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2国語教室　第114号　2020年10月

世
界
への
入
り
口

温お
ん 

又ゆ
う

柔じ
ゅ
う

小
説
家
。
台
北
市
生
ま
れ
。
著

書
に
、『
台
湾
生
ま
れ 

日
本
語

育
ち
』『
真
ん
中
の
子
ど
も
た

ち
』『
空
港
時
光
』『「
国
語
」
か

ら
旅
立
っ
て
』
な
ど
。
最
新
刊

は
『
魯
肉
飯
の
さ
え
ず
り
』。

　
昔
々
、
私
の
ラ
ン
ド
セ
ル
が
ぴ
か
ぴ
か
だ
っ
た
頃
、
学
校
の

勉
強
の
中
で
は
サ
ン
ス
ウ
や
リ
カ
や
シ
ャ
カ
イ
よ
り
も
ゴ
ク
ゴ

4

4

4

が
い
ち
ば
ん
大
好
き
な
の
、
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
ん

な
私
に
む
か
っ
て
父
が
、
ゴ
ク
ゴ
で
は
な
く
コ
ク
ゴ
だ
よ
、
と

教
え
て
く
れ
た
。
コ
、
と
、
ゴ
、
の
音
の
ち
が
い
を
幼
い
私
が

聞
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
父
は
、
コ
・
ク
・
ゴ
、
と
何
度
か
繰

り
返
し
た
。

　
あ
の
頃
の
父
は
、
私
よ
り
も
日
本
語
が
じ
ょ
う
ず
だ
っ
た
。

私
の
父
は
台
湾
出
身
だ
。
母
も
そ
う
で
あ
る
。
父
の
仕
事
の
都

合
で
一
家
揃
っ
て
日
本
に
来
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
七
歳
の

私
は
台
湾
の
小
学
校
に
進
学
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私

は
日
本
の
学
校
に
通
う
小
学
生
と
し
て
、
コ
ク
ゴ
、
と
出
合
っ

た
。

　
コ
ク
ゴ
の
時
間
に
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
と
い
う
音
は
、

あ
、
い
、
う
、
え
、
お
、
と
い
う
形
で
示
せ
る
の
だ
と
知
っ
た
。

　
あ
（
ア
）
か
ら
は
じ
ま
り
、
ん
（
ン
）
で
終
わ
る
五
〇
の
文

字
を
覚
え
る
と
、
私
の
世
界
は
一
気
に
広
が
っ
た
。
本
の
中
に

も
、言
葉
が
溢
れ
て
い
る
と
知
っ
た
の
だ
。「
よ
か
っ
た
ね
」「
お

い
し
い
」「
ま
っ
て
」
…
…
お
気
に
入
り
の
絵
本
を
広
げ
て
、

文
字
を
一
つ
ず
つ
唱
え
る
と
、
そ
れ
は
皆
、
何
か
の
言
葉
に
な

る
。
本
の
中
の
言
葉
た
ち
は
、
世
界
は
と
て
も
広
く
て
面
白
い

の
だ
と
私
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
私

は
自
分
で
も
文
字
を
書
く
よ
う
に
な
る
。
音
で
し
か
な
か
っ
た

自
分
の
言
葉
が
次
々
と
文
字
に
な
る
の
を
楽
し
む
。

　
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
た
く
さ
ん
味
わ
え
る
か
ら
、
私
は

コ
ク
ゴ
が
好
き
だ
っ
た
。

　
両
親
は
私
が
コ
ク
ゴ
が
好
き
で
あ
る
こ
と
を
喜
ん
だ
。
何
し

ろ
、
コ
ク
ゴ
が
で
き
な
け
れ
ば
サ
ン
ス
ウ
や
リ
カ
や
シ
ャ
カ
イ

も
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。

　
コ
ク
ゴ
は
、
す
べ
て
の
基
本
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
も
の
の
数
年
も
せ
ず
に
、
家
族
の
中
で
い
ち
ば
ん

日
本
語
が
得
意
な
の
は
、
父
で
は
な
く
、
私
に
な
っ
た
。
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3 世界への入り口

エッセイ

　
台
湾
に
帰
る
と
、
こ
の
子
は
ま
る
で
日
本
人
み
た
い
だ
ね
、

と
可
笑
し
が
ら
れ
た
。
ふ
だ
ん
私
の
ま
わ
り
で
日
本
語
以
外
の

言
葉
を
話
す
の
は
父
と
母
ぐ
ら
い
な
の
に
、
台
湾
に
い
る
と
、

ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
は
日
本
語
を
話
せ
な
い
。
た
く
さ
ん
い
る

伯
父
や
叔
母
。
そ
れ
に
い
と
こ
た
ち
も
皆
、
中
国
語
を
喋
っ
て

い
た
。
私
も
台
湾
で
は
カ
タ
コ
ト
の
中
国
語
を
喋
っ
た
。

　
あ
る
と
き
、
従
姉
が
私
の
持
ち
歩
い
て
い
た
ノ
ー
ト
を
見
せ

て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。
従
姉
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
私

は
喜
ん
で
ノ
ー
ト
を
広
げ
て
見
せ
た
。
わ
あ
日
本
語
だ
、
と
感

嘆
し
た
従
姉
は
よ
っ
ぽ
ど
興
味
深
い
の
か
、
ノ
ー
ト
に
刻
ま
れ

た
私
の
筆
跡
に
じ
っ
と
目
を
凝
ら
す
。
そ
れ
か
ら
、
学
校
、
と

い
う
部
分
を
指
さ
す
と
、xué xiào

（
シ
ュ
ェ
・
シ
ャ
ォ
）、
と

言
っ
た
。
私
は
笑
っ
た
。
ち
が
う
よ
、
こ
れ
は
ガ
ッ
コ
ウ
と
読

む
の
。
す
る
と
従
姉
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
は
ガ
ッ
コ
ウ
だ
け

ど
私
た
ち

4

4

4

に
はxué xiào

（
シ
ュ
ェ
・
シ
ャ
ォ
）
だ
も
ん
、
と

言
っ
た
の
だ
。

　
日
本
語
な
ら
ガ
ッ
コ
ウ
。
中
国
語
だ
とxué xiào

（
シ
ュ
ェ
・

シ
ャ
ォ
）。

　
そ
の
後
、
私
は
時
々
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
も
、「
学

校
」
を
ガ
ッ
コ
ウ
で
は
な
くxué xiào

（
シ
ュ
ェ
・
シ
ャ
ォ
）

と
読
む
私
た
ち

4

4

4

の
一
員
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、と
。
そ
う
、

日
本
で
は
な
く
台
湾
で
育
っ
て
い
た
の
な
ら
、
き
っ
と
私
も
。

　
学
校
の
勉
強
で
は
ゴ
ク
ゴ

4

4

4

が
い
ち
ば
ん
好
き
な
の
、
と
言
っ

て
い
た
自
分
の
声
が
よ
み
が
え
る
。
国
語
は
正
し
く
は
、
コ
ク

ゴ
、
と
読
む
。
で
も
中
国
語
だ
と
、guó yǔ

（
グ
ゥ
ォ
・
ユ
ー
）

に
な
る
。

　
コ
ク
ゴ
、
と
、guó yǔ

（
グ
ゥ
ォ
・
ユ
ー
）。

　
日
本
語
と
中
国
語
が
ま
ざ
り
あ
う
世
界
で
生
き
て
い
た
私

は
、
ひ
ら
が
な
を
覚
え
る
こ
と
で
、
本
の
中
に
も
言
葉
が
溢
れ

て
い
る
の
だ
と
知
っ
た
。
今
も
あ
の
興
奮
を
覚
え
て
い
る
。
ち

っ
ぽ
け
な
自
分
の
、
狭
い
世
界
に
い
る
の
が
息
苦
し
く
な
っ
た

ら
、
い
つ
も
本
を
開
い
た
。
本
を
め
く
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
言

葉
た
ち
が
、
私
に
読
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
（
と
信
じ
て
い

る
）。
本
の
中
に
は
い
つ
も
、
私
が
ま
だ
知
ら
な
い
途
方
も
な

く
豊
か
な
、
本
の
外
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

　guó yǔ

（
グ
ゥ
ォ
・
ユ
ー
）
で
は
な
く
、
コ
ク
ゴ
の
時
間
に

文
字
の
読
み
書
き
を
習
得
し
た
私
の
世
界
へ
の
入
り
口
は
、
今

も
日
本
語
だ
。
た
ぶ
ん
、
今
、
こ
れ
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
あ

な
た
と
同
じ
よ
う
に
。
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生
き
な
が
ら
生
き
る

小こ

島じ
ま 

な
お

歌
人
。コ
ス
モ
ス
短
歌
会
所
属
。

二
〇
〇
四
年
、
高
校
在
学
中
に

角
川
短
歌
賞
受
賞
。歌
集
に『
乱

反
射
』、『
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
死

ん
で
し
ま
っ
た
』、『
展
開
図
』。

雨
は
ふ
る
、
降
り
な
が
ら
降
る
　
生
き
な
が
ら
生
き

る
や
り
か
た
を
教
へ
て
く
だ
さ
い 

藪
内
亮
輔

　

大
学
の
講
義
で
、
高
校
の
一
日
短
歌
授
業
で
、
最
後
に
毎
回

「
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
短
歌
の
中
で
い
ち
ば
ん
心
に
残
っ
た

も
の
は
ど
れ
で
し
た
か
」
と
質
問
し
ま
す
。
す
る
と
、
多
く
の

学
生
が
こ
の
歌
を
挙
げ
て
く
れ
ま
す
。

雨
は
ふ
る
、
／
降
り
な
が
ら
降
る
／
生
き
な
が
ら
／
生
き

る
や
り
か
た
を
／
教
へ
て
く
だ
さ
い

　

わ
か
り
や
す
く
読
む
た
め
に
句
と
句
の
間
に
印
を
入
れ
て
み

ま
す
。
５
・
７
・
５
・
８
・
８
と
下
句
は
や
や
字
余
り
の
リ
ズ

ム
で
す
。
声
の
届
か
な
い
誰
か
に
訴
え
る
よ
う
な
、
モ
ノ
ロ
ー

グ
と
も
取
れ
る
よ
う
な
文
体
。
一
行
詩
に
も
似
た
こ
の
短
歌
に

は
今
、
強
い
求
心
力
が
あ
る
と
実
感
し
ま
す
。

　
「
雨
は
ふ
る
、」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
の
多
く
は
雨
が

降
っ
て
い
る
光
景
を
漠
然
と
思
い
浮
か
べ
る
は
ず
で
す
。
し
か

し
「
降
り
な
が
ら
降
る
」
と
続
く
と
き
、
視
界
は
雨
の
風
景
か

ら
、
雨
粒
の
一
つ
一
つ
へ
カ
メ
ラ
の
フ
ォ
ー
カ
ス
を
絞
る
よ
う

に
移
行
し
、
落
下
し
て
は
ま
た
生
ま
れ
る
新
し
い
一
滴
が
見
え

て
く
る
。「
雨
」
と
い
う
語
に
は
、
雨
粒
す
べ
て
を
総
称
し
た

現
象
と
し
て
の
雨
を
指
す
場
合
と
、
一
滴
の
雨
を
指
す
場
合
と

が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な

い
雨
粒
が
無
限
に
空
に
生
ま
れ
地
面
に
消
え
て
ゆ
く
。
そ
の
ほ

ん
の
ひ
と
と
き
の
滞
空
時
間
が
一
滴
の
「
降
り
な
が
ら
降
る
」

命
で
あ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
「
生
き
な
が
ら
生
き
る
」
と
は
。
当
然
こ
の
問
い

は
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
問
題
で
あ
る
で
し
ょ
う
。「
生
き

て
い
る
」
こ
と
と
、「
生
き
る
」
こ
と
の
間
に
は
微
妙
な
隔
た

り
が
あ
る
は
ず
で
す
。
今
は
多
く
の
人
が
心
に
傍
か
ら
は
見
え

な
い
ほ
ど
の
小
さ
い
傷
を
た
く
さ
ん
抱
え
て
い
る
時
代
と
言
え
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エッセイ

る
と
思
い
ま
す
。
特
に
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
世
代
は
常
に
自

分
ひ
と
り
で
は
到
底
受
け
止
め
き
れ
な
い
ほ
ど
の
他
者
の
情
報

に
晒
さ
れ
て
い
る
。「
生
き
て
い
る
」
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、

自
分
一
個
の
〈
生
〉
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
相
対
的
で
な

く
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
。「
生
き
る
や
り
か
た
を

教
へ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
普
遍
的
な
問
い
が
、
改
め
て
今
の

学
生
の
心
と
深
く
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

短
歌
に
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
優
れ
た
表
現
は
、
長

い
時
間
を
か
け
て
私
た
ち
の
な
か
に
沁
み
込
ん
で
く
る
も
の
だ

と
考
え
ま
す
。
五
年
後
、
十
年
後
、
も
っ
と
先
の
未
来
に
、
新

し
く
理
解
が
深
ま
っ
た
り
、
魅
力
が
更
新
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ

と
も
。
瞬
間
的
に
ぱ
っ
と
多
く
の
人
の
心
を
摑
む
フ
レ
ー
ズ
も

刺
激
的
だ
け
れ
ど
、
言
葉
の
底
力
は
も
っ
と
説
明
の
つ
か
な
い

謎
に
満
ち
た
と
こ
ろ
に
眠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
情
報
の

ス
ピ
ー
ド
が
高
速
化
し
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
長
い
時
間
を

か
け
て
言
葉
の
謎
、
す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
の
謎
と
向
き
合
う

面
白
さ
を
学
生
に
は
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春は

る

日ひ

に
ひ
ば
り
上あ

が
り
心
悲
し

も
ひ
と
り
し
思お
も

へ
ば 

大
伴
家
持

　

教
科
書
で
誰
も
が
一
度
は
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
家
持
の
最

高
傑
作
と
も
評
さ
れ
る
一
首
。
う
ら
ら
か
な
春
の
景
色
に
同
化

で
き
ず
、
自
分
ひ
と
り
だ
け
が
そ
こ
に
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な

翳
り
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
注
目
す
る
の
は
「
ひ
と
り
し

思
へ
ば
」
と
い
う
表
現
。
万
葉
集
の
中
に
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と

を
詠
っ
た
作
は
他
に
も
あ
る
け
れ
ど
、〈
ひ
と
り
思
ふ
〉
と
し

た
の
は
家
持
の
発
明
な
の
で
す
。「
心
悲
し
も
」
の
内
実
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
な
に
か
の
契
機
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
心
の
深
部
か
ら
お
の
ず

と
滲
ん
で
き
た
気
分
の
み
で
す
。
そ
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
悲

し
み
こ
そ
が
、〈
生
〉
に
伴
う
根
源
的
な
存
在
の
孤
独
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

廃
れ
る
廃
れ
る
と
言
わ
れ
続
け
な
が
ら
、
細
く
長
く
、
千
三

百
年
生
き
残
っ
て
い
る
の
が
短
歌
と
い
う
詩
形
で
す
。
な
ぜ
私

た
ち
が
こ
の
詩
を
手
放
さ
な
い
の
か
。
歴
史
と
し
て
残
さ
な
け

れ
ば
、
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
使
命
感
も
往
々
に
し
て
作
用

し
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
…
…
、
そ
れ
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
で
は
な
い
言
葉
の
引
力
が
、
ひ
と
り
ひ

