で
は
、
学
校
行
事
（
運
動
会
）
の
作
文
に
お

い
て
、
自
分
の
「
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
」
を
つ
く

る
「
課
題
設
定
や
取
材
」
の
活
動
を
行
っ
た
実
践
を

紹
介
す
る
。

（
１
）
題
材
を
基
に
し
た
「
経
験
」

　

本
単
元
の
題
材
は
「
運
動
会
」
で
あ
る
。
児
童
は

一
人
一
人
ス
ポ
ー
ツ
記
者
に
な
り
、
運
動
会
で
の
自

分
の
頑
張
り
を
紹
介
す
る
記
事
を
書
く
こ
と
を
知

り
、自
分
が
一
番
頑
張
っ
た
種
目
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

そ
の
際
、
学
級
全
体
や
グ
ル
ー
プ
で
運
動
会
に
つ

い
て
振
り
返
る
「
交
流
」
の
活
動
を
設
定
し
、
よ
り

鮮
明
に
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

※
児
童
Ａ
は
、
高
学
年
リ
レ
ー
を
選
択
す
る
。

（
２
）
思
考
や
言
葉
を
広
げ
る
「
発
想
」

　
「
経
験
」
で
選
択
し
た
運
動
会
の
種
目
に
つ
い
て

「
頑
張
っ
た
事
実
」「
自
分
の
気
持
ち
の
変
化
」
の
視

点
で
、
さ
ら
に
そ
の
種
目
に
つ
い
て
考
え
る
。
考
え

た
内
容
は
、
す
べ
て
付
せ
ん
に
記
述
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
付
せ
ん
に
書
か
れ
た
内
容
に

つ
い
て
、
比
較
（
類
似
・
対
比
）
や
置
換
の
観
点
で

見
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
当
た
る
言
葉
を
考
え

る
。
そ
の
際
、
辞
書
を
活
用
し
、
見
つ
け
た
言
葉
は

違
う
色
の
付
せ
ん
に
記
入
し
て
い
く
。

※�

児
童
Ａ
は
、「
み
ん
な
の
思
い
を
抱
え
て
走
っ
た
」

　

Ａ
選
手
が
走
り
出
し
た
。
Ａ
選
手
は
ち
が
う
自
分

に
走
り
に
行
っ
て
い
た
。
み
ん
な
の
思
い
を
抱
え
て
、

明
る
い
な
が
ら
も
不
安
げ
に
走
っ
て
行
っ
た
。
み
ん
な

が
保
ち
続
け
た
い
一
番
を
、
何
と
か
保
て
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
第
四
走
者
に
バ
ト
ン
が
渡
さ
れ
た
。
Ａ
選

手
は
、
ま
だ
ち
が
う
世
界
に
行
っ
て
い
た
。
い
つ
も
は

な
い
感
じ
だ
。（
中
略
）

　

リ
レ
ー
は
み
ん
な
で
一
つ
だ
か
ら
、
自
分
は
走
り
終

わ
っ
て
も
、
気
持
ち
が
ま
だ
走
り
続
け
て
い
る
こ
と
。

協
力
し
な
い
と
何
も
始
ま
ら
な
い
こ
と
。
リ
レ
ー
選
手

も
見
て
い
る
人
も
気
付
け
た
だ
ろ
う
。

　

Ａ
選
手
に
伝
え
た
い
。「
何
で
も
努
力
し
、
新
し
い

世
界
へ
」
と
。

四
　
お
わ
り
に

　

本
単
元
で
は
、
自
分
の
運
動
会
で
の
頑
張
り
に
価

値
を
見
い
だ
し
た
こ
と
で
「
作
文
を
書
か
な
く
て
は

い
け
な
い
か
ら
行
事
は
嫌
だ
」
と
言
っ
て
い
た
児
童

も
、
意
欲
的
に
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
書
く
こ
と
の
学
習
過
程
に
お
い
て
、
交
流

活
動
を
常
に
行
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
「
も
の
の
見

方
・
感
じ
方
」
を
深
め
な
が
ら
学
習
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
今
後
も
、
児
童
の
「
も
の
の
見
方
・
感

じ
方
」
を
つ
く
る
力
を
伸
ば
し
、
書
く
こ
と
が
好
き

な
児
童
を
育
て
て
い
き
た
い
。

こ
い
で　

な
お
こ 

世
田
谷
区
立
松
丘
小
学
校
主
任
教
諭
。

●実践交流　小学国語  
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実践
交流
小学国語

一
　
は
じ
め
に

　

今
ま
で
、
一
つ
の
作
品
を
じ
っ
く
り
読
み
、
そ
の

作
品
の
世
界
を
味
わ
い
な
が
ら
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ

け
て
い
く
方
法
で
学
習
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

今
回
は
比
べ
読
み
や
重
ね
読
み
な
ど
を
通
し
て
、
ほ

か
の
作
品
と
の
関
わ
り
の
中
で
お
話
の
お
も
し
ろ
さ

を
見
つ
け
て
い
く
方
法
で
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
考

え
た
。
お
話
の
リ
ズ
ム
の
よ
さ
を
大
切
に
し
て
読
ま

せ
た
い
。

　

