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小
説
は
虹
が
架
か
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
る

◆
小
川　

学
年
の
初
め
に
国
語
の
教
科
書
を
い
た

だ
く
と
、
ど
ん
な
作
品
が
載
っ
て
い
る
の
か
な
と

思
っ
て
見
る
の
が
楽
し
み
で
し
た
。
よ
く
覚
え
て

い
る
の
は
「
こ
こ
ろ
」「
舞
姫
」、
あ
と
は
「
山
月

記
」
が
非
常
に
忘
れ
が
た
い
で
す
。
で
も
、
私
が

高
校
生
の
頃
に
定
番
だ
っ
た
も
の
が
、
今
変
わ
っ

て
き
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

◆
幸
田　

小
川
先
生
が
高
校
生
の
と
き
に
人
気
教

材
だ
っ
た
「
こ
こ
ろ
」「
山
月
記
」、あ
る
い
は
「
羅

生
門
」
な
ど
は
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
定
着
し
て
い

る
よ
う
な
状
況
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
高
校
の
国

語
教
育
と
い
う
と
、
小
川
先
生
の
頃
と
今
の
授
業

の
光
景
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

◆
小
川　

高
校
生
の
私
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
作

品
が
教
科
書
に
載
る
な
ど
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と

で
す
。
で
す
か
ら
、
も
の
す
ご
く
時
代
が
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
け
れ

ど
。

◆
幸
田　

た
し
か
に
そ
う
で
す
ね
。
小
川
先
生
の

作
品
は
各
社
、
ぜ
ひ
載
せ
た
い
と
考
え
て
い
て
、

現
在
一
五
冊
く
ら
い
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
教
科
書
に
現
代
作
家
の
適
当
な
長
さ
の
作

品
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
予
定
調

和
的
に
な
っ
た
り
、
教
訓
的
な
話
に
な
っ
た
り
し

が
ち
で
す
が
、
小
川
先
生
の
作
品
は
違
い
ま
す
。

◆
小
川　

私
の
小
説
は
、
た
し
か
に
結
論
が
あ
い

ま
い
で
、
読
者
を
こ
こ
へ
運
び
た
い
と
い
う
目
的

地
が
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
幸
田　

で
も
、
小
川
先
生
の
作
品
は
、
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
と
い
う
か
、
正
反
対
な
も
の
が
同
居
し
て

い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
美
と
グ
ロ
テ

ス
ク
で
あ
っ
た
り
、
瞬
間
と
長
い
時
間
で
あ
っ
た

り
、
静
と
動
で
あ
っ
た
り
。
言
葉
の
奥
行
き
や
、

そ
の
作
品
の
奥
深
さ
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
と
れ

る
、
稀
有
な
現
代
作
家
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。

◆
小
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
Ａ
と
Ｂ
と

戦後最大規模ともいわれる高校国語の学習指導要領改訂。
文学はどうなるの？　実用的な文章を扱う意味って？
これからの国語について語り合っていただきました。

（2018年８月 24日、大修館書店にて）

小川洋子

●小川洋子
小説家。多くの作品
が教科書に掲載され
ている。近著に『口
笛の上手な白雪姫』
『不時着する流星た
ち』など。
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い
う
、
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
も
の

が
、
実
は
間
に
虹
が
架
か
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
わ

か
っ
た
と
き
に
、
小
説
っ
て
書
け
る
ん
で
す
。
自

分
の
中
に
あ
る
、
す
で
に
も
っ
て
い
る
も
の
で
小

説
を
書
く
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
も
っ
て
い
な

い
も
の
と
出
会
っ
た
と
き
│
│
。
数
学
は
わ
か
り

や
す
い
例
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
数
学
者
な
ん
て
自

分
と
は
縁
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
実
は
美

し
さ
を
求
め
て
い
る
人
々
な
ん
だ
と
気
づ
か
さ
れ

た
と
き
、
パ
ッ
と
虹
が
架
か
っ
て
、
あ
あ
、
こ
れ

は
小
説
に
な
る
な
と
直
感
す
る
ん
で
す
。
結
局
、

正
解
は
何
か
は
っ
き
り
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

読
ん
だ
生
徒
さ
ん
た
ち
が
意
見
を
交
わ
し
、
話
し

合
う
過
程
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
見
え
て
く
る
よ
う

な
作
品
が
書
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◆
幸
田　

ま
さ
に
こ
れ
か
ら
新
し
く
変
わ
る
高
校

の
国
語
の
授
業
も
、
決
め
ら
れ
た
正
解
に
向
か
っ

て
落
と
し
込
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、
答
え
の
な

い
問
い
に
い
ろ
い
ろ
知
恵
を
出
し
合
い
な
が
ら
、

何
か
答
え
ら
し
き
も
の
を
見
つ
け
て
い
こ
う
と
す

る
、
そ
う
い
う
学
習
活
動
を
重
視
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
方
向
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
先
生
の
文
学

的
な
特
性
、
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
読
み
終
わ
っ

た
後
、「
な
ん
と
な
く
こ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
」

で
は
終
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
ま
さ
に

こ
れ
か
ら
の
国
語
の
授
業
に
う
っ
て
つ
け
な
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
典
と
現
代
を
つ
な
ぎ
直
す

◆
幸
田　

小
川
先
生
の
「
千
年
の
時
が
与
え
て
く

れ
る
安
堵
」
と
い
う
随
筆
で
、『
枕
草
子
』
の
こ
と

を
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね（『
カ
ラ
ー
ひ
よ
こ
と

コ
ー
ヒ
ー
豆
』
所
収
）。
あ
れ
が
ま
さ
に
「
言
語
文

化
」と
い
う
新
し
い
必
修
科
目
の
精
神
な
ん
で
す
。

現
代
の
我
々
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
言
語
文
化
と

し
て
の
古
典
に
親
し
め
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど

ん
な
ふ
う
に
古
典
と
向
き
合
っ
て
、
ど
ん
な
ふ
う

に
古
典
を
学
べ
ば
い
い
の
か
。「
言
語
文
化
」
は
、

分
断
さ
れ
た
古
典
と
現
代
を
つ
な
ぎ
直
す
と
い

う
、
大
き
な
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
を
し
よ
う
と
し
て

つ
く
ら
れ
た
科
目
な
ん
で
す
。

国語の力
未来につながる

〈対談〉幸田国広╳

●幸田国広
早稲田大学教育学部
教授。高校国語教育
の歴史や新学習指導
要領に詳しい。著書
に『高等学校国語科
の教科構造』など。
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◆
小
川
　
私
も
高
校
時
代
に
ち
ゃ
ん
と
古
典
を
勉

強
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
と
思
い
ま
す
。

幸
い
こ
う
い
う
仕
事
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
教
科

書
を
読
み
返
し
た
り
し
て
、
実
は
古
典
が
お
も
し

ろ
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
大
人
に
な
っ
て
気
づ
く

ん
で
す
。
そ
れ
に
現
代
の
作
家
の
新
訳
な
ど
で
、

文
法
の
規
則
を
覚
え
る
苦
行
か
ら
解
放
さ
れ
て
読

む
と
、文
学
と
し
て
大
変
お
も
し
ろ
い
し
「
あ
あ
、

人
間
っ
て
何
百
年
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
ん
だ

な
」
と
い
う
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
気
づ
か
せ

て
く
れ
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
原
文
自
体
は
歴
然
と

し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
現
場
の
先
生
の
授
業
の
ち

ょ
っ
と
し
た
工
夫
次
第
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◆
幸
田
　「
言
語
文
化
」
と
は
別
に
、選
択
科
目
で

は
「
文
学
国
語
」
と
い
う
科
目
が
新
た
に
誕
生
し

ま
す
。
こ
の
中
で
は
、
た
だ
単
に
小
説
や
詩
歌
を

読
む
だ
け
で
は
な
く
て
、
創
作
活
動
も
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。
高
校
の
国
語
の
中
で
、
創
作
を
こ
こ

ま
で
正
面
か
ら
掲
げ
た
の
は
、
恐
ら
く
初
め
て
だ

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
高
校
生
が
小
説
を
つ

く
っ
た
り
、
詩
を
つ
く
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
、

先
生
は
ど
ん
な
ふ
う
に
お
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

◆
小
川
　
た
ぶ
ん
大
人
が
想
像
す
る
範
囲
を
こ
え

る
も
の
を
彼
ら
は
つ
く
る
ん
で
す
よ
。
機
会
さ
え

与
え
れ
ば
、
大
人
た
ち
も
驚
く
し
、
本
人
も
自
分

の
中
に
こ
ん
な
も
の
が
隠
れ
て
い
た
の
か
と
発
見

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
何
か
を
つ
く
る

こ
と
は
、
で
き
た
作
品
が
鏡
に
な
っ
て
、
そ
こ
に

映
っ
て
い
る
自
分
を
見
る
と
い
う
体
験
に
な
る
は

ず
で
す
。
思
春
期
の
子
は
誰
で
も
、
モ
ヤ
モ
ヤ
し

て
正
体
が
わ
か
ら
な
い
も
の
を
ど
う
に
か
外
へ
い

っ
た
ん
出
し
て
、
自
分
で
も
そ
の
正
体
と
向
き
合

い
た
い
と
望
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。
ス
ポ
ー
ツ
で
発

散
し
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
、
音
楽
で
表
現
し
た

り
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
心
の
モ
ヤ
モ
ヤ
と
付

き
合
え
る
人
も
い
る
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
言
葉

で
表
現
す
る
こ
と
で
も
十
分
で
き
ま
す
。
そ
れ
を

私
は
「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て

発
見
し
ま
し
た
。
や
は
り
読
書
体
験
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
い
る
ん
で
す
。
言
葉
で
自
分
を
自
由
に
で

き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
読
書
に
よ
っ
て
学
ん

で
、
恥
ず
か
し
い
の
で
す
が
、（
一
度
も
採
用
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
）
朝
日
新
聞
の
短
歌
の
コ

ー
ナ
ー
に
投
稿
し
た
り
し
て
…
…
。
私
は
こ
こ
に

生
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
発
信
し
た
か
っ

た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
え
る
こ

と
が
喜
び
だ
っ
た
ん
で
す
。

◆
幸
田
　
や
っ
ぱ
り
読
者
を
得
な
い
と
書
い
た
も

の
、
表
現
は
完
結
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
書
い
た
ら
終
わ
り

で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
他
者
の
目
で
評
価
し
て
も

ら
っ
た
り
、
感
想
を
も
ら
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
、
必
ず
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
。
ク
ラ
ス
で
何
か
を
書
か
せ
た
ら
、
そ
れ
を
文

集
な
ど
に
し
て
み
ん
な
で
読
み
合
う
と
い
い
で
す

ね
。
先
生
が
一
人
で
一
生
懸
命
添
削
し
て
コ
メ
ン

ト
を
一
言
書
く
よ
り
も
、
多
く
の
読
者
の
目
に
触

れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

言
っ
て
も
ら
え
る
機
会
が
得
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
創
作
の
授
業
は
特
に
、
ど
う
や
っ
て
交
流
す

る
か
と
い
う
手
立
て
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

◆
小
川
　
批
評
す
る
こ
と
が
ま
た
勉
強
に
な
り
ま

す
ね
。
創
作
の
た
め
の
日
本
語
と
、
批
評
の
た
め

の
日
本
語
は
微
妙
に
違
い
ま
す
。
他
者
の
作
品
を

読
ん
で
、そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
言
う
た
め
に
は
、

ま
た
違
う
日
本
語
の
能
力
を
引
っ
張
っ
て
こ
な
い

と
で
き
な
い
の
で
。

◆
幸
田
　
そ
の
と
お
り
で
す
。
今
回
改
訂
さ
れ
た

学
習
指
導
要
領
で
は
、
一
方
で
、
古
典
か
ら
近
現

代
ま
で
の
文
学
を
ト
ー
タ
ル
に
扱
う「
言
語
文
化
」

と
い
う
必
修
科
目
を
置
い
て
、
そ
の
上
に
「
文
学

国
語
」「
古
典
探
究
」
と
い
う
、文
学
系
の
選
択
科

目
が
積
み
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
も
う
一
方
で
、

実
社
会
や
実
用
や
論
理
を
扱
う
の
が
「
現
代
の
国
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語
」
と
い
う
必
修
科
目
で
、
そ
の
上
に
「
論
理
国

語
」「
国
語
表
現
」
と
い
う
選
択
科
目
が
積
み
上
が

っ
て
い
き
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
こ

の
よ
う
に
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
構
造
化
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

自
分
で
困
難
を
切
り
開
く

◆
幸
田
　
い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
る

社
会
が
目
に
見
え
て
い
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
正
解
を
覚
え
て
い
く
教
育
で
は
な
く
て
、
自
分

で
考
え
て
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
て
、
自
分
で

困
難
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
教
育
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
鍛
え
て

い
く
方
向
に
変
わ
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
ん
で

す
ね
。
国
語
で
も
、話
し
方
や
話
し
合
い
の
仕
方
、

方
法
論
や
考
え
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
仕
方

な
ど
を
教
え
る
、
ベ
ー
ス
に
な
る
よ
う
な
科
目
が

必
要
と
い
う
こ
と
で
設
置
さ
れ
た
の
が
「
現
代
の

国
語
」
で
す
。

◆
小
川
　
私
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
に
比
べ
る

と
、
パ
ソ
コ
ン
と
か
ス
マ
ホ
が
生
ま
れ
た
と
き
か

ら
あ
る
今
の
子
ど
も
た
ち
は
、
案
外
文
章
を
つ
く

る
作
業
を
日
常
的
に
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん

で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
誤
解
が
生
じ
た
り
し
て
問
題

に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
。
で
す
か
ら
、
日
本
語

の
特
徴
や
使
い
方
を
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
て
、
正
し

く
道
具
と
し
て
使
い
こ
な
せ
な
い
と
、
現
代
社
会

で
生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ

う
。
哲
学
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
一
見
、
文

学
と
離
れ
た
論
理
的
な
表
現
が
求
め
ら
れ
る
分
野

で
も
、
結
局
は
文
学
的
な
表
現
に
も
つ
な
が
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
能
力
を
勉
強
し
た

上
で
ま
た
「
こ
こ
ろ
」
を
読
め
ば
、
基
礎
的
な
も

の
と
し
て
絶
対
に
読
解
に
も
役
立
つ
と
思
い
ま

す
。

◆
幸
田
　
そ
う
で
す
ね
。「
現
代
の
国
語
」で
学
ん

だ
こ
と
が
方
法
論
と
し
て
「
言
語
文
化
」
に
生
か

せ
る
し
、「
言
語
文
化
」
で
学
ん
だ
言
葉
の
奥
行
き

を
も
っ
て
「
現
代
の
国
語
」
を
相
対
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
と
相
互
に
影
響
し
合
う
関
係
に
あ

る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
小
川
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
相
互
に
学
ん
だ
こ
と
が
生
か

せ
れ
ば
、
今
ま
で
よ
り
も
豊
か
な
国
語
科
の
学
び

を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

◆
小
川
　
日
本
語
は
本
当
に
奥
深
い
と
思
い
ま

す
。
も
う
使
い
古
し
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
け
れ

ど
、
秘
密
が
ま
だ
ま
だ
隠
れ
て
い
ま
す
よ
。
作
家

は
、
そ
れ
を
い
つ
も
探
し
て
い
る
ん
で
す
。
同
じ

言
葉
で
も
日
常
生
活
で
使
う
の
と
、
小
説
の
あ
る

場
面
で
使
う
の
と
で
は
、
意
味
合
い
が
全
然
違
っ

て
く
る
。
で
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
は
自
然
界
に
あ

る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
た
め
に
お
互
い
了
解
し
合
っ
て
こ
し
ら
え

た
も
の
で
す
の
で
、
本
来
論
理
的
に
で
き
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
小
説
も
、
な
ん
と
な
く
感
覚
と
か
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感
受
性
と
か
、
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
で
つ
く
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
も
の
す
ご

く
緻
密
な
計
算
を
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
百
枚

の
小
説
で
途
中
の
二
枚
ぐ
ら
い
の
場
面
を
書
き
換

え
る
と
、
結
局
全
部
変
え
な
い
と
い
け
な
く
な
っ

た
り
し
ま
す
。
編
み
物
と
一
緒
で
、
間
違
え
た
目

だ
け
を
直
せ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

ん
で
す
。
非
常
に
筋
道
立
て
て
構
築
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

◆
幸
田　

特
に
先
生
の
作
品
は
、
本
当
に
緻
密
に

考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

◆
小
川　

た
だ
、
作
品
に
考
え
た
痕
跡
を
残
し
ち

ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
あ
く
ま
で
も
自

然
に
物
語
の
ほ
う
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
か
の
よ

う
に
見
せ
か
け
る
た
め
に
は
、
じ
っ
く
り
考
え
て

書
か
な
い
と
い
け
な
い
。
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
文
章

に
書
く
た
め
に
は
、
ス
ラ
ス
ラ
書
い
ち
ゃ
駄
目
な

ん
で
す
。
で
す
か
ら
実
社
会
で
要
求
さ
れ
る
論
理

的
な
能
力
を
国
語
で
養
う
こ
と
は
、
言
葉
の
勉
強

に
と
っ
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
若
い
と
き
は
自

分
が
も
っ
て
い
る
以
上
の
も
の
を
見
せ
た
い
と
い

う
気
持
ち
で
書
い
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
で
も
、

三
〇
年
ぐ
ら
い
書
き
続
け
て
い
く
と
、
見
せ
か
け

の
も
の
か
ら
腐
っ
て
い
く
な
と
わ
か
っ
て
き
ま

す
。
余
計
な
飾
り
を
付
け
な
い
、
シ
ン
プ
ル
な
言

葉
で
実
は
心
理
が
伝
え
ら
れ
る
ん
だ
と
、
書
け
ば

書
く
ほ
ど
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
今
年

八
月
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
山
口
県
の
二
歳
の
男

の
子
が
、
発
見
さ
れ
た
と
き
に
「
ぼ
く
、
こ
こ
」

っ
て
言
っ
た
そ
う
で
す
ね
。
た
っ
た
四
文
字
の
な

ん
の
飾
り
も
な
い
、
日
本
語
が
生
ま
れ
た
と
き
の

ま
ん
ま
の
言
葉
。
で
も
そ
れ
が
大
変
深
い
意
味
を

も
つ
。
こ
れ
が
文
学
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

◆
幸
田　

そ
の
言
葉
は
発
見
者
の
方
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
ね
。
な
ぜ
あ
の
「
ぼ
く
、
こ
こ
」

と
い
う
言
葉
に
感
動
す
る
の
か
、
今
、
小
川
先
生

の
お
話
で
わ
か
り
ま
し
た
。
奥
深
い
で
す
ね
。

◆
小
川　

そ
れ
を
聞
い
て
「
あ
、
そ
れ
が
大
事
な

声
だ
」
と
い
う
こ
と
を
受
け
止
め
る
人
が
い
た
わ

け
で
す
。
発
す
る
人
が
い
て
、
受
け
取
る
人
が
い

る
。
そ
こ
に
文
学
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
文
学

と
実
生
活
、
や
っ
ぱ
り
ど
ち
ら
も
欠
け
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

◆
幸
田　

そ
う
で
す
ね
。
ト
ー
タ
ル
な
国
語
科
と

い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
文
学
と
実
生
活
と

が
相
互
に
影
響
を
し
合
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ

と
を
自
覚
し
な
が
ら
組
み
立
て
る
こ
と
。
た
と
え

ば
、
高
校
で
あ
れ
ば
三
年
間
の
中
で
ど
ん
な
ふ
う

に
個
々
の
学
習
全
体
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
く
の

か
。
そ
う
い
う
発
想
が
大
事
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

国
語
と
は
気
長
に
お
付
き
合
い
を

─
─
最
後
に
、
高
校
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し

ま
す
。

◆
小
川　

私
の
作
品
を
教
科
書
で
読
ん
で
く
れ
て

い
る
高
校
生
が
い
る
ん
だ
な
と
思
う
と
、
本
当
に

幸
せ
で
す
。
作
家
と
し
て
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
高
校
生
の
と
き
に
出
会
っ
た

け
れ
ど
わ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
体
験

で
も
、
い
つ
か
「
あ
あ
、
あ
の
と
き
そ
う
い
え
ば
」

と
感
動
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
必
ず
あ
る
と
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
文
学
と
は
長
い
付
き
合
い
に
な

る
ん
で
す
。
教
科
書
で
出
会
っ
た
文
学
で
も
、
そ

の
と
き
、
そ
の
と
き
の
瞬
間
的
な
出
会
い
で
は
な

く
て
、
実
は
一
生
を
と
お
し
て
関
わ
り
続
け
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
短
気
を
起
こ
さ
な
い

で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆
幸
田　

高
校
生
に
は
、「
食
わ
ず
嫌
い
を
す
る

な
」
と
伝
え
た
い
で
す
ね
。
国
語
で
学
ぶ
こ
と
は

小
説
、
評
論
、
漢
文
、
古
文
な
ど
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
も
し
苦
手
な
授
業
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
の

ほ
か
の
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
み
る
と
お
も
し
ろ
い
発

見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

─
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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■
問
題
の
所
在

　
「
現
代
の
国
語
」
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
配
当
時
間
は
20
〜
30
単
位
時
間
程
度
（
同
科
目

の
約
三
〜
四
割
に
相
当
）
と
明
示
さ
れ
た
。
多
様

な
他
者
と
交
流
し
な
が
ら
次
の
時
代
を
担
う
た
め

に
は
、
実
社
会
で
必
要
な
言
葉
の
力
を
着
実
に
身

に
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
。
年
間
指
導
計
画
に

適
切
に
位
置
づ
け
、
確
実
に
実
施
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
新
科
目
の
説
明
を
受
け
た
現
場
で
は

「
何
を
話
す
の
か
」「
ど
の
よ
う
に
話
さ
せ
る
の
か
」

「
評
価
は
ど
う
す
る
の
か
」と
い
う
声
を
聞
く
。
今

回
の
改
訂
の
大
き
な
狙
い
は
授
業
改
善
だ
。
実
は

こ
の
三
点
は
改
善
を
考
え
る
大
き
な
手
掛
か
り
と

な
る
。
本
稿
で
は
『
学
習
指
導
要
領
解
説
』
に
基

づ
き
、
授
業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
た
い
。

　

ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
話
し
合
う
「
目
的
」

だ
。
日
常
生
活
で
も
ア
イ
デ
ア
を
集
め
る
、
問
題

を
解
決
す
る
、互
い
の
意
見
や
関
係
を
調
整
す
る
、

結
論
を
出
す
等
そ
の
目
的
は
多
岐
に
わ
た
る
。
加

え
て
話
す
相
手
に
よ
り
、
話
合
い
の
在
り
方
は
異

な
る
。
今
、「
目
的
、
種
類
、
状
況
に
応
じ
て
」

（
話
・
聞
⑴
オ
）
話
合
い
の
仕
方
や
結
論
の
出
し
方

の
工
夫
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
話
し
合
う
過
程
そ
の
も
の
が
学
習
過
程
で

あ
る
。
ど
の
過
程
に
重
点
を
置
く
か
で
「
ど
の
よ

う
に
話
さ
せ
る
の
か
」の
指
導
が
変
わ
っ
て
く
る
。

目
的
と
対
象
を
は
っ
き
り
と
認
識
さ
せ
る
こ
と

が
、
そ
の
場
に
適
し
た
表
現
を
引
き
出
す
土
台
と

な
る
。

　

次
に
話
題
の
選
定
と
課
題
の
設
定
に
つ
い
て
考

え
る
。『
解
説
』
に
よ
れ
ば
「
現
代
の
国
語
」
は

「
実
社
会
」か
ら
話
題
を
採
る
。
そ
の
話
題
を
決
め

る
際
、
付
け
た
い
力
を
精
選
し
、
具
体
的
な
場
面

と
明
確
な
課
題
を
設
定
し
た
い
。
そ
の
能
力
が
ど

の
よ
う
な
場
面
で
役
立
つ
か
を
生
徒
自
身
が
認
識

で
き
れ
ば
意
欲
も
喚
起
で
き
、
そ
の
後
の
汎
用
性

も
高
ま
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、情
報
の
吟
味
（
知
・

技
⑵
エ
）
や
論
点
の
共
有
、話
合
い
の
工
夫
（
話
・

聞
⑴
オ
）
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
高
校
生
が

地
域
社
会
の
将
来
像
を
構
想
し
、
そ
の
実
現
に
向

け
た
取
り
組
み
を
提
案
す
る
場
面
が
想
定
で
き
る
。

　

で
は
、
次
に
実
社
会
か
ら
話
題
を
採
り
、
話
合

い
の
目
的
を
明
確
に
し
た
事
例
を
挙
げ
よ
う
。

■�

事
例
「
論
点
を
共
有
し
互
い
の
考
え
を
生
か
す

話
合
い
」

○
単
元
の
概
要

　

新
聞
記
事
の
話
題
に
基
づ
き
、
論
点
を
共
有
し

な
が
ら
話
合
い
の
仕
方
や
結
論
の
出
し
方
を
工
夫

す
る
学
習
で
あ
る
。
課
題
は
「
メ
ー
ル
世
代
の
新

入
社
員
Ａ
さ
ん
は
会
社
の
電
話
を
取
る
こ
と
が

『
怖
い
』。
そ
の
た
め
、
仕
事
に
支
障
を
き
た
す
な

ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
社
会

で
は
電
話
が
必
要
と
な
る
場
面
も
多
い
。
こ
の
よ

う
な
状
況
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
考
え
ら

れ
る
か
。
新
入
社
員
Ａ
さ
ん
に
具
体
的
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
よ
う
」。
な
お
、「
Ａ
さ
ん
」
は
本
校
の

卒
業
生
と
設
定
し
た
。
教
材
は
新
聞
記
事（「
中
日

新
聞
」（
朝
刊
）2017.12.18

）、統
計
資
料
（「2017

年
度
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
総
合
調
査
」、『
宣
伝

会
議
』2018.3

）、ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、付
箋
で
あ
る
。

田た

中な
か

洋ひ
ろ

美み

椙
山
女
学
園
高
等
学
校

論
点
を
共
有
し
互
い
の
考
え
を
生
か
す
話
合
い

私
が
考
え
る 

現
代
の
国
語
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9 論点を共有し互いの考えを生かす話合い

特集１：ふくらむ！ 新しい授業のイメージ

○
関
連
す
る
指
導
事
項

・「
現
代
の
国
語
」
話
・
聞
⑴
オ
、
知
・
技
⑴
イ

○
主
な
評
価
規
準

・
論
点
を
共
有
し
、
互
い
の
考
え
を
生
か
し
な
が

ら
話
合
い
の
仕
方
や
結
論
の
出
し
方
を
工
夫

し
て
い
る
。（
話
す
能
力
・
聞
く
能
力
）

○
授
業
の
展
開
（
全
３
時
間
）

第
１
次 

（
１
・
２
時
間
目
）

①
目
標
と
課
題
の
提
示

②
新
聞
記
事
と
統
計
資
料
を
読
み
、
問
題
点
を

分
析
し
整
理
す
る
話
合
い
（
六
人
班
）

③
各
自
で
考
え
た
対
策
を
「
提
案
シ
ー
ト
」（
Ａ

３
判
白
紙
）
に
付
箋
で
出
し
合
う
話
合
い

④
「
提
案
シ
ー
ト
」
を
他
班
に
回
し
、
助
言
や

批
評
を
得
て
、
対
策
を
三
点
に
練
り
直
す
話

合
い

第
２
次 

（
３
時
間
目
）　

①
話
合
い
の
成
果
を
全
体
で
共
有

・
各
班
の
提
案
者
は
板
書
し
た
要
点
を
用

い
、「
Ａ
さ
ん
」
役
と
対
話
す
る
。

・「
Ａ
さ
ん
」役
は
順
に
担
当
。
最
も
説
得
力

が
あ
る
助
言
を
選
び
、
そ
の
理
由
を
述
べ

る
。実
効
力
が
乏
し
い
場
合
は
指
摘
す
る
。

・
そ
の
他
の
聴
衆
は
「
評
価
シ
ー
ト
」（
ル
ー

ブ
リ
ッ
ク
）
を
用
い
、
評
価
す
る
。

②
ふ
り
か
え
り
（
話
合
い
の
仕
方
や
結
論
の
出

し
方
に
つ
い
て
ど
ん
な
工
夫
が
で
き
た
か
）

○
移
行
に
向
け
た
授
業
改
善
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
論
点
を
共
有
す
る
た
め
、
司
会
が
意
見
や
論
点

の
整
理
を
行
う
（
第
１
次
）。
ま
た
、話
合
い
の

過
程
を
視
覚
化
す
る
た
め
、
付
箋
に
書
い
た
各

自
の
ア
イ
デ
ア
を
「
提
案
シ
ー
ト
」
に
貼
り
付

け
つ
つ
紹
介
す
る
。
今
回
は
会
社
側
へ
の
提
案

や
新
入
社
員
へ
の
助
言
等
が
交
錯
し
て
出
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
論
拠
と
期
待
さ
れ
る
効