と
り
の
孤
独
と
呼
応
す
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
孤
独

は
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
こ
こ
に
在
る

不
可
思
議
。
自
分
と
他
者
の
交
換
不
可
能
性
。
自
分
の
孤
独
と

時
間
を
か
け
て
対
峙
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
豊
か
な
言
葉
を
生
む

原
動
力
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
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特
集
　
語
彙
指
導
の
こ
れ
か
ら

◆�

　
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
社
会
全
体
の
語
彙

力
低
下
が
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
背

景
に
は
、
読
書
離
れ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
普
及
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ん

で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
語
彙
力
を

高
め
る
た
め
の
大
人
向
け
の
書
籍
も
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
高
等
学
校
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で

も
「
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に
す
る
」

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

の
語
彙
指
導
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
。

　
語
彙
指
導
の
心
強
い
味
方
と
い
え
ば
、

辞
書
と
便
覧
。
大
修
館
で
は
、人
気
の『
明

鏡
国
語
辞
典
』『
ビ
ジ
ュ
ア
ル
カ
ラ
ー
国

語
便
覧
』を
改
訂
し
、語
彙
力
を
高
め
る
た

め
の
工
夫
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
ま
し
た
。

　
本
特
集
で
は
、
こ
れ
ら
の
大
修
館
の
新

し
い
辞
書
と
便
覧
を
活
用
し
て
、
語
彙
を

も
っ
と
豊
か
に
す
る
た
め
の
新
し
い
授
業

の
形
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

（
編
集
部
）

語
彙
力
は
、
国
語
の
力
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
も
の
。

こ
と
ば
を
豊
か
に
し
、
適
切
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
語
彙
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

辞
書
や
便
覧
を
活
用
し
た
、
語
彙
力
を
高
め
る
方
法
を
探
り
ま
す
。
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9 語彙指導のこれから

特集：語彙指導のこれから

5 漢字の使い分けがわかる

「書き分け」欄

6 読み間違いをしないための

「読み分け」欄

8 話すときにも書くときにも使える

巻末付録「伝えるためのことば」

『明鏡国語辞典 第三版』の10大特色 次ページからの記事・中面広告でご紹介！

1 二色刷！

探しやすく、読みやすい紙面デザイン 10 ページ

2 新語から学習に役立つ語まで

最新の言葉を約 3000語増補 10 ページ

2 写真資料 1500点以上、資料 600点以上を収録

見やすく、わかりやすい資料が満載 23 ページ

4 「恥ずかしくない大人の言葉遣い」をサポートする

「品格」欄 10，17ページ

3 元祖・誤用までわかる国語辞典

言葉の正しい使い方を解説 10，20ページ

3 好評の動画リンク集「まなび動画 Navi」がパワーアップ

いつでも、どこでも、まなびにアクセス！

7 日本文化の言葉・文学によく出てくる言葉を解説するコラム

「ことば比べ」「ことば探究」 17 ページ

9 意味から使い方まで

新語・新用法がわかる 10，30ページ

10 知りたい情報にたどり着ける

便利な索引 10，20ページ

1 実生活で役立つ国語の力を身につけるための工夫が満載

新しい時代に求められる国語力を強化 23，26ページ

『ビジュアルカラー国語便覧 改訂版』3つのポイント をご紹介！
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■
明
鏡
の
コ
ン
セ
プ
ト

─
『
明
鏡
国
語
辞
典
』
の
第
三
版
が
い
よ
い
よ
刊
行
さ
れ
ま
す
。
ま

ず
は
『
明
鏡
』
が
初
版
か
ら
貫
い
て
き
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
教
え
て
い

た
だ
け
ま
す
か
？

　

初
版
か
ら
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
「
最
良
」「
最
高
」
の
辞
書
を
創
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
私
の
辞
書
創
り
の
信
念
で
も
あ
り
ま
す
が
、
言
葉
は
、
そ

の
意
味
も
使
わ
れ
方
も
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
言

葉
が
生
ま
れ
、
ま
た
、
使
わ
れ
な
く
な
る
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、「
最
新
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
も
大
切
で
す
。

　
「
明
鏡
」
は
、
曇
り
の
な
い
、
澄
み
切
っ
た
鏡
の
こ
と
で
す
が
、

そ
の
鏡
に
日
本
語
の
現
在
を
鮮
明
に
正
し
く
映
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

■
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト

─
第
三
版
で
は
、
読
者
や
学
校
現
場
の
声
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

改
訂
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
第
三
版
の
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

　

高
校
生
の
皆
さ
ん
や
先
生
な
ど
学
校
の
現
場
か
ら
は
も
ち
ろ

ん
、
一
般
の
方
々
か
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
の
お
声
を
い
た
だ
い
て
い

◆寄稿

『明鏡国語辞典』
� 改訂に寄せて

編者 北
きた

原
はら

 保
やす

雄
お

　1936年生。筑波大学名誉教授（元
筑波大学長）。新潟産業大学名誉学
長。主な著書『問題な日本語』『日本
語の助動詞』『日本語の形容詞』（以
上、大修館書店）『続 岐点の軌跡』
（勉誠出版）など。主な辞典『明鏡こと
わざ成句使い方辞典』（大修館書店）、
『全訳古語例解辞典』『日本国語大
辞典 第二版』全13巻（共編、以上、
小学館）など。大修館書店国語教科
書監修。
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特集：語彙指導のこれから

ま
す
。
そ
う
い
う
ご
意
見
、
ご
感
想
だ
け
で
な
く
、
私
ど
も
で
も

い
ろ
い
ろ
考
え
て
少
し
で
も
良
い
辞
書
に
し
よ
う
と
努
力
し
ま
し

た
。
特
に
、
高
校
生
や
中
学
生
の
皆
さ
ん
に
役
立
ち
、
歓
迎
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
改
訂
し
ま
し
た
。

　

改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
こ
と
で
す
が
、改
訂
と
い
う
よ
り
も
、

新
し
い
辞
書
を
作
成
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
編
集
し
ま
し
た
。
ポ

イ
ン
ト
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
第
一
に
、
二
色
刷
り
に
し
た

こ
と
で
す
。
紙
面
が
立
体
化
し
て
格
段
に
読
み
や
す
く
な
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
単
に
二
色
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を

一
新
し
て
利
用
し
や
す
く
し
ま
し
た
。

　

意
味
分
類
の
多
い
重
要
項
目
は
意
味
を
大
き
く
分
け
て
仕
切
り

を
入
れ
、
調
べ
た
い
意
味
に
た
ど
り
つ
き
や
す
い
よ
う
に
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
画
期
的
な
試
み
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
解
説
や
用
例
の
書
体
を
変
え
て
間
に
赤
い
二
重
線
を
入

れ
、見
分
け
や
す
く
し
ま
し
た
。
用
例
を
た
く
さ
ん
示
す
『
明
鏡
』

な
ら
で
は
の
工
夫
で
す
。

　

第
二
版
ま
で
の
「
表
記
」「
語
法
」「
表
現
」
な
ど
の
硬
い
欄
名

を
改
め
て
、「
書
き
方
」「
使
い
方
」
な
ど
の
軟
ら
か
い
欄
名
に
言

い
換
え
、
ま
た
、「
書
き
分
け
」「
読
み
分
け
」「
品
格
」
な
ど
の

欄
を
新
設
し
て
、
そ
れ
ら
の
マ
ー
ク
を
赤
色
で
目
立
つ
よ
う
に
し

ま
し
た
。

　
「
品
格
」
の
欄
を
新
設
し
た
こ
と
や
索
引
を
充
実
さ
せ
た
こ
と

010-015_114-10_tokushu-kitahara.indd   11 2020/09/11   19:37



12国語教室　第 114 号　2020 年 10月

も
大
き
な
改
訂
で
す
。

　

ま
た
、
誤
用
の
解
説
は
、
初
版
以
来
の
『
明
鏡
』
の
特
長
で
す

が
、「
注
意
」
欄
な
ど
で
扱
う
誤
用
の
解
説
も
大
幅
に
増
補
し
、

充
実
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
単
な
る
改
訂
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
す
べ
て
を
一
新
し
て
、
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
是
非

手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
使
い
こ

な
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
使
い
こ
な
し
て
み
な
け
れ
ば
、
辞
書
の

よ
さ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

■
項
目
の
増
補

─
項
目
の
増
補
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
い
た
し
ま
す
。第
三
版
で
は
、

ど
の
く
ら
い
の
数
の
語
を
増
補
し
た
の
で
す
か
？

　

第
三
版
で
は
約
三
〇
〇
〇
項
目
を
増
補
し
ま
し
た
。
約
一
〇
年

に
一
回
の
改
訂
で
す
か
ら
、
新
し
い
言
葉
（
項
目
）
が
た
く
さ
ん

出
て
き
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
選
ぶ
の
は
苦
労
し
ま
し
た
。
紙
幅
に

制
限
が
あ
り
ま
す
し
、
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
と
い
う
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
取
捨
選
択
が
大
切
で
す
。

─
新
た
に
収
録
さ
れ
た
項
目
の
例
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

第
二
版
で
は
、
新
語
（
若
者
言
葉
）
が
急
増
し
て
、
そ
れ
に
対

応
す
る
の
が
大
変
で
し
た
が
、
今
回
の
改
訂
で
も
、
新
語
は
も
ち

ろ
ん
新
た
に
採
録
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
エ
モ
い
」「
ほ
ぼ

ほ
ぼ
」「
義
実
家
」「
マ
ウ
ン
ト
を
取
る
」
な
ど
で
す
。「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」

「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
」「
サ
ブ
ス
ク
」「
長な

が

傘が
さ

」「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
」

「
Ｓ
Ｍ
Ｓ
」
な
ど
、
も
っ
と
広
い
一
般
の
分
野
か
ら
の
新
し
い
言

葉
も
多
く
収
録
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
校
教
育
の
現
場
の
こ
と
を
考
え
て
、
高
校
の
国
語
教

科
書
に
載
っ
て
い
る
近
代
文
学
作
品
な
ど
の
言
葉
も
追
加
し
ま
し

た
。
第
二
版
で
、「
羅
生
門
」「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」「
舞
姫
」
に

出
て
く
る
語
を
増
補
し
た
と
こ
ろ
好
評
で
し
た
の
で
、
第
三
版
で

は
、「
檸
檬
」「
富
嶽
百
景
」「
夢
十
夜
」「
山
椒
魚
」
な
ど
か
ら

も
、
難
解
な
言
葉
を
収
録
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
詩
美
（
檸

檬
）」「
頂
角
（
富
嶽
百
景
）」「
妙
境
（
夢
十
夜
）」「
心
を
か
き
む
し

ら
れ
る
（
山
椒
魚
）」
な
ど
で
す
。

■「
品
格
」欄

─
第
三
版
で
は
新
た
に「
品
格
」欄
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の「
品

格
」
欄
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
「
品
格
」
欄
の
新
設
は
第
三
版
の
一
つ
の
目
玉
で
す
。
あ
る
言

葉
に
は
、
同
じ
意
味
で
も
他
の
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
類
義
語
で

す
ね
。
そ
の
中
で
も
、
品
格
の
あ
る
語
と
な
い
語
が
あ
り
ま
す
。
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13 『明鏡国語辞典』改訂に寄せて

特集：語彙指導のこれから

　

た
と
え
ば
、「
ど
や
顔
」
と
い
う
言
葉
が
新
し
い
言
葉
と
し
て

流
行
っ
て
い
て
、
第
三
版
に
は
採
録
し
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
品
の

よ
い
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
し
た
り
顔
」「
時
を
得
顔
」
と
言

い
換
え
れ
ば
、
多
少
、
改
ま
っ
た
場
面
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
と
い
う
こ
と
で
、「
品
格
語
」
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
。

　
「
頑
張
る
」
に
対
し
て
は
、「
勤
し
む
」「
研
鑽
に
励
む
」「
刻
苦
」

「
精
進
」「
精
励
」「
精
を
出
す
」「
努
め
る
」「
奮
励
」「
骨
を
折
る
」

な
ど
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
つ
一
つ
に
用
例
も
添
え
、
言

葉
に
よ
っ
て
は
、
説
明
も
加
え
ま
し
た
。

　

こ
の
欄
は
、
語
彙
学
習
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
語
の
品

格
欄
か
ら
、
他
の
語
に
つ
い
て
も
広
げ
て
、
学
習
を
発
展
さ
せ
て

い
た
だ
け
た
ら
、
語
彙
力
が
身
に
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

■
言
葉
の
解
説

─
『
明
鏡
』
の
初
版
か
ら
の
大
き
な
特
色
と
し
て
、
言
葉
の
使
い
方

や
誤
用
に
つ
い
て
の
解
説
が
詳
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
今
回
は
、
ど
の
よ
う
な
解
説
が
増
補
さ
れ
ま
し
た
か
？

　

収
録
し
た
言
葉
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
辞
書
で
最
も
大
切
な
こ

と
で
す
。
そ
の
言
葉
の
意
味
、
使
い
方
や
、
誤
用
な
ど
に
つ
い
て

の
解
説
が
と
て
も
詳
し
い
と
い
う
の
が
『
明
鏡
』
初
版
以
来
の
大

き
な
特
色
で
し
た
が
、
今
回
の
改
訂
で
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
充
実

さ
せ
洗
練
さ
せ
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
誤
用
に
つ
い
て
は
、「
×
優
勝
す
る
何
て
思
わ
な

か
っ
た
」「
×
応
募
を
受
け
付
け
る
」「
×
苦
虫
を
嚙
ん
だ
よ
う
」

な
ど
、
つ
い
使
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
解
説
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
言
葉
自
体
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
新
し
く
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
味
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、「
推
す
」
は
、
最
近
、
気
に
入
っ
た
人
や
物
を
フ
ァ
ン
と
し

品格欄
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14国語教室　第 114 号　2020 年 10月

て
応
援
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う

な
新
し
い
意
味
も
第
三
版
で
積
極
的
に
解
説
し
、
新
し
い
意
味
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、〔
新
〕
の
マ
ー
ク

を
付
け
ま
し
た
。

■
索
引

─
第
二
版
に
は
別
冊
付
録
と
し
て
「
明
鏡
　
問
題
な
こ
と
ば
索
引
」

が
付
い
て
お
り
、
誤
用
な
ど
か
ら
辞
書
が
引
け
る
の
が
画
期
的
で
し

た
。
第
三
版
で
も
同
じ
よ
う
な
索
引
が
付
く
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
明
鏡　

問
題
な
こ
と
ば
索
引
」
は
と
て
も
好
評
で
し
た
ね
。

辞
書
は
、
国
語
辞
典
な
ら
五
十
音
順
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

索
引
は
不
要
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、「
誤
用
索
引
」「
敬
語
索

引
」「
気
に
な
る
こ
と
ば
索
引
」
は
い
ず
れ
も
有
用
で
、
と
て
も

喜
ば
れ
ま
し
た
。『
明
鏡
』の
特
長
は
、誤
用
や
気
に
な
る
言
葉（
問

題
な
言
葉
）
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
り
、
そ
れ
を
索
引
で
引
け
る

よ
う
に
し
た
の
で
す
。

　

