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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
重
視
さ
れ
る
今
日
。
高
校

国
語
で
も
「
話
す
・
聞
く
」
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
対
話
、「
聞
く
」
力
に
つ
い

て
、
阿
川
佐
和
子
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
聞
き
書
き
甲
子
園
」と
高
校
生
た
ち

─
─
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
つ
い
て
、
高
校
生
に
お

話
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

　

も
う
一
五
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
林
野
庁
な
ど
が

主
催
し
て
い
る
「
聞
き
書
き
甲
子
園
」
に
、
聞
き

書
き
の
プ
ロ
、
塩
野
米
松
さ
ん
と
私
が
講
師
と
し

て
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

山
や
海
で
働
い
て
い
る
人
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

す
る
高
校
生
に
向
け
て
、「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」

と
送
り
出
す
と
き
と
、「
お
帰
り
な
さ
い
」
と
迎
え

る
と
き
と
、
年
に
二
回
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
。
八
月

に
送
り
出
す
と
き
に
は
塩
野
さ
ん
と
二
人
で
、
子

ど
も
た
ち
に
エ
ー
ル
を
送
る
よ
う
な
講
演
を
し
て

い
ま
す
。
高
校
生
は
夏
休
み
を
使
っ
て
山
や
海
に

行
き
、
帰
っ
て
き
て
、
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
。
三
月

に
は
成
果
発
表
会
が
あ
っ
て
、
五
人
ぐ
ら
い
の
レ

ポ
ー
ト
が
優
秀
作
品
と
し
て
選
ば
れ
る
。
名
人
と

そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
高
校
生
を
舞
台
に
上
げ

て
、
私
と
塩
野
さ
ん
が
感
想
を
聞
く
ん
で
す
。

　
「
聞
き
書
き
甲
子
園
」
は
、高
校
生
百
人
を
全
国

か
ら
募
っ
て
、
そ
の
地
域
の
名
人
と
い
わ
れ
る
人

た
ち
と
タ
イ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
。
こ
の
子
は
宮
崎
だ

か
ら
、
こ
の
辺
り
の
焼
畑
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
訪

ね
た
ら
ど
う
か
と
か
、
仙
台
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
に

い
る
椎
茸
作
り
の
人
と
会
わ
せ
よ
う
だ
と
か
。

　

後
継
者
な
ん
て
も
う
諦
め
て
い
る
よ
う
な
人
た

ち
の
と
こ
ろ
に
、
突
然
、「
す
べ
て
を
語
っ
て
く
だ

さ
い
」
と
高
校
生
が
訪
ね
て
く
る
。
最
初
は
、
高

校
生
も
ど
こ
か
ら
ど
う
質
問
し
て
い
い
か
わ
か
ら

な
い
。
だ
か
ら
、
ず
っ
と
黙
っ
て
い
る
と
、
名
人

の
ほ
う
が
心
配
に
な
っ
て
、
一
人
で
し
ゃ
べ
り
は

じ
め
る
。
頼
り
な
い
と
思
う
と
、
質
問
さ
れ
る
側

も
な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
訥
々
と
高
校
生
相
手

に
話
し
た
結
果
、
発
表
会
で
「
今
ま
で
家
族
に
も

自
分
の
仕
事
な
ん
て
語
る
こ
と
な
ん
て
な
か
っ
た

け
ど
も
、
こ
う
や
っ
て
語
る
こ
と
が
う
れ
し
か
っ

た
」
と
振
り
返
る
名
人
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
や
り
が
い
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
や
っ
て
書
き
上
げ
た
作
文
な
ん
だ
け
ど
、

優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
子
に
「
将
来
は
？
」
な
ん

て
聞
く
と
、「
い
や
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
な
り
た
い

で
す
」と
。「
だ
か
ら
っ
て
人
生
変
わ
っ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
み
た
い
な
感
じ
が
、
素
直
で
い

い
ん
で
す
け
ど
ね
。

　

ほ
か
に
も
、「
通
う
の
が
つ
ら
か
っ
た
で
す
」
と

か
、「
帰
ろ
う
と
思
っ
た
ら
嵐
に
あ
っ
て
泊
め
て
も

ら
い
ま
し
た
」
と
か
、い
ろ
ん
な
出
会
い
が
あ
る
。

志
の
高
い
子
ば
か
り
が
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
で
も
中
に
は
、
受
験
が
あ
る
か
ら
そ
ん
な

こ
と
に
か
ま
け
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
っ

て
親
に
反
対
さ
れ
て
も
、
ど
う
し
て
も
や
っ
て
み

た
か
っ
た
と
い
う
女
の
子
も
い
ま
し
た
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は�

�

本
当
に
必
要
か
？

─
─
高
校
生
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い

て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
？

　

近
年
、
社
会
に
出
る
に
あ
た
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
必
要
だ
と
か
、
就
職
の
場
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
も
の
す
ご
く
求
め

ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
み

た
い
で
す
ね
。
私
が
続
け
て
き
た
仕
事
の
中
に
い

く
つ
か
、
小
さ
な
コ
ツ
や
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
う
も
の

は
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
、『
聞
く
力
』
な

ん
て
本
を
出
し
て
お
い
て
言
う
の
も
な
ん
で
す

け
ど
│
│
こ
れ
だ
け
や
れ
ば
大
丈
夫
、
す
べ
て
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
で
き
る
と
い
う
も
の
は
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
最
近
思
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
っ
て
そ
ん
な
に
必
要
か
？　

と
い
う
こ
と

で
す
。
今
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
な

い
と
優
秀
じ
ゃ
な
い
と
か
、
社
会
で
活
躍
で
き
な

い
と
か
、
人
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
強
迫
観
念

に
か
ら
れ
て
い
る
時
代
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
私

は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち

に
話
を
聞
く
け
れ
ど
、
世
の
中
で
い
ろ
ん
な
か
た

ち
で
大
成
し
て
い
る
人
で
も
、
子
ど
も
時
代
に
必

ず
し
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
優
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
真
逆
だ
っ
た
と
い

う
人
の
ほ
う
が
多
い
気
が
す
る
。
人
と
ど
う
接
す

れ
ば
い
い
か
、
自
分
の
好
き
な
も
の
を
ど
う
表
現

し
て
い
い
か
、
人
に
ど
う
伝
え
れ
ば
い
い
か
と
い

う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
も
う
悶
々
と
、
悶
々
と

し
て
、
大
き
く
な
っ
た
ら
小
説
家
で
、
歌
手
で
、

役
者
で
ボ
カ
ー
ン
と
爆
発
す
る
と
い
う
人
は
、
案

外
多
い
ん
で
す
よ
。

　

若
い
こ
ろ
か
ら
周
り
と
の
関
係
を
作
る
の
に
長

け
て
い
る
人
だ
け
が
、自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
、

●あがわ　さわこ
エッセイスト、小説家。
2012年『聞く力』が年間
ベストセラーとなる。『週刊
文春』の対談記事「阿川佐
和子のこの人に会いたい」
は連載1000回を超える。
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い
た
い
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
。
た
だ
、
教
育
と
い
う
の
は
、
網
羅
的
に
あ
る

程
度
の
水
準
に
持
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
か

ら
、
あ
る
程
度
は
教
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
、
水
準
に
達
し
な
い
子
ど
も
が
い
た

と
し
て
も
、
だ
め
だ
と
決
め
つ
け
た
り
、
子
ど
も

自
身
が
自
分
は
だ
め
な
ん
だ
と
思
い
込
ん
だ
り
す

る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ゃ

ん
と
言
っ
て
お
か
な
い
と
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ほ
か

に
何
か
能
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
。

　

た
と
え
ば
、
小
説
家
の
角
田
光
代
さ
ん
に
初
め

て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
き
、「
九
九
は
苦
手
な
ん

で
す
」
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
の
ね
。「
じ
ゃ
あ
、８
×

９
は
？
」
と
た
ず
ね
た
ら
、「
そ
う
い
う
大
き
い
数

字
は
だ
め
な
ん
で
す
」
と
。「
じ
ゃ
あ
、
ど
こ
ま

で
？
」
と
聞
く
と
、「
５
×
５
ま
で
は
で
き
ま
す
」。

あ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
い
日
本
語
を
書
く
人
が
、「
８

×
９
」
が
で
き
な
い
と
い
う
落
差
に
驚
い
て
、
笑

っ
ち
ゃ
っ
て
、
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
終
わ
っ
た

ん
で
す
。

　

こ
の
間
、も
う
一
度
角
田
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

す
る
機
会
が
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
伺
っ
た
ら
、

幼
稚
園
の
と
き
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
が
な
か
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
友
だ
ち
に
自
分
の

気
持
ち
を
ど
う
表
し
て
い
い
か
、
先
生
に
ど
う
言

っ
て
い
い
か
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ケ
ガ
を
し
て

も
「
ケ
ガ
を
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
先
生
に
伝
え

ら
れ
な
く
て
、
う
ち
へ
帰
っ
て
、「
な
ぜ
先
生
に
言

わ
な
か
っ
た
の
か
」
と
聞
か
れ
て
も
、
そ
れ
に
も

答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
自
分
で
も
ど
う
し
よ
う

も
な
い
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
苦
し
ん
で
い
た
。

　

そ
し
た
ら
、
小
学
校
に
入
っ
た
と
き
物
語
に
出

会
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
物
語
の
世
界
に
魅
了
さ

れ
て
、
ワ
ク
ワ
ク
し
ち
ゃ
っ
た
。
言
葉
と
言
葉
を

つ
な
げ
る
と
、
物
語
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
、
小
学
校
低
学
年
で
「
私
は
小
説
家
に
な
る
」

と
決
め
る
。
そ
ん
な
職
業
が
あ
る
と
気
づ
く
こ
と

自
体
が
す
ご
い
け
ど
、
物
語
を
作
る
人
間
に
な
る

と
決
め
る
ん
で
す
よ
。
果
敢
な
少
女
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
そ
の
と
き
、
小
説
を
書
く
た
め
に
必
要
な

学
問
以
外
は
い
ら
な
い
と
思
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。

算
数
の
授
業
も
理
科
の
授
業
も
出
な
く
て
い
い
と

思
っ
て
、
だ
か
ら
九
九
が
で
き
な
い
ん
だ
っ
て
。

　

そ
う
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
背
負
い
な
が
ら
、

物
語
に
出
会
っ
た
と
き
に
角
田
さ
ん
は
解
放
さ
れ

た
ん
で
す
よ
ね
。
今
は
楽
し
い
方
だ
し
、
お
し
ゃ

べ
り
も
で
き
る
し
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
と
接
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
何
を
し

た
い
か
わ
か
る
ま
で
に
、
時
間
の
か
か
ら
な
い
子

も
い
れ
ば
、
時
間
の
か
か
る
子
も
い
る
。
何
に
ワ

ク
ワ
ク
す
る
か
も
人
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
を
知
っ

て
、
衝
撃
を
受
け
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。

「
待
つ
」
こ
と
が
で
き
な
い
現
代

　

少
し
前
ま
で
は
、
会
社
に
入
っ
て
も
、
学
校
に

入
っ
て
も
、
し
ば
ら
く
様
子
を
見
て
も
ら
え
る
時

間
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
今
、

社
会
が
も
の
す
ご
く
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
い
る

か
ら
置
い
て
い
か
れ
る
不
安
が
あ
っ
て
、
遅
れ
る

と
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
精
神
状
態
に
な

る
。
昔
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
か
、
楽
だ
っ
た
と

は
い
わ
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
違
う
の
は
、

ス
ピ
ー
ド
の
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

新
幹
線
も
そ
う
だ
し
、
電
話
も
そ
う
だ
け
ど
、

日
本
の
文
明
の
進
歩
と
い
う
も
の
は
、
速
く
行
け

て
便
利
、
速
く
で
き
て
便
利
と
い
う
こ
と
を
追
い

求
め
て
き
た
。
だ
け
ど
、
人
間
の
脳
み
そ
は
科
学

ほ
ど
順
応
性
が
な
い
。
人
に
よ
っ
て
も
ス
ピ
ー
ド

が
異
な
る
の
に
、「
み
ん
な
と
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
走

り
な
さ
い
」
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
つ
い
て
い

け
な
い
人
間
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
「
し
ば
ら
く

待
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
場
所
も
時
間
も
な
く
な

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

昔
は
、
家
族
が
も
っ
と
大
勢
い
ま
し
た
か
ら
。

家
の
中
で
、
お
母
さ
ん
と
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
と
か
、
お
じ
い
ち
ゃ

ん
が
い
る
と
か
、
近
所
の
人
が
い
る
と
か
、
逃
げ

道
が
あ
っ
た
。
今
は
そ
う
い
う
逃
げ
道
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
し
、
先
生
も
先
生
で
、
子
ど
も
だ
け

を
見
つ
め
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
時
代
じ
ゃ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
も
の
ね
。

　

今
は
理
想
の
子
ど
も
に
育
て
る
ん
だ
っ
て
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
中
し
て
い
る
か
ら
、
親
御
さ
ん

も
子
ど
も
か
ら
目
が
離
せ
な
い
よ
う
で
す
ね
。
小

児
科
の
お
医
者
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。

お
母
さ
ん
と
一
緒
に
来
た
子
ど
も
に
「
今
日
は
ど

う
し
た
の
？
」
と
聞
く
と
、「
お
な
か
が
痛
い
っ

て
い
う
ん
で
す
」
と
お
母
さ
ん
が
答
え
る
。「
い

つ
痛
く
な
っ
た
の
？
」
と
い
う
と
、「
き
の
う
の
夜

か
ら
な
ん
で
す
」。「
ど
う
い
う
ふ
う
に
痛
い
？
」

「
ず
っ
と
シ
ク
シ
ク
す
る
っ
て
い
っ
て
る
ん
で
す
」

と
。「
い
や
、
こ
の
子
に
聞
い
て
る
ん
で
、
お
母
さ

ん
、
黙
っ
て
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
現
象
が
起
こ

る
。
お
母
さ
ん
は
心
配
で
な
ら
な
い
し
、
正
し
い

方
向
に
導
く
の
は
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ

も
大
事
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
放
置
し

て
み
る
こ
と
が
誰
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
な
と

思
っ
て
。

　

自
分
独
自
の
世
界
で
ど
う
判
断
す
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
何
回
も
経
験
し
て
い
る
う
ち
に
学
ん
で

い
く
ん
だ
と
思
う
け
ど
、
ど
う
も
今
、
大
学
を
卒

業
す
る
ま
で
常
に
助
け
舟
が
い
る
ら
し
い
。
だ
か

ら
会
社
に
入
る
と
、
上
司
に
ち
ょ
っ
と
怒
ら
れ
た

だ
け
で
泣
い
ち
ゃ
っ
た
り
、
辞
め
ち
ゃ
っ
た
り
す

る
社
員
が
多
い
。
社
会
環
境
も
あ
る
と
思
う
け

ど
、
や
っ
ぱ
り
や
わ
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す

よ
ね
。
自
分
が
だ
め
で
も
と
も
と
、
失
敗
し
て
当

然
、
み
ん
な
に
笑
わ
れ
て
オ
ッ
ケ
ー
と
気
楽
に
考

え
れ
ば
い
い
の
に
、用
心
深
す
ぎ
る
気
が
し
ま
す
。

先
生
の
役
割
と
は

　

私
は
ア
メ
リ
カ
に
い
た
と
き
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
の
中
の
保
育
所
で
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
幼
児
部
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し

て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
進
ん
で
い
る
か
ら
な

の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
に

し
っ
か
り
し
た
メ
ソ
ッ
ド
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

た
と
え
ば
、
四
〜
五
歳
の
子
に
、
日
直
み
た
い

な
も
の
を
任
せ
る
ん
で
す
。
一
日
に
二
人
、
君
た

ち
が
リ
ー
ダ
ー
だ
よ
っ
て
。
子
ど
も
た
ち
は
リ
ー

ダ
ー
に
な
る
日
、
自
分
の
宝
物
を
持
っ
て
き
て
、

み
ん
な
に
披
露
す
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
自
分
に

と
っ
て
宝
物
な
の
か
を
ス
ピ
ー
チ
す
る
の
。「
こ
れ

は
去
年
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ

ン
ト
に
買
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
れ
は
機
能
的
に
こ

う
い
う
と
こ
ろ
が
、
ぼ
く
は
気
に
入
っ
て
い
る
。

こ
こ
を
押
す
と
こ
う
や
っ
て
動
く
ん
だ
」
と
。
機

関
車
で
も
な
ん
で
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
と
に
か
く

宝
物
に
関
す
る
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
。

　

そ
れ
で
、「
こ
れ
を
一
日
ど
う
す
る
？
」
っ
て
先

生
が
聞
く
の
ね
。
そ
う
す
る
と
、「
ぼ
く
が
見
て
い

る
と
こ
ろ
な
ら
ば
、
触
っ
て
よ
ろ
し
い
」
と
か
、

「
絶
対
触
っ
ち
ゃ
だ
め
」
と
か
、「
好
き
に
触
っ
て

特集：対話からはじめよう
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い
い
」
と
か
、
ど
う
取
り
扱
う
か
を
リ
ー
ダ
ー
が

決
め
る
。
そ
の
約
束
は
守
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と

で
一
日
過
ご
す
ん
で
す
。
こ
の
年
頃
か
ら
ス
ピ
ー

チ
を
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
す
ご
い
で
す

よ
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
み
ん
な
が
優
等
生
じ
ゃ
な
い

し
、
で
き
な
い
子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

自
分
の
番
は
必
ず
回
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
と
、
も
う
一
つ
驚
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
。

こ
の
保
育
所
は
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
の
博
物
館
の
一
角

に
あ
る
か
ら
、
自
然
史
博
物
館
と
か
、
ア
メ
リ
カ

歴
史
博
物
館
と
か
に
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
二
列
縦
隊
で

み
ん
な
で
行
く
。
そ
こ
に
学
芸
員
の
お
母
さ
ん
が

い
た
り
す
る
と
、
時
間
が
空
い
て
い
れ
ば
、
子
ど

も
た
ち
を
案
内
し
て
く
れ
た
り
す
る
。

　

あ
る
と
き
、
保
育
士
の
先
生
が
、「
今
日
は
み
ん

な
で
美
術
館
に
行
く
。
み
ん
な
が
見
に
行
く
絵
は

先
生
も
ま
だ
見
て
な
い
ん
だ
け
ど
、
も
の
す
ご
く

大
き
な
抽
象
画
だ
」
っ
て
い
う
ん
で
す
よ
。
四
〜

五
歳
の
子
に
抽
象
画
見
せ
る
の
か
な
と
思
っ
て
聞

い
て
い
た
ら
、「
す
ご
く
大
き
な
絵
な
ん
で
、
絵
描

き
さ
ん
は
何
日
も
か
け
て
描
い
た
ん
だ
」
と
話
し

始
め
る
。「
何
日
も
何
日
も
、朝
か
ら
晩
ま
で
ア
ト

リ
エ
で
描
き
続
け
て
た
。
あ
る
朝
、
さ
あ
、
今
日

も
描
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
描
き
か
け
の
絵
の
中
に

ゴ
キ
ブ
リ
が
一
匹
ベ
タ
ッ
と
く
っ
つ
い

て
い
た
。
う
わ
っ
と
思
っ
て
ど
け
よ
う
と

し
た
ん
だ
け
ど
、
面
倒
く
さ
い
と
思
っ

て
、
そ
の
上
か
ら
ペ
イ
ン
ト
を
塗
っ
ち
ゃ

っ
た
。
だ
か
ら
、
今
日
み
ん
な
が
見
る
絵

の
中
に
は
ゴ
キ
ブ
リ
が
一
匹
潜
ん
で
る
。

さ
あ
、
探
し
に
行
こ
う
」。

　

子
ど
も
た
ち
に
こ
う
話
し
て
か
ら
出

発
す
る
の
。
私
の
記
憶
で
は
、
グ
レ
ー
と

黒
と
ブ
ル
ー
と
白
の
、
幾
何
学
模
様
が
描

か
れ
た
大
き
な
絵
で
し
た
け
ど
、
確
か
に

ゴ
キ
ブ
リ
の
跡
み
た
い
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
先

生
が
話
し
た
こ
と
は
事
実
な
の
。
私
が
そ
の
跡
を

見
つ
け
た
ら
、「
サ
ワ
コ
、
す
ご
ー
い
」
と
褒
め
ら

れ
た
。

　

私
が
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
先
生
は
、
抽
象
画

と
は
何
な
の
か
と
か
、
こ
れ
は
誰
が
描
い
た
絵
だ

と
か
、
国
宝
だ
と
か
、
何
も
教
え
な
い
こ
と
。

コ
ッ
ク
ロ
ー
チ
が
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
し
か
教

え
な
い
。
絵
を
見
た
後
も
「
さ
あ
、
ラ
ン
チ
タ
イ

ム
だ
か
ら
帰
ろ
う
」
と
帰
っ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
で
ど

う
な
る
か
を
想
像
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
心
の

中
に
は
、
コ
ッ
ク
ロ
ー
チ
が
い
た
絵
だ
と
い
う
こ

と
し
か
残
ら
な
い
。
だ
け
ど
、
中
学
生
に
な
っ
て

ま
た
美
術
館
に
遊
び
に
行
っ
た
と
き
、「
俺
、
コ
ッ

ク
ロ
ー
チ
の
い
る
絵
知
っ
て
る
よ
」
と
、
友
だ
ち

に
教
え
て
あ
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
、

「
あ
、
隣
に
も
ち
ょ
っ
と
色
違
い
が
あ
る
ん
だ
」
と

気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
し
、「
抽
象
画
っ
て
何
な

ん
だ
？
」
と
疑
問
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
絵
に
近
づ
く
き
っ
か
け
だ
け
を
作
っ
た
ら
、

あ
と
は
放
置
す
る
と
い
う
考
え
な
ん
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
教
育
だ
な
と
思
っ
た
ん
で

す
。
つ
ま
り
、
先
生
と
い
う
も
の
は
、
興
味
を
も

つ
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
を
、
正
し
い
か
正
し

く
な
い
か
を
教
え
る
よ
り
優
先
す
る
べ
き
な
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
先
は
、
も

し
か
す
る
と
ち
ゃ
ん
と
勉
強
す
る
か
も
し
れ
な
い

し
、「
い
や
、
数
学
の
ほ
う
が
好
き
だ
ね
、
俺
は
」

と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

　

そ
う
い
え
ば
、
本
郷
和
人
先
生
と
い
う
日
本
史

の
先
生
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
お
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
ね
。
今
は
大
学
受
験
の
影
響
も
あ
っ
て
、

歴
史
が
暗
記
科
目
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
こ
と
を
憂
い

て
ら
し
た
。
た
と
え
ば
、「
承
久
の
乱
は
一
二
二
一

年
」
と
。
本
当
は
「
承
久
の
乱
を
機
に
、
朝
廷
か

ら
幕
府
へ
と
完
全
に
実
権
が
移
っ
て
、
明
治
維
新

ま
で
ず
っ
と
武
家
社
会
が
続
い
た
」
と
か
、
歴
史

の
見
方
の
お
も
し
ろ
さ
を
も
っ
と
伝
え
た
い
。
年

号
と
か
単
語
を
暗
記
す
る
だ
け
だ
か
ら
、
子
ど
も

た
ち
の
歴
史
離
れ
が
起
こ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

そ
れ
で
、「
大
学
受
験
に
日
本
史
を
入
れ
な
か
っ
た

ら
先
生
方
は
自
由
に
教
え
ら
れ
て
、
も
っ
と
お
も

し
ろ
い
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
ね
。

　

暗
記
し
た
点
と
点
と
を
線
で
つ
な
ぐ
と
、
奥
行

き
と
お
も
し
ろ
さ
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

を
、
学
校
で
も
教
え
て
く
れ
る
と
い
い
な
と
思
う

ん
で
す
。
そ
れ
こ
そ
国
語
な
ん
て
正
解
の
な
い
も

の
だ
か
ら
、
ま
ず
興
味
を
も
た
せ
て
、
お
も
し
ろ

い
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

一
人
一
人
と
向
き
合
う
教
育
を

　

今
の
子
た
ち
が
何
に
関
心
を
も
つ
の
か
は
わ
か

ら
な
い
け
ど
、
友
だ
ち
を
作
り
た
い
と
思
う
の
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
一
つ
で
す
よ
ね
。

私
が
中
学
生
に
な
っ
た
と
き
、
あ
の
子
と
お
友
だ

ち
に
な
り
た
い
な
と
思
っ
て
「
か
わ
い
い
ね
、
そ

の
ス
カ
ー
ト
」
と
話
し
か
け
た
と
い
う
昔
話
を
同

級
生
と
よ
く
し
ま
す
。「
つ
ま
ん
な
い
話
題
か
ら
始

め
た
よ
ね
、
私
た
ち
」
っ
て
。
で
も
、
気
が
つ
い

た
こ
と
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
持
ち
出
す
か
、
一
言

か
ら
ど
う
波
紋
が
広
が
る
か
が
大
切
で
す
。
だ
か

ら
、
会
社
に
入
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
な
ん
て
言
う
よ
り

も
、「
友
だ
ち
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
子
に
話

し
か
け
る
と
き
、
ど
ん
な
話
題
を
選
ぶ
？
」
と
生

徒
に
問
い
か
け
て
、「
あ
、
そ
の
手
が
あ
る
か
」
と

か
、「
あ
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
れ
だ
な
」
と
か
気
づ

か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
。
正
解
は
な
く
て

い
い
と
思
う
ん
で
す
。

─
─
学
校
の
先
生
は
ど
う
い
う
態
度
で
接
す
れ
ば
、
生
徒
が

自
分
の
考
え
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

聞
く
側
の
人
間
で
あ
る
先
生
と
か
イ
ン
タ
ビ
ュ

ア
ー
と
か
司
会
が
、精
一
杯
尽
く
し
て
い
る
け
ど
、

完
璧
じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

と
、子
ど
も
は
安
心
す
る
。
い
ざ
と
い
う
と
き
は
、

あ
な
た
た
ち
を
守
る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
完
全
な
人
間
で
は
な
い
。
人
間
と
は
そ
う
い

う
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
め
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
謝
る
と
き
に
は
子
ど
も
に
だ
っ
て
謝
る
。

「
ご
め
ん
な
さ
い
、私
が
間
違
っ
て
い
ま
し
た
」
と

言
え
る
先
生
は
、信
頼
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

　

た
だ
、
こ
の
先
生
は
ち
ゃ
ん
と
み
ん
な
を
、
一

人
一
人
を
見
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
絶
対
的
な
確

信
さ
え
も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
先
生
が
間
違
っ
た

っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？　

む
し
ろ
子
ど

も
に
教
え
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
か
も
。
で
も
、

「
あ
な
た
に
大
変
興
味
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
心

は
、
い
つ
も
も
っ
て
な
い
と
い
け
な
い
。
ち
ゃ
ん

と
聞
く
気
が
あ
る
し
、
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い

ま
す
と
態
度
に
示
す
こ
と
は
、
い
わ
ば
先
生
か
ら

生
徒
に
対
す
る
愛
み
た
い
な
も
の
。
だ
か
ら
、
少

子
化
は
学
校
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
は
問
題
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
今
が
チ
ャ
ン
ス
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
子
ど
も
の
数
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
、
一
人

一
人
が
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

�

（
二
〇
一
九
年
二
月
一
二
日
、
聞
き
手
：
編
集
部
）
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授業の展開

時間 学習活動
主な

学習形態

1

2

弁論のテーマを考える
・興味のあるテーマを書き出す。
　※テーマは社会的な問題を取り上げる。
・気になるニュース、社会問題を書き出す。

テーマを決める
・気になるテーマ、ニュースについて調べる。
・各自でテーマを決める。

全体説明
個人活動

3

4 ～ 6

内容、構成を考える
・「事実・問題提起・意見・理由」を考え、構成する。

原稿を書く
・各自 PCを使って原稿を作成する（Chromebookを使
用）。
　※個別にアドバイスをしていく。

個人活動

7

8 ～ 9

スピーチの評価規準を作る
・動画（高校生弁論大会、TEDなど）を観て、良いス
ピーチの特徴を挙げる。

・各自で、自分のスピーチで良くしたい観点を選ぶ。
・評価規準表を作成する。
スピーチの練習をする
・各自で作成した評価規準表を用いて練習する。
・グループで相互評価を行う。
・グループでアドバイスをし合う。

個人活動
グループ活動

10 原稿を書き直す
・プリントアウトした原稿を読み、推敲する。　
・教師からのフィードバック、友達からのアドバイスを
もとにして、原稿を書き直す。

個人活動

11 ～ 13 発表
・クラス内で発表会を行う。
・内容、スピーチスキルをどう向上させたか振り返る。

全体発表

　

本
校
は
、
東
京
都
中
央
区
に
あ
る
私
立
の
中
高
一
貫
校
で
す
。
中

学
生
の
う
ち
か
ら
「
探
究
」
や
「
哲
学
対
話
」
を
行
う
中
で
、
答
え

の
な
い
問
い
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
相
手
に
意
見
を
述
べ
た
り
す
る

活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

高
校
一
年
生
の
学
年
行
事
と
し
て
「
弁
論
大
会
」
を
企
画
し
、
国

語
総
合
の
授
業
内
で
そ
の
た
め
の
準
備
を
行
い
ま
し
た
。

　

単
元
の
前
半
で
は
、
弁
論
大
会
で
ス
ピ
ー
チ
す
る
内
容
を
考
え
ま

す
。
自
分
の
興
味
や
気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
に
基
づ
い
て
、
話
す
ト