目
標
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
決
め
、
ま
ず
自
分
の
考

え
を
書
く
。
次
に
班
で
自
分
の
考
え
を
発
表
し
、
そ

れ
ぞ
れ
を
比
較
し
ま
と
め
る
活
動
を
す
る
。
そ
の
後

班
で
ま
と
め
た
考
え
を
発
表
し
、
学
級
全
体
で
交
流

し
合
う
。
こ
の
活
動
で
、
ま
ず
自
分
の
考
え
を
書
く

た
め
に
作
品
を
丁
寧
に
読
む
。
ま
た
友
だ
ち
の
考
え

を
自
分
の
考
え
と
比
べ
な
が
ら
聞
く
こ
と
で
、
自
分

と
異
な
る
視
点
で
の
読
み
を
知
り
、
自
分
の
考
え
や

物
語
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

二
　
単
元
に
つ
い
て

（
一
）
教
材
名

　

ア
デ
ィ
・
ニ
ハ
ァ
ス
の
英
雄
／
黄
金
の
土
（
エ
チ

オ
ピ
ア
民
話
）　

三
省
堂
『
小
学
生
の
国
語　

学
び

を
広
げ
る　

六
年
』
よ
り

（
二
）
単
元
計
画
（
全
六
時
間
）

　
　
〔
左
表
〕

読
み
比
べ
て
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
表
現
し
よ
う

大
阪
府
豊
能
町
立
東
能
勢
小
学
校 

矢
吹　

ゆ
か
り

次

時

目
　
標

学
習
活
動

（
評
価
基
準
）概
ね
満
足
で
き
る

努
力
を
要
す
る
場
合
の
手
立
て

一

1
・�

二
つ
の
教
材
文
を
通
読
し
、
感

想
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

・�

エ
チ
オ
ピ
ア
を
地
図
で
確
認

し
、
知
っ
て
い
る
事
を
出
し
合

う
。

・�

通
読
し
、
感
想
を
書
き
発
表

す
る
。

興
味
を
持
っ
て
物
語
を
読
み
、

感
想
を
発
表
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

興
味
を
持
っ
た
部
分
に
線
を
引

か
せ
、
思
っ
た
こ
と
を
書
か
せ

る
よ
う
に
す
る
。

二

2
・�
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ

け
、
読
み
を
深
め
る�

。

・�「
ア
デ
ィ
・
ニ
ハ
ァ
ス
の
英
雄
」

の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
感
想

を
交
流
す
る
。

作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ
け
、

感
想
を
交
流
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

友
だ
ち
の
意
見
も
参
考
に
し
た

り
す
る
よ
う
に
助
言
す
る
。

3
・�

作
品
を
比
べ
て
読
み
、
お
も
し

ろ
さ
を
見
つ
け
、
読
み
を
深
め

る
。

・�「
黄
金
の
土
」
の
感
想
を
交
流

し
、
自
分
と
友
だ
ち
の
感
想
の

共
通
点
や
相
違
点
を
見
い
だ

し
、
作
品
の
読
み
を
深
め
る
。

二
つ
の
作
品
を
読
み
比
べ
な
が

ら
そ
れ
ぞ
れ
の
お
も
し
ろ
さ
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
所
に
印

を
つ
け
た
り
、
班
の
人
の
意
見

を
参
考
に
し
た
り
す
る
よ
う
促

す
。

4
・�

二
つ
の
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る

人
々
の
生
き
方
や
感
じ
方
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
合
う
。

・�

二
つ
の
作
品
の
ど
ち
ら
が
好
き

か
理
由
を
述
べ
て
発
表
し
合

う
。

・�
二
つ
の
作
品
を
読
み
比
べ
て
共

通
点
を
見
つ
け
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
民
話
か
ら
エ
チ
オ

ピ
ア
の
人
々
の
生
き
方
や
感
じ

方
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
人
一
人
の
考
え
方
の
違
い
を
大

切
に
、
互
い
に
認
め
合
う
雰
囲

気
作
り
を
す
る
。

三

6　　5
・�

他
の
作
品
へ
と
読
み
広
げ
、
読

書
の
楽
し
さ
を
知
る
。

・�

い
ろ
ん
な
国
の
民
話
・
伝
記
・

物
語
な
ど
い
ろ
ん
な
分
野
か
ら

探
す
。

い
ろ
ん
な
分
野
の
本
に
興
味
を

持
ち
、
読
も
う
と
し
て
い
る
。

個
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
司
書

と
連
携
し
た
活
動
を
計
画
す
る
。
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☆�

土
は
、
先
祖
・
大
人
・
子
ど
も
が
、
踏
み
固
め
て
出
来
た

も
の
っ
て
言
っ
た
と
こ
ろ
。

☆�

エ
チ
オ
ピ
ア
の
人
は
自
分
の
国
が
と
て
も
好
き
。

☆�

ど
ん
な
に
珍
し
い
贈
り
物
よ
り
も
土
の
方
が
大
切
だ
と
い

う
エ
チ
オ
ピ
ア
の
人
は
す
ご
い
。

☆�

エ
チ
オ
ピ
ア
の
大
地
は
わ
た
し
た
ち
の
父
で
あ
り
母
で
あ

り
兄
弟
な
の
で
す
と
言
っ
て
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
こ
と
を
家

族
の
よ
う
に
大
事
に
し
て
い
る
。

☆
世
界
で
一
番
美
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

短
冊
を
使
い
な
が
ら
感
想
を
交
流
す
る
。

　