果
、
実
現
性
を
軸
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

付
箋
は
分
類
だ
け
で
な
く
、
各
自
の
意
見
を
尊

重
す
る
効
果
も
あ
る
。

⑵
班
で
の
話
合
い
に
は
①
課
題
分
析
、
②
ア
イ
デ

ア
を
出
し
合
う
話
合
い
、
③
他
班
の
助
言
を
受

け
て
提
案
を
整
え
る
話
合
い
の
三
段
階
が
あ

る
。
中
心
的
な
学
習
過
程
は
③
で
あ
る
。
評
価

方
法
と
し
て
記
述
の
点
検
（「
提
案
シ
ー
ト
」）、

行
動
の
分
析
（
録
音
・
録
画
の
活
用
）、
記
述
の

分
析
（
ふ
り
か
え
り
）、考
査
（
新
た
に
設
定
し

た
場
面
や
課
題
の
も
と
、
取
り
上
げ
た
指
導
事

項
の
能
力
を
扱
う
出
題
な
ど
）
等
が
考
え
ら
れ

る
。

⑶
「
知
識
及
び
技
能
」
⑴
イ
で
は
、
話
し
言
葉
と

書
き
言
葉
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
そ
の
特
徴

を
生
か
し
て
使
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
生
徒

に
ス
マ
ホ
の
弊
害
を
尋
ね
る
と
「
会
話
が
減
っ

た
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
落
ち
て
い

る
」
と
い
う
。
今
回
の
活
動
は
メ
ー
ル
の
「
打

ち
言
葉
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
電
話
や
対
面
状

況
に
お
け
る
話
し
言
葉
の
特
徴
を
見
直
す
契
機

と
な
る
。
実
際
に
生
徒
の
発
言
は
こ
の
点
を
踏

ま
え
た
も
の
が
多
い
。「
話
す
こ
と
を
ま
と
め
、

簡
潔
に
順
序
立
て
て
話
す
」「
メ
モ
を
取
り
な
が

ら
相
手
の
意
図
を
予
想
し
て
聞
く
」「
会
話
の
節

目
で
確
認
を
取
る
」「
視
覚
情
報
な
し
で
も
話
を

理
解
で
き
る
よ
う
訓
練
す
る
」
等
で
あ
る
。

■
今
後
の
課
題　

～
評
価
の
工
夫
～

　

評
価
に
つ
い
て
は
実
用
性
（
目
標
に
照
ら
し
評

価
す
る
場
面
を
精
選
し
、
適
切
に
記
録
す
る
）
と

計
画
性
（
年
間
を
通
し
た
評
価
計
画
）
が
課
題
だ
。

今
後
、
生
徒
自
身
が
話
合
い
の
経
過
や
考
え
の
形

成
過
程
を
確
認
す
る
場
面
が
重
要
に
な
る
。
思
考

ツ
ー
ル
や
文
字
化
資
料
、
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
の
活
用

等
、
新
し
い
教
科
書
で
豊
富
な
ア
イ
デ
ア
が
示
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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■
は
じ
め
に

　
「
文
学
、教
養
の
軽
視
だ
」
…
…
そ
ん
な
声
が
聞

こ
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
今
回
の
学
習
指
導

要
領
の
「
大
改
訂
」
で
あ
る
。
特
に
、
各
領
域
に

お
け
る
授
業
時
間
数
が
「
内
容
の
取
扱
い
」
に
明

示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、現
在
多
く
の
学
校
で「
便

宜
上
」
区
分
け
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、「
国
語
総

合
」
の
「
現
代
文
」「
古
文
」「
漢
文
」
と
い
っ
た

授
業
展
開
は
事
実
上
不
可
能
に
な
っ
た
。そ
し
て
、

特
に
「
現
代
の
国
語
」
の
中
で
、
実
用
的
な
文
章

を
は
じ
め
と
し
た
「
実
社
会
」
の
存
在
が
強
く
意

識
さ
れ
る
た
め
、
今
ま
で
の
「
定
番
教
材
」
が
ど

う
扱
わ
れ
て
い
く
の
か
、
不
安
を
感
じ
る
向
き
も

少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。「『
羅
生
門
』
や
『
水
の

東
西
』
す
ら
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
高
校
生
を
、
大

量
に
世
に
送
り
出
す
の
か
？
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き

も
ま
た
、
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
国
語
科
教
員
は
、
今
ま
で

自
分
た
ち
が
歩
い
て
き
た
道
を
、
こ
こ
で
一
度
、

振
り
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

今
回
、「
⑵
科
目
構
成
の
改
善
」
の
中
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
国
語
の
授
業
で
は
「
話
合
い
や
論
述
な
ど

の
『
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
』、『
書
く
こ
と
』
の

領
域
の
学
習
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、

決
し
て
実
感
の
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
文

化
祭
の
出
し
物
を
決
め
る
の
に
、
皆
黙
り
こ
ん
で

て
、
時
間
ば
か
り
か
か
っ
て
…
…
」
と
、
若
い
担

任
が
頭
を
抱
え
て
い
る
姿
は
、
そ
う
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
最
も
時
間
を
か
け
ら
れ
て
き

た
で
あ
ろ
う
「
読
む
こ
と
」
に
関
わ
る
内
容
も
、

教
材
を
離
れ
た
様
々
な
場
面
で
も
役
立
つ
形
で
、

そ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
ど
う

か
。「
設
問
が
読
め
な
い
と
問
題
は
解
け
な
い
よ
」

と
は
、
同
僚
の
数
学
教
員
の
言
葉
で
あ
る
。

■
実
用
的
な
文
章
を
「
書
く
」
指
導

　
「
解
説
」
の
中
に
は
、情
報
を
広
く
収
集
す
る
た

め
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
」
す
る
こ
と
な

ど
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
情
報

収
集
の
入
門
編
と
し
て
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の

「
平
成
29
年
度
試
行
調
査
」
第
一
問
を
素
材
と
し

て
、
授
業
展
開
を
考
え
て
み
た
い
。「
問
一
」
の

「
当
該
年
度
に
部
を
新
設
す
る
た
め
に
必
要
な
、申

請
時
の
条
件
と
手
続
き
」
を
学
校
新
聞
の
記
事
の

形
に
ま
と
め
た
通
知
文
を
書
く
活
動
で
あ
る
。

○
目
標　
「
現
代
の
国
語
」
Ｂ
書
く
こ
と

ア　

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
実
社
会
の
中
か
ら

適
切
な
題
材
を
決
め
、
集
め
た
情
報
の
妥
当
性
や

信
頼
性
を
吟
味
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に

す
る
こ
と
。

○
言
語
活
動

イ　

読
み
手
が
必
要
と
す
る
情
報
に
応
じ
て
手
順

書
や
紹
介
文
な
ど
を
書
い
た
り
、
書
式
を
踏
ま
え

て
案
内
文
や
通
知
文
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
活

動
。

○
単
元
計
画
（
全
３
時
）

第
１
時

①
設
問
か
ら
、
こ
の
通
知
文
の
「
目
的
や
意
図
」

を
整
理
す
る
。

　
「
ダ
ン
ス
部
の
設
立
」を
求
め
た
ク
ラ
ス
決
議
に

内う
ち

田だ

浩ひ
ろ

文ふ
み

岡
山
県
立
林
野
高
等
学
校

実
用
的
な
文
章
を
「
書
く
」

私
が
考
え
る 

現
代
の
国
語
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11 実用的な文章を「書く」

特集１：ふくらむ！ 新しい授業のイメージ

対
す
る
生
徒
会
か
ら
の
回
答
を
、
学
校
新
聞
の
記

事
の
形
で
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
読
み
手
が
必
要
と
す
る
情
報
を
整
理
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
正
答
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
情

報
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
「
要
望
に
対
す

る
回
答
」
お
よ
び
「
判
断
の
根
拠
」
等
の
、
い
く

つ
か
の
情
報
を
示
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か

せ
る
。

第
２
時

①
新
聞
の
、「
通
知
」
の
書
式
を
整
理
す
る
。

　

通
知
記
事
の
「
タ
イ
ト
ル
」
は
、
ど
の
よ
う
な

表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
表

現
が
用
い
ら
れ
る
の
か
。
常
体
／
敬
体
、
箇
条
書

き
の
使
用
な
ど
。
複
数
の
記
事
を
参
照
し
て
確
認

す
る
。

②
実
際
に
通
知
文
を
書
く
。

　

レ
イ
ア
ウ
ト
を
含
め
て
、
新
聞
記
事
の
形
で
通

知
文
を
作
成
す
る
。実
用
的
な
文
章
で
あ
る
以
上
、

伝
え
た
い
内
容
を
伝
え
た
い
相
手
に
確
実
に
届
け

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る

が
、
生
徒
会
新
聞
の
記
事
と
い
う
形
で
示
す
こ
と

に
も
留
意
す
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
読
み
手
の
目
を

引
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
し
、
あ
ま
り
に
も
直
截

〈第1問の概要〉ある高校の部活動に関する生徒会規約と、
生徒会部活動委員会の執行部会の話し合いの様子（【会話
文】）、および執行部会で参照された【資料①〜③】を示し、
条件付きの記述式問題に答えさせる設問です。

平成29年度試行調査より

問1　傍線部「当該年度に部を新設するために必要な、申
請時の条件と手続き」とあるが、森さんが新聞に載せるべ
き条件と手続きはどのようなことか。50字以内で書け（句
読点を含む）。

【生徒会部活動規約（抜粋）】

【会話文（抜粋）】

第３章　部の新設・休部・廃部
第12条　部の新設は、同好会として３年以上活動している

ことを条件とする。
第13条　条件を満たし、部として新設を希望する同好会は、

当該年度の４月第２週までに、所定の様式に必要
事項を記入し、生徒会部活動委員会に提出するこ
ととする。なお、提出期限に遅れた場合、部の新
設は次年度以降とする。

第14条　部の新設には、生徒総会において出席者の過半数
の賛成を必要とする。

第15条　部員数が５名未満であり、その活動も不活発な状
態が１年以上続いたと認められる場合、生徒会部
活動委員会において審議の上、休部とする。

第16条　休部の状態が２年以上続いた場合、生徒総会の議
決を経た後、廃部とする。

（以下略）

島崎　執行部会を始めましょう。今日の執行部会では、生
徒会部活動委員会に提出する議題について検討しま
す。（略）では、森さんから、提出したほうがよいと考
える議題について説明をお願いします。

森　　はい。では、【資料①】の中から、部活動委員会に関
わりそうな議題を選ぶと、まず ｢ダンス部の設立｣ に
なりますね。

島崎　それは……、議題にならないのではないでしょうか。
森　　ええっ、なぜですか。
島崎　現在活動中の同好会は、｢軽音楽同好会｣ だけだから

です。｢ダンス部｣ の設立希望があるのなら、規約どお
りに進める必要があります。

森　　ああ、そうでした。うっかりしていました。では、
この件への回答になるように、来月発行の『青原高校
新聞』の ｢生徒会から｣ のコーナーに、当該年度に部
を新設するために必要な、申請時の条件と手続きを、
分かりやすく載せておきます。

（以下略）
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的
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
読
み
手
の
心

証
を
害
し
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
う
ま
く
伝
わ
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
気
付
か
せ

た
い
。

第
３
時

①
通
知
文
を
評
価
す
る
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
成
す
る
。

　

相
互
評
価
の
際
の
指
標
に
す
る
と
と
も
に
、
こ

の
単
元
の
目
標
を
再
確
認
し
、
振
り
返
り
の
手
立

て
に
す
る
。
第
２
時
の
②
の
段
階
で
ル
ー
ブ
リ
ッ

ク
を
示
し
て
お
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回

は
再
修
正
の
場
面
を
用
意
し
た
の
で
、
リ
フ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
役
割
を
持
た
せ
る
よ
う
に
位
置
づ
け
て

み
た
。

②
相
互
評
価
を
行
う
。

　

印
象
批
評
に
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う

に
評
価
し
た
「
根
拠
」
を
示
す
。

③
相
互
評
価
の
内
容
を
踏
ま
え
て
修
正
を
加
え
る
。

　

活
動
の
形
態
と
し
て
は
、
個
人
ご
と
で
あ
っ
て

も
グ
ル
ー
プ
で
の
取
り
組
み
で
あ
っ
て
も
、
ど
ち

ら
で
も
設
計
は
で
き
る
と
思
う
。
相
互
評
価
の
場

面
を
考
え
る
と
、第
３
時
②
ま
で
は
グ
ル
ー
プ
で
、

③
を
個
人
の
活
動
と
し
て
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
が

ス
ム
ー
ズ
か
も
し
れ
な
い
。

■
ま
と
め
に
か
え
て

　

今
回
の
「
生
徒
会
規
約
」
の
よ
う
に
、
実
用
文

の
中
に
は
、
様
々
な
場
面
で
必
要
と
さ
れ
る
多
様

な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。ま
し
て
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
ら
れ
る
資
料
に
は
、
価

値
の
高
低
も
含
め
て
、
雑
多
な
情
報
が
目
の
前
に

現
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
実
社
会
の
中
で

流
通
し
て
い
る
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
、
今
自
分

が
必
要
と
す
る
も
の
は
何
か
を
判
断
し
、
そ
れ
を

適
切
な
形
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
（
情

報
の
妥
当
性
や
信
頼
性
を
検
証
す
る
こ
と
）
が
、

「
現
代
の
国
語
」で
求
め
ら
れ
て
い
る
力
の
一
つ
で

あ
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
中
の
ど
こ
に
何
が
書

い
て
あ
る
の
か
を
大
き
く
摑
む
、
と
い
う
、「
情
報

を
俯
瞰
す
る
能
力
」
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
で
も
、「
問

い
た
い
『
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
』」
と
し
て

「
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
（
構
造
や
内

容
）
を
把
握
し
た
上
で
、
テ
ク
ス
ト
全
体
か
ら
精

査
・
解
釈
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
考
え
を
形
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
、
今
回
の
「
大
改
訂
」

に
対
す
る
批
判
や
不
安
は
、
そ
の
理
解
が
進
む
に

つ
れ
て
顕
在
化
し
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
激

変
し
て
い
く
社
会
の
中
で
、
文
学
教
育
を
中
心
と

し
た
今
ま
で
通
り
の
「
国
語
科
の
授
業
」
だ
け
が

「
不
易
」で
い
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。「
言

葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動

を
通
し
て
、
国
語
で
的
確
に
理
解
し
効
果
的
に
表

現
す
る
資
質
・
能
力
」
を
育
成
す
る
、
と
い
う
国

語
科
の
原
点
に
こ
そ
、
私
た
ち
は
立
ち
返
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

正答例　同好会として３年以上活動した上で、４月第
２週までに所定の様式で生徒会部活動委員会に申請
すること。（48字）

正答の条件
次の条件をすべて満たして解答している。
①  50 字以内で書かれていること。
②   ｢同好会として３年以上活動｣ ということが書かれて

いること。
③   ｢４月第２週までに申請する｣ ということが書かれて

いること。
④   ｢所定の様式で申請する｣ ということ、｢生徒会部活動

委員会に申請する｣ ということのどちらかが書かれて
いること。なお、両方書かれていてもよい。
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古
典
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か

は
、
国
語
科
の
教
員
に
と
っ
て
は
毎
回
頭
を
悩
ま

せ
て
い
る
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
校
の

生
徒
た
ち
の
多
く
は
、「
古
典
」
と
聞
い
た
だ
け
で

苦
手
意
識
を
も
っ
て
し
ま
い
、
苦
手
だ
か
ら
勉
強

は
後
回
し
と
い
う
傾
向
に
な
り
が
ち
で
す
。

　

本
校
は
東
海
大
学
の
付
属
校
で
、
多
く
の
生
徒

が
東
海
大
学
へ
進
学
し
ま
す
。
大
学
受
験
が
な
い

た
め
、
受
験
を
す
る
他
の
学
校
の
生
徒
さ
ん
と
比

べ
る
と
、
古
典
文
法
な
ど
の
定
着
率
、
理
解
度
が

ど
う
し
て
も
低
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、

進
路
内
定
後
に
気
が
緩
み
が
ち
で
、
古
典
の
授
業

に
取
り
組
む
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
く
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
現
状
を
打
開
す
る
に
は
ど
う
し
た
よ
い

か
。
考
え
た
結
果
に
思
い
当
た
っ
た
の
が
、
内
容

の
面
白
い
作
品
を
読
み
、
古
典
の
面
白
さ
を
知
っ

て
も
ら
お
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

そ
も
そ
も
、
古
典
作
品
は
読
ん
で
面
白
い
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
法
で
あ
っ

た
り
古
文
単
語
で
あ
っ
た
り
、
作
品
を
読
む
う
え

で
覚
え
る
こ
と
（
覚
え
て
ほ
し
い
こ
と
）
が
多
く
、

ま
た
私
た
ち
教
員
も
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
一
生
懸

命
伝
え
よ
う
と
す
る
結
果
、
古
典
自
体
の
面
白
さ

を
半
減
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
付
属
校
の
メ
リ
ッ
ト
を
活

か
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
、
古

典
の
授
業
を
変
え
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

授
業
の
対
象
は
高
校
三
年
生
で
す
。教
材
は「
読

ん
で
、
内
容
が
面
白
い
作
品
」
を
選
び
ま
し
た
。

高
校
三
年
生
が
読
む
文
章
と
し
て
は
、
平
易
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
は
目
を
つ
ぶ
り
ま
し
た
。

　

高
校
生
は
学
校
生
活
を
通
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な

思
い
や
考
え
を
も
っ
て
い
ま
す
。
古
典
作
品
が
面

白
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
生
活
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
な
い
（
と
思
っ
て
い
る
）
か
ら
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
古
典
作
品

と
現
代
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
テ
キ
ス

ト
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

古
典
作
品
に
も
、
現
代
の
私
た
ち
に
生
き
る
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
多
々
あ
り
ま
す
。

古
典
作
品
を
読
む
に
あ
た
り
、テ
ー
マ
を
設
定
し
、

今
を
生
き
る
高
校
生
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
古
典

を
身
近
な
も
の
に
す
る
と
い
う
狙
い
を
も
っ
て
、

テ
キ
ス
ト
を
作
り
ま
し
た
。

　

テ
キ
ス
ト
に
は
「
〇
〇
譚
」
と
い
う
名
前
を
つ

け
、
テ
ー
マ
を
も
と
に
古
文
・
漢
文
を
選
び
ま
し

た
。
今
ま
で
に
作
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
、「
滑
稽
譚
」、

「
怪
奇
譚
」、「
英
雄
譚
」、「
親
子
譚
」、「
恋
愛
譚
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
古
文
で
は
『
伊
曽
保
物
語
』、

『
平
家
物
語
』、『
耳
囊
』、『
大
和
物
語
』、『
伊
勢
物

語
』、
百
人
一
首
、
漢
文
で
は
『
史
記
』
や
『
捜
神

記
』、『
蒙
求
』
な
ど
、
扱
う
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
。
今
ま
で
に
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の

や
、
問
題
集
で
見
つ
け
た
、
内
容
が
面
白
い
作
品

を
中
心
に
集
め
ま
し
た
。

　

授
業
の
単
位
数
も
少
な
い
た
め
に
、
一
つ
一
つ

の
作
品
を
じ
っ
く
り
と
読
み
解
く
と
い
う
よ
り

は
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
作
品

を
読
む
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
ま
た
、
古
文
・

漢
文
に
加
え
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
文
章
や
、

教
員
が
執
筆
し
た
コ
ラ
ム
な
ど
も
織
り
込
ん
で
い

數か
ず

馬ま

大だ
い

介す
け

東
海
大
学
付
属
高
輪
台
高
等
学
校
・
中
等
部

古
典
と
現
代
を
つ
な
ぐ

私
が
考
え
る 

言
語
文
化
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ま
す
。

　

テ
キ
ス
ト
は
、
ま
ず
本
文
を
載
せ
て
、
古
典
の

知
識
（
難
読
語
や
古
文
単
語
、
文
法
な
ど
）
を
入

れ
ま
す
。
現
代
語
訳
は「
ざ
っ
く
り
現
代
語
訳（
簡

単
に
文
章
を
理
解
す
る
）」
を
ま
ず
行
い
、そ
こ
か

ら
「
し
っ
か
り
現
代
語
訳
」
に
向
か
い
ま
す
。
原

文
を
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
生
徒
も
い
る
た
め
、

本
文
の
下
に
○
×
ク
イ
ズ
を
作
り
、
そ
れ
に
正
解

す
れ
ば
ざ
っ
く
り
し
た
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
大
学
受
験
で
必
要
な
知
識
や
文
法
な
ど

も
テ
キ
ス
ト
に
盛
り
込
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
授
業

で
は
あ
ま
り
重
点
を
置
い
て
話
を
し
ま
せ
ん
。
そ

れ
よ
り
は
内
容
の
把
握
を
、
ま
た
そ
の
話
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
考
え
る
時
間
を
増
や
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
授
業
で
は
、音
読
を
た
く
さ
ん
行
い
ま
す
。

古
典
の
文
章
を
正
確
に
音
読
で
き
る
と
い
う
こ
と

は
、
作
品
を
あ
る
程
度
理
解
で
き
て
い
る
証
拠
に

な
り
ま
す
。
逆
に
音
読
が
し
っ
か
り
で
き
な
い
子

供
た
ち
は
、
作
品
の
内
容
が
あ
ま
り
理
解
で
き
て

い
な
い
と
い
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

全
員
を
起
立
さ
せ
て
、
私
が
先
に
読
み
、
生
徒

が
後
に
続
い
て
全
体
で
読
む
形
式
、
二
人
一
組
に

な
っ
て
、
最
初
の
人
が
本
文
を
読
み
、
も
う
一
人

が
現
代
語
訳
を
読
む
形
式
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形

オリジナルテキスト『英雄譚』より、本文と○×クイズ
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で
音
読
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　

で
き
る
だ
け
音
読
の
回
数
を
増
や
す
た
め
に
、

テ
キ
ス
ト
の
い
ち
ば
ん
後
ろ
に
音
読
回
数
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
（
１
〜
50
ま
で
の
数
字
）
を
作
っ
て
い

ま
す
。
授
業
中
、
原
文
で
も
現
代
語
訳
で
も
、
通

し
で
読
ん
だ
ら
○
を
つ
け
、
自
宅
で
学
習
す
る
場

合
も
、
読
ん
だ
ら
忘
れ
ず
に
○
を
つ
け
て
ね
と
話

を
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
試
験
前
に
は
、
最
低
20

回
分
の
○
が
つ
い
て
い
る
の
が
目
標
で
す
。

　

最
初
音
読
が
で
き
て
い
な
い
生
徒
た
ち
も
、
何

度
も
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
す
。
回
数
を
重
ね
た
と
き
に
は
、「
今
日

は
一
分
以
内
に
読
ん
で
み
よ
う
」
な
ど
と
時
間
制

限
を
設
定
し
、
徐
々
に
読
む
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
さ

せ
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
次
第
に
本

文
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
現
代
語
訳
も
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

授
業
を
通
し
て
の
生
徒
た
ち
の
反
応
は
上
々
で

す
。
感
想
を
読
ん
で
み
る
と
、「
意
外
と
古
典
が
面

白
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
」、「
大
学
へ
行
っ

て
も
機
会
が
あ
れ
ば
読
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
感

想
が
出
て
き
ま
し
た
。
中
に
は
、
初
心
者
向
け
の

古
典
作
品
の
入
門
書
を
購
入
し
、
実
際
に
読
ん
で

み
た
と
い
う
生
徒
も
い
ま
し
た
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
授
業
の
仕
方
は
、
受
験
を
気

に
せ
ず
に
行
え
る
付
属
高
の
三
年
生
に
向
け
た
取

り
組
み
で
す
。
し
か
し
、「
古
典
作
品
と
現
代
を
結

び
つ
け
る
こ
と
」「
文
法
に
深
入
り
せ
ず
、内
容
の

面
白
さ
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
」
な
ど
は
、
新
科
目

「
言
語
文
化
」の
趣
旨
に
も
合
致
す
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸

い
で
す
。

オリジナルテキスト表紙

『英雄譚』より、現代につなぐ設問
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■
ポ
イ
ン
ト
は
「
読
み
比
べ
」

　

次
期
学
習
指
導
要
領
で
、「
現
代
の
国
語
」
と
並

び
、必
修
科
目
と
な
る
「
言
語
文
化
」。
内
容
を
見

る
と
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
教
材
を
た
だ
読
解
す

る
だ
け
で
な
く
、近
代
以
降
の
文
章
を
読
ん
だ
り
、

さ
ら
に
読
み
比
べ
る
言
語
活
動
を
行
っ
た
り
す
る

な
ど
、
大
き
く
授
業
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
実
感
す
る
。

　

教
材
研
究
に
費
や
せ
る
時
間
も
限
ら
れ
て
い
る

た
め
、
効
率
的
に
次
期
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し

た
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
実
践
を
振
り

返
り
、
そ
こ
に
「
読
み
比
べ
」
を
取
り
入
れ
リ
メ

イ
ク
す
る
こ
と
で
、
従
前
の
実
践
の
反
省
を
生
か

し
た
新
た
な
授
業
を
再
構
築
し
よ
う
と
考
え
た
。

■
菊
池
寛
『
形
』
と
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』

〈
従
前
の
実
践
〉
菊
池
寛
『
形
』
を
書
き
換
え
る
活
動

を
通
し
て
、
新
兵
衛
が
命
を
落
と
し
た
理
由
を
考
え

る
。

▼
菊
池
寛
『
形
』

　

中
村
新
兵
衛
が
自
ら
の「
形
」
で
あ
る
猩

し
よ
う

々
じ
よ
う

緋ひ

の
羽
織
と
唐
冠
纓え

い

金き
ん

の
兜
を
「
若
い
士
」
に

貸
し
て
し
ま
う
。「
若
い
士
」は
新
兵
衛
の「
形
」

を
借
り
て
、
戦
場
に
て
初
陣
を
飾
る
。

　

し
か
し
、
い
つ
も
の
「
形
」
を
失
っ
た
新
兵

衛
は
、
立
ち
向
か
っ
て
く
る
敵
の
様
子
が
違
う

こ
と
に
気
付
く
。
羽
織
や
兜
を
貸
し
た
こ
と
の

後
悔
が
頭
を
か
す
め
た
の
も
束
の
間
、
敵
の
槍

が
新
兵
衛
の
脾ひ

腹ば
ら

を
突
い
た
。

　

ま
ず
、
敵
が
新
兵
衛
の
「
形
」
を
恐
れ
て
い
る

こ
と
、
新
兵
衛
自
身
も
、
自
ら
の
「
形
」
の
力
を

借
り
て
戦
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
中
心

に
、
内
容
を
読
み
取
っ
た
。

　

次
に
、
新
兵
衛
が
戦
場
で
命
を
落
と
さ
ず
に
済

む
に
は
、
本
文
中
の
ど
こ
を
書
き
換
え
れ
ば
よ
い

か
、
考
え
た
（
た
だ
し
、
羽
織
や
兜
を
貸
し
た
こ

と
な
ど
の
設
定
は
変
え
ず
に
）。「
気
を
引
き
締
め

て
」「
油
断
せ
ず
」
等
の
新
兵
衛
の
心
情
を
、各
場

面
で
書
き
加
え
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。

　

初
読
で
は
、
新
兵
衛
が
戦
死
し
た
理
由
を
「
羽

織
や
兜
を
貸
し
た
か
ら
」
と
す
る
生
徒
が
多
か
っ

た
が
、
活
動
後
は
新
兵
衛
の
心
情
面
に
注
目
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
心
情
面
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
な
く
、「
若
い
士
」
や
敵
の

目
線
か
ら
新
兵
衛
の
「
形
」
が
ど
の
よ
う
に
見
え

て
い
る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
と
、
さ
ら
に
読
み
の

深
ま
り
や
広
が
り
を
期
待
で
き
た
と
思
う
。

〈
今
後
の
実
践
案
〉
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』
と
読
み
比
べ
、

共
通
点
や
相
違
点
、
外
見
＝
「
形
」
が
他
人
に
与
え
る

印
象
な
ど
を
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
学
習
の
形
態
で
論
じ

合
う
。

　
『
鼻
』
の
内
供
は
、長
す
ぎ
る
自
分
の
鼻
に
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
き
、
他
者
か
ら
の
評
価
を
気
に

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
形
』
の
新
兵
衛
は
、

自
ら
の
羽
織
や
兜
の
持
つ
戦
場
で
の
威
力
を
誇
ら

し
く
感
じ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
過
信
に
つ
な
が

っ
て
し
ま
っ
た
。
敵
が
、
新
兵
衛
の
「
形
」
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
ま
た
、「
若
い
士
」
が

ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
。『
鼻
』の
内
供

が
、
弟
子
の
僧
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い

た
の
か
。
比
較
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
み
る
と
お

も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

佐さ

藤と
う

恵え

美み

茨
城
県
立
日
立
第
二
高
等
学
校

読
み
比
べ
で
深
め
る「
言
語
文
化
」

私
が
考
え
る 

言
語
文
化
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特集１：ふくらむ！ 新しい授業のイメージ

■
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
と
志
賀
直
哉
『
范
の
犯
罪
』

〈
従
前
の
実
践
〉『
高
瀬
舟
』
の
話
し
合
い
活
動
を
通
し

て
、
喜
助
が
有
罪
で
あ
る
理
由
を
考
え
る
。

　

不
治
の
病
に
冒
さ
れ
た
弟
は
、
働
き
続
け
る
兄

の
喜
助
に
苦
労
を
か
け
ま
い
と
自
殺
を
試
み
た
。

死
に
き
れ
な
い
で
い
る
弟
の
剃
刀
を
抜
い
た
喜
助

は
殺
人
を
犯
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

初
読
の
感
想
で
は
、
喜
助
の
行
い
が
罪
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
生
徒
が
多
い
。
有
罪

派
と
無
罪
派
に
グ
ル
ー
プ
分
け
を
し
、
四
人
一
組

で
話
し
合
い
活
動
を
し
て
、
喜
助
が
罪
に
問
わ
れ

た
論
点
を
整
理
し
た
。
弟
の
喉
に
刺
さ
っ
た
剃
刀

を
抜
い
た
こ
と
で
命
を
落
と
し
た
の
だ
と
解
釈
す

れ
ば
、
喜
助
は
人
殺
し
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
仮
に
医
者
を
呼
ん
で
傷
を
処
置
し
た
と
こ
ろ

で
、弟
が
病
や
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
苦
し
み
か
ら
救
っ
た
こ
と
が
罪
に
値
す
る
の