ピ
ッ
ク
を
決
め
、
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
作
成
し
ま
す
。「
事
実
・
問
題

提
起
・
意
見
・
理
由
」
を
意
識
し
て
書
く
よ
う
促
し
ま
し
た
。
文
章

を
書
き
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
も
と
に
書
き
直
す
過
程
を
通
し
て
、

論
理
的
に
情
報
を
伝
え
る
方
法
や
、
意
見
に
説
得
力
を
も
た
せ
る
述

べ
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
が
ね
ら
い
で
す
。

　

後
半
は
、
ス
ピ
ー
チ
ス
キ
ル
の
向
上
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。
今

回
は
、ス
ピ
ー
チ
の
評
価
規
準
を
生
徒
自
身
に
決
め
さ
せ
て
い
ま
す
。

教
師
の
規
準
で
「
良
い
」
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
す
ぎ
る
こ
と
は
、
画
一

的
だ
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
生
徒
は
自
分
が
伸
ば
し
た
い
ポ
イ
ン
ト

（
声
の
大
き
さ
、
速
さ
、
顔
を
上
げ
る
、
等
）
を
選
び
、
そ
こ
に
注
意

し
て
ス
ピ
ー
チ
練
習
を
行
い
ま
す
。

＊次ページからは、実際の授業の様子をご紹介します。

特集：対話からはじめよう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

弁
論
大
会
に
向
け
た
ス
ピ
ー
チ
の
練
習

私
の
学
校
と
授
業
の
ね
ら
い

学
校
訪
問
レ
ポ
ー
ト

関せ
き

　
康こ

う

平へ
い

【訪問校】
開智日本橋学園
中学・高等学校
（東京都）

【授業者】
関康平先生
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規
準
を
生
徒
自
身
が
決
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
。「
声
の
大

き
さ
」「
話
す
ス
ピ
ー
ド
」「
リ
ズ
ム
」「
抑
揚
」
な
ど
の
観
点
を
各
自

で
設
定
し
、
自
前
の
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
成
し
て
い
ま
し
た
。

3
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
わ
せ
を
行
い
、
相
互
評
価
す
る
（
30
分
）

　

評
価
シ
ー
ト
が
完
成
す
る
と
、
次
は
四
人
一
組
の
グ
ル
ー
プ
に
な

っ
て
、
ス
ピ
ー
チ
の
読
み
合
わ
せ
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
一
人
の
発
表
者
が
評
価
の
観
点
を
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー

に
伝
え
て
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
、
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
観
点
を
チ

ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を
聴
き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
授
業
で
、
ど
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
が
良
い
の
か
を
考

え
て
き
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
単
に
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
読
み
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
語
り
か
け
た
り
、
質
問
を
投
げ
か
け
た
り
と
、
聴
い

て
い
る
人
を
意
識
し
た
話
し
方
が
し
っ
か
り
と
で
き
て
い
ま
し
た
。

聴
く
側
も
、
身
ぶ
り
手
ぶ
り
で
、「
も
っ
と
声
を
大
き
く
」「
顔
を
あ

げ
て
」
と
い
っ
た
こ
と
伝
え
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　

ま
た
、
ス
ピ
ー
チ
の
題
材
に
つ
い
て
は
、「
社
会
的
な
問
題
」
を
取

り
上
げ
る
こ
と
が
、
今
回
の
共
通
課
題
と
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。

そ
の
た
め
、「
難
民
」「
い
じ
め
」「
震
災
」「e-sports

」「
待
機
児
童
」

「
少
年
法
」
な
ど
、
み
な
さ
ん
、
か
な
り
高
度
な
内
容
の
テ
ー
マ
に
、

果
敢
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

一
人
の
ス
ピ
ー
チ
が
終
わ
る
と
、
ま
ず
は
み
ん
な
で
拍
手
！
（
こ

う
い
っ
た
雰
囲
気
作
り
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
ま
し

1
自
分
の
原
稿
を
音
読
し
て
練
習
す
る
（
10
分
）

　

授
業
が
は
じ
ま
る
と
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
に
作
成
し
た
ス
ピ
ー
チ

原
稿
と
評
価
シ
ー
ト
（
ス
ピ
ー
チ
の
評
価
規
準
表
、12
ペ
ー
ジ
参
照
）

が
先
生
か
ら
返
却
さ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ピ
ー
チ
原
稿
の
提
出
方
法
は
、
授
業
時
間
外
に
先
生
に
デ
ー
タ

を
送
る
形
式
と
の
こ
と
。ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
全
員
が
持
っ
て
お
り
、

課
題
提
出
や
授
業
の
際
に
常
に
活
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

原
稿
と
評
価
シ
ー
ト
が
配
ら
れ
る
と
、
は
じ
め
は
各
自
で
練
習
。

前
時
に
作
成
し
た
評
価
シ
ー
ト
も
確
認
し
な
が
ら
音
読
し
ま
す
。「
自

分
で
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
、
話
し
に
く
い
と
こ
ろ
は
、
聞
い
て
い
る

人
に
も
わ
か
り
に
く
い
部
分
で
す
。
そ
う
い
っ
た
箇
所
を
見
つ
け
た

ら
、
原
稿
に
赤
字
で
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。」
と
、
音

読
の
際
の
着
目
点
も
、
先
生
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

2
ス
ピ
ー
チ
の
際
に
意
識
し
た
い
観
点
を
書
き
出
す
（
５
分
）

　

音
読
が
終
わ
る
と
、
本
時
の
ス
ピ
ー
チ
練
習
で
気
を
つ
け
た
い
こ

と
を
、
評
価
シ
ー
ト
に
書
き
出
し
ま
す
。
今
回
の
活
動
で
は
、
評
価

９
ペ
ー
ジ
「
授
業
の
展
開
」
の
う
ち
、
第
８
〜
９
時
「
ス
ピ
ー

チ
の
練
習
を
す
る
」
の
部
分
を
実
際
に
見
学
し
て
き
ま
し
た
。

当
日
の
授
業
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

順番にスピーチを
行い、評価を伝え
合う生徒たち。活
発な意見交換がな
されていました。

真剣にスピーチ原稿を
確認する生徒たち。 
ノートパソコンも活用
して、原稿や資料など
を確認していました。

特集：対話からはじめよう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

授
業
見
学
記�

（
取
材
：
編
集
部
）

【学年】
高校１年生
【人数】
19 名
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た
）。
そ
の
後
、先
ほ
ど
作
成
し
た
評
価
シ
ー
ト
を
使
っ
て
の
評
価
で

す
。「
は
じ
め
は
よ
か
っ
た
け
ど
、だ
ん
だ
ん
声
が
小
さ
く
な
っ
て
た

ん
じ
ゃ
な
い
？
」「
相
手
の
目
を
見
る
と
い
う
項
目
は
ク
リ
ア
で
き
て

た
よ
ね
」
な
ど
、
遠
慮
な
く
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
合

っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
余
裕
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
資
料
の
要
不

要
や
説
明
の
順
序
な
ど
、
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
ま
で
話
が
及
ん
で
い

ま
し
た
。

　

授
業
の
間
、
先
生
は
生
徒
の
様
子
を
見
な
が
ら
机
間
巡
視
。
原
稿

が
ま
だ
不
十
分
な
生
徒
に
は
、「
何
を
一
番
伝
え
た
い
の
か
な
？
」、

原
稿
を
読
み
づ
ら
く
感
じ
て
い
る
生
徒
に
は
「
書
き
言
葉
と
話
し
言

葉
っ
て
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
ね
」
な
ど
、
適
宜
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま

し
た
。

4
授
業
の
振
り
返
り
を
す
る
（
５
分
）

　

最
後
に
、
授
業
の
振
り
返
り
を
評
価
シ
ー
ト
に
書
い
て
提
出
。

　

次
回
の
授
業
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
な
が
ら
、
ス
ピ
ー
チ

原
稿
の
書
き
直
し
を
進
め
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
際

の
視
点
と
し
て
、
自
分
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
に
「
問
題
提
起
」「
意
見
」

「
理
由
」
が
き
ち
ん
と
入
っ
て
い
る
か
に
注
意
す
る
、と
い
う
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
の
ス
ピ
ー
チ
は
、
弁
論
大
会
ま
で
に
、
ま
だ
ま
だ
上
達

し
て
い
き
そ
う
で
す
。

 

（
二
〇
一
九
年
二
月
）

│
│
（
編
集
部
）
本
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
生
徒

さ
ん
た
ち
は
と
て
も
活
発
で
、
話
し
合
う
活
動
に
か
な
り
慣
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

◆
関　

国
語
科
に
限
ら
ず
、
本
校
全
体
と
し
て
、
講
義
だ
け
の
授

業
に
な
ら
な
い
よ
う
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ク
ラ
ス
の
人
数
も

二
〇
人
程
度
で
、
中
高
一
貫
校
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
高
校
段
階

で
は
、
あ
る
程
度
話
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

中
学
一
年
生
か
ら
哲
学
対
話
な
ど
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

│
│
今
回
の
授
業
で
特
に
力
を
入
れ
た
こ
と
は
何
で
す
か
。

◆
関　

生
徒
た
ち
が
主
体
的
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、

そ
れ
を
一
つ
の
大
き
な
目
標
と
し
て
い
ま
し
た
。
ス
ピ
ー
チ
の
テ

ー
マ
も
、
こ
ち
ら
が
何
か
お
題
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
時
間
を

か
け
て
、
自
分
で
設
定
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ス
ピ
ー

チ
の
評
価
規
準
も
生
徒
た
ち
が
各
自
で
決
め
て
い
ま
す
。
は
じ
め

に
Ｔ
Ｅ
Ｄ
の
ス
ピ
ー
チ
な
ど
、
動
画
を
い
く
つ
か
見
せ
、「
こ
う
い

生
徒
が
自
分
で

選
択
で
き
る
よ
う
に

っ
た
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
向
け
た
目
標
を
立
て
る
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

一
律
の
規
準
を
与
え
る
よ
り
も
各
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
目
標
に

な
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

│
│
生
徒
さ
ん
た
ち
の
本
時
の
反
応
は
い
か
が
で
し
た
か
。

◆
関　

想
像
し
て
い
た
よ
り
、
み
ん
な
聴
く
態
度
が
よ
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
す
の
か
、
苦

労
し
て
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
互
い
に
分
か
っ
て
い
る
の

で
、
相
手
の
話
を
し
っ
か
り
聴
か
な
く
て
は
、
と
い
う
気
持
ち
に

自
然
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

│
│
今
後
の
展
望
は
あ
り
ま
す
か
。

◆
関　

今
回
は
、
弁
論
大
会
に
向
け
た
ス
ピ
ー
チ
の
練
習
と
い
う

こ
と
で
、
あ
る
意
味
「
直
接
的
」
に
相
手
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え

る
方
法
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
つ
つ
、
次
は
、
小

説
や
詩
な
ど
、「
間
接
的
」
に
相
手
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
方
法

も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
自
分
で
テ
ー
マ
を
立
て
る
、
と
い
う
こ
と
に
か
な

り
力
を
入
れ
た
の
で
、
今
後
の
授
業
の
中
で
論
説
文
な
ど
を
読
む

際
も
、
自
分
の
中
で
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
読
ん
で
い
っ
て
ほ
し

い
な
と
思
い
ま
す
。

│
│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

机間巡視する関先生。スピーチの内
容から話し方まで、生徒たちにさま
ざまなアドバイスをしていました。

2018 年度 1 期生                              

「弁論大会」評価シート 
（   ）組 名前（              ） 
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【
授
業
者 

関
康
平
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】

特集：対話からはじめよう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

評価シート
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■
は
じ
め
に

　

現
行
学
習
指
導
要
領
の
「
国
語
表
現
」
で
「
生

徒
の
実
態
等
に
応
じ
て
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

又
は
書
く
こ
と
の
い
ず
れ
か
に
重
点
を
置
い
て
指

導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
さ
れ
て
い
た
内
容
の

取
扱
い
が
、
平
成
30
年
３
月
に
公
示
さ
れ
た
新
学

習
指
導
要
領
に
よ
る
新
科
目
「
国
語
表
現
」
で
は
、

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い

て
は
、
40
〜
50
単
位
時
間
、「
書
く
こ
と
」
に
関
す

る
指
導
に
つ
い
て
は
、
90
〜
100
単
位
時
間
を
配
当

す
る
も
の
、
と
な
り
、
配
当
時
間
が
明
示
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
学
校
現
場
に
お
い
て
、「
国
語
表
現
」

は
「
書
く
こ
と
」
に
重
点
を
置
く
教
科
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
副
次
的
な
学
習
内
容
と
し
て
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
、
今
後
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
の
育
成

そ
の
も
の
を
目
標
と
し
た
授
業
が
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
時
代
の
趨
勢
と
も
関
連
し
て
い

る
。
国
際
化
や
Ａ
Ｉ
の
急
速
な
発
展
な
ど
生
徒
を

取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
考
え
れ
ば
、
新
学
習
指

導
要
領
の
「
国
語
表
現
」
の
目
標
に
あ
る
「
実
社

会
に
お
け
る
他
者
と
の
多
様
な
関
わ
り
の
中
で
伝

え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ

た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
」が
更
に
必
要
と
な
り
、

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
の
重
要
性
は
必

然
的
に
増
し
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、現
行
「
国
語
表
現
」
の
授
業
の
中
で
、

新
科
目「
国
語
表
現
」
の
内
容
も
先
取
り
し
た「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
を
考
え
た
。

■「
記
者
会
見
」
を
行
お
う

〇
単
元
名　
「
記
者
会
見
」
を
行
お
う

〇
目
標　

現
行
「
国
語
表
現
」（
１
）
指
導
事
項

エ　

目
的
や
場
に
応
じ
て
、
言
葉
遣
い
や
文
体

な
ど
表
現
を
工
夫
し
て
効
果
的
に
話
し
た
り

書
い
た
り
す
る
こ
と
。

〇
言
語
活
動　

同
（
２
）
言
語
活
動
例

ア　

様
々
な
考
え
方
が
で
き
る
事
柄
に
つ
い

て
、
幅
広
い
情
報
を
基
に
自
分
の
考
え
を
ま

と
め
、発
表
し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
こ
と
。

〇
単
元
の
ね
ら
い

　

本
単
元
で
は
、「
文
化
祭
の
企
画
案
」
や
「
修
学

旅
行
の
コ
ー
ス
案
」、「
学
校
・
地
域
へ
の
提
言
」

な
ど
、
生
徒
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
意
見
を
出
し

や
す
い
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
４
〜
６
人
の
班
を
作

っ
て
発
表
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
。

　

そ
の
発
表
の
際
に
「
記
者
会
見
」
と
い
う
場
を

設
定
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
単
元
の
中
で
「
話
し

手
」
と
「
聞
き
手
」
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
な
く
、

「
発
表
者
」「
記
者
（
質
問
者
）」「
司
会
（
進
行
者
）」

と
い
う
３
つ
の
異
な
っ
た
立
場
か
ら「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
活
動
が
行
え
る
こ
と
を
意
識
し
た

い
。
活
動
を
通
し
、「
立
場
が
変
わ
る
こ
と
で
異
な

る
工
夫
点
や
注
意
点
」「
立
場
が
変
わ
っ
て
も
共
通

す
る
工
夫
点
や
注
意
点
」
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
「
発
表
者
（
班
）」
は
、
主
張
の
中
心
、
ア
ピ
ー

ル
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
し
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る

た
め
の
視
聴
覚
資
料
や
印
刷
物
な
ど
も
作
成
す

る
。
会
見
の
際
に
、
ど
の
よ
う
な
構
成
で
発
表
す

る
の
か
を
決
め
る
こ
と
も
大
切
に
な
っ
て
く
る

（
大
修
館
書
店『
国
語
表
現 

改
訂
版
』「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
工
夫
」
参
照
）。

　
「
記
者
（
班
）」
は
、
発
表
内
容
か
ら
、
ど
の
よ

う
な
点
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
、
発
表
さ
れ
た

内
容
を
更
に
よ
い
も
の
に
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う

な
点
を
更
に
細
か
く
聞
け
ば
い
い
の
か
を
明
確
に

す
る
。
質
問
す
る
際
に
は
、質
問
す
る
項
目（
例
え

ば
「
修
学
旅
行
の
コ
ー

ス
案
」
で
あ
れ
ば
、「
費

用
」「
時
間
」
な
ど
）、

そ
の
具
体
的
な
内
容
、

何
が
知
り
た
い
の
か
が

分
か
る
よ
う
系
統
立
て

て
話
す
こ
と
も
大
切
で

あ
る
（
同
「
働
く
人
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
」
参
照
）。

　
「
司
会
（
班
）」
は
、

「
記
者
」か
ら
の
質
問
の

内
容
を
メ
モ
に
取
り
、

同
じ
項
目
に
関
す
る
質

問
が
あ
る
か
ど
う
か
を
他
の
「
記
者
（
班
）」
に
も

尋
ね
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
質
問
の
内
容
を
要

約
し
た
上
で
、「
記
者
」
に
内
容
を
確
認
し
た
り
す

る
こ
と
も
必
要
に
な
る
（
同
「
議
論
し
て
結
論
を
出

す
」
参
照
）。

　

ま
た
、
授
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
「
発
表

内
容
の
よ
さ
を
更
に
引
き
出
す
た
め
の
記
者
会

見
」
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
意
識
さ
せ
た
い
。

　

高
校
の
授
業
に
お
け
る
「
話
し
合
う
」
活
動
は
、

と
も
す
る
と
一
つ
の
結
論
を
導
く
た
め
の
「
討
論

型
」
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
一
つ
の
結
論
を
導
き
出
す
討
論
は
大
切
で
あ

る
が
、そ
れ
だ
け
が
「
話
し
合
う
」
力
で
は
な
い
。

新
科
目
「
国
語
表
現
」
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
に
お
け
る
指
導
事
項
で
も
「
自
分
の
主
張
の

合
理
性
が
伝
わ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
指
導
事

項
と
「
自
分
の
思
い
や
考
え
が
伝
わ
る
」
こ
と
を

目
的
と
し
た
指
導
事
項
と
に
系
統
立
て
て
記
さ
れ

て
い
る
。
他
者
の
発
表
を
肯
定
的
に
聞
き
、
よ
さ

を
引
き
出
す
た
め
の
「
話
し
合
う
」
活
動
を
意
識

さ
せ
、「
実
社
会
に
お
け
る
他
者
と
の
多
様
な
関
わ

り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や

考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
」
力
を
育
成
し

た
い
。

第
１
部
　
表
現
力
を
培
う

6 
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　次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
情
報

を
集
め
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て

み
よ
う
。

	

●	

若
者
の
健
康
を
害
す
る
も
の
。

	

●	

有
名
な
都
市
伝
説
。

	

●	

日
本
に
お
け
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
定

着
。

	

●	

高
校
生
に
人
気
の
ア
イ
ド
ル
。

	

●	

自
分
の
学
校
の
卒
業
生
の
進
路
先
の

傾
向
。 ト

　
　ラ
　
　イ

チ
ェ
ッ
ク

□
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
に
合
わ

せ
て
、
十
分
な
資
料
の
準
備
、
発
表
の
準

備
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

□
聞
き
手
の
興
味
を
引
く
よ
う
な
工
夫
を
し

て
、
わ
か
り
や
す
く
発
表
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

①発表のタイトルと発表者名 ②調査の動機と問題設定

④調査結果

⑥感想，今後の課題，参考文献等

③調査方法

⑤考察

0

10

20

30

40

50
（％）

違和感あり 違和感なし 違和感あり 違和感なし 違和感あり 違和感なし 違和感あり 違和感なし
全然違う 全然悪い 全然いい 全然似合う

高校生 保護者

「全然」の使われ方
３年Ａ組　佐藤真知

考察
●使用率＝高校性＞保護者
　　間違え意識も同様

●聞き手の心配や気づかい→「大丈夫」のニュアンス
　　（例）「この服似合ってる？」→「全然似合ってるよ」

●明治時代や大正時代では誤用という意識がなかっ
たのではないか

　　（例）夏目漱石「坊っちゃん」…「一体生徒が全然悪いです。」

感想
●明治時代にも否定を伴わない「全然」の使用例があっ
た。昔は誤用意識がなかったことを知り，驚いた。
●「全然」の使われ方の変遷について，さらに考察してい
きたい。

参考文献
●○○○○著　『○○○○』　○○書店，2014年
●WEBサイト　＊＊＊＊＊http://www.xxx.yyy.ne.jp/report150920

2017年10月10日取得

アンケート調査の結果調査方法
①高校性へのアンケート調査
　３年Ａ組の生徒40名（回収37名）
　10月3日～15日に実施

②保護者へのアンケート調査
　上記の保護者70名（回収52名）
　10月5日～20日に実施

③日本語の文法に関する書籍の文献調査

アンケート内容は
配布資料を参照

動機
●学校では「全然…ない」と学習する

●特に若い人の間では「全然…ない」と使わない
場合が見られるように感じる

・使われ方に世代間の差はあるのか
・使われ方に特徴はあるのか

特集：対話からはじめよう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

｢
記
者
会
見
」を
行
お
う

│
多
様
な
立
場
か
ら
行
う「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
活
動

国
語
表
現
×「
話
す
・
聞
く
」授
業
活
性
化
の
ア
イ
デ
ィ
ア

東
京
都
立
八
王
子
東
高
等
学
校

仲な
か

野の

敏と
し

樹き

▲『国語表現 改訂版』「プレゼンテーションの工夫」
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〇
単
元
計
画
（
全
４
時
）

第
１
・
２
時

①
決
め
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
基
づ
き
、
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
、
視
聴
覚
資
料
や
印
刷
物
な
ど
を
含
め
た

記
者
会
見
の
発
表
台
本
を
作
る
。

※
授
業
時
数
等
の
関
係
で
、
テ
ー
マ
の
設
定
や
視

聴
覚
資
料
、
印
刷
物
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
学

習
で
作
成
し
た
も
の
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

第
３
時

①
記
者
会
見
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

﹇
記
者
会
見
の
ル
ー
ル
﹈

・
ク
ラ
ス
の
全
グ
ル
ー
プ
が
交
代
で
「
発
表
班
」

「
記
者
（
質
問
者
）
班
」「
司
会
・
進
行
班
」
を

担
当
す
る
。

・「
発
表
班
」
が
記
者
発
表
を
行
う
。（
３
分
）

・「
記
者
（
質
問
者
）
班
」（
＝
「
発
表
班
」「
司

会
・
進
行
班
」
以
外
の
全
て
の
班
）
が
質
問
を

決
め
る
た
め
の
「
質
問
タ
イ
ム
」
を
取
っ
て
、

話
し
合
い
を
行
う
。（
１
分
）

・「
司
会
・
進
行
班
」
の
進
行
で
質
疑
応
答
を
行

う
。
質
問
の
内
容
に
よ
っ
て
は
「
発
表
班
」
が

「
回
答
タ
イ
ム
」（
１
分
）
を
取
る
こ
と
も
可
能

と
す
る
。

・「
評
価
シ
ー
ト
」
を
も
と
に
他
班
の
評
価
を
行

う
。

②
班
ご
と
に
役
割
を
交
代
し
、記
者
会
見
を
行
う
。

第
４
時

①
班
ご
と
に
役
割
を
交
代
し
、記
者
会
見
を
行
う
。

②
ク
ラ
ス
全
員
に
よ
る
投
票
を
行
い
、「
ベ
ス
ト
発

表
班
」「
ベ
ス
ト
記
者
（
質
問
者
）
班
」「
ベ
ス

ト
司
会
班
」
を
決
め
、
ど
う
い
う
点
が
よ
か
っ

た
か
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ス
全
員
で
話
し
合
う
。

　

投
票
に
当
た
っ
て
は
、
単
な
る
「
人
気
投
票
」

と
な
ら
な
い
よ
う
、「
評
価
シ
ー
ト
」
の
項
目
に
沿

っ
て
「
よ
か
っ
た
班
」
を
選
ぶ
よ
う
確
認
す
る
。

ま
た
、
投
票
の
方
法
に
つ
い
て
は
「
付
箋
を
用
い

た
投
票
」
を
勧
め
た
い
。

　

投
票
後
に
ク
ラ
ス
全
員
で
話
し
合
う
活
動
を
行

う
際
、
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
の
が
苦
手
な
生

徒
が
い
る
こ
と
や
、
話
し
合
い
が
活
発
に
行
わ
れ

な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
各
生
徒
が
自
分
の
氏

名
と
よ
い
と
思
っ
た
理
由
を
付
箋
に
書
き
、
黒
板

に
貼
っ
て
投
票
す
る
こ
と
で
、
投
票
結
果
や
各
生

徒
の
考
え
が
可
視
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
付
箋
に
書

か
れ
た
理
由
を
も
と
に
、
更
な
る
感
想
を
求
め
た

り
、
反
対
の
理
由
を
記
入
し
た
生
徒
に
感
想
を
求

め
、
異
な
る
考
え
方
を
対
比
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

で
、
話
し
合
い
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

生
徒
の
話
し
合
い
を
最
大
限
に
生
か
す
意
味
か
ら

も
、
教
員
が
自
分
の
言
葉
で
授
業
を
ま
と
め
る
の

で
は
な
く
、
生
徒
の
言
葉
を
紡
ぎ
な
が
ら
授
業
を

ま
と
め
て
い
き
た
い
。

③
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
よ
か
っ
た
点
、
改
善

点
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
振
り
返
り
を
行
う
。

■
ま
と
め
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習

活
動
は
「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
学
習
活
動

の
副
次
的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
で

あ
っ
た
が
、
日
常
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
心
に
あ
る

も
の
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
あ
る
こ
と

に
、多
く
の
人
が
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
。「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
の
向
上
な
く
し
て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

他
者
と
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
求

め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
今
こ
そ
私
た
ち

国
語
科
の
教
員
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

授
業
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
実
感

し
て
い
る
。

17 評価の際に心がけている五つのポイント

　
次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、
各
科
目
に
お
け

る
、
内
容
の
配
当
授
業
時
数
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

必
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」
で
は
、「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
20
〜
30
単

位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
次
期
学
習
指
導
要
領
等
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の

審
議
の
ま
と
め
」（
平
成
28
年
８
月
）
に
お
い
て

「
高
等
学
校
の
国
語
教
育
に
お
い
て
は
、（
中
略
）

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
」
等
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま

で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
は

十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の

理
由
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
話
す
・
聞

く
」
の
授
業
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
私
が
感
じ
て

い
た
の
は
、「
実
体
が
な
い
（
よ
う
に
感
じ
る
）
こ

と
」
に
起
因
し
ま
す
。「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

は
文
字
や
文
章
と
し
て
手
元
に
残
る
安
心
感
が
あ

り
ま
す
が
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は
そ
の
場

限
り
の
も
の
と
い
う
印
象
が
強
く
、
授
業
内
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
に
く
い
、
評
価
し
に
く
い
と
い
う

苦
手
意
識
と
緊
張
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ

は
「
食
わ
ず
嫌
い
」
に
近
い
も
の
だ
っ
た
と
今
は

思
い
ま
す
。
私
の
つ
た
な
い
経
験
で
は
あ
り
ま
す

が
、「
話
す
・
聞
く
」
授
業
の
評
価
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

　
私
が
授
業
を
活
性
化
す
る
た
め
に
も
心
が
け
て

い
る
こ
と
は
以
下
の
点
で
す
。

①
評
価
の
観
点
、
基
準
を
事
前
に
明
ら
か
に
す
る
。

②
自
己
評
価
・
相
互
評
価
を
行
わ
せ
る
。

③
必
ず
よ
い
点
を
評
価
す
る
。

④
相
互
評
価
の
結
果
を
教
員
の
評
価
に
反
映
す
る
。

⑤
そ
の
場
で
評
価
を
伝
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
ま
す
。

①
評
価
の
観
点
、
基
準
を
事
前
に
明
ら
か
に
す
る
。

　
ど
の
領
域
の
指
導
に
お
い
て
も
同
様
で
す
が
、

そ
の
単
元
や
授
業
に
お
い
て
、
生
徒
が
何
を
で
き

る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
非
常
に
重
要
で
す
。
目
標
を
示
し
、
そ
れ
に
沿

っ
た
評
価
の
観
点
を
活
動
の
前
に
明
確
に
示
し
ま

す
。
生
徒
自
身
が
何
を
目
標
に
進
む
べ
き
か
が
明

確
で
あ
れ
ば
、
そ
の
授
業
で
や
る
べ
き
こ
と
が
明

確
に
な
り
、
必
然
的
に
授
業
は
活
性
化
し
ま
す
。

こ
こ
を
失
敗
す
る
と
…
…
グ
ダ
グ
ダ
な
授
業
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
な
基
準

を
示
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
私
は
黒
板
で
明
示
す

る
と
と
も
に
、
自
己
評
価
表
、
相
互
評
価
表
を
配

特集：対話からはじめよう
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ら
の
評
価
を
生
徒
に
伝
え
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
ル