自
分
が
考
え
た
こ
と
を
班
の
中
で
出
し
合
い
、
出

て
き
た
意
見
を
短
冊
に
書
い
て
い
く
活
動
の
中
で
、

み
ん
な
の
意
見
を
大
切
に
認
め
合
い
、
同
じ
も
の
は

ま
と
め
る
よ
う
に
さ
せ
た
。

　

学
級
全
体
で
交
流
す
る
時
に
短
冊
を
黒
板
に
は
り

だ
し
て
い
き
、同
じ
も
の
は
ま
と
め
て
い
き
な
が
ら
、

よ
り
多
く
の
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
国
の
人
た
ち
の
生
き
方
や
感
じ
方
を
知
る
。

　

交
流
し
た
も
の
を
見
な
が
ら
と
な
り
の
人
と
話
し

合
う
時
間
を
と
っ
た
あ
と
、
二
つ
の
民
話
か
ら
こ
の

国
の
人
た
ち
の
生
き
方
や
感
じ
方
を
発
表
し
合
っ

た
。

　
「
前
向
き
に
が
ん
ば
る
人
た
ち
」「
自
分
の
国
を
大

切
に
し
て
い
る
」「
お
お
ら
か
」
な
ど
感
じ
取
れ
る

こ
と
を
表
現
し
て
い
た
。

四
　
学
習
の
成
果
と
課
題

　

二
つ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
比
べ
た
り
、
共
通

三
　
授
業
の
実
際

①�

比
べ
読
み
や
重
ね
読
み
な
ど
を
通
し
て
、
ほ
か
の
作
品

と
の
関
わ
り
の
中
で
お
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ
け
多

面
的
に
と
ら
え
る
。

②�

世
界
の
民
話
の
楽
し
さ
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
世
界
の

文
化
に
触
れ
、
視
野
を
広
げ
る
。

③�

「
書
く
こ
と
」
を
通
し
て
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
、
そ

れ
を
「
話
す
こ
と
」
で
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
の

喜
び
や
難
し
さ
を
知
る
。
そ
し
て
、「
聞
く
こ
と
」
で

他
の
人
と
の
考
え
の
違
い
や
ま
と
め
方
の
方
法
を
学

び
、
よ
り
深
く
自
分
の
意
見
が
も
て
る
よ
う
す
る
。

お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
根
拠
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

ア
デ
ィ
・
ニ
ハ
ァ
ス
の
英
雄

☆�

自
分
を
数
え
て
い
な
い
だ
け
な
の
に
、
そ
の
人
の
事
を
悲

し
ん
だ
り
、
喜
ん
だ
り
し
て
想
像
し
、
ど
ん
ど
ん
話
が
エ

ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
こ
ろ
。

☆�

死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
誰
か
の
事
を
ち
ゃ
ん
と
思
っ
て
良

い
所
を
言
い
合
っ
て
い
る
。

☆�

「
ヒ
ョ
ウ
の
む
れ
と
戦
っ
た
」
と
い
う
勘
違
い
。

☆�

女
の
子
の
お
か
げ
で
全
員
無
事
に
帰
っ
て
こ
れ
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
こ
と
。

☆�

ヒ
ョ
ウ
を
や
っ
つ
け
て
戻
っ
て
き
た
話
に
な
り
、
数
え
間

違
い
と
か
、
ど
う
や
っ
て
ヒ
ョ
ウ
を
や
っ
つ
け
た
の
か
と

か
考
え
な
い
と
こ
ろ
。

☆�

こ
の
こ
と
か
ら
架
空
の
英
雄
が
生
ま
れ
、
祭
り
を
し
、
ず
っ

と
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
。

黄
金
の
土

☆�

ひ
と
か
け
ら
の
土
も
あ
げ
な
い
で
大
切
に
す
る
と
い
う
と

こ
ろ
。

点
を
み
つ
け
た
り
す
る
と
い
う
初
め
て
の
試
み
の
授

業
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
は
大
変
興
味
を
持
っ

て
取
り
組
み
、
多
読
の
良
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き

た
。
二
つ
の
作
品
が
エ
チ
オ
ピ
ア
と
い
う
あ
ま
り
知

ら
な
い
国
の
民
話
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
何

度
も
民
話
を
読
み
返
し
て
そ
の
中
か
ら
、
こ
の
国
の

人
々
の
思
い
や
感
じ
方
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　

自
分
の
思
い
を
書
き
、
班
で
交
流
し
、
そ
れ
を
短

冊
に
書
い
て
全
員
で
交
流
す
る
と
い
う
方
法
は
、
一
人

一
人
が
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
活
発
な
発
言
に
つ

な
が
っ
た
。
し
か
し
、
班
や
学
級
で
意
見
を
出
し
合

い
な
が
ら
上
手
く
整
理
し
た
り
、
検
討
し
た
り
す
る

力
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

比
べ
読
み
が
、
子
ど
も
た
ち
に
話
の
お
も
し
ろ
さ

の
種
類
を
は
っ
き
り
教
え
て
く
れ
た
。「
お
も
し
ろ

い
」
と
い
う
表
現
に
も
い
ろ
い
ろ
な
お
も
し
ろ
さ
が

あ
り
、
比
べ
読
み
を
す
る
こ
と
で
自
然
に
自
分
の
言

葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
た
。

　
「
書
く
こ
と
」
に
課
題
を
持
つ
児
童
が
多
い
が
、

今
回
の
授
業
で
児
童
が
自
ら
の
言
葉
で
表
現
し
よ
う

と
す
る
様
子
を
見
て
、思
考
す
る
た
め
に
必
要
な「
書

く
こ
と
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
き

た
い
と
思
っ
た
。

や
ぶ
き　

ゆ
か
り 

豊
能
町
立
東
能
勢
小
学
校
教
諭
。
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実践
交流
中学書写