か
、
と
い
う
点
が
論
点
と
な
っ
た
。
反
省
と
し
て

は
、
事
件
に
至
る
経
緯
や
背
景
、
喜
助
の
「
足
る

こ
と
を
知
る
」
生
き
方
を
読
み
取
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
よ
う
な
発
問
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

〈
今
後
の
実
践
案
〉
志
賀
直
哉
『
范は

ん

の
犯
罪
』
と
読
み

比
べ
、
有
罪
／
無
罪
と
す
る
根
拠
や
事
件
に
至
る
経
緯

に
つ
い
て
考
え
る
。

▼
志
賀
直
哉
『
范
の
犯
罪
』

　

奇
術
師
范
の
投
げ
た
ナ
イ
フ
が
、
二
間
離
れ

た
と
こ
ろ
に
立
つ
妻
の
体
に
沿
う
よ
う
に
刺
さ

る
と
い
う
曲
芸
で
、
范
の
ナ
イ
フ
が
妻
の
首
に

刺
さ
り
、
妻
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
事
件
が

起
き
た
。
一
見
何
も
問
題
の
な
か
っ
た
夫
婦
で

あ
っ
た
が
、
実
は
二
人
き
り
に
な
る
と
お
互
い

に
激
し
く
残
酷
に
責
め
合
う
ほ
ど
の
悪
い
関
係

で
あ
っ
た
。
演
技
中
に
起
き
た
事
件
は
故
意
な

の
か
過
失
な
の
か
が
争
点
と
な
る
裁
判
で
、
裁

判
長
の
下
し
た
判
決
は
「
無
罪
」
で
あ
っ
た
。

　
『
高
瀬
舟
』
の
喜
助
も
『
范
の
犯
罪
』
の
范
も
、

本
人
に
は
っ
き
り
と
し
た
罪
の
自
覚
が
な
い
。
し

か
し
、
動
機
と
い
う
点
を
比
較
す
る
と
、
范
は
明

ら
か
に
妻
に
悪
意
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
抱
え
て
い
た
事
情
に
も
相
違

点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
み
比
べ
、
生
徒
自
身
が

裁
判
官
に
な
っ
て
、
有
罪
か
無
罪
か
の
根
拠
を
探

る
と
い
う
活
動
を
実
践
し
た
い
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

で
比
較
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
提
示
し
、
事
件
に

至
る
経
緯
を
比
較
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
喜
助
が

有
罪
に
な
っ
た
理
由
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ

れ
ま
で
喜
助
が
背
負
っ
て
き
た
背
景
な
ど
も
考
慮

し
な
が
ら
、
深
め
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
。

■
読
み
比
べ
の
「
種
」

　

現
在
、
他
に
も
読
み
比
べ
活
動
で
使
用
し
た
い

候
補
作
品
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
菊
池
寛
の
『
入
れ
札
』
で
あ
る
。
誰

し
も
抱
く
ラ
イ
バ
ル
へ
の
嫉
妬
と
、
そ
の
嫉
妬
心

ゆ
え
に
欲
望
に
負
け
て
画
策
を
練
っ
て
実
行
す
る

男
の
心
の
弱
さ
を
描
い
て
い
る
。夏
目
漱
石
の『
こ

こ
ろ
』
の
「
私
」
が
Ｋ
を
出
し
抜
い
た
場
面
と
の

読
み
比
べ
が
で
き
な
い
か
、
模
索
し
た
い
。

　

ま
た
、
志
賀
直
哉
の
『
襖ふ

す
ま』

と
い
う
作
品
。
旅

館
に
泊
ま
る
二
つ
の
家
族
が
「
襖
」
一
枚
で
仕
切

ら
れ
て
い
る
。
あ
る
夜
、
誰
か
が
そ
の
襖
を
開
け

る
。
誰
が
何
の
目
的
で
開
け
た
の
か
が
問
題
に
な

る
。「
襖
」
を
開
け
る
場
面
は
、
夏
目
漱
石
の
『
こ

こ
ろ
』
に
も
登
場
す
る
。
誰
が
ど
の
よ
う
な
目
的

で
「
襖
」
を
開
け
た
の
か
、
作
品
中
に
ど
の
よ
う

な
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
、
比
較
さ
せ
て

み
た
い
。

　

未
実
施
の
授
業
構
想
ば
か
り
で
あ
る
が
、
次
期

学
習
指
導
要
領
へ
の
対
応
を
機
会
と
し
、
自
ら
の

授
業
を
見
直
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。
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「
物
知
り
」
先
生
で
な
く
「
訳わ

け

知
り
」
先
生
に
な
ろ
う

　

私
は
大
学
で
﹁
日
本
語
史
﹂
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
教
職
科

目
で
も
あ
る
の
で
、
受
講
生
に
は
国
語
教
師
を
目
指
す
学
生
も

多
い
の
で
す
が
、﹁
古
典
文
法
が
好
き
だ
、
面
白
い
﹂
と
い
う

学
生
は
一
～
二
割
ほ
ど
。
多
く
は
古
典
作
品
の
内
容
や
登
場
人

物
、
時
代
、
作
者
に
興
味
を
持
つ
学
生
で
す
。

　

こ
れ
は
健
全
？
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
典
文
法
好

き
の
私
と
し
て
は
、
古
典
の
言
葉
そ
の
も
の
の
面
白
さ
に
、
も

っ
と
気
づ
い
て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
動
詞
・
助
動
詞
の

意
味
や
活
用
を
た
く
さ
ん
覚
え
て
い
る
﹁
物
知
り
﹂
で
は
な
く

︵
記
憶
力
で
は
、
若
い
生
徒
た
ち
、
Ａ
Ｉ
に
は
勝
て
ま
せ
ん
か

ら
︶、﹁
古
語
の
動
詞
に
は
一
段
活
用
、
二
段
活
用
、
四
段
活
用

が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
三
段
活
用
は
な
い
の
か
？
﹂﹁
過
去
完
了

や
推
量
の
助
動
詞
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
ど
う
し
て
？
﹂
な
ど

の
疑
問
に
も
答
え
ら
れ
る
、﹁
訳わ

け

知
り
﹂
の
先
生
に
な
っ
て
、

生
徒
の
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
高
め
て
ほ
し
い
の
で

す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
も
、
そ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ
て

書
い
て
い
き
ま
す
。

　

で
は
今
回
は
私
の
ほ
う
か
ら
皆
さ
ん
に
逆
に
質
問
で
す
。

　
﹁
大
学
入
試
に
出
る
か
ら
。﹂
と
生
徒
た
ち
は
答
え
る
で
し
ょ

う
ね
。
先
生
方
だ
っ
て
﹁
こ
こ
は
試
験
に
出
る
か
ら
大
事
だ

ぞ
！
﹂
と
教
室
で
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
逆
に
言
え
ば
、
受
験
以

外
で
は
使
わ
な
い
の
が
﹁
古
典
文
法
﹂
の
現
状
な
の
で
す
。
で

も
そ
れ
は
、
数
学
や
物
理
だ
っ
て
同
じ
で
す
ね
。
な
ぜ
﹁
古
典

文
法
﹂
は
そ
の
中
で
も
影
が
薄
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

お
そ
ら

く
、
実
生
活
で
﹁
古
典
文
法
﹂
を
使
う
場
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か

な
ぜ
「
古
典
文
法
」
を
学
ぶ
の
か

大お

お

倉く

ら 

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

古典文法
指導講座

国語教師のための

新
連
載

　
そ
も
そ
も
「
古
典
文
法
」
を
学
ぶ
の
は
何
の
た
め
？

質問?
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ら
で
し
ょ
う
。

　

質
問
に
戻
っ
て
考
え
る
と
、﹁
古
典
文
法
﹂
と
は
、
古
典
の

文
章
を
正
し
く
読
解
す
る
た
め
の
手
段
・
方
法
︵
ツ
ー
ル
︶
で

す
。﹁
古
典
文
法
﹂
を
学
ん
で
、
古
文
を
正
し
く
品
詞
分
解
し

て
単
語
を
切
り
出
し
、
わ
か
ら
な
い
単
語
は
古
語
辞
典
を
引
い

て
意
味
を
確
か
め
、
現
代
語
に
訳
し
て
読
解
し
て
い
く
の
が
、

古
典
の
勉
強
の
基
本
で
す
。
つ
ま
り
、﹁
古
典
文
法
﹂
は
品
詞

分
解
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
勉
強
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も

古
典
作
品
の
読
解
の
ほ
う
で
す
。

　

昭
和
の
終
わ
り
頃
ま
で
は
、
古
典
作
品
の
現
代
語
訳
は
充
分

に
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
生
徒
た
ち
は
教
室
で

先
生
に
指
導
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
自
力
で
古
文
を
品
詞
分
解

し
、
辞
書
を
引
き
、
読
解
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
学
も
、
受
験
生
が
こ
う
し
た
読
解
の
手
段
を
ち
ゃ
ん
と
身
に

つ
け
て
い
る
か
ど
う
か
、入
試
問
題
で
試
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
平
成
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
主
な
古
典

作
品
の
現
代
語
訳
は
書
籍
で
も
ネ
ッ
ト
で
も
容
易
に
入
手
で

き
、
さ
ら
に
漫
画
化
さ
れ
映
像
化
さ
れ
た
も
の
も
数
多
く
存
在

し
ま
す
。
古
典
の
専
門
家
が
丁
寧
に
訳
し
た
現
代
語
訳
を
読
め

ば
、
初
心
者
が
時
間
を
か
け
て
苦
労
し
て
訳
さ
な
く
て
も
、
す

ぐ
に
作
品
の
読
解
に
と
り
か
か
れ
る
の
で
す
か
ら
効
率
的
で

す
。
美
味
し
い
焼
き
た
て
の
パ
ン
が
手
軽
に
買
え
る
の
な
ら
、

自
分
で
わ
ざ
わ
ざ
小
麦
粉
を
こ
ね
て
パ
ン
作
り
を
す
る
人
は
少

な
く
な
る
の
と
同
じ
で
す
。

　

で
は
、
古
典
の
教
科
書
は
全
て
現
代
語
訳
付
き
に
し
て
、﹁
古

典
文
法
﹂の
学
習
は
、や
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。︵
そ

う
な
っ
た
ら
楽
し
そ
う
だ
と
思
う
方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
︶
残

念
な
が
ら
現
代
語
訳
の
で
き
な
い
古
典
が
あ
る
の
で
す
。
和
歌

や
俳
諧
、
歌
謡
な
ど
の
韻
文
で
す
。
こ
れ
ら
は
音
の
響
き
や
韻

律
が
、
内
容
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
要
素
で
す
か
ら
、
専
門
家

で
も
現
代
語
に
完
璧
に
翻
訳
は
で
き
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
ビ
ー

ト
ル
ズ
の
曲
や
ア
ナ
雪
の
歌
が
、
原
語
で
聞
い
た
り
歌
っ
た
り

し
な
い
と
し
っ
く
り
し
な
い
の
と
同
じ
で
す
。古
典
の
韻
文
は
、

﹁
古
典
文
法
﹂
を
学
ん
で
、
原
文
を
自
ら
読
ま
な
い
と
読
解
し

き
れ
な
い
の
で
す
。
御
存
じ
の
よ
う
に
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
や
﹃
源

氏
物
語
﹄
に
も
多
く
の
和
歌
が
あ
っ
て
、
和
歌
を
ふ
ま
え
た
表

現
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。﹁
古
典
文
法
﹂
が
、
読
解
に
は
ま
だ

ま
だ
必
要
な
の
で
す
。

　
﹁
古
典
文
法
﹂
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
﹁
訳
知
り
﹂
に
な
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
授
業
で
も
、
全
文
訳
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
和
歌

や
敬
語
表
現
な
ど
訳
し
に
く
い
部
分
で
も
、﹁
古
典
文
法
﹂
に

よ
っ
て
理
解
に
近
づ
け
る
こ
と
を
、
生
徒
さ
ん
た
ち
に
気
づ
か

せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

古典文法に関するご質問をお寄せください。
→大修館HP内「WEB国語教室」からもお送りいただけます。

　https://www.taishukan.co.jp/kokugo/webkoku/
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■
『
竹
取
物
語
』
の
主
人
公
は
？

　
「『
竹
取
物
語
』
の
主
人
公
は
誰
で
す
か
」
と
聞
き
、「
か
ぐ
や
姫
」

と
答
え
る
。
ご
く
当
た
り
前
の
発
問
と
答
え
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は

確
か
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
竹
取
物
語
』
が
、
竹
の
中
に
発
見
さ
れ
、
月
へ
帰

っ
て
い
く
か
ぐ
や
姫
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
こ
と
は

疑
い
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
、『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
名
は
、「
竹

取
の
翁
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹た

け

取と
り

の
翁お

き
な

に
宇う

津つ

保ほ

の
俊と

し

蔭か
げ

を
合
は
せ
て
争
ふ
。 

（
絵
合
巻
）

　
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
」の
一
節
で
知
ら
れ
る『
源
氏
物
語
』

絵
合
巻
の
場
面
で
あ
る
。
斎
宮
女
御
（
故
六
条
御
息
所
の
娘
）
を
擁

す
る
光
源
氏
方
と
弘
徽
殿
女
御
を
擁
す
る
権
中
納
言
（
故
葵
上
の
兄

弟
、「
頭
中
将
」
の
名
で
知
ら
れ
る
）
方
に
よ
る
「
絵
合
」
が
行
わ
れ

た
際
、
最
初
に
出
さ
れ
た
の
が
、『
竹
取
の
翁
』
こ
と
『
竹
取
物
語
』

の
物
語
絵
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
当
時
、『
竹
取
物
語
』

が
「
竹
取
の
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
竹
取
の
翁
」
は
、『
竹
取
物
語
』
の
み
に
登
場
す
る
固
有
の
名
で

は
な
く
、『
万
葉
集
』
巻
十
六
・
三
七
九
一
〜
三
八
〇
二
に
収
め
ら
れ

た
竹
取
の
翁
と
九
人
の
神
女
の
贈
答
歌
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

贈
答
歌
か
ら
は
、
当
時
、
異
界
の
女
と
出
会
う
「「
竹
取
の
翁
」
の

物
語
」
が
成
立
し
う
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
地
上

に
現
れ
る
異
界
の
も
の
で
は
な
く
、
異
界
の
も
の
と
出
会
う
地
上
の

男
を
主
人
公
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
発
想
で
は
な
い
。
加

東あ
ず
ま

　
望み

歩ほ

金
城
学
院
大
学
准
教
授

『
竹
取
物
語
』の
過
去
・

　
　
　
　
　 

現
在
・
未
来
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え
て
、『
落
窪
物
語
』、『
源
氏
物
語
』、『
狭
衣
物
語
』
な
ど
、
主
人

公
の
呼
称
を
作
品
名
と
す
る
物
語
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、『
竹
取
物
語
』
の
主
人
公
は
、
本
来
「
竹
取
の
翁
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
に
は
『
竹
取
物
語
』
に
直
接
言
及
し
て

い
る
場
面
が
も
う
一
つ
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
作
品
名
自
体
が
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古ふ

り
に
た
る
御み

厨づ

子し

あ
け
て
、
唐か

ら

守も
り

、
藐は

姑こ

射や

の
刀と

自じ

、
か
ぐ

や
姫
の
物
語
の
絵
に
描か

き
た
る
を
ぞ
時
々
の
ま
さ
ぐ
り
も
の
に

し
た
ま
ふ
。 

（
蓬
生
巻
）

　
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
作
品
名
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、

当
時
の
本
そ
の
も
の
で
「
も
と
も
と
」
の
作
品
名
を
確
認
す
れ
ば
い

い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
学
生
も
い
る
。
平
安
時
代
に
作
ら
れ

た
『
竹
取
物
語
』
の
本
は
現
在
残
っ
て
お
ら
ず
、
一
番
古
い
も
の
で

も
室
町
時
代
の
終
わ
り
頃
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教

え
る
と
、「
平
安
時
代
の
物
語
が
残
っ
て
い
る
＝
平
安
時
代
の
本
が

残
っ
て
い
る
」
で
は
な
い
こ
と
を
意
外
に
思
う
よ
う
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』、『
枕
草
子
』
も
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
が
一
番
古
く
、

紫
式
部
や
清
少
納
言
が
書
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
本
そ
の
も
の
は
な

い
、
と
い
う
話
か
ら
、
新
資
料
発
見
の
ニ
ュ
ー
ス
や
鑑
定
バ
ラ
エ
テ

ィ
番
組
、
古
書
ミ
ス
テ
リ
ー
作
品
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら

古
典
籍
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
あ
る
。「
お
宝
発
見
」
は
い
く
つ
に

な
っ
て
も
わ
く
わ
く
す
る
話
題
の
よ
う
で
、
興
味
を
持
っ
て
耳
を
傾

け
、
時
に
周
囲
と
話
し
た
り
す
る
様
子
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
半
ば
頃
か
ら
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
草
稿
本
が
近
年
再
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
際
に

は
、
貼
紙
で
訂
正
さ
れ
た
推
敲
の
跡
を
画
像
で
見
せ
た
。「
月
日
は

百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
又
旅
人
な
り
」
の
名
文
が
生

ま
れ
た
瞬
間
を
目
の
当
た
り
に
し
て
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
っ
て
ほ

ん
と
に
人
が
書
い
た
も
の
な
ん
で
す
ね
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
学

生
は
、
書
物
の
姿
を
通
し
て
、
古
典
作
品
も
ま
た
、
現
代
の
作
品
や

自
身
が
書
く
文
章
と
同
様
に
、
誰
か
が
悩
み
な
が
ら
、
模
索
し
な
が

ら
表
現
し
た
も
の
な
ん
だ
、
と
感
じ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
『
竹
取
物
語
』
の
場
合
は
、
天
理
本
（
一
五
九
二
年
書
写
）
が
長
ら

く
最
古
の
完
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
六
年
、
里
村
紹
巴
自
筆
本

（
一
五
七
〇
年
書
写
）
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
南
北
朝
時
代
の

書
写
と
目
さ
れ
る
伝
後
光
厳
院
筆
小
六
半
切
『
竹
取
物
語
』
の
新
出

断
簡
発
見
が
近
年
複
数
報
告
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
発
見
で
当
該

写
本
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
古
い
時

代
の
写
本
が
あ
る
日
突
然
発
見
さ
れ
る
夢
も
捨
て
が
た
い
。

　

教
科
書
に
載
る
よ
う
な
作
品
で
も
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
る
。
当
た
り
前
に
わ
か
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
で
も
、
考
え
る

こ
と
は
多
い
。
そ
し
て
、
千
年
前
の
物
語
で
あ
っ
て
も
、
新
た
に
何

か
が
わ
か
る
可
能
性
は
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
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■
「
現
存
最
古
の
物
語
」
が
示
す
も
の

　
『
竹
取
物
語
』
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
わ
か
ら
な
い
」
に
つ
い

て
話
す
こ
と
で
、
結
局
、
何
が
正
し
い
の
か
、
何
を
覚
え
れ
ば
い
い

の
か
、
と
困
惑
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
わ
か
ら

な
い
」
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
語
り
、「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て

考
え
て
も
ら
う
時
間
を
作
る
の
は
、
古
典
は
当
た
り
前
に
残
る
も
の

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
確
か
さ
を
乗
り
越
え
て
、
私
た
ち
の
も

と
に
届
け
ら
れ
た
も
の
だ
、
と
感
じ
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
古
典
は
昔
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
今
も
続
く
営
み
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
を
「
未
来
で
待
っ
て
る
」（
映

画
『
時
を
か
け
る
少
女
』
よ
り
）
人
た
ち
に
届
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は

私
た
ち
次
第
だ
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
現
存

4

4

最
古
の
物
語
」
と
い
う
文
学
史
上
の
位
置
づ
け
を
持
つ
『
竹

取
物
語
』
は
、
そ
う
し
た
古
典
の
あ
り
方
を
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
だ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
で
、『
か
ぐ
や

姫
の
物
語
』
と
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
唐
守
』、『
藐
姑
射
の
刀

自
』
は
散
逸
物
語
、
今
は
も
う
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
物
語
で
あ
る
。

　
『
唐
守
』
は
、『
伊
勢
集
』、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
引
か
れ
る
初
期

物
語
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
以
降
に
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、『
藐

姑
射
の
刀
自
』
は
、『
実
隆
公
記
』
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
二
月
九

日
に
書
写
記
事
が
あ
り
、
こ
の
頃
ま
で
は
残
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

以
後
の
記
録
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
物
語
和
歌
集
『
風
葉
和
歌
集
』

に
収
載
さ
れ
た
一
首
の
和
歌
（
九
七
七
）
と
そ
の
詞
書
が
、
わ
ず
か

に
物
語
内
容
を
伝
え
て
い
る
。

照て
り

満み
ち

姫ひ
め

取と

り
返か

へ

さ
れ
給
ひ
て
よ
ま
せ
給
け
る

は
こ
や
の
と
じ
の
太ふ

と

玉だ
ま

の
み
か
ど
の
御
歌

い
へ
ど
い
へ
ど
い
ふ
に
心
は
慰
ま
ず
恋
し
く
の
み
も
な
り
ま
さ

る
か
な

　
『
風
葉
和
歌
集
』
は
、
物
語
歌
を
集
め
て
勅
撰
集
風
に
編
纂
し
た

珍
し
い
歌
集
で
、
二
〇
〇
編
以
上
の
物
語
か
ら
千
四
百
余
首
の
和
歌

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
物
語
歌
を
集
め
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
ピ

ン
と
こ
な
い
人
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
名
義
で
は
な
く
ド
ラ
マ
や
ア
ニ

メ
の
登
場
人
物
に
よ
る
名
義
で
の
歌
を
集
め
た
も
の
、
い
ろ
い
ろ
な

作
品
に
出
て
く
る
名
台
詞
や
決
め
台
詞
を
集
め
た
も
の
、
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
も
ら
う
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

二
〇
〇
編
以
上
の
物
語
の
う
ち
、現
存
す
る
物
語
は
、『
竹
取
物
語
』

を
含
め
一
割
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
何
十
首
も
の
和
歌
が
『
風
葉
和
歌

集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
当
時
人
気
を
博
し
た
の
で
あ
ろ
う

物
語
で
あ
っ
て
も
、
も
は
や
読
む
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。『
夜
の
寝
覚
』
や
『
風
に
つ
れ
な
き
』
の
よ
う
に
、
結
末

や
後
半
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
物
語
も
あ
る
。

　

消
え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
数
多
の
物
語
の
中
か
ら
、
私
た
ち
に
か

ろ
う
じ
て
残
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
が
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
「
現
存

最
古
の
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
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■
『
竹
取
物
語
』
と
絵
の
関
係

　
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
、
蓬
生
巻
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
絵
画

化
し
た
『
竹
取
物
語
』
が
享
受
さ
れ
て
い
る
。

　
「
物
語
絵
こ
そ
心
ば
へ
見
え
て
見
ど
こ
ろ
あ
る
も
の
な
れ
」（
絵
合

巻
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
語
絵
と
は
、
物
語
の
内
容
や
趣
意
を

い
か
に
絵
と
し
て
表
現
す
る
か
、
絵
か
ら
物
語
を
い
か
に
読
み
解
い

て
い
く
の
か
を
楽
し
む
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。

　
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
宮
仕
え
を
始
め
た
ば
か
り
で
萎
縮
す
る

清
少
納
言
の
た
め
に
、
中
宮
定
子
が
絵
を
広
げ
、「
さ
し
出
さ
せ
た

ま
へ
る
御
手
」
で
画
中
を
指
し
示
し
な
が
ら
「
こ
れ
は
と
あ
り
、
か

か
り
。
そ
れ
か
、
か
れ
か
」
な
ど
と
語
っ
て
み
せ
る
場
面
（「
宮
に

は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」）
は
、
当
時
、
物
語
絵
が
ど
の
よ
う
に

楽
し
ま
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
伝
え
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
枕
草
子
』
で
は
、「
絵
に
か
き
お
と
り
す
る
も
の
」
と
し

て
「
物
語
に
め
で
た
し
と
い
ひ
た
る
男
女
の
か
た
ち
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
現
代
で
も
映
像
化
や
実
写
化
で
物
議
を
醸
す
こ
と
は
た
び

た
び
あ
り
、
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
脳
裏
に
描
き
出

す
「
理
想
の
美
」
を
具
現
化
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
今
も
昔
も
変

わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
視
覚
資
料
は
質
量
と
も
に
充
実
の
傾

向
に
あ
り
、『
竹
取
物
語
』
の
場
合
も
、
作
品
本
文
に
画
像
が
添
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
古
典
文
化
に
お
け
る
物
語
と
絵
の
関
係

に
注
目
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
視
覚
資
料
を
活
用

す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
資
料
だ
け

で
な
く
、
近
年
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
が
進
む
貴
重
書
の
画
像
な
ど
も
、
ぜ
ひ

有
効
に
活
用
し
て
ほ
し
い
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
や
各
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
で
一
般
に
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

　

視
覚
資
料
と
本
文
と
の
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
有
効

だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
昇
天
の
場
面
に

お
け
る
「
飛
ぶ
車
」
の
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
車
で
は
な
く
輿
と
し

て
描
い
て
い
る
絵
巻
・
絵
本
は
多
い
。「
飛
ぶ
車
」
に
乗
っ
て
昇
天

す
る
は
ず
が
、
近
現
代
の
日
本
画
や
挿
絵
で
は
、
羽
衣
を
ま
と
っ
た

か
ぐ
や
姫
が
空
を
飛
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

本
文
の
表
現
を
精
読
す
る
重
要
性
、
車
と
輿
の
違
い
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
古
典
常
識
、『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
羽
衣
の
独
自
性
な
ど
、

こ
れ
ら
の
資
料
を
手
が
か
り
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

　

ま
た
、
絵
画
化
作
品
に
対
し
て
注
意
が
払
わ
れ
る
要
素
（
解
釈
の

正
し
さ
、
時
代
考
証
の
確
か
さ
な
ど
）、
文
章
表
現
を
視
覚
表
現
に
置

き
換
え
る
時
に
行
わ
れ
る
改
変
の
程
度
や
意
図
、
と
い
っ
た
現
代
の

メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
な
ど
に
も
つ
な
が
る
問
題
意
識
か
ら
、
本
文
と

絵
画
表
現
の
ず
れ
を
取
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

物
語
を
絵
か
ら
捉
え
直
し
た
り
、
言
語
と
視
覚
表
現
の
関
係
を
考

え
た
り
す
る
こ
と
で
、
古
典
の
新
た
な
面
白
さ
や
古
典
文
化
と
現
代

の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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◤
授
業
実
施
の
背
景
◢

　

授
業
で
の
学
び
と
生
徒
の
学
校
生
活
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
結
び
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
私
は
こ
の
問
い
を
持
っ
て
二
〇
一
七
年
度
に

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
で
研
究
実
習
を
行
い
ま
し
た
。
こ

の
実
習
で
は
、
世
田
谷
区
の
公
立
中
学
校
で
教
科
「
日
本
語
」
を
二
か

月
に
わ
た
っ
て
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
教
科「
日
本
語
」

は
、
世
田
谷
区
が
独
自
に
設
定
し
て
い
る
特
設
の
教
科
で
す
。
授
業
で

は
、
学
校
行
事
の
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
中
学
二
年
生
の
課
題

曲
と
な
っ
て
い
る
「
時
の
旅
人
」
の
歌
詞
の
分
析
と
物
語
の
創
作
を
行

い
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
の
関
心
事
で
あ
る
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
の
課
題
曲

の
歌
詞
を
深
く
読
み
込
み
、生
徒
一
人
ひ
と
り
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
、

授
業
と
行
事
の
双
方
に
良
い
影
響
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
こ
の
単

元
を
計
画
し
ま
し
た
。
研
究
実
習
、
世
田
谷
区
の
特
設
科
目
、
教
科
書

に
な
い
教
材
と
、
日
常
の
授
業
と
は
異
な
る
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
何

か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
い
、
こ
こ
に
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。　

◤
歌
詞
の
分
析（
二
時
間
扱
い
）◢

　

こ
の
授
業
で
は
主
に
、「
時
の
旅
人
」
の
構
成
に
注
目
し
、
各
連
に

実社会・実生活に生きて働く力の育
成が求められる国語。
学校行事などとの連携も今後ますま
す重要になってくるでしょう。
今回は、合唱コンクールの課題曲を
分析する活動を紹介します。歌詞の
分析を通して、生徒たちは課題曲と
どのように向き合ったのでしょうか。

合唱コンクールの
課題曲を分析し、
物語を創作する

麗澤中学・高等学校

秋
あ き

元
も と

誠
し ん じ

道

「時の旅人」
深田じゅんこ 作詞 
橋本祥路 作曲

▼教材

▼
連
載
〈
第
２
回
〉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
教
室
が
活
発
に
な
る
授
業
の
ア
イ
デ
ィ
ア
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お
い
て
時
間
が
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
か
を
議
論
し
ま
し

た
。
歌
詞
の
構
造
と
時
間
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
は
、
生
徒
に
配
布

さ
れ
た
楽
譜
と
先
行
研
究
を
参
考
に
し
ま
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も
生
徒

た
ち
の
議
論
の
結
果
を
重
視
し
ま
し
た
。
授
業
の
進
め
方
と
し
て
は
、

個
人
で
思
考
し
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
、
グ
ル
ー
プ
で
共
有
し
た

後
、
ク
ラ
ス
全
体
で
議
論
す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
ま
し
た
。

　

ク
ラ
ス
全
体
で
の
議
論
の
際
に
、
生
徒
か
ら
出
た
意
見
は
な
ん
で
も

良
し
と
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
根
拠
と
論
理
性
が
し
っ
か
り

し
て
い
た
も
の
は
ク
ラ
ス
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、「
時
の
旅
人
」
の
詩
は
現
在
、
過
去
、
未
来
、
現
在
の
順
で
移
り

変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。

　