ー
ル
「
必
ず
よ
い
点
を
伝
え
る
」「
気
に
な
る
点
を

伝
え
る
際
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
伝
え
る
」
に

私
も
従
い
ま
す
。
発
表
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど
の
場
合

は
、
最
初
に
担
当
す
る
生
徒
は
緊
張
度
が
高
く
、

う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
多
い
も
の
で
す
。
後
半

に
担
当
す
る
生
徒
の
方
が
、
ほ
か
の
生
徒
の
発
表

や
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い
て
、「
あ
あ
す
れ
ば
い
い
ん

だ
」「
こ
の
考
え
は
取
り
入
れ
よ
う
」
な
ど
と
よ
り

よ
く
し
て
い
く
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点

を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
伝
え
ま

す
。「
最
初
だ
か
ら
緊
張
す
る
よ
ね
。
最
初
に
担
当

し
て
く
れ
る
勇
気
の
分
を
プ
ラ
ス
す
る
か
ら

ね
！
」「
さ
ぁ
最
後
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。
こ
れ
ま
で

の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
聞
い
て
、
発
表
の
コ
ツ
も

わ
か
っ
て
き
た
は
ず
だ
し
、
考
え
も
深
ま
っ
て
い

る
は
ず
だ
よ
ね
。
ハ
ー
ド
ル
高
い
ぞ
ー
！
」
な
ど

と
声
を
か
け
た
り
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
発
表
順

を
生
徒
た
ち
に
決
め
さ
せ
た
り
し
ま
す
。
他
者
の

発
表
を
見
て
、
よ
い
点
は
参
考
に
し
よ
う
と
い
う

意
識
を
持
っ
て
も
ら
え
ま
す
し
、
発
表
や
ス
ピ
ー

チ
と
い
う
緊
張
の
場
で
す
が
、
ゲ
ー
ム
感
覚
が
出

て
き
て
ク
ラ
ス
が
元
気
に
な
り
ま
す
。

　「
聞
く
」
の
評
価
は
、
聞
く
態
度
に
加
え
、「
質

問
が
建
設
的
な
も
の
か
ど
う
か
、
ク
ラ
ス
の
学
習

に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
点
を
評
価

し
て
い
ま
す
。
発
表
に
対
し
て
質
問
を
投
げ
か
け

た
生
徒
に
も
、
そ
の
場
で
「
根
拠
を
も
と
に
し
た

い
い
質
問
だ
っ
た
ね
」な
ど
と
評
価
を
伝
え
ま
す
。

　
話
し
合
い
な
ど
の
場
合
は
、
グ
ル
ー
プ
の
間
を

歩
き
回
り
、「
こ
の
考
え
の
根
拠
は
何
？
」「
全
員

が
意
見
を
言
え
る
場
を
作
っ
て
い
て
い
い
ね
！
」

な
ど
声
を
か
け
る
と
と
も
に
、
付
箋
に
書
き
込
ん

で
グ
ル
ー
プ
み
ん
な
に
見
え
る
と
こ
ろ
（
机
や
共

有
プ
リ
ン
ト
な
ど
）
に
貼
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
場
で
評
価
を

伝
え
る
こ
と
で
、
周

り
の
生
徒
も
よ
り
よ

く
す
る
き
っ
か
け
や

ポ
イ
ン
ト
を
つ
か
め

ま
す
し
、
学
習
活
動

を
よ
り
よ
い
方
向
へ

修
正
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　『
指
導
資
料 

言
語

活
動
編
』
に
は
、
教

科
書
中
の
教
材
を
用

い
て
よ
り
豊
か
な
言
語
活
動
を
展
開
す
る
た
め

の
、
学
習
展
開
例
や
資
料
な
ど
が
ま
と
め
て
あ
り

ま
す
。
各
授
業
展
開
例
の
あ
と
に
は
「
評
価
に
つ

い
て
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
評
価
の
仕
方
や
評

価
の
コ
ツ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自
己
評

価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
や
相
互
評
価
シ
ー
ト
な
ど
も
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
先
生
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
コ
ツ
や
ポ
イ
ン
ト
、
評
価
基
準
も
さ
ま

ざ
ま
な
観
点
や
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
学
校
や
生

徒
の
実
態
に
沿
っ
た
評
価
を
す
る
参
考
に
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

第
2
部

主
体
的
・
協
働
的
な
学
習
の
た
め
に

夢
十
夜

評
価
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、「
発
表
の
相
互
評
価
表
」と「
自

己
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
」
を
提
示
し
た
。
発

表
後
、「
相
互
評
価
表
」を
各
グ
ル
ー
プ
に
渡

す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
発
表
に
つ
い
て
振

り
返
る
機
会
と
さ
せ
た
い
。
次
回
の
発
表
に

向
け
て
の
自
ら
の
改
善
点
な
ど
を
書
か
せ
て

も
よ
い
。
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
形
式
の
自
己
評
価

は
、
自
ら
の
学
習
を
複
眼
的
、
多
面
的
に
振

り
返
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。「
貢
献
度
」
と
い
う
観
点
を
設
け
る
こ

と
で
、
話
し
合
い
と
い
う
言
語
活
動
の
中
で

の
自
分
の
役
割
を
意
識
さ
せ
た
い
と
考
え

た
。次

時
で
は
自
ら
の
ど
の
よ
う
な
点
を
改
善

し
、
話
し
合
い
や
読
解
を
よ
り
よ
く
し
て
い

く
の
か
等
を
書
か
せ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
そ

れ
を
も
と
に
、
次
時
の
活
動
前
に
、「
今
日
私

は
こ
の
よ
う
な
点
に
気
を
つ
け
た
い
」
な
ど

と
一
人
一
人
宣
言
さ
せ
、
お
互
い
に
応
援
す

る
と
い
う
活
動
も
考
え
ら
れ
る
。
自
己
評
価

を
次
回
に
つ
な
げ
て
い
く
活
動
で
あ
る
。

　
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
他
者
を

介
在
さ
せ
、
互
い
に
説
明
と
質
問
を
繰

り
返
す
こ
と
で
読
み
を
深
め
る
と
い
う

手
法
は
、
分
量
の
少
な
い
ほ
か
の
作
品

で
も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
短
歌
・
俳
句
　
↓
短
歌
・
俳
句
の
解

釈
・
背
景
な
ど
を
説
明
し
、
質
問
を

も
ら
っ
て
読
み
を
深
め
る
。

・
詩
　
↓
同
じ
作
者
の
詩
を
複
数
準
備

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
説
明
し
、

質
問
を
も
ら
っ
て
読
み
を
深
め
る
。

サ
ポ
ー
ト
例
▼
発
表
を
し
た
り
、
文
章

に
ま
と
め
た
り
す
る
の
に
慣
れ
な
い
う

ち
は
、
型
を
示
す
こ
と
で
負
担
感
を
軽

減
し
ま
し
ょ
う
。
型
に
し
た
が
っ
て
、

必
要
な
部
分
を
埋
め
る
と
い
う
形
で
な

ら
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
で
き
た
と
い
う
成
功

体
験
を
積
ま
せ
、
徐
々
に
苦
手
意
識
を

払
拭
し
て
い
き
ま
す
。

発
表
が
で
き
な
い
、 

文
章
が
書
け
な
い
…
…

他
教
材
へ
の
活
用
例

発表の相互評価表
姿勢・態度 5・4・3・2・1

声の大きさ 5・4・3・2・1

話し方のわかりやすさ 5・4・3・2・1

根拠をもとに
発表できているか 5・4・3・2・1

グループで考えを深める
ことができているか 5・4・3・2・1

発表グループへのコメント

評価観点
評価基準例

A　できた！ B　だいたいできた！ C　次 がんばります！

貢献度

話し合いに意欲的に
取り組み、よりよい
活動となるよう工夫
した。

話し合いに意欲的に
取り組んだ。

話し合いに貢献でき
なかった。

読む

カラーグループでも
らった質問につい
て、適切な根拠に基
づいて説明ができ
た。

カラーグループでも
らった質問につい
て、説明することが
できた。

カラーグループでも
らった質問につい
て、考えることがで
きなかった。

話す・聞く

自分の考えを効果的
に話し、他の人の意
見を聞いて共通点や
相違点、あらたな疑
問点などを見出すこ
とができた。

自分の考えをひとと
おり伝えることで
き、他の人の意見を
だいたい聞いた。

他の人の意見は聞け
たが、自分の考えを
述べることができな
かった。または、自
分の考えばかりを述
べ、他の人の意見を
聞かなかった。

知識
語句の意味がわか
り、使いこなすこと
ができた。

語句についてはだい
たいの意味がわかっ
た。

語句の意味を辞書な
どで調べる努力を
怠った。

「夢十夜」自己評価ルーブリック
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布
し
、事
前
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
声
の
出
し
方
、

目
線
、
言
葉
遣
い
、
相
手
へ
の
態
度
、
質
問
の
仕

方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
私
は
教
壇
で
よ
い
例
と
悪

い
例
を
実
演
し
な
が
ら
説
明
し
ま
す
。「
こ
ん
な
ふ

う
に
下
を
向
い
て
ぼ
そ
ぼ
そ
言
っ
て
る
の
聞
こ
え

る
？
」「
勇
気
を
出
し
て
質
問
し
た
の
に
、
私
が

『
は
？
』
な
ん
て
言
っ
た
ら
ど
う
思
う
？
」
な
ど
と

説
明
す
る
と
、
笑
い
な
が
ら
も
生
徒
は
確
実
に
よ

い
例
を
理
解
し
て
く
れ
ま
す
。

②
自
己
評
価
・
相
互
評
価
を
行
わ
せ
る
。

　
自
己
評
価
表
、
相
互
評
価
表
プ
リ
ン
ト
を
生
徒

に
配
布
し
ま
す
。
自
己
評
価
表
に
は
、
評
価
と
と

も
に
、
次
回
に
向
け
て
の
自
ら
の
改
善
点
を
書
か

せ
る
欄
な
ど
を
設
け
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
自
ら

の
活
動
・
学
習
を
振
り
返
り
、
次
回
へ
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。自
己
評
価
表
が
あ
る
こ
と
で
、

生
徒
は
評
価
基
準
を
何
度
で
も
見
直
す
こ
と
が
で

き
、
何
に
気
を
付
け
れ
ば
よ
い
か
を
意
識
で
き
ま

す
。
ま
た
、
相
互
評
価
が
あ
る
と
い
う
意
識
に
よ

っ
て
、
他
者
を
意
識
し
て
「
話
す
・
聞
く
」
の
活

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
話
す
・
聞
く
」
は

必
ず
他
者
が
あ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
相
互

評
価
で
よ
い
評
価
を
得
よ
う
と
い
う
意
識
は
、
他

者
を
意
識
し
た
、
他
者
を
尊
重
し
た
「
話
す
・
聞

く
」
活
動
を
促
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

③
必
ず
よ
い
点
を
評
価
す
る
。

　
相
互
評
価
表
へ
は
、相
手
も
し
く
は
発
表
グ
ル
ー

プ
な
ど
へ
の
コ
メ
ン
ト
欄
を
設
け
ま
す
。こ
の
際
、

必
ず
よ
い
点
を
一
点
は
記
入
す
る
こ
と
を
ル
ー
ル

と
し
ま
す
。
気
に
な
る
点
を
記
入
す
る
場
合
は
、

「
次
回
は
こ
の
よ
う
に
す
る
と
も
っ
と
よ
く
な
る

と
思
い
ま
す
」
と
次
回
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て

記
入
す
る
よ
う
に
さ
せ
ま
す
。
特
に
「
話
す
・
聞

く
」
の
授
業
に
お
い
て
私
が
大
事
に
し
て
い
る
こ

と
は
、
教
室
が
安
心
・
安
全
な
場
で
あ
る
こ
と
で

す
。
大
人
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
意
見
や
考
え
を

人
前
で
話
す
の
は
緊
張
す
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に

そ
れ
を
評
価
さ
れ
る
と
な
る
と
緊
張
度
は
増
し
ま

す
。
間
違
え
て
も
大
丈
夫
、
評
価
に
お
い
て
も
攻

撃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
安
心
感
は
、
授
業

に
お
い
て
絶
対
不
可
欠
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

人
は
、
褒
め
ら
れ
れ
ば
う
れ
し
く
、
や
る
気
が
出

る
も
の
で
す
。
こ
の
ル
ー
ル
は
授
業
の
活
性
化
に

も
大
い
に
貢
献
し
て
く
れ
ま
す
。
相
互
評
価
表
プ

リ
ン
ト
は
、
回
収
し
、
私
が
確
認
し
た
の
ち
、
該

当
者
に
返
却
し
て
い
ま
す
。

④
相
互
評
価
の
結
果
を
教
員
の
評
価
に
反
映
す
る
。

　
ク
ラ
ス
全
員
に
向
け
て
の
発
表
活
動
な
ど
、
多

く
の
相
互
評
価
表
が
手
に
入
る
際
に
は
、
生
徒
の

相
互
評
価
を
、
教
員
が
つ
け
る
最
終
的
な
評
価
に

も
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。「
話
す
・
聞
く
」
は
、
相

手
に
伝
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
相
手
が
「
よ
い
」

と
思
う
話
し
方
・
聞
き
方
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
が

大
切
で
す
。「
相
手
」で
あ
っ
た
生
徒
の
評
価
を
取

り
入
れ
る
の
は
理
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
目
標
と
評
価
基
準
、「
話
す
・
聞
く
」
の
活
動

を
す
る
意
味
を
生
徒
た
ち
に
き
ち
ん
と
理
解
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
、
お
お
む
ね
正
当
な
評

価
を
し
て
く
れ
ま
す
。
相
互
評
価
を
最
終
的
な
評

価
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
生
徒
に
も
伝

え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
相
互
評
価
へ
の
取
り
組

み
具
合
は
本
気
度
を
増
し
ま
す
。
正
し
く
評
価
で

き
る
こ
と
も
力
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
ま
す
。

⑤
そ
の
場
で
評
価
を
伝
え
る
。

　「
話
す
・
聞
く
」
は
記
録
に
残
す
こ
と
が
難
し
い

も
の
で
す
。
動
画
や
音
声
で
残
す
こ
と
は
可
能
で

す
が
、
そ
れ
を
再
度
職
員
室
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
評

価
す
る
の
は
時
間
も
手
間
も
か
か
り
ま
す
。

　
私
は
、
発
表
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
の
場
で
私
か

特集：対話からはじめよう
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■
は
じ
め
に

　

対
話
を
通
し
て
学
び
を
深
め
る
授
業
づ
く
り

は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た

テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
格
的
な
探
究
型
学
習
を
進
め

る
文
脈
か
ら
も
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指

導
は
重
要
度
と
緊
急
性
を
増
し
て
お
り
、
対
話
に

よ
っ
て
学
び
を
深
め
る
能
力
の
育
成
は
、
国
語
科

が
担
う
言
語
能
力
の
一
つ
と
言
え
る
。

　
「
現
代
の
国
語
」
と
「
国
語
表
現
」
と
い
う
学
習

や
日
常
生
活
の
基
盤
を
築
く
二
科
目
に
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
能
力
の
重
要
性
の
現
れ
だ
ろ
う
。
特

に
高
校
一
年
で
履
修
す
る
「
現
代
の
国
語
」
に
お

い
て
確
実
に
能
力
を
培
い
、
他
科
目
他
教
科
の
学

習
に
転
用
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ど
の
程

度
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
を
高
め
た
か
は
、

そ
の
後
の
学
習
の
深
さ
を
左
右
す
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
授
業
の
難
し
さ
は
、「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

の
授
業
よ
り
も
多
層
的
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。一
つ
は
た
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
で
は
な
く
、

「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
に
帰
す
る
「
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
能
力
の
育
成
に
な
っ
て
い

る
か
と
い
う
難
し
さ
、
も
う
一
つ
は
、
発
達
段
階

が
抱
え
る
難
し
さ
で
あ
る
。

　

私
の
経
験
で
は
、
い
ざ
生
徒
が
話
す
授
業
を
作

ろ
う
と
思
っ
て
も
、
最
初
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
。
生
徒
に
「
〜
に
つ
い
て
話
し
て
み
よ
う
」
と

時
間
と
テ
ー
マ
を
与
え
る
だ
け
で
は
、
生
徒
は
単

純
に
声
を
出
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
勘
違

い
し
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
培
う
た
め

の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
活
動
伸
長
に
つ

な
が
る
手
応
え
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
高

校
生
に
な
る
と
（
思
春
期
ゆ
え
）
自
分
の
発
言
に

対
す
る
周
り
の
評
価
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
る
た

め
、
発
達
段
階
の
面
か
ら
も
発
言
が
出
に
く
い
傾

向
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
難
し
さ
に
つ
な
が
っ
て
い

た
。
教
員
同
士
の
話
に
「
反
応
が
良
い
ク
ラ
ス
」

「
発
言
の
多
い
ク
ラ
ス
」と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る

こ
と
が
あ
る
が
、
今
後
の
国
語
の
授
業
で
は
、「
反

応
や
発
言
が
あ
る
だ
け
で
慢
心
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
反
応
が
出
に
く
い

ク
ラ
ス
」
こ
そ
話
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
指
導

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
。

　

そ
れ
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業

は
、
①
ど
の
よ
う
に
展
開
す
れ
ば
、
活
性
化
し
、

②
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
（
側
面
）
を
押
さ
え
れ

ば
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
に
お
け
る
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
能
力
を
養
成
し
た
と
い

え
る
の
か
。こ
の
問
い
に
対
す
る
本
稿
の
主
張
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。
生
徒
が
自
ら
、
①
考
察
を
す

る
こ
と
を
意
識
し
て
展
開
し
、
②
話
す
こ
と
に
つ

い
て
、
対
他
者
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
能
力
と
し
て
の
側

面
と
、
思
考
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
可
能
な
側
面
と

い
う
二
側
面
か
ら
理
解
し
習
得
す
れ
ば
、
こ
の
能

力
を
養
成
し
た
と
見
な
す
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
主
張
に
つ
い
て
確
認
す
る
た

め
、
私
自
身
の
実
践
例
を
提
示
す
る
。

■「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
の
二
側
面

　
「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
配
当
時
間
は
二
〇
〜
三
〇
単
位
時
間
程

度
、
同
科
目
の
三
〜
四
割
を
占
め
る
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
指
導
事
項
は
次
の
五
項
目
で
あ
る
。

ア
　
目
的
や
場
に
応
じ
て
、実
社
会
の
中
か
ら
適
切

な
話
題
を
決
め
、様
々
な
観
点
か
ら
情
報
を
収
集
、

整
理
し
て
、
伝
え
合
う
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
。

イ
　
自
分
の
考
え
が
的
確
に
伝
わ
る
よ
う
、自
分
の

立
場
や
考
え
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、相
手
の

反
応
を
予
想
し
て
論
理
の
展
開
を
考
え
る
な
ど
、

話
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
。

ウ
　
話
し
言
葉
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
話
し
た
り
、場

の
状
況
に
応
じ
て
資
料
や
機
器
を
効
果
的
に
用

い
た
り
す
る
な
ど
、相
手
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
に
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
。

エ
　
論
理
の
展
開
を
予
想
し
な
が
ら
聞
き
、話
の
内

容
や
構
成
、
論
理
の
展
開
、
表
現
の
仕
方
を
評
価

す
る
と
と
も
に
、聞
き
取
っ
た
情
報
を
整
理
し
て

自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
。

オ
　
論
点
を
共
有
し
、考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り

し
な
が
ら
、
話
合
い
の
目
的
、
種
類
、
状
況
に
応

じ
て
、表
現
や
進
行
な
ど
話
合
い
の
仕
方
や
結
論

の
出
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

　

こ
の
五
項
目
を
こ
こ
で
は
次
の
二
つ
に
分
類
す

る
。
一
つ
は
、
他
者
に
対
し
て
発
表
・
プ
レ
ゼ
ン

す
る
と
き
に
関
わ
る
項
目
【
対
他
者
項
目
】（
イ
・

ウ
）、
も
う
一
つ
が
、
思
考
に
関
与
し
、
自
分
の
考

え
の
変
容
を
導
き
出
す
ツ
ー
ル
と
し
て
の
項
目

【
思
考
項
目
】（
ア
・
エ
・
オ
）
で
あ
る
。（
こ
れ
ら

の
項
目
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
分
け
た
。）

　

と
い
う
の
も
、
新
学
習
指
導
要
領
の
設
定
し
て

い
る
対
話
の
相
手
は
、
必
ず
し
も
生
身
の
他
者
で

は
な
く
、
文
章
や
自
分
自
身
の
場
合
も
あ
る
。
そ

の
線
引
き
を
意
識
す
る
と
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
持
つ
二
面
性
が
浮
か
び
上
が
り
、
焦
点
を

あ
て
た
授
業
を
展
開
し
や
す
く
な
る
。

　

こ
の
中
で
能
力
の
伸
長
が
確
認
し
に
く
く
、
評

価
も
難
し
く
な
る
の
が
後
者
の
【
思
考
項
目
】
で

あ
る
。
先
述
し
た
、「
た
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
」
に
な

ら
な
い
た
め
に
も
、
生
徒
の
思
考
に
評
価
を
与
え

る
た
め
に
も
、
こ
の
【
思
考
項
目
】
を
指
導
す
る

際
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
プ
レ
ゼ
ン
、

作
文
な
ど
の
成
果
物
の
作
成
を
セ
ッ
ト
に
す
る

と
、理
解
の
深
化
が
見
込
ま
れ
る
と
感
じ
て
い
る
。

こ
の
二
面
性
を
意
識
し
、
次
の
実
践
を
行
っ
た
。

■
指
導
事
例

『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
』「
表
現
の
窓
５

調

べ
た
こ
と
を
報
告
し
よ
う
」（
114
ペ
ー
ジ
）

〇
単
元
の
概
要

　

金
田
一
春
彦
「
漢
字
の
性
格
」（
58
ペ
ー
ジ
）
を

履
修
後
に
、
調
べ
学
習
を
設
定
し
た
。
授
業
の
中

で
、
漢
字
に
つ
い
て
の
分
類
に
つ
い
て
一
通
り
の

説
明
を
受
け
た
生
徒
達
は
、
四
〜
五
人
一
班
に
別

れ
て
、自
分
た
ち
で
日
本
語
に
関
す
る
テ
ー
マ（
問

い
）
を
設
定
し
、
調
べ
学
習
を
行
っ
た
。

　

活
動
場
所
は
所
属
校
の
図
書
室
、
教
材
は
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
、
ポ
ス
タ
ー
用
模
造
紙
、
サ
イ
ン
ペ
ン

で
あ
る
。
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〇
指
導
事
項

第
一
次　
「
現
代
の
国
語
」
話
す
・
聞
く　

ア
・
オ

第
二
次　
「
現
代
の
国
語
」
話
す
・
聞
く　

ウ
・
エ

〇
授
業
の
展
開
（
全
四
時
間
）

第
一
次
（
一
・
二
時
間
目
）

①
目
標
と
課
題
の
提
示
。

②
四
人
班
（
ま
た
は
五
人
班
）
に
別
れ
て
、
テ
ー

マ
（
問
い
）
設
定
の
た
め
の
話
し
合
い
。

③
図
書
室
に
て
役
割
分
担
を
し
て
調
べ
学
習
、
ま

た
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
。
そ
の
後
班
長
の
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
て
、ポ
ス
タ
ー
案
を
作
成
。

考
察
が
書
け
た
ら
教
師
に
見
せ
る
。

④
ポ
ス
タ
ー
案
が
、
Ａ
見
や
す
い
か
、
Ｂ
言
い
た

い
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
か
、
Ｃ
問
い
に
対
す

る
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
、
話
し
合
い
、
練
り

直
す
。

⑤
自
分
の
発
言
の
中
で
、
班
の
発
表
内
容
に
貢
献

し
た
も
の
を
一
〜
二
つ
記
録
す
る
。

第
二
次
（
三
・
四
時
間
目
）

①
発
表
に
向
け
て
の
発
表
原
稿
づ
く
り
、
役
割
分

担
。
ポ
ス
タ
ー
の
完
成
。

②
各
班
５
分
で
発
表
し
、
相
互
に
評
価
す
る
。

〇
各
班
の
テ
ー
マ
（
抜
粋
）

　

数
字
に
込
め
ら
れ
た
意
味
に
つ
い
て
／D

o 

つ
い
て
は
、
教
師
が
評
価
す
る
。

第
二
次

（
１
）
発
表
の
形
式

　

号
令
以
外
は
発
表
の
形
式
は
問
わ
な
い
。
わ
か

り
や
す
い
か
、
適
切
な
分
析
か
を
問
う
。

　

発
表
の
形
式
は
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ

ン
の
枠
に
捕
わ
れ
な
い
内
容
も
可
と
し
た
と
こ

ろ
、
茨
城
弁
を
話
せ
る
生
徒
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す

る
場
面
や
観
衆
に
即
時
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
理

解
度
を
確
認
す
る
場
面
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
聴
衆

を
引
き
込
む
た
め
の
工
夫
が
引
き
出
さ
れ
た
。

Y
ou K

now
「
い
ず
い
」？（
仙
台
市
の
方
言
）／

若
者
言
葉
の
変
遷
／
リ
ア
充
…
っ
て
何
？
／
茨
城

弁
っ
て
か
わ
い
い
／
ヤ
バ
い
っ
て
何
？
／
流
行
語

今
昔
／
紐
と
縄
の
境
目
／
国
字
／
言
葉
に
は
な
ぜ

「
葉
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
る
の
か

〇
授
業
の
ポ
イ
ン
ト

第
一
次

（
１
）
調
べ
た
内
容
と
考
察
を
区
別
さ
せ
る

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
す
る
と
き
、
ど
ん
な
こ

文化とことば114

調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
よ
う

　「
水
の
東
西
」
で
は
、鹿
お
ど
し
と
噴
水
と
の
比
較
を
通
し
て
、

日
本
の
伝
統
文
化
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
季

節
の
言
葉
と
出
会
う
」
で
は
、
季
語
を
例
に
し
て
日
本
語
の
語

彙
の
豊
か
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
こ
で
は
、
日
本
語
に
つ
い
て
興
味
を
も
っ
た
こ
と
を
調
べ
、

報
告
書
に
し
て
ま
と
め
よ
う
。
調
べ
方
を
工
夫
し
、
日
本
語
に

対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う
。

文章にまとめる
・�構成に注意して書く。

テーマを決める
・�日本語や言葉に関連
したテーマを立てる。

調査方法を考える
・�対人調査
・�文献調査
・�実地調査　など。

調査をする
・�アンケートやインタ
ビューを行う。

・�図書館などで調べる。

活動の手順

　
日
本
語
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
調
べ
る
の
か
、
テ
ー

マ
を
決
め
よ
う
。

　
決
め
た
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
調
べ
方
を
考
え
よ
う
。

例•

住
ん
で
い
る
街
の
看
板
の
表
記
の
特
徴

•

高
校
生
の
敬
語
意
識

•

春
の
季
語
の
種
類
と
そ
の
歴
史
、
代
表
句

•

高
校
生
の
季
語
認
知
度

•

若
者
言
葉
を
大
人
た
ち
は
ど
う
感
じ
て
い
る
か

調
べ
方
の
種
類

•

対
人
調
査
…
ア
ン
ケ
ー
ト
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
。

•

文
献
調
査
…
辞
書
や
事
典
、
参
考
文
献
な
ど
で
調
べ
る
。

•

実
地
調
査
…�

現
地
で
観
察
し
た
り
写
真
を
撮
っ
た
り
す
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

1

2

3

4

1 

テ
ー
マ
を
決
め
よ
う

2 

調
べ
方
を
考
え
よ
う

現表 の

窓

5

（
２
）
ポ
ス
タ
ー
の
内
容
と
見
や
す
さ
を
評
価

　

発
表
の
内
容
と
は
別
に
、
ポ
ス
タ
ー
の
出
来
映

え
に
つ
い
て
も
評
価
を
行
い
、
高
評
価
を
得
た
も

の
は
廊
下
に
掲
示
し
た
。

■
ま
と
め
に
か
え
て

　

学
期
末
の
時
間
を
利
用
し
て
の
授
業
で
あ
っ
た

た
め
、
充
分
な
時
間
を
用
意
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
、
生
徒
は
前
半
と
後
半
で
異
な
る
能
力

を
培
う
こ
と
が
で
き
た
。
前
半
の
生
徒
の
感
想
に

は
、「
話
す
こ
と
で
自
分
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た

と
を
書
く
の
か
各
項
目
に
つ
い
て
説
明
を
加
え

る
。
そ
の
際
、「
結
果
と
考
察
の
違
い
」
に
つ
い
て

強
調
し
、
結
果
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考

え
る
こ
と
に
、
今
回
の
授
業
の
焦
点
が
あ
る
こ
と

を
伝
え
る
。
生
徒
は
必
然
的
に
話
し
合
う
必
要
に

迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
話
し
合
い
に
お
け
る
貢
献
度

　

自
分
の
発
言
を
メ
モ
さ
せ
る
こ
と
で
、
班
の
活

動
へ
の
貢
献
意
識
を
上
げ
る
。
内
容
の
適
確
さ
に

と
こ
ろ
に
気
づ
い
た
」「
人
に
説
明
し
よ
う
と
し
た

ら
、
も
う
一
回
頭
の
中
を
整
理
し
な
き
ゃ
な
ら
な

い
と
気
づ
い
た
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
一
方
、

後
半
の
感
想
で
は
、「
み
ん
な
に
わ
か
っ
て
も
ら
え

て
嬉
し
か
っ
た
」「
も
っ
と
も
っ
と
、わ
か
り
や
す

く
で
き
た
」
と
い
う
、
他
者
を
意
識
し
た
感
想
が

並
ぶ
。
今
後
は
教
科
探
究
や
、
他
教
科
と
の
連
携

も
視
野
に
入
れ
た
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
く
で
あ

ろ
う
。
国
語
科
が
教
科
と
し
て
、
学
力
の
下
支
え

を
す
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
、
今
後
も
模

索
し
て
い
き
た
い
。

題名

1. 課題

レ
ポ
ー
ト
の
構
成
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
メ
モ
し
よ
う
。

2. 調査の方法

3. 調査の結果

4. 考察

5. 参考資料

特集：対話からはじめよう
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▲生徒のポスター作品



2425 国語教室　第110号　2019年4月古典でも「話す・聞く」

■
授
業
の
目
標

　