一
　
は
じ
め
に

　

一
般
的
に
「
書
写
」
の
授
業
と
い
う
と
、
み
ん
な

が
一
斉
に
同
じ
手
本
を
見
て
練
習
し
て
い
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
生
徒
の
中
に
は
、
長
年
書
道
教

室
に
通
い
熟
練
者
も
い
る
。
習
っ
て
い
る
人
の
作
品

と
そ
う
で
な
い
人
の
作
品
と
で
は
、
は
っ
き
り
と
差

が
出
る
。
た
だ
単
に
、
見
た
目
が
き
れ
い
な
字
を
書

く
と
い
う
こ
と
だ
け
が
目
標
で
は
な
く
、
机
間
巡
視

の
中
で
一
人
ひ
と
り
に
、
個
人
の
課
題
な
り
、
目
標

な
り
は
具
体
的
に
示
す
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
が
、

書
写
の
苦
手
な
生
徒
に
は
難
し
い
。
そ
れ
で
は
、
生

徒
が
感
心
・
意
欲
を
も
っ
て
書
写
学
習
に
取
り
組
む

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。

二
　
一
字
の
書
を
自
分
ら
し
く
書
こ
う

　

一
年
の
終
わ
り
に
、「
こ
れ
ま
で
の
書
写
の
学
習

で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
、
自
分
の
好
き
な
漢
字

一
字
を
自
分
ら
し
く
表
現
す
る
」
と
い
う
課
題
に
取

り
組
ん
だ
。「
自
分
の
好
き
な
漢
字
を
、
自
分
ら
し

く
書
く
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
生
徒
み
ん
な
が
倦
む

こ
と
な
く
最
後
ま
で
意
欲
的
に
取
り
組
め
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
生
徒
に
は
次
の
二
つ
の

こ
と
に
留
意
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

⑴�

自
分
ら
し
く
表
現
す
る
た
め
に
書
体
や
筆
を
は
じ

め
と
し
た
筆
記
用
具
、
墨
の
濃
さ
等
を
工
夫
す
る

こ
と
。

⑵�
漢
字
の
意
味
を
よ

く
考
え
て
書
く
こ

と
。

三
　
学
習
計
画

①
自
分
が
好
き
な
字

を
二
つ
選
び
、
そ
れ

ぞ
れ
漢
字
の
意
味
や

成
り
立
ち
を
辞
典
で

調
べ
る
。
調
べ
た
漢

字
二
つ
の
中
か
ら
一

つ
を
選
び
、『
五
體

字
類
』
で
書
体
に
つ

い
て
も
調
べ
る
。�

（
二
時
間
）

②
鉛
筆
で
、
自
分
が
選
ん
だ
字
を
様
々
な
書
体
で
書

い
て
み
て
、
最
も
気
に
入
っ
た
書
体
を
選
択
す
る
。

毛
筆
で
練
習
し
、
清
書
す
る
。
自
分
の
名
前
を
ひ
ら

が
な
書
き
で
書
き
印
を
赤
の
サ
イ
ン
ペ
ン
等
で
入
れ

る
。�

（
二
時
間
）

「
一
字
の
書
」の
試
み 

― 

書
写
を
楽
し
く

─
自
分
ら
し
い
表
現
を
工
夫
す
る
─

大
阪
府
大
阪
市
立
菫
中
学
校 

外
山　

千
浪
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自
分
ら
し
い
形
を
追
求
し
た
よ
う
だ
。
上
の
右
と
中

央
の
生
徒
作
品
は
同
じ
「
笑
」
と
い
う
字
で
あ
る
が
、

感
じ
が
全
然
違
う
。
ど
ち
ら
も
「
笑
」
と
い
う
漢
字

の
意
味
を
よ
く
考
え
て
書
け
た
と
思
う
。
右
は
書
い

た
本
人
の
笑
顔
に
そ
っ
く
り
で
、
中
央
は
犬
と
走
り

回
っ
て
喜
ん
で
い
る
作
者
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う

で
あ
る
。
上
の
左
は
「
リ
ラ
ッ
ク
ス
」
と
か
「
癒
し
」

と
か
を
感
じ
さ
せ
、「
楽
」
と
い
う
漢
字
が
持
つ
イ

メ
ー
ジ
が
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
「
自
分
ら
し
い
表
現
を
工
夫
し
て
」
と
い
う
こ
と