歌
詞
の
構
造
の
議
論
の
後
、
内
容
に
つ
い
て
授
業
で
扱
い
ま
し
た
。

そ
の
際
の
問
い
は
、歌
詞
に
で
て
く
る
「
君
」
は
、主
人
公
で
あ
る
「
ぼ

く
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
い

に
対
し
て
生
徒
か
ら
は
、「
友
達
」、「
い
と
こ
」、「
親
」
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
意
見
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
歌
詞
の
分
析
の
一
時
間

目
の
授
業
が
終
了
し
ま
し
た
。
授
業
後
の
振
り
返
り
に
は
「
人
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
。」
な
ど
と
い
っ
た
コ
メ

ン
ト
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
授
業
者
と
し
て
は
、
生
徒
の
意

見
の
中
に
、
文
脈
の
中
で
の
妥
当
性
や
論
理
性
に
欠
け
る
も
の
が
見
ら

れ
た
の
で
、
反
省
点
と
し
て
次
回
の
授
業
へ
の
課
題
と
し
ま
し
た
。

　

歌
詞
の
分
析
の
二
回
目
の
授
業
は
、
前
回
の
授
業
の
反
省
か
ら
、
他

の
歌
詞
に
み
ら
れ
る
「
君
」
の
解
釈
を
導
入
と
し
て
入
れ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
、「
時
の
旅
人
」
の
歌
詞
を
分
析
す

る
と
、
生
徒
は
周
囲
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
説
得
力
の
あ
る
意
見

が
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
授
業
の
後
半
で
は
、
歌
詞
と
自

分
の
経
験
を
結
び
付
け
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
具
体

的
に
は
歌
詞
に
出
て
く
る
「
汗
を
ぬ
ぐ
っ
て
あ
る
い
た
道 

野
原
で
見

つ
け
た
小
さ
な
花
」
の
一
節
を
取
り
上
げ
、
過
去
に
苦
労
し
た
経
験
や

う
れ
し
か
っ
た
経
験
は
あ
る
か
個
人
で
考
え
、
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
で
意

見
を
共
有
し
ま
し
た
。

　

こ
の
二
回
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
、
生
徒
か
ら
は
次
の
よ
う
な
コ
メ

ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

・
私
は
「
君
」
を
友
だ
ち
だ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、Ａ
さ
ん
か
ら
「
君
」

は
自
分
だ
と
言
う
意
見
が
出
て
よ
い
と
思
っ
た
。

・
自
分
の
好
き
な
歌
手
の
歌
詞
に
よ
く
「
君
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

・
自
分
た
ち
の
歌
う
曲
を
こ
こ
ま
で
分
析
す
る
の
は
す
ご
い
な
と
思

っ
た
。
そ
の
分
も
っ
と
気
持
ち
を
込
め
て
歌
い
た
い
。

・
自
分
の
経
験
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
歌
う
と
き
に
感
情
移
入
し

や
す
く
な
る
と
思
う
。

・「
時
の
旅
人
」
に
自
分
の
こ
と
を
当
て
は
め
て
考
え
る
の
は
と
て

も
難
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
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・「
時
の
旅
人
」
の
歌
詞
が
こ
ん
な
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
自
分
に
つ
い
て
考
え
る
授
業
な
の
で
、
自
分
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

と
思
う
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、「
歌
詞
の
分
析
は
難
し
い
」と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、

難
し
い
と
思
う
ほ
ど
生
徒
た
ち
は
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
、
悩
み
な
が
ら
も

合
唱
の
課
題
曲
に
向
き
合
う
様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

◤
物
語
の
創
作（
二
時
間
扱
い
）◢

　

単
元
前
半
の
歌
詞
の
分
析
後
、後
半
の
授
業
と
し
て
二
時
間
を
使
い
、

生
徒
た
ち
な
り
の
「
時
の
旅
人
」
物
語
を
創
作
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
の
授
業
の
目
的
は
、歌
詞
の
構
造
と
意
味
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
と
、

歌
詞
の
内
容
と
自
分
を
引
き
付
け
る
こ
と
で
す
。
創
作
文
を
書
か
せ
る

に
あ
た
っ
て
、生
徒
た
ち
に
は
、作
文
の
補
助
と
し
て
「
現
在
」「
過
去
」

「
未
来
」「
現
在
」
と
順
番
に
物
語
を
埋
め
て
い
く
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配

布
し
ま
し
た
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

ま
た
、
三
森
ゆ
り
か
氏
の
提
唱
す
る
「
言
語
技
術
」
に
お
け
る
「
物

語
の
構
造
」
を
参
考
に
し
、
創
作
文
中
に
事
件
や
問
題
の
起
点
と
な
る

「
発
端
」
と
、
事
件
や
問
題
が
解
決
す
る
「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
を
入

れ
て
、
作
文
に
物
語
性
を
出
す
よ
う
に
指
導
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
授

業
者
が
実
際
に
書
い
た
物
語
を
二
例
紹
介
し
ま
し
た
。
授
業
の
進
め
方

と
し
て
は
、
一
時
間
目
を
個
人
で
の
構
想
と
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
練
り
上

げ
に
使
い
、
二
時
間
目
を
書
く
こ
と
、
見
直
し
に
費
や
し
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
課
題

曲
と
自
分
を
引
き
付
け
た
物
語
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
し

た
。
生
徒
の
書
く
ス
ピ
ー
ド
に
は
違
い
が
あ
る
た
め
、
時
間
内
に
早
く

書
き
上
げ
る
生
徒
も
い
ま
し
た
。
早
く
書
き
終
わ
っ
た
生
徒
は
二
人
以

上
で
集
ま
っ
て
、
読
み
合
い
を
し
、
付
箋
で
よ
か
っ
た
点
や
改
善
点
を

指
摘
し
て
、
作
文
の
練
り
上
げ
を
す
る
よ
う
に
指
導
し
ま
し
た
。

　

時
間
内
に
書
き
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
時
間
配
分
す
る
よ
う
に
伝

え
ま
し
た
が
、
多
く
の
生
徒
か
ら
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て
書
き
上
げ
た
い

と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
の
で
認
め
ま
し
た
。
生
徒
が
提
出
し
た
作
文

の
文
章
量
と
し
て
は
、
多
く
書
く
生
徒
で
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙
三
枚
以

上
、
作
文
を
苦
手
と
す
る
生
徒
で
も
Ａ
４
用
紙
の
半
分
は
書
い
て
い
ま

し
た
が
、
全
体
的
に
は
一
枚
程
度
の
作
文
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。
生

徒
の
作
文
は
、
分
量
や
内
容
の
質
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
が
、
部
活
や
合

唱
コ
ン
ク
ー
ル
の
運
営
な
ど
、
書
き
手
が
抱
え
て
い
る
悩
み
や
問
題
、

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

◤
評
価
に
つ
い
て
◢

　

こ
の
実
践
で
は
、次
の
よ
う
な
点
で
評
価
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ず
、
歌
詞
の
分
析
に
お
い
て
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
点
検
と
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
の
観
察
に
よ
る
評
価
で
す
。
歌
詞
に
は
読
み
方
の
正
解
が
あ
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る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
意
見
に
対
し
、
根
拠
を
示
し
て

論
理
的
に
説
明
す
る
と
い
う
点
で
は
評
価
が
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
物
語
の
創
作
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
構
想
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

と
、
出
来
上
が
っ
た
作
品
の
評
価
で
す
。
歌
詞
の
分
析
の
際
に
確
認
し

た
構
造
や
時
間
の
流
れ
を
守
っ
て
い
る
か
、
物
語
性
を
出
す
た
め
の
ポ

イ
ン
ト
は
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◤
授
業
を
振
り
返
っ
て
◢

　

今
回
の
実
践
は
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
と
授
業
の
両
方
に
効
果
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
生
徒
の
授
業
後
の
コ
メ
ン
ト
に
「
歌
詞
に
つ
い
て

の
理
解
が
深
ま
り
歌
い
方
が
変
わ
っ
た
」、「
合
唱
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
上
が
っ
た
」、
な
ど
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
影
響
を
示
す
も
の

が
多
数
見
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
教
科
「
日
本
語
」
の
授
業
に

お
い
て
も
、
扱
う
題
材
を
生
徒
た
ち
の
関
心
事
で
あ
る
合
唱
コ
ン
ク
ー

ル
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
主
体
的
に
学
ん
で
く
れ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
こ
の
単
元
の
中
で
、
各
ク
ラ
ス
の
担
任
や
音
楽
科
の
教

員
と
の
対
話
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
生
徒
の
学
び
を
考
え
る
上
で
、
私

に
と
っ
て
有
益
な
こ
と
で
し
た
。

　

普
段
は
、
教
科
書
な
ど
が
あ
る
た
め
、
生
徒
の
学
校
生
活
や
関
心
事

を
中
心
と
し
た
授
業
を
展
開
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
補
助
資
料

や
言
葉
か
け
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
主
体
性
を
引
き
出
し
、
深
い
学
び
に

つ
な
げ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ワークシート：物語の構造シート（筆者作成）
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漱
石
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　
『
夢
十
夜
』
が
実
際
に
漱
石
が
見
た
夢
を
書
い
た
も
の
か
、

純
然
た
る
創
作
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
連
作
に
は

ほ
か
な
ら
ぬ
漱
石
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
が
よ
く

現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
夢
十
夜
』
の
時
間
と
空
間
に
関

す
る
構
造
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
二

つ
の
性
質
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
自
分
自

身
に
よ
っ
て
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
確
信
で
き
て
い
る
こ

と
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
も
い
ま
も
自
分
は
自
分
で
あ
り
続
け

て
い
る
と
い
う
時
間
的
な
性
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
少
し
前
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
実
存
的
自
己
と
言
っ
て

い
い
。
も
う
一
つ
は
、
他
人
に
よ
っ
て
自
分
が
自
分
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
確
信
で
き
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
は
、

Ａ
さ
ん
に
対
す
る
自
分
も
Ｂ
さ
ん
に
対
す
る
自
分
も
、
あ
る

い
は
、
こ
こ
に
い
る
自
分
も
あ
そ
こ
に
い
る
自
分
も
や
は
り

自
分
で
あ
る
と
い
う
空
間
的
な
性
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
る
。
社
会
的
自
己
と
言
っ
て
い
い
。

　
『
夢
十
夜
』
の
連
作
は
、
時
間
的
な
永
遠
は
手
に
入
る
が

空
間
的
な
永
遠
は
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
実
に
シ
ン
プ
ル
な

構
造
を
持
っ
て
い
る
。
解
釈
に
よ
る
揺
れ
を
度
外
視
し
て
簡

単
に
挙
げ
て
お
く
な
ら
、
時
間
的
な
永
遠
は
「
第
一
夜
」
の

百
年
、「
第
三
夜
」
の
百
年
、「
第
八
夜
」
の
「
高
々
百
枚
位
」

の
紙
幣
、「
第
九
夜
」
の
「
御
百
度
」、「
第
十
夜
」
の
「
無

尽
蔵
」
に
や
っ
て
く
る
豚
が
表
象
し
て
い
る
。
空
間
的
な
永

遠
は 「
第
二
夜
」
の
「
無
」、 「
第
四
夜
」
の
「
臍
の
奥
」、「
第

五
夜
」
の
「
自
分
」
と
「
女
」
と
の
距
離
、「
第
六
夜
」
の
「
自

分
」
の
家
と
「
護
国
寺
の
山
門
」
ま
で
の
距
離
、「
第
七
夜
」

の
船
の
「
甲
板
」
か
ら
海
面
ま
で
の
距
離
が
表
象
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
漱
石
が
こ
の
構
造
に
意
識
的
で
あ
っ
た
か
無
意
識

で
あ
っ
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
漱
石
の
自
己
確
信
と
他
者
不

信
の
現
れ
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
漱
石
文
学

の
基
本
構
造
で
も
あ
る
。
漱
石
の
主
人
公
た
ち
は
、
ほ
ん
と

う
は
自
己
に
怯
え
て
い
る
の
に
、
他
者
に
怯
え
て
い
る
よ
う

｢
芸
術
」が
生
ま
れ
る
と
き
│
│『
夢
十
夜
』「
第
六
夜
」

い
ま
、漱
石
を
読
む〈
第
６
回
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き
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に
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
。

運
慶
・
護
国
寺
・
仁
王

　
「
第
六
夜
」
は
こ
う
い
う
話
だ
っ
た
。
護
国
寺
の
山
門
で

運
慶
が
黙
々
と
仁
王
を
彫
っ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
よ
う
で

も
あ
る
が
、
見
物
人
を
見
る
と
明
治
の
現
代
の
よ
う
で
も
あ

る
。
見
物
人
が
運
慶
は
木
の
中
か
ら
仁
王
を
掘
り
出
す
の
だ

と
言
う
。
さ
っ
そ
く
や
っ
た
が
、自
分
に
は
で
き
な
か
っ
た
。

明
治
の
木
に
は
仁
王
は
埋
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　

少
し
注
釈
的
な
こ
と
を
書
い
て
お
こ
う
。

　

運
慶
は
、
鎌
倉
時
代
の
仏
師
で
あ
り
、
空
海
を
開
祖
と
す

る
大
乗
仏
教
の
真
言
宗
の
僧
侶
で
も
あ
り
、『
法
華
経
』
を

写
経
も
し
て
い
る
。『
法
華
経
』
は
平
等
な
救
い
を
説
く
。

源
頼
朝
が
挙
兵
し
た
一
一
八
〇
年
に
、
平

た
い
ら
の

重し
げ

衡ひ
ら

の
襲
撃
に

よ
っ
て
奈
良
の
寺
が
大
き
な
被
害
を
受
け
た
（
南
都
焼
打

ち
）。
運
慶
は
東
大
寺
や
興
福
寺
の
復
興
に
携
わ
り
、
一
二

〇
三
年
に
は
、
い
ま
に
伝
わ
る
有
名
な
東
大
寺
南
大
門
の
金

剛
力
士
像
（
仁
王
）
や
興
福
寺
の
仁
王
像
を
中
心
と
な
っ
て

造
像
し
た
。
絵
画
と
は
ち
が
っ
て
、
運
慶
の
時
代
の
宗
教
彫

刻
に
は
、
そ
の
質
感
か
ら
「
永
続
性
（
永
遠
性
）」
や
「
霊

験
性
」
が
期
待
さ
れ
た
と
言
う
。
ま
た
、
運
慶
は
鎌
倉
幕
府

と
朝
廷
双
方
の
中
枢
と
関
わ
り
を
持
っ
た
唯
一
の
仏
師
だ
っ

た
（
金
子
啓
明
『
運
慶
の
ま
な
ざ
し　

宗
教
彫
刻
の
か
た
ち

と
霊
性
』
岩
波
書
店
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
護
国
寺
は
真

言
宗
派
だ
が
、
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
比
較
的
新
し
い
寺
で

あ
る
。

　

見
物
人
は
品
が
な
い
よ
う
だ
。
運
慶
の
彫
っ
て
い
る
仁
王

は
日
本
で
一
番
強
い
と
評
判
す
る
男
は
、
こ
う
だ
。「
こ
の

男
は
尻
を
端
折
っ
て
、
帽
子
を
被
ら
ず
に
い
た
。
余
程
無
教

養
な
男
と
見
え
る
」
と
。
戦
後
の
あ
る
時
期
ま
で
、
成
人
男

性
は
外
出
時
に
は
帽
子
を
被
る
の
が
習
慣
だ
っ
た
。『
道
草
』

の
冒
頭
に
現
れ
る
主
人
公
健
三
の
養
父
島
田
は
、
帽
子
を
被

ら
な
い
だ
け
で
不
気
味
な
感
じ
を
与
え
て
い
る
。
健
三
だ
け

で
な
く
読
者
も
そ
れ
を
感
じ
る
か
ら
、
以
後
の
島
田
の
イ
メ

ー
ジ
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。「
第
六
夜
」
に
戻
れ
ば
、
こ
れ

よ
り
少
し
前
の
「
人
間
を
拵
え
る
よ
り
も
余
っ
程
骨
が
折
れ

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ

る
。
見
物
人
は
、運
慶
と
は
対
照
的
な
男
た
ち
な
の
で
あ
る
。

　
『
夢
十
夜
』
の
基
本
構
造
に
従
え
ば
、仁
王
に
は
「
永
遠
性
」

が
あ
る
の
に
、明
治
の
木
に
仁
王
が
埋
ま
っ
て
い
な
い
の
は
、

護
国
寺
と
「
自
分
」
の
家
ま
で
の
距
離
（
空
間
）
が
障
害
と

な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
れ
ば
す
む
。「
自
分
」
が
明
治

の
見
物
人
と
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
て
い
な

い
理
由
も
、他
者
不
信
の
一
つ
の
形
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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見
物
人
を
や
や
差
別
的
な
眼
差
し
で
見
る
「
自
分
」
が
、『
法

華
経
』
を
写
経
し
た
運
慶
と
同
じ
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
当

然
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
教
室
で
の
「
第
六
夜
」
は
近
代
批
判
の
枠
組
み

で
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ご
く
平

た
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
近
代
と
な
っ
た
明
治
の
世
に
は
、

運
慶
の
彫
っ
て
い
る
仁
王
の
よ
う
な
立
派
な
も
の
は
も
う
な

い
の
だ
と
。「
自
分
」
が
仁
王
を
彫
り
だ
せ
な
か
っ
た
こ
と

だ
け
で
な
く
、
や
や
品
の
な
い
明
治
の
見
物
人
た
ち
も
そ
の

印
象
を
強
め
て
い
る
は
ず
だ
。
教
室
で
の
問
い
は
、「
で
は
、

ど
う
し
て
明
治
の
現
代
に
は
仁
王
が
埋
ま
っ
て
い
な
い
の

か
」
と
な
る
だ
ろ
う
か
。「
第
六
夜
」
に
そ
の
答
え
は
な
い
。

な
い
か
ら
国
語
教
材
に
な
る
の
だ
が
、「
第
六
夜
」
は
こ
の

問
い
を
誘
う
よ
う
な
一
種
の
オ
ー
プ
ン
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
な

っ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
ど
の
く
ら
い
の
自
由
度
で
こ
の
問

い
に
答
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
し
か
に
、
漱
石
は
「
近
代
」
が
嫌
い
だ
っ
た
。
近
代
と

い
う
時
代
も
近
代
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
嫌
い
だ
っ
た
。
漱
石

に
は
、
近
代
は
個
性
を
生
み
出
す
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
と
個
性

を
抑
圧
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
な
ぜ
か
矛
盾
な
く
併
存
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
た
ら
し
い
。
個
別
化
と
均
質
化
が
同
居

し
て
い
る
わ
け
だ
。
漱
石
の
用
語
系
で
は
、
前
者
は
自
意
識

で
後
者
は
道
義
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
初
期
の
漱
石
は
、『
虞

美
人
草
』の
藤
尾
の
よ
う
に
自
意
識
を
女
性
に
与
え
て
嫌
い
、

道
義
を
男
た
ち
に
与
え
て
称
揚
し
た
。
後
期
の
漱
石
は
、
自

意
識
も
道
義
も
男
性
知
識
人
に
与
え
て
、
そ
の
悩
み
を
書
い

た
。
つ
ま
り
、
近
代
の
矛
盾
を
暴
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

言
い
た
い
の
は
、
学
校
空
間
が
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
か
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
性
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方

で
「
〜
ら
し
く
」
と
言
っ
て
古
い
道
徳
に
押
し
込
め
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
漱
石
的
文
脈
か
ら
読
ん
だ
「
第
六

夜
」
が
批
判
す
る
近
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
校
空
間
の

説
明
で
あ
れ
ば
、
よ
く
わ
か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
運
慶
的
文
脈
で
は
ど
う
い
う
答
え
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
運
慶
の
時
代
の
宗
教
彫
刻
に
は
「
永
続
性
（
永
遠
性
）」

や
「
霊
験
性
」
が
期
待
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
明
治

の
現
代
で
失
わ
れ
た
の
は
こ
の
二
つ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
時
間
的
な
永
遠
は
手
に
入
る
が
空
間

的
な
永
遠
は
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
『
夢
十
夜
』
の
文
法
通

り
の
答
え
に
な
る
。
こ
れ
は
「
第
六
夜
」
に
書
い
て
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
書
い
て
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
難
し
い

問
題
だ
が
、
そ
れ
が
文
学
の
面
白
さ
で
も
あ
る
。
し
か
も
文

学
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
か
る
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
い

く
ら
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
個
人
と
い
う
も
の
の
あ
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り
方
の
問
題
だ
と
言
え
る
。

　
「
第
六
夜
」
は
、「
第
六
夜
」
が
誘
発
す
る
問
い
に
答
え
よ

う
と
し
て
、
個
人
が
試
さ
れ
る
実
に
高
級
な
作
品
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

「
わ
か
ら
な
い
」と
い
う
感
覚

　

し
か
し
、「
第
六
夜
」
が
誘
発
す
る
問
い
の
答
え
は
結
局

わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
と
り
つ
く

島
の
な
い
運
慶
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
感
覚
を
含
ん
で
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
感
じ
た
と
き
、
私
た
ち
読
者
は
「
第

六
夜
」
の
「
陰
謀
」
に
は
ま
っ
た
の
だ
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
・
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
に『
芸

術
の
陰
謀　

消
費
社
会
と
現
代
ア
ー
ト
』（
塚
原
史
訳
、
Ｎ

Ｔ
Ｔ
出
版
）
と
い
う
刺
激
的
な
文
章
が
あ
る
。
現
代
ア
ー
ト

は
自
ら
が
「
無
価
値
・
無
内
容
」
だ
と
主
張
し
続
け
る
の
だ

と
言
う
。
た
し
か
に
、
ボ
コ
ボ
コ
に
さ
れ
た
ブ
リ
キ
缶
に
ペ

ン
キ
を
で
た
ら
め
に
吹
き
か
け
た
「
作
品
」
を
見
せ
ら
れ
れ

ば
、
こ
れ
は
「
無
価
値
・
無
内
容
」
だ
と
思
う
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
私
た
ち
は
現
代
ア
ー
ト
の
「
陰
謀
」
の
手
に
落
ち

た
の
だ
と
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
言
う
の
だ
。

　

そ
れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
「
陰
謀
」
と
は
、「
現

代
ア
ー
ト
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
人
び
と
、
あ
る
い
は

そ
こ
に
理
解
す
べ
き
こ
と
な
ど
何
も
存
在
し
て
な
い
こ
と
が

理
解
で
き
な
か
っ
た
人
び
と
」
に
〈
私
に
は
、
も
し
か
し
た

ら
現
代
ア
ー
ト
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
不

安
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
の
こ
と
で
現
代
ア
ー
ト
に
は
自
分
だ

け
が
わ
か
ら
な
い
何
か
特
別
な
価
値
や
内
容
が
あ
る
と
思
い

込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
掛
け
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
、

現
代
ア
ー
ト
は
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
、
ま
さ
に
解
釈
さ

れ
る
べ
き
価
値
と
内
容
を
持
つ
「
芸
術
」
に
な
る
。
繰
り
返

す
。
現
代
ア
ー
ト
を
「
芸
術
」
に
す
る
の
は
、私
た
ち
の
「
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
感
覚
な
の
だ
。

　

こ
れ
は
現
代
ア
ー
ト
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
芸
術
に
言
え

る
こ
と
だ
ろ
う
。「
第
六
夜
」
が
誘
発
す
る
問
い
の
答
え
が

わ
か
ら
な
い
と
思
っ
た
と
き
、運
慶
の
作
っ
て
い
る
仁
王
が
、

明
治
の
現
代
で
は
「
わ
か
ら
な
い
」
よ
う
な
、
解
釈
さ
れ
る

べ
き
価
値
と
内
容
を
持
つ
「
芸
術
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、「
第
六
夜
」
の
読
者
は
、
最
後
に
「
自
分
」
が
何
を
「
わ

か
っ
た
」
か
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
、そ
の
と
き
「
第
六
夜
」

こ
そ
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
価
値
と
内
容
を
持
つ
「
芸
術
」
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
第
六
夜
」
と
は
「
芸
術
」
が
誕

生
す
る
仕
掛
け
そ
れ
自
体
を
書
い
た
小
説
だ
っ
た
。
こ
こ
に

「
第
六
夜
」
を
学
ぶ
意
義
が
あ
る
。
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■
一
人
で
い
る
こ
と
を
恐
れ
な
い

生
徒
た
ち
の
人
間
関
係
や
そ
れ
に
対
す
る
考
え

方
を
見
て
い
る
と
、
生
き
づ
ら
そ
う
だ
と
思
う
こ

と
が
あ
る
。
彼
ら
は
ク
ラ
ス
や
友
達
の
グ
ル
ー
プ

か
ら
浮
く
こ
と
を
嫌
い
、
自
分
の
価
値
観
を
曲
げ

た
り
、
考
え
方
の
合
わ
な
い
人
と
付
き
合
っ
た
り

し
て
も
、「
み
ん
な
」
の
輪
の
中
に
い
よ
う
と
す

る
。
話
を
聞
い
て
み
る
と
、「
本
当
は
あ
ま
り
居
心

地
が
良
く
な
い
」、「
周
り
の
子
の
行
動
を
良
い
も

の
だ
と
は
感
じ
な
い
が
、
指
摘
し
て
ハ
ブ
ら
れ
た

く
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
言
葉
が
出
て
く
る
。

私
は
、
幼
い
頃
か
ら
こ
う
し
た
考
え
に
共
感
で

き
た
た
め
し
が
な
い
。
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
り
、

自
分
の
価
値
観
を
曲
げ
た
り
し
て
ま
で
人
と
付
き

合
う
く
ら
い
な
ら
、
一
人
で
い
る
方
が
ず
っ
と
良

い
。
本
当
に
信
頼
で
き
、
価
値
観
の
合
う
一
握
り

の
人
と
だ
け
交
流
が
持
て
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

ま
た
、生
徒
た
ち
に
は
何
か
を
自
分
で
決
断
し
、

そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
避
け
る
傾
向

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
当
は
周

囲
の
生
徒
と
は
異
な
る
意
見
を
持
っ
て
い
て
も
、

多
数
派
の
方
に
流
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
生
徒
た

ち
に
ぜ
ひ
今
触
れ
て
ほ
し
い
作
品
が
坂
木
司『
夜

の
光
』（
新
潮
社
二〇〇八、
新
潮
文
庫
二〇一一）
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
と
あ
る
高
校
の
天
文
部
に
所
属

す
る
四
人
を
主
人
公
と
し
た
小
説
で
あ
る
。
彼
ら

は
そ
れ
ぞ
れ
が
家
庭
や
進
路
な
ど
に
悩
み
や
問
題

を
抱
え
、
そ
れ
ら
と
闘
い
な
が
ら
高
校
生
活
を
送

っ
て
い
る
。
四
人
は
友
達
で
は
な
く
、
用
事
が
な

け
れ
ば
連
絡
を
取
る
こ
と
も
会
う
こ
と
も
し
な

い
。
悩
み
や
問
題
を
相
談
す
る
こ
と
も
な
い
。
し

か
し
、
月
に
一
度
学
校
に
宿
泊
し
、
必
ず
一
緒
に

星
を
見
上
げ
る
。
彼
ら
は
夜
を
共
有
す
る
「
特
別

な
仲
間
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
た
だ
仲
間
の
存
在
を

支
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
闘
い
を
続
け
る
。

こ
の
作
品
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
は
、「
友
達
で

は
な
い
が
仲
間
」と
い
う
四
人
の
関
係
性
で
あ
る
。

彼
ら
は
馴
れ
合
わ
な
い
の
で
、
必
要
な
時
に
し
か

関
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
共
に
星
を
見
る
時
間
や

こ
う
し
た
関
係
性
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
と

思
い
、
大
切
に
し
て
い
る
。
彼
ら
は
読
者
に
個
人

主
義
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
提
示
し
、
ま
た
、
肯
定

し
て
く
れ
る
。
四
人
の
高
校
生
が
仲
良
し
グ
ル
ー

プ
で
は
な
く
、
自
立
し
た
個
の
集
ま
り
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
秀
逸
で
あ
り
、
彼
ら
と
同

じ
思
春
期
の
生
徒
た
ち
に
同
じ
立
場
で
触
れ
て
も

ら
い
た
い
作
品
で
あ
る
。

生
徒
た
ち
に
も
、時
に
は
一
人
で
い
る
こ
と
や
、

自
分
の
考
え
を
貫
く
こ
と
を
恐
れ
な
い
人
に
な
っ

て
ほ
し
い
と
願
う
。

読
ん
で
き
た
本
、

読
ん
で
ほ
し
い
本

鈴す
ず

木き 

の
ぞ
み

春
日
部
共
栄
高
等
学
校

⑫

本コーナーでは、毎回、全国のさ
まざまな先生方よりオススメの本
をご紹介いただきます。
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国
語
辞
典
を
読
ん
で
み
よ
う

■
は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
と
し
て
、

「
知
識
・
技
能
の
習
得
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
」

「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
の
涵
養
」
の
三
つ
を
柱
と
し
て

挙
げ
て
い
る
。
今
ま
で
の
辞
書
は
、
あ
る
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、「
知
識
・

技
能
」
の
習
得
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
に

加
え
て
、
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
使
い
、
社
会
・
世

界
と
関
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
観
点
で
も
、
国
語
辞
典
と
の
つ
き

あ
い
方
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
肝
要
と
思
わ
れ
る
。

　

生
徒
に
辞
典
を
適
切
に
使
う
営
み
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
自
ら

の
言
語
運
用
に
問
題
意
識
を
い
か
に
持
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、「
辞
書
を
引
く
」
＝
「
こ
と

ば
の
意
味
を
調
べ
る
」だ
け
の
行
為
か
ら
一
歩
進
ん
で
、生
徒
各
々

が
自
ら
の
言
語
体
系
を
見
つ
め
直
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

今
回
は
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
国
語
辞
典
と
い
う
も
の

を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
授
業
を

試
み
た
。

■
生
き
て
い
る
国
語
辞
典
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と

　