古
典
で
も
「
話
す
・
聞
く
」
を
取
り
入
れ
て
、

授
業
を
活
性
化
さ
せ
て
、
本
文
の
読
解
を
深
め
さ

せ
た
い
け
れ
ど
、
結
構
難
し
そ
う
と
い
う
印
象
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
提
案
さ
せ
て
も
ら

う
授
業
は
、
教
科
書
を
最
大
限
に
活
用
し
、
ジ
グ

ソ
ー
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。
生
徒
が
主
体

的
に
本
文
に
向
き
合
い
、
活
動
過
程
で
、
必
然
的

に
生
徒
同
士
で
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
な
が
ら
、

既
得
の
知
識
と
新
し
い
知
識
を
活
用
し
本
文
を
読

解
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
で
す
が
、ほ
か

の
教
材
で
も
行
う
こ
と
は
可
能
で
す
。
私
は
、
新

し
い
教
材
に
入
っ
た
最
初
に
毎
回
こ
の
パ
タ
ー
ン

の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次
時
以
降
に
本
文
の

文
法
的
な
説
明
な
ど
を
補
っ
て
い
き
、
文
法
事
項

な
ど
の
確
認
や
内
容
の
確
認
を
必
要
に
応
じ
て
行

う
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

■
指
導
案

　

本
時
は
「
芥
川
」
の
教
材
に
入
っ
た
最
初
の
授

業
に
行
い
ま
す
。
授
業
の
流
れ
を
説
明
し
て
い
き

ま
す
。

1
教
員
の
説
明
（
２
分
）

　

活
動
に
入
る
前
に
、
生
徒
に
は
次
の
２
点
を
納

得
し
て
も
ら
い
ま
す
。
や
は
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
活
動
を
す
る
の
か
を
生
徒
に
し
っ
か
り
理
解
し

て
も
ら
う
こ
と
が
、
活
動
を
学
習
に
す
る
た
め
に

は
大
事
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

①
自
分
の
担
当
部
分
を
理
解
し
、
説
明
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
最
終
的
な
問
い
に
根
拠

を
持
っ
て
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

②
知
識
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
知
識
の
定
着
を
促

し
た
い
。
な
の
で
、
し
っ
か
り
と
考
え
、
話
し

た
り
聞
い
た
り
し
て
欲
し
い
。

　

活
動
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
教
員
の
指
示
は
な

か
な
か
生
徒
に
通
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
ま
た
、
活
動
中
に
教
師
が
何
か
を
言
う
と
、

せ
っ
か
く
の
生
徒
の
集
中
を
分
断
す
る
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。
活
動
に
入
る
前
に
、
授
業
の
目
的
、

意
義
を
生
徒
に
は
伝
え
ま
す
。

2
グ
ル
ー
プ
活
動
（
１
分
）

　

生
徒
は
三
人
一
組
に
な
り
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
役
割
を

決
め
て
も
ら
い
ま
す
。

　

Ａ
の
人
は
「
昔
、男
あ
り
け
り
。」
〜
「
男
に
問

ひ
け
る
。」

　

Ｂ
の
人
は
「
ゆ
く
先
多
く
、」
〜
「
鬼
は
や
一
口

に
食
ひ
て
け
り
。」

　

Ｃ
の
人
は
「『
あ
な
や
。』」
〜
「
消
え
な
ま
し
も

の
を
」

を
、
担
当
し
ま
す
。

　

四
十
人
学
級
の
場
合
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
４

人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
４
人
の
グ
ル

ー
プ
は
、
Ｃ
の
担
当
が
大
変
そ
う
な
の
で
、
Ｃ
の

役
割
を
2
人
に
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

3
個
人
活
動
（
12
分
）

　

自
分
の
担
当
部
分
で
、

①
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
27
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
傍
線
部

の
助
動
詞
の
意
味
と
活
用
形
を
考
え
る
。

②
担
当
部
分
全
体
の
現
代
語
訳
を
考
え
る
。

③
担
当
部
分
に
関
す
る
問
い
の
答
え
を
考
え
る
。

と
い
う
３
つ
の
作
業
を
行
い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

答
え
を
書
き
込
ん
で
い
き
ま
す
。
各
部
分
に
関
す

る
問
い
は
、
担
当
部
分
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
Ｃ
の
問
い
に
関

し
て
は
、
Ａ
Ｂ
の
内
容
と
共
に
読
ん
で
よ
う
や
く

理
解
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
の
５

の
段
階
に
入
っ
て
Ｃ
の
生
徒
は
問
い
に
対
す
る
回

答
を
自
信
を
持
っ
て
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
す
ぐ
に
解
決

し
な
い
問
い
が
入
っ
て
い
る
と
、
あ
と
で
「
あ
ー

な
る
ほ
ど
！
」
と
い
う
要
素
が
増
え
る
の
で
、
す

ぐ
に
解
決
で
き
る
問
い
だ
け
に
し
な
い
よ
う
に
し

て
あ
り
ま
す
。

4
グ
ル
ー
プ
活
動
（
10
分
）

　

Ａ
は
Ａ
、
Ｂ
は
Ｂ
、
Ｃ
は
Ｃ
の
人
た
ち
で
集
ま

り
考
え
、個
人
活
動
の
答
え
の
共
有
を
行
い
ま
す
。

初
め
は
移
動
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
の
で
多
少

時
間
が
か
か
り
ま
す
。
移
動
先
を
黒
板
な
ど
を
使

用
し
て
図
示
し
て
あ
げ
る
と
生
徒
の
移
動
は
ス
ム

ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
一
回
や
れ
ば
生
徒
は
慣
れ
る

の
で
、
次
に
や
る
と
き
は
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
中
、
生

徒
は
適
宜
自
分
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
加
筆
修
正
を

し
て
、
担
当
部
分
に
つ
い
て
後
の
５
の
段
階
で
ほ

か
の
人
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
準
備
し
ま
す
。
細

か
い
品
詞
分
解
を
じ
っ
く
り
や
っ
て
い
る
と
時
間

が
足
り
な
い
の
で
、
教
員
は
適
宜
残
り
時
間
を
全

体
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
段
階
で
は
、
必
ず
自
分
の
担
当
箇
所
の
話

の
流
れ
が
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
問
い
の
答

え
を
し
っ
か
り
と
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い

う
こ
と
の
二
つ
が
重
要
で
す
。
細
か
い
文
法
的
な

部
分
は
次
時
以
降
で
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
今
は

あ
ま
り
気
に
せ
ず
生
徒
の
や
り
取
り
を
見
守
る
の

が
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

特集：対話からはじめよう
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古
典
で
も「
話
す
・
聞
く
」

古
典
×「
話
す
・
聞
く
」授
業
活
性
化
の
ア
イ
デ
ィ
ア

東
京
都
立
向
丘
高
等
学
校

倉く
ら

部べ

康や
す
し

7 8 9

7 8 9

7 8 9

1 72 3

1

7

2 3

1

7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 12

13 13 13 13

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

2 3

10 11 12

10 11 12

10 11 12 13

4 5 6

4 5 6

13

13

4 5 6 13

↑
前

▲移動例（4） ▲グループ分けの例（2，5）

↑
前

…

Ｃ
の
人

…

Ｂ
の
人

…

Ａ
の
人

数
字
は
班
を
表
す
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で
出
て
く
る
の
で
、
戸
惑
う
生
徒
が
出
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
教
科
書
の
系
図
を
見
な
が
ら
考
え
る

よ
う
に
生
徒
に
伝
え
る
と
理
解
し
や
す
く
な
る
と

思
う
の
で
、
適
宜
板
書
な
ど
で
伝
え
て
あ
げ
て
く

だ
さ
い
。

　

こ
の
段
階
で
は
、
5
の
段
階
ま
で
で
理
解
し
た

内
容
と
最
後
の
部
分
を
関
連
づ
け
て
、
最
後
の
段

落
が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え

ま
す
。
そ
の
上
で
、
本
文
全
体
が
ど
う
い
っ
た
話

な
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
良

い
で
す
。

■
評
価
に
関
し
て

　

基
本
的
に
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
内
容
か
ら

生
徒
の
理
解
度
や
知
識
の
活
用
状
況
を
判
断
し
ま

す
。
本
時
の
目
標
は
、「
生
徒
が
主
体
的
に
本
文
に

向
き
合
い
、
話
し
た
り
聞
い
た
り
し
な
が
ら
、
身

に
つ
け
た
知
識
な
ど
を
活
用
し
本
文
を
読
解
す
る

こ
と
」
で
あ
る
の
で
、
生
徒
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

点
検
す
る
際
に
見
る
の
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
問

１
、
問
２
の
記
述
内
容
で
す
。
問
１
の
記
述
は
本

文
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
が
つ
か
め
て
い
れ
ば
良
い

と
判
断
し
ま
す
。
問
２
の
記
述
は
、
最
後
の
段
落

が
、
そ
れ
以
前
の
段
落
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て

5
グ
ル
ー
プ
活
動
（
15
分
）

　

２
の
段
階
で
な
っ
た
三
人
組
に
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
担
当
部
分
の
内
容
や
問
い
、
文
法
事
項
の
説

明
を
行
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

問
１
に
グ
ル
ー
プ
で
取
り
組
み
ま
す
。こ
こ
で
も
、

細
か
い
文
法
事
項
の
説
明
を
し
た
が
る
生
徒
も
い

る
と
は
思
い
ま
す
が
、
時
間
が
足
り
な
く
な
り
ま

す
。
４
の
時
と
同
様
に
、
教
員
は
適
宜
残
り
時
間

を
全
体
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
段
階
で
は
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
話
の
流
れ
を
理
解

す
る
、
各
問
い
の
答
え
を
理
解
す
る
と
い
う
二
つ

の
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
良
い
で
す
。
こ
こ
ま
で

が
で
き
て
い
れ
ば
、
次
の
個
人
活
動
も
有
意
義
な

も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

6
個
人
活
動
（
10
分
）

　

座
席
を
普
段
の
状
態
に
戻
し
ま
す
。最
後
の「
こ

れ
は
、
二
条
の
后
の
…
」
の
部
分
を
読
み
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
の
問
２
に
個
人
で
取
り
組
み
ま
す
。
生

徒
に
よ
っ
て
は
、
個
人
で
読
み
解
く
の
は
難
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
に
は
、
あ
る
程
度
の

教
え
あ
い
が
あ
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

段
階
ま
で
教
え
あ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
教
え

あ
う
こ
と
は
す
ん
な
り
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
最
後
の
部
分
で
突
然
固
有
名
詞
が
連
続

い
る
の
か
が
説
明
で
き
て
い
れ
ば
良
い
と
判
断
し

ま
す
。

■「
話
す
・
聞
く
」
に
関
し
て

　

今
回
の
授
業
案
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
し

て
必
然
的
に
「
話
す
・
聞
く
」
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
し
て
あ
り
ま
す
。
文
法
事
項
な
ど
を
活
用
し
て

本
文
と
向
き
合
い
、
な
ぞ
を
解
く
か
の
よ
う
に
本

文
を
読
み
込
む
空
間
が
作
れ
れ
ば
授
業
が
活
性
化

す
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
ジ
グ
ソ
ー
法
を
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。
ジ
グ
ソ
ー
法
と
考
え
る
と
難
し

い
問
い
や
、
様
々
な
資
料
の
準
備
な
ど
が
必
要
だ

と
思
い
が
ち
で
す
が
、
教
科
書
脚
注
の
問
い
や
教

材
末
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

本
文
の
理
解
を
深
め
る
課
題
が
作
成
で
き
ま
す
。

あ
ま
り
難
し
く
考
え
ず
に
、
日
常
の
授
業
実
践
の

延
長
線
上
に
ジ
グ
ソ
ー
法
を
位
置
付
け
て
取
り
組

ん
で
み
る
と
意
外
と
手
軽
に
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
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▲ワークシート

伊
勢
物
語

　芥
川

（
　
　）
組
　（
　
　）
番
　氏
名
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

今
日
や
る
こ
と

０
、
席
が
近
い
人
た
ち
で
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
机
は
つ
け
ず
に
、
そ
の
ま
ま
の
座
席
で
Ａ
〜
Ｃ
の
役
割
を
決
め
る
。

１
、
自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
課
題
を
個
人
で
や
る
。（
相
談
な
し
）

　
　
課
題
①
：
本
文
の
助
動
詞
（
傍
線
部
分
）
の
横
に
、
意
味
と
活
用
形
を
記
入
し
な
さ
い
。

　
　
課
題
②
：
教
科
書
を
見
な
が
ら
、
本
文
の
右
隣
に
現
代
語
訳
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
課
題
③
：
本
文
下
部
の
問
い
に
答
え
を
出
し
な
さ
い
。

２
、
同
じ
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
で
集
ま
っ
て
課
題
①
〜
③
の
答
え
を
出
す
。

３
、
最
初
の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
の
答
え
を
共
有
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
問
１
、
２
に
取
り
組
む
。

　昔
、
男
あ
り 

け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り 

け
る
を
、

年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
、

い
と
暗
き
に
来
け
り
。
芥
川
と
い
ふ
川
を
率
て
行
き
け
れ
ば

草
の
上
に
置
き
た
り 

け
る
露
を
、「
か
れ
は
何
ぞ
。」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。

問
　「
か
れ
は
何
ぞ
」
と

い
う
言
葉
か
ら
、
女
は

今
ま
で
ど
の
よ
う
な
暮

ら
し
を
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
。

　ゆ
く
先
多
く
、
夜
も
ふ
け
に 

け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、

神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、

女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、
男
、
弓
・
胡
簶
を
負
ひ
て
戸
口
に
を
り
、

は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ 

た
り 

け
る
に
、

鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て 

け
り
。

「
あ
な
や
。」
と
言
ひ
け
れ
ど
、

問
　「
あ
な
や
」
と
い
っ

た
の
は
誰
か
。

AB

神
鳴
る
騒
ぎ
に
、
え
聞
か
ざ
り 

け
り
。

や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て
来
し
女
も
な
し
。

足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
、
か
ひ
な
し
。

　
　白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
て
消
え
な 

ま
し
も
の
を

問
１
　
絵
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
は
、
本
文
の
ど
の
部
分
に
当
た
る
の
か
。

問
２
　
教
科
書
Ｐ
289
Ｌ
10
〜
最
後
の
部
分
を
読
み
、
こ
の
段
落
は
、
こ
の
文
章
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
か
、

考
え
て
み
よ
う
。

問
　「
消
え
な
ま
し
も
の

を
」
に
は
、
男
の
ど
の

よ
う
な
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
か
。

C
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■
は
じ
め
に

　

勤
務
校
の
調
査
に
よ
る
と
、
昨
年
度
の
本
校
生

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
所
有
率
は
九
七
パ
ー
セ
ン
ト

だ
っ
た
。使
用
目
的
は
交
流
や
娯
楽
が
中
心
だ
が
、

授
業
の
調
べ
物
に
使
う
生
徒
も
多
い
。
ま
た
パ
ワ

ー
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
た
発
表
は
多
く
の
学
校
で
行

わ
れ
て
お
り
、
今
の
生
徒
は
総
じ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器

を
抵
抗
な
く
使
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
は
、
そ
の
必

要
性
が
長
年
叫
ば
れ
て
き
な
が
ら
も「
読
む
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」に
比
べ
て
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と

は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
は
、
適
切
な
教
材
の
少
な

さ
や
、
音
声
言
語
の
特
徴
で
あ
る
再
現
性
の
弱
さ

か
ら
く
る
学
習
活
動
や
指
導
の
難
し
さ
に
よ
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
用
す
る
こ

と
で
、
そ
の
難
し
さ
を
い
く
ら
か
軽
減
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
指
導
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
使
い
か
た

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

■
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
用
い
た
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
実
践

　

本
校
の
学
校
設
定
科
目
の
一
つ
に
「
言
語
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
三
年
次
・
二
単
位
）
が
あ

る
。
主
に
音
声
言
語
を
扱
い
、
場
に
応
じ
た
円
滑

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。表
現
効
果
の
吟
味
、

表
現
の
特
色
や
言
語
の
役
割
の
理
解
と
い
う
点
で

は
、「
国
語
表
現
」
に
近
い
科
目
と
言
え
る
。
本
科

目
で
考
え
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
使
い
か
た

は
以
下
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

⑴ 

活
動
の
ツ
ー
ル

⑵ 

可
視
（
可
聴
）
化
の
手
段

⑶ 

共
有
の
効
果
を
高
め
る

以
下
で
は
こ
の
三
点
に
従
っ
て
、「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」
の
授
業
案
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

な
お
こ
れ
ら
は
全
て
実
践
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

想
定
さ
れ
る
方
法
も
含
ん
で
い
る
。

⑴ 

活
動
の
ツ
ー
ル
と
し
て

　

ま
ず
、
話
す
素
材
の
作
成
や
動
機
づ
け
の
た
め

に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
う
例
で
あ
る
。
人
を
引
き
つ

け
る
表
現
を
考
え
さ
せ
る
目
的
で
、「
学
校
の
イ
メ

ー
ジ
広
告
を
作
ろ
う
」
と
い
う
単
元
（
全
十
三
時

間
）
を
二
学
期
の
中
心
に
置
い
た
。
学
習
の
流
れ

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
新
聞
広
告
・
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
分
析
し
、
広
告

の
構
成
要
素
に
つ
い
て
知
る
（
四
時
間
）

②
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
個
人
で
イ
メ
ー
ジ
広

告
を
制
作
す
る
（
六
時
間
）

③
作
品
発
表
会
を
開
く
（
三
時
間
）

　

導
入
に
あ
た
る
①
で
は
、
実
際
の
新
聞
広
告
や

テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
を
使
っ
た
。
Ｃ
Ｍ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

ー
で
映
し
て
ク
ラ
ス
全
体
に
見
せ
、
制
作
者
の
意

図
や
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。

　

②
の
段
階
で
は
、
動
画
作
成
ア
プ
リ
や
文
書
作

成
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
広
告
を
作
成
さ
せ
た
。
今
は

便
利
な
ア
プ
リ
が
無
料
で
手
に
入
る
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
は
そ
の
ア
プ
リ
の
使
い
か
た
を
画
像

入
り
で
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
サ
イ
ト
も

あ
り
、
そ
れ
を
読
め
ば
初
心
者
で
も
何
と
か
使
う

こ
と
が
で
き
る
。
今
回
初
め
て
動
画
作
成
に
取
り

組
む
生
徒
も
い
た
が
、
説
明
サ
イ
ト
を
参
考
に
し

な
が
ら
楽
し
ん
で
制
作
し
て
い
た
。完
成
作
品
は
、

学
校
説
明
会
に
来
校
し
た
中
学
生
と
保
護
者
に
向

け
て
掲
示
・
上
映
し
た
。

　

③
の
作
品
発
表
会
で
は
、
作
品
を
見
せ
な
が
ら

五
分
程
度
で
制
作
意
図
を
発
表
さ
せ
た
。
説
明
す

る
場
合
、
動
画
な
ら
繰
り
返
し
や
一
時
停
止
、
文

書
フ
ァ
イ
ル
な
ら
拡
大
な
ど
、
視
覚
情
報
を
い
か

に
使
う
か
に
も
気
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

グ
ル
ー
プ
発
表
で
あ
れ
ば
、
発
表
内
容
の
共
有
と

分
担
も
必
要
で
あ
る
。
本
校
の
生
徒
は
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
で
の
発
表
に
は
慣
れ
て
い
る
が
、
自
ら
の

作
品
を
使
っ
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
い
う

今
回
の
発
表
会
で
は
苦
戦
す
る
者
も
見
ら
れ
た
。

発
表
・
説
明
の
形
態
は
一
つ
で
は
な
い
。
よ
っ
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
す
る
際
に
は
、
様
々
な
形

態
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
発
表
の
際
は
、
質
疑
応
答
の
司
会
も
発
表

者
に
さ
せ
、
必
ず
誰
か
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
わ

せ
て
い
る
。
ま
た
聞
く
側
に
も
一
度
は
発
言
す
る

よ
う
に
求
め
て
い
る
。

⑵ 

可
視
（
可
聴
）
化
の
手
段
と
し
て

　

音
声
言
語
は
発
話
内
容
が
一
瞬
で
消
え
て
し
ま

う
た
め
、
本
人
が
覚
え
て
い
な
か
っ
た
り
意
識
さ

え
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た

聞
く
側
も
一
度
で
全
て
を
理
解
す
る
の
は
難
し

い
。
そ
こ
で
使
え
る
の
が
、
録
画
・
録
音
が
で
き

る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

推
薦
入
試
を
控
え
た
九
月
に
「
話
し
合
い
を
円

滑
に
進
め
る
た
め
に
」
と
い
う
単
元
を
二
時
間
で

実
施
し
た
。
選
択
型
（
二
者
択
一
・
優
先
順
位
）

と
自
由
討
論
型
（
定
義
・
意
味
づ
け
）
の
テ
ー
マ

を
グ
ル
ー
プ
に
振
り
分
け
、
話
し
合
う
一
グ
ル
ー

プ
の
周
囲
を
他
の
三
グ
ル
ー
プ
が
囲
む
フ
ィ
ッ
シ

ュ
・
ボ
ウ
ル
形
式
で
観
察
さ
せ
た
。
時
間
は
十
分

程
度
と
し
、
一
テ
ー
マ
が
終
わ
る
た
び
に
実
演
班

と
観
察
班
が
気
づ
い
た
こ
と
を
発
表
す
る
形
で
ふ

り
か
え
り
を
行
っ
た
。
し
か
し
記
録
し
き
れ
な
か

っ
た
り
、
大
勢
の
観
察
者
が
い
る
緊
張
か
ら
思
う

よ
う
に
話
せ
な
か
っ
た
り
す
る
生
徒
が
い
た
。

　

夏
休
み
明
け
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
軽
い

単
元
を
用
意
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
生
徒
に
と

っ
て
は
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
年
度
末
の

ふ
り
か
え
り
で
は
、「
一
人
で
話
し
す
ぎ
る
癖
に
気

づ
い
た
」「
集
団
討
論
の
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
や
司
会

の
し
か
た
が
分
か
っ
た
」「
も
っ
と
時
間
を
か
け
て

ほ
し
い
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。

　

こ
の
単
元
を
改
良
す
る
な
ら
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
で

録
画
し
、
ふ
り
か
え
り
を
踏
ま
え
た
上
で
も
う
一

度
話
し
合
い
に
取
り
組
ま
せ
た
い
。
グ
ル
ー
プ
の

台
数
分
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
全

員
で
見
直
し
て
分
析
で
き
る
し
、
一
回
目
と
二
回

目
の
様
子
を
比
較
し
て
変
化
を
見
る
こ
と
も
で
き

る
。

　

次
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

特集：対話からはじめよう
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よ
り
良
い
話
し
手
･
聞
き
手
を
育
て
る
た
め
に

Ｉ
Ｃ
Ｔ
×「
話
す
・
聞
く
」授
業
活
性
化
の
ア
イ
デ
ィ
ア

筑
波
大
学
附
属
坂
戸
高
等
学
校

塗ぬ
り

田た

佳よ
し

枝え
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録
音
機
能
を
使
用
し
た
実
践
で
あ
る
。
筆
者
が
本

科
目
を
担
当
す
る
場
合
は
、
年
度
当
初
に
約
十
時

間
を
か
け
て
「
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
単
元
を
実

施
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

聞
き
手
の
重
要
性
に
気
づ
か
せ
る
た
め
で
あ
る
。

今
回
の
単
元
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
し
た
。

①
「
聞
く
」
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
考
え
る

 
（
四
時
間
）

②
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
か
ら
良
い
イ
ン
タ
ビ

ュ
ア
ー
の
条
件
を
考
え
る 
（
二
時
間
）

③
二
人
一
組
で
二
十
分
前
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
行
い
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
の
魅
力
を
伝

え
る
文
章
と
し
て
ま
と
め
る 

（
四
時
間
）

④
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
を
鑑
賞
す
る 

（
一
時
間
）

　

最
初
に
、
質
問
を
数
多
く
考
え
る
ゲ
ー
ム
や
質

問
の
分
析
を
行
っ
た
。「
傾
聴
の
レ
ッ
ス
ン
」
や

「
伝
言
リ
レ
ー
」等
の
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
は
普
段
の
聞
く

態
度
や
伝
わ
り
方
を
省
み
る
上
で
効
果
が
あ
る
。

生
徒
会
役
員
の
生
徒
は
、
口
頭
だ
け
の
説
明
が
い

か
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
か
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、

メ
モ
書
き
程
度
で
も
文
字
は
必
要
と
認
識
を
新
た

に
し
て
い
た
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
の
原
稿
は
、製
本
の
都
合
上
、

Ａ
４
用
紙
一
枚
と
い
う
制
限
を
つ
け
た
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
内
容
か
ら
必
要
な
こ
と
を
選
び
、
構
成
す

る
作
業
に
二
時
間
を
充
て
た
が
、
生
徒
た
ち
は
録

音
を
何
度
か
聞
き
直
し
て
ま
と
め
て
い
た
。
そ
の

過
程
は
「
質
問
攻
め
に
し
て
し
ま
っ
た
」「
イ
ン
タ

ビ
ュ
イ
ー
の
話
を
遮
っ
て
い
た
」
な
ど
、
自
分
の

聞
き
か
た
を
ふ
り
か
え
る
機
会
に
も
な
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

　

今
回
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、
自
ら
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
ず
個
人
で

上
手
に
で
き
た
点
・
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
点
を

出
し
、
グ
ル
ー
プ
で
改
善
策
を
考
え
る
活
動
を
設

定
す
れ
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
深
ま
る
質
問
の
し

か
た
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑶ 
共
有
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に

　

手
書
き
の
制
作
物
を
グ
ル
ー
プ
で
批
評
し
合
っ

て
代
表
作
を
選
び
、
選
定
理
由
を
ク
ラ
ス
全
体
に

発
表
す
る
と
い
う
活
動
は
、
国
語
の
教
室
で
一
般

的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
作
品
を
全
員

で
見
ら
れ
ず
、
聞
く
だ
け
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
撮
影
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

ー
で
映
し
な
が
ら
発
表
さ
せ
る
こ
と
に
取
り
組
ん

で
み
た
い
。
必
要
に
応
じ
て
拡
大
す
れ
ば
全
員
が

見
ら
れ
る
し
、
質
疑
応
答
も
入
れ
や
す
い
。

　

⑵
で
述
べ
た
話
し
合
い
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ふ

り
か
え
り
も
、
自
分
（
の
グ
ル
ー
プ
）
だ
け
で
な

く
他
者
の
分
析
を
、
デ
ー
タ
を
視
聴
し
な
が
ら
聞

く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
効
果
が
見
込
め
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
今
・
こ
の
場
所
で
使
え
る
の

は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
大
き
な
利
点
で
あ
る
。

■
お
わ
り
に

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機

器
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
生
の
素
材
や
自
ら
の

発
話
を
教
材
と
し
た
り
、
様
々
な
形
態
の
表
現
活

動
に
取
り
組
ま
せ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
た
だ
、
機
器
を
使
え
ば
授
業
が
活
性
化
す
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
授
業
を
構
想
す
る
上
で

は
、「
話
す
（
聞
く
）
べ
き
こ
と
」「
話
し
（
聞
き
）

た
く
な
る
こ
と
」
を
用
意
す
る
こ
と
が
一
番
の
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

先
述
の
通
り
、
音
声
言
語
は
形
が
残
ら
な
い
。

そ
し
て
第
一
言
語
の
場
合
、
皆
が
そ
れ
な
り
に
話

し
、聞
く
こ
と
が
で
き
る
（
と
思
っ
て
い
る
）。
だ

か
ら
こ
そ
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
授
業
で

は
、
よ
り
良
い
話
し
手
・
聞
き
手
に
な
る
よ
う
に

意
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ

機
器
を
上
手
に
使
っ
て
い
き
た
い
。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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■
は
じ
め
に

　
新
学
習
指
導
要
領
の
「
現
代
の
国
語
」
に
お
い

て
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
配
当
時
間
が

「
20
時
間
〜
30
時
間
」
と
明
示
さ
れ
た
。
ま
た
、大

学
入
試
で
は
Ａ
Ｏ
入
試
や
推
薦
入
試
の
拡
大
が
行

わ
れ
、
社
会
か
ら
は
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
一
員
と

し
て
自
身
の
主
張
を
述
べ
る
力
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。「
話
す
・
聞
く
」
力
を
育
て
る
こ
と
は
、
高
等

学
校
の
現
場
に
お
い
て
、
重
要
と
考
え
ら
れ
て
き

た
が
、
学
校
内
外
で
必
要
な
力
と
し
て
明
確
に
表

面
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

■「
話
す
・
聞
く
」
授
業
と
生
徒

　
教
室
内
に
お
け
る
「
話
す
・
聞
く
」
活
動
自
体

は
教
員
の
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
中
学
校
・

高
等
学
校
と
も
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
々
の
授
業

に
お
け
る
ペ
ア
で
の
相
談
や
話
合
い
活
動
、
発
表

な
ど
で
あ
る
。特
に
中
学
校
で
は
頻
繁
に
行
わ
れ
、

国
語
科
だ
け
で
な
く
、
他
教
科
で
も
多
く
ペ
ア
や

班
で
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。

こ
れ
ら
日
常
的
に
行
わ
れ
る
教
科
で
の
話
合
い
活

動
に
加
え
て
、
行
事
や
学
期
の
区
切
り
に
行
わ
れ

る
発
表
会
や
日
本
語
・
英
語
の
ス
ピ
ー
チ
大
会
な

ど
、
生
徒
は
教
育
活
動
と
し
て
の
「
話
す
・
聞
く
」

活
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

高
等
学
校
の
教
員
と
し
て
は
高
校
入
学
時
の
生
徒

の
能
力
に
は
大
き
な
ば
ら
つ
き
を
感
じ
る
。
違
う

中
学
校
で
、
違
う
教
科
書
を
使
用
し
て
き
た
、
地

域
や
家
庭
に
よ
っ
て
生
活
環
境
も
違
う
生
徒
た
ち

は
、
同
じ
高
校
に
同
じ
年
度
に
入
学
し
た
と
い
っ

て
も
、
当
然
能
力
に
差
が
あ
る
。

■
提
案
「
話
合
い
を
メ
タ
認
知
す
る
」
授
業

　 