だ
け
し
か
言
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
取
り
組
み
の
中

で
、
生
徒
た
ち
は
自
分
が
選
ん
だ
漢
字
の
意
味
や
成

り
立
ち
を
ふ
ま
え
、
自
分
が
考
え
る
、
そ
の
漢
字
の

イ
メ
ー
ジ
を
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
「
書
体
」、

「
筆
使
い
」、「
字
形
」、「
配
置
」
な
ど
に
気
を
配
る

こ
と
を
学
ん
だ
。
生
徒
に
よ
っ
て
は
、
墨
の
濃
淡
を

微
妙
に
調
整
し
た
り
、
朱
液
を
利
用
し
た
り
、
ハ
ブ

ラ
シ
な
ど
の
新
し
い
（
？
）
筆
記
用
具
を
開
発
し
た

り
、
と
凝
っ
た
工
夫
を
し
て
い
た
。
わ
が
菫
中
学
校

の
校
訓
は
「
創
意
工
夫
」
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
で

あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
も
つ
可
能
性
は
計
り
知
れ
な

い
な
と
改
め
て
感
じ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

は
じ
め
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
最
後
ま
で
意
欲
的

に
書
写
の
授
業
に
取
り
組
ま
せ
る
と
い
う
の
が
、
課

題
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
一
字
の
書
」
の
取
り
組
み
は

四
　
学
習
活
動

　

独
創
性
を
重
視

し
た
か
っ
た
の

で
、
で
き
る
だ
け

決
ま
り
ご
と
は
な

く
し
た
か
っ
た

が
、
展
示
や
交
流

等
の
こ
と
を
考
え

て
豆
色
紙
大
（
寸

法
12
×
13.5
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
）
の
用

紙
に
清
書
す
る
こ

と
に
し
た
。

　

特
に
生
徒
の
興

味
関
心
を
引
い
た

の
が『
五
體
字
類
』

で
書
体
を
調
べ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

教
科
書
に
出
て
く

る
楷
書
・
行
書
は

も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
草
書
、
隷
書
、

篆
書
な
ど
書
体
が

い
ろ
い
ろ
あ
る
の

を
知
り
、
大
い
に

自
分
ら
し
い
線
、

目
新
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
い

つ
も
の
書
写
の
授
業
よ
り
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い

た
よ
う
に
思
う
。
時
間
内
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
生
徒
が
後
か
ら
提
出
し
に
き
た
と
き
に

「
難
し
か
っ
た
け
ど
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」
と
感
想

を
述
べ
て
く
れ
た
。
私
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
き
た

作
品
を
先
生
方
に
見
て
頂
い
た
。
お
お
む
ね
好
評
で

「
作
者
ら
し
さ
が
出
て
い
る
。」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。
先
生
方
の
言
葉
を
聞
け
ば
、
さ
ぞ
か
し
子
ど
も

た
ち
も
自
信
が
つ
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。そ
れ
だ
け
に
、

授
業
時
間
の
都
合
で
こ
の
取
り
組
み
が
次
の
課
題
に

つ
な
が
る
よ
う
な
、
展
示
・
交
流
の
時
間
や
振
り
返

り
の
時
間
が
充
分
と
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
残
念
で
あ
る
。
指
導
計
画
を
練
り
直
し
、
ま
た

挑
戦
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

参
考
文
献  

貞
政
少
登
『
一
字
の
書
レ
ッ
ス
ン
ブ
ッ
ク
』
木
耳
社
、

二
〇
〇
三
年

高
嶋
悠
光
『
字
て
が
み
を
書
こ
う
』
Ｊ
Ｄ
Ｃ
、
二
〇
〇
二
年

と
や
ま　

ち
な
み 

大
阪
市
立
菫
中
学
校
教
諭
。
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
、
楽
し
く
、
お
も
し
ろ
い
授
業
が
展
開
で
き
る
の
か
、

日
々
模
索
し
て
い
ま
す
。
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読
解
の
コ
ツ
―
「
紅
鯉
」（
丘
修
三
）
の
一
文
を
読
む

こ
ん
な
文
学
教
材

た

見つ
け

！

●第１回●

京
都
教
育
大
学
　
寺
田
　
守

読
解
の
落
と
し
穴

　

文
学
教
材
の
読
解
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

小
学
校
六
年
生
教
材
「
紅
鯉
」
を
例
に
と
っ
て
説
明

す
る
。「
紅
鯉
」
は
、
丘
修
三
の
郷
里
熊
本
を
舞
台

と
し
た
短
編
集
『
少
年
の
日
々
』
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。「
紅
鯉
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
や
お
ら
右
手
で
あ
み
を
構
え
る
と
、

ぼ
く
よ
り
は
る
か
に
し
ん
ち
ょ
う
に
手
早
く
、
も

の
下
を
さ
ぐ
っ
た
。

　
「
や
お
ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
、
お
じ
さ

ん
が
落
ち
着
い
て
ゆ
っ
く
り
と
あ
み
を
構
え
始
め
た

こ
と
が
わ
か
る
。
お
も
む
ろ
に
、
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
あ
り
、
急
に
、
勢
い
よ
く
、
唐
突
に
構
え
た
の
で

は
な
い
。「
や
お
ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
、

お
じ
さ
ん
の
手
慣
れ
た
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
は

る
か
に
」
と
あ
り
、
ぼ
く
も
注
意
深
く
藻
の
下
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
の
だ
が
、
お
じ
さ
ん
は
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
慎
重
に
手
早
く
動
作
を
行
っ
た
。「
は