別
冊
に
し
た
方
が
使
い
や
す
い
と
思
っ
て
別
冊
に
し
た
の
で
す

が
、
本
体
と
別
々
だ
と
紛
失
し
や
す
い
と
い
う
ご
意
見
も
あ
り
ま

し
た
の
で
、
今
回
の
改
訂
で
は
、
本
体
と
一
緒
に
し
て
み
ま
し
た
。

　

第
三
版
で
は
、
内
容
も
一
新
し
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
第

二
版
の
内
容
は
ひ
と
ま
と
め
に
し
て「
明
鏡 

利
活
用
索
引
」と
し
、

明鏡 利活用索引
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15 『明鏡国語辞典』改訂に寄せて

特集：語彙指導のこれから

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
略
語
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
に
引
け
る
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
索
引
」、
難
読
語
を
画
数
か
ら
引
け
る
「
難
読
語
索
引
」
を
追

加
し
ま
し
た
。

　

索
引
の
充
実
は
、
辞
書
を
よ
り
効
果
的
に
利
用
す
る
た
め
に
役

立
ち
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
利
用
者
の
語
彙
力
増
強
の
た

め
に
も
と
て
も
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
。

　

高
校
生
の
皆
さ
ん
に
、『
明
鏡
』
の
索
引
を
大
い
に
活
用
し
て

語
彙
力
を
一
段
と
伸
ば
し
て
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

■
語
彙
指
導
で
の『
明
鏡
』の
活
用

─
新
指
導
要
領
で
も
「
語
彙
の
充
実
」
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
ま
で
う
か
が
っ
て
き
て
、『
明
鏡
第
三
版
』
に
は
、「
品
格
」
欄
や

言
葉
の
解
説
な
ど
語
彙
力
の
向
上
に
役
立
つ
特
色
が
た
く
さ
ん
あ
る

と
感
じ
ま
す
。
語
彙
力
の
向
上
の
た
め
に
、
高
校
生
に
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
意
識
し
て
『
明
鏡
』
を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
か
？

　

語
彙
力
の
向
上
、
語
彙
学
習
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
繰
り
返

し
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る

か
で
頭
の
良
さ
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

語
彙
が
豊
富
で
そ
の
使
い
方
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
る
こ
と

は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

言
葉
は
、
一
語
一
語
が
単
独
で
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
関
連
す
る
語
と
の
類
義
、
微
妙
な
相
違
な
ど
が
あ
り
、
ま
と

ま
り
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　
『
明
鏡
第
三
版
』
で
は
、
特
に
品
格
の
あ
る
言
葉
に
注
目
し
て
、

同
じ
意
味
を
表
す
言
葉
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明

す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
ま
た
、
索
引
を
根
本
的
に
充
実
さ

せ
て
、
言
葉
と
言
葉
を
関
連
さ
せ
て
学
習
す
る
こ
と
に
役
立
つ
よ

う
に
も
し
ま
し
た
。

　

文
章
の
理
解
と
表
現
だ
け
で
な
く
、
話
し
、
聞
く
、
読
み
、
書

く
、
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
語
彙
の
力
は
大
切
で
す
。
高
校
生
の

皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
語
彙
力
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
う
い

う
思
い
で
第
三
版
は
改
訂
し
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
時
期
で
し
た
が
、
ほ
ぼ
望
み
通
り
の
改
訂

が
で
き
ま
し
た
。
あ
と
は
、『
明
鏡
』
の
特
長
を
活
か
し
て
利
活

用
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で
す
。

─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
こ
の
記
事
は
、
編
集
部
が
用
意
し
た
質
問
に
対
し
、
文
章
で
ご
回

答
い
た
だ
き
、
作
成
し
ま
し
た
。
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二
一
世
紀
の
日
本
語
を
映
す
、
新
た

な
国
語
辞
典
と
し
て
登
場
。

　「
夜
が
明
け
る
／
朝
が
明
け
る
」
の

違
い
や
、「
役
不
足
で
す
が
頑
張
り
ま

す
」
と
い
っ
た
誤
用
な
ど
、
言
葉
の
使

い
方
が
わ
か
る
解
説
は
、
そ
れ
ま
で
に

な
い
画
期
的
な
特
色
で
し
た
。

　
刊
行
を
機
に
、
国
語
の
先
生
方
に
ご
協

力
い
た
だ
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
『
問
題
な
日
本
語
』
も
誕
生
！

　『
明
鏡
』
を
ご
愛
用
く
だ
さ
っ
て
い
る

先
生
方
の
ご
要
望
を
受
け
、
よ
り
使
い

や
す
い
国
語
辞
典
を
目
指
し
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
二
色
刷
の
紙
面
、
評
論

文
キ
ー
ワ
ー
ド
や
教
科
書
に
出
て
く
る

語
の
増
補
、
語
彙
力
を
高
め
る
た
め
の

「
品
格
」
欄
や
コ
ラ
ム
な
ど
は
、
高
校

の
国
語
の
先
生
方
の
お
声
に
よ
り
実
現

し
た
特
色
で
す
。

　
初
版
か
ら
の
『
明
鏡
』
ら
し
さ
は
そ

の
ま
ま
に
、新
し
い
工
夫
も
盛
り
込
み
、

「
読
む
」「
書
く
」「
話
す
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
で
役
立
つ
第
三
版
と
な

り
ま
し
た
。

　
初
版
で
好
評
だ
っ
た
言
葉
の
使
い
方
の

解
説
を
よ
り
充
実
さ
せ
、「
喝
を
入
れ
る
」

「
先
生
が
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
な
ど

の
誤
用
も
多
数
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
れ
ら
の
解
説
に
ス
ム
ー
ズ

に
た
ど
り
つ
け
る
よ
う
、
国
語
辞
典
と

し
て
初
め
て
の「
問
題
な
こ
と
ば
索
引
」

を
別
冊
付
録
と
し
ま
し
た
。

　
新
項
目
も
約
四
〇
〇
〇
語
を
増
補
。

「
み
ん
な
で
作
ろ
う
国
語
辞
典
！
」
の

企
画
に
寄
せ
ら
れ
た
項
目
の
中
か
ら

も
、「
い
ら
っ
と
」「
空
気
を
読
む
」「
が

ち
」
な
ど
、「
ふ
だ
ん
づ
か
い
」
の
新

語
を
積
極
的
に
収
録
し
ま
し
た
。

明
鏡
の
あ
ゆ
み

◆�明鏡国語辞典2002

2020

� 2010明鏡国語辞典　第二版

明鏡国語辞典　第三版

016_114-11_meikyou-ayumi.indd   16 2020/09/11   18:34

大修館書店
学習辞典・国語便覧のご案内

トータルサポート
新国語便覧
大修館書店編集部〔編〕
A5判・608 ページ・オールカラー
定価＝本体 880 円＋税

10年ぶりの大改訂！ 大充実の改訂！

もっと知りたい！ を支える

ビジュアルカラー
国語便覧 改訂版
大修館書店編集部〔編〕
B5判・544 ページ・オールカラー
定価＝本体 900 円＋税

明鏡国語辞典
第三版
北原保雄〔編〕
B6判・1922 ページ・二色刷
定価＝本体 3,000 円＋税

New!
New!
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新課程・共通テストにも対応して大改訂

明鏡国語辞典
第三版

北原保雄［編］
B6 判・1922 ページ・二色刷

本体 3,000 円＋税

●項目が探しやすいのはもちろ
ん、 注意  使い方  書き方 など
解説のマークが見つけやすく、
知りたい情報にすぐにたどり
着ける。

●解説の長い重要語は意味の近
いグループごとに分けて「仕
切り」を入れ、調べたい意味
がどこに書かれているか探し
やすい。

●解説と用例で書体を変え、読
みやすさを追求。

二色刷！ 探しやすく読みやすい紙面特色1

New!

001-008_114-A_4C.indd   2 2020/09/11   20:01

●ふだんづかいの言葉から、改まった場面でも
使える言葉を調べられる「品格」欄を新設。

●品格語は用例とともに示し、どんな文脈で使
える言葉なのかがわかる。

●時代を反映する語… SDGs ／ワークライフバランス／食品ロス／サブスク／キャッシュレス
●新語…エモい／イケボ／バズる／ほぼほぼ
●評論文キーワード… 心身二元論／サステナビリティー／生物多様性／ソーシャルメディア
●教科書の定番教材の語…詩美（檸檬）／頂角（富嶽百景）／妙境（夢十夜）

新語から学習に役立つ語まで
最新の言葉を約 3000 語増補

元祖　誤用までわかる国語辞典
言葉の正しい使い方を解説

特色2

特色3

特色4
「恥ずかしくない大人の言葉遣い」

をサポートする
「品格」欄

●「アニメ好きの血がうずく」「今回だけは多
めに見よう」「恩恵にあやかる」「部長から寸
志を賜る」「有利に立つ」などつい使ってし
まいがちな誤用や、「捜査が佳境を迎えてい
る」「爪痕を残せるよう頑張りたい」など気
になる表現をさらに増補して解説。

●正しい言い方・使い方もわかる。
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●同じ漢字で意味が似ている語の読み分け
を示す 読み分け 欄。

●どういう意味の時にどの漢字を使うのか、
同音異義の漢字を解説した 書き分け 欄。

●「『異字同訓』の漢字の使い分け例」（平
成 26 年 文化審議会報告）に準拠。

漢字の
使い分けがわかる
「書き分け」欄

読み間違いを
しないための
「読み分け」欄

日本文化の言葉・文学によく出てくる言葉を解説するコラム
「ことば比べ」「ことば探究」

●コラムを約 60 本増補。
●「 甍（ い ら か ）」 と「 屋

根」、「火鉢」と「いろり」、
「釜（かま）」と「窯（か

ま）」と「竈（かまど）」
など、日本文化に関わる
言葉を比較して解説する

「ことば比べ」。
●「いぶかる」「すこぶる」

「刹那」「ねぎらう」「ゆ
え」など、文学作品によ
く出てくる言葉の使い方
を解説する「ことば探究」。

特色5特色6

特色7

明鏡国語辞典 第三版
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●「エモい」「推し」などの新語
や、「ゲームに課金する」「話
のキモ」など、近年新しく使
われるようになった意味には

〔新〕のマークを表示。

●第二版で好評をいただいた別冊索引を、第三版では本体に組み込んでパワーアップ。
●索引は「明鏡 利活用索引」「アルファベット索引」「難読語索引」の 3 種類。「明鏡 利活

用索引」では、誤用、気になる言葉の使い方、「品格語」、どこを引いたらいいかわからな
い語が引ける。

●敬語
●接続詞
●手紙の書き方
●挨拶のことば
●季節のことば など

話すときにも
書くときにも使える
巻末付録
「伝えるためのことば」

意味から
使い方まで
新語・新用法
がわかる

知りたい情報にたどり着ける 便利な索引

特色8特色9

特色10

今号 P.30「コトバのひきだし」
でも取り上げています！
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累計 50 万部超！ 最強の便覧、ついに改訂

ビジュアルカラー

国語便覧 改訂版
大修館書店編集部［編］

B5判・544 ページ・オールカラー
本体 900 円＋税

●表紙イラスト・田中寛崇

巻頭特集「未来とつながる国語の力」

新課程対応！

思い切り楽しみながら
想像する力・発信する力・共感する力をはぐくむ
教室が動き出す活動をご提案します。

New!

新しい時代に求められる国語力を強化！
実生活で役立つ国語の力を身につけるために、

さまざまな工夫を盛り込みました。

1
特色

オンラインによる授業や
グループワークのマナーなど、
新しいリテラシーもご紹介。

高校生に身近な実例をもとに、
「話す・聞く」「書く」「読む」
のポイントを丁寧に解説します。
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見やすく、わかりやすい資料が満載！

いつでも、どこでも、まなびにアクセス！

巻末付録「社会を知るためのテーマとキーワード」

写真資料 1500 点以上、資料 600 点以上を収録した、
ビジュアルでわかりやすい国語資料集。

好評の動画リンク集「まなび動画 Navi」がパワーアップ。
オリジナルコンテンツを含む、新感覚の国語資料をそろえました。

●「学習者用　大修館デジタル国語便覧」を同時発行！
ビジュアルカラー＆トータルサポート どちらも使えます。

New!

2
特色

3
特色

デジタル資料
参照項目には
マーク付

音声　 　 

動画　 　

資料　 　 

5 大テーマ
「環境」「社会」
「情報・メディア」
「国際」「生命・科学」

の論点を視覚的に解説
します。
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「もっと知りたい！」を支える新しい時代の国語百科

トータルサポート

新国語便覧
大修館書店編集部［編］

A5判・608 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・探究学習

書く力・語彙力
「書く力」と語彙力を養う「言

葉の知識編」「表現編」が充実。

古典から現代につながる伝統的な
言語文化を視覚化。

便覧活用の幅がさらに広がる、充実のサポート

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート　ほか

準拠 CD-ROMCD-ROM 指導用まなび動画 Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や音声を紹介。

生徒用

準拠問題集 新傾向問題付き B5 判・64 ページ
『トータルサポート新国語便覧』と合わせて使える問題集。解答付き。

生徒用

図表・データ
統計データやグラフの読み取り、レポート・小論文を
書くためのページが充実。

●「学習者用　大修館デジタル国語便覧」を同時発行！
ビジュアルカラー＆トータルサポートどちらも使えます。

New!