授
業
は
、
中
学
二
年
生
を
対
象
と
し
て
二
〇
一
八
年
七
月
に
行

っ
た
。
主
た
る
学
習
目
標
は
、
辞
書
編
纂
に
は
理
念
が
存
在
し
、

そ
れ
に
携
わ
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
①
国
語
辞
典
と
の
出
逢
い
方
を
振
り
返
る

　

ま
ず
、「
国
語
辞
典
と
の
出
逢
い
を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ

い
」
と
し
て
、
初
め
て
自
分
用
の
国
語
辞
典
を
持
っ
た
の
は
い
つ

か
、
国
語
辞
典
を
買
い
換
え
た
こ
と
は
あ
る
か
、
な
ど
の
質
問
を

生
徒
に
投
げ
か
け
た
（
次
ペ
ー
ジ
上
段
プ
リ
ン
ト
参
照
）。
す
る
と
、

小
学
校
中
学
年
の
授
業
で
紙
の
国
語
辞
典
を
初
め
て
所
有
し
、
中

学
受
験
の
た
め
に
小
学
生
向
け
か
ら
大
人
向
け
の
も
の
に
買
い
換

え
を
し
た
者
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。

　
②
「
本
」
と
し
て
の
辞
典
を
考
え
る

　

次
に
、
各
々
の
所
有
す
る
国
語
辞
典
が
改
版
さ
れ
て
い
る
こ
と

国
語
辞
典
を
使
っ
た
授
業
実
践

大お
お

井い

和か
ず

彦ひ
こ

東
京
大
学
教
育
学
部
附
属
中
等
教
育
学
校
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か
ら
、
な
ぜ
国
語
辞
典
は
改
版
さ
れ
る
の
か
を
尋
ね
た
。
答
え
と

し
て
は
、
や
は
り
「
こ
と
ば
が
変
化
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
が

多
く
挙
が
っ
た
。
各
辞
典
が
時
代
へ
の
対
応
を
し
て
い
る
と
い
う

観
点
は
生
徒
に
は
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

更
に
、
こ
ち
ら
か
ら
小
型
国
語
辞
典
の
実
物
を
十
種
類
程
度
示

し
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
数
多
く
の
国
語
辞
典
が
存
在
す
る
の
か
を
尋

ね
た
。
生
徒
の
中
に
は
『
新
解
さ
ん
の
謎
』（
赤
瀬
川
原
平
著　

文

藝
春
秋　

一
九
九
六
）
を
知
っ
て
い
て
、
辞
書
編
纂
の
話
題
を
取

り
上
げ
た
者
も
い
た
。
そ
こ
で
、
辞
典
も
著
作
物
で
あ
り
、
著
作

権
と
と
も
に
出
版
意
図
や
編
集
方
針
が
存
在
し
、
そ
れ
が
辞
典
の

前
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
、
班
ご
と
に
い

く
つ
か
の
辞
典
の
前
文
を
読
ま
せ
、
感
想
を
述
べ
さ
せ
た
。

　
③
国
語
辞
典
を
読
ん
で
み
る

　

生
徒
は
、
辞
書
に
よ
っ
て
こ
と
ば
に
解
釈
の
違
い
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
理
解
で
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
辞
書
が
規
範
性
を
求
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
多
様
性
を
も
つ
の
は
な
ぜ
か
と
い

う
こ
と
を
投
げ
か
け
る
と
、唸
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
辞
典
の
「
歴
史
主
義
（
歴
史
的
な
使
わ
れ
方
重
視
）」

と
「
現
代
主
義
（
現
代
の
使
わ
れ
方
重
視
）」、「
理
想
主
義
」
と
「
現

実
主
義
」
に
つ
い
て
感
じ
取
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
各
辞
典
に
新

語
や
新
し
い
用
法
が
載
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
使
い
方
に
つ
い
て

の
注
意
が
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
班
ご
と
に
協
力
し
て
調

国
語
辞
典
と
の
出
逢
い
を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組　
　

番　

氏
名

◇
国
語
辞
典
に
触
れ
て
調
べ
た
最
初
の
記
憶
は
い
つ
で
す
か
？

　
　
　
　
（　
　
　
　
　

）
才
頃　

あ
る
い
は　
（　
　
　
　

）
年
生
頃

◇
国
語
辞
典
の
調
べ
方
は
ど
う
や
っ
て
知
り
ま
し
た
か
？

◇
初
め
て
自
分
用
の
国
語
辞
典
を
持
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
？

　
　

→
そ
れ
は
紙
？
電
子
？　
　
　
（　

紙　
　

電
子　

）

◇
国
語
辞
典
を
買
い
換
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
〈　

あ
る　
　

な
い　

〉　　

→
理
由
：

◇
な
ぜ
国
語
辞
典
は
改
編
（
編
集
し
直
す
）
こ
と
を
行
う
の
だ
と
思
い
ま
す
か
？

◇
な
ぜ
国
語
辞
典
の
種
類
が
こ
れ
だ
け
多
く
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
か
？
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べ
さ
せ
た
。
調
べ
る
語
は
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』
に
付
属
す
る
『
明

鏡　

問
題
な
こ
と
ば
索
引
』
の
「
気
に
な
る
こ
と
ば
索
引
」
か
ら
、

「
個
（
年
齢
を
数
え
る
用
法
）」「
半
端
な
い
」「
な
さ
げ
」「
ぶ
っ
ち

ゃ
け
」「
が
ち
（
が
ち
ん
こ
の
略
）」「
上
か
ら
目
線
」
の
六
項
目
を

挙
げ
た
。
な
お
、
こ
の
『
問
題
な
こ
と
ば
索
引
』
に
は
「
誤
用
索

引
」「
敬
語
索
引
」
も
あ
り
、
こ
と
ば
の
現
代
性
を
反
映
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。飯
間
浩
明
氏
の
評
価
で
は
、

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
は
「
現
代
主
義
・
理
想
主
義
」
で
あ
る
と
し

て
い
る
（
飯
間
浩
明
『
国
語
辞
典
の
ゆ
く
え
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版　

二
〇
一
七　

一
五
〇
頁
）。

　

班
ご
と
に
参
照
で
き
る
辞
典
は
、
四
〜
五
種
類
程
度
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
の
比
較
の
中
で
、
各
辞
典
の
編
集
方
針
の
違
い
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
④
ま
と
め
・
ふ
り
か
え
り

　

授
業
後
の
生
徒
か
ら
の
感
想
・
疑
問
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
。

・
改
版
で
そ
の
こ
と
ば
を
ど
こ
ま
で
追
い
か
け
て
い
く
の
か
興

味
を
持
っ
た
。

・
辞
書
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
辞

書
を
目
的
に
合
わ
せ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
く
か
が
大

切
。

・
ど
う
や
っ
て
辞
書
が
作
ら
れ
て
い
る
の
か
気
に
な
っ
た
。

・
保
守
的
だ
っ
た
り
現
実
的
だ
っ
た
り
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う

に
決
め
ら
れ
て
、
ど
ち
ら
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。（
多
数
）

・
辞
書
を
ネ
ッ
ト
上
に
オ
ー
プ
ン
に
し
て
何
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
の
か
？

　

授
業
と
し
て
は
こ
こ
で
終
え
た
が
、
生
徒
の
感
想
か
ら
は
規
範

性
と
多
様
性
と
の
両
立
に
対
す
る
意
味
付
け
か
ら
、
ネ
ッ
ト
辞
書

の
存
在
意
義
に
至
る
ま
で
、
辞
書
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
つ
い
て

考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
見
え
た
。

　

こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
こ
の
世
の
誰
か
が
発
信
し
て
い
る
と
い

う
前
提
が
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

そ
の
も
の
と
も
言
え
、
ま
た
そ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
文
学
の
登
場

人
物
の
心
情
把
握
、
評
論
の
筆
者
に
お
け
る
主
張
把
握
に
通
じ
る

と
考
え
る
。そ
の
よ
う
に
辞
書
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

彼
ら
の
持
っ
た
変
化
し
て
い
く
こ
と
ば
と
辞
典
と
い
う
関
係
の
中

で
、
辞
典
を
消
費
す
る
対
象
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
と
ば
の
無
謬
性
に
対
す
る
柔
軟
で
自
律

的
な
感
性
も
備
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
る
。ま
た
、

社
会
的
に
今
後
も
辞
典
が
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
支
え
る
こ
と
に

も
繫
が
る
だ
ろ
う
。
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「
書
く
こ
と
」の
た
め
の
辞
書
活
用

■
は
じ
め
に

　

今
年
の
三
月
に
公
示
さ
れ
た
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
を

踏
ま
え
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習
と
し
て
、「
小
論
文
に
適
し
た
表

現
や
言
葉
遣
い
を
理
解
し
、
使
い
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
」
と
い

う
目
的
の
も
と
、小
論
文
指
導
を
行
っ
た
。
対
象
は
高
校
三
年
生
、

理
系
の
、
大
学
進
学
を
志
望
し
、
推
薦
入
試
を
受
け
る
生
徒
も
多

い
だ
ろ
う
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
が
多

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
現
状
に
つ
い
て
、
賛
成
か
反
対
か

の
立
場
か
ら
論
じ
さ
せ
る
も
の
に
し
、事
前
に
テ
ー
マ
を
伝
え
た
。

字
数
は
四
百
字
、
時
間
は
五
十
分
で
あ
る
。

　

用
紙
に
は
、「
読
み
直
し
た
か
、
理
由
を
明
確
に
し
た
か
、
主

語
と
述
語
は
一
致
し
て
い
る
か
」
な
ど
八
つ
の
「
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ

ク
」
項
目
と
、「
字
は
丁
寧
で
誤
字
脱
字
が
な
い
か
、
構
成
は
適

当
か
」
と
い
っ
た
五
つ
の
「
評
価
」
項
目
を
掲
載
し
、
生
徒
自
身

が
身
に
つ
け
る
べ
き
能
力
を
理
解
し
て
学
習
内
容
を
確
認
で
き
る

よ
う
に
配
慮
し
た
。

　

今
回
は
、「
語
彙
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
辞
書
を

使
っ
て
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
新
た
な
語
彙
を
使
え
る
よ
う
に

な
る
に
は
、使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
言
葉
を
暗
記
し
、

読
ん
で
も
、
自
分
で
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
は
な
か
な
か
な
ら
な

い
。「
書
く
こ
と
」
の
場
面
で
活
用
で
き
る
語
彙
を
増
や
す
た
め

に
は
、
実
際
に
そ
の
語
句
を
使
っ
て
書
い
て
み
る
こ
と
が
一
番
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
類
語
辞
書
に
つ
い
て
説
明
し
、
表
現
を
言
い
換

え
た
い
と
き
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
も
っ
と
い
い
表
現
を
探
し
た

い
と
き
に
使
う
よ
う
伝
え
た
。

　

そ
し
て
、
一
度
生
徒
が
書
い
た
も
の
に
教
員
か
ら
の
添
削
を
加

え
、
返
却
し
た
も
の
を
も
と
に
も
う
一
度
書
き
直
さ
せ
る
よ
う
に

し
た
。添
削
に
よ
っ
て
自
分
で
は
気
付
か
な
い
誤
り
に
気
付
か
せ
、

も
っ
と
い
い
表
現
を
検
討
す
る
経
験
を
積
む
こ
と
で
「
書
く
」
力

を
つ
け
さ
せ
て
い
く
た
め
の
活
動
で
あ
る
。

国
語
辞
典
を
使
っ
た
授
業
実
践

篭か
ご

島し
ま

千ち

裕ひ
ろ

土
浦
日
本
大
学
高
等
学
校
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■
授
業
の
実
際

　

小
論
文
を
書
く
活
動
に
な
る
と
、
書
く
内
容
が
思
い
つ
か
ず
、

一
文
字
も
書
け
ず
に
困
り
は
て
る
生
徒
が
ク
ラ
ス
に
一
人
二
人
は

い
る
も
の
で
あ
る
。
授
業
の
小
論
文
指
導
で
行
い
た
い
の
は
、
書

き
た
い
内
容
を
「
ど
う
表
現
す
る
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
た
め
、

事
前
に
テ
ー
マ
を
提
示
し
、
何
を
書
く
か
考
え
て
く
る
よ
う
に
指

示
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
全
員
が
規
定
の
字
数
に
近
い

も
の
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
生
徒
た
ち
自
身
に
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
を
さ
せ
た
が
、
欄

に
○
を
つ
け
自
分
で
は
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
し
た
つ
も
り
の
生
徒

で
も
、
十
分
と
は
い
い
が
た
い
部
分
が
多
か
っ
た
。
誤
字
脱
字
に

さ
え
気
付
け
な
い
生
徒
が
多
い
が
、
自
分
で
自
分
の
文
章
を
見
直

す
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
が
、
自
己
添
削
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め

の
、
最
初
の
一
歩
で
あ
ろ
う
。

　

小
論
文
を
書
か
せ
て
か
ら
、
教
員
が
添
削
を
行
い
、
指
摘
箇
所

の
種
類
を
分
類
し
て
集
計
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
「
誤
り
や
す

い
ポ
イ
ン
ト
、
辞
書
を
活
用
し
た
添
削
の
仕
方
、
類
語
辞
書
を
使

っ
た
よ
り
よ
い
表
現
の
探
し
方
」
を
提
示
す
る
プ
リ
ン
ト
を
作
成

し
配
布
、
そ
れ
と
個
々
人
へ
の
添
削
を
元
に
リ
ラ
イ
ト
さ
せ
た
。

誤
り
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
示
し
た
の
は
以
下
の
四
点
で
あ

る
。

・
漢
字
の
間
違
い
、
送
り
仮
名
の
間
違
い

・
主
語
述
語
や
副
詞
な
ど
の
呼
応
の
間
違
い

・「
、」
の
位
置
が
お
か
し
い
、
足
り
な
い

・
助
詞
や
助
動
詞
や
接
尾
辞
の
使
い
方
の
間
違
い

　

多
く
指
摘
し
た
の
は
、「
〜
と
思
う
」「
私
は
〜
と
思
う
」
と
い

う
表
現
を
使
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
法
的
に
は

誤
り
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
小
論
文
を
書
く
と
き
に
、
逐
一

こ
の
表
現
が
つ
き
ま
と
う
の
は
、
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
べ
き

小
論
文
に
お
い
て
控
え
め
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
〜
と
思
う
」
を
小
論
文
で
使
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
指
導

す
る
だ
け
で
劇
的
に
減
少
し
た
。
生
徒
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の

頃
の
書
き
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
感
想
を
述
べ
る
文
章
に
慣
れ
て

い
る
た
め
、「
〜
と
思
う
」
と
い
う
表
現
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
小
学
校
・
中
学
校
の
頃
の
作
文
と
、
高
校
生
の
小
論
文

と
で
は
、
文
章
の
性
質
や
目
的
、
使
用
を
期
待
す
る
語
彙
が
異
な

る
。
高
校
生
段
階
で
求
め
ら
れ
る
レ
ベ
ル
の
、
自
身
の
主
張
を
述

べ
る
際
の
表
現
の
仕
方
を
、
小
論
文
指
導
で
は
っ
き
り
と
示
し
て

い
き
た
い
。

　

次
に
多
か
っ
た
の
が
、
誤
字
で
あ
る
。
は
じ
め
に
小
論
文
を
書

く
段
階
か
ら
、
辞
書
の
使
用
を
許
可
し
て
い
た
た
め
、
辞
書
を
使

用
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
生
徒
が
十
四
人
見
受
け
ら
れ
た
。
使
用

し
て
い
た
の
は
、
明
鏡
国
語
辞
典
な
ど
の
国
語
辞
典
が
八
人
、
電

子
辞
書
の
複
数
辞
書
検
索
機
能
が
五
人
、
英
和
辞
典
が
一
人
で
あ
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る
。
国
語
辞
典
を
使
用
し
て
い
る
生
徒
は
、
多
く
が
漢
字
表
記
を

確
認
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
じ
ん
け
ん
」
を

検
索
し
て
い
た
生
徒
が
書
い
た
小
論
文
に
は
、「
人
権
費
」
と
い

う
誤
字
が
あ
っ
た
。
辞
書
を
使
っ
て
も
、見
出
し
を
み
る
だ
け
で
、

そ
の
語
の
意
味
ま
で
読
ん
で
確
か
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
起
き
る

間
違
い
で
あ
る
。
電
子
辞
書
は
検
索
ス
ピ
ー
ド
は
速
く
な
る
利
点

は
あ
る
が
、
各
語
の
意
味
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
そ
の
項
目
を

選
ぶ
手
間
が
増
え
る
。
紙
の
辞
書
は
目
的
の
語
を
探
す
検
索
ス
ピ

ー
ド
は
遅
い
が
、
語
の
意
味
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
開
い
た
ペ

ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
読
む
だ
け
で
出
来
る
。
古
典
で
も
、
英
語
で
も

同
様
で
あ
ろ
う
が
、
辞
書
を
検
索
す
る
際
に
は
き
ち
ん
と
項
目
の

内
容
ま
で
確
認
し
て
文
脈
に
適
し
て
い
る
か
吟
味
す
る
習
慣
を
つ

け
さ
せ
る
よ
う
指
導
を
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

　

ま
た
、
主
語
と
述
語
や
、
副
詞
や
接
続
詞
と
の
呼
応
表
現
な
ど

文
法
的
な
ミ
ス
も
多
か
っ
た
。「
人
間
社
会
間
の
雇
用
」
の
よ
う

な
接
尾
辞
の
誤
り
や
、「
人
の
体
へ
の
負
担
が
減
ら
す
」
の
よ
う

な
主
語
と
述
語
の
関
係
に
つ
い
て
の
誤
り
は
、
辞
書
で
そ
の
表
現

の
使
い
方
を
調
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。「
確
か
に
〜
し
か
し
〜
」

の
よ
う
な
反
論
を
想
定
し
そ
れ
に
反
駁
す
る
言
い
回
し
は
、
小
論

文
で
多
く
活
用
さ
れ
る
（『
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
平
成
29
年
度
試

行
調
査
』
で
も
出
題
さ
れ
て
い
る
）
が
、「
し
か
し
」
に
続
く
文
が

疑
問
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
使
い
方
を
間
違
え
て
い
る
生
徒
も
い

た
。
例
文
な
ど
を
活
用
し
、
小
論
文
で
多
用
さ
れ
る
表
現
の
使
い

方
を
示
す
学
習
資
料
が
あ
る
と
よ
い
。
授
業
の
中
で
一
時
的
に
使

用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
辞
書
の
よ
う
に
、
文
章
を
書
く
と
き
に

い
つ
で
も
参
照
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

■
ま
と
め

　

生
徒
は
、
自
分
で
自
分
の
誤
り
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
て
い
な

い
。
誤
り
や
す
い
と
こ
ろ
や
よ
り
よ
い
表
現
を
提
示
し
、
添
削
で

き
る
よ
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
。

　

誤
字
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
辞
書
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
あ
る
程
度
自
力
で
添
削
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
辞
書
を
き
ち
ん

と
活
用
し
、
適
切
な
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
使
い
方
を
学
習
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
小
論
文
に
向
い
た
表
現
や
、
小

論
文
で
よ
く
使
わ
れ
る
呼
応
表
現
の
ミ
ス
を
な
く
す
た
め
に
は
、

高
校
生
に
求
め
ら
れ
る
語
句
・
表
現
・
構
成
を
学
習
の
到
達
と
し

て
提
示
し
、
教
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。

　

小
論
文
な
ど
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
の
た
め
に
は
、
辞
書
や
表

の
よ
う
な
形
式
の
、
多
用
さ
れ
る
表
現
や
語
句
の
使
い
方
に
つ
い

て
調
べ
ら
れ
る
学
習
ツ
ー
ル
と
、
そ
れ
を
適
切
に
活
用
す
る
能
力

を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
教
員
に
は
、
そ
れ
ら
の
学
習

ツ
ー
ル
を
作
る
こ
と
と
、
使
い
方
を
教
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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辞
書
の
行
方

❖「
紙
」
か
「
電
子
」
か

　

例
え
ば
「
羅
生
門
」
の
授
業
中
、
私
が
、「
そ
れ
で
は
辞
書
で

意
味
を
確
認
し
て
み
よ
う
」
と
言
う
。
生
徒
た
ち
は
一
斉
に
辞
書

を
引
く
。
そ
の
辞
書
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
電
子
辞
書
で
あ
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
こ
こ
数
年
、
紙
の
辞
書
を
引
く
高
校
生
の
姿
を

見
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
高
校
生
は
、「
紙
」「
電
子
」
そ

れ
ぞ
れ
の
辞
書
に
つ
い
て
、ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
こ
と
に
し
た
。
対
象
は
、
県
立

千
葉
高
校
の
一
年
生
、
二
年
生
、
三
年
生
の
各
学
年
か
ら
一
ク
ラ

ス
ず
つ
、
合
計
122
名
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、「
紙
」「
電
子
」
そ
れ
ぞ
れ
の
辞
書
を
、
自
分
用
と
し

て
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
質
問
で
あ
る
。
結
果
は
、
紙
の
辞
書

を
所
持
し
て
い
る
生
徒
は
60
％
、
電
子
辞
書
を
所
持
し
て
い
る
生

徒
は
96
％
だ
っ
た
。

　

次
に
、
国
語
の
辞
書
は
主
に
ど
れ
を
使
う
か
、
と
い
う
質
問
。

結
果
は
、「
電
子
」
が
86
％
、「
紙
」
が
２
％
（「
国
語
の
辞
書
は
ほ

と
ん
ど
使
わ
な
い
」
と
す
る
生
徒
が
数
名
）。「
紙
」
を
主
に
使
う
と

い
う
生
徒
は
人
数
で
は
、
122
名
中
、
３
名
で
あ
っ
た
。

❖「
電
子
」
優
勢

　
「
紙
」
と
比
べ
て「
電
子
」
の
良
い
と
こ
ろ
を
書
い
て
く
だ
さ
い
、

と
い
う
自
由
記
述
欄
に
は
、
電
子
辞
書
の
魅
力
が
ず
ら
り
と
並
ん

だ
。「
素
早
く
引
け
る
」（
同
様
の
趣
旨
を
書
い
た
者
65
名
）「
コ
ン

パ
ク
ト
で
持
ち
運
び
が
し
や
す
い
」（
同
55
名
）「
一
台
に
多
く
の

辞
書
が
入
っ
て
い
る
」（
同
14
名
）「
ジ
ャ
ン
プ
、
履
歴
な
ど
、
紙

に
は
無
い
機
能
が
あ
る
」（
同
６
名
）
な
ど
、
合
計
157
点
。

　

ち
ょ
っ
と
意
外
だ
っ
た
の
は
、「
音
声
が
聞
け
る
」
や
「
文
字

の
大
き
さ
を
変
え
ら
れ
る
」
と
い
う
魅
力
を
書
い
た
生
徒
が
い
な

か
っ
た
こ
と
だ
。
関
西
出
身
の
私
な
ど
は
、
標
準
的
な
ア
ク
セ
ン

ト
を
確
認
す
る
た
め
に
電
子
辞
書
の
音
声
機
能
を
使
う
こ
と
が
あ

り
、
漢
字
の
細
か
な
所
を
確
認
す
る
た
め
に
字
を
大
き
く
す
る
こ

と
も
多
い
の
だ
が
、
東
京
近
辺
の
生
ま
れ
育
ち
で
、
老
眼
に
は
縁

の
な
い
生
徒
た
ち
に
は
、
そ
う
い
う
機
能
は
あ
ま
り
必
要
な
い
と

三み

宅や
け

義よ
し

藏ぞ
う

千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校

高
校
生
ア
ン
ケ
ー
ト
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い
う
こ
と
か
。
と
も
か
く
、
音
声
機
能
や
字
の
サ
イ
ズ
変
更
機
能

な
ど
が
な
く
て
も
、
つ
ま
り
、
単
純
に
言
葉
の
意
味
を
調
べ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
高
校
生
に
と
っ
て
「
電
子
」
は
「
紙
」
よ

り
も
魅
力
的
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
電
子
」
優
勢
で
あ
る
。

❖
い
よ
い
よ
「
紙
」
危
う
し
？

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
辞
書
の
所
持
率
を
見
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ

と
目
に
つ
い
た
数
字
が
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
一
年
男
子
、
一
年
女
子
、
二
年
男
子
、

二
年
女
子
、
三
年
男
子
、
三
年
女
子
、
の
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
て
数
字
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
五
つ
の
グ
ル
ー
プ

で
電
子
辞
書
の
所
持
率
は
95
％
を
越
え
て
い
る
の
だ
が
、
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
だ
け
91
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
国
語
の

辞
書
は
主
に
「
電
子
」
を
使
う
、
と
答
え
た
者
が
、
五
つ
の
グ
ル

ー
プ
で
は
80
％
を
大
き
く
越
え
て
い
る
の
に
、
そ
の
一
つ
の
グ
ル

ー
プ
だ
け
は
77
％
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と

は
、
一
年
女
子
。

　

一
般
的
に
、
ポ
ケ
ベ
ル
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
携
帯
電
話
な
ど
、
新
し
い

電
子
機
器
を
早
く
取
り
入
れ
る
の
は
、
男
子
よ
り
女
子
、
年
齢
は

若
い
ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
一
年

女
子
が
、
他
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
電
子
辞
書
を
使
っ
て
い
な
い
、
と

い
う
結
果
が
出
た
。

　

時
代
の
最
先
端
を
歩
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
一
年
女
子
が
、
電

子
辞
書
離
れ
。
こ
れ
は
「
紙
」
の
復
権
を
示
し
て
い
る
の
か
。

　

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
主
に
使
う
国
語
辞
書
と
し
て
、
一
年
女

子
は
、
そ
の
18
％
が
「
ス
マ
ホ
」
と
答
え
た
の
だ
っ
た
。

　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ス
マ
ホ
で
複
数
の
辞
書
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
辞
書
に
よ
っ
て
は
、
今
ど
ん
な
言
葉

が
多
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
か
、
ア
ク
セ
ス
ラ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う
な

も
の
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

こ
れ
は
強
敵
で
あ
る
。「
紙
」
に
対
す
る
「
電
子
」
の
優
秀
性

に
「
コ
ン
パ
ク
ト
で
持
ち
運
び
が
し
や
す
い
」
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
が
、
ス
マ
ホ
で
す
ま
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
辞

書
」
と
い
う
も
の
を
持
ち
運
び
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
だ
。
そ

の
上
、
電
子
辞
書
で
も
で
き
な
い
機
能
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
後
、

多
く
の
人
が
ス
マ
ホ
に
流
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
年
男
子

95

89

91

77

96

83

100

81

95

91

100

95

一
年
女
子

二
年
男
子

二
年
女
子

三
年
男
子

三
年
女
子

図 1
電子辞書の所持率
国語の辞書は主に電子辞書を使う

0
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80
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電
子
辞
書
だ
け
で
な
く
ス
マ
ホ
も
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
登

場
し
て
き
た
。
い
よ
い
よ
、「
紙
」
危
う
し
、
か
。

❖「
紙
」
侮
る
べ
か
ら
ず

　

こ
う
し
て
見
る
と
「
紙
」
の
命
は
風
前
の
灯
火
の
よ
う
で
あ
る

が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
意
外
な
結
果
も
出
た
。
自
由
記
述
欄
で
、

「『
紙
』
と
比
べ
て
『
電
子
』
の
良
い
と
こ
ろ
」
に
は
157
点
の
記
述

が
あ
っ
た
が
、「『
電
子
』
と
比
べ
て
『
紙
』
の
良
い
と
こ
ろ
」
に

も
ほ
ぼ
同
数
の
152
点
が
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
こ
に
は
、「
調
べ
た
い
言
葉
以
外
の
言
葉
も
目
に
入
っ
て
出

会
う
こ
と
が
で
き
る
」（
同
様
の
趣
旨
を
書
い
た
者
42
名
）「
書
き
込

み
や
付
箋
が
し
や
す
い
」（
同
27
名
）「
手
間
が
掛
か
る
分
、
記
憶

に
残
る
し
、
愛
着
も
湧
く
」（
同
25
名
）「
読
み
物
の
よ
う
に
使
え
、

お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
」（
同
８
名
）「
に
お
い
、
手

触
り
が
良
く
、
め
く
る
の
が
楽
し
い
」（
同
11
名
）「
故
障
が
無
く
、

電
池
切
れ
の
心
配
が
無
い
」（
同
16
名
）「
見
出
し
語
が
多
く
解
説

も
詳
細
、
絵
入
り
の
も
の
も
あ
る
、
辞
書
編
集
の
努
力
の
跡
が
わ

か
る
」（
同
７
名
）
な
ど
、
多
く
の
「
紙
」
の
魅
力
が
記
さ
れ
て

い
た
。

　
「
多
く
の
言
葉
に
出
会
え
る
」「
記
憶
に
残
り
や
す
い
」
な
ど
、

学
習
面
で
の
優
秀
性
に
加
え
、「
お
も
し
ろ
い
」「
楽
し
い
」
な
ど
、

心
の
喜
び
を
高
校
生
が
認
識
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
だ
。「
紙
」
侮
る
べ
か
ら
ず
、
で
あ
る
。

❖
辞
書
の
行
方

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
自
由
記
述
欄
に
「
高
校
生
が
大
い
に
国
語

辞
典
を
活
用
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い

ま
す
か
」
と
い
う
質
問
も
設
け
た
。
こ
こ
に
は
、「
最
近
の
言
葉

も
載
せ
る
」「
マ
ン
ガ
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
入
れ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
」「
語
の
由
来
を
載
せ
る
」「
最
近
の
用