る
か
に
」
と
あ
る
こ
と
で
、
ぼ
く
と
は
同
じ
動
作
で

も
甚
だ
し
い
違
い
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。「
は

る
か
に
」
と
判
断
し
て
い
る
の
は
「
ぼ
く
」
な
の
で
、

「
ぼ
く
」
が
お
じ
さ
ん
の
手
際
の
良
さ
を
認
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
い
っ
た
副
詞
や
形
容
動
詞
は
、
言
葉
を
削
除

し
て
も
文
の
大
意
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
や
す
い
。「
や
お
ら
」
や
「
は
る
か
に
」

を
削
除
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
あ
る
い
は
同
じ
意
味

だ
と
理
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意
味
こ
そ
が
、
読
解
に

お
い
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

一
文
か
ら
意
味
を
紡
ぎ
出
す
コ
ツ

　

で
は
、
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意

味
を
理
解
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
と
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
コ
ツ
が

有
効
で
あ
る
。

コ
ツ
一　

言
葉
の
削
除
に
よ
る
意
味
の
変
化
（
こ
の

言
葉
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
、
意
味
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
り
ま
す
か
。）

コ
ツ
二　

類
義
語
へ
の
置
き
換
え
に
よ
る
意
味
の
変

化
（
Ａ
と
Ｂ
と
で
は
意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
か
。）

コ
ツ
三　

動
作
化
・
映
像
化
に
よ
る
意
味
理
解
（
今

こ
こ
で
し
て
み
て
ご
ら
ん
。
ど
う
い
う
光
景
か
思
い

浮
か
べ
て
ご
ら
ん
。）

コ
ツ
四　

自
分
の
経
験
と
の
関
連
づ
け
に
よ
る
意
味

づ
け
（
こ
れ
と
似
た
経
験
は
あ
り
ま
す
か
。）

　
「
紅
鯉
」
の
一
文
で
説
明
し
て
み
る
。

ぼ
く
は
幸
運
に
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
、
さ
り
げ

な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
い
、
コ
イ
に
気
づ
か
れ
な
い

よ
う
に
静
か
に
川
に
下
り
た
。

　
「
幸
運
に
」
と
あ
る
の
で
、
紅
色
の
コ
イ
の
発
見

を
幸
運
だ
と
考
え
て
い
る
。
コ
イ
を
見
つ
け
た
こ
と

も
幸
運
だ
が
、上
流
に
も
下
流
に
も
人
が
い
る
の
に
、

誰
も
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
も
幸
運
で
あ
る
（
コ
ツ

一
）。「
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
」
と
あ
る
が
、
ペ
コ

ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
本
当
に
舌
な
め
ず
り
を
し
て
い
る
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た
の
だ
ろ
う
か
？　

丁
寧
に
状
況
を
説
明
し
た
と
し

て
も
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
は
信
じ
て
く
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、重
要
な
こ
と
は
、「
ぼ
く
」

が
、説
明
を
し
て
、そ
れ
で
も
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
の
で
な
く
、
何
を
言
っ
て
も
無
駄
だ
と
あ
き
ら
め

て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
信
じ
て
も
ら
え
な
い

と
い
う
結
果
だ
け
を
と
れ
ば
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
と
し
て
は
全

く
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
詳
し
く
説
明
し
て
い
れ

ば
、
ひ
ろ
し
や
青
年
は
信
じ
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な

い
。「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
も
理
解
し
て
く
れ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
そ
う
せ
ず
、
全
て

が
幸
運
に
も
解
決
し
た
あ
と
で
、
ひ
ろ
し
を
に
ら
み

つ
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

　

す
べ
て
の
文
学
教
材
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
（
意
思
疎
通
）
の
形
が
描
か
れ
て
い
る
。
気
持
ち

だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
理
解

し
、
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
文
学

の
授
業
で
は
大
切
で
あ
る
。

参
考
文
献  

寺
田
守
編
著
、『
文
学
教
材
の
解
釈　

電
子
版
』、
京
都
教
育

大
学
国
語
教
育
研
究
会
、二
〇
一
〇
年（http://kyoshien.