001-008_114-A_4C.indd   8 2020/09/11   20:01

17 コラムや「品格」欄で養う語彙力

特集：語彙指導のこれから

■
は
じ
め
に

　
教
室
で
生
徒
に
辞
書
を
ひ
か
せ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
時
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
教
科
書
の
作
品
を
読
む
な
か
で
難

解
語
句
の
意
味
を
調
べ
さ
せ
た
り
、
作
文
を
書
く
な
か
で
漢
字
の

表
記
を
調
べ
さ
せ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
当
該
語
句
の
意
味
や
表

記
を
確
か
め
る
時
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
多
く
の
生
徒
が
辞
書
を
ひ
い
た
き
り

で
終
わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
語
彙
力
と
は
、
こ
と
ば
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
培
う
の

に
役
立
つ
の
が
『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版
』（
以
下
、『
明
鏡
』）

の
コ
ラ
ム
や
「
品
格
」
欄
で
す
。
こ
こ
で
は
、
生
徒
が
用
い
や
す

い
語
句
や
教
科
書
の
教
材
の
な
か
で
出
会
う
語
句
を
き
っ
か
け
と

し
た
『
明
鏡
』
の
活
用
方
法
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

永な
が

田た

里さ
と

美み

明
星
大
学
准
教
授

『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版
』
編
集
・
執
筆
協
力
者

コ
ラ
ム
や「
品
格
」欄
で
養
う
語
彙
力

『
明
鏡
国
語
辞
典
』で
言
葉
の
使
い
分
け

【
品
格
】
①
作
文
に
お
け
る
ペ
ア
ワ
ー
ク

　「
あ
と
、私
が
気
に
な
っ
た
の
は
…
…
」の
よ
う
な
口
語
は
、

生
徒
の
作
文
で
し
ば
し
ば
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。し
か
し
、

教
師
が
一
方
的
に
朱
を
入
れ
る
だ
け
で
は
、
生
徒
の
語
彙
は

主
体
的
に
広
が
っ
て
い
き
ま
せ
ん
。

　
口
語
を
あ
ら
た
め
る
に
あ
た
っ
て
は
ペ
ア
ワ
ー
ク
が
お
勧

め
で
す
。『
明
鏡
』
を
ひ
き
、「
品
格
」
欄
か
ら
文
意
に
ふ
さ

わ
し
い
語
句
を
生
徒
同
士
で
考
え
さ
せ
る
と
、
楽
し
み
な
が

ら
語
彙
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あと【後】の「品格」
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【
コ
ラ
ム
】
①
文
学
の
情
景
を
味
わ
う

夕
闇
は
次
第
に
空
を
低
く
し
て
、
見
上
げ
る
と
、
門
の

屋
根
が
、
斜
め
に
突
き
出
し
た
甍
の
先
に
、
重
た
く
薄

暗
い
雲
を
支
え
て
い
る
。（
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』）

　
こ
こ
は
「
重
た
く
薄
暗
い
雲
」
が
下
人
の
心
理
を
象
徴
し

て
い
る
大
切
な
箇
所
で
す
。
こ
の
雲
を
支
え
る
の
が
甍
で
す

が
、教
科
書
脚
注
な
ど
の
「
か
わ
ら
ぶ
き
の
屋
根
」
で
は
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
な
か
な
か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。『
明
鏡
』の
コ
ラ
ム﹇
こ

と
ば
比
べ
﹈
を
調
べ
さ
せ
る
と
、「
甍
」
が
羅
生
門
の
権
勢

や
景
観
美
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
し
こ
こ

が
「
甍
」
で
は
な
く
「
屋
根
」
で
あ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
な
印

象
に
な
る
か
、
考
え
さ
せ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

【
コ
ラ
ム
】
②
類
語
と
の
比
較

そ
う
し
て
、
そ
の
死
骸
は
皆
、
そ
れ
が
、
か
つ
て
、
生

き
て
い
た
人
間
だ
と
い
う
事
実
さ
え
疑
わ
れ
る
ほ
ど
、

土
を
こ
ね
て
造
っ
た
人
形
の
よ
う
に
、
口
を
開
い
た
り

手
を
伸
ば
し
た
り
し
て
、
ご
ろ
ご
ろ
床
の
上
に
こ
ろ

が
っ
て
い
た
。（
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』）

　
人
間
が
土
人
形
に
な
る
時
間
の
経
過
を
「
か
つ
て
」
が
表

し
て
い
ま
す
。「
か
つ
て
」
は
あ
ら
た
ま
っ
た
語
句
と
し
て

現
在
も
使
用
さ
れ
ま
す
が
、「
以
前
」
と
は
ど
の
よ
う
に
異

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。『
明
鏡
』
の
コ
ラ
ム
﹇
こ
と
ば
探
究
﹈

で
は
「
以
前
」
と
比
較
し
な
が
ら
「
か
つ
て
」
の
適
切
な
使

い
方
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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19 コラムや「品格」欄で養う語彙力

特集：語彙指導のこれから

【
コ
ラ
ム
】
③
適
切
な
使
い
方
を
押
さ
え
る

　
隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、天
宝
の
末
年
、若
く
し
て

名
を
虎
榜
に
連
ね
、つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、

性
、狷
介
、自
ら
恃
む
と
こ
ろ
す
こ
ぶ
る
厚
く
、賤
吏
に
甘

ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。（
中
島
敦
『
山
月
記
』）

　『
山
月
記
』
の
冒
頭
は
格
調
が
高
く
、
暗
唱
さ
せ
る
機
会

も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
生
徒
の
な
か
に
は
覚
え

た
語
句
を
背
伸
び
し
て
使
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
の
、「
す

こ
ぶ
る
少
な
い
」
の
よ
う
に
誤
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。『
明
鏡
』
の
コ
ラ
ム
﹇
こ
と
ば
探
究
﹈
を
活
用
し
て
、

正
し
く
使
え
る
よ
う
に
指
導
し
た
い
も
の
で
す
。

【
品
格
】
②
語
彙
を
広
げ
る

し
か
し
、
文
名
は
容
易
に
揚
が
ら
ず
、
生
活
は
日
を
追

う
て
苦
し
く
な
る
。
李
徴
は
よ
う
や
く
焦
躁
に
か
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
容
貌
も
峭
刻
と
な
り
、

肉
落
ち
骨
秀
で
、眼
光
の
み
い
た
ず
ら
に
炯
々
と
し
て
、

か
つ
て
進
士
に
登
第
し
た
こ
ろ
の
豊
頰
の
美
少
年
の
面

影
は
、ど
こ
に
求
め
よ
う
も
な
い
。（
中
島
敦『
山
月
記
』）

　
こ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
「
容
貌
」、「
面
影
」
は
い
ず
れ
も

「
顔
」
に
関
す
る
語
で
す
。
で
は
、「
顔
」
に
は
他
に
ど
の
よ

う
な
格
式
高
い
言
い
方
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。『
明
鏡
』の「
品

格
」
欄
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
授
業
で
は
難
解
語
句
を
調
べ

る
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
語
句
と
の
関
連

付
け
を
行
う
こ
と
で
、
新
た
な
語
句
の
定
着
を
図
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
授
業
に
お
け
る
こ
と
ば
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
に
『
明
鏡
』
の
コ
ラ
ム
や
「
品
格
」
欄
は
強
力
な
サ

ポ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

かお【顔】の「品格」
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■
は
じ
め
に

　

二
〇
二
二
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い

て
、
語
彙
指
導
の
改
善
・
充
実
は
重
要
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
の
中
で
使
い
こ
な
せ
る
語
句
を
増
や

し
、
確
実
に
習
得
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版
』
の
誤
用
情
報
や
索
引
を

使
っ
た
語
彙
指
導
の
活
動
を
提
案
す
る
。
ペ
ア
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
り
、
主
体
的
・
対

話
的
で
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
よ
う
な
活
動
を
考
え
て
み
よ
う
。

辞
書
と
い
う
ツ
ー
ル
を
用
い
て
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
と
も
に
問
題

作
り
や
間
違
い
探
し
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
語
句
の
意
味
や
使
い

方
に
対
す
る
認
識
を
深
め
、
語
感
を
磨
き
、
語
彙
の
質
と
量
を
両

面
か
ら
充
実
さ
せ
る
活
動
を
目
指
し
た
い
。

玉た
ま

城き

久く

美み

子こ

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属

高
等
学
校
教
諭

誤
用
情
報
と
索
引
で
養
う
語
彙
力

『
明
鏡
国
語
辞
典
』で
言
葉
の
使
い
分
け

【
索
引
】
正
誤
問
題
作
り

　
『
明
鏡
』
に
は
、
誤
用
な
ど
か
ら
正
し
い
見
出
し
を
引
け

る
索
引
（
次
ペ
ー
ジ
）
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
索
引
を
使
っ

て
、た
と
え
ば
「
合
い
の
手
を
（
ａ
打
つ
／
ｂ
入
れ
る
）」「
事

件
が
明
る
み
に
（
ａ
な
る
／
ｂ
出
る
）」「
決
戦
の
（
ａ
火
蓋

／
ｂ
幕
）
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
」
の
正
し
い
ほ
う
を
選
ぶ

と
い
っ
た
問
題
を
作
成
さ
せ
る
。
漢
字
や
仮
名
遣
い
な
ど

テ
ー
マ
を
設
け
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
作
っ
た
問
題
を
隣
同
士

で
交
換
し
て
解
か
せ
た
り
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
等
を
活
用
し
て
、

ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
し
た
り
す
る
の
も
よ
い
。
毎
授
業
の
最

初
に
ペ
ア
で
自
作
テ
ス
ト
を
行
う
、
正
答
率
を
競
い
合
う
な

ど
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
み
な
が
ら
語
彙

を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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21 誤用情報と索引で養う語彙力

特集：語彙指導のこれから

【
誤
用
情
報
】
誤
用
例
探
し
と

　
　
フ
リ
ッ
プ
を
使
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

街
中
や
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
表
現
・
表
記
か

ら
誤
用
例
を
探
し
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、

正
し
く
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
こ

と
を
、
フ
リ
ッ
プ
を
使
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。

誤
用
か
ど
う
か
確
認
し
た
り
、
正
し
い
表
現
を
調
べ
た
り
す

る
に
は
、『
明
鏡
』
の
「
注
意
」「
使
い
方
」
の
解
説
が
役
立

つ
。事
前
指
導
と
し
て
文
化
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る「
国

語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
な
ど
を
示
し
て
、
誤
用
の

ほ
う
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
表
現
も
あ
る
こ
と
な
ど
を
確

認
し
て
お
く
と
、誤
用
例
を
探
す
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
。フ
リ
ッ

プ
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
も

な
じ
み
が
あ
り
、
高
校
生
に
も
取
り
組
み
や
す
い
だ
ろ
う
。

わ
か
り
や
す
く
効
果
的
に
伝
え
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
も
な
る
。
小
グ
ル
ー
プ
内
で
発
表
し
て
グ

ル
ー
プ
の
代
表
者
を
選
出
し
、
グ
ル
ー
プ
代
表
に
よ
る
ク
ラ

ス
発
表
な
ど
と
段
階
を
設
け
る
こ
と
で
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
が
苦
手
な
生
徒
も
取
り
組
み
や
す
く
、
表
現
活
動
へ

の
準
備
と
し
て
も
有
効
だ
ろ
う
。

▲『明鏡国語辞典 第三版』索引（見本）

▲「平成30年度国語に関する世論調査」で取り上げ
られた語の『明鏡国語辞典 第三版』での解説
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【
索
引
・
誤
用
情
報
】
敬
語
チ
ェ
ッ
ク

　
　
～
古
文
の
敬
語
学
習
へ
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
～

　

敬
語
は
社
会
人
の
常
識
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
高
校
生
に
と
っ
て
は
古
文
学
習
に
お
い
て
苦

労
す
る
項
目
で
も
あ
る
。
敬
語
の
誤
用
を
正
す
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
正
し
い
敬
語
の
使
い
方
を
習
得
さ
せ
た

い
。
誤
用
を
含
む
文
章
を
提
示
し
て
、
三
〜
四
人
の
グ
ル
ー

プ
で
辞
書
を
使
い
な
が
ら
添
削
す
る
。『
明
鏡
国
語
辞
典
』

の
索
引
は
誤
っ
た
使
い
方
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

正
し
い
用
法
に
直
す
こ
と
も
難
し
く
な
い
。「
参
る
」「
申
す
」

「
い
た
だ
く
」
な
ど
古
語
に
も
共
通
す
る
敬
語
の
添
削
ワ
ー

ク
は
古
文
の
学
習
に
も
つ
な
げ
や
す
い
だ
ろ
う
。

索引

辞
書
本
文

 参る
休暇でハワイへ 参ります／
×伺います
→うかがう
→参る （2）

 参る
×参られますか
→参る
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23 言葉の背景に目を向ける

特集：語彙指導のこれから

■
は
じ
め
に

　
高
等
学
校
の
国
語
科
の
授
業
に
と
っ
て
、
国
語
便
覧
は
欠
か
せ

な
い
教
材
で
す
。（
入
学
し
て
き
た
ば
か
り
の
高
校
生
は
、
私
の

退
屈
な
話
は
耳
に
届
か
ず
、
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
ま
す
）。

特
に
近
年
の
国
語
便
覧
は
、
内
容
豊
富
で
次
々
新
し
い
情
報
が
更

新
さ
れ
る
印
象
で
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
国

語
便
覧
が
大
切
な
道
標
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
た
と
え
ば
、新
学
習
指
導
要
領
「
言
語
文
化
」
に
お
い
て
は
、「
知

識
及
び
技
能
」
の
項
目
で
、「
言
葉
に
は
、
文
化
の
継
承
、
発
展
、

創
造
を
支
え
る
働
き
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
」「
我
が
国

の
言
語
文
化
に
特
徴
的
な
語
句
の
量
を
増
し
…
…
文
章
の
中
で
使

う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
」

と
い
っ
た
こ
と
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
注
目
し
た
授
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
も
、

国
語
便
覧
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
活
動
が
展
開

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
魅
力
的
な
授
業
が
展
開
で
き
る
時
は
、
便
覧
か
ら
目
を
離
さ
な

い
新
入
生
も
「
面
白
そ
う
」
と
私
の
話
を
聞
い
て
く
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
実
践
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■【
実
践
例
１
】
翻
案
で
こ
と
ば
を
豊
か
に
す
る

　
豊
か
な
四
季
の
う
つ
ろ
い
を
繊
細
に
表
現
す
る
こ
と
ば
を
古
典

の
分
野
で
生
徒
に
実
感
し
て
も
ら
う
機
会
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、「
古
典
の
世
界
の
年
中
行
事
・
四
季
の
風
物
・
襲

の
色
目
・
俳
句
の
季
語
・
二
十
四
節
気
と
月
の
異
名
」
な
ど
の
情

報
か
ら
、
生
徒
は
自
分
の
知
ら
な
い
「
季
節
（
や
時
間
帯
）
を
表

現
す
る
言
葉
」
に
出
会
い
ま
す
。
温
暖
化
や
気
候
変
動
の
影
響
を

奥お
く

村む
ら

準じ
ゅ
ん

子こ

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

言
葉
の
背
景
に
目
を
向
け
る

国
語
便
覧
で
語
感
を
磨
く
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受
け
て
、
現
代
の
季
節
感
覚
は
古
典
の
そ
れ
と
ズ
レ
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
伝
統
的
な

感
覚
も
享
受
し
な
が
ら
日
本
な
ら
で
は
の
年
中
行
事
を
継
承
し
、

近
年
は
こ
れ
が
海
外
に
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。
便
覧
を
活
用
し
て

古
典
の
世
界
か
ら
語
彙
を
豊
か
に
す
る
活
動
は
重
要
で
す
。

　
私
は
授
業
で
、
小
倉
百
人
一
首
の
恋
歌
を
翻
案
し
て
物
語
を
つ

く
る
言
語
活
動
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
手
順
で
す
。

【
百
人
一
首
の
恋
歌
翻
案
】

① 

好
き
な
一
首
を
選
び
、
修
辞
や
成
立
事
情
を
確
認
す
る
。

②  

当
時
の
風
物
や
人
間
関
係
を
現
代
に
あ
て
は
め
て
翻
案

す
る
。

　
百
人
一
首
の
恋
歌
に
は
様
々
な
修
辞
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え

ば
「
有
心
の
序
（
意
味
上
の
関
連
の
あ
る
序
詞
）」
を
翻
案
す
る

場
合
に
は
、
現
代
の
高
校
生
に
共
感
で
き
る
比
喩
表
現
に
あ
て
は

め
て
探
す
作
業
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
も
、
古

典
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
、
現
代
と
の
「
つ
な
が
り
（
共

通
点
）
探
し
」
を
実
感
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

■【
実
践
例
２
】
平
安
貴
族
社
会
を
多
面
的
に
と
ら
え
る

　『
今
昔
物
語
集
』「
阿
蘇
の
史
、盗
人
に
あ
ひ
て
の
が
る
る
こ
と
」

『トータルサポート国語便覧』「小倉百人一首」より
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25 言葉の背景に目を向ける

特集：語彙指導のこれから

で
は
、
平
安
京
図
、
牛
車
、
装
束
、
官
位
相
当
表
な
ど
の
情
報
を

伝
え
た
く
て
便
覧
を
フ
ル
活
用
し
ま
す
。

　
こ
の
説
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
、盗
人
と
の
遭
遇
を
予
見
し
た「
阿