そ
こ
で
、
生
徒
の
「
話
す
・
聞
く
」
能
力
を
具

体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
「
話
合
い
」
に
つ
い
て
提

案
し
た
い
。
生
徒
の
話
合
い
の
能
力
把
握
は
日
々

教
員
が
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
自

分
の
こ
と
を
振
り
返
る
と
、
各
人
の
発
話
が
円
滑

で
あ
る
、
協
力
し
て
で
き
て
い
る
、
全
員
が
同
じ

程
度
話
を
し
て
い
る
等
、
実
態
把
握
は
生
徒
の
意

欲
や
態
度
に
と
ど
ま
り
、
話
合
い
の
能
力
に
つ
い

て
具
体
的
に
は
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
気
が

つ
い
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
生
徒
も
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
生
徒
に
と
っ
て
話
合
い
は
、
楽
し
く
、
新
し

い
意
見
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
元
の
意
見
か
ら
変

容
が
起
こ
り
や
す
い
た
め
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る

特集：対話からはじめよう
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学
と
高
校
を
つ
な
ぐ

中
学
校
×「
話
す
・
聞
く
」授
業
活
性
化
の
ア
イ
デ
ィ
ア

東
京
都
立
大
泉
高
等
学
校
・
附
属
中
学
校

石い
し

鍋な
べ

雄ゆ
う

大だ
い
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第
二
次　

話
合
い
で
は
、
発
話

量
の
多
さ
や
、
答
え
に
直
接
結

び
つ
く
発
言
を
す
る
こ
と
だ
け

が
成
功
の
要
素
で
は
な
い
。
機

械
的
に
同
じ
能
力
を
求
め
る
の

で
は
な
く
、
話
合
い
の
目
的
を

理
解
し
、
そ
こ
に
む
か
っ
て
協

働
し
各
人
が
役
割
を
果
た
す
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
以
上
の
こ

と
を
教
員
が
理
解
し
た
上
で
生

徒
の
個
性
に
応
じ
て
指
導
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

実
際
の
授
業
で
生
徒
は
、
発

話
の
流
れ
や
発
言
内
容
の
偏

り
、
班
ご
と
の
特
徴
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際

に
数
字
や
視
覚
的
に
分
か
る
形

で
示
さ
れ
た
こ
と
で
分
析
は
効

果
的
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

　

文
字
化
し
て
分
析
す
る
こ
と

で
話
合
い
を
多
角
的
に
振
り
返

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
発
話
量

や
流
れ
を
簡
易
的
に
認
識
さ
せ

る
方
法
と
し
て
、
会
話
し
た
生

徒
か
ら
次
に
会
話
し
た
生
徒
へ
と
、
毛
糸
玉
を
ど

ん
ど
ん
渡
し
て
い
き
な
が
ら
糸
を
伸
ば
し
、
や
り

と
り
を
可
視
化
す
る
よ
う
な
実
践
も
あ
る
。

■
お
わ
り
に

　

大
切
な
の
は
こ
こ
で
把
握
し
た
能
力
を
元
に
、

教
師
が
授
業
を
進
め
る
こ
と
、
生
徒
が
能
力
を
向

上
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

社
会
の
潮
流
に
伴
い
、
学
校
や
授
業
が
大
き
く

変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
変
化
の
途
上
、
ま
た

こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お
い
て
「
話
合
い
」
は
問
題

解
決
や
思
考
の
共
有
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
話

合
い
の
力
を
把
握
し
、
見
直
し
、
向
上
さ
せ
続
け

る
た
め
に
、
定
期
的
に
話
合
い
方
を
考
え
る
授
業

を
行
っ
て
い
き
た
い
。

【
主
要
参
考
文
献
】

日
本
国
語
教
育
学
会
監
修
『
話
す
・
聞
く
』（
東
洋
館
出
版
、

二
〇
一
七
）

国
語
教
育
探
究
の
会
『
文
字
化
資
料
・
ふ
り
か
え
り
活
動
で

つ
く
る　

小
学
校
国
語
科
「
話
し
合
い
」
の
授
業
』（
明

治
図
書
、
二
〇
一
八
）

松
本
修
「
読
み
の
交
流
を
促
す
〈
問
い
〉
の
５
つ
の
要
件
の

検
討
：
教
材
「
庭
の
一
部
」
の
話
し
合
い
に
基
づ
い
て
」

（『
国
語
科
教
育
』、
八
四-

九
一
、
二
〇
一
一
）

よ
う
に
感
じ
る
が
、
な
ぜ
う
ま
く
い
っ
た
の
か
、

ど
う
し
た
ら
話
合
い
は
よ
り
よ
く
進
む
の
か
と
い

っ
た
方
略
に
関
し
て
考
え
た
こ
と
は
少
な
い
の
で

は
な
い
か
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
話
合
い
に
つ
い
て
教
師
に

加
え
、
生
徒
自
身
に
も
そ
の
進
め
方
・
方
略
を
考

え
さ
せ
る
よ
う
な
「
話
合
い
の
メ
タ
認
知
」
を
目

的
と
し
た
授
業
を
提
案
す
る
。

■
授
業
に
つ
い
て

　

本
授
業
案
は
都
立
大
泉
高
等
学
校
二
年
生
を
対

象
と
し
、
三
好
健
介
主
任
教
諭
と
と
も
に
行
な
っ

た
実
践
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
徒
自
身
に

話
合
い
を
メ
タ
認
知
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
発
話
内

容
や
、
そ
れ
が
話
合
い
の
中
で
も
た
ら
す
意
義
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
、
今
後
の
授
業
・
生
活
で
の
自

身
の
話
合
い
に
活
か
す
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

〇
目
標　
「
現
代
の
国
語
」
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
（
１
）
指
導
事
項

オ　

論
点
を
共
有
し
、
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
し
な
が
ら
、
話
合
い
の
目
的
、
種
類
、
状
況

に
応
じ
て
、
表
現
や
進
行
な
ど
話
合
い
の
仕
方

や
結
論
の
出
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

〇
言
語
活
動　

同
（
２
）
言
語
活
動
例

ウ　

話
合
い
の
目
的
に
応
じ
て
結
論
を
得
た
り
、

多
様
な
考
え
を
引
き
出
し
た
り
す
る
た
め
の
議

論
や
討
論
を
、
他
の
議
論
や
討
論
の
記
録
な
ど

を
参
考
に
し
な
が
ら
行
う
活
動
。

〇
単
元
計
画

第
一
次
（
一
時
間
目
）話
合
い
を
行
う

・
単
元
の
目
標
を
理
解
し
、授
業
の
見
通
し
を
も
つ
。

・
北
原
白
秋
「
庭
の
一
部
」
を
一
部
空
欄
に
し
た

も
の
（
資
料
①
）
を
読
み
、
プ
リ
ン
ト
空
欄
に

入
る
言
葉
と
そ
の
理
由
を
書
く
。

・
四
人
班
に
な
り
、
空
欄
に
入
る
言
葉
に
つ
い
て

話
し
合
う
。

・
そ
の
際
、話
合
い
を
各
自
携
帯
電
話
で
録
音
す
る
。

第
二
次
（
二
・
三
時
間
目
）話
合
い
を
分
析
す
る

・
録
音
し
た
言
葉
を
文
字
に
起
こ
す
。

・
文
字
起
こ
し
原
稿
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト（
資
料
②
）

に
基
づ
い
て
分
析
す
る
。

・
班
ご
と
に
話
合
い
方
の
特
徴
を
発
表
す
る
。

・
自
身
の
話
合
い
活
動
に
つ
い
て
振
り
返
り
を
行
う
。

〇
授
業
の
ポ
イ
ン
ト

第
一
次　

本
授
業
の
目
的
は
自
身
の
話
合
い
を

メ
タ
認
知
し
、
次
回
以
降
の
授
業
や
生
活
へ
活
か

す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒
自
身
の
実
際

の
会
話
を
素
材
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
自
身
の
話
合
い
を
素
材
と
す
る
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
携
帯
電
話
を
授
業
中
に
使

用
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
な
ど
、
雑
誌
の
座
談

会
の
文
章
等
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
も
意
義
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、話
合
い
の
素
材
と
し
て
は
「
庭
の
一
部
」

を
用
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
授
業
計
画
と
し

て
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
で
多
様
な
解
釈
を
考
え

さ
せ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、
同
様
に
多

様
な
解
釈
が
可
能
な
素
材
を
提
示
し
て
い
る
。
つ

け
さ
せ
た
い
力
や
年
間
指
導
計
画
に
応
じ
て
、
協

働
し
て
課
題
を
解
決
す
る
の
に
適
し
た
作
品
を
提

示
す
る
な
ど
、
素
材
の
吟
味
を
し
て
も
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

資
料
②

特集：対話からはじめよう
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

資
料
①�

＊
空
欄
に
は
、「
郵
便
が
来
た
。」
が
入
る
。

　

さ
あ
、
朝あ

さ

飯め
し

だ
。

　

真ま
っ
か紅

な
、
ち
ら
ち
ら
す
る
、

　

コ
ス
モ
ス
の
花
が
三み

っ

つ
と
、

　

穂
の
出
た
ば
か
り
の
小ち

さ
い
唐
黍
、

　

な
ん
と
こ
の
庭
の
一
部
の

　

幽か
す

か
な
、
新
鮮
な
秋
。

　

あ
、
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■
社
会
を
見
つ
め
る
評
論

　

評
論
は
、
社
会
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に

対
す
る
新
た
な
視
点
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。
平
成

の
教
科
書
で
は
、
ど
の
よ
う
な
評
論
が
掲
載
さ
れ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、「
人
類
よ
宇
宙
人
に
な
れ
」（
立
花

隆
、『
現
代
の
国
語
Ⅱ
』
平
成
７
年
）
は
、
温
室
効
果

に
よ
る
温
暖
化
な
ど
、
地
球
環
境
の
危
機
に
つ
い

て
論
じ
て
い
ま
す
。
環
境
論
は
ほ
か
に
も
多
く
、

フ
ロ
ン
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
を
取
り
上
げ
た

「
天
の
穴
・
地
の
穴
」（
立
松
和
平
、『
現
代
の
国
語

Ⅰ
』
平
成
６
年
）、「
生
物
多
様
性
」
を
テ
ー
マ
と
し

た
「
動
的
平
衡
と
し
て
の
生
物
多
様
性
」（
福
岡
伸

一
、『
精
選
国
語
総
合 

新
訂
版
』
平
成
29
年
）
な
ど
が

掲
載
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
現
代
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
不
定

の
時
代
と
と
ら
え
た
「
大
人
へ
の
条
件
」（
小
浜
逸

郎
、『
精
選
現
代
文
』
平
成
16
年
）、「
ク
ロ
ー
ン
羊
」

な
ど
に
つ
い
て
論
じ
、
現
代
を
「
無
痛
文
明
」
と

と
ら
え
た「
生
命
倫
理
が
変
わ
る
」（
森
岡
正
博『
新

編
現
代
文
』
平
成
16
年
）、
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
や
ポ
ケ

モ
ン
な
ど
、
日
本
文
化
に
お
け
る
「K

A
W
A
II

」

を
論
じ
た
「『
か
わ
い
い
』
現
象
」（
四
方
田
犬
彦
、

『
現
代
文
２
』
平
成
21
年
）
な
ど
、
世
相
を
反
映
し

た
多
様
な
評
論
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

■
情
報
社
会
を
生
き
る

　

さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
花
開
い
た
平
成

は
、「
情
報
の
時
代
」と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
、
平
成
６
年
使
用
開
始
の
『
高
等
学
校

国
語
Ⅰ
』
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
テ
レ
ビ
、
ビ

デ
オ
な
ど
の
普
及
す
る
中
で
の
書
物
の
役
割
に
つ

い
て
考
察
し
た
「
書
物
を
考
え
る
」（
日
野
啓
三
）、

情
報
社
会
に
お
い
て
主
体
的
に
生
き
る
す
べ
を
説

い
た
「
文
化
と
反
情
報
」（
山
口
昌
男
）
と
い
っ
た

評
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
平
成
」も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず
か
。
こ

の
三
〇
年
の
社
会
の
変
容
を
、
国
語
教
科

書
は
映
し
出
し
て
き
ま
し
た
。
教
科
書
教

材
か
ら
「
平
成
」
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

そ
れ
以
降
の
教
科
書
で
も
、
電
車
の
中
で
「
書

く
人
（
携
帯
電
話
で
メ
ー
ル
を
打
つ
人
）」
が
現
れ
た

と
い
う
こ
と
か
ら
、
文
字
と
身
体
に
つ
い
て
論
じ

た
「
知
識
の
扉
」（
港
千
尋
、『
国
語
総
合 

改
訂
版
』

平
成
19
年
）、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
に

言
及
し
た「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
間
観
の
変
容
」

（
宇
野
常
寛
『
現
代
文
Ｂ 

改
訂
版 

上
巻
』
平
成
30
年
）

な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
新
し
い
文
学
の
芽
生
え

　

教
科
書
の
小
説
と
い
え
ば
、「
羅
生
門
」
や
「
こ

こ
ろ
」
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
平

成
に
入
っ
て
活
躍
を
は
じ
め
た
作
家
の
作
品
も
数

多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
平
成
の
芥
川
賞
受
賞
者
で
見
て
み

る
と
、
小
川
洋
子
さ
ん
（
平
成
２
年
受
賞
、「
ア
ン

ジ
ェ
リ
ー
ナ
」『
現
代
文
１
』
平
成
16
年
）
や
川
上
弘

美
さ
ん
（
同
８
年
、「
離
さ
な
い
」『
現
代
文
２
』
平
成

17
年
）、
お
笑
い
芸
人
で
も
あ
る
又
吉
直
樹
さ
ん

（
同
27
年
、「
祖
母
が
笑
う
と
い
う
こ
と
〈
エ
ッ
セ
イ
〉」

『
新
編
現
代
文
Ｂ 

改
訂
版
』
平
成
30
年
）
な
ど
の
作
品

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

直
木
賞
受
賞
者
は
、
浅
田
次
郎
さ
ん
（
平
成
９

年
受
賞
、「
鉄ぽ

っ
ぽ道

員や

」『
新
編
現
代
文
』
平
成
16
年
）、重

松
清
さ
ん
（
同
12
年
、「
バ
ス
に
乗
っ
て
」『
新
編
国

語
総
合
』
平
成
25
年
）、
石
田
衣
良
さ
ん
（
同
15
年
、

「『
迷
う
』
力
の
す
ば
ら
し
さ
〈
エ
ッ
セ
イ
〉」『
新
編
現

代
文
Ｂ
』
平
成
26
年
）、
角
田
光
代
さ
ん
（
同
16
年
、

「
闇
が
な
け
れ
ば
〈
エ
ッ
セ
イ
〉」『
新
編
現
代
文
Ｂ
』
平

成
26
年
）
な
ど
で
す
。

■
こ
ん
な
人
も
教
科
書
に
…

　

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
筆
者
は
、
評
論
家

や
文
学
者
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
代
に

お
い
て
、
華
々
し
い
活
躍
を
し
た
人
々
の
文
章
も

掲
載
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
日
本
人
宇
宙
飛

行
士
と
し
て
話
題
と
な
っ
た
毛
利
衛
さ
ん
（「
二
十

八
年
後
の
皆
既
日
食
」『
新
編
現
代
文
Ⅰ
』
平
成
７
年
）

や
野
口
聡
一
さ
ん
（「
ワ
ン
ダ
フ
ル
・
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」

『
新
編
国
語
総
合
』
平
成
25
年
）、
脚
本
家
の
三
谷
幸

喜
さ
ん
（「
俺
は
そ
の
夜
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
」『
新

編
国
語
総
合
』
平
成
15
年
）、
前
人
未
到
の
七
冠
を

達
成
し
た
将
棋
の
羽
生
善
治
さ
ん
（「
未
来
を
切
り

開
く
力
」『
国
語
総
合　

改
訂
版
』
平
成
19
年
）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
第
一
人
者
が
紙
面
を
賑
わ
し

て
き
ま
し
た
。
次
の
時
代
に
は
ど
ん
な
方
々
が
登

場
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

■
平
成
の
学
習
指
導
要
領（
新
課
程
実
施
年
）と
科
目

昭
和
57
年

（
平
成
元
年
）

平
成
６
年

★
新
課
程
高
校
実
施

◎
国
語
Ⅰ
／
国
語
Ⅱ
／

国
語
表
現
／
現
代
文
／

古
典

★
新
課
程
高
校
実
施

◎
国
語
Ⅰ
／
国
語
Ⅱ
／

国
語
表
現
／
現
代
文
／

現
代
語
／
古
典
Ⅰ
／

古
典
Ⅱ
／
古
典
講
読

平
成
15
年

平
成
25
年

★
新
課
程
高
校
実
施

○
国
語
表
現
Ⅰ
／

　

国
語
表
現
Ⅱ
／

○
国
語
総
合
／
現
代
文
／

　

古
典
／
古
典
講
読

★
新
課
程
高
校
実
施

◎
国
語
総
合
／
国
語
表
現
／

　

現
代
文
Ａ
／
現
代
文
Ｂ
／

　

古
典
Ａ
／
古
典
Ｂ

◎
…
必
履
修
／
○
…
選
択
必
履
修

＊
（　

）
で
示
し
た
教
材
・
教
科
書
名
は
、
す
べ
て
大

修
館
書
店
の
教
材
・
教
科
書
名
（
初
出
）
で
す
。
あ

わ
せ
て
付
し
た
年
号
は
、
教
科
書
の
使
用
開
始
年
を

示
し
て
い
ま
す
。

『高等学校 国語Ⅰ 
四訂版』

『高等学校 新現代文』『国語総合』『新編国語総合』

教
科
書
教
材
で
振
り
返
る「
平
成
」
編
集
部

大
修
館
書
店
の
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時
代
の
制
約
の
中
で

　

現
代
の
日
本
に
お
い
て
実
質
的
に
言
論
の
自
由
が
保
障
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
る
お
め
で
た
い
人
は
い
な
い
と
思
う
が
、

そ
れ
で
も
憲
法
上
は
言
論
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
。
漱

石
は
法
律
上
で
も
実
質
的
に
も
言
論
の
自
由
の
な
い
時
代
に

作
家
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。そ
の
時
代
を
、

漱
石
は
し
た
た
か
に
生
き
抜
い
た
。

　
「
私
の
個
人
主
義
」
と
い
う
講
演
は
、
大
正
三
年
に
学
習

院
で
行
わ
れ
た
。
前
半
が
〈
自
分
は
「
自
己
本
位
」
と
い
う

立
場
か
ら
英
文
学
研
究
を
行
っ
て
き
た
が
、み
な
さ
ん
も「
自

己
本
位
」
を
つ
か
み
な
さ
い
〉
と
い
う
若
い
人
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
部
分
が
教
材
の
中
心
だ
っ
た
。

後
半
は
〈
み
な
さ
ん
は
将
来
権
力
と
金
力
を
持
つ
こ
と
に
な

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
得
ら
れ
る
自
由
と
同
じ
よ
う
に
他
人

の
自
由
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
権
力
と
金
力
に

伴
う
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
教
訓
す
る
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
漱
石
が
人
格
と
義
務
と
を
ワ
ン
セ
ッ
ト

で
語
る
の
は
、人
格
と
道
徳
と
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
と
ら
え
る
、

当
時
の
日
本
で
は
朱
子
学
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
、
イ
ギ
リ

ス
流
の
「
自
我
実
現
説
」
を
身
に
つ
け
て
い
た
か
ら
か
も
し

れ
な
い
が
（
日
比
嘉
高
『〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
』
翰
林

書
房
）、
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
学
習
院
は
華
族
の
通
う
学
校
で
、
多

く
は
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
し
た
。
も
と
も
と
社
会
の
上
流

階
級
（
こ
う
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
た
）
に
属
す
る
人
々

が
、
さ
ら
に
最
高
の
学
歴
を
得
る
た
め
の
学
校
だ
っ
た
。
こ

う
し
た
特
異
な
学
校
の
性
格
が
、
こ
の
講
演
後
半
の
権
力
や

金
力
を
む
や
み
に
振
り
回
す
な
と
い
う
忠
告
に
な
っ
て
い

る
。
漱
石
が
権
力
や
金
力
を
生
理
的
に
嫌
悪
し
て
い
た
の
は

事
実
の
よ
う
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
そ
の
嫌
悪
よ
り
も
、
義

務
を
強
調
す
る
い
か
に
も
学
校
的
な
教
訓
に
満
ち
た
論
調
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
個
人
主
義
を
説
く
た
め
の
漱
石
な
り

の
予
防
線
だ
っ
た
。
当
時
、
個
人
主
義
は
危
険
視
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
、
事
実
こ
の
演
題
を
危
惧
し
た
学
習
院
は
講
演
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、「
あ
あ
い
う
個
人
主
義
な
ら
い
い
」
と
判
断

し
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
漱
石
の
予
防
線
が
利
い

た
の
で
あ
る
。

漱
石
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ

　

こ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
、
漱
石
の
批
判
の
仕
方
も
手
が
込

ん
で
い
る
。
講
演
の
後
半
で
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

近
頃
自
我
と
か
自
覚
と
か
唱
え
て
い
く
ら
自
分
の
勝

手
な
真
似
を
し
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
符
牒
に
使
う
よ

う
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
は
な
は
だ
怪
し
い
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
い
や
し
く
も
公
平
の
眼
を
具

し
正
義
の
観
念
を
も
つ
以
上
は
、
自
分
の
幸
福
の
た
め

に
自
分
の
個
性
を
発
展
し
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
の
自

由
を
他
に
も
与
え
な
け
れ
ば
す
ま
ん
こ
と
だ
と
私
は
信

じ
て
疑
わ
な
い
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
他
が
自
己
の
幸

福
の
た
め
に
、
己
の
個
性
を
勝
手
に
発
展
す
る
の
を
、

相
当
の
理
由
な
く
し
て
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
私
は
な
ぜ
こ
こ
に
妨
害
と
い
う
字
を
使
う
か

と
い
う
と
、
あ
な
た
が
た
は
正
し
く
妨
害
し
う
る
地
位

に
将
来
立
つ
人
が
多
い
か
ら
で
す
。
あ
な
た
が
た
の
う

ち
に
は
権
力
を
用
い
得
る
人
が
あ
り
、
ま
た
金
力
を
用

い
得
る
人
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
で
す
。

　

時
代
の
風
に
逆
ら
う
に
は
そ
れ
な
り
の
工
夫
が
必
要
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
漱
石
は
、
こ
の
後
で
権
力
や
金
力
に
は
義
務
が

伴
う
と
言
い
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
好
か
な
い
け
れ
ど
も
、

反
政
府
的
な
運
動
も
弾
圧
さ
れ
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
さ

ら
に
は
「
国
家
的
道
徳
と
い
う
も
の
は
個
人
的
道
徳
に
比
べ

る
と
、
ず
っ
と
段
の
低
い
も
の
」
で
「
詐
欺
を
や
る
、
ご
ま

か
し
を
や
る
、
ペ
テ
ン
に
か
け
る
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
も
の
」

と
ま
で
言
う
。
そ
の
少
し
前
に
は
こ
う
い
う
一
節
が
入
る
。

　

い
や
し
く
も
人
格
の
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
踏
み
違
え

て
、
国
家
の
亡
び
る
か
亡
び
な
い
か
と
い
う
場
合
に
、

疳
違
い
を
し
て
た
だ
む
や
み
に
個
性
の
発
展
ば
か
り
め

が
け
て
い
る
人
は
な
い
は
ず
で
す
。
私
の
い
う
個
人
主

義
の
う
ち
に
は
、
火
事
が
済
ん
で
も
ま
だ
火
事
頭
巾
が

必
要
だ
と
い
っ
て
、
用
も
な
い
の
に
窮
屈
が
る
人
に
対

す
る
忠
告
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
下
さ
い
。

　

前
半
は
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
半
は
ま

ち
が
い
な
く
国
家
主
義
者
へ
の
批
判
で
あ
る
。
エ
ク
ス
キ
ュ
ー

ズ
と
見
せ
て
批
判
す
る
。
こ
れ
を
学
習
院
と
い
う
場
で
語
っ

時
代
の
中
の
個
人
主
義
│
│「
私
の
個
人
主
義
」

い
ま
、漱
石
を
読
む〈
最
終
回
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き
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柄
谷
行
人
『
探
求
Ⅰ
』（
講
談
社
）
は
、
全
編
を
挙
げ
て

教
育
と
は
何
か
を
問
う
て
い
る
。
無
理
矢
理
短
く
ま
と
め
る

な
ら
、
こ
う
だ
ろ
う
。
商
品
が
売
れ
る
の
は
「
命
が
け
の
跳

躍
」
と
マ
ル
ク
ス
が
言
っ
た
の
は
、
商
品
に
価
値
が
あ
る
か

ら
売
れ
た
の
で
は
な
く
、
売
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
後
的
に

価
値
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
だ
。言
葉
が
通
じ
る
の
も
、

意
味
が
あ
る
か
ら
通
じ
た
の
で
は
な
く
、
通
じ
た
か
ら
意
味

が
あ
っ
た
と
事
後
的
に
判
断
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
言
葉
が

通
じ
る
こ
と
も
商
品
と
同
じ
よ
う
に
、「
命
が
け
の
跳
躍
」

の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
言
葉
が
通
じ
る
た
め
に
必

要
な
言
語
の
ル
ー
ル
（
ラ
ン
グ
）
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
る

者
な
ど
い
な
い
。

　

教
育
も
ま
っ
た
く
同
様
で
、
た
と
え
ば
教
訓
に
価
値
が
あ

る
か
ら
教
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、
相
手
が
わ
か

っ
た
か
ら
教
訓
に
価
値
が
あ
っ
た
と
事
後
的
に
判
断
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
商
品
の
価
値
は
買
い
手
が
決
め
、

言
葉
の
意
味
は
聴
き
手
が
決
め
、
教
育
の
成
立
は
生
徒
が
決

め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
伝
わ
る
か
ど
う
か
は
生

徒
次
第
だ
。

　

私
は
教
員
に
な
っ
て
も
う
三
六
年
に
な
る
が
、
い
ま
だ
に

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
教
育
の
根
本
で
あ
る
。
私
は
大

学
一
年
生
に
は
半
期
（
実
質
三
ヶ
月
）
の
授
業
で
四
千
字
程

た
こ
と
の
意
味
を
考
え
れ
ば
ど
ち
ら
が
本
音
だ
か
わ
か
ろ
う

と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
も
事
実
だ
。

　
「
私
の
個
人
主
義
」
と
い
う
講
演
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い

時
代
と
場
の
意
味
を
考
慮
せ
ず
に
、
漱
石
の
エ
ク
ス
キ
ュ
ー

ズ
を
こ
の
講
演
の
主
旨
だ
と
「
誤
読
」
し
て
、
教
育
や
社
会

の
な
か
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
自

由
や
権
利
に
は
義
務
が
伴
う
」
と
。
少
し
前
な
ら
、
校
長
や

社
長
の
訓
辞
で
よ
く
使
わ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
批
評
家

な
ら
、
い
ま
で
も
「
個
人
の
自
由
は
他
者
と
と
も
に
あ
る
」

と
か
な
ん
と
か
、
も
っ
と
も
ら
し
く
説
い
て
い
る
。
ど
れ
だ

け
自
由
主
義
者
の
顔
を
し
て
も
、
そ
の
心
は
同
じ
だ
。

　

で
は
、
私
た
ち
は
こ
の
講
演
か
ら
何
を
学
べ
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。

自
己
本
位
は
伝
わ
ら
な
い

　

漱
石
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
英
文
学
研
究
を
し
よ
う
に
も
手
本

が
な
く
て
、「
こ
の
時
私
は
始
め
て
文
学
と
は
ど
ん
な
も
の

で
あ
る
か
、
そ
の
概
念
を
根
本
的
に
自
力
で
作
り
上
げ
る
よ

り
ほ
か
に
、
私
を
救
う
途
は
な
い
の
だ
と
悟
」
り
、
科
学
や

哲
学
に
手
が
か
り
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
を「
自
己
本
位
」

だ
と
言
っ
て
い
る
。

度
の
レ
ポ
ー
ト
を
三
回
課
す
。「
叱
る
権
利
を
も
つ
先
生
は

す
な
わ
ち
教
え
る
義
務
」
も
持
つ
か
ら
、
す
べ
て
「
、」
の

位
置
に
至
る
ま
で
細
か
く
添
削
し
て
、
対
話
を
し
な
が
ら
返

却
す
る
。
そ
れ
で
形
式
上
の
ル
ー
ル
を
覚
え
る
の
は
当
た
り

前
だ
。
し
か
し
、
二
十
点
か
三
十
点
し
か
取
れ
な
か
っ
た
学

生
が
（
そ
う
い
う
点
を
平
気
で
付
け
る
）、
三
回
目
に
突
然

九
十
点
に
値
す
る
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
が
な
ぜ
書
け
る
よ
う
に