法
で
誤
っ
た
も
の
を
説
明
す
る
」「
用
例
を
お
も
し
ろ
く
す
る
」「
物

語
風
に
す
る
」「
図
、
表
、
絵
を
多
く
す
る
」「
自
分
で
必
要
な
辞

書
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
」「
リ
ン
ク
機
能
を
充
実
さ
せ
る
」「
各

教
室
に
常
備
し
て
お
く
」「
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
熟
語
を
調
べ

や
す
く
す
る
」「
楽
し
い
コ
ラ
ム
を
載
せ
る
」
な
ど
な
ど
、
百
を

超
え
る
声
が
記
さ
れ
た
。

　

辞
書
作
り
の
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
声
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で

収
集
し
、
そ
れ
ら
も
参
考
に
し
な
が
ら
今
後
の
辞
書
作
り
を
進
め

て
い
く
の
だ
ろ
う
。
私
の
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
極
め
て
小
規
模

な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
重
要
と
思
わ
れ
る
要
素
が
幾
つ
も
記

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
要
素
の
中
に
は
、「
電
子
」
で
な
け
れ
ば
実

現
で
き
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、「
紙
」
の
方
が
向
い
て
い
る
な
、

と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　
「
紙
」
と
「
電
子
」。
今
後
、
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
を
さ
ら

に
発
揮
し
つ
つ
、
進
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
そ
の
辞
書
の
行
方

を
、
大
い
に
期
待
し
つ
つ
、
見
つ
め
て
い
き
た
い
。
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古
語
に
親
し
む
学
習
活
動

│
中
学
一
年
×『
新
全
訳
古
語
辞
典
』

　
古
典
を
学
び
始
め
た
学
習
者
は
、﹁
難
し
い
／
わ
か
ら
な
い
﹂﹁
つ

ま
ら
な
い
﹂、
さ
ら
に
は
﹁
古
典
は
苦
手
だ
／
嫌
い
だ
﹂﹁
昔
の
文

章
を
読
ん
で
何
に
な
る
の
か
？
　
古
典
学
習
の
必
要
性
が
感
じ
ら

れ
な
い
﹂
と
い
っ
た
感
じ
で
、
と
か
く
否
定
的
な
印
象
を
述
べ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
﹁
古
典
嫌
い
﹂
を
招
く
要
因
の
一
つ

と
し
て
、
現
代
語
と
の
乖
離
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

　
中
学
一
年
生
で
使
用
す
る
教
科
書
の
多
く
は
﹃
竹
取
物
語
﹄
を

収
録
し
て
い
る
。
多
く
の
生
徒
は
幼
少
期
に
絵
本
な
ど
を
通
し
て

こ
の
作
品
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
初
め
て
出
会
う
古
典
作
品
と
し

て
は
取
り
組
み
や
す
い
。
ま
た
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、
使
用

語
彙
も
易
し
め
で
あ
り
、
古
今
異
義
語
も
出
て
く
る
た
め
、
古
典

学
習
の
導
入
教
材
と
し
て
は
最
適
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

は
言
っ
て
も
、
古
文
で
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
、
古
語
辞
典
を
使
用

す
る
必
要
が
あ
る
。
古
語
辞
典
で
意
味
調
べ
を
す
る
学
習
活
動
の

導
入
を
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い

で
担
当
し
て
い
る
、
今
年
度
の
中
学
一
年
生
の
授
業
の
様
子
を
ご

紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　「
今
は
昔
」
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
か
な
？

　
　
　
む
か
し
む
か
し
！

　
　
　
た
し
か
に
、
絵
本
の
書
き
出
し
は
だ
い
た
い
そ
う
だ
ね
。

で
も
、
古
語
辞
典
で
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
か
。

　
　
　
載
っ
て
い
る
ん
で
す
か
？

　
初
め
て
使
う
古
語
辞
典
。
例
文
は
、
今
ま
さ
に
自
分
た
ち
が
読

み
は
じ
め
た
文
章
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
生
徒
た
ち
が
反
応
を

示
す
。

　
次
い
で
、﹁
ま
じ
り
て
﹂
を
調
べ
さ
せ
る
。

　
　
　「
ま
じ
り
て
」
は
「
ま
じ
っ
て
」
で
し
ょ
う
？

　
　
　
ま
ざ
っ
て
い
る
！

　
　
　
い
や
い
や
、
お
じ
い
さ
ん
が
野
山
と
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
し

教
師

生
徒

教
師

生
徒

生
徒

生
徒

教
師

　
　 

　
　 

生
徒

教
師

山や
ま

路じ

貞さ
だ

文ふ
み

桐
光
学
園
中
学
高
等
学
校

古
語
辞
典
を
使
っ
た
授
業
実
践
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ま
う
、
っ
て
い
う
こ
と

で
は
な
い
よ
ね
？
　
古

語
辞
典
で
は
ど
ん
な
意

味
を
載
せ
て
い
る
か
、

確
認
し
よ
う
。「
ま
じ

り
て
」
で
調
べ
て
も
見

つ
か
ら
な
い
よ
。「
ま

じ
る
」
と
い
う
形
で
載

っ
て
い
る
か
ら
調
べ
よ

う
。

と
サ
ポ
ー
ト
す
る
。

　
　
　
あ
っ
、
②
の
意
味
の
例
文
も
『
竹
取
物
語
』
の
こ
の
部
分

だ
！

　
続
い
て
﹁
あ
や
し
が
る
﹂
を
引
か
せ
る
。
こ
こ
で
生
徒
た
ち
は
、

現
代
語
と
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
﹁
古
今
異
義
語
﹂
に

出
逢
う
。
同
様
に
﹁
う
つ
く
し
↓
う
つ
く
し
い
﹂﹁
い
と
ほ
し
↓

い
と
お
し
い
﹂﹁
か
な
し
↓
か
な
し
い
﹂
な
ど
を
取
り
上
げ
、
現

代
語
と
の
意
味
の
違
い
を
確
認
し
て
い
く
う
ち
に
、
調
べ
る
の
が

楽
し
く
な
っ
て
く
る
。

　
さ
ら
に
﹁
か
ひ
な
し
﹂。
例
文
に
は
や
は
り
﹃
竹
取
物
語
﹄
が

使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　「
甲
斐
な
し
」
と
「
貝
な
し
」。
駄
洒
落
じ
ゃ
ん
！

生
徒

生
徒

　
生
徒
た
ち
が
興
味

を
示
し
た
と
こ
ろ

で
、

　
　
　
似
た
よ
う
な

感
じ
の
も
の
で
、

こ
う
い
う
言
葉
も

あ
る
よ
。
見
つ
け

ら
れ
る
か
な
？

と
、
行
平
の
﹁
立
ち

別
れ
い
な
ば
の
山
の

峰
に
生
ふ
る
ま
つ
と

し
聞
か
ば
今
帰
り
来

む
﹂
を
板
書
す
る
。

　
　
　
そ
れ
も
辞
書

に
載
っ
て
い
ま
す

か
？

　
　
　
百
人
一
首
だ
！
　
小
学
校
の
時
覚
え
た
。

　
　
　
そ
う
だ
ね
。
よ
く
知
ら
れ
た
和
歌
は
、
351
ペ
ー
ジ
か
ら
の

「
名
歌
名
句
事
典
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
載
っ
て
い
る
の
で
、

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
も
。

　
　
　
は
い
、
見
つ
け
た
！
　
363
ペ
ー
ジ
！

　
　
　
探
し
て
る
ん
だ
か
ら
言
わ
な
い
で
よ
…
…
。

教
師

生
徒

生
徒

教
師

生
徒

生
徒

▲�古語辞典の基本的な使い方を紹介す
る「使いこなしガイド」。

▲�掛詞を説明しているページ。 ▲�有名・重要和歌が一覧できる「名
歌名句事典」。
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45 古語に親しむ学習活動

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
特集２：辞書で「調べる」から辞書で「学ぶ」へ

　
こ
の
よ
う
に
し
て
生
徒
た
ち
は
古
語
辞
典
を
使
う
こ
と
に
慣
れ

て
い
く
と
と
も
に
、
ク
ラ
ス
で
一
番
早
く
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
、

競
い
始
め
る
よ
う
に
な
る
。

　﹁
い
な
ば
﹂﹁
ま
つ
﹂
と
い
っ
た
掛
詞
に
気
づ
き
、
言
葉
の
お
も

し
ろ
さ
を
実
感
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
先
生
、
も
っ
と
調
べ
て
み
た
い
！

　
　
　
で
は
、
ひ
と
つ
紹
介
す
る
よ
。「
あ
な
か
ま
」
と
い
う
言

葉
を
調
べ
て
み
て
。
教
室
で
よ
く
使
っ
て
い
る
言
葉
だ
よ
。

　
　
　
あ
っ
た
！
　「
し
っ
、
静
か
に
。
あ
あ
、
や
か
ま
し
い
」

だ
っ
て
。
今
度
か
ら
う
る
さ
く
な
っ
た
と
き
に
「
ウ
ル
セ
ー

よ
！
」
と
か
「
静
か
に
し
ろ
よ
！
」
の
か
わ
り
に
「
あ
な
か
ま
」

っ
て
言
お
う
！

　
　
　
他
に
も
何
か
な
い
で
す
か
？

　
　
　
み
ん
な
の
日
常
会
話
で
よ
く
聞
か
れ
る
表
現
だ
け
ど
、「
む

げ
な
り
」
は
ど
ん
な
意
味
か
な
？

　
　
　「
サ
イ
テ
ー
」
だ
！
　
古
語
で
も
表
現
で
き
る
ん
だ
！

　
　
　
先
生
、
じ
ゃ
あ
「
ウ
ザ
い
」
っ
て
い
う
単
語
、
あ
り
ま
す

か
？

　
　
　「
う
た
て
し
」
は
ど
う
か
な
？

と
い
っ
た
具
合
で
、
し
ば
し
盛
り
上
が
る
。

　
　
　
で
き
れ
ば
プ
ラ
ス
の
感
情
表
現
も
覚
え
よ
う
よ
。「
い
と

ほ
し
」
を
引
い
て
み
よ
う
。
意
味
の
上
に
、「
－
」
や
「
＋
」

生
徒

教
師

生
徒

生
徒

教
師

生
徒

生
徒

教
師

教
師

が
あ
る
よ
ね
。
こ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
ラ

ス
の
感
情
、
マ
イ
ナ

ス
の
感
情
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
ん

だ
。み
ん
な
で
ぜ
ひ
、

プ
ラ
ス
の
感
情
を
表

す
単
語
を
古
文
単
語

に
置
き
換
え
て
、
使

っ
て
み
て
ほ
し
い

な
。

と
提
案
を
し
た
と
こ
ろ
、
生
徒
た
ち
も
相
当
乗
り
気
で
は
あ
っ
た

の
だ
が
⋮
⋮
。
何
し
ろ
ま
だ
、
現
代
語
で
さ
え
語
彙
が
豊
富
と
は

い
え
な
い
中
学
一
年
生
で
あ
る
。
ま
し
て
古
文
は
ま
だ
学
習
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
な
の
で
、﹁
逆
引
き
﹂
の
よ
う
な
形
で
の
語
彙
検

索
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
始
業
前
に
教
室
に
入

っ
た
時
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
大
声
で
聞
こ
え
て
く
る
﹁
あ
な
か

ま
！
﹂
は
、
男
子
ク
ラ
ス
を
中
心
に
認
知
度
が
上
が
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
、生
徒
と
と
も
に
、﹃
新
全
訳
古
語
辞
典
﹄
を
使
用
し
て
、

言
語
表
現
の
奥
深
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
っ
て
い
こ
う
と
思
っ

て
い
る
。

▲�＋、−のニュアンスを示すアイコン。
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古
語
の
足
し
算
・
引
き
算

│
古
語
辞
典
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

■『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
で
古
語
に
親
し
む

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
必
修
科
目
の
「
言
語
文
化
」
に
お
い
て

「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
」
と
あ
り
、
言
語
活
動
に
古
典
知
識
を
取
り
入
れ
て

表
現
す
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。

　

し
か
し
、
高
校
の
授
業
で
は
ど
う
し
て
も
本
文
の
現
代
語
訳
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
や
特
殊
な
文
法
項
目
に
注
目
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
。

ど
う
し
た
ら
古
語
に
興
味
を
持
ち
、
古
語
や
文
法
を
自
分
の
国
の

伝
統
文
化
と
し
て
理
解
し
、
自
分
で
使
え
る
知
識
と
な
る
の
か
を

考
え
た
結
果
、
古
語
辞
典
を
使
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
古
語
と
文
法

を
身
に
つ
け
る
授
業
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
実
践
し
て
い
る
。

　

最
終
的
に
は
古
語
作
文
を
自
由
題
で
書
け
る
こ
と
が
目
標
だ

が
、
高
校
一
年
生
の
初
歩
の
段
階
で
は
自
分
で
組
み
立
て
る
プ
ラ

モ
デ
ル
の
よ
う
な
感
覚
で
古
文
の
足
し
算
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

と
こ
ろ
か
ら
開
始
し
て
い
る
。
現
代
語
訳
や
古
語
解
説
に
つ
い
て

教
師
が
一
方
的
に
解
説
す
る
従
来
型
の
授
業
よ
り
も
、
生
徒
が
い

き
い
き
と
活
動
で
き
る
よ
う
だ
。
古
典
の
授
業
は
、
ど
う
し
て
も

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
本
文
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、

英
作
文
に
何
通
り
か
の
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
気
持
ち
を
別

の
古
語
で
言
い
換
え
て
み
る
古
文
パ
ロ
デ
ィ
や
現
代
語
と
の
自
由

な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
も
い
い
と
考
え
、
気
軽
に
参
加

で
き
る
雰
囲
気
を
作
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

　

本
校
で
は
一
年
生
全
員
に
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
を
導
入
し
た
。

自
ら
学
習
す
る
方
法
を
覚
え
て
古
語
を
使
い
こ
な
し
、
辞
典
を
開

く
回
数
を
増
や
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

■
古
語
の
足
し
算

　

足
し
算
プ
リ
ン
ト
は
、
文
法
初
心
者
の
品
詞
理
解
に
効
果
的
で

●
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
（
足
し
算
レ
ベ
ル
１
）

問　

次
の
品
詞
の
条
件
と
な
る
よ
う
に
古
語
作
文
を
書
き
な
さ
い
。

　

▼
名
詞
＋
助
詞
＋
形
容
詞
＋
名
詞
＋
助
詞
＋
動
詞
＋
助
詞
、

例
文
〔　

翁
は
い
と
ほ
し
き
こ
と
と
思
ひ
て
、 

〕

　

訳
〔　

翁
は
気
の
毒
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
、 

〕

秋あ
き

津つ

由ゆ

佳か

常
磐
大
学
高
等
学
校

古
語
辞
典
を
使
っ
た
授
業
実
践

046-047_108-08_tokushu-akitsu.indd   46 18/09/18   19:42

47 古語の足し算・引き算
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あ
っ
た
。
副
詞
や
連
体
詞
・
感
動
詞
の
使
い
方
を
考
え
る
こ
と
で
、

教
科
書
に
登
場
す
る
こ
と
が
少
な
い
品
詞
の
理
解
が
飛
躍
的
に
伸

び
た
。
グ
ル
ー
プ
内
で
使
え
る
単
語
を
限
定
す
る
と
（
誰
か
が
使

っ
た
古
語
は
使
用
禁
止
な
ど
）、
別
の
単
語
を
時
間
内
に
探
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
辞
書
を
効
果
的
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。「
ま
と

め
て
覚
え
る
！
一
覧
」（
後
見
返
し
）
を
上
手
に
使
う
と
時
間
短

縮
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
た
チ
ー
ム
は
、内
容
が
充
実
し
て
い
た
。

リ
レ
ー
形
式
の
物
語
風
に
発
表
し
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、
ク
ラ
ス

全
体
の
学
習
意
欲
が
向
上
し
た
。
助
動
詞
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に

追
加
し
て
い
く
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
の
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
。

■
古
語
の
引
き
算

　

引
き
算
で
は
、
教
科
書
の
本
文
か
ら
文
法
要
素
を
除
く
こ
と
に

よ
る
変
化
を
考
え
さ
せ
た
。解
答
が
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

●
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
（
引
き
算
レ
ベ
ル
１
）

問　

次
の
古
文
か
ら
Ａ
〜
Ｅ
の
文
法
事
項
を
順
に
引
き
算
し
て
答
え
な
さ
い
。

　

▼
人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
け
れ
ど
、
騒
が
ず
。

 

「
絵
仏
師
良
秀
」（
宇
治
拾
遺
物
語
）

Ａ　

接
続
助
詞
「
ど
」 〔　

人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
け
り
。
騒
が
ず
。 

〕

Ｂ　

過
去
の
助
動
詞 

〔　

人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
、
騒
が
ず
。 

〕

Ｃ　

打
消
の
助
動
詞 

〔　

人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
、
騒
ぐ
。 

〕

Ｄ　

名
詞 

〔　

来
と
ぶ
ら
ひ
、
騒
ぐ
。 

〕

Ｅ　

動
詞 

〔　
（
解
な
し
） 

〕

話
し
合
い
の
内
容
は
単
純
に
な
る
が
、
ゼ
ロ
に
な
る
ま
で
引
き
算

す
る
作
業
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
Ｄ
で
「
ど
も
」
の
品
詞
が
議

論
と
な
り
、
意
味
や
用
法
に
興
味
を
持
っ
た
生
徒
が
「
辞
書
の
〇

〇
ペ
ー
ジ
に
あ
る
よ
！
」
と
か
「
先
生
、
接
尾
語
っ
て
品
詞
な
ん

で
す
か
？
」
な
ど
活
発
に
議
論
す
る
場
面
も
あ
っ
た
。
品
詞
で
省

い
た
部
分
を
指
摘
さ
れ
て
、「
そ
こ
ま
で
は
受
験
に
出
な
い
か
ら

…
…
」
と
言
い
か
け
て
は
っ
と
し
た
。
最
短
距
離
を
進
ま
せ
よ
う

と
し
て
興
味
を
失
わ
せ
た
の
は
教
師
側
か
も
し
れ
な
い
と
反
省
。

知
ら
な
く
て
い
い
知
識
な
ど
な
い
は
ず
な
の
に
。
文
法
書
だ
け
の

授
業
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
学
問
と
の
出
会
い
が
、
辞
書
引
き
に

は
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

■
教
師
の
挑
戦
が
生
徒
を
変
え
る

　

全
員
が
同
じ
辞
書
を
持
つ
こ
と
で
、
全
体
で
共
有
で
き
る
便
利

さ
と
古
語
を
見
つ
け
る
楽
し
さ
を
同
時
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
思
い
切
っ
て
古
典
文
法
書
と
国
語
便
覧
、
古
語
単
語
集
を
一

冊
の
辞
書
に
置
き
換
え
て
正
解
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。今
後
は
、

古
語
で
日
記
を
書
き
発
表
す
る
授
業
を
展
開
し
、
新
入
試
で
話
題

と
な
っ
て
い
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
古
語
で
書
か
せ
る
探
究
的
学

習
に
つ
な
げ
た
い
と
計
画
し
て
い
る
。
何
事
も
た
っ
た
一
つ
の
挑

戦
か
ら
。
教
師
が
失
敗
を
恐
れ
な
い
こ
と
が
生
徒
を
変
え
る
。
こ

れ
か
ら
も
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
は
、
古
文
の
実
験
授
業
で
私
の

良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
そ
う
だ
。
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■
一
点
の
く
も
り
を
晴
ら
す
出
会
い

　
と
き
は
二
十
数
年
前
の
と
あ
る
中
学
校
の
教
室
。
期
末
試
験
が

行
わ
れ
て
い
る
。
一
人
の
少
年
が
「
日
本
初
の
内
閣
総
理
大
臣
は

誰
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
、
悩
ん
で
い
た
。
答
え
が
分
か
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
。「
伊
藤
博
文
」
の
「
博
」
に
「
、」
が
つ
く

か
ど
う
か
で
悩
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
試
験
終
了
十
秒
前
ま
で
悩

ん
だ
結
果
、「『
、』
は
つ
か
な
い
！
」
と
判
断
し
た
少
年
は
、
答

案
返
却
時
に
ガ
ッ
ク
リ
と
肩
を
落
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
少
年
は
疑
問
を
持
っ
た
。「
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
な

の
に
な
ぜ
『
、』
が
つ
く
漢
字
と
つ
か
な
い
漢
字
が
あ
る
の
だ
ろ

う
」。
さ
っ
そ
く
家
に
帰
っ
て
漢
和
辞
典
を
調
べ
て
い
く
と
、
驚

く
べ
き
こ
と
が
わ
か
っ
た
。「
縛
」「
博
」
な
ど
の
つ
く
り
の
形
は
、

成
り
立
ち
が「
甫
」+「
寸
」で
、「
専
」「
穂
」
な
ど
は
、
も
と
も
と

は「
叀
」+「
寸
」な
の
で
あ
る
。
当
用
漢
字
表
で
字
体
が
整
理
さ
れ

て
同
じ
よ
う
な
形
に
な
り
、区
別
が
つ
き
づ
ら
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
終
止
符
を
打
つ
解
説
が
あ
っ
た
。

「
甫
」
の
音
が
「
ホ
」
な
の
で
、
こ
の
字
を
持
つ
漢
字
の
音

読
み
は
ハ
行
の
音
を
持
つ

　
確
か
に
！
　「
博
」
は
「
ハ
ク
」
だ
し
、「
縛
」
は
「
バ
ク（
こ

の
場
合
は
濁
点
が
つ
い
て
い
る
け
ど
）」「
補
」
は
「
ホ
」
だ
！
　「
専
」

は
「
セ
ン
」
で
「
穂
」
は
「
ス
イ（「
ほ
」は
訓
読
み
）」
だ
！
　
こ

の
日
以
来
、「
、」
を
つ
け
る
か
ど
う
か
、
迷
う
こ
と
が
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
少
年
す
な
わ
ち
筆
者
は
漢
字
の
成
り

立
ち
に
大
き
な
興
味
を
持
ち
、
そ
の
結
果
、
国
語
教
師
と
い
う
道

を
歩
む
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
験
を
生
徒
に
も
経
験
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
筆
者
の
授
業
で
は
、
漢
和
辞
典
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
、
今
も
昔
も
漢
字
を
書
く
の
が
苦
手
、
と
い
う
生
徒
は

多
い
。
そ
う
い
っ
た
生
徒
た
ち
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
漢
字
を

単
な
る
記
号
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
だ
。「
冷
蔵4

庫
」

を
「
冷
臓4

庫
」
と
書
き
間
違
え
る
の
は
、「
臓
」
の
「
月
」
の
部

分
を
「
に
く
づ
き
」
と
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。「
に
く

酒さ
か

井い

雅ま
さ

巳み

巣
鴨
中
学
校
・
高
等
学
校

議
論
を
生
み
出
す
漢
詩
の
授
業

│（
漢
詩
×
辞
書
）＋
議
論
＝
傑
作

漢
和
辞
典
を
使
っ
た
授
業
実
践
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づ
き
」は
身
体
に
関
す
る
部
首
だ
と
認
識
し
て
い
れ
ば
、「
冷
臓
庫
」

の
よ
う
な
書
き
間
違
い
は
起
こ
ら
な
い
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら

こ
う
し
た
書
き
間
違
い
は
後
を
絶
た
な
い
。

　
書
き
取
り
が
苦
手
な
生
徒
た
ち
に
先
ほ
ど
の
筆
者
の
経
験
を
話

す
と
、
と
て
も
喜
ん
で
聞
い
て
く
れ
る
。
漢
字
と
い
う
の
は
、
意

味
が
あ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
、
漢
字

の
書
き
取
り
も
苦
痛
で
な
く
な
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
で
き
る
だ
け

漢
和
辞
典
を
使
い
な
が
ら
漢
字
の
成
り
立
ち
を
教
え
て
い
る
。

　
現
状
で
は
、
授
業
中
に
漢
和
辞
典
を
じ
っ
く
り
引
か
せ
る
時
間

は
正
直
言
っ
て
な
い
。
し
か
し
、
漢
和
辞
典
を
引
か
せ
る
時
間
を

設
け
る
こ
と
で
漢
字
に
対
し
て
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
生

徒
た
ち
の
一
生
の
財
産
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
今
後
彼
ら
が
自

ら
学
習
し
て
い
く
と
き
の
大
き
な
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
思

い
か
ら
、
無
理
矢
理
時
間
を
作
り
、
漢
和
辞
典
を
引
か
せ
て
い
る
。

　
一
方
、
生
徒
た
ち
は
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
荷
物
が
多

く
、
漢
和
辞
典
、
国
語
辞
典
、
古
語
辞
典
、
英
和
辞
典
な
ど
、
そ

の
都
度
紙
媒
体
の
辞
書
を
持
ち
運
び
さ
せ
る
こ
と
は
非
現
実
的

だ
。
電
子
辞
書
は
便
利
だ
が
、
や
は
り
紙
の
辞
書
を
引
か
せ
た
い

と
い
う
思
い
は
強
い
。
経
験
則
だ
が
、電
子
辞
書
で
引
く
よ
り
も
、

紙
の
辞
書
を
引
く
ほ
う
が
記
憶
に
残
り
や
す
い
気
が
す
る
。
し
か

し
持
っ
て
こ
さ
せ
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
の
ジ
レ
ン
マ
…
…
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
図
書
館
に
多
種
類
の
漢
和
辞
典
を
用
意
し
て
図

書
館
で
授
業
を
行
い
、漢
和
辞
典
を
使
わ
せ
る
ス
タ
イ
ル
に
し
た
。

こ
れ
な
ら
い
ち
い
ち
漢
和
辞
典
を
持
ち
運
ぶ
必
要
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
漢
和
辞
典
を
使
え
る
の
で
、
比
較
読
み
に
も
つ
な

が
る
。漢
和
辞
典
を
気
軽
に
使
え
る
環
境
作
り
は
と
て
も
大
切
だ
。

■
一
つ
の
漢
字
に
と
こ
と
ん
向
き
合
う

　
筆
者
の
授
業
で
最
も
漢
和
辞
典
を
引
く
の
は
、
や
は
り
漢
詩
の

授
業
で
あ
る
。「
推
敲
」
の
く
だ
り
で
は
な
い
が
、
漢
詩
に
は
、

一
つ
一
つ
の
漢
字
に
作
者
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
な

ぜ
、
こ
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
？
」「
こ
の
漢
字
に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い

が
立
て
や
す
く
、
生
徒
た
ち
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
る
の

で
議
論
し
や
す
い
。
こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
漢
詩
の
授
業
は
、
漢

和
辞
典
を
使
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
適
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
以
前
か
ら
思
っ
て
い
た
。

　
漢
詩
の
読
解
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
活
動
と
し
て
、
生

徒
た
ち
に
実
際
に
漢
詩
を
作
ら
せ
て
み
る
と
、
猛
烈
に
漢
和
辞
典

を
引
く
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、漢
詩
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

平
仄
の
規
則
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
漢
和
辞
典
に
は
平
仄
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
規
則
に
の
っ
と
っ
て
漢
詩
を
作
成
す
る

た
め
に
は
、
漢
和
辞
典
を
引
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
た

だ
し
、
漢
和
辞
典
を
引
く
だ
け
で
は
漢
詩
は
で
き
な
い
。
一
人
で

漢
詩
を
作
成
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
、
グ
ル
ー
プ
で
チ
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ャ
レ
ン
ジ
さ
せ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
で
漢
詩
を
作
っ
て
い
る
と
、

自
然
と
グ
ル
ー
プ
内
で
一
つ
の
漢
字
を
め
ぐ
っ
て
議
論
に
な
り
、

と
て
も
興
味
深
い
。
次
の
漢
詩
は
、
実
際
に
高
校
二
年
生
の
男
子

生
徒
が
作
成
し
た
漢
詩
で
あ
る
。

　
光
花
燃
宙
下
　
光
花
宙
の
下
に
燃
ゆ

　
与
媛
共
逍
遙
　
媛
と
共
に
逍
遙
し

　
長
年
有
忍
思
　
長
年
忍
ぶ
思
ひ
有
る
も

　
告
月
幽
閑
宵
　
月
に
告
ぐ
幽
閑
の
宵
　

訳
　
花
火
が
空
の
下
で
燃
え
る
頃
、
／

好
き
な
女
の
子
と
一
緒
に
も
の
思
い

に
ふ
け
り
な
が
ら
歩
い
て
い
た
。
／

長
い
間
心
に
秘
め
て
い
た
自
分
の
思

い
を
／
月
に
告
げ
る
も
の
静
か
な
夜
。

　
細
か
な
平
仄
の
規
則
に
は
外
れ

て
い
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
漢
詩

の
雰
囲
気
を
醸
し
て
い
る
良
作
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ

の
詩
は
、
好
き
な
女
の
子
と
花
火

大
会
に
一
緒
に
出
か
け
て
い
き
、

告
白
を
試
み
る
も
失
敗
に
終
わ
っ

た
、
と
い
う
実
話
が
ネ
タ
の
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
漢
詩
を
提
出
し

た
あ
と
、
打
ち
明
け
て
く
れ
た
子
が
い
た
）。
こ
の
授
業
の
ポ
イ

ン
ト
は
、漢
詩
を
作
成
す
る
と
き
の
グ
ル
ー
プ
内
の
議
論
で
あ
る
。

今
回
の
詩
の
場
合
、
第
二
句
の
「
媛
」、
と
「
逍
遙
」
で
議
論
が

あ
っ
た
。

　
ま
ず
は「
媛
」
で
あ
る
。「
好
き
な
女
の
子
」
を
表
現
す
る
の
に
、

ど
の
よ
う
な
漢
字
を
使
う
べ
き
か
、
が
グ
ル
ー
プ
内
の
最
初
の
議

論
に
な
っ
た
。
最
初
は
「
娘
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
た
が
、
平