蘇
の
史
」
が
、
牛
車
の
中
で
自
分
の
着
て
い
た
装
束
を
脱
い
で
隠

し
、
盗
人
に
「
君
達
（
他
の
盗
人
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
私
の
装

束
を
お
召
し
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
度
胸
の
あ
る
応
答
を
す
る
場

面
に
あ
り
ま
す
。
牛
車
に
乗
る
時
間
感
覚
や
距
離
、
当
時
の
装
束

の
価
値（
公
事
か
ら
の
帰
宅
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
束
帯
姿
で
あ
り
、

盗
人
も
こ
れ
を
狙
っ
た
と
思
い
ま
す
）、
機
転
も
利
く
史
の
身
分

が
太
政
官
の
第
四
等
官
と
い
う
下
級
役
人
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す

る
と
、
生
徒
も
説
話
の
魅
力
に
共
感
し
て
く
れ
ま
す
。

　
特
に
史
の
「
冠
と
襪
だ
け
で
笏
を
持
つ
姿
」
は
、
冠
を
外
す
こ

と
を
恥
と
す
る
当
時
の
男
性
貴
族
の
感
覚
を
考
え
る
と
、「
裸
だ

け
ど
礼
儀
正
し
い
」
姿
で
も
あ
り
、
生
徒
の
笑
い
を
誘
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
便
覧
を
つ
か
う
こ
と
で
こ
の
説
話
の
お
も
し
ろ
さ

が
ぐ
っ
と
際
立
ち
ま
す
。
単
に
言
葉
の
意
味
を
知
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

■
ま
と
め

　
国
語
便
覧
の
一
番
の
特
性
は
、
た
く
さ
ん
の
情
報
提
示
と
利
便

性
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
代
の
高
校
生
で
も
、

「
ま
と
め
て
あ
る
情
報
」
と
、
関
連
情
報
へ
の
リ
ン
ク
の
張
り
方

に
お
も
し
ろ
さ
を
見
つ
け
て
読
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
新

し
い
国
語
便
覧
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
盛
り
込
ん
で
く
れ
る
か
、

期
待
し
て
い
ま
す
。

『ビジュアルカラー国語便覧 改訂版』
「男性の装束」「乗り物」より
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新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」
を
重
視
し
た
授
業
を
実
践
す
る
と
き
に
、
生
徒
に

と
っ
て
壁
に
な
る
の
が
表
現
力
不
足
で
す
。「
教
材
の
内
容
は
読

み
取
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
ど
う
書
い
て
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
」「
自
分
の
考
え
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う

言
え
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
理
解
と
表
現
の
間
に

あ
る
壁
を
超
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
国
語
便
覧
を
活
用
し
た
語

彙
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

　

重
要
な
の
は
、
語
句
を
「
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き

語
彙
を
豊
か
に
す
る
」
た
め
に
、「
語
句
の
量
を
増
や
す
こ
と
」
と
、

「
理
解
を
深
め
る
こ
と
」
の
両
面
を
工
夫
す
る
こ
と
で
す
。

　

従
来
の
語
彙
指
導
で
は
、
教
材
に
出
現
す
る
語
句
の
意
味
調
べ

や
、
現
代
用
語
集
の
よ
う
な
副
教
材
を
使
用
し
て
の
暗
記
テ
ス
ト

な
ど
「
語
句
の
量
を
増
や
す
こ
と
」
に
終
始
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
実
際
に
語
句
を
使
う
こ
と
」「
語

句
や
語
彙
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
」
を
意
識
的
に
加
え
て
み
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

■【
実
践
例
】　
類
語
探
し
で
語
感
を
養
う

「
と
い
っ
て
、
こ
し
ら
え
ご
と
を
話
し
て
も
ら
お
う
と
す
れ
ば
、

奥
さ
ん
か
ら
そ
の
理
由
を
詰
問
さ
れ
る
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。」

�

（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」）

□
「
詰
問
」
の
意
味
を
確
認
し
、
類
語
を
考
え
よ
う
。

「
質
問
」「
尋
問
」「
非
難
」「
糾
弾
」
く
ら
い
は
す
ぐ
に
出
て
く

る
で
し
ょ
う
か
。「
難
詰
」「
糾
問
」「
面
詰
」「
詰
責
」
あ
た
り
が
出

て
き
た
ら
褒
め
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
時
こ
そ
、

国
語
便
覧
や
辞
書
を
使
わ
せ
ま
す
。

安あ

達だ
ち

和か
ず

貴た
か

東
京
都
立
武
蔵
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭

表
現
力
向
上
！ 

身
体
で
覚
え
る
語
彙
指
導

国
語
便
覧
で
語
感
を
磨
く
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27 表現力向上！　身体で覚える語彙指導

特集：語彙指導のこれから

□
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
確
認
し
、
例
文
を
作
ろ
う
。

こ
の
時
、
場
面
に
よ
る
語
句
の
使
い
分
け
も
意
識
さ
せ
ま
し
ょ

う
。
生
徒
相
互
に
確
認
さ
せ
ま
す
。

〇
「
証
人
を
尋
問
す
る
」
×
「
授
業
で
挙
手
を
し
て
尋
問
す
る
」

×
「
何
か
詰
問
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」　

□
「
詰
」「
問
」
を
使
っ
た
熟
語
や
慣
用
句
を
探
そ
う
。

「
缶
詰
」「
詰
襟
」「
面
詰
」「
不
問
」「
査
問
」「
問
屋
」「
問
答
無
用
」

「
問
鼎
軽
重
」「
問
牛
知
馬
」「
望
聞
問
切
」「
博
学
審
問
」「
理
詰
め

よ
り
重
詰
め
」「
問
う
は
一
旦
の
恥 

問
わ
ぬ
は
末
代
の
恥
」「
知
っ

て
問
う
は
礼
な
り
」
…
…
お
そ
ら
く
は
ま
だ
ま
だ
出
て
く
る
で
し
ょ

う
。
こ
う
や
っ
て
調
べ
た
語
句
に
つ
い
て
、
短
い
例
文
を
作
る
こ
と

を
繰
り
返
す
と
、
生
徒
の
表
現
力
は
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
教
材
の
内
容
が
読
み
取
れ
な
い
場
合
や
、
初

見
の
文
章
に
挑
ま
せ
る
場
合
は
、
事
前
に
国
語
便
覧
で
言
葉
の
背

景
知
識
を
学
ば
せ
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
大
学
入
試
で
出
題

さ
れ
る
評
論
文
の
内
容
や
小
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
何
も
知
識
が
な

い
と
理
解
に
時
間
を
要
す
る
も
の
も
多
く
、
テ
ー
マ
ご
と
の
知
識

や
基
本
的
な
議
論
の
枠
組
み
を
事
前
に
確
認
さ
せ
て
お
く
と
理
解

の
助
け
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
読
み
取
っ
た
文
章
の
内
容
や
議

論
の
展
開
を
、
事
前
に
確
認
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
背
景
知
識
と
比

較
し
関
連
付
け
る
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
語
便
覧
で
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
は
じ
め
、
Ａ
Ｉ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、

一
八
歳
選
挙
権
、
子
供
の
貧
困
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

な
ど
の
頻
出
テ
ー
マ
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
理
解
す

る
こ
と
で
評
論
の
読
解
や
小
論
文
の
執
筆
に
役
立
ち
ま
す
。

　

生
徒
の
資
質
・
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
、
も
っ
と
国
語
便
覧
の

活
用
方
法
を
工
夫
し
て
、
授
業
改
善
に
努
め
た
い
も
の
で
す
。▲『トータルサポート 新国語便覧』

　『ビジュアルカラー 国語便覧 改訂版』より
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便
覧
、ど
う
使
っ
て
い
ま
す
か
？

T
w
itter

投
稿
企
画

◆�国
語
の
授
業
で
便
覧
を
ど
う
使
っ
て
い
ま
す
か
？

全
国
の
先
生
方
か
ら
、
小
社
編
集
部
のT

w
itter

ア
カ
ウ
ン
ト
に
、
実
践
例
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
！

参
考
資
料
と
し
て
の
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
活
用
し
て
い
る
例
も
。

情
報
満
載
の
便
覧
を
使
い
こ
な
し
て
、
授
業
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！

・『平家物語』をはじめとした古文の授業を行う際
に、その時代の装束について確認をすることでイ
メージを明確にする。（東京都・30 代）

・「平安期の貴族の装束」の図を見て、値段を想像
させてから推定価格を提示し、その後で「袖を破っ
て和歌を書きつける」「褒美として羽織を召し取ら
せる」といった場面がいかに心打つものなのか実感
させる。（東京都・20 代）

・必ず前後の時代や現文なら古典・古典なら現文と、
様々な項目を関連づける。（千葉県・40 代）

・新たに知ったことに付箋をつけて、知識を積み重
ねた跡を残す。（神奈川県・40 代）

・和歌の枕詞一覧のページから
ランダムに語句を指定し、その
指定された語句を用いて各自で
和歌を詠む。ペアワークで相手
が詠んだ歌に対して、技法一覧
を活用しながら返歌を詠む。

（東京都・20 代）
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29 便覧、どう使っていますか？

特集：語彙指導のこれから

　今回、投稿を募集した Twitter アカウント
「大修館書店 国語編集部」（@Taishukan 
Kokugo）では、新刊のご案内や「WEB 国
語教室」更新のお知らせのほか、国語に関
する気になるニュースも発信しています。

Twitterフォローは、
　左のＱＲコードから！

・ことばと表現編が充実し
ているので、読書感想文の
書き方、レポートの書き方
などの指導に使っていま
す。構成の取り方が具体的
で、完成例文もついている
ので生徒は学習のイメージ
をしやすいようです。

（静岡県・40 代）

・文学史の学習の際に使用します。教員が短い時間内で教えられることは限られ
ますが、関心のある生徒はプラスαの知識を得ているようです。一瞥して情報が
入るので、ネットよりも重宝しています。（東京都・30 代）

・自宅学習中に評論の要約を行わせた。便覧に付属している『活用ガイド』を用
い、まなび動画 Navi にアクセスさせて、文章の構成を考える動画を視聴させた。
学校再開後、生徒同士で相違点を指摘しリライトさせた。（東京都・30 代）

・現在活躍中の評論家を一覧し、共通テストに出る筆者を予想する。（愛媛県・
40 代）

・便覧に載っている詩を参考に表現技法、詩人、作品を紹介する。その後気に入っ
た作品を生徒に紹介させる。教科書に掲載されている以外のたくさんの詩に触れ
させることで詩創作の切り口を保証する。（海外・20 代）
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　「
さ
あ
、
こ
こ
、
こ
こ
だ
よ
。
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
お
い

て
ね
、
必
ず
試
験
に
出
る
か
ら
、
こ
こ
が
き
ょ
う
の
授
業

で
い
っ
ち
ば
ん
大
事
。
こ
の
単
元
の
×
×
だ
よ
」
│
│
全

身
全
霊
を
傾
け
て
訴
え
た
い
と
き
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
×

×
の
と
こ
ろ
、
何
と
言
い
ま
す
か
。

＊

　
若
い
世
代
に
伝
わ
り
や
す
い
の
は
「
キ
モ
」
で
し
ょ
う

か
。
漢
字
で
書
け
ば
、「
肝
」、
肝
臓
で
す
。
代
謝
を
受
け

持
つ
大
事
な
臓
器
で
、
心
が
宿
る
場
所
と
も
考
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、「
肝
が
太
い
」「
肝
が
据
わ
る
」
の
よ
う
に
、

精
神
、
気
力
を
指
し
て
も
使
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
ゆ
る
が

せ
に
は
で
き
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
は
い
え
、「
こ
の

単
元
の
キ
モ
」「
こ
こ
が
キ
モ
だ
よ
」
な
ど
は
比
較
的
新

し
い
使
い
方
で
す
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、「
物
事

の
重
要
な
点
。
急
所
」
の
意
味
が
載
っ
て
い
ま
す
が
、
用

例
は
室
町
か
ら
江
戸
時
代
の
も
の
で
、
現
代
の
用
法
と
は

直
接
、
関
係
な
さ
そ
う
で
す
。
現
代
語
・
新
語
を
集
め
た

『
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
』（
自
由
国
民
社
）、『
イ
ミ
ダ
ス
』

（
集
英
社
）
に
初
め
て
載
っ
た
の
は
、
と
も
に
一
九
九
一

年
版
で
し
た
。
イ
ミ
ダ
ス
に
は
「
風
俗
・
感
覚
語
」
と
し

て
、「
ス
テ
キ
の
意
」
と
も
書
か
れ
て
い
て
、
新
語
が
広

が
り
始
め
た
と
き
に
あ
り
が
ち
な
用
法
の
揺
れ
が
う
か
が

わ
れ
ま
す
。

　「
肝
腎
」「
肝
要
」
と
い
っ
た
熟
語
に
引
か
れ
、「
キ
モ
」

と
い
う
歯
切
れ
の
よ
い
語
感
も
手
伝
っ
て
「
要
点
、
ね
ら

い
」
の
新
用
法
が
定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、『
明

鏡
国
語
辞
典 

第
三
版
』
で
は
、
新
語
、
新
用
法
で
あ
る

こ
と
を
示
す
〔
新
〕
マ
ー
ク
付
き
で
、
こ
の
意
味
を
追
加

し
ま
し
た
。
ま
ぶ
た
が
重
く
な
り
始
め
た
生
徒
た
ち
の
注

意
を
促
す
に
は
「
こ
こ
が
キ
モ
だ
ぞ
」
の
一
言
は
効
き
そ

誰
の
肝
煎
り
な
の
か
が
、

　

こ
の
話
の
キ
モ
だ
っ
て
？

◉
日
本
新
聞
協
会
用
語
専
門
委
員
。
元
読
売
新
聞

東
京
本
社
編
集
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
』、『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の

敬
語
教
室
』（
集
英
社
）
な
ど
。『
明
鏡
国
語
辞
典

第
三
版
』
編
集
・
執
筆
協
力
者
。

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 6回

「WEB国語教室」連動
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31 コトバのひきだし

う
で
す
。
つ
い
で
に
、
本
来
の
意
味
と
使
い
方
を
紹
介
し

て
、
言
葉
の
変
化
の
面
白
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
材
料
に
も

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

＊

　
も
っ
と
も
、
毎
回
「
こ
こ
が
キ
モ
だ
」
で
は
、
効
果
が

薄
れ
て
き
ま
す
。
別
の
言
葉
も
探
し
て
み
る
と
…
…
、
ツ

ボ
、
要
所
、
要
、
眼
目
と
来
て
、「
さ
わ
り
」
が
頭
に
浮

か
ん
だ
方
は
い
ま
せ
ん
か
。「
さ
わ
り
」
は
本
来
、
義
太

夫
節
の
曲
の
中
の
聴
き
ど
こ
ろ
を
言
い
、
そ
こ
か
ら
「
さ

わ
り
だ
け
聴
く
・
読
む
」
の
よ
う
に
、
最
も
印
象
的
な
箇

所
を
指
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
語
源
か
ら
す
る
と
、
楽
曲
や