な
る
の
か
、
そ
れ
が
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

　

武
者
小
路
実
篤
『
友
情
』
を
三
ヶ
月
一
緒
に
読
ん
で
い
て

さ
え
こ
う
な
の
だ
。
ま
し
て
や
「
自
己
本
位
」
を
手
に
入
れ

た
学
生
な
ど
理
解
の
し
よ
う
が
な
い
と
思
う
。
今
日
の
話
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
質
問
に
来
な
さ
い
と
言
う
漱
石
は
、
伝

わ
る
と
信
じ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な

ら
ど
う
し
て
教
師
の
資
格
は
な
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
伝

わ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
教
え
る
の
は
教
育
で
は

な
い
。
漱
石
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
伝
わ
る
か
も
し
れ
な

い
し
、
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
自
己

本
位
」
か
ら
「
命
が
け
の
跳
躍
」
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
個
人
主

義
と
い
う
も
の
だ
か
ら
「
淋
し
い
」
の
だ
。
そ
の
淋
し
さ
に

耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
教
師
で
あ
る
。「
私
の
個
人

主
義
」
か
ら
学
ぶ
の
は
教
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

科
学
や
哲
学
に
対
す
る
信
頼
が
や
や
ナ
イ
ー
ブ
す
ぎ
る
の

は
さ
て
お
き
、
当
時
、
現
代
英
文
学
研
究
な
ど
世
界
の
ど
こ

に
も
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
英
文
学
科
が
大
学
に
あ
っ
た

の
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
の
一
部
、

そ
し
て
日
本
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
お
わ
か
り
だ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
高
級
な
文
化
に
よ
っ
て
教

化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
国
や
地
域
で
あ
る
。

い
か
に
も
植
民
地
経
営
的
な
発
想
だ
。
日
本
で
は
富
国
強
兵

の
一
環
だ
っ
た
か
ら
、漱
石
の
留
学
の
課
題
は
「
英
語
研
究
」

で
あ
っ
て
「
英
文
学
研
究
」
で
さ
え
な
か
っ
た
。
や
や
極
端

に
言
え
ば
、
漱
石
は
世
界
で
は
じ
め
て
現
代
英
文
学
研
究
を

作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
漱
石
の
「
自
己

本
位
」
の
覚
悟
と
強
度
は
生
半
可
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

漱
石
が
自
分
の
場
所
を
見
つ
け
る
ま
で
と
こ
と
ん
突
き
進
み

な
さ
い
と
、
異
様
な
ま
で
に
「
自
己
本
位
」
を
強
調
す
る
理

由
も
そ
こ
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
漱
石
は
そ
れ
は
伝
わ
り
は
し
な
い
と
、
半
ば
諦

め
な
が
ら
語
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
の
講

演
は
ど
れ
も
前
置
き
が
長
い
。「
私
の
個
人
主
義
」
で
も
、

彼
自
身
が
教
師
に
な
る
ま
で
の
経
緯
を
話
し
、
し
か
も
自
分

は
教
師
の
資
格
が
な
い
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る

謙
遜
だ
ろ
う
か
。
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上
司
は
部
下
を
い
さ
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
│
│
最
近
の

若
者
は
傷
つ
き
や
す
い
か
ら
、
で
は
な
く
、「
い
さ
め
る
」

は
部
下
か
ら
上
司
へ
向
け
ら
れ
る
行
為
だ
か
ら
で
す
。

　
古
く
は
「
神
の
い
さ
む
る
道
」（
伊
勢
物
語
）
な
ど
、

禁
止
を
表
す
例
も
あ
り
、こ
の
場
合
に
は
「
下
か
ら
上
へ
」

の
方
向
性
は
含
ま
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
指
摘
し
て

改
め
さ
せ
る
意
味
で
は
、
目
上
の
人
（
上
位
者
）
の
欠
点
・

悪
事
を
見
か
ね
、
目
下
の
人
（
下
位
者
）
が
意
を
決
し
て

口
を
開
く
と
い
っ
た
と
き
に
多
く
使
わ
れ
、「
諫
」
の
字

が
当
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。「
家
に
諫い

さ

む
る
子
あ
れ
ば
そ

の
家
必
ず
正
し
」（
平
家
物
語
）
は
、
父
・
平
清
盛
の
横

暴
な
行
動
に
苦
悩
す
る
重
盛
を
評
し
た
一
節
で
す
。
熟
語

「
諫か

ん

言げ
ん

」「
諫か

ん

死し

」「
諫か

ん

止し

」
の
イ
メ
ー
ジ
も
相
ま
っ
て
、「
畏

れ
多
い
け
れ
ど
勇
気
を
出
し
て
」「
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
恐

れ
ず
に
」
と
い
っ
た
熱
い
思
い
を
感
じ
る
と
い
う
人
も
い

る
の
で
は
。
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
「
首
相
を
い
さ
め
る

議
員
が
い
な
い
の
は
問
題
」「
抗
議
の
意
味
合
い
か
ら
辞

任
を
決
意
し
た
国
防
長
官
が
大
統
領
を
い
さ
め
る
」
と
い

っ
た
使
用
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　
目
下
の
人
に
向
か
っ
て
発
す
る
な
ら「
𠮟
る
」で
す
。「
店

長
が
働
か
な
い
店
員
を
〜
」「
監
督
が
練
習
し
な
い
選
手

を
〜
」
だ
っ
た
ら
、
遠
慮
し
な
い
で
𠮟
り
と
ば
せ
ば
い
い

の
で
す
。「
い
や
あ
、
こ
の
ご
時
世
、
そ
う
も
い
か
な
い

か
ら
な
あ
」

│
ご
も
っ
と
も
、「
長
」
の
肩
書
は
あ
れ

ど
何
の
権
威
も
な
い
、
部
下
の
方
が
実
力
者
、
と
い
っ
た

状
況
は
あ
り
が
ち
で
す
ね
。「
上
か
ら
下
を
い
さ
め
る
」

用
法
の
背
景
に
は
、
そ
ん
な
実
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
い
て
い
の
国
語
辞
典
は
「
多
く
（
主
に
）
目
上

の
人
に
」
と
し
て
い
て
、
目
下
に
も
用
い
る
こ
と
を
許
容

す
る
余
地
を
残
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
あ
ま
り
使
用

い
さ
め

4

4

4

ら
れ
て
も
、𠮟
ら
な
い
で

◉
読
売
新
聞
東
京
本
社
編
集
委
員
。
日
本
新

聞
協
会
用
語
懇
談
会
委
員
。
文
化
審
議
会
国

語
分
科
会
委
員
。
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講

師
。著
書
に『
な
ぜ
な
に
日
本
語
』（
三
省
堂
）、

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の
敬
語
教
室
』（
集
英

社
）
な
ど
。

関せ
き

根ね

　
健け

ん

一い
ち

コトバのひきだし
─ふさわしい日本語の選び方

第２回

「WEB国語教室」連動

範
囲
を
広
げ
る
の
も
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

＊

　
も
っ
と
も
、「
𠮟
る
」
の
威
圧
感
も
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
す
。
穏
や
か
に
注
意
す
る
の
で
あ
れ
ば「
た
し
な
め
る
」

で
は
ど
う
で
す
か
。
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
よ

と
教
え
て
お
き
た
い
と
き
は
「
い
ま
し
め
る
」
が
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
で
か
し
そ
う
な
失
敗
を
予
測
し
て
、

前
も
っ
て
念
を
押
し
て
お
く
な
ら
「
釘
を
刺
す
」
で
す
。

　
と
な
る
と
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
に
向
か
っ
て
言
う
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
五
歳
児
の
チ
コ
ち
ゃ
ん
に
𠮟
ら

れ
ち
ゃ
っ
て
さ
」
の
よ
う
な
言
い
方
が
、
何
と
な
く
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
本
来
の
用
法
か
ら
少
し
ず

れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

＊

　
辞
書
を
引
い
て
も
、上
下
関
係
に
か
か
わ
る
か
ど
う
か
、

分
か
り
に
く
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。た
だ
、「
た
し
な
め
る
」

は「
軽
く
𠮟
る
」と
語
釈
を
付
け
て
い
る
も
の
が
多
く
、「
𠮟

る
」
の
一
種
と
解
釈
で
き
ま
す
。『
明
鏡
国
語
辞
典
　
第

二
版
』
は
「
い
ま
し
め
る
」
に
つ
い
て
「
生
徒
の
い
た
ず

ら
を
〜
」
な
ど
の
用
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
。「
乱
暴
な
口

を
利
い
て
た
し
な
め
ら
れ
る
」「
他
言
す
る
な
と
釘
を
刺

す
」（
同
）
の
用
例
か
ら
は
、
た
し
な
め
ら
れ
・
釘
を
刺

さ
れ
て
い
る
の
は
同
輩
以
下
で
あ
る
の
が
、
自
然
な
情
景

と
し
て
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
か
。

＊

　「
上
か
ら
下
へ
」「
下
か
ら
上
へ
」
の
方
向
性
が
潜
む
言

葉
の
存
在
は
、
か
つ
て
社
会
が
厳
格
な
上
下
関
係
に
基
づ

い
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
の
名
残
で
し
ょ
う
か
。
互
い

に
配
慮
し
合
う
平
等
な
世
の
中
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ

ん
な
方
向
性
な
ど
気
に
せ
ず
、
自
由
に
使
え
ば
い
い
よ
う

な
も
の
で
す
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
染
み
つ
い
た
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
簡
単
に
は
落
と
せ
ま
せ
ん
。

　
文
化
庁
の
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
五

年
度
）
で
は
、
職
場
で
の
挨
拶
と
し
て
、
年
代
に
よ
っ
て

は
目
上
の
人
に
は
「
お
疲
れ
さ
ま
」、
職
階
が
下
の
人
に

は
「
ご
苦
労
さ
ま
」
と
使
い
分
け
て
い
る
傾
向
も
み
ら
れ

ま
し
た
。
上
か
下
か
、気
に
す
る
人
は
気
に
す
る
の
で
す
。

　
年
功
序
列
制
度
が
崩
れ
、
働
き
方
も
多
様
化
し
て
い
る

今
、
上
下
関
係
が
曖
昧
な
組
織
も
増
え
て
い
ま
す
。「
意

見
を
言
う
」「
指
摘
す
る
」
な
ど
、
上
下
に
関
係
な
く
使

え
る
表
現
も
工
夫
し
た
い
も
の
で
す
。
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第
一
回
で
は
、
和
歌
な
ど
口
語
訳
し
き
れ
な
い
古
典
の
韻
文

を
読
解
す
る
に
は
﹁
古
典
文
法
﹂
が
必
要
だ
︵
だ
か
ら
学
ぶ
の

だ
︶、
と
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
必
要
な
文
法
な

の
に
、
生
徒
さ
ん
も
古
文
の
先
生
も
、
用
語
の
難
し
さ
や
活
用

の
暗
記
に
振
り
回
さ
れ
て
、
学
ん
で
い
て
も
正
直
あ
ま
り
﹁
あ

り
が
た
み
﹂
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
は
こ
の
理
由
を
、﹁
古
典
文
法
﹂
と
﹁
文
語
文
法
﹂
と
の

違
い
か
ら
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
質
問
で
す
。

　

名
称
が
違
う
の
で
す
か
ら
何
か
違
い
は
あ
る
は
ず
で
す
。﹁
文

語
文
法
﹂
が
昔
の
名
称
で
、﹁
古
典
文
法
﹂
が
現
在
の
名
称
で

し
ょ
う
か
？　

ハ
ズ
レ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
う
し
た
認
識

を
持
っ
て
い
る
教
科
書
編
集
者
や
研
究
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
現
行
︵
次
期
も
︶
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、﹁
文

語
文
法
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
て
、﹁
古
典
文
法
﹂
と
い
う
呼
び
方

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、高
校
の
副
読
本
や
参
考
書
で
は
、

ほ
と
ん
ど
が
﹁
古
典
文
法
﹂
で
、
タ
イ
ト
ル
に
﹁
文
語
文
法
﹂

と
あ
る
参
考
書
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
し
た
。︵
ア
マ
ゾ
ン
で

参
考
書
検
索
を
し
た
と
こ
ろ
、
４
８
９
件
対
６
件
で
し
た
。︶

共
通
部
分
も
多
い
両
者
で
す
が
、
新
旧
で
は
な
く
、
内
容
に
も

違
い
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
の
一
つ
は
、文
法
が
扱
う
日
本
語
の
範
囲
で
す
。﹃
古
事
記
﹄

﹃
万
葉
集
﹄
な
ど
の
古
文
か
ら
明
治
の
文
章
ま
で
の
日
本
語
の

書
き
言
葉
、
つ
ま
り
﹁
文
語
﹂
を
対
象
と
す
る
き
ま
り
が
﹁
文

語
文
法
﹂
で
す
。︵
こ
れ
に
対
し
、
現
代
の
日
本
語
の
話
し
言

葉
﹁
口
語
﹂
の
き
ま
り
が
、﹁
口
語
文
法
﹂
で
す
。︶
い
っ
ぽ
う
、

平
安
時
代
を
中
心
と
し
た
﹁
古
典
作
品
﹂
に
あ
ら
わ
れ
た
日
本

質問?
「
古
典
文
法
」
と
「
文
語
文
法
」
は
ど
う
違
う
？

語
を
対
象
と
す
る
き
ま
り
が
﹁
古
典
文
法
﹂、
と
い
う
対
象
の

違
い
で
す
。
対
象
と
す
る
範
囲
が
﹁
文
語
文
法
﹂
の
ほ
う
が
広

く
長
い
と
言
え
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、﹁
係
り
結
び
﹂
と
い
う

文
法
の
き
ま
り
は
、
文
語
で
も
平
安
時
代
の
古
典
作
品
で
も
守

ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
両
方
の
文
法
で
扱
い
ま
す
。
し
か
し
、

形
容
詞
の
活
用
に
つ
い
て
見
る
と
、﹁
文
語
文
法
﹂
で
は
﹁
良
く
・

ば
、
悪
し
く
・
ば
﹂
の
よ
う
な
仮
定
の
言
い
方
が
、
江
戸
～
明

治
時
代
の
文
語
に
あ
る
の
で
、
未
然
形
に
﹁
く
・
し
く
﹂
を
認

め
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
﹁
古
典
文
法
﹂
は
、
平
安
時
代
で
は
﹁
良

く
・
は
、
悪
し
く
・
は
﹂
と
い
う
﹁
連
用
形
＋
は
︵
係
助
詞
︶﹂

の
用
法
で
あ
っ
た
の
で
、
形
容
詞
未
然
形
に
﹁
く
・
し
く
﹂
は

無
く
、﹁
か
ら
・
し
か
ら
﹂
し
か
示
し
ま
せ
ん
。
副
読
本
に
よ

っ
て
は
、
活
用
表
の
未
然
形
の
枠
内
に
、︵
く
︶︵
し
く
︶
の
よ

う
に
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
示
し
、
注
記
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
学
ぶ
目
的
で
す
。﹁
文
語
文
法
﹂
は
、
文
語
を

読
ん
で
書
く
た
め
に
学
ぶ
規
範
文
法
で
す
。﹁
古
典
文
法
﹂
は
、

前
回
述
べ
た
よ
う
に
古
典
作
品
を
読
解
す
る
た
め
︵
生
徒
自
身

で
品
詞
分
解
を
し
て
古
語
辞
典
を
引
け
る
よ
う
に
す
る
た
め
︶

に
学
ぶ
記
述
文
法
で
、
生
徒
が
文
語
文
を
書
い
た
り
、
文
語
で

短
歌
や
俳
句
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
に
は
し
て
い
ま
せ

ん
。
解
釈
に
使
っ
て
も
、
表
現
に
は
使
わ
な
い
、
い
わ
ば
片
道

キ
ッ
プ
の
文
法
な
の
で
す
。

　

特
に
こ
の
第
二
の
違
い
が
、
教
室
で
の
﹁
古
典
文
法
﹂
を
覚

え
に
く
く
﹁
あ
り
が
た
み
﹂
を
感
じ
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
英
語
の
文
法

gram
m
ar

だ
っ
て
難
し
く
、暗
記
す
る
こ
と
も
多
い
の
に
、﹁
古

典
文
法
﹂
ほ
ど
生
徒
さ
ん
に
嫌
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
英
文
読

解
だ
け
で
な
く
、
自
分
で
書
い
た
り
話
し
た
り
、
英
語
で
表
現

し
て
使
う
た
め
に
も
必
要
だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現

在
完
了
・
過
去
分
詞
⋮
⋮
た
く
さ
ん
覚
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

使
う
こ
と
が
あ
れ
ば
達
成
感
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、﹁
古

典
文
法
﹂
は
た
く
さ
ん
覚
え
て
も
、
古
文
を
解
釈
し
て
文
法
問

題
を
解
く
ば
か
り
で
す
。
自
分
で
書
い
た
り
話
し
た
り
、
表
現

に
使
う
場
面
が
ま
ず
無
い
の
で
す
。
今
風
に
い
え
ば
﹁
コ
ス
パ

が
悪
す
ぎ
る
﹂
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
表
現
に
﹁
古
典
文
法
﹂
を
有
効
に
使
う
先
生
方

の
試
み
も
様
々
あ
り
、
こ
の
﹃
国
語
教
室
﹄
で
も
度
々
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
指
導
要
領
で
は
こ
う
し
た
表
現
活

動
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、﹁
古
典
文
法
﹂
の
あ
り

方
も
変
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
次
回
以
降
に
述
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

「
古
典
文
法
」と「
文
語
文
法
」は
ど
う
違
う
？

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

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/

第
２
回
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国
立
・
私
立
難
関
大
学
に
進
学
す
る

生
徒
も
多
い
、
進
学
を
重
視
す
る
学
校

で
想
定
さ
れ
る
一
例
。

　

こ
れ
ら
の
学
校
で
は
、
一
年
生
で
「
国
語
総
合
」

を
５
単
位
に
増
単
位
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
必
履
修
科
目
は
「
現

代
の
国
語
」
２
単
位
、「
言
語
文
化
」
は
３
単
位
に

増
単
位
し
て
扱
う
こ
と
を
想
定
し
た
。

　

二
、
三
年
生
で
は
、
現
在
、「
現
代
文
Ｂ
」「
古
典

Ｂ
」
を
履
修
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
し
た
が
っ

て
、
新
課
程
で
も
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
古

典
探
究
」
を
履
修
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
現
状
の
国

語
科
の
枠
内
で
は
時
間
数
の
確
保
が
難
し
い
。
新
テ

ス
ト
に
お
け
る
古
典
の
難
易
度
に
鑑
み
る
と
、
ま
ず

「
古
典
探
究
」
は
履
修
す
る
学
校
が
多
そ
う
だ
。
現

代
文
分
野
に
つ
い
て
は
、「
論
理
国
語
」
を
優
先
し

つ
つ
、
そ
の
中
で
近
現
代
の
文
学
作
品
も
関
連
的
に

扱
え
る
よ
う
に
、
教
科
書
面
で
の
工
夫
を
求
め
る
声

が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、
あ
る
学
校
で
は
、
二
、
三
年

生
で
現
代
文
分
野
を
扱
う
科
目
と
し
て
、「
論
理
国

語
」
と
「
文
学
国
語
」
を
融
合
的
に
扱
う
よ
う
な
学

校
独
自
の
科
目
設
定
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
。

Point
解説

　新学習指導要領の実施が、３年後に迫りました。
　「教科書に法律の文章が載る？」「文学が減らされる？」
などの話題が一般の新聞や雑誌等でも取り上げられ、新
学習指導要領は、学校現場のみならず広く社会的な関心
事ともなっています。そのような中、新しいカリキュラ
ム編成が始まった学校も多いのではないでしょうか。
　新カリキュラムには、どのようなパターンや課題があ
るのでしょうか。小誌では、学校現場の現状について全
国の先生方にお話を伺い、それをふまえて、新課程の履
修パターンをシミュレーションしてみました。

明星大学准教授

監修◉永
なが

田
た

里
さと

美
み

文責◉編集部

新課程
履習パターン
シミュレーション

パターン 1

全日制普通科の例A

【新科目と標準単位数】

科目 標準
単位数

必
履
修

現代の国語 ②

言語文化 ②

選
択

論理国語 ④

文学国語 ④

国語表現 ④

古典探究 ④

必履修科目 選択科目
（全員選択）

選択科目
（自由選択）

○数字は単位数

図
解
凡
例

論理国語 古典探究 論理国語 古典探究

現代の国語
②

言語文化
③

１
年

２
年

３
年

理系

②

②

③

③

②②

② ③
近現代の文学作品は、「論理国語」の中で関連的に扱う

文系
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卒
業
後
の
進
路
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
現

在
、
二
年
生
で
「
現
代
文
」（
Ａ
・
Ｂ
）

の
ほ
か
に
「
国
語
表
現
」
に
も
重
き
を

置
く
よ
う
な
学
校
で
想
定
さ
れ
る
一
例
。

　

必
履
修
科
目
は
、
実
用
的
な
国
語
力
重
視
の
一
つ

の
現
れ
と
し
て
、「
現
代
の
国
語
」
３
単
位
、「
言
語

文
化
」
２
単
位
で
の
扱
い
を
想
定
し
た
。
標
準
ど
お

り
、
各
２
単
位
で
の
扱
い
も
考
え
ら
れ
る
。

　

二
年
生
で
は
、
現
行
課
程
に
引
き
続
き
、
新
課
程

で
も
「
国
語
表
現
」
を
扱
う
可
能
性
が
高
い
と
想
定

さ
れ
る
。
一
方
、「
現
代
文
」
の
要
素
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
ケ
ー
ス
同
様
、「
論
理
国
語
」

「
文
学
国
語
」
両
科
目
の
履
修
に
割
り
当
て
る
時
間

数
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
場
合
、「
論

理
国
語
」
を
優
先
す
る
傾
向
が
強
い
と
思
わ
れ
る
も

の
の
、
や
は
り
近
現
代
の
文
学
作
品
に
も
触
れ
さ
せ

た
い
と
い
う
声
は
多
い
。
あ
る
学
校
で
は
、
副
読
本

な
ど
を
用
い
て
「
国
語
表
現
」
に
関
連
さ
せ
な
が
ら

近
現
代
の
文
学
作
品
を
扱
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る

と
い
う
。
ま
た
、
パ
タ
ー
ン
１

の
よ
う
に
、「
論

理
国
語
」
の
中
で
扱
う
方
法
を
模
索
し
て
い
る
学
校

も
複
数
あ
る
よ
う
だ
。

Point
解説

　

卒
業
後
の
進
路
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

私
立
大
学
へ
進
学
す
る
生
徒
も
多
い
学

校
で
想
定
さ
れ
る
一
例
。

　

こ
れ
ら
の
学
校
で
も
「
国
語
総
合
」
を
５
単
位
に

増
単
位
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
必
履
修
科
目
に
つ

い
て
は

パ
タ
ー
ン
１

と
同
様
の
想
定
と
し
た
。

　

二
、
三
年
生
で
は
、「
現
代
文
Ｂ
」
を
二
年
間
で
扱

い
、「
古
典
Ｂ
」
は
二
年
生
で
全
員
選
択
科
目
と
し

た
後
、
三
年
生
で
引
き
続
き
全
員
選
択
科
目
に
す
る

学
校
と
自
由
選
択
科
目
に
す
る
学
校
に
分
か
れ
る
。

　

新
課
程
で
も
、
パ
タ
ー
ン
１

と
同
じ
く
「
論
理

国
語
」「
文
学
国
語
」「
古
典
探
究
」
を
履
修
し
た
い

と
こ
ろ
だ
が
、
や
は
り
時
間
数
の
確
保
が
課
題
と
な

る
。
昨
今
の
私
立
大
学
に
お
け
る
入
試
の
出
題
内
容

に
鑑
み
る
と
、「
論
理
国
語
」
が
優
先
さ
れ
、「
文
学

国
語
」「
古
典
探
究
」
は
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て

い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち

ら
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
相
互
に
関
連
す
る
近
現

代
の
作
品
と
古
典
作
品
の
比
べ
読
み
を
積
極
的
に
活

用
す
る
な
ど
し
て
、「
文
学
国
語
」「
古
典
探
究
」
双

方
の
要
素
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
な
が
ら
扱
う
工
夫

を
考
え
た
い
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。

Point
解説

パターン 3

全日制普通科の例C
パターン 2

全日制普通科の例B

現代の国語
②

言語文化
③

文学国語
または

古典探究
論理国語

１
年

２
年

３
年

③

③

②

②

各科目で、近現
代の文学作品、
古典作品を関連
的に扱う

国語表現
論理国語
または
文学国語

現代の国語
③

言語文化
②

②

１
年

２
年

３
年

②

② ②

自由選択で「論理国語」を選択する場合、近現代の文学
作品は「国語表現」か「論理国語」の中で関連的に扱う
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国
語
科
に
割
り
当
て
ら
れ
る
時
間
数

が
比
較
的
少
な
い
、
専
門
学
科
の
学
校

や
基
礎
学
力
の
育
成
に
重
き
を
置
く
学

校
で
想
定
さ
れ
る
一
例
。

　

こ
れ
ら
の
学
校
で
は
、
一
、
二
年
生
で
学
校
独
自

の
科
目
を
設
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
必
履
修
科
目

の
「
国
語
総
合
」
を
二
年
間
に
わ
た
っ
て
履
修
す
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
う
し
た
実
態
を
ふ
ま
え
、
こ
の

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、「
現
代
の
国
語
」２
単
位
、

「
言
語
文
化
」
２
単
位
を
二
年
間
で
扱
う
こ
と
を
想

定
し
た
。

　

二
年
生
か
ら
の
選
択
科
目
に
つ
い
て
は
、「
古
典

探
究
」
を
選
択
す
る
学
校
は
少
な
く
、
生
徒
の
実
態

に
応
じ
て
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」

の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
中

で
も
、
現
行
課
程
に
引
き
続
き
「
国
語
表
現
」
の
優

先
順
位
が
高
い
学
校
が
一
定
程
度
あ
り
そ
う
だ
。

　

限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
選
択
科
目
に
優
先
順
位

を
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
い
ず
れ
の
科
目
を
選
択

す
る
に
せ
よ
、
必
履
修
科
目
の
「
現
代
の
国
語
」
と

「
言
語
文
化
」
で
培
っ
た
力
を
ど
の
よ
う
に
関
連
的

に
扱
い
、
発
展
さ
せ
る
か
が
鍵
に
な
り
そ
う
だ
。

Point
解説

パターン 4

全日制実業科の例

学校設定
科目 B

学校設定科目 A
②

現代の国語 言語文化

国語表現
または

論理国語
または

文学国語

中学校までの学び
直しや、高校の基
礎内容定着のため
の科目など

１
年

２
年

３
年

①

①

①

①

②

② ①

①

明鏡国語辞典　第二版

新漢語林　第二版 新全訳古語辞典

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

アプリ・動画で

辞書も、便覧も、
もっともっと使える!!