仄
の
問
題
で
「
娘
」
の
字
が
使
用
で
き
な
い
。
ま
た
、「
娘
」
は
、

こ
の
情
景
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
う

い
っ
た
意
見
が
出
た
後
、
グ
ル
ー
プ
の
四
人
は
、
一
斉
に
漢
和
辞

典
を
引
き
始
め
た
。
辞
典
を
引
き
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字
を
提

案
し
て
い
く
な
か
で
、「
た
お
や
か
な
、
う
つ
く
し
い
」
と
い
う

意
味
を
持
ち
、「
ひ
め
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
「
媛
」
と
い
う
字

に
落
ち
着
い
た
。
彼
ら
が
こ
の
「
媛
」
の
字
に
た
ど
り
着
く
ま
で
、

授
業
ま
る
ま
る
一
時
間
を
費
や
し
て
い
る
。
漢
詩
を
作
成
し
た
後

で
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
た
ち
に
感
想
を
聞
く
と
、
こ
の
時
の

議
論
が
一
番
面
白
か
っ
た
し
記
憶
に
残
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い

た
。

　
次
に
「
逍
遙
」
で
あ
る
。「
も
の
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
歩
い

て
い
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
ど
う
漢
字
で
表
現
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
漢
和
辞
典
だ
け
で
は
埒
が
あ
か
ず
、
グ
ル
ー
プ
で
国
語
辞
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典
や
類
義
語
辞
典
も
使
い
な
が
ら
、
し
っ
く
り
く
る
言
葉
を
探
し

始
め
た
。「
散
策
」「
徘
徊
」「
彷
徨
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
語
が
出

て
き
た
が
、
彼
ら
は
「
気
ま
ま
に
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
る
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
「
逍
遙
」
と
い
う
言
葉
に
た
ど
り
着
い
た
。
漢
和

辞
典
以
外
の
辞
典
も
自
由
に
使
え
る
と
こ
ろ
が
図
書
館
授
業
の
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
漢
詩
で
自
ら
の
思
い
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
一
つ
の
漢
字
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
漢
字
を
記
号
で
は
な
く
、
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
認
識
を
持
つ
た
め
に
は
、

漢
和
辞
典
の
存
在
は
欠
か
せ
な
い
。「
博
」
に
「
、」
を
つ
け
る
べ

き
か
悩
む
生
徒
が
い
な
く
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
漢
和
辞
典

を
駆
使
し
て
、
漢
字
を
教
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

「
漢
詩
と
辞
典
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
単
元
学
習

�

指
導
内
容
と
時
間
配
当
（
全
四
時
間
）

対
象
生
徒
…
高
校
二
年
生

１
．
近
体
詩
の
基
本
を
学
ぶ
…
一
時
間
（
一
斉
授
業
）

学
習
材
　
于
武
陵
「
勧
酒
」

目
標
　
近
体
詩
の
種
類
・
構
成
・
規
則
を
理
解
す
る
。

　
　
　「
勧
酒
」
の
内
容
を
把
握
す
る
。

ポ
イ
ン
ト
　
最
初
の
時
間
で
近
体
詩
の
基
礎
を
学
習
す
る
。単
元
の
最
後
に

漢
詩
を
作
成
す
る
の
で
、こ
こ
で
平
仄
の
規
則
を
し
っ
か
り
教
え
て
お
く
。

２
．
表
現
の
基
本
を
学
ぶ
…
…
一
時
間
（
一
斉
授
業
）

学
習
材
　
柳
宗
元
「
江
雪
」

目
標
　「
江
雪
」
の
前
半
二
句
だ
け
を
読
み
、
季
節
や
状
況
を
把
握
す
る
。

漢
和
辞
典
を
使
っ
て
、
漢
字
か
ら
語
句
の
意
味
を
連
想
す
る
。

ポ
イ
ン
ト
　
こ
の
時
間
で
、
漢
和
辞
典
の
使
い
方
と
表
現
方
法
を
学
習
す

る
。「
径
」
や
「
蹤
」
な
ど
、
見
慣
れ
な
い
漢
字
を
調
べ
る
こ
と
で
、
漢

和
辞
典
の
使
い
方
の
基
本
を
学
ぶ
。
二
句
だ
け
で
な
ぜ
季
節
や
状
況
が
わ

か
る
の
か
、
を
認
識
し
て
も
ら
い
、
直
接
的
な
表
現
を
し
な
く
て
も
伝
わ

る
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

３
．
漢
詩
を
作
成
す
る
…
…
…
二
時
間
（
グ
ル
ー
プ
活
動
）

目
標
　
近
体
詩
の
規
則
を
理
解
し
、
詩
を
作
成
す
る
。

　
　
　
グ
ル
ー
プ
で
活
発
な
議
論
を
す
る
。

ポ
イ
ン
ト
　
何
も
な
い
状
態
か
ら
漢
詩
を
作
成
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、

平
仄
や
同
じ
韻
の
語
が
並
ん
で
い
る
詩
語
表
を
配
布
す
る（
参
考
文
献
参

照
）。
詩
語
表
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
は
使
え
そ
う
な
語
句
を
平
仄
の

規
則
通
り
に
当
て
は
め
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
自
分
な
り
の
詩
を
作
る
と
い

う
手
順
を
踏
む
。
前
述
の
生
徒
の
詩
は
詩
語
表
を
用
い
ず
、
一
か
ら
作
成

し
て
い
る
。

　
平
仄
の
規
則
は
で
き
る
だ
け
厳
密
に
守
ら
せ
た
い
。
し
っ
か
り
守
ろ
う

と
し
て
、
よ
り
適
し
た
漢
字
を
探
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
む
し
ろ
良
い
作

品
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

参
考
文
献
　 

新
田
大
作
『
漢
詩
の
作
り
方
　
新
装
版
』
明
治
書
院
　
一
九
六
九
年 

石
川
忠
久
『
漢
詩
を
作
る
』
大
修
館
書
店
　
一
九
九
八
年
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塚つ
か

田だ 

勝か
つ

郎ろ
う

元
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校

訓
読
が
意
味
ま
で
表
す
句
法
②

─
限
定
・
強
調
の
形
・
抑
揚
の
形

中
級
編
⑪

「WEB国語教室」連動

１　

限
定
・
強
調
の
形
の
特
徴

今
回
は
、
句
法
指
導
の
最
終
回
で
す
。
前
回
は
比
較
・
選
択
、
仮

定
、
詠
嘆
の
三
つ
の
句
形
に
つ
い
て
、
訓
読
と
解
釈
が
直
結
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
限
定
・
強
調
の
形

に
も
、
同
じ
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

Ａ　

秖ダ 

辱メ
二 ラ

レ於 

奴 

隷 

人 

之 

手ニ
一、
…
…
。（
韓
愈
・
雑
説
）

Ｂ　

直ダ 

不ル
二
百 

歩ナ
一 ラ

耳
。（
孟
子
・
梁
恵
王
上
）

Ａ
で
は
、「
秖
」
を
「
た
ダ
」
と
読
む
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、「
た
だ

使
用
人
の
手
で
粗
末
に
扱
わ
れ
る
だ
け

4

4

で
、」
と
解
釈
で
き
ま
す
。

Ｂ
で
も
、「
直
」
を
「
た
ダ
」
と
読
め
れ
ば
、「
た
だ
百
歩
で
な
い
だ4

け4

だ
。」
と
解
釈
す
る
の
は
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
文
末
の
「
耳
」

に
つ
い
て
も
、「
の
み
」
と
読
み
、「
た
だ
」
と
呼
応
し
て
「
…
…
だ

け
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、鬼
に
金
棒
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
限
定
・
強
調
の
形
は
、
そ
の
意
味
を
表
す
文
字
を
読
む

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
解
釈
を
容
易
に
推
測
で
き
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
限
定
・
強
調
の
意
味
を
表
す
文
字
は
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。「
た
だ
」
だ
け
を
見
て
も
、「
唯
」「
惟
」「
只
」「
秖
」「
但
」「
直
」

「
徒
」「
特
」の
よ
う
に
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
特
殊
な「
顧
」「
啻
」

ま
で
覚
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
に
挙
げ
た
八
字
は
し
っ
か

り
記
憶
に
留
め
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
「
の
み
」
に
つ
い
て
は
、

「
耳
」
だ
け
で
は
な
く
、「
已
」
や
そ
の
複
合
語
で
あ
る
「
也
已
」「
而

已
」
も
確
実
に
押
さ
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

い
つ
も
の
よ
う
に
授
業
プ
リ
ン
ト
を
次
ペ
ー
ジ
に
お
示
し
し
ま
す
。

２　

限
定
・
強
調
の
形
の
指
導
上
の
留
意
点

タ
イ
プ
１
に
は
、「
た
だ
」と
読
む
文
字
を
幅
広
く
配
列
し
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
「
た
だ
」
と
読
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ

ま
し
ょ
う
。「
但
」
を
日
本
語
の
連
想
で
「
た
だ
し
」
と
読
む
生
徒

が
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
語
に
限
っ
た
用
法
で
あ
る
こ
と
も
つ
け
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そ
の
他
の
形 

２ 

句
法
シ
リ
ー
ズ
＃
08　
　

１ 

限
定
・
強
調
の
形

■
タ
イ
プ
１　
「
た
だ
」
と
読
む
文
字
を
用
い
て
「
た
だ
…
だ
け
」
と

述
べ
る
形
。

孤 

帆 

遠 

影 

碧 

空 

尽
、
唯 

見 

長 

江 

天 

際 

流

 

（
李
白
・
黄
鶴
楼
送
三

孟
浩
然
之
二

広
陵
一

）

室 

中 

更 

無 

人
、
惟 

有 

乳 

下 

孫 

（
杜
甫
・
石
壕
吏
）

行 

行 

無 

別 

語
、
只 

道 

早 

還 

郷
（
袁
凱
・
京
師
得
二

家
書
一

）

故 

雖 

有 

名 

馬
、
秖 

辱 

於 

奴 

隷 

人 

之 

手
、
…
…
。

 

（
韓
愈
・
雑
説
）

道 

旁 

過 

者 

問 

行 

人
、
行 

人 

但 

云 

点 

行 

頻

 

（
杜
甫
・
兵
車
行
）

藺 

相 

如 

徒 

以 

口 

舌 

為 

労
、
而 

位 

居 

我 

上
。（
史
記
）

相 

如 

度 

秦 

王 

特 

以 

詐 

詳 

為 

予 

趙 

城
、
実 

不 

可 

得
、

…
…
。（
史
記
）

■
タ
イ
プ
２　

文
末
に
「
の
み
」
と
読
む
語
を
置
い
て
「
た
だ
…
だ
け
」

と
述
べ
る
形
。

放 

辟 

邪 

侈
、
無 

不 

為 

已
。（
孟
子
）

可 

謂 

好 

学 

也-

已
。（
論
語
）

書 

足 

以 

記 

名 

姓 

而-

已
。（
史
記
）

王
、
何 

必 

曰 

利
。
亦 

有 

仁 

義 

而-

已 

矣
。（
孟
子
）

二 

三 

子
、
偃 

之 

言 

是 

也
。
前 

言 

戯 

之 

耳
。（
論
語
）

非 

死 

則 

徙 

爾
。（
柳
宗
元
・
捕
レ

蛇
者
説
）

★
「
耳
」「
爾
」
以
外
は
す
べ
て
「
已
」
を
含
ん
で
い
る
の
は
な
ぜ
か
、

考
え
て
み
よ
う
。

★
「
耳
」「
爾
」
を
「
の
み
」
と
読
む
の
は
な
ぜ
か
、考
え
て
み
よ
う
。

■
タ
イ
プ
３　
「
た
だ
」
と
読
む
文
字
に
「
の
み
」
と
読
む
語
を
添
え

て
「
た
だ
…
だ
け
」
と
述
べ
る
形
。

直 

不 

百 

歩 

耳
。
是 

亦 

走 

也
。（
孟
子
）

■
タ
イ
プ
４　

そ
の
他
の
文
字
を
用
い
て「
た
だ
…
だ
け
」と
述
べ
る
形
。

今 

独 

臣 

有 

船
。
漢 

軍 

至
、
無 

以 

渡
。（
史
記
）

■
限
定
と
強
調
の
見
分
け
方　

限
定
と
強
調
は
、
形
だ
け
で
は
見
分
け

が
つ
か
ず
、
文
脈
で
判
断
す
る
し
か
な
い
。

ⓐ 

法 

三 

章 

耳
。
殺 

人 

者 

死
。
傷 

人 

及 

盗 

抵 

罪
。
余

悉 

除 

去 

秦 

法
。（
史
記
）

ⓑ 

未 

有 

封 

侯 

之 

賞
。
而 

聴 

細 

説
、欲 

誅 

有 

功 

之 

人
。

此 

亡 

秦 

之 

続 

耳
。（
史
記
）

★
ど
ち
ら
が
強
調
の
意
味
の
例
文
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
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加
え
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

タ
イ
プ
２
で
は
、「
已
」
と
他
の
語
と
の
関
係
に
気
づ
か
せ
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

板
書
例

限
定
と
強
調
の
見
分
け
方
は
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
限
定
・

強
調
の
形
」
と
一
括
り
の
名
称
に
し
て
い
る
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
り

ま
す
。
限
定
か
強
調
か
は
、
文
脈
で
判
断
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

仮
に
次
の
よ
う
な
例
文
を
示
し
て
、
ど
ち
ら
が
強
調
の
意
味
の
例
文

か
を
答
え
よ
、
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
解
答
は
可
能
で

し
ょ
う
か
。

ⓐ　

法
ハ

 

三 

章 

耳
。

ⓑ　

此
レ

 

亡 

秦 

之 

続 

耳
。

ⓐ
は
限
定
、
ⓑ
は
強
調
ら
し
い
と
は
思
え
る
も
の
の
、
確
信
は
持

て
ま
せ
ん
。
例
文
を
現
代
語
に
置
き
換
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ⓐ 　

法
は
三
か
条
だ
け
だ
。
人
を
殺
す
者
は
死
刑
に
す
る
。
人
を

○
文
末
の
「
の
み
」

　

已イ 

…
「
や
む
・
お
わ
る
」
の
意
味
か
ら
「
そ
れ
だ
け
」
の
意
味
に
。

　

←

　

也ヤ

已イ 

…
「
也
」
を
添
え
て
「
已
」
の
意
味
を
強
め
る
。

　

而ジ

已イ 

…
「
而
」
を
添
え
て
「
已
」
の
意
味
を
強
め
る
。

　
　
（「
耳ジ

」「
爾ジ

」
…
「
而ジ

已イ

」
の
当
て
字
。）

傷
つ
け
た
り
、
物
を
盗
ん
だ
者
は
、
罪
に
あ
て
て
処
分
す
る
。

こ
れ
以
外
の
秦
の
む
ご
い
法
律
は
、
す
べ
て
廃
止
し
よ
う
。

ⓑ 　

い
ま
だ
に
諸
侯
に
取
り
立
て
る
恩
賞
も
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
つ
ま
ら
ぬ
者
の
告
げ
口
を
聞
き
入
れ
、
功
労
の
あ
る
人
を

殺
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
で
は
亡
ん
だ
秦
の
二
の
舞
と
な
る
だ
け

だ
。

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
、
ⓐ
は
限
定
の
意
味
、
ⓑ
は
強
調

の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
限
定
と
強

調
の
区
別
が
明
瞭
で
は
な
い
こ
と
も
多
く
、
深
入
り
は
禁
物
で
す
。

３　

抑
揚
の
形
の
「
抑
揚
」
と
は
？

こ
こ
ま
で
四
種
の
句
形
に
つ
い
て
、
名
称
と
解
釈
が
直
結
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
ま
し
た
が
、
抑
揚
の
形
の
場
合
は
、
そ
の
名

称
が
解
釈
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
抑
揚
」
と
は
、ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

「
Ａ
。
況い

は
ン
ヤＢ
ヲ

乎や

。」
の
形
で
、「
Ａ
で
さ
え
こ
う
だ
。
ま
し
て

Ｂ
は
な
お
さ
ら
だ
」
と
、
Ａ
を
抑
え
て
お
い
て
Ｂ
を
揚
げ
る
（
強

調
す
る
）、
と
い
う
形
。（
江
連
隆
『
訓
読
百
科
』「
漢
詩
・
漢
文
解
釈

講
座
」
別
巻
、
一
九
九
五
年
、
昌
平
社
）

非
常
に
丁
寧
な
説
明
で
す
が
、
高
校
生
に
は
難
解
に
感
じ
ら
れ
る

よ
う
で
す
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
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板
書
例

授
業
プ
リ
ン
ト
の
「
抑
揚
の
形
」
の
部
分
を
示
し
ま
す
。

○
抑
揚
の
形　
「
Ａス
ラ

且か
ツ

Ｂ
、
況い
は
ン
ヤＣ
ヲ

乎や

。」
が
典
型
。

前
半
部
で
は
ト
ー
ン
を
抑
え
、
後
半
部
で
一
気
に
ト
ー
ン
を
揚
げ

る
の
で
、「
抑
揚
」
の
形
と
呼
ぶ
。

〈
ト
ー
ン
を
抑
え
る
〉　
　
〈
一
気
に
ト
ー
ン
を
揚
げ
る
〉

　

Ａ
で
さ
え
Ｂ
だ
、
ま
し
て
Ｃ
は
な
お
さ
ら
だ
。

　
　
　

そ
の
他
の
形 

２ 

（
承
前
） 

句
法
シ
リ
ー
ズ
＃
08　
　

⑵ 

抑
揚
の
形

■
タ
イ
プ
１
（
典
型
）　
「
Ａ
ス
ラ

且か
ツ

Ｂ
、
況い
は
ン
ヤ

Ｃ
ヲ

乎や

。」
の
形
。「
且か
ツ

」

の
代
わ
り
に
「
尚な
ホ

」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

死 

馬 

且 

買 

之
。
況 

生 

者 

乎
。（
十
八
史
略
）

庸 

人 

尚 

羞 

之
。
況 

於 

将 

相 

乎
。（
史
記
）

■
タ
イ
プ
２　

典
型
の
前
半
部
を
平
叙
文
に
置
き
換
え
た
形
。

古 

人 

秉 

燭 

夜 

遊
、良 

有 

以 

也
。
況 

陽 

春 

召 

我 

以 

煙 

景
、大 

塊 

仮 

我 

以 

文 

章
。（
李
白
・
春
夜
宴
二

桃
李
園
一

序
）

■
タ
イ
プ
３　

典
型
の
一
部
を
反
語
文
に
置
き
換
え
た
形
。

臣 

死 

且 

不 

避
。
卮 

酒 

安 

足 

辞
。（
史
記
）

王 

必 

欲 

致 

士
、
先 

従 

隗 

始
。
況 

賢 

於 

隗 

者
、
豈 

遠  

千 

里 

哉
。（
十
八
史
略
）

４　

抑
揚
の
形
の
指
導
上
の
留
意
点

高
校
生
の
多
く
は
、な
ぜ
か
「
Ａ
す
ら
且
つ
Ｂ
、況
ん
や
Ｃ
を
や
。」

と
い
う
口
調
に
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
示
し
ま
す
。「
い
わ
ん
や
」
が
、

よ
ほ
ど
古
め
か
し
い
言
い
方
に
聞
こ
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
使
役
の

形
の
習
熟
に
「
Ａ
を
し
て
Ｂ
（
せ
）
し
む
。」
と
い
う
基
本
パ
タ
ー

ン
の
体
得
が
不
可
欠
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
抑
揚
の
形
を
身
に
つ
け

る
た
め
に
は
、「
Ａ
す
ら
且
つ
Ｂ
、
況
ん
や
Ｃ
を
や
。」
が
口
か
ら
滑

ら
か
に
出
て
く
る
状
態
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

際
に
は
、
記
号
を
使
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
は
な
く
、
基
本
的
な
例
文
を

何
度
も
音
読
し
、
記
憶
に
残
す
方
法
が
有
効
で
す
。

最
後
に
、
句
法
指
導
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
考
え
方
を
整
理
し
て

お
き
ま
す
。「
句
法
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
漢
文
は
読
め
る
」
と
い
う

考
え
方
は
、
誤
り
で
す
。
漢
文
学
習
の
中
で
、
句
法
学
習
の
優
先
順

位
は
高
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
、
教
師
自
身
が
句
法
学
習
の

意
義
を
理
解
し
、
句
法
を
適
切
に
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
句

法
学
習
は
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
、
肝
に
銘
じ
た
い

も
の
で
す
。

次
回
は
、
漢
文
読
解
に
必
要
な
慣
用
表
現
を
扱
い
ま
す
。

こ
の
連
載
は
大
修
館
Ｈ
Ｐ
内
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
次
回
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
に
12
月
頃
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。
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◆
は
じ
め
に

　

古
典
の
教
科
書
に
は
多
く
の
作
品
が
収
録
さ
れ

て
い
る
が
、
当
然
な
が
ら
そ
の
全
て
を
授
業
で
扱

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
限
り
あ
る
時
間
の
中
で
ど

の
作
品
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
か
、
十

分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、

様
々
な
基
準
が
考
え
ら
れ
る
が
、
作
品
同
士
の
繫

が
り
を
重
視
す
る
視
点
も
有
効
で
あ
る
。
各
教
材

を
関
連
づ
け
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
、
学
習
内
容
の

体
系
化
や
文
学
史
の
把
握
に
繫
げ
て
い
く
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
古
典
文
学
へ
の
理
解
が
よ
り
深
ま

る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
有
馬
義
貴
氏
や

田
口
和
夫
氏
な
ど
先
学
諸
氏
が
、
教
材
同
士
の
関

連
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
特
に
有
馬
氏
は

定
番
教
材
同
士
の
繫
が
り
に
つ
い
て
具
体
的
に
論

（
１
）

（
２
）

じ
て
お
り
、
本
稿
で
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
だ

が
定
番
教
材
と
言
え
ど
も
、
教
科
書
ご
と
に
収
載

作
品
や
掲
載
部
分
は
異
な
る
し
、
未
収
録
の
作
品

を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布
す
る
と
い
う
の
も
一
手

間
か
か
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
冊
の
教
科
書
の
中
で
教

材
同
士
を
ど
こ
ま
で
関
連
づ
け
て
い
く
こ
と
が
可

能
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
考
察
対
象
と
す
る
教

科
書
は
、
大
修
館
書
店
『
古
典
Ｂ　

改
訂
版　

古

文
編
』（
古
Ｂ
339
）
で
あ
る
。
ま
た
教
材
の
繫
が
り

を
考
え
る
際
は
、
定
番
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
の
多
い
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
置
き
、

作
品
同
士
の
繫
が
り
や
関
連
性
を
考
察
し
て
い

く
。

（
３
）

投稿

小こ

林ば
や
し 

賢け
ん

太た

『
源
氏
物
語
』で
繫
ぐ
古
典
教
材

◆『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
連

　

ま
ず
は
『
伊
勢
物
語
』「
初
冠
」（
p.  

40
）
と
『
源

氏
物
語
』「
若
紫
」（
p.  

112
）
を
繫
げ
て
み
た
い
。

　

古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物

語
』
初
段
「
初
冠
」
は
、『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
と

の
共
通
点
が
多
い
。『
伊
勢
物
語
』の
男
が
詠
ん
だ

「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ

か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
」
と
い
う
歌
と
『
源
氏
物
語
』

の
「
若
紫
」
と
い
う
巻
名
、
ま
た
男
も
光
源
氏
も

垣
間
見
に
よ
っ
て
女
を
見
出
す
点
な
ど
が
類
似
し

て
お
り
、両
作
品
に
は
影
響
関
係
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
共
通
点
に
気
づ
き
、
作
品
の
前
後
関

係
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
文
学
史
の
学
習
に
応
用

し
て
い
け
る
し
、
古
典
文
学
が
先
行
作
品
を
受
容

し
な
が
ら
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
手

教材研究
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助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
伊
勢
物
語
』
と

『
源
氏
物
語
』
で
は
相
違
点
も
あ
る
。

　

三
田
村
雅
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物

語
』
の
男
が
狩
り
と
い
う
若
者
ら
し
い
ス
ポ
ー
ツ

を
契
機
に
、
旧
都
で
美
し
い
姉
妹
を
発
見
す
る
の

に
対
し
、
光
源
氏
は
病
気
平
癒
の
加
持
祈
禱
に
訪

れ
た
北
山
で
、
尼
君
と
そ
の
幼
い
孫
娘
を
垣
間
見

る
。『
源
氏
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
を
踏
ま
え
な

が
ら
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ず
れ
て
お
り
、
そ
の

「
ず
れ
」
に
『
源
氏
物
語
』
の
独
自
性
が
生
ま
れ
、

物
語
が
展
開
し
て
い
く
。有
馬
氏
も
こ
う
し
た「
重

な
り
と
ず
れ
」
に
着
目
す
る
有
用
性
を
述
べ
て
い

る
が
、
教
材
同
士
を
関
連
づ
け
る
際
は
、
作
品
同

士
の
共
通
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
影
響
関
係
や
話

型
を
理
解
し
て
い
く
と
同
時
に
、
相
違
点
を
意
識

す
る
こ
と
で
、
先
行
作
品
を
乗
り
越
え
な
が
ら
発

展
し
て
い
く
古
典
文
学
の
様
相
に
気
づ
く
こ
と
も

有
意
義
で
あ
ろ
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』「
初
冠
」
の
垣
間
見
す
る
男
は
、

『
源
氏
物
語
』
後
半
、宇
治
十
帖
の
薫
に
も
重
な
る

が
、両
者
の
姿
は
よ
り
近
似
す
る
。「
橋
姫
」（
p.  

220
）

で
は
、
薫
が
宇
治
の
八
の
宮
邸
で
大
君
と
中
の
君

と
い
う
姉
妹
を
垣
間
見
る
。
貴
公
子
が
都
か
ら
離

れ
た
地
で
「
女
は
ら
か
ら
」
を
垣
間
見
る
構
造
は
、

（
４
）

（
５
）

ま
さ
に
『
伊
勢
物
語
』
初
段
そ
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
垣
間
見
を
発
端
に
宇
治
十
帖
は
展
開
し
て
い

く
。
ま
た
宇
治
と
い
う
地
で
思
い
が
け
ず
優
美
な

姉
妹
を
見
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
薫
は
「
昔
物

語
な
ど
に
語
り
伝
へ
て
、
若
き
女
房
な
ど
の
読
む

を
も
聞
く
に
、必
ず
か
や
う
の
こ
と
を
言
ひ
た
る
、

さ
し
も
あ
ら
ざ
り
け
む
、
と
憎
く
推
し
は
か
ら
る

る
を
、
げ
に
、
あ
は
れ
な
る
物
の
隈
あ
り
ぬ
べ
き

世
な
り
け
り
と
、
心
移
り
ぬ
べ
し
」
と
思
う
が
、

こ
こ
で
言
う
「
昔
物
語
」
に
は
『
伊
勢
物
語
』
も

含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
垣
間
見
す
る
男
の
姿
は
、

『
源
氏
物
語
』に
お
い
て
は
若
紫
を
垣
間
見
る
光
源

氏
、
宇
治
の
姫
君
達
を
垣
間
見
る
薫
へ
と
重
な
り

な
が
ら
、
物
語
を
大
き
く
動
か
し
て
い
く
。

　

な
お
「
垣
間
見
」
と
い
う
行
為
に
注
目
す
れ
ば
、

『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
（
二
）」（
p.  

211
）
と
の
関

連
づ
け
も
可
能
で
あ
ろ
う
。「
若
菜
上
（
二
）」
で

は
、
女
三
宮
が
飼
っ
て
い
る
二
匹
の
猫
が
駆
け
回

っ
た
結
果
、
御
簾
が
捲
れ
あ
が
り
、
柏
木
が
女
三

宮
を
垣
間
見
て
し
ま
う
。「
垣
間
見
」と
い
う
語
は

用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の
出
来
事
を
契
機
に

柏
木
の
恋
心
は
ま
す
ま
す
増
幅
し
、
や
が
て
は
女

三
宮
と
の
密
通
に
至
る
。「
垣
間
見
」と
は
重
要
人

物
た
ち
の
出
会
い
を
演
出
す
る
一
方
で
、
危
機
を

も
た
ら
す
装
置
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
王
朝

物
語
に
お
け
る
「
垣
間
見
」
と
い
う
行
為
の
重
要

性
が
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。

◆『
大
鏡
』
と
の
関
連

　

次
に
『
大
鏡
』「
道
真
左
遷
」（
p.  

66
）
と
『
源

氏
物
語
』「
須
磨
」（
p.  