物
語
と
い
っ
た
芸
術
作
品
に
つ
い
て
用
い
る
の
が
ふ
さ
わ

し
い
感
じ
が
し
ま
す
が
、『
広
辞
苑
』
は
「
要
点
」
と
い

う
言
葉
を
語
釈
に
入
れ
て
い
ま
す
。
平
成
一
九
年
度
「
国

語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
は
、
し
ば
し
ば
誤
用
と
指
摘

さ
れ
る
「
話
な
ど
の
最
初
の
部
分
の
こ
と
」
に
対
し
、「
話

な
ど
の
要
点
の
こ
と
」
を
本
来
の
意
味
と
し
て
選
択
肢
に

し
ま
し
た
。
実
用
的
な
文
書
で
「
さ
わ
り
」
に
該
当
す
る

箇
所
は
「
要
点
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

＊

　
さ
て
、『
明
鏡
』
で
は
も
う
一
か
所
、「
肝
」
絡
み
の
言

葉
「
肝
煎
り
」
に
、〔
新
〕
の
語
釈
を
追
加
し
て
い
ま
す
。

「
肝
を
煎
る
」
ご
と
く
、
あ
れ
こ
れ
悩
み
、
心
を
く
だ
き
、

口
添
え
し
た
り
取
り
持
っ
た
り
し
て
、
あ
れ
こ
れ
差
配
す

る
の
が
「
肝
煎
り
」
で
す
。
頼
ま
れ
て
（
お
節
介
な
人
は

頼
ま
れ
な
く
て
も
）
仲
介
・
紹
介
す
る
行
為
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
徳
川
幕
府
に
は
「
高こ

う

家け

肝き
も

煎い
り

」
な
る
職
が
あ
り
、「
忠

臣
蔵
」
の
敵
役
・
吉き

良ら

上こ
う

野ず
け
の

介す
け

も
就
い
て
い
ま
し
た
。

月
番
制
で
、
儀
式
な
ど
を
司
る
高
家
の
中
で
の
責
任
者
、

世
話
役
と
い
っ
た
性
格
の
役
目
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
は
、「
社
長
の
肝
煎
り
で
始
め
た
新

事
業
」「
首
相
肝
煎
り
の
布
マ
ス
ク
配
布
」
の
よ
う
に
、

単
な
る
仲
介
役
・
世
話
役
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
提
案
し
、

先
頭
に
立
っ
て
旗
を
振
る
よ
う
な
場
合
に
も
用
い
る
こ
と

が
増
え
て
い
ま
す
。『
明
鏡
』
の
解
説
で
も
、「〔
新
〕
意

見
や
考
え
を
、
中
心
に
な
っ
て
と
な
え
る
こ
と
。
主
唱
。

発
案
」
と
し
ま
し
た
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
は
む
し
ろ
こ
ち

ら
の
使
い
方
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
肝
煎
り
」
の

新
用
法
に
は
、「
肝
」
が
持
つ
に
至
っ
た
「
要
点
、ね
ら
い
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
気
も
し
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

今
年
度
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
よ
っ
て
、
全
国
の
学
校
は

未
曾
有
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
立
命
館
慶
祥
中
高
は
、
こ
れ
ま
で
生

徒
に
共
通
端
末
を
購
入
さ
せ
ず
、
一
部
の
授
業
に
お
い
て
生
徒
個
人

所
有
の
ス
マ
ホ
等
を
活
用
し
た
授
業
実
践
を
行
っ
て
は
い
た
が
、
学

校
を
挙
げ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
を
行
う
先
端
校
で
は
な
か
っ
た
。そ
こ
で
、

学
校
法
人
立
命
館
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
た
め
二
五
億
円
の
財
政

出
動
を
行
い
、
五
附
属
校
お
よ
び
二
大
学
で
学
ぶ
児
童
・
生
徒
・
学

生
の
通
信
環
境
お
よ
び
端
末
整
備
の
た
め
の
支
援
金
を
補
助
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
附
属
校
は
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
本
格
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
本
校
は
四
月
こ
そ
休
校
と
し
た
が
、

五
月
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
全
面
的
に
実
施
、
六
月
に
は
分
散
登

校
を
実
施
し
た
。生
徒
も
教
員
も
、も
ち
ろ
ん
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ

た
。
本
稿
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
の「
ま
ず
ま
ず
の
学
校
」が
、新
型
コ
ロ
ナ

禍
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
．
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
と
リ
ア
ル
授
業

　

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
、
新
し
い
教
育
の
地
平
を
展
望
し
よ
う
と
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
生
徒
の
集
中
力
は
リ
ア
ル

よ
り
短
い
た
め
、
生
徒
は
リ
ア
ル
以
上
に
「
自
ら
学
ぶ
」
姿
勢
が
求

め
ら
れ
、教
員
に
も
、単
な
る
授
業
の
配
信
で
は
な
く
、生
徒
が
「
自

ら
学
ぶ
」
活
動
を
担
保
す
る
場
面
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
、
生
徒
が
配
信

さ
れ
た
課
題
に
取
り
組
む
授
業
を
①
「
課
題
配
信
型
授
業
」
と
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
接
続
し
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
や
り
と
り
す
る
授
業
を
②

「
双
方
向
型
授
業
」
と
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
①

②
の
授
業
に
加
え
、登
校
し
対
面
で
行
う
授
業
を
③
「
リ
ア
ル
授
業
」

江え

川が
わ 

順じ
ゅ
ん

一い
ち

立
命
館
慶
祥
中
学
校
・
高
等
学
校 

校
長

Ｉ
Ｃ
Ｔ

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

リ
ア
ル
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の

�

学
び
の
往
来

国
語
教
育

あ
っ
と
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33 ICTあっと国語教育

と
呼
び
、
学
習
形
態
の
異
な
る
①
〜
③
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
オ

ン
ラ
イ
ン
と
リ
ア
ル
の
相
乗
効
果
を
狙
う
。

　

一
例
と
し
て
、
二
年
生
古
典
の
授
業
実
践
を
報
告
し
た
い
。
今
回

の
単
元
で
は
、
①
は
教
材
・
解
説
を
提
示
、
生
徒
が
「
自
ら
学
ぶ
」

時
間
と
し
、
②
を
理
解
が
不
十
分
な
部
分
の
解
説
や
質
疑
応
答
の
時

間
と
し
た
。
登
校
時
の
③
で
は
、
①
・
②
の
学
び
に
つ
い
て
生
徒
の

定
着
度
を
測
る
た
め
学
習
理
解
度
確
認
テ
ス
ト
を
実
施
し
た
。

２
．
単
元
の
目
標

　

本
単
元
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
対
象
…
高
校
二
年　
　
　

○
科
目
…
古
典
（
三
単
位
）

○
教
材
…
「
病
入
膏
肓
」（
春
秋
左
氏
伝
）

○
学
習
目
標

【
知
識
・
技
能
】

・
書
き
下
し
文
の
基
本
的
ル
ー
ル
を
確
認
し
、正
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

・
本
文
中
の
句
法
を
正
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

【
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
】 

・
話
の
内
容
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、景
公
が
こ
の
医
者
を
「
良
医
」
と
認

め
た
の
は
な
ぜ
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
単
元
の
構
成
・
内
容

　

本
単
元
は
十
時
間
で
表
１
の
よ
う
に
構
成
し
た
。

⑴
課
題
配
信
型
授
業
（Pow

erPoint

の
活
用
）

　

本
授
業
で
は
、
事
前
に
宿
題
と
し
て
、
ノ
ー
ト
作
り
と
本
文
の
書

き
下
し
文
作
成
を
指
示
。Pow

erPoint

を
用
い
、
訓
読
と
書
き
下

し
文
、
重
要
句
法
を
確
認
す
る
学
習
（
次
ペ
ー
ジ
図
１
・
図
２
）
の
後
、

現
代
語
訳
と
本
文
内
容
の
学
習
を
行
っ
た
。
課
題
配
信
型
授
業
の
デ

メ
リ
ッ
ト
は
、
生
徒
の
理
解
を
確
認
し
つ
つ
配
信
し
な
け
れ
ば
、
生

徒
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
、

授
業
の
前
後
に
、Google

フ
ォ
ー
ム
を
用
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
た
。
前
者
は
、
本
時
の
学
習
内
容
や
目
標
学
習
を
明
確
に
す
る

こ
と
、
後
者
は
、
生
徒
の
理
解
度
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

授
業
形
態

校
時

内
容

オ
ン
ラ
イ
ン

１・２・３

【
本
文
前
半
の
学
習
】

・
課
題
配
信
型
授
業
（P

ow
erP

oint

活
用
）

・
双
方
向
型
授
業
（Zoom

活
用
）

４・５・６

【
本
文
後
半
の
学
習
】

・
課
題
配
信
型
授
業
（P

ow
erP

oint

活
用
）

・
双
方
向
型
授
業
（Zoom

活
用
）

７
　

８

【
句
法
知
識
の
定
着
】

・
課
題
配
信
型
授
業
（P

ow
erP

oint

活
用
）

　

句
法
の
練
習
問
題
（
再
読
文
字
・
使
役
等
）

・
双
方
向
型
授
業
（Zoom

活
用
）

リ
ア
ル

９10

【
学
習
理
解
度
確
認
テ
ス
ト
実
施
】

【
学
習
理
解
度
確
認
テ
ス
ト
の
解
説
・
ま
と
め
】

【表１】単元の構成・内容
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⑵
双
方
向
型
授
業
（Zoom

の
活
用
）

　

本
授
業
に
つ
い
て
は
、
課
題
配
信
型
授
業
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

か
ら
補
足
が
必
要
な
点
を
洗
い
出
し
て
解
説
を
行
い
、
生
徒
の
理
解

を
深
め
た
。Zoom

を
用
い
た
授
業
に
よ
り
生
徒
の
表
情
を
見
な
が

ら
行
う
双
方
向
型
授
業
は
、
リ
ア
ル
授
業
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、

発
問
に
対
す
る
生
徒
の
反
応
か
ら
理
解
度
を
把
握
し
て
臨
機
応
変
に

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶
リ
ア
ル
授
業

　

リ
ア
ル
授
業
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
学
習
の
定
着
を
測
る
目

的
で
、
学
習
理
解
度
確
認
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
本
文
中

で
学
習
し
た
重
要
句
法
に
つ
い
て
の
解
説
を
行
っ
た
。

４
．
生
徒
の
反
応

⑴
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
振
り
返
り
の
有
用
性

　

課
題
配
信
型
授
業
後
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
中
の
生
徒
の
振
り
返

り
を
表
２
に
示
す
。
㋐
㋑
は
、
学
習
を
通
し
て
理
解
で
き
た
点
。
㋒

㋓
は
、
理
解
が
不
十
分
な
点
。
こ
の
振
り
返
り
に
よ
り
、
次
回
す
べ

き
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
㋔
㋕
㋖
㋗
は
、
前
回
の
授
業
よ
り
理
解
が

深
ま
っ
た
点
。
振
り
返
り
に
よ
り
自
己
と
の
対
話
を
行
い
、
自
身
の

学
び
を
言
語
化
す
る
こ
と
が
、
学
習
内
容
の
理
解
と
学
習
意
欲
の
向

上
に
つ
な
が
る
。

⑵
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
理
解
度
確
認
を
踏
ま
え
た
オ
ン
ラ
イ
ン
解
説

　

前
述
し
た
振
り
返
り
に
お
い
て
は
、「
理
解
で
き
た
」
と
答
え
て

い
る
生
徒
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
方
、
振
り
返
り
と
同
時
に
実
施

し
た
知
識
・
思
考
問
題
の
正
答
率
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」に
な
っ
て
い
る
生
徒
が
一
定
数
い
る

【図２】

【図１】

㋐
パ
ワ
ポ
を
見
て
内
容
を
だ
い
た
い
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

㋑
句
法
理
解
で
き
ま
し
た
。
内
容
も
つ
か
め
ま
し
た
。

㋒
現
代
語
訳
は
も
っ
と
復
習
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

㋓
最
後
の
部
分
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

㋔
昨
日
よ
り
も
理
解
が
深
ま
っ
て
よ
か
っ
た
。

㋕
昨
日
で
き
な
か
っ
た
現
代
語
訳
が
ス
ラ
ス
ラ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

㋖
前
回
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
て
よ
か
っ
た
。

㋗
語
句
の
意
味
も
理
解
で
き
た
し
、
内
容
も
な
ん
と
な
く
分
か
っ
て
き

た
。
次
回
は
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
完
璧
に
す
る
。

【表２】生徒の振り返り例
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
と
し
て
Ａ
さ
ん
の
変
化
を
表
３
に
示
す
。

　

Ａ
さ
ん
の
問
一
の
答
え
は
正
答
だ
が
、
問
二
の
答
え
は
根
拠
が
な

い（
傍
線
部
）。
同
様
の
解
答
は
他
の
生
徒
に
も
多
く
見
ら
れ
た
た
め
、

Zoom

に
よ
る
双
方
向
型
授
業
で
解
説
を
行
っ
た
。
解
説
後
の
生
徒

の
解
答
は
、
正
答
へ
と
変
化
し
た
。
ま
た
、
振
り
返
り
の
記
述
で
は
、

自
身
の
解
答
を
見
直
し
、
学
び
直
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
各
生
徒
が
学
習
の
中
で
生
ま
れ
た
疑
問
点
を
解
決
し

た
り
、
軌
道
修
正
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
双
方
向
授
業
を
円
滑
か
つ

効
果
的
に
進
め
る
こ
と
の
肝
で
あ
る
。

５
．
今
後
の
課
題

　

今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
課
題
は
、
リ
ア
ル
授
業
の
メ
リ
ッ
ト

で
あ
る
、
生
徒
同
士
の
対
話
的
な
学
び
を
十
分
に
取
り
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。Zoom

の
機
能
で
あ
る
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト

セ
ッ
シ
ョ
ン
を
用
い
て
、
対
話
的
な
学
び
の
実
現
を
追
求
し
た
い
。

現
在
、
通
常
授
業
が
再
開
さ
れ
た
が
、
リ
ア
ル
授
業
の
中
に
生
徒
の

自
ら
学
ぶ
姿
勢
を
継
続
で
き
る
課
題
設
定
と
、
双
方
向
授
業
の
対
話

的
な
学
び
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

本
報
告
は
国
語
科
の
気
鋭
の
若
手
で
あ
る
岩
倉
衣え

梨り

奈な

教
諭
に
よ

る
二
年
生
古
典
の
授
業
実
践
で
あ
る
。新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、全

国
の
学
校
に
お
い
て
、全
教
科
が
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
施
を
求
め

ら
れ
、気
概
の
あ
る
先
生
に
よ
る
意
欲
的
な
実
践
が
多
く
生
ま
れ
た

と
推
察
す
る
。本
校
の
教
員
もClassi

とO
neD

rive

を
生
徒
と
の
連

絡
ツ
ー
ル
に
用
い
、ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
等
各
種
ソ
フ
ト
・
コ
ン
テ
ン
ツ
を

縦
横
に
取
り
扱
い
、オ
ン
ラ
イ
ン
対
応
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
捻
出
し
た
。

　

本
校
に
お
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
下
で
ど
ん
な
こ
と
が

で
き
る
の
か
を
、
全
教
職
員
が
考
え
て
挑
戦
し
、
前
進
し
よ
う
と
し

た
こ
と
が
何
よ
り
の
収
穫
で
あ
っ
た
。「W

ith

コ
ロ
ナ
」
時
代
を
踏

ま
え
、
立
命
館
慶
祥
と
し
て
は
、
リ
ア
ル
と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
学
び
を