大修館書店

この春登場の
新サービス！
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辞書の活用をサポートする、無料アプリ

ジショサポ
便覧とあわせて学びが深まる、動画サイト

まなび動画Navi

■内容
『明鏡国語辞典　第二版』
　　　　サンキュータツオ校閲室長の
　　　　「明鏡校閲室へようこそ」
　　　　明鏡ことばの達人ドリル

『新全訳古語辞典』
　　　　ベリタス・アカデミー阪田健太郎先生の
　　　　「古文文法・重要語活用講座」
　　　　例文で覚える重要古語ドリル

『新漢語林　第二版』
　　　　塚田勝郎先生の
　　　　「『新漢語林』活用講座」
　　　　例文で覚える漢文重要語ドリル

動 画

ドリル

動 画

ドリル

動 画

ドリル

■内容
【古典文学編】
平安京／装束／寝殿造／天橋立／伊勢物語／
源氏物語／大鏡／枕草子…
【近現代文学編】
舞姫／夏目漱石／羅生門／川端康成が読む
「伊豆の踊子」／高村光太郎…
【漢文編】
漢詩／論語…
【評論編・表現編・言葉の知識編】
接続表現／因果関係…
【小論文のためのテーマとキーワード】
情報化とコミュニケーション／技術の進歩と
生命倫理／環境とエネルギー問題…

便覧に挟み込みの「活用ガイド」
のQRコードから、
簡単アクセス！

＊画面は『明鏡国語辞典　第二版』のドリル＊画面は『ビジュアルカラー国語便覧』の「まなび動画Navi」

詳しくは特設サイトを
ご覧ください！

https://www.taishukan.co.jp/jishosapo/

ジショサポは「動画」と「ドリル」の二本立て！ 
ドリルでは、古文・漢文の重要語やことばの使
い方を解説付きで出題しています。

辞書の引き方や古文重要語の解説、
校閲クイズなど、楽しみながら知識
が身につく動画をご用意しました。

便覧の掲載順に関連動画を紹介。便覧と動画を
あわせて活用することで、学びが深まります。

　　　準拠CD-ROMには、小論文指導や
探究型学習、新テストの対策にも使える

「まなび動画活用ワークシート」も収録！

ココ
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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
教
諭

重
要
漢
字
の
総
復
習

中
級
編
⑫

「WEB国語教室」連動

１　

句
法
よ
り
も
大
切
な
も
の

こ
の
連
載
で
は
既
に
何
度
も
強
調
し
た
こ
と
で
す
が
、
高
等
学
校

の
漢
文
学
習
で
最
優
先
さ
れ
る
の
は
句
法
・
句
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
句
法
・
句
形
の
学
習
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
漢

文
学
習
で
は
そ
れ
よ
り
も
優
先
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

試
み
に
、
次
の
文
章
を
高
校
三
年
生
の
授
業
で
扱
う
こ
と
を
想
定

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

斉 

之 

国こ
く 

氏し
ハ

大イ
ニ

富ミ

、宋 

之 

向し
や
う 

氏し
ハ

大イ
ニ

貧シ

。自 

宋 
之 

斉
、請フ
二

其
ノ

術ヲ
一。国 

氏 

告ゲ
テレ

之
ニ

曰ハ
ク

、「吾 

善
ク

為
スレ

盗ヲ。始メ

吾わ
ガ

為
スレ

盗
ヲ

也や

、一 

年ニ
シ
テ

而 

給
シ、二 

年ニ
シ
テ

而 

足
リ、三 

年ニ
シ
テ

而 

大 

壌
。 

自リレ

此
レ

以い 

往わ
う

、施 

及ブ
ト二

州し
う 

閭り
よ
ニ一。」

〈
以
下
略
〉 

（
列
子
、
天
瑞
）

イ
ニ
ゆ
た
か
ナ
リ

〔
注
〕　

斉
・
宋
＝
い
ず
れ
も
春
秋
時
代
の
国
名
。

術
＝
や
り
方
。
方
法
。

盗
＝
こ
っ
そ
り
と
財
貨
を
取
り
込
む
。

給
＝
必
要
な
も
の
が
備
わ
る
。

壌

＝
豊
か
で
あ
る
。「
穣
」
と
同
じ
。

以
往
＝
以
後
。

施
＝
め
ぐ
み
。

州
閭

＝
村
里
。

〔
書
き
下
し
文
〕
斉
の
国
氏
は
大
い
に
富
み
、
宋
の
向
氏
は
大
い
に

貧
し
。
宋
よ
り
斉
に
之ゆ

き
、
其
の
術
を
請
ふ
。
国
氏 

之
に
告
げ
て

曰
は
く
、「
吾 

善
く
盗
を
為
す
。
始
め
吾
が
盗
を
為
す
や
、
一
年
に

し
て
給
し
、
二
年
に
し
て
足
り
、
三
年
に
し
て
大
い
に
壌
な
り
。
此

れ
よ
り
以
往
、
施 

州
閭
に
及
ぶ
。」
と
。〈
以
下
略
〉

〔
現
代
語
訳
〕
斉
の
国
氏
の
家
は
た
い
へ
ん
な
金
持
ち
で
、
宋
の
向

氏
の
家
は
た
い
へ
ん
貧
乏
だ
っ
た
。（
そ
こ
で
向
氏
は
）
宋
か
ら
斉
に

出
か
け
て
行
き
、（
金
持
ち
に
な
る
）方
法
を
教
え
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。

国
氏
は
向
氏
に
、「
私
は
う
ま
く
こ
っ
そ
り
と
財
貨
を
取
り
込
ん
で

い
る
。
最
初
、
こ
っ
そ
り
と
財
貨
を
取
り
込
ん
だ
時
の
こ
と
を
ふ
り

返
る
と
、
一
年
で
必
要
な
も
の
が
備
わ
り
、
二
年
目
に
は
そ
れ
が
十

分
に
行
き
わ
た
り
、
三
年
目
に
は
た
い
へ
ん
な
金
持
ち
に
な
っ
た
。

そ
れ
以
後
は
、
恩
恵
が
（
私
が
治
め
る
）
村
里
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。」
と
教
え
た
。〈
以
下
略
〉

文
章
は
こ
の
後
、
向
氏
が
文
字
通
り
の
「
盗
」
を
働
き
、
財
産
を

す
べ
て
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
に
続
き
ま
す
。
右
の
引
用
文

は
、
注
釈
を
見
落
と
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
さ
ほ
ど
解
釈
に
苦
し
む

よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
傍
線
部
「
自
宋
之
斉
」
に

は
平
易
な
漢
字
が
四
字
並
ぶ
だ
け
で
、
難
解
な
句
法
や
特
殊
な
慣
用

表
現
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
節
の

解
釈
に
苦
労
す
る
生
徒
が
多
く
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

漢
文
学
習
で
句
法
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
の
は
、
語
の
意
味
と
語
順

に
関
す
る
知
識
で
す
。「
自
宋
之
斉
」
の
一
節
は
、
四
字
の
意
味
と

語
順
に
着
目
し
な
い
と
正
し
い
読
解
に
は
た
ど
り
つ
け
な
い
の
で

す
。
筆
者
は
読
解
の
手
順
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

①
注
か
ら﹁
斉
﹂と﹁
宋
﹂が
国
名
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

「
自
宋○

之
斉○

、」
の
よ
う
に
、
印
を
つ
け
て
固
有
名
詞
を
際
立
た
せ

て
も
よ
い
。

②﹁
自
﹂の
読
み
の
可
能
性
を
列
挙
す
る
。

│
│
み
づ
か
ラ
・
お
の
づ
か
ラ
・
…
よ
リ

③
同
様
に
、﹁
之
﹂の
読
み
の
可
能
性
を
列
挙
す
る
。

│
│
ゆ
ク
・
こ
れ
・
こ
ノ
・
の

④﹁
自
﹂と﹁
之
﹂の
読
み
を
組
み
合
わ
せ
て
、意
味
の
通
じ
る
文
に
す
る
。

多
く
の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
る
が
、「
そ
う
よ
リ
せ
い
ニ
ゆ
キ
、」

以
外
は
、す
べ
て
意
味
の
通
じ
な
い
文
で
あ
る
。
後
文
に「
自
レ

此
」

と
あ
り
、「
自
」
が
返
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
ヒ
ン
ト
に

な
る
。

⑤
語
法
か
ら
検
証
す
る
。

念
の
た
め
に
、「
宋
」
と
い
う
固
有
名
詞
の
上
に
は
副
詞
の
「
み

づ
か
ラ
」「
お
の
づ
か
ラ
」
は
来
な
い
こ
と
と
、「
之
」
を
「
こ
れ
」

「
こ
ノ
」「
の
」
と
読
ん
だ
ら
述
語
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

確
認
す
る
。

⑥
文
意
か
ら
検
証
す
る
。

確
定
し
た
読
み
方
が
、
主
語
を
「
向
氏
」
と
す
る
後
文
の
「
請
フ二

其
ノ

術
ヲ一
」
と
も
無
理
な
く
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

こ
の
手
順
を
み
る
と
、
漢
文
訓
読
は
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
と
似
た
面

を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
自
」

と
「
之
」
の
読
み
と
意
味
は
そ
れ
ぞ
れ
複
数
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
一

節
で
「
自
」
と
「
之
」
に
相
当
す
る
ピ
ー
ス
は
、
一
つ
ず
つ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
正
し
い
ピ
ー
ス
の
手
持
ち
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
工
夫
し

て
も
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
は
完
成
し
ま
せ
ん
。
漢
字
の
多
義
性
に
気
づ

き
、
一
つ
の
漢
字
の
持
つ
意
味
を
多
く
知
る
こ
と
が
、
手
持
ち
の
ピ

ー
ス
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

２　

漢
文
読
解
に
役
立
つ
基
本
一
二
〇
字

と
は
い
え
、
高
校
生
に
無
制
限
に
漢
字
の
意
味
を
覚
え
さ
せ
る
の
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は
、
過
重
負
担
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
重
要
漢
字

を
基
本
の
一
二
〇
字
に
絞
り
、生
徒
に
自
学
自
習
を
促
し
て
い
ま
す
。

一
二
〇
字
の
う
ち
、
三
分
の
二
に
あ
た
る
七
九
字
は
「
常
用
漢
字

表
」
に
載
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
多
数
は
高
校
生
な
ら
誰
で
も

読
め
て
書
け
る
漢
字
な
の
で
す
。
そ
れ
以
外
も
、「
矣
」
や
「
兮
」

な
ど
、
ふ
だ
ん
目
に
し
な
い
ご
く
少
数
の
も
の
を
除
け
ば
、
難
し
い

漢
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
漢
文
は
難
し
い
漢
字
ば
か
り
が
並
ん
で
い

る
か
ら
、
な
じ
み
に
く
い
」
と
い
う
先
入
観
を
持
っ
て
い
る
生
徒
に

は
、
ぜ
ひ
伝
え
た
い
事
実
で
す
。

ま
た
、一
二
〇
字
の
多
く
は
多
義
・
多
訓
語
で
す
。手
持
ち
の
ピ
ー

ス
を
よ
り
多
く
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
漢
字
を
我
が
物
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
常
生
活
で
は
気
づ
き
に
く
い
漢
字

の
多
様
な
意
味
を
知
る
こ
と
は
、
漢
文
読
解
の
強
力
な
武
器
と
な
る

の
で
す
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
授
業
で
は
基
本
漢
字
の
習
得
に
あ
て
る
時

間
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
の
一
二
〇
字
に
つ

い
て
、
基
本
的
な
読
み
と
意
味
、
そ
の
漢
字
を
含
ん
だ
熟
語
も
載
せ

た
教
材
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。そ
の
一
部
を
示
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
だ
け
で
漢
文
読
解
が
楽
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

次
回
は
重
要
な
熟
語
と
慣
用
句
、基
本
的
な
語
順
を
取
り
上
げ
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
５
月
頃
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。

【
使
い
方
】
読
め
た
ら
、
□
・
◇
内
を
塗
り
つ
ぶ
す
。

□
は
重
要
な
読
み
方
、
◇
は
で
き
れ
ば
知
っ
て
お
き
た
い
も
の
を

示
す
。
読
め
な
い
も
の
は
、漢
和
辞
典
で
用
例
を
調
べ
て
お
こ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
辞
典
の
代
わ
り
に
使
う
の
は
ご
法
度
で
す
。

１　

悪　

ア
ク
・
オ

□ 

あ
く
＝
わ
る
い
こ
と
。「
善
悪
」「
諸
悪
」「
賞
善
罰
悪
」

□ 

あ
シ
＝
正
し
く
な
い
。
好
ま
し
く
な
い
。「
悪
風
」「
醜
悪
」「
劣
悪
」

以
下
は
、
音
「
オ
」。

□ 

い
づ
ク
ン
ゾ
〔
疑
問
・
反
語
〕
＝
ど
う
し
て
…
か
。

□ 

い
づ
ク
ニ
カ
〔
疑
問
・
反
語
〕
＝
ど
こ
に
…
か
。

□ 

に
く
ム
＝
に
く
く
思
う
。
き
ら
う
。「
憎
悪
」「
好
悪
」

◇ 

そ
し
ル
＝
わ
る
く
い
う
。
◇ 

あ
あ
〔
詠
嘆
〕

※
「
悪
寒
（
オ
カ
ン
）」
は
、
熱
が
出
て
寒
気
が
す
る
こ
と
。

（
中
略
）

58　

若　

ジ
ャ
ク

□ 

ご
と
シ
〔
比
況
〕
＝
…
の
よ
う
だ
。「
旁
（
傍
）
若
無
人
」

※
「
如
」
と
同
じ
。

□ 

し
ク
〔
比
較
〕
＝
及
ぶ
。
…
と
同
等
で
あ
る
。
※
「
如
」
と
同
じ
。

□ 

も
シ
〔
仮
定
〕
＝
も
し
…
な
ら
ば
。
※
「
如
」
と
同
じ
。

□ 

な
ん
ぢ
＝
お
ま
え
。
※
「
女
・
汝
」
と
同
じ
。

◇ 

も
シ
ク
ハ
＝
あ
る
い
は
。
ま
た
は
。

（
中
略
）

117　

与　

ヨ

□ 

あ
た
フ
＝
あ
た
え
る
。
ほ
ど
こ
す
。「
与
奪
」「
天
与
」

□ 

あ
づ
カ
ル
＝
か
か
わ
る
。「
与
知
」「
関
与
」

□ 

く
み
ス
＝
味
方
す
る
。
仲
間
に
な
る
。「
与
国
」「
与
党
」

※
「
野
党
」
は
、
政
権
を
担
当
し
て
い
な
い
在
野
の
政
党
。

□ 

と
も
ニ
・
と
も
ニ
ス

□ 

…
と　

※「
与
レ

Ａ
（
Ａ
と
）」「
Ａ
与
レ

Ｂ
（
Ａ
と
Ｂ
と
）」
の
形
と
な
る
。

□ 

…
よ
リ
・
…
よ
リ
ハ
〔
比
較
〕

□ 

…
や
・
…
か
〔
疑
問
・
反
語
〕

□ 

…
か
・
…
か
な
〔
詠
嘆
〕

　
　
　

漢
文
読
解
に
役
立
つ
基
本
一
二
〇
字
（
抜
粋
）

〈
重
要
漢
字
一
二
〇
字
〉（
代
表
的
な
字
音
に
よ
る
五
十
音
順
。＊
は
常
用
漢
字
）

悪＊
（
ア
ク
・
オ
）　

安＊
（
ア
ン
）　

已
（
イ
）　

以＊
（
イ
）　

矣
（
イ
）

為＊
（
イ
）　

唯
（
イ
）　

謂
（
イ
）　

一＊
（
イ
ツ
）　

于
（
ウ
）

亦
（
エ
キ
）　

易＊
（
エ
キ
・
イ
）　

焉
（
エ
ン
）　

於
（
オ
）

応＊
（
オ
ウ
）　

可＊
（
カ
）　

何＊
（
カ
）　

蓋
（
ガ
イ
）　

看＊
（
カ
ン
）

敢＊
（
カ
ン
）　

還＊
（
カ
ン
）　

願＊
（
ガ
ン
）　

其
（
キ
）　

豈
（
キ
）

幾＊
（
キ
）　

宜＊
（
ギ
）　

況＊
（
キ
ョ
ウ
）　

教＊
（
キ
ョ
ウ
）  

竟
（
キ
ョ
ウ
）

俱
（
グ
）　

偶＊
（
グ
ウ
）　

兮
（
ケ
イ
）　

奚
（
ケ
イ
）　

見＊
（
ケ
ン
）

遣＊
（
ケ
ン
）　

乎
（
コ
）　

固＊
（
コ
）　　

故＊
（
コ
）　

向＊
（
コ
ウ
）

肯＊
（
コ
ウ
）　

苟
（
コ
ウ
）　

盍
（
コ
ウ
）　

忽
（
コ
ツ
）　

坐
（
ザ
）

哉
（
サ
イ
）　

之
（
シ
）　

此
（
シ
）　

使＊
（
シ
）　

斯
（
シ
）

而
（
ジ
）　

耳＊
（
ジ
）　

自＊
（
ジ
）　

事＊
（
ジ
）　

爾
（
ジ
）

且
（
シ
ャ
）　

者＊
（
シ
ャ
）　

邪＊
（
ジ
ャ
）　

若＊
（
ジ
ャ
ク
）

須
（
シ
ュ
）  

終＊
（
シ
ュ
ウ
）　

従＊
（
ジ
ュ
ウ
・
シ
ョ
ウ
）

縦＊
（
ジ
ュ
ウ
・
シ
ョ
ウ
）　

孰
（
ジ
ュ
ク
）　

所＊
（
シ
ョ
）　

諸＊
（
シ
ョ
）

女＊
（
ジ
ョ
）　

如＊
（
ジ
ョ
）　

少＊
（
シ
ョ
ウ
）　

尚＊
（
シ
ョ
ウ
）

将＊
（
シ
ョ
ウ
）　

勝＊
（
シ
ョ
ウ
）　

嘗
（
シ
ョ
ウ
）　

身＊
（
シ
ン
）

親＊
（
シ
ン
）　

尽＊
（
ジ
ン
）　

遂＊
（
ス
イ
）　

誰
（
ス
イ
）

雖
（
ス
イ
）　

是＊
（
ゼ
）　

請＊
（
セ
イ
）　

然＊
（
ゼ
ン
）

相＊
（
ソ
ウ
・
シ
ョ
ウ
）　

即＊
（
ソ
ク
）　

則＊
（
ソ
ク
）

卒＊
（
ソ
ツ
・
シ
ュ
ツ
）  

多＊
（
タ
）　

乃
（
ダ
イ
）　

当＊
（
ト
ウ
）

得＊
（
ト
ク
）　

特＊
（
ト
ク
）　

独＊
（
ド
ク
）　

難＊
（
ナ
ン
）  

寧＊
（
ネ
イ
）

能＊
（
ノ
ウ
）　

莫
（
バ
ク
）　

否＊
（
ヒ
）　

非＊
（
ヒ
）　

被＊
（
ヒ
）

必＊
（
ヒ
ツ
）　

不＊
（
フ
）　

夫＊
（
フ
）　

毋
（
ブ
）　

復＊
（
フ
ク
）

弗
（
フ
ツ
）　

勿
（
ブ
ツ
）　

便＊
（
ベ
ン
・
ビ
ン
）　

方＊
（
ホ
ウ
）

亡＊
（
ボ
ウ
）　

毎＊
（
マ
イ
）　

未＊
（
ミ
）　

無＊
（
ム
）　

也
（
ヤ
）

耶
（
ヤ
）　

又
（
ユ
ウ
）　

有＊
（
ユ
ウ
）　

猶
（
ユ
ウ
）　

与＊
（
ヨ
）

欲＊
（
ヨ
ク
）　

令＊
（
レ
イ
）　

或＊
（
ワ
ク
）
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◆
は
じ
め
に

　

あ
る
国
立
の
工
業
高
等
専
門
学
校
（
以
後
、
高

専
と
記
す
）
で
勤
務
し
て
い
た
際
、
大
修
館
書
店

『
新
編
現
代
文
Ｂ
』
を
用
い
、三
年
生
の
国
語
の
授

業
を
行
っ
て
い
た
。
高
専
は
五
年
一
貫
教
育
で
、

日
本
の
も
の
づ
く
り
を
支
え
る
技
術
者
と
し
て
必

要
で
あ
る
豊
か
な
教
養
と
体
系
的
な
専
門
知
識
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
学
校
で
あ
る
。
一
般

科
目
と
専
門
科
目
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
学
習
で
き
る

が
、
国
語
に
割
り
当
て
ら
れ
る
時
間
数
は
週
一
コ

マ
（
九
〇
分
）
と
一
般
的
な
普
通
科
の
高
等
学
校

よ
り
少
な
い
。
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
理
系
の
学
校

で
あ
る
た
め
、
国
語
と
い
う
教
科
に
苦
手
意
識
を

持
っ
て
入
学
す
る
学
生
が
多
い
。
な
か
に
は
「
国

語
の
授
業
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
高
専
に
入
学
し

た
」
と
公
言
す
る
者
も
い
て
、
着
任
当
初
は
「
国

語
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
に
は
、
ど
の
よ
う
な

授
業
を
展
開
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
」
と
悩
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
高
等
学
校
で
勤
務
し
て
い
た
時
の

同
僚
か
ら
も
「
高
専
は
理
系
の
学
校
で
、
国
語
に

興
味
が
な
い
学
生
が
多
い
か
ら
九
〇
分
の
授
業
を

行
う
の
は
大
変
だ
よ
。
飽
き
な
い
よ
う
に
授
業
を

し
な
い
と
」
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
選
ん
だ
教
材
が
、
小
関
智
弘
「
鉄
を
削

る
」
で
あ
る
。
既
に
定
番
教
材
と
な
っ
て
い
る
小

説
や
評
論
文
よ
り
も
、「
技
術
者
（
職
人
）」
が
主

人
公
の
教
材
で
あ
れ
ば
、
毎
日
、
作
業
実
習
を
行

う
高
専
の
学
生
に
は
共
感
で
き
る
部
分
や
惹
か
れ

る
部
分
が
多
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

後
、
教
材
自
体
や
関
連
書
籍
（
小
関
智
弘
『
鉄
を

投稿

清き
よ

島し
ま 

絵え

利り

子こ

技
術
者
を
目
指
す
学
生
と

「
鉄
を
削
る
」を
読
む

削
る
│
町
工
場
の
技
術
』）
を
何
度
も
熟
読
し
、教

材
研
究
に
励
む
日
々
が
続
い
た
。
同
書
籍
は
本
教

材
の
原
典
で
あ
り
、
筆
者
の
四
十
九
年
に
わ
た
る

旋
盤
工
と
し
て
の
歩
み
や
知
識
と
経
験
に
基
づ
い

た
確
か
な
技
術
と
職
人
気
質
が
描
か
れ
て
い
る
。

筆
者
で
あ
る
小
関
氏
は
高
等
学
校
卒
業
後
、
東
京

都
大
田
区
周
辺
の
町
工
場
で
旋
盤
工
と
し
て
勤
務

し
な
が
ら
小
説
等
の
執
筆
活
動
を
行
い
、直
木
賞
、

芥
川
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
る
実
力
の
あ
る
作
家

で
も
あ
る
。
日
々
も
の
づ
く
り
に
携
わ
る
技
術
者

（
旋
盤
工
）が
作
家
と
し
て
も
活
躍
す
る
と
い
う
異

色
の
優
れ
た
経
歴
は
、
技
術
者
を
目
指
す
高
専
の

学
生
に
と
っ
て
非
常
に
尊
敬
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
自
分
の
将
来
に
向
け
て
学
ぶ
べ
き
内
容
も
多

い
と
確
信
を
し
た
。

◆
教
材
研
究
の
悩
み

　

し
か
し
、
筆
者
へ
の
理
解
は
深
め
ら
れ
て
も
、

教
材
で
描
か
れ
て
い
る
肝
心
の
工
場
の
作
業
風
景

が
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次

の
場
面
な
ど
は
旋
盤
で
鉄
を
削
っ
た
経
験
が
な
い

限
り
、
一
読
で
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。　

で
も
、
見
習
工
の
わ
た
し
は
、
切
れ
味
を
聞
き
わ

け
る
ほ
ど
の
耳
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　「
ど
う
だ
、い
い
音
だ
ろ
う
。音
が
澄
ん
で
い
る
。」

　
火
造
っ
た
ば
か
り
の
バ
イ
ト
は
、旋
回
す
る
鉄
の

丸
棒
を
シ
ュ
ル
ン
シ
ュ
ル
ン
と
削
っ
て
い
る
。し
か

し
、
そ
の
音
が
澄
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
が
わ
か
ら

な
い
。

　「
ご
機
嫌
な
音
だ
。」

　
先
輩
職
人
は
、
満
足
そ
う
に
ほ
ほ
え
ん
で
、
わ
た

し
を
ふ
り
返
っ
た
。

　

私
の
頭
の
中
で
は
「
鉄
を
削
っ
て
音
が
澄
ん
で

い
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？

し
か
も
、
ご
機
嫌

な
音
っ
て
な
に
？
」「
こ
ん
な
ん
分
か
ら
ん
」
と
い

う
言
葉
が
駆
け
巡
り
、
教
材
研
究
を
進
め
て
は
い

て
も
理
解
に
苦
し
ん
で
い
た
。「
ど
う
し
て
こ
の
教

材
を
選
ん
だ
ん
だ
ろ
う
」
と
自
分
自
身
を
責
め
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
本
教
材
で
授
業
を
行
う

こ
と
は
学
生
に
も
予
告
済
で
、
そ
の
日
は
確
実
に

近
づ
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
授
業
が
出

来
る
の
か
と
不
安
が
募
る
ば
か
り
で
、
予
習
ノ
ー

ト
が
な
か
な
か
埋
ま
ら
な
い
日
々
が
続
い
て
い

た
。

　

そ
こ
で
ふ
と
、
先
輩
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
思
い
出

し
た
。
数
年
前
に
関
西
地
方
の
あ
る
進
学
校
で
の

勤
務
が
決
ま
り
、
先
輩
に
「
進
学
校
の
生
徒
に
国

語
を
教
え
ら
れ
る
の
か
と
不
安
だ
」
と
相
談
し
て

い
た
時
の
こ
と
だ
。
先
輩
は
「
教
員
が
何
で
も
全

部
生
徒
に
教
え
よ
う
と
思
う
の
で
は
な
く
、
生
徒

と
共
に
学
ん
で
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。
自
分
が

持
っ
て
い
る
知
識
や
教
え
方
が
一
番
優
れ
て
い
る

と
思
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
自
己
満
足
で
し
か

な
い
。
生
徒
の
方
が
周
辺
知
識
や
よ
い
意
見
を
持

っ
て
い
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
時
に
は
生
徒

主
体
で
議
論
を
見
守
る
か
た
ち
の
授
業
も
あ
っ
て

い
い
。
生
徒
よ
り
教
員
が
優
れ
て
い
る
と
思
っ
た

ら
あ
か
ん
」
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

こ
の
話
を
思
い
出
す
ま
で
は
、
全
て
自
分
の
頭

に
教
材
の
内
容
や
周
辺
知
識
を
完
璧
に
叩
き
込
ん

で
、
授
業
に
臨
も
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
気
が

付
い
た
。
自
分
も
含
め
、
教
員
は
と
か
く
、
生
徒

や
学
生
よ
り
も「
何
事
に
も
自
分
が
優
れ
て
い
る
」

と
錯
覚
し
が
ち
で
あ
る
。
教
員
が
生
徒
や
学
生
の

上
に
立
ち
、「
教
え
る
」
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

先
輩
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
私
は
、
授

業
展
開
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
。
い
か
に

も
知
っ
て
い
る
、
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
ふ
り
を

し
て
机
上
の
空
論
を
語
り
、
授
業
を
行
う
の
も
一

つ
の
方
法
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
自
身
の

性
格
と
教
員
と
し
て
の
信
念
か
ら
、
そ
の
方
法
は

決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
教
員
は

生
徒
や
学
生
に
、
嘘
や
間
違
っ
た
こ
と
は
絶
対
教

え
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
に
関
す
る
周
辺
知
識
を
蓄
え
て
も
、
私
自
身

が
企
業
で
の
勤
務
経
験
を
有
し
て
い
て
も
、
工
場

で
鉄
を
削
っ
た
経
験
は
全
く
な
く
、
そ
れ
を
教
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
鉄
を
削
る
」
に
関
し
て

は
、「
学
生
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
共
に

作
品
を
読
み
進
め
て
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
素

直
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
味
わ
っ
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
」
と
決
心
し
た
。
そ
の
後
、
予
習
ノ
ー

ト
に
、
授
業
展
開
と
必
ず
理
解
さ
せ
た
い
部
分
を

記
入
す
る
う
ち
に
、「
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う

し
よ
う
」
と
い
う
不
安
は
消
え
て
い
た
。

教材研究

岐
阜
大
学
准
教
授
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◆
授
業
当
日

　

数
日
後
、「
鉄
を
削
る
」
の
授
業
初
日
を
迎
え

た
。
機
械
工
学
科
で
の
授
業
開
始
早
々
、
導
入
部

で
、
あ
る
学
生
が
「
こ
の
本
、
知
っ
て
る
」
と
話

し
か
け
て
き
た
。「
予
習
し
て
き
た
ん
？
」と
尋
ね

る
と
、「
機
械
工
学
科
の
〇
〇
先
生
が
、
こ
の
本
は

読
ん
だ
方
が
い
い
っ
て
授
業
中
に
薦
め
て
た
か
ら

知
っ
て
る
」「
図
書
館
に
も
文
庫
本
が
あ
っ
て
読
ん

だ
こ
と
が
あ
る
」と
教
え
て
く
れ
た
。「
ど
ん
な
内

容
や
っ
た
？
」
と
尋
ね
る
と
、
少
し
解
説
を
し
て

く
れ
た
が
、「
せ
っ
か
く
こ
れ
か
ら
授
業
な
ん
や
か

ら
話
さ
ん
と
い
て
」
と
い
う
学
生
も
い
て
、
和
や

か
な
雰
囲
気
で
音
読
か
ら
進
め
て
い
っ
た
。
こ
れ

ま
で
の
教
材
で
は
、
音
読
の
途
中
で
眠
そ
う
に
な

る
学
生
が
、
真
剣
な
眼
差
し
で
教
科
書
の
文
字
を

追
っ
て
い
た
姿
に
は
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
普

段
、
自
分
た
ち
が
実
習
で
行
っ
て
い
る
こ
と
が
書

か
れ
て
お
り
、
共
感
し
な
が
ら
、
す
ん
な
り
と
内

容
が
頭
に
入
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

音
読
後
、
簡
単
に
初
発
の
感
想
を
書
い
て
も
ら

い
、数
人
の
学
生
に
発
表
を
し
て
も
ら
っ
た
。「
旋

盤
工
を
し
な
が
ら
作
家
活
動
を
行
う
の
は
す
ご

い
」「
き
れ
い
な
キ
リ
コ
が
作
れ
る
よ
う
に
な
り
た

い
」「
経
験
と
勘
か
ら
、親
会
社
の
人
が
発
見
で
き

な
か
っ
た
異
材
を
発
見
で
き
る
の
は
す
ご
い
。
自

分
も
そ
ん
な
技
術
者
に
な
り
た
い
」
と
い
う
感
想

が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
形
式
段
落
に
沿
っ
て
内
容

読
解
に
入
っ
て
い
っ
た
。

　