kyokyo-u.ac.jp/public/terada/bungaku.pdf

）

て
ら
だ
　
ま
も
る 

京
都
教
育
大
学
准
教
授
。
専
門
は
読
む

こ
と
の
学
習
指
導
研
究
（
文
学
）。
現
在
は
小
グ
ル
ー
プ
の
読

書
を
活
用
し
た
学
習
活
動
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

て
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
紅
鯉
」
に
次
の

よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

ぼ
く
は
く
ち
び
る
を
か
ん
で
、
お
じ
さ
ん
を
に
ら

み
つ
け
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。

　
「
く
ち
び
る
を
か
ん
で
」
と
あ
り
、
悔
し
さ
を
堪

え
て
い
る
。
実
際
に
く
ち
び
る
を
か
ん
で
み
る
と
、

表
情
か
ら
相
手
に
悔
し
さ
が
伝
わ
る
。「
に
ら
み
つ

け
る
」
と
あ
り
、
お
じ
さ
ん
へ
の
怒
り
を
目
で
表
し

て
い
る
。
に
ら
み
つ
け
る
目
つ
き
を
す
る
と
、
相
手

に
怒
り
が
伝
わ
る
。「
ぼ
く
」
は
激
し
い
悔
し
さ
と

怒
り
と
を
お
じ
さ
ん
に
無
言
で
伝
え
て
い
る
。「
よ

り
ほ
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
紅
鯉
を
見
た
の

は
「
ぼ
く
」
一
人
で
あ
り
、
確
か
に
い
る
と
い
う
証

拠
も
示
せ
な
い
の
で
、
何
を
言
っ
て
も
信
じ
て
も
ら

え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
あ
き
ら
め
が
あ
る
。
い
つ
も

言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
い
る
。

　
「
紅
鯉
」
で
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
も
ど
か
し

さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
経
験
は
、
不
幸

な
出
来
事
だ
っ
た
。
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た「
ぼ
く
」

を
救
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
や
っ
て
き
た
ひ
げ
づ
ら

の
お
じ
さ
ん
と
、
手
ぬ
ぐ
い
の
お
ば
さ
ん
だ
っ
た
。

疑
わ
れ
た
こ
と
が
不
幸
な
出
来
事
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
救
わ
れ
、
理
解
さ
れ
た
こ
と
も
た
ま
た
ま
の
幸

運
な
出
来
事
だ
っ
た
。

　

で
は
窮
地
を
自
分
の
手
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き

の
で
な
く
、心
の
中
で
し
め
し
め
と
思
っ
て
い
る（
コ

ツ
三
）。「
わ
く
わ
く
」
や
「
胸
を
は
ず
ま
せ
て
」
に

置
き
換
え
て
比
べ
て
み
る
と
、「
舌
な
め
ず
り
を
し

な
が
ら
」
か
ら
は
獲
物
を
狙
う
野
性
的
な
興
奮
が
わ

か
る（
コ
ツ
二
）。「
さ
り
げ
な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
い
」

と
あ
る
が
、
上
流
や
下
流
に
い
る
人
に
気
づ
か
れ
て

コ
イ
を
横
取
り
さ
れ
な
い
為
の
さ
り
げ
な
さ
で
あ

り
、コ
イ
に
気
づ
か
れ
な
い
為
で
は
な
い
。（
コ
ツ
一
）

「
よ
そ
お
い
」
と
あ
る
の
で
、
意
図
的
に
演
じ
て
い

る
（
コ
ツ
一
）。
視
線
を
固
定
し
た
り
、
身
を
か
が

め
た
り
し
て
コ
イ
を
見
つ
け
た
と
ば
れ
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
た
（
コ
ツ
三
）。
コ
イ
に
対
し
て
は
、「
静

か
に
」
と
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
と
、
音
や
波
を
立
て
な

い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
川
に
下
り
た
。（
コ
ツ
一
）

道
に
百
円
玉
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
き
、

私
た
ち
は
幸
運
に
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
、
同
時
に

さ
り
げ
な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
う
だ
ろ
う
。
拾
っ
た
お

金
は
交
番
に
届
け
よ
う
。（
コ
ツ
四
）

　

四
つ
の
コ
ツ
を
使
っ
て
読
む
こ
と
で
、
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意
味
を
、
ぐ
っ
と
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
考
え
る
解
釈
へ

　

私
は
、
学
習
者
の
言
葉
の
理
解
を
深
め
た
い
、
そ

の
た
め
に
国
語
の
授
業
で
言
葉
の
話
を
し
た
い
、
と

考
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
一
文
の
意
味
を
紡

ぎ
出
す
解
釈
の
先
に
、
ど
の
よ
う
な
価
値
目
標
を
立
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国語の授業
サブカルチャーと

国語の授業

何故サブカルチャーに注目するのか

第１回

まちだ　もりひろ
早稲田大学大学院の研究室を担
当して10年目となるのを記念
して，『明日の授業をどう創る
か―学習者の「いま，ここ」を
見つめる国語教育』（三省堂）
を刊行しました。