往
来
し
、
そ
の
利
点
を
最
大
限
に
享
受
す
る
と
と
も
に
、
一
層
の
意

欲
的
な
実
践
を
開
発
し
、
自
ら
を
成
長
さ
せ
る
ス
キ
ル
と
学
力
を

持
っ
た
生
徒
を
育
成
し
た
い
。

【
課
題
配
信
型
学
習
に
お
け
る
課
題
内
容
】（
太
字
・
傍
線
は
筆
者
）

［
問
一
］ 

景
公
が
し
た
「
礼
」
と
は
何
に
対
す
る
「
礼
」
か
。

［
問
二
］ 

景
公
が
医
者
の
緩
に
「
良
医
也
。」
と
言
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

【
課
題
配
信
型
学
習
に
お
け
る
Ａ
さ
ん
の
答
え
と
振
り
返
り
】

［
問
一
答
え
］ 

医
者
の
緩
が
適
切
な
診
察
を
し
て
く
れ
た
こ
と
。

［
問
二
答
え
］ 

治
せ
な
い
病
気
と
分
か
っ
て
も
最
後
ま
で
丁
寧
に
診
察

し
て
く
れ
た
か
ら
。

［
振
り
返
り
］ 

ち
ょ
っ
と
不
安
な
と
こ
ろ
も
あ
る（
理
解
度
五
〇
％
？
）け

れ
ど
、パ
ワ
ポ
を
よ
く
見
て
大
体
は
理
解
で
き
た
と
思
う
。

【
双
方
向
型
授
業
に
お
け
る
Ａ
さ
ん
の
答
え
と
振
り
返
り
】

［
問
一
答
え
］ 

医
者
の
緩
が
適
切
な
診
察
を
し
て
く
れ
た
こ
と
。

［
問
二
答
え
］ 

緩
の
診
断
は
、景
公
が
夢
で
見
た
二
豎
子
の
言
葉
と
一

致
し
て
い
る
か
ら
。

［
振
り
返
り
］ 

大
体
Ｏ
Ｋ
！
（
理
解
度
八
〇
％
）
勘
違
い
し
て
覚
え
て

し
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
、
学
び
直
せ
て
よ
か
っ
た
。

【表３】Ａさんの回答・振り返りの変化

032-035_114-09_ICT-atto-kokugokyouiku.indd   35 2020/09/11   18:38



36国語教室　第114号　2020年10月

　

新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
三
月
告
示
）
で
は
、

「
国
語
総
合
」
が
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
と
い
う
二
つ
の

科
目
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
指
導
要
領
か
ら
大
き
く
変

わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
課
程
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
準

備
を
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
も
う
一
度
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
確

認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

１
「
国
語
総
合
」
を
現
代
文
と
古
典
に
分
け
た
わ
け
で
は
な
い

　

表
１
は
、「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」
及
び
「
国
語
総
合
」
の

領
域
ご
と
の
配
当
時
間
を
示
し
た
も
の
で
す
。こ
の
表
を
見
る
と「
現

代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
の
科
目
の
特
徴
を
一
目
で
捉
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
ね
。「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
は
「
国
語
総

今
さ
ら
聞
け
な
い

「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」

 

っ
て
ど
ん
な
科
目
？

文
教
大
学
教
授

山や
ま

下し
た

　
直な

お
し

合
」
の
140
単
位
時
間
（
一
週
間
の
授
業
回
数
に
換
算
す
る
と
四
回
）
を
半
分

の
70
単
位
時
間
（
一
週
間
の
授
業
回
数
に
換
算
す
る
と
二
回
）
ず
つ
に
分
け

て
い
ま
す
。「
現
代
の
国
語
」
は
そ
の
う
ち
の
50
単
位
時
間
以
上
を

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
及
び
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
の
時
間
に
配

当
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
言
語
文
化
」
は
「
読
む

こ
と
」
の
学
習
に
60
〜
65
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
現
代
の
国
語
」
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

及
び
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
重
点
が
置
か
れ
た
科
目
、「
言
語
文

化
」
は
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
重
点
が
置
か
れ
た
科
目
と
言
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
現
代
の
国
語
」
が
現
代
文
分
野
で
「
言
語
文
化
」

が
古
典
分
野
と
い
う
よ
う
な
分
け
方
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お

はじめよう！
新課程への準備
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総
合
」
よ
り
も
10
単
位
時
間
程
度
増
え
、「
読
む
こ
と
」
が
10
単
位
時

間
程
度
減
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
以
て
「
読
む
こ
と
」
が
激
減
し

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、

「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
は
領
域
ご
と
の
配
当
時
間
に
つ
い

て
は
「
国
語
総
合
」
の
配
当
時
間
を
ほ
ぼ
引
き
継
い
で
い
ま
す
の
で
、

年
間
指
導
計
画
を
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
て
作
成
し
て
い
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
た
だ
、
実
際
に
は
年
間
の
指
導
に
お
い
て
「
読
む
こ
と
」

に
多
く
の
時
間
を
割
い
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
現
代
の
国
語
」
で
は
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
学
習
が
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
強
調

さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
よ
う
に
す
る
と
、
新
課
程
へ
の
準

備
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

２ 

「
現
代
の
国
語
」
は
実
用
、「
言
語
文
化
」
は
教
養

　
「
現
代
の
国
語
」
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」、「
言

語
文
化
」
が
「
読
む
こ
と
」
に
重
点
を
置
い
た
科
目
で
あ
る
こ
と
は

確
認
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
二
つ
の
科
目
の
中
身
の
違
い
は
【
知
識
及
び
技

能
】
の
指
導
事
項
を
比
べ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
の
表
２
は
、
二
つ
の
科
目
の
【
知
識
及
び
技
能
】
の
指

導
事
項
の
数
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
表
を
見
る
と
、「
現
代
の
国

現代の国語 
（70 単位）

言語文化 
（70 単位）

国語総合 
（140 単位）

話す・聞く 20 ～ 30 単位 
時間程度

15 ～ 20 単位 
時間程度

書く 30 ～ 40 単位 
時間程度

５～ 10 単位時間
程度

30 ～ 40 単位 
時間程度

読む 10 ～ 20 単位 
時間程度

60 ～ 65 単位時間
程度

40 ～ 45 単位 
時間程度→古典
20 単位時間 
程度→近代以降

80 ～ 95 単位 
時間程度

表 1：科目ごとの配当時間数

き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
の
各
領
域
の
配
当
時
間

を
合
計
し
た
も
の
を
、「
国
語
総
合
」
の
各
領
域
の
配
当
時
間
と
比
べ

て
み
る
と
、
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
新
課
程

の
科
目
で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
が
「
国
語
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語
」
は
「
情
報
の
扱
い
方
」
に
関
す
る

事
項
が
５
項
目
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
に
関
す
る

事
項
は
１
項
目
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
、「
言
語
文
化
」
は
「
情
報
の
扱
い

方
」
に
関
す
る
事
項
は
設
け
ら
れ
て
お

ら
ず
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
に
関
す

る
事
項
は
６
つ
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
情
報
の
扱
い
方
」
に
関
す
る
事
項

は
、
論
理
的
思
考
力
の
育
成
と
深
く
関

わ
る
事
項
で
す
。「
現
代
の
国
語
」で
は

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

の
土
台
と
な
る
論
理
的
思
考
力
の
育
成

が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
、
実
社
会
で
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
場
面
な
ど
に
役

立
て
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、「
現
代
の
国
語
」
は

実
用
に
重
点
を
置
い
た
科
目
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

一
方
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
に
関
す
る
事
項
は
言
語
文
化
に
つ

い
て
の
認
識
と
深
く
関
わ
る
事
項
で
す
。
古
典
か
ら
近
代
以
降
の
文

章
を
対
象
に
、
作
品
の
歴
史
的
背
景
、
表
現
の
面
白
さ
、
言
葉
の
変

化
な
ど
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。「
現
代
の
国
語
」が
実
用
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の

に
対
し
て
、「
言
語
文
化
」
は
教
養
に
重
点
を
置
い
た
科
目
と
言
え
そ

う
で
す
ね
。

３ 

「
現
代
の
国
語
」
の
授
業
―
「
読
む
」
活
動
は
な
く
な
ら
な
い

　

さ
て
、「
現
代
の
国
語
」
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ

と
」
に
重
点
を
置
く
科
目
と
聞
い
て
、
文
章
を
読
む
経
験
を
積
む
機

会
が
減
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
感
じ
て
い
る
先
生
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
心
配

は
無
用
で
す
。「
現
代
の
国
語
」
は
「
読
む
こ
と
」
の
配
当
時
間
は
減

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
文
章
を
読
む
活
動
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、「
現
代
の
国
語
」
の
「
書
く

こ
と
」
に
は
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
　
論
理
的
な
文
章
や
実
用
的
な
文
章
を
読
み
、
本
文
や
資
料
を

引
用
し
な
が
ら
、
自
分
の
意
見
や
考
え
を
論
述
す
る
活
動
。

　

こ
の
言
語
活
動
例
で
は
、
自
分
の
意
見
や
考
え
を
論
述
す
る
た
め

に
論
理
的
な
文
章
や
実
用
的
な
文
章
を
読
む
活
動
が
想
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
語
活
動
を
行
う
た
め
に
は
ま
ず
「
読

む
」
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
書
く
こ

と
」
の
単
元
で
あ
っ
て
も
、
単
元
の
中
で
「
読
む
」
活
動
を
行
う
こ

と
は
十
分
に
あ
り
得
ま
す
し
、
学
習
指
導
要
領
も
そ
の
こ
と
を
想
定

表 2：「現代の国語」と「言語文化」の【知識及び技能】

現代の国語 言語文化

言葉の特徴や使い方 ６ ５

情報の扱い方 ５ ０

我が国の言語文化 １ ６
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し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
単
元
で
も
同
じ
で
す
。
話

し
た
り
書
い
た
り
す
る
（
発
信
す
る
）
た
め
に
、
文
章
を
読
む
こ
と

が
有
効
な
手
立
て
と
な
る
こ
と
は
多
く
あ
る
は
ず
で
す
。「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
重
点
を
置
く
と
文
章
を
読

む
機
会
が
減
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
単
元
に
、文
章
を
読
む
活
動
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
は
何
の
支
障
も
な
い
の
で
す
。

４ 

「
言
語
文
化
」
の
授
業
―
「
読
む
こ
と
」
の
多
様
な
学
習
に
挑
戦

　
「
言
語
文
化
」
は
「
読
む
こ
と
」
に
重
点
を
置
く
科
目
で
す
の
で
、

授
業
を
行
う
際
に
も
、「
国
語
総
合
」
の
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
蓄

積
し
た
成
果
を
生
か
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、「
国
語
総
合
」
で
は
一
つ
の
文
章
と
じ
っ
く
り
向
き
合
う
こ

と
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、「
言
語
文
化
」
で
は
多
様
な
文
章
を

同
時
に
読
み
な
が
ら
、
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
よ
う
な
経
験
を
積
ま

せ
る
単
元
に
も
挑
戦
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
言
語
文
化
」
の
「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に
は
、「
解
説
、

評
論
、
随
筆
、
小
説
、
物
語
、
和
歌
、
俳
句
」
と
い
う
多
様
な
種
類

の
文
章
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
内
容
を
読
み
取
る
だ
け
で

な
く
形
式
に
つ
い
て
批
評
し
た
り
、
異
な
る
時
代
に
成
立
し
た
も
の

を
比
べ
た
り
、
表
現
の
技
法
に
つ
い
て
調
べ
た
り
す
る
こ
と
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
国
語
総
合
」
に
比
べ
て
取
り
上
げ
る
文

章
の
種
類
も
文
章
を
分
析
す
る
観
点
も
、
と
も
に
多
様
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

た
だ
、「
国
語
総
合
」
の
指
導
に
慣
れ
て
い
る
先
生
方
に
と
っ
て
、

い
き
な
り
年
間
の
全
て
の
単
元
を
多
様
な
文
章
を
多
様
な
観
点
で
分

析
す
る
よ
う
な
指
導
に
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

「
言
語
文
化
」で
も
一
つ
の
文
章
と
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
読
み
方
が

否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

は
じ
め
の
う
ち
は
年
間
で
一
度
も
し
く
は
二
度
、
こ
の
よ
う
な
単

元
に
挑
戦
し
て
み
て
、
慣
れ
て
き
た
ら
少
し
ず
つ
移
行
し
て
い
く
と

い
う
の
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今さら聞けない
「現代の国語」「言語文化」の

ポイント

「現代の国語」
・実用
・「話すこと・聞くこと」「書くこ
と」中心

・文章を読む活動を取り入れて
よい

「言語文化」
・教養
・「読むこと」中心
・多様な教材・多様な活動
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福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校
教
諭
。第
一
詩
集

に
て
、中
原
中
也
賞
、第
四
詩
集
に
て
晩
翠
賞

受
賞
。二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で
被

災
し
た
際
、tw

itter

で「
詩
の
礫
」を
発
表
し

話
題
に
。詩
集
と
な
り
、フ
ラ
ン
ス
に
て
詩
集
賞

受
賞（
日
本
人
初
）。二
〇
一
九
年
、詩
集『
Ｑ

Ｑ
Ｑ
』で
萩
原
朔
太
郎
賞
受
賞
。校
歌
、合
唱

曲
作
詞
多
数
。

 

時
空
間
の
発
見
の
よ
ろ
こ
び

よ
し
。
今
日
は
朝
の
四
時
に
起
き
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
こ
れ
で
出
勤
ま
で
、
お
よ
そ
二
時
間

ぐ
ら
い
は
机
に
向
か
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
い
つ
も
上
手
く
い
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。元

々
は
学
生
時
代
か
ら
典
型
的
な
夜
型
人
間
で

し
た
。
し
か
し
現
在
は
午
後
十
時
に
は
寝
床
に
入

り
、午
前
四
時
過
ぎ
に
起
床
す
る
と
い
う
の
が
、自

分
に
と
っ
て
最
も
良
い
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も

は
や
正
反
対
の
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
す
。

連
載
の
冒
頭
か
ら
何
の
話
か
と
思
わ
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
早
朝
の
時
間
に
詩
を
読
ん
だ

り
書
い
た
り
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
自
由
を
感
じ

て
き
た
こ
と
を
ま
ず
は
伝
え
た
い
だ
け
な
の
で
す
。

夜
明
け
前
の
感
覚
。
言
わ
ば
起
き
が
け
の
半
覚
醒

の
よ
う
な
状
態
と
こ
れ
か
ら
日
常
を
送
ろ
う
と
す

る
意
識
と
が
交
わ
る
時
空
間
に
て
、
最
も
心
の
中

に
言
葉
が
湧
き
出
し
て
く
る
気
が
す
る
の
で
す
。

そ
の
時
を
ぜ
ひ
と
ら
え
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い

ま
す
。

そ
も
そ
も
詩
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
時
空
間

の
発
見
そ
の
も
の
に
満
ち
て
い
る
文
学
で
あ
る
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
そ