第
一
段
落
は
、「
刃
物
の
切
れ
味
を
聞
い
て
お
き

な
、
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
」
か
ら
本
文
が
始

ま
る
。
学
生
に
「
こ
れ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

と
尋
ね
て
み
た
。
す
る
と
「
バ
イ
ト
で
金
属
を
削

る
時
に
、
い
ろ
ん
な
条
件
で
音
が
変
わ
っ
て
く
る

っ
て
こ
と
」と
教
え
て
く
れ
た
。「
ど
う
し
て
音
が

変
わ
る
ん
？
」
と
再
度
尋
ね
る
と
、「
金
属
の
種
類

と
か
バ
イ
ト
の
当
て
方
、
機
械
の
動
か
し
方
で
も

変
わ
る
」
と
い
う
。
高
専
の
学
生
は
、
ほ
ぼ
毎
日

作
業
実
習
が
あ
る
。
機
械
工
学
科
の
学
生
も
毎
日

作
業
服
に
着
替
え
、
暑
い
日
も
寒
い
日
も
実
習
工

場
で
機
械
に
向
か
っ
て
、
鉄
を
削
っ
て
い
る
。
た

だ
、
見
習
工
で
あ
っ
た
当
時
の
筆
者
と
同
様
、「
切

れ
味
を
聞
き
わ
け
る
」
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
と

話
し
て
い
た
。
ま
た
、「
旋
盤
工
に
な
る
た
め
に

は
、
腕
も
磨
く
が
、
耳
も
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
記
述
に
反
応
し
た
学
生
も
い
た
。
上

手
に
鉄
を
削
る
に
は
、
耳
も
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
意
外
で
、
技
術
者
の

卵
と
し
て
新
た
な
気
づ
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

　

第
二
段
落
で
は
、
金
属
屑
の
「
キ
リ
コ
」
の
描

写
が
あ
る
。
学
生
の
反
応
が
一
番
顕
著
で
あ
っ
た

段
落
で
あ
る
。
私
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
教
科
書

の
キ
リ
コ
の
写
真
を
見
て
も
、
な
ぜ
き
れ
い
な
金

属
屑
を
作
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
全
く
理
解

で
き
ず
に
い
た
。
そ
こ
で
学
生
に
「
キ
リ
コ
っ
て

ど
う
い
う
も
の
な
ん
？

教
え
て
」
と
言
っ
た
。

数
名
の
学
生
が
次
々
に
、
う
れ
し
そ
う
に
キ
リ
コ

に
つ
い
て
説
明
を
し
て
く
れ
た
。
普
段
は
教
え
ら

れ
る
側
で
あ
る
学
生
が
、
教
員
が
知
ら
な
い
自
分

の
知
識
や
経
験
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
り
、

少
し
誇
ら
し
げ
に
見
え
た
。
私
が
知
ら
な
い
分
野

の
知
識
を
生
徒
た
ち
は
豊
富
に
も
っ
て
い
た
。
学

生
を
見
る
眼
が
少
し
変
わ
り
、
尊
敬
で
き
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
筆
者
は
キ
リ
コ
に
つ

い
て
、「
不
用
の
も
の
と
し
て
捨
て
去
っ
て
し
ま
う

も
の
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
自
分
は
い
ま
そ
の
キ
リ

コ
そ
の
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
だ
い
う
錯
覚
を
持

つ
」
と
記
し
て
い
る
。
機
械
工
学
科
の
学
生
も
同

じ
気
持
ち
に
な
る
よ
う
で
、授
業
中
に
思
わ
ず「
こ

れ
分
か
る
」
と
口
々
に
漏
ら
し
て
い
た
。
捨
て
る

も
の
で
あ
る
の
に
、
色
や
切
り
口
が
き
れ
い
な
キ

リ
コ
を
見
る
と
、
と
て
も
う
れ
し
く
な
り
、
指
導

教
員
に
も
褒
め
ら
れ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
キ
リ

コ
の
形
が
悪
く
失
敗
し
た
時
に
は
「
〇
〇
先
生
に

『
お
前
、セ
ン
ス
ね
え
な
あ
』
っ
て
言
わ
れ
て
怒
ら

れ
る
」
と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。
技
術
者

を
養
成
す
る
高
専
ら
し
い
会
話
で
あ
る
。
最
後
の

「
キ
リ
コ
の
色
や
形
の
微
妙
な
変
化
を
見
て
と
れ

な
い
よ
う
で
は
、
一
人
前
の
機
械
工
と
は
い
え
な

い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、「
鉄
を
削
る

時
の
音
や
キ
リ
コ
の
色
や
形
の
微
妙
な
変
化
が
分

か
ら
ん
か
ら
、
一
人
前
じ
ゃ
な
い
な
あ
」
と
反
省

す
る
学
生
も
い
た
。

　

第
三
段
落
で
は
、
あ
る
旋
盤
工
が
自
分
の
経
験

か
ら
得
た
知
識
と
勘
で
、
伝
票
と
テ
ス
ト
・
ピ
ー

ス
の
キ
リ
コ
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

親
会
社
の
製
造
部
長
に
感
謝
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
も
学
生
の
反
応
が

あ
り
、「
職
人
冥
利
に
尽
き
る
」「
自
分
も
こ
の
旋

盤
工
の
よ
う
な
職
人
に
な
り
た
い
」
と
話
し
て
い

た
。
授
業
で
は
、
旋
盤
工
が
キ
リ
コ
の
違
い
を
指

摘
す
る
時
の
気
持
ち
、
指
摘
を
受
け
た
時
の
営
業

担
当
の
男
の
気
持
ち
、
そ
し
て
親
会
社
の
製
造
部

長
の
気
持
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
学
生
に
質
問
し
た
。
旋

盤
工
や
親
会
社
の
製
造
部
長
の
気
持
ち
を
語
る
時

の
学
生
の
表
情
は
、
と
て
も
自
信
に
溢
れ
清
々
し

い
よ
う
に
見
え
た
。
ど
れ
も
自
分
自
身
の
こ
と
で

は
な
い
が
、
技
術
者
の
卵
と
し
て
、
自
分
の
知
識

や
経
験
、
技
術
が
認
め
ら
れ
た
時
の
喜
び
を
自
分

の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
普
段

は
教
え
て
も
ら
う
立
場
で
あ
る
学
生
が
、
教
員
で

あ
る
私
に
自
分
の
知
識
や
経
験
か
ら
キ
リ
コ
に
つ

い
て
解
説
を
し
、「
理
解
し
て
も
ら
え
た
」「
先
生

に
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
」と
感
じ
、

少
し
誇
ら
し
げ
な
表
情
を
し
て
い
た
こ
と
と
相
通

じ
る
部
分
が
あ
る
。

◆
お
わ
り
に

　

今
回
「
鉄
を
削
る
」
の
授
業
で
は
、
私
が
理
解

困
難
で
あ
っ
た
専
門
用
語
の
解
説
か
ら
始
ま
り
、

実
習
で
鉄
を
削
る
時
の
作
業
風
景
や
本
教
材
で
描

か
れ
て
い
る
情
景
を
学
生
に
教
え
て
も
ら
い
な
が

ら
、
と
も
に
作
品
を
味
わ
っ
て
い
っ
た
。
学
生
の

授
業
で
の
発
言
や
表
情
を
見
て
い
る
限
り
、
こ
の

授
業
方
法
は
有
効
で
あ
り
、
本
教
材
の
単
元
の
ね

ら
い
（
働
く
こ
と
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
読
み

と
っ
て
自
分
の
考
え
を
作
り
上
げ
る
。
読
書
の
幅

を
広
げ
、
社
会
や
仕
事
、
人
生
に
つ
い
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
す
る
）
や
学
習
の
目
標
（
旋
盤
工
た

ち
の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
や
思
い
を
読
み
取
る
。

仕
事
上
の
技
術
や
智
恵
、
工
夫
な
ど
に
つ
い
て
、

調
べ
て
発
表
す
る
）
も
十
分
達
成
で
き
た
と
実
感

し
て
い
る
。
特
に
機
械
工
学
科
の
学
生
は
、
本
教

材
の
読
解
を
通
し
て
、
大
き
な
自
己
肯
定
感
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は

機
械
工
学
科
の
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
高
等
学
校

の
普
通
科
の
生
徒
で
も
同
様
の
効
果
が
得
ら
れ
る

と
考
え
る
。
例
え
ば
、
ま
ず
生
徒
に
は
、
専
門
用

語
の
意
味
を
調
べ
さ
せ
、
他
者
が
正
確
に
理
解
で

き
る
よ
う
な
発
表
を
促
す
。
次
に
自
分
の
保
護
者

や
祖
父
母
な
ど
に
「
働
く
こ
と
の
意
味
」「
仕
事
に

対
す
る
姿
勢
」「
仕
事
で
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
」
な

ど
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
た
り
、
関
連
書
籍
か
ら

筆
者
の
仕
事
に
対
す
る
思
い
を
読
み
取
っ
て
発
表

を
さ
せ
、
ク
ラ
ス
で
意
見
交
換
を
し
た
り
し
な
が

ら
授
業
を
進
め
る
こ
と
で
、
生
徒
主
体
で
教
材
へ

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
教
材
は
、
様
々
な
背
景

を
持
つ
生
徒
と
と
も
に
、
筆
者
や
旋
盤
工
た
ち
の

生
き
方
や
考
え
方
を
通
し
て
「
生
き
る
力
」
を
学

び
、
自
分
の
糧
に
で
き
る
必
読
の
文
章
で
あ
る
と

言
え
る
。
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「
書
く
こ
と
が
苦
手
だ
」「
何
を
ど

う
書
け
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」…
。

そ
ん
な
悩
み
を
も
つ
学
生
や
、
指
導

法
を
模
索
す
る
先
生
方
の
た
め
に
、

ユ
ニ
ー
ク
な
本
が
誕
生
し
た
。

「
パ
ラ
レ
ル
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
と

は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
現
場
で
行
わ

れ
て
い
る
学
習
法
で
、
名
作
の
プ
ロ

ッ
ト
（
あ
ら
す
じ
）
を
、
文
章
を
書

く
と
き
の
構
成
に
応
用
す
る
、
と
い

う
も
の
。
本
書
に
は
、
夏
目
漱
石
、

芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
な
ど
の
短
編

を
、
プ
ロ
ッ
ト
に
着
目
し
な
が
ら
読

み
、
そ
の
「
型
」
を
ま
ね
て
書
く
十

二
の
レ
ッ
ス
ン
が
収
録
さ
れ
て
い

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
四
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税

る
。
日
本
近
代
文
学
を
代
表
す
る
文

豪
た
ち
の
珠
玉
の
掌
編
に
触
れ
る
と

い
う
点
で
も
、
学
習
価
値
が
高
い
。

ま
た
、本
書
の
各
レ
ッ
ス
ン
に
は
、

経
済
産
業
省
が
提
唱
す
る
「
社
会
人

基
礎
力
」
の
十
二
の
要
素
が
割
り
振

ら
れ
て
い
る
。
近
代
文
学
の
中
か
ら

「
主
体
性
」「
課
題
発
見
力
」「
傾
聴

力
」
な
ど
、
今
日
の
実
社
会
で
も
求

め
ら
れ
る
基
本
的
な
人
間
力
を
読
み

取
ろ
う
と
い
う
試
み
だ
。

そ
も
そ
も
、「
ま
な
ぶ
」
と
「
ま
ね

ぶ
」
は
同
語
源
。
そ
の
学
び
の
原
点

に
立
ち
返
る
こ
と
を
勧
め
る
本
で
あ

る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

評
者
＝
大
井　

悟

利
用
者
の
思
い
に
こ
た
え
る

介
護
の
こ
と
ば
づ
か
い

入
部
明
子 

著

遠
藤
織
枝
／
三
枝
令
子
／
神
村
初
美 

著

親
や
家
族
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
て
い
る
人
は
多
い
と
思
う
。
ス
タ

ッ
フ
の
こ
と
ば
づ
か
い
が
気
に
な
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、

利
用
者
と
家
族
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
し
な
が
ら
、

介
護
現
場
の
望
ま
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

タ
メ
口
で
話
さ
な
い
で
ほ
し
い
。

専
門
語
や
略
語
の
意
味
が
わ
か
ら
な

い
。
幼
児
に
話
し
か
け
る
よ
う
な
言

い
方
は
失
礼
。
い
ち
い
ち
納
得
さ
せ

ら
れ
る
が
、
本
書
は
も
う
一
歩
先
へ

行
く
。
た
と
え
ば
食
事
介
助
で
「
ご

っ
く
ん
し
ま
し
た
か
」
は
言
う
べ
き

ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
が
、
そ
の
独

特
の
レ
イ
ア
ウ
ト
だ
。
漢
詩
の
白
文

の
左
側

0

0

に
七
音
・
七
音
の
ひ
ら
が
な

の
訳
が
整
然
と
並
ぶ
。
ひ
ら
が
な
の

詩
に
大
き
な
漢
字
の
ル
ビ
が
付
い
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

「
く
に
は
く
ず
れ
て
　
や
ま
か
わ

の
こ
り
／
は
る
の
ま
ち
に
は
　
き
や

く
さ
ば
か
り
…
」
杜
甫
の
「
春
望
」

の
訳
は
こ
ん
な
具
合
。
井
伏
鱒
二
の

『
厄
除
け
詩
集
』な
ど
と
同
工
異
曲
じ

ゃ
な
い
か
、
と
言
う
な
か
れ
。
本
書

が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
意
味
の
切
れ

目
を
重
視
す
る
点
だ
。
す
な
わ
ち
、

五
言
詩
は
二
字
・
三
字
、
七
言
詩
は

で
は
な
い
が
、「
は
い
、ご
っ
く
ん（
し

て
く
だ
さ
い
）」の
よ
う
な
言
い
方
を

問
題
視
し
て
は
い
け
な
い
、と
い
う
。

認
知
症
の
あ
る
人
に
は
、
誤
嚥
を
防

ぐ
た
め
に
こ
う
し
た
「
動
作
を
促
す

オ
ノ
マ
ト
ペ
」
が
有
効
だ
か
ら
だ
。

ほ
か
に
も
「
拍
手
／
握
手
」
の
聞

き
分
け
が
難
し
い
高
齢
者
に
は
「
手

を
た
た
く
／
握
る
」な
ら
伝
わ
る
等
、

こ
と
ば
の
研
究
者
な
ら
で
は
の
含
蓄

に
富
ん
だ
提
案
が
随
所
に
あ
る
。

介
護
す
る
人
向
け
の
本
だ
が
、
だ

れ
が
読
ん
で
も
心
に
残
る
記
述
が
あ

る
は
ず
。
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
い
ず

れ
他
人
事
で
は
な
く
な
る
の
だ
。

四
字
・
三
字
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
訳

す
。「
春
望
」
な
ら
「
国
破
　
山
河
在

／
城
春
　
草
木
深
…
」
で
あ
る
。

著
者
は
「
吾
輩
ハ
猫
ニ
ナ
ル
」
が

芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
横
山
悠
太
氏
。

十
年
間
の
中
国
滞
在
歴
の
あ
る
氏
が
、

長
年
愛
誦
し
て
き
た
唐
詩
か
ら
、
杜

甫
・
李
白
・
白
居
易
・
韓
愈
の
一
〇

〇
首
を
選
び
和
訓
と
鑑
賞
文
を
付
け

た
。
下
に
添
え
ら
れ
た
書
き
下
し
文

と
比
べ
な
が
ら
読
む
も
よ
し
、
鑑
賞

文
を
読
ん
で
か
ら
再
読
す
る
も
よ

し
、
そ
し
て
最
後
に
、
自
分
で
和
訓

を
試
み
る
も
よ
し
…
、
一
冊
で
何
通

り
も
楽
し
め
る
詩
集
で
あ
る
。

本
書
は
、
大
連
・
旅
順
の
街
並
み

の
変
遷
を
現
在
の
地
図
上
に
再
現

し
、
歴
史
的
建
造
物
や
史
跡
に
つ
い

て
の
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

大
連
・
旅
順
は
、
日
露
戦
争
後
多

く
の
日
本
人
が
移
り
住
ん
だ
、
日
本

と
な
じ
み
深
い
土
地
で
あ
る
。
文
学

者
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、

「
て
ふ
て
ふ
」
の
安
西
冬
衛
、「
ア
カ

シ
ヤ
の
大
連
」（
国
語
科
で
は
「
ミ
ロ

の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
か
）
の
清
岡
卓
行

な
ど
も
こ
の
地
で
暮
ら
し
た
。
ま
た

漱
石
も
訪
れ
、
紀
行
文
を
ま
と
め
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
本
書
に
も
、
こ
の

よ
う
な
文
学
者
の
生
家
の
場
所
、
解

説
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
漱
石
の
歩
い
た
道
の
り
を
示
す
コ

ラ
ム
な
ど
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

地
図
を
眺
め
、
都
市
の
歴
史
に
思

い
を
馳
せ
れ
ば
、
時
間
を
超
え
た
旅

へ
と
赴
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
、本
書
は
好
評
を
博
し
た『
上

海
歴
史
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
』（
増
補
改
訂

版
、二
〇
一
一
）の
姉
妹
編
で
も
あ
る
。

前
書
は
、
松
浦
寿
輝
、
上
田
早
夕
里
、

山
口
恵
以
子
な
ど
、
人
気
作
家
の
作

品
作
り
の
参
考
と
も
さ
れ
た
。
豊
か

な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
本
書
は
、

今
回
も
、
あ
ら
た
な
文
学
作
品
を
生

み
出
す
土
壌
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

大
連
・
旅
順
歴
史
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ

木
之
内
誠
／
平
石
淑
子
／
大
久
保
明
男
／
橋
本
雄
一 

著

Ａ
５
判
・
上
製
・
二
〇
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
三
〇
〇
〇
円+

税

評
者
＝
荒
木　

信

四
六
判
・
並
製
・
一
四
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
四
〇
〇
円
＋
税

四
六
変
形
判
・
並
製
・
二
四
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
四
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
山
本　

敦

評
者
＝
川
野
直
子

唐
詩
和
訓

│
│
ひ
ら
が
な
で
読
む
名
詩
１
０
０

横
山
悠
太 

著

パ
ラ
レ
ル・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
入
門

│
│
12
人
の
文
豪
に
学
ぶ
文
章
力
と
社
会
人
基
礎
力
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新
元
号
は
４
月
１
日
公
表

　

新
元
号
は
４
月
１
日
に
公
表
し
、
５
月
１
日
に

改
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

４
月
１
日
に
、
政
府
が
有
識
者
に
よ
る
「
元
号

に
関
す
る
懇
談
会
」
な
ど
に
原
案
を
示
し
、
新
元

号
を
定
め
る
政
令
を
閣
議
決
定
し
て
発
表
、
天
皇

陛
下
が
署
名
し
て
公
布
す
る
と
い
う
流
れ
。

　

元
号
案
に
は
中
国
古
典
に
加
え
、
日
本
の
古
典

も
典
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

今
上
陛
下
は
４
月
30
日
に
退
位
さ
れ
、
５
月
１

日
午
前
０
時
に
改
元
、
皇
太
子
殿
下
が
新
天
皇
に

即
位
さ
れ
る
。

平
成
31
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
実
施

　

２
０
１
９
年
１
月
19
・
20
日
の
二
日
間
、
大
学

入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
が
実
施
さ
れ
た
。

　

志
願
者
は
57
万
６
８
３
０
人
で
、
昨
年
よ
り
５

８
４
１
人
減
。

　

志
願
者
の
割
合
を
見
る
と
、
こ
の
３
月
に
高
校

等
を
卒
業
予
定
の
現
役
生
は
全
体
の
80
・
６
％
で

46
万
４
９
５
０
人
（
前
年
よ
り
８
６
２
０
人
減
）。

セ
ン
タ
ー
試
験
を
入
試
に
使
う
国
公
私
立
大
は
７

０
３
校
で
過
去
最
多
。公
私
立
短
大
は
１
４
９
校
。

　

実
際
の
受
験
者
は
54
万
６
１
９
８
人
（
追
・
再

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。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

試
験
含
）
で
、
前
年
よ
り
８
０
１
４
人
減
。
受
験

率
は
94
・
69
％
だ
っ
た
。

　

国
語
の
平
均
点
は
１
２
１
・
55
点
（
２
０
０
点

満
点
。
前
年
よ
り
16
・
87
点
上
昇
）、
得
点
調
整
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
。

（https://w
w
w
.dnc.ac.jp/center/shiken_

jouhou/h31.htm
l

）

日
本
文
藝
家
協
会
が「
高
校
・大
学
接
続『
国
語
』

改
革
に
つ
い
て
の
声
明
」を
公
表

　

公
益
社
団
法
人
日
本
文
藝
家
協
会
（
理
事
長
・

出
久
根
達
郎
）
が
、
１
月
24
日
、「
高
校
・
大
学
接

続
『
国
語
』
改
革
に
つ
い
て
の
声
明
」
を
公
表
。

文
芸
作
品
の
扱
い
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
憂
慮
。

（http://w
w
w
.bungeika.or.jp/pdf/20190124.

pdf

）学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
答
申

　

中
央
教
育
審
議
会
は
１
月
25
日
、「
新
し
い
時
代

の
教
育
に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・
運
営

体
制
の
構
築
の
た
め
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改

革
に
関
す
る
総
合
的
な
方
策
に
つ
い
て
」
と
す
る

答
申
を
公
表
し
た
。

　

答
申
で
は
「
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」

も
提
言
さ
れ
、
学
期
中
と
長
期
休
暇
中
で
繁
閑
の

差
の
あ
る
勤
務
態
様
を
ふ
ま
え
て
、
集
中
し
た
休

み
の
と
れ
る
制
度
を
確
保
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

　
「
公
立
学
校
の
教
師
の
勤
務
時
間
の
上
限
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
も
あ
わ
せ
て
策
定
さ
れ
、

残
業
の
上
限
時
間
を
原
則
「
一
か
月
45
時
間
」「
一

年
間
３
６
０
時
間
」
と
し
た
。

（http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/
chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985.
htm

）

　教育行政関係
2019 年度実施の全国学力・学習状況
調査（中３対象）で英語を導入（12/14）
文科省、不正入試緊急調査の最終まと
め公表。医学部関係 81 大学のうち、
10 校に不適切な事案（12/14）
文科省、「学習者用デジタル教科書の効
果的な活用の在り方等に関するガイドラ
イン」公表。使用は原則、授業時数の半
分未満（12/27）
教育再生実行会議、高校改革に向けた
検討の中間報告公表。普通科の見直し
などが論点（1/18）
平成 31 年度大学入試センター試験実
施（1/19，20）
中教審の教育課程部会「児童生徒の学
習評価の在り方について」公表（1/21）
学校における働き方改革答申（1/25） 

　時事
新元号は４月１日公表（1/4）
日本文藝家協会が「高校・大学接続『国
語』改革についての声明」を公表（1/24）
橋本治死去。70 歳（1/29）
中国・曹操の墓から最古の白磁と目さ
れるつぼが出土（2/20）
ドナルド・キーン死去。96 歳（2/24）

研
究
会
・
展
覧
会
だ
よ
り

国語の 2018.12〜2019.2

Topics＆News

10
月
1
日
─
２
０
２
０
年
1
月
5
日
（
九
博
）

［
場
所
］
東
京
国
立
博
物
館
、
九
州
国
立
博
物
館

［
問
合
せ
］https://sangokushi2019.exhibit.jp/

第
63
回
日
本
読
書
学
会
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
7
月
28
日
（
日
）

［
場
所
］
林
野
会
館
（
プ
ラ
ザ
・
フ
ォ
レ
ス
ト
）

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.readingassoc.site/
event

第
82
回
国
語
教
育
全
国
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
8
月
17
日
（
土
）、18
日
（
日
）

［
問
合
せ
］http://nikkokug.org/index.htm

l

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
第
１
３
７
回
仙
台
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
10
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

［
場
所
］
宮
城
教
育
大
学　

青
葉
山
キ
ャ
ン
パ
ス 

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.gakkai.ac/JTS
J/

漢
字
展
─
４
０
０
０
年
の
旅

［
日
時
］
２
０
１
９
年
5
月
29
日
─
9
月
23
日

［
場
所
］
東
洋
文
庫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.toyo-bunko.or.jp/
m

useum
/m

useum
_index.php

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会　

第
１
３
６
回
茨
城
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
６
月
１
日
（
土
）・
２
日
（
日
）

［
場
所
］
茨
城
大
学　

水
戸
キ
ャ
ン
パ
ス

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.gakkai.ac/JTS
J/

全
国
漢
文
教
育
学
会　

第
35
回
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
６
月
15
日
（
土
）・
16
日
（
日
）

［
場
所
］
京
都
教
育
大
学
ほ
か

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.zenkankyo.gr.jp/

特
別
展 

三
国
志

［
日
時
］２
０
１
９
年
７
月
9
日
─
９
月
16
日（
東
博
）
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【
投
稿
規
定
】

国
語
教
育
や
国
語
の
授
業
に
関
す
る
具
体

的
な
ご
提
案
、
実
践
記
録
、
教
材
研
究
な
ど
、

投
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
四
〇
〇
字
× 

六
〜
一
二
枚
（
一
九
字
×
二
六
一
行
）
程
度
。

（
紙
幅
等
の
都
合
に
よ
り
掲
載
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　
営
業
だ
よ
り
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編
集
室

　
「
最
後
の
ジ
ェ
ダ
イ
」。
年
老
い
た
ル
ー
ク
が
前
作
最
終
盤
に
続
き
登
場

す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
８
は
、
我
々
幼
少
期
か
ら
の
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
フ
ァ
ン

に
と
っ
て
何
と
も
感
慨
深
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
89
年
１
月
。
父
ア
ナ

キ
ン
（
ダ
ー
ス
ベ
イ
ダ
ー
）
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
ル
ー
ク
の
如
く
崖
っ
ぷ

ち
だ
っ
た
高
３
の
私
は
、
ラ
ジ
オ
の
深
夜
放
送
を
相
棒
に
「
最
後
の
共
通

一
次
」
に
臨
む
べ
く
宿
敵
古
典
、
英
語
と
苦
闘
。
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
、

時
代
も
大
き
く
転
換
す
る
時
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
30
年
。
平
成
最
後
の
高

３
の
皆
さ
ん
は
「
最
後
の
セ
ン
タ
ー
試
験
」
と
対
峙
す
べ
き
時
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。「
共
通
一
次
最
後
の
世
代
」か
ら

「
セ
ン
タ
ー
最
後
の
世
代
」
へ
。

　
〝
フ
ォ
ー
ス
と
共
に
在
ら
ん
こ
と
を
〞

 

大
阪
支
店
　
北
川
茂

　

昨
年
末
、満
を
持
し
て
大
漢
和
辞
典
デ
ジ
タ
ル
版
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

以
来
ご
案
内
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
お
つ
き
あ
い
の
な
か
っ
た
学
校
司
書

の
先
生
と
お
話
し
す
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
が
、
そ
の
仕
事
量
を
知
っ
て

驚
き
ま
し
た
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
や
選
書
、
カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
に
図
書
便
り

の
作
成
な
ど
。「
地
味
な
仕
事
で
す
が
毎
日
忙
し
い
の
で
す
よ
」と
謙
遜
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
道
徳
の
教
科
化
が
決
ま
っ
た
際
に
は
、
図
書
館
の
利
用

が
増
え
る
の
で
は
と
期
待
し
た
そ
う
で
す
が
…
。「
先
生
方
に
は
、図
書
館

を
一
つ
の
教
材
と
し
て
考
え
て
欲
し
い
の
で
す
」。こ
れ
は
あ
る
学
校
司
書

の
先
生
の
言
葉
で
す
。
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
解
答

の
な
い
学
び
。
社
会
に
出
て
か
ら
役
に
立
つ
力
を
育

む
場
と
し
て
、
図
書
館
が
活
躍
す
る
こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。 

東
京
支
店
　
細
沼
諭

Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
昨
今
で
す
が
、
近
頃
は
Ｂ
Ｉ

（Basic Incom
e

）
も
よ
く
話
題
に
な
り
ま

す
。
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
雇
用
を
代
替
す
る
の
に

伴
い
、
政
府
が
す
べ
て
の
人
に
最
低
限
の
所

得
を
保
障
す
る
制
度
の
こ
と
。
生
来
怠
け
者

の
私
は
、
Ｂ
Ｉ
の
導
入
を
心
か
ら
待
ち
望
ん

で
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
。
▼

Ａ
、
Ｂ
と
く
れ
ば
当
然
の
よ
う
に
、
最
近
で

は
Ｃ
Ｉ
と
い
う
言
葉
も
聞
こ
え
て
く
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
、
人
に

よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
使
わ
れ
、
今
の

と
こ
ろ
統
一
見
解
は
な
い
よ
う
で
す
。
Ａ
Ｉ

と
Ｂ
Ｉ
に
よ
っ
て
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
人

間
が
次
に
直
面
す
る
Ｃ
Ｉ
と
は
何
か
？

国

語
教
育
的
に
考
え
る
と
、Com

m
unication, 

Culture, Classic

…
あ
た
り
も
キ
ー
ワ
ー
ド

に
な
り
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
は
や
は
り
、
そ

れ
ら
を
包
含
す
るCurriculum

 Innovation
（
教
育
課
程
の
革
新
）で
ど
う
で
し
ょ
う
。
▼

本
号
で
は
、
そ
ん
な
Ｃ
Ｉ
の
象
徴
的
領
域
で

あ
る
「
話
す
・
聞
く
」
を
特
集
し
ま
し
た
。
新

し
い
ク
ラ
ス
で
の
対
話
が
始
ま
る
新
学
期
。

こ
れ
か
ら
は
、「
話
す
・
聞
く
」
を
総
動
員
し

た
活
発
な
話
し
合
い
、
い
や
、「
は
な
Ｃし

ー

Ｉあ
い

」

の
時
代
で
す
。
…
失
礼
し
ま
し
た
。 

（
祐
）
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