早稲田大学

町田　守弘

　教育学者の佐藤学氏が，子どもたちの「『学

び』からの逃走」についての指摘をしてから，

はや10年以上が経過した。しかしながら2011

年現在，子どもたちの学びと向き合う状況を見

る限り，佐藤氏が言及した問題はいっこうに改

善されてはいない。それどころか，より深刻に

なっているような気もする。子どもたちを強制

的に「学び」へと連れ戻したとしても，本質的

な問題が解決することはない。そこでわたくし

は，子どもたちが逃走したその場所に，新たな

「学び」を立ち上げることを考えてきた。

　そのためには，「学び」から逃走した子ども

たちがどこに行ったのか，そしていまどこにい

るのかを的確に把握しなければならない。わた

くしは担当する大学院の研究室院生に協力を依

頼して，3回にわたって学習者の実態調査を実

施した。その結果，学習者がサブカルチャーに

強い関心を持っていることが明らかになった。

　しかしながら，学校は子どもたちが関心を有

するサブカルチャーを冷遇する傾向にある。全

国大学国語教育学会の「課題研究発表」では，

「『メディア』から国語教育の研究と実践を展望

する」というテーマを継続して扱っているが，

2010年の第1回の際に登壇した水越伸氏は，

学校という制度の堅牢さが現代のメディア環境

の水位の高さに追いついていないという問題を

指摘した。そのとき水越氏が取り上げた事例

は，学校が携帯電話の持ち込みを禁止するとい

う現状であった。携帯電話のみならず，漫画や

ゲームなどサブカルチャーに関わるメディア

は，学びとは関わりがないものとして，学校か

ら排除される傾向にある。そこで大きく発想を

転換して，サブカルチャーを教材として成立す

るぎりぎりの境界線上に位置付けてみたい。

　注意したいのは，ここで提案するのは学校へ

の持ち込みが禁止された携帯電話やゲームをそ

のまま使用する授業を展開することではない，

という点である。ケータイやゲームが学習者の

興味・関心を喚起するという事実に着目し，そ

れを生かした授業を構想する必要がある。さら

に国語科の授業創りを目指すからには，ことば

の価値ある学びが実現されなければならない。

　例えばゲームの教材化を工夫するとき，まず

ゲームの話題そのものが教材になることに注目

したい。あるゲームについてプレゼンテーショ

ンをしたり，インタビューを取り入れたりする

展開がまず考えられる。教科書で学んだ小説を

ゲームにすることを前提とした企画書の作成，

という課題設定も可能である。その他「サウン

ドノベル」などのゲームは，様々な教材化が工

夫できる。このように，「学び」から逃走した

子どもたちのために，彼らが逃走した場所に新

たな「学び」を立ち上げることを目標としたう

えで，サブカルチャーに注目してみたい。
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今
年
の
春
よ
り
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
も
と
づ
い
た

学
び
が
小
学
校
で
本
格
始
動
と
な
り
ま
し
た
。来
春
か
ら
は
、

中
学
校
で
も
始
ま
り
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
の
告
示
か
ら
約

三
年
経
ち
、
い
よ
い
よ
学
び
の
場
に
新
し
い
取
り
組
み
が
も

た
ら
さ
れ
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
示
さ
れ
た
「
言
語
活
動
の

充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
〜
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
の
育
成
に
向
け
て
〜
」（
小
学
校
版
は
平
成
二
二
年
一
二

月
、中
学
校
版
は
平
成
二
三
年
五
月
）を
参
考
に
、改
め
て「
言

語
活
動
の
充
実
」に
つ
い
て
特
集
を
組
み
ま
し
た
。
事
例
が
、

さ
ら
に
次
の
事
例
を
生
み
、
新
し
い
試
み
が
確
か
な
も
の
へ

と
紡
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
「
現
在
か
ら
、
未
来
は
生
ま
れ
落
ち
る
。」（
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
・
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
）
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
響
き
を
も
っ
て
心
に
届
く
こ
と
ば
の
よ
う
に
感

じ
て
い
ま
す
。 

（
Ｓ
）

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

a new way
of learning
Japanese

三省堂  国語教育

1 巻頭エッセイ　虚心坦懐に聞く耳を　三宮 麻由子

特集　言語活動の充実
2 言語活動を支える「伝え合う力」　河野 順子

6 思考力・判断力・表現力の育成のために　中村 敦雄

8 言語活動の充実のために ─学習の足場作りとしての教師の問いかけ─　宮本 浩治

10 「随筆を書く」でなにをねらうか　阿部 藤子

…………………………………………………………………………………………………
実践交流
12  中学国語　「俳句を味わう」ための授業づくり

 ─「言葉のレンズ」で俳句の世界を覗く─　上江洲 朝男

14  中学国語　生徒にとって必然のある言語活動にするために
 ─魯迅「故郷」の実践を通して─　布施 力

16  小学国語　自分の「ものの見方・感じ方」をつくる活動
 ─学習過程「課題設定や取材」の活動の工夫─　小出 直子

18 小学国語　読み比べて話のおもしろさを表現しよう　矢吹 ゆかり

20  中学書写　「一字の書」の試み－書写を楽しく
 ─自分らしい表現を工夫する─　外山 千浪

…………………………………………………………………………………………………
22 見つけた！ こんな文学教材　第1回　読解のコツ─「紅鯉」（丘修三）の一文を読む　寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業　第1回　何故サブカルチャーに注目するのか　町田 守弘

25 編集後記
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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

言語活動の充実
特 集 25vol. 回

覧

三省堂の本

町田守弘 編著

村田伸宏・「群馬・国語教育を語る会」著

● 定価 1,995 円（本体 1,900 円＋税） ● B5判  ● 160 ページ
ISBN978-4-385-36527-5

学習指導要領の改訂で新設された〔伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項〕についての実践提案。どうす
れば子どもたちが楽しく学べるか，言語活動をどう組織
すれば力がつくか，授業の道筋を明快に示す。

● 定価 2,625 円（本体 2,500 円＋税）
●A5判  ● 304 ページ
ISBN978-4-385-36567-1

学習者にとって「楽しく，力のつく」国語教育の地平を
常に切り拓いてきた著者と，研究室関係者による論文
集。明日の国語の授業をどう創るかという問いに直接応
える，小学校から大学までの実践的提案を収録。
◆ 「故郷」「羅生門」といった安定教材を使用した授業
から，アニメーション・音楽CD・ドキュメンタリー
DVDなどの境界線上の教材を使用した授業まで，多
様な授業アイデアを提案。
◆「総論」と，「論文」×17本，「提言」×12本を収録。

明日の授業をどう創るか
学習者の「いま、ここ」を見つめる国語教育

国語の力
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の

言語活動
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