199
）
を
繫
げ
て
み
た
い
。

　
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」
で
は
、
自
身
に
厳
し
い

政
情
を
鑑
み
た
光
源
氏
が
、
自
ら
都
を
去
っ
て
須

磨
・
明
石
の
地
へ
と
退
く
が
、
才
覚
を
妬
ま
れ
都

を
追
わ
れ
る
姿
は
、
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
と
重

な
る
。
教
科
書
内
で
は
『
大
鏡
』
が
道
真
の
姿
を

描
く
が
、
大
宰
府
へ
赴
く
途
中
の
描
写
の
ひ
と
つ

に
、「
播
磨
の
国
に
お
は
し
ま
し
着
き
て
、
明
石
の

駅
と
い
ふ
所
に
御
宿
り
せ
し
め
た
ま
ひ
て
」
と
あ

る
。
両
者
と
も
明
石
を
訪
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

光
源
氏
と
道
真
は
重
な
っ
て
ゆ
く
。

　

さ
ら
に
美
文
の
誉
れ
高
い
須
磨
巻
に
は
引
用
が

多
い
が
、
道
真
の
詩
も
引
用
さ
れ
る
。
都
を
離
れ

た
光
源
氏
が
、
か
つ
て
宮
中
で
朱
雀
帝
か
ら
衣
を

拝
領
し
た
夜
の
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
は
、
道

真
が
詠
じ
た
詩
の
一
節
「
恩
賜
の
御
衣
は
今
こ
こ

に
あ
り
」
を
誦
し
て
お
り
、
読
者
は
ま
す
ま
す
光
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源
氏
と
道
真
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
都

を
去
り
鄙
に
追
わ
れ
る
と
い
う
構
図
だ
け
で
な

く
、本
文
レ
ベ
ル
で
も
両
者
は
通
ず
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
光
源
氏
と
道
真
で
は
相
違
点
も
あ
る
。
そ

の
一
つ
が
都
へ
の
帰
還
で
あ
る
。
道
真
は
昌
泰
四

年
（
九
〇
一
）
に
大
宰
権
帥
と
し
て
左
遷
さ
れ
、

都
へ
帰
る
こ
と
が
叶
わ
ぬ
ま
ま
延
喜
三
年
（
九
〇

三
）
に
大
宰
府
で
没
し
て
い
る
。
一
方
、
光
源
氏

は
須
磨
・
明
石
で
沈
淪
時
代
を
過
ご
す
も
の
の
、

や
が
て
は
宣
旨
に
よ
り
帰
京
が
許
さ
れ
る
。
し
か

も
明
石
の
地
で
は
明
石
の
御
方
と
の
間
に
娘
を
儲

け
、
そ
の
娘
は
や
が
て
中
宮
と
な
り
、
彼
の
権
力

を
支
え
る
存
在
と
な
る
。
ま
た
須
磨
の
地
で
光
源

氏
が
手
す
さ
び
で
描
い
た
絵
は
、
後
に
絵
合
巻
で

再
登
場
し
、
彼
の
非
凡
を
再
確
認
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
。
結
果
と
し
て
、
淪
落
の
時
で
す
ら
光
源
氏

に
と
っ
て
は
無
駄
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
再
起
へ

と
繫
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
、

光
源
氏
と
道
真
の
差
異
は
極
め
て
大
き
い
。
両
者

の
共
通
点
と
相
違
点
に
気
づ
く
こ
と
で
、
史
実
と

物
語
の
ず
れ
を
押
さ
え
、
光
源
氏
が
い
か
に
超
人

的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
繫
げ

て
い
け
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
光
源
氏
の
須
磨
退
去
は
、
い
わ
ゆ
る
「
貴

種
流
離
譚
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
が
、こ
れ
は
『
竹

取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
や
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人

公
の
男
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
話
型
へ
の
着

目
に
つ
い
て
も
既
に
有
馬
氏
が
述
べ
て
い
る
が
、

月
へ
行
っ
た
ま
ま
戻
ら
ぬ
か
ぐ
や
姫
や
、
権
力
か

ら
遠
い
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
に
対
し
、
光
源

氏
は
流
離
の
末
に
政
界
復
帰
を
果
た
し
、
以
後
は

順
調
に
栄
達
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
話
型
の
観
点

か
ら
共
通
点
、
相
違
点
を
見
つ
け
て
い
く
こ
と
も

効
果
的
だ
ろ
う
。

◆『
蜻
蛉
日
記
』
と
の
関
連

　

次
に
『
蜻
蛉
日
記
』「
町
の
小
路
の
女
」（
p.  

180
）

と
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
（
一
）」（
p.  

208
）
と
の

関
連
性
に
言
及
し
た
い
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』「
町
の
小
路
の
女
」
は
、
道
綱
を

出
産
し
た
直
後
の
作
者
が
、
夫
が
他
の
女
に
送
ろ

う
と
し
た
文
を
見
つ
け
る
こ
と
に
端
を
発
す
る
。

そ
の
後
、
夫
の
兼
家
に
つ
い
て
「
三
夜
し
き
り
て

見
え
ぬ
時
あ
り
」
と
書
か
れ
る
が
、こ
の
「
三
夜
」

が
他
の
女
と
の
結
婚
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
当
時
の
結
婚
の
習
慣
と
し
て
、
男

が
三
日
連
続
で
女
の
元
に
通
い
、
三
日
目
に
結
婚

を
披
露
す
る
露
顕
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
古
典
常
識

と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
が
、
こ
れ
が
『
源
氏

物
語
』「
若
菜
上
（
一
）」
と
繫
が
る
。

　
「
若
菜
上
（
一
）」
で
は
光
源
氏
の
元
に
、
朱
雀

院
の
愛
娘
で
あ
る
女
三
宮
が
降
嫁
し
て
く
る
。
そ

の
婚
儀
は
盛
大
な
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
の
正
妻

が
女
三
宮
と
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
正
妻
格
で
あ
っ
た
紫
の
上
は
、
そ

の
地
位
を
女
三
宮
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
紫
の

上
は
光
源
氏
と
暮
ら
し
て
い
た
六
条
院
・
春
の
町

の
寝
殿
を
女
三
宮
に
明
け
渡
し
、
光
源
氏
と
共
に

東
の
対
へ
移
り
住
む
。
光
源
氏
は
そ
こ
か
ら
寝
殿

の
女
三
宮
の
元
へ
通
う
の
だ
が
、
そ
の
折
の
記
述

に
「
三
日
が
ほ
ど
は
、夜
離
れ
な
く
渡
り
た
ま
ふ
」

と
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
三
日
」
も
ま
た
、
結

婚
の
成
立
を
示
し
て
い
る
。

　

生
徒
が
古
典
文
学
を
読
解
す
る
際
の
障
害
の
一

つ
に
、
当
時
の
習
俗
や
慣
例
へ
の
理
解
と
い
う
問

題
が
あ
る
が
、
右
の
二
場
面
は
婚
姻
に
関
す
る
習

慣
を
理
解
し
、
知
識
を
定
着
さ
せ
て
い
く
う
え
で

有
効
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
両
作
品
に
共
通
し
て
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
「
待
つ
女
」
の
姿
で
あ

る
。
夫
が
他
の
女
の
元
に
三
日
連
続
で
通
う
（
＝

婚
姻
関
係
を
結
ぶ
）
状
況
に
対
し
、
道
綱
母
は
門

を
閉
ざ
す
と
い
う
行
為
で
拒
否
を
示
す
も
の
の
、
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基
本
的
に
は
夫
の
訪
れ
を
待
つ
身
の
上
で
あ
る
。

紫
の
上
に
至
っ
て
は
「
御
衣
ど
も
な
ど
、
い
よ
い

よ
た
き
し
め
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
、
女
三
宮
の
元
へ

通
う
光
源
氏
の
装
束
を
整
え
る
だ
け
で
な
く
、「
と

み
に
も
え
渡
り
た
ま
は
ぬ
を
、『
い
と
か
た
は
ら
い

た
き
わ
ざ
か
な
。』
と
、そ
そ
の
か
し
き
こ
え
た
ま

へ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
女
三
宮
の
所

へ
行
か
な
い
夫
に
対
し
、
こ
れ
で
は
自
分
が
引
き

留
め
て
い
る
よ
う
で
外
聞
が
悪
い
か
ら
早
く
女
三

宮
の
も
と
へ
行
く
よ
う
に
と
勧
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
待
つ
女
」
の
苦
悩
を
理
解
す
る
に

は
、
通
い
婚
と
い
う
当
時
の
婚
姻
形
態
を
把
握
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
だ
が
、『
蜻
蛉
日
記
』

と
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
（
一
）」
を
あ
わ
せ
て

読
む
こ
と
で
、
こ
う
し
た
知
識
の
理
解
と
定
着
が

期
待
で
き
る
。

　

な
お
結
婚
に
関
し
て
言
え
ば
、
紫
の
上
自
身
は

幼
少
期
に
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
正
式
な
婚
儀
を
経
て
い
な
い
こ
と
は
押
さ
え

て
お
き
た
い
。
加
え
て
道
綱
母
の
よ
う
に
子
を
儲

け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
、
正
妻
と
し
て
の
地

位
は
脆
く
、
光
源
氏
の
愛
だ
け
が
そ
の
立
場
を
支

え
て
い
る
の
で
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』と
関
連
づ
け

な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
こ
う
し
た
紫
の
上
の
微
妙

な
立
場
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

◆
お
わ
り
に

　

以
上
、『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
置
き
、
一
冊
の

教
科
書
内
で
教
材
同
士
を
ど
う
繫
げ
て
い
け
る
か

検
討
し
て
み
た
。
こ
こ
で
述
べ
た
以
外
に
も
、『
更

級
日
記
』「
あ
こ
が
れ
」（
p.  

94
）、「
源
氏
の
五
十

余
巻
」（
p.  

96
）
に
は
共
に
『
源
氏
物
語
』
へ
の
言

及
が
あ
る
し
、『
無
名
草
子
』「
紫
式
部
の
こ
と
」

（
p.  

226
）
に
は
『
源
氏
物
語
』
誕
生
に
関
す
る
言
説

が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
『
源
氏
物
語
』
が
繫
ぐ

古
典
教
材
と
な
り
得
る
。

　

教
科
書
に
は
様
々
な
教
材
が
並
ぶ
が
、
個
々
の

作
品
を
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
の
意

義
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
作
品
同
士

の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
る
こ
と
で
、
成
立
の

前
後
関
係
や
構
想
・
本
文
の
影
響
関
係
、
さ
ら
に

は
作
品
の
独
自
性
に
気
づ
く
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
古
典
文
学
を
体
系
的
に
捉
え
る
こ
と
に
繫
が

っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
） 

有
馬
義
貴
「
定
番
教
材
（
学
習
材
）
を
繫
ぐ
古
典
教
育

（
学
習
）
│
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
例
と
し
て
│
」

（『
日
本
文
学
』
六
四-

一　

二
〇
一
五
年
一
月
）。

（
２
） 

田
口
和
夫
「『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
と
『
源
氏
物
語
』

│「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」│
」

（『
国
語
教
室
』
一
〇
六　

二
〇
一
七
年
十
一
月
）。

（
３
） 

引
用
す
る
本
文
や
頁
数
は
全
て
同
教
科
書
に
拠
る
。

（
４
） 

植
田
恭
代
「
北
山
で
の
垣
間
見
」（『〈
新
し
い
作
品
論
〉

へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
﹇
古
典
編
﹈
１　

文
学
研

究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
』　

右
文
書
院　

二
〇

〇
三
年
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
５
） 

三
田
村
雅
子
『
源
氏
物
語
│
物
語
空
間
を
読
む
』（
筑

摩
書
房　

一
九
九
七
年
）。
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森
鷗
外
の
ド
イ
ツ
体
験
と
い
え

ば
、
ま
ず
は
「
舞
姫
」
を
生
ん
だ
ベ

ル
リ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
著
者
は
前
書
『
鷗
外
の
ベ
ル
リ

ン
』
に
お
い
て
、
交
通
・
衛
生
・
メ

デ
ィ
ア
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
鷗
外
の
ベ

ル
リ
ン
体
験
の
意
味
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
、
本
書

で
は
従
来
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き

た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
体
験
を
、
鷗
外
の
文

献
資
料
と
当
時
の
文
化
的
背
景
を
丁

寧
に
照
合
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。

表
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
厳
め

し
く
「
軍
服
」
を
着
た
衛
生
学
を
学

ぶ
青
年
官
僚
で
は
な
く
、い
わ
ば「
遊

四
六
判
・
上
製
・
二
五
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
六
〇
〇
円
＋
税

び
人
」
と
し
て
過
ご
す
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

の
鷗
外
を
、
歴
史
ド
ラ
マ
を
観
る
よ

う
に
活
写
す
る
。
原
田
直
次
郎
ら
画

家
た
ち
と
の
自
由
か
つ
意
欲
的
な
交

流
、
居
酒
屋
で
ビ
ー
ル
の
大
杯
を
傾

け
る
戯
れ
の
時
間
な
ど
、
カ
ー
ニ
バ

ル
都
市
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
満
喫
し
つ

つ
、
若
き
文
学
者
と
し
て
魂
を
育
む

鷗
外
が
い
る
。

現
地
調
査
を
ふ
ま
え
た
第
一
次
資

料
の
解
読
に
よ
る
考
察
や
、
学
術
的

な
考
究
の
深
さ
を
維
持
し
つ
つ
、
読

み
や
す
い
語
り
の
文
体
を
実
現
し
て

い
る
こ
と
だ
け
で
も
特
筆
す
べ
き
一

書
で
あ
る
。 評

者
＝
中
村
邦
生

�

作
家

軍
服
を
脱
い
だ
鷗
外

│
│
青
年
森
林
太
郎
の
ミ
ュン
ヘン

美
留
町
義
雄 

著

国
語
辞
典
を
開
い
て
み
る
と
、
平

仮
名
、
片
仮
名
、
漢
字
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
言
葉
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の

中
で
も
半
数
に
及
ぶ
と
い
う
、
音
読

み
の
漢
字
の
言
葉
が
漢
語
だ
。

「
漢
語
」
と
い
う
と
、中
国
語
や
難

し
い
熟
語
が
ぱ
っ
と
頭
に
浮
か
び
、

身
構
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
国
語
辞
典
の
見
出
し
の
半

分
を
占
め
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
私
た
ち
は
日
常
的
に
、
何
気

な
く
漢
語
を
使
っ
て
い
る
。

本
書
で
は
、
こ
の
身
近
な
漢
語
に

焦
点
を
当
て
る
。た
と
え
ば
こ
の「
焦

点
」
と
い
う
漢
語
、
こ
れ
は
オ
ラ
ン

ダ
語
の
翻
訳
語
と
し
て
成
立
し
た
そ

う
だ
。
さ
ら
に
「
焦
点
」
か
「
焼
点
」

か
と
い
う
表
記
の
問
題
、
物
理
用
語

か
ら
比
喩
的
な
意
味
が
発
生
し
た
過

程
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
観
点
か
ら

考
察
を
試
み
て
い
る
。
中
国
の
詩
文

だ
け
で
な
く
、
夏
目
漱
石
や
徳
冨
蘆

花
な
ど
、
日
本
の
文
学
者
の
用
例
を

あ
げ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

柔
ら
か
な
文
体
で
綴
ら
れ
た
著
者

の
思
索
に
誘
わ
れ
て
、
い
つ
の
間
に

か
自
ら
も
言
葉
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ

思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
言
葉
の

お
も
し
ろ
さ
、
奥
深
さ
を
教
え
て
く

れ
る
一
冊
だ
。

四
六
判
・
並
製
・
二
四
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
臼
井
円
花

身
近
な
漢
語
を
め
ぐ
る

木
村
秀
次 

著
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最
近
何
か
と
人
間
と
Ａ
Ｉ
を
比
較

す
る
よ
う
な
風
潮
に
あ
る
。
確
か
に

近
年
の
Ａ
Ｉ
研
究
の
発
展
は
著
し
い
。

本
書
で
は
Ａ
Ｉ
研
究
が
た
ど
っ
て

き
た
開
発
の
変
遷
を
説
明
し
つ
つ
、

現
代
の
教
育
方
法
を
検
討
し
て
い
く
。

例
え
ば
、
か
つ
て
の
人
工
知
能
研

究
は
フ
レ
ー
ム
問
題
に
直
面
し
頓
挫

し
て
し
ま
っ
た
。
同
様
に
知
識
偏
重

の
教
育
現
場
で
も
、
学
力
と
い
う
枠

に
収
ま
ら
な
い
能
力
の
必
要
性
を
感

じ
試
行
錯
誤
し
て
い
た
。

Ａ
Ｉ
研
究
が
編
み
出
し
た
フ
レ
ー

ム
問
題
解
決
へ
の
手
法
と
近
年
教
育

で
提
唱
さ
れ
て
い
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ

四
六
判
・
並
製
・
二
一
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税

ー
ニ
ン
グ
両
者
に
共
通
す
る
コ
ン
セ

プ
ト
は
、
学
習
者
に
よ
る
自
律
的
な

学
習
で
あ
る
と
本
書
は
説
く
。

問
い
と
答
え
の
セ
ッ
ト
を
与
え
て

問
題
の
解
き
方
を
発
見
す
る
の
を
待

ち
、
そ
の
後
共
同
で
学
習
さ
せ
る
と

い
う
発
想
は
、
両
者
に
共
通
す
る
顕

著
な
例
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
Ａ
Ｉ
に
負
け
な
い
能
力
と

は
何
か
。
著
者
は
学
習
者
自
身
が
持

つ
フ
レ
ー
ム
に
注
目
す
る
。
こ
の
フ

レ
ー
ム
と
は
学
習
者
自
身
の
経
験
か

ら
形
成
さ
れ
、
学
習
へ
の
能
動
性
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
情
報
社
会

を
生
き
抜
く
必
須
の
能
力
で
あ
る
。

評
者
＝
木
村　

信

Ａ
Ｉ
に
負
け
な
い｢

教
育｣

渡
部
信
一 

著

本
書
は
、
議
論
を
体
系
的
に
論
じ

る
「
議
論
学
」
と
い
う
研
究
分
野
の

入
門
書
の
翻
訳
で
あ
る
。
議
論
と
聞

く
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
試
合
な
ど
が
思

い
浮
か
ぶ
が
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
議

論
は
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
共

同
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
冒
頭
で
宣
言
さ
れ
る
。

「
議
論
学
」の
理
論
体
系
は
非
常
に

緻
密
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

正
し
い
答
え
が
機
械
的
に
導
か
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
は
議
論
を
行

う
当
事
者
の
、
と
も
に
異
論
に
向
き

合
い
、
最
適
解
を
選
び
取
ろ
う
と
す

る
姿
勢
が
前
提
と
な
り
、そ
の
上
に
、

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
五
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
七
〇
〇
円
＋
税

陥
り
が
ち
な
誤
謬
を
排
し
、
事
実
に

基
づ
い
て
解
を
追
求
す
る
精
巧
な
プ

ロ
セ
ス
が
成
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
本
書
に
お
い
て
、
こ
の
き

め
細
か
な
理
論
の
理
解
を
助
け
て
く

れ
る
の
が
、豊
富
な
具
体
例
で
あ
る
。

例
示
さ
れ
る
議
論
と
そ
の
分
析
に
は
、

な
る
ほ
ど
と
膝
を
打
つ
も
の
が
多
く
、

実
際
に
見
聞
き
し
た
や
り
取
り
が
思

い
起
こ
さ
れ
も
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

意
見
が
す
れ
違
い
や
「
炎
上
」
に
終

わ
る
事
例
も
多
い
昨
今
、
そ
れ
で
も

異
文
化
と
の
共
生
を
誠
実
に
模
索
し

よ
う
と
す
る
読
者
に
と
っ
て
、
本
書

は
頼
も
し
い
道
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

評
者
＝
新
川　

晶

議
論
学
へ
の
招
待

│
│
建
設
的
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に

Ｆ
・
Ｈ
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ム
レ
ン
／
Ａ
・
Ｆ
・
ス
ヌ
ッ
ク
・
ヘ
ン
ケ
マ
ン
ス 

著

松
坂
ヒ
ロ
シ
／
鈴
木
健 

訳
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全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

　

４
月
17
日
に
実
施
さ
れ
た
「
平
成
30
年
度
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
結
果
が
７
月
31
日
に

公
表
さ
れ
た
。
調
査
は
国
語
、
算
数
・
数
学
、
理

科
の
三
教
科
、
小
学
六
年
、
中
学
三
年
の
全
児
童
・

生
徒
を
対
象
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

詳
細
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
の
サ
イ
ト
で

入
手
可
能
で
あ
る
。（http://w

w
w
.nier.go.jp/ 

18chousakekkahoukoku/index.htm
l

）

高
校
生
の
た
め
の
学
び
の
基
礎
診
断

　

７
月
13
日
、「
高
校
生
の
た
め
の
学
び
の
基
礎
診

断
」
の
試
験
認
定
の
申
請
状
況
が
公
表
さ
れ
た
。

９
事
業
者
か
ら
27
種
類
の
試
験
の
申
請
が
あ
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
は
基
礎
学
力
の
定
着
度
合
い
を
は

か
る
民
間
の
試
験
等
を
認
定
し
て
実
施
す
る
制
度

で
、
２
０
１
８
年
度
か
ら
認
定
開
始
、
２
０
１
９

年
度
よ
り
本
格
的
に
高
校
で
活
用
さ
れ
る
（
利
用

は
任
意
）。
対
象
教
科
は
国
・
英
・
数
。

（http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/
shotou/kaikaku/1393878.htm

）

学
習
指
導
要
領
解
説
の
公
表

　

７
月
17
日
、
文
部
科
学
省
は
３
月
に
公
表
さ
れ

国語・教育に関わる情報と
授業に役立つ話題を集めました。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　教育行政関係
学習指導要領公表（3/30）
平成 30 年度全国学力・学習状況調査
（4/17 実施、７/31公表）
「高校生のための学びの基礎診断」認定
の申請状況公表（7/13）
学習指導要領解説公表（7/17）
高校教科書検定基準一部改正案公表 
（7/27）
青少年ネット環境基本計画改定
（7/27）

　時事
本屋大賞は辻村深月『かがみの孤城』
（4/10）
2018 年ノーベル文学賞発表見送り。
次年度併せて発表予定（5/4）
改正著作権法成立。教材のネット送信
も許諾不要に（5/18）
改正民法成立。18 歳で成人に（6/13）

「潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産
登録決定（6/30）
東京五輪競技スケジュールの大枠決
定。33 競技 339 種目（7/18）
芥川賞は高橋弘希「送り火」、直木賞は
島本理生「ファーストラヴ」（7/18）
埼玉県熊谷で最高気温 41.1℃を記録
（7/23）
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た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
解
説
を
公
表
し

た
。
文
科
省
サ
イ
ト
で
入
手
が
可
能
で
あ
る
。

（http://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/
shotou/new

-cs/1407074.htm

）

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
発
表
見
送
り

　

５
月
４
日
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
選
考
す
る
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
２
０
１
８
年
の

文
学
賞
受
賞
者
発
表
を
見
送
る
方
針
を
明
ら
か
に

し
た
。
選
考
委
員
の
夫
に
よ
る
性
的
暴
行
疑
惑
が

浮
上
、
ま
た
選
考
情
報
が
外
部
に
流
出
し
た
恐
れ

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
長
及
び
委
員
５
名
が
辞
任

し
た
。
今
年
の
文
学
賞
受
賞
者
に
つ
い
て
は
、
来

年
２
０
１
９
年
に
併
せ
て
発
表
さ
れ
る
予
定
。

改
正
民
法
成
立

　

６
月
13
日
、
改
正
民
法
が
成
立
し
、
２
０
２
２

年
か
ら
成
人
年
齢
が
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
女
性
の
婚
姻
可
能
年
齢
も
18
歳
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
が
、
飲
酒
、
喫
煙
な
ど
が
可
能

に
な
る
年
齢
は
従
来
通
り
20
歳
で
あ
る
。

世
界
遺
産
に「
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」

　

６
月
30
日
、ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
は
、

「
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺

産
」（
長
崎
、熊
本
県
）
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
を

決
定
し
た
。「
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
は
、江
戸
時

代
の
禁
教
期
に
仏
教
に
改
宗
し
た
と
見
せ
か
け
つ

つ
密
か
に
信
仰
を
続
け
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
こ
と
。

現
在
日
本
は
自
然
遺
産
４
件
、
文
化
遺
産
18
件
が

登
録
さ
れ
て
い
る
。

東
京
五
輪
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
大
枠
決
定

　

２
０
２
０
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
競
技
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
大
枠
が
７
月
18
日
に

決
定
さ
れ
た
。
開
会
式
が
７
月
24
日
、
閉
幕
が
８

月
９
日
の
17
日
間
、
33
競
技
339
種
目
が
42
の
競
技

会
場
で
行
わ
れ
る
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
情
報
や
取
り
組
み
は
、
以

下
の
公
式
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。（https: 

//tokyo2020.org/jp/

）

熊
谷
で
国
内
最
高
気
温
41
・１
℃
を
記
録

　

７
月
23
日
、
国
内
観
測
史
上
最
高
気
温
41
・
１

℃
を
熊
谷
で
記
録
し
た
。
総
務
省
消
防
庁
に
よ
る

と
熱
中
症
に
よ
る
救
急
搬
送
も
昨
年
同
時
期
の
倍

（
２
０
１
７
年
７
月26,702

人
↓
２
０
１
８
年
７

月54,220

人
）
と
な
る
な
ど
、２
０
１
８
年
は
記

録
的
な
猛
暑
と
な
っ
た
。
熱
中
症
の
発
生
状
況
や

熱
中
症
予
防
に
関
す
る
情
報
は
、
総
務
省
消
防
庁

サ
イ
ト
に
詳
し
い
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（http://w
w
w
.fdm
a.go.jp/neuter/topics/

fieldList9_2.htm
l

）

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
会

第
51
回　

研
究
大
会　

秋
田
大
会

［
日
時
］
11
月
16
日
（
金
）・
17
日
（
土
）

［
場
所
］秋
田
市
内
６
高
校
及
び
秋
田
市
文
化
会
館

大
ホ
ー
ル

［
参
加
費
］
７
０
０
０
円

［
問
合
せ
］
秋
田
大
会
事
務
局
（
秋
田
県
立
秋
田
中

央
高
等
学
校
内
）TEL 018

-8
45-0921　

担
当 

牛
丸
僚
子　

Em
ail

：ushim
aru-ryoko@

akita 
-pref.ed.jp

日
本
漢
字
学
会
第
１
回
研
究
大
会

［
日
時
］
12
月
１
日
（
土
）・
２
日
（
日
）

［
場
所
］京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
棟
及
び
国
際
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
棟

［
問
合
せ
］（
公
財
）
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会

漢
字
文
化
研
究
所
内　

TEL 0
7

5
-7

5
7

-8
6

8
6

 
Em

ail

：jsccc@
kanken.or.jp

H
P

：https://jsccc.org/

研
究
会
だ
よ
り
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新学習指導要領も、
新テストも、
（大学入学共通テスト）　　　　　　

これで万全！

大修館書店の国語便覧・学習辞典のご案内

学びを深める動画リンク

まなび動画Navi
はじまります！

⃝ビ
ジュ
アル
カラ
ー

　国
語便
覧

⃝ト
ータ
ルサ
ポー
ト

　新
国語
便覧

⃝明
鏡国
語辞
典

　第
二版⃝新

全訳
古語
辞典

⃝新
漢語
林

　第
二版

＊来春よりサービス開始



大きく見やすいサイズで国語の世界に親しむ

ビジュアルカラー

国語便覧
大修館書店編集部［編］

B5判・496 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・
探究学習

書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が重視
される新テスト。
『ビジュアルカラー国語便覧』は、語彙力と表現
力の基礎から応用まで無理なく身につく「言葉と
表現編」が充実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふま
えてレポート・小論文を書くためのページが充
実しています。

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化したページを豊富に掲載しました。
アクティブ・ラーニング、探究学習に活用するこ
とができます。

まなび動画Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や
音声を紹介。

⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新テスト＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM生徒用 指導用New!

New!
New!



「もっと知りたい！」を支える新しい時代の国語百科

トータルサポート

新国語便覧
大修館書店編集部［編］

A5判・608 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・
探究学習

書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が
重視される新テスト。
『トータルサポート新国語便覧』は、語彙力
と表現力を養う「言葉の知識編」「表現編」
が充実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふま
えてレポート・小論文を書くためのページが充
実しています。

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化。
巻頭・巻末、各編の冒頭に、探究学習につなげら
れる特集ページを豊富に掲載しました。

まなび動画Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や
音声を紹介。

⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新テスト＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM生徒用 指導用New!

New!
New!



間違いがわかる別冊索引付き

明鏡国語辞典
第二版

言語文化
新テストに向けたモデル問題
例では、「日本の言語文化に
特徴的な語句」の知識をふま
えた出題も見られました。
『明鏡国語辞典』は、さまざ
まな観点で言語文化にふれら
れるコラムが充実しています。

画期的！「見てわかる」古語辞典

新全訳古語辞典

語彙・文法
新テストでも、重要古語や
古典文法の正確な理解力は
引き続き求められます。
『新全訳古語辞典』なら、
ビジュアルな工夫や丁寧な
解説で、語彙・文法の力を
確実に身につけられます。

北原保雄［編］
B6 変型判・1,954 ページ＋別冊 96 ページ

本体 2,900 円＋税

林巨樹・安藤千鶴子［編］
B6 判・1,232 ページ・2色刷

本体 1,800 円＋税

ベリタス・アカデミー阪田先生の
「古文文法・重要語活用講義」
最重要語を覚えるための
古文ドリル

動
画

ドリル＊来春よりサービス開始

サンキュータツオ校閲室長の
「明鏡校閲式へようこそ！」

敬語とことばの使い方問題集

動
画

ドリル＊来春よりサービス開始

語彙力
確かなことばの力は、テストが
変わっても引き続き求められる、
大切な基礎力です。
画期的な別冊索引や、定評のあ
る丁寧な解説で、確実に語彙力
を身につけることができます。

和歌・古典常識
「言語文化」がいっそう重視される新学習指
導要領下では、和歌や古典常識への理解力も
試されることになります。
『新全訳古語辞典』は、和歌・古典常識・文
学史に関わる３つのミニ事典を収録。楽しく
学べます。

別冊「明鏡　問題なことば索引」から、
間違えやすい用法、敬語などを引ける！



豊富な用例すべてに現代語訳付き

新漢語林
第二版

鎌田正・米山寅太郎［著］
B6 判・1,952 ページ・2色刷

本体 2,900 円＋税

新テストに向けた試行調査では、日本における中
国文化の影響や受容について問われました。
『新漢語林』は、漢詩・漢文の理解を助けるコラ
ムが充実。言語文化についての幅広い知識を押さ
えることができます。

見ればキミも漢文がわかる！
塚田勝郎先生の辞典活用講座
助字や句法を覚えるための
漢文ドリル

動
画

ドリル＊来春よりサービス開始

言語文化

語彙・句法
新テスト対策でも、従来の入試と同様に出題さ
れる語彙・句法などの理解には、用例を用いて
わかりやすく解説している「助字・句法解説」
が役立ちます。