れ
は
、宇

宙
は
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で
ゆ
く

そ
れ
故
み
ん
な
は
不
安
で
あ
る

二
十
億
光
年
の
孤
独
に

僕
は
思
わ
ず
く
し
ゃ
み
を
し
た

と
い
う
谷
川
俊
太
郎
の
代
表
詩
の
一
つ
の
詩
句

新 連 載

第
一
回 

「
ほ
ん
と
う
の
う
た
」の
扉
へ

和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

に
お
い
て
も
、
独
特
の
宇
宙
へ
の
感
覚
が
宿
っ
て

い
る
こ
と
が
と
て
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

ち
な
み
に
こ
の
詩
は
出
発
作
の
一
つ
で
す
が
、

青
年
期
独
特
の
憂
鬱
や
孤
独
感
と
、
ユ
ー
モ
ア
の

隠
し
味
と
が
混
ざ
っ
て
い
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な

一
篇
で
す
。
数
々
の
彼
の
そ
の
後
の
作
品
世
界
を

ス
タ
ー
ト
地
点
か
ら
占
っ
て
い
る
か
に
見
え
て
き

ま
す
。
本
人
と
お
会
い
し
て
雑
談
し
た
折
に
こ
の

詩
に
触
れ
な
が
ら
「
今
は
宇
宙
の
年
齢
は
二
十
億

光
年
で
は
な
く
て
、
一
三
八
億
光
年
と
判
明
し
て

い
る
か
ら
、
い
つ
か
書
き
直
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
の
か
も
ね
」
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
っ
て
い
た

こ
と
を
良
く
思
い
出
し
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
と
し
た

一
言
か
ら
も
、
は
る
か
な
る
彼
方
の
時
と
空
間
へ

の
深
遠
な
る
眼
差
し
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

ま
す
ね
。

例
え
ば
学
校
生
活
に
お
い
て
は
時
間
割
が
絶
対

詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ

「WEB国語教室」連動
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に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は

社
会
と
い
う
名
の
も
と
に
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

通
り
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
従

っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
感
性
や
感
覚
と
い

う
も
の
は
、
何
に
も
縛
ら
れ
ず
に
育
っ
て
い
き
た

い
も
の
な
の
で
す
。
正
に
「
ど
ん
ど
ん
膨
ら
ん
で

ゆ
く
」。そ
し
て
心
の
姿
は
決
し
て
横
並
び
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
詩
を
分
か
ち
合
う
こ
と
の
面
白
さ

と
は
、
そ
こ
に
託
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
気
持

ち
や
感
性
・
感
覚
の
自
由
を
共
に
味
わ
う
こ
と
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
を
真
ん
中
に
置
い
て
、人

生
や
社
会
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
感
じ
て
、
考

え
て
い
く
こ
と
。
そ
こ
に
新
し
い
発
見
と
感
動
が

必
ず
あ
り
ま
す
。　

ま
ず
こ
れ
は
国
語
教
師
と
し
て
の
自
分
の
指
導

の
日
々
を
振
り
返
っ
て
み
て
の
感
慨
で
す
が
、
現

在
の
国
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
、
残
念
な
が
ら

そ
う
し
た
機
会
が
い
さ
さ
か
足
り
な
い
よ
う
に
思

い
ま
す
。
詩
を
書
き
、
読
む
こ
と
を
愛
す
る
者
と

し
て
、
同
じ
時
代
を
生
き
て
共
鳴
し
合
う
こ
と
の

か
け
が
え
の
な
さ
を
、
も
っ
と
知
り
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。

 

震
災
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
詩

こ
こ
で
震
災
の
年
の
直
後
に
書
か
れ
た
詩
を
少

し
だ
け
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
時
小
学
校

五
年
生
の
菊
田
心
く
ん
の
書
い
た「
あ
り
が
と
う
」

と
い
う
作
品
で
す
。

文
房
具
あ
り
が
と
う

え�

ん
ぴ
つ
、
分
度
き
、
コ
ン
パ
ス
大
切
に
し

ま
す
。

花
の
な
え
あ
り
が
と
う

お
母
さ
ん
と
は
ち
に
植
え
ま
し
た
。

花
が
咲
く
の
が
楽
し
み
で
す
。

う
ち
わ
あ
り
が
と
う

あ
つ
い
時
う
ち
わ
で
あ
お
い
で
い
ま
す
。

　津
波
の
被
害
を
受
け
て
し
ま
い
、
し
ば
ら
く
気

仙
沼
の
避
難
所
に
い
た
彼
が
、
生
ま
れ
て
初
め
て

書
い
た
詩
で
す
。

応
援
の
言
葉
あ
り
が
と
う

心
が
元
気
に
な
り
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
支
援
に
つ
い
て
感
謝
の
気
持
ち
を

伝
え
た
い
と
思
い
、
素
直
な
気
持
ち
を
綴
り
ま
し

た
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま

す
。

　
　

最
後
に

お�

じ
い
ち
ゃ
ん
見
つ
け
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
さ
よ
な
ら
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
涙
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。最
後
の「
あ
り
が

と
う
」
が
、
他
と
は
全
く
違
う
も
の
と
し
て
心
に

強
く
響
い
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ

に
祖
父
と
自
分
と
の
歳
月
の
重
み
が
託
さ
れ
て
い

る
の
が
良
く
分
か
り
ま
し
た
。
波
に
さ
ら
わ
れ
て

し
ま
っ
た
祖
父
と
の
死
別
の
悲
し
み
や
寂
し
さ
と

共
に
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
い
こ
う
と
す

る
菊
田
君
の
成
長
が
見
え
た
気
が
し
ま
し
た
。　

時
が
経
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
作
品
と
も
出
会
い

ま
し
た
。

海
の
音　

聞
こ
え
る
心
に　

変
化
あ
り

詩の教室へようこそ
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津
波
の
大
き
な
被
害
の
あ
っ
た
福
島
県
の
海
沿

い
に
暮
ら
し
て
い
る
、
当
時
は
小
学
生
で
あ
り
、

現
在
は
中
学
校
に
通
っ
て
い
る
女
子
生
徒
の
一
句

で
す
。
震
災
か
ら
五
年
ほ
ど
経
っ
た
頃
の
あ
る
日

に
書
か
れ
た
心
の
呟
き
の
よ
う
な
言
葉
に
触
れ
て
、

や
は
り
気
持
ち
の
変
化
と
成
長
と
が
見
え
た
気
が

し
ま
し
た
。

津
波
を
経
験
し
た
ば
か
り
の
子
ど
も
の
耳
に
は
、

た
と
え
そ
れ
が
そ
の
後
の
海
辺
の
静
か
な
凪
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
ひ
ど
く
恐
ろ
し
い
「
海
の
音
」

と
し
て
届
い
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
歳
月
を
経
て
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
同
じ
波
の

音
で
あ
る
の
に
、
ど
こ
か
違
っ
て
聞
こ
え
始
め
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

た
と
え
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
「
あ
り
が
と
う
」
や

「
変
化
あ
り
」
の
一
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
の

背
後
に
震
災
と
い
う
大
き
な
何
か
が
抱
え
ら
れ
て

い
る
時
、
言
葉
を
超
え
て
迫
っ
て
く
る
も
の
が
あ

る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

 

人
生
の
今
を
深
く
見
つ
め
て

最
近
に
出
会
っ
た
ば
か
り
の
素
敵
な
作
品
も
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
時
速
一
〇
〇
㎞
」と
い

う
、
宮
城
県
の
中
学
生
の
大
久
保
観
さ
ん
の
詩
で

す
。
二
連
構
成
の
短
い
詩
。
一
連
目
は
こ
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

夜
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

繰
り
返
す
群
青
の
山
々
と
テ
ー
ル
ラ
ン
プ

戦
後
を
伝
え
る
カ
ー
ラ
ジ
オ

ミ
ラ
ー
に
映
え
る
小
さ
な
オ
レ
ン
ジ
花
火

は
じ
け
る
夏
の
寂
し
さ
と
危
う
さ

家
族
と
向
か
う

故
郷
が
迎
え
る

夏
と
夏
が
す
れ
違
う

東
北
道
下
り
線

と
て
も
テ
ン
ポ
が
良
い
の
は
、
体
言
止
め
が
多

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
帰
省
の
時
。

心
地
よ
い
ス
ピ
ー
ド
感
。
夏
の
盛
り
。
二
連
目
は

こ
ん
な
ふ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

朝
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ

通
り
過
ぎ
る
風
と
雲

ラ
ジ
オ
か
ら
は
甲
子
園
準
決
勝

祖
母
手
作
り
の
葡
萄
ジ
ュ
ー
ス

青
く
さ
い
夏
の
甘
さ
と
ほ
ろ
苦
さ

思
い
出
と
思
い
を
一
杯
に
詰
め
込
ん
で

夏
と
秋
が
す
れ
違
う

東
北
道
上
り
線

こ
れ
は
帰
り
道
。
一
連
目
の
「
夜
」
と
い
う
出

だ
し
に
対
し
て
「
朝
」
か
ら
の
始
ま
り
だ
っ
た
り
、

暗
闇
の
「
テ
ー
ル
ラ
ン
プ
」
に
対
し
て
眩
し
い
朝

方
の
「
風
と
雲
」
だ
っ
た
り
、「
下
り
」
で
は
な

く
「
上
り
」
で
あ
っ
た
り
、
様
々
に
対
位
法
が
用

い
ら
れ
て
い
て
、
読
む
側
に
く
っ
き
り
と
し
た
印

象
を
与
え
て
い
ま
す
。

一
連
目
の
「
夏
と
夏
と
が
す
れ
違
う
」。
な
る

ほ
ど
。
行
き
交
う
車
を
季
節
に
見
立
て
て
い
る
の

が
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。
二
連
目
で
は
そ
れ
が
「
夏
と

秋
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
歳
月
の
移
り
変
わ
り
が

き
ち
ん
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
季
節
の
変

わ
り
目
を
見
つ
め
る
気
持
ち
の
新
鮮
さ
が
、
ハ
イ

ウ
ェ
イ
を
行
く
速
度
の
中
に
小
気
味
良
く
感
じ
取

る
こ
と
が
出
来
る
か
の
よ
う
で
す
。

看
過
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
心
の
動
き
や
変

化
を
す
れ
違
う
車
や
移
動
す
る
風
景
へ
と
重
ね
て

い
ま
す
。
読
み
終
え
る
と
夏
の
終
わ
り
の
切
な
さ

と
共
に
若
い
筆
者
の
成
長
感
覚
に
ふ
と
包
ま
れ
て
、

や
が
て
静
か
に
満
た
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し

040-043_114-18_shinokyoushitsu_CC2018.indd   42 2020/09/11   18:40

43

ま
す
。
書
い
た
人
の
日
々
や
年
月
が
そ
こ
に
映
し

出
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い

呼
吸
の
真
実
が
見
え
て
く
る
。

詩
を
書
く
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
は
、
人
生
の
今

を
深
く
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
を
分
か
ち
合
う
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
品
の

良
し
悪
し
な
ど
は
二
の
次
、三
の
次
に
し
て
、ま
ず

は
生
徒
た
ち
と
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。
出
来
上
が
っ
た
詩
を
真
ん
中
に
置
い
て
、
人

生
や
暮
ら
し
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
を
大
事
に

し
て
い
く
よ
う
な
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機

会
を
お
ス
ス
メ
し
た
い
の
で
す
。

授
業
中
に
取
り
組
ま
せ
て
み
た
も
の
で
も
文
芸

部
や
サ
ー
ク
ル
な
ど
で
創
作
を
促
し
て
み
た
作
品

で
も
、
ま
た
は
見
つ
け
て
し
ま
っ
た
ふ
と
ノ
ー
ト

の
片
隅
に
書
か
れ
た
短
い
フ
レ
ー
ズ
で
も
い
い
と

思
い
ま
す
。
生
徒
さ
ん
た
ち
か
ら
の
詩
の
投
稿
を

本
欄
に
て
呼
び
か
け
て
み
た
い
。
そ
し
て
短
い
紙

幅
で
す
が
、
ぜ
ひ
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
詩
と
な
る
と
敷
居
が
高
い
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
言
葉
の
塊
の
よ
う
な
も
の
で
可
、
と

い
う
ぐ
ら
い
で
ま
ず
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

 

「
ほ
ん
と
う
の
う
た
」を
探
し
に

最
近
、
ブ
ッ
シ
ュ
孝
子
さ
ん
の
詩
集
『
暗
や
み

の
中
で
一
人
枕
を
ぬ
ら
す
夜
は
』（
新
泉
社
）
と
出

会
い
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
若
く
し
て
病
を
患
っ

て
し
ま
い
、
そ
の
闘
病
中
に
ド
イ
ツ
人
青
年
と
結

婚
し
た
日
本
人
の
女
性
が
、
命
を
終
え
る
ま
で
の

お
よ
そ
五
カ
月
の
短
い
間
に
、
一
冊
の
ノ
ー
ト
に

初
め
て
綴
っ
た
詩
の
言
葉
を
日
付
順
に
並
べ
て
構

成
し
た
も
の
で
す
。

二
十
八
歳
の
短
い
生
涯
で
し
た
。
迫
り
く
る

死
へ
の
予
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
生
き
る
こ
と

の
全
て
の
意
味
を
言
葉
へ
と
刻
む
よ
う
に
し
て
、

九
十
二
篇
の
詩
を
残
し
て
や
が
て
こ
の
世
を
去
り

ま
し
た
。

最
初
の
九
月
九
日
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
記
さ
れ

て
あ
り
ま
す
。

美
し
い
言
葉
が
次
々
と
浮
か
び
出
て

眠
れ
ぬ
夜
が
あ
る

新
し
い
詩
が
次
々
と
生
れ
で
て

眠
れ
ぬ
夜
が
あ
る

死
を
前
に
し
な
が
ら
も
「
次
々
と
」
と
い
う
詩

作
へ
の
目
覚
め
を
新
し
く
得
て
い
る
場
面
に
心
打

た
れ
ま
し
た
。

九
月
十
三
日
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。

私
は
信
じ
る

私
に
も
詩
が
か
け
る
の
だ
と

誰
が
何
と
い
お
う
と

こ
れ
は
私
の
ほ
ん
と
う
の
う
た

こ
れ
は
私
の
魂
の
う
た

生
徒
た
ち
、
そ
し
て
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
ほ

ん
と
う
の
う
た
」。そ
れ
を
み
な
さ
ん
と
共
に
こ
の

欄
で
探
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
詩
と
は

言
葉
と
心
さ
え
あ
れ
ば
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る

扉
な
の
で
す
。

詩の教室へようこそ

本
連
載
で
は
、高
校
生
の
詩
の
作
品
を
募
集
い
た
し
ま

す
。応
募
作
品
の
中
か
ら
和
合
先
生
に
選
ん
で
い
た
だ

い
た
も
の
を
、誌
面
に
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。奮
っ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
！　
（
募
集
要
項
は
64
頁
）

詩
の
作
品
大
募
集
！
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♦
作
者
と
歌

　
小
式
部
内
侍
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
の
歌
は
、
小

倉
百
人
一
首
の
中
で
も
中
高
生
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
歌
に
ま
つ
わ
る
説
話
の
面
白
さ
に
あ
る
よ

う
で
す
。

　
小
式
部
内
侍
の
母
は
平
安
時
代
の
有
名
女
流
歌

人
・
和い

ず
み泉

式し
き

部ぶ

で
す
。
そ
の
母
が
夫
の
任
地
の
丹た

ん

後ご

へ
赴
い
て
い
た
時
に
、
娘
の
小
式
部
内
侍
が
都
で
歌う

た

合あ
わ
せ

の
歌
詠
み
に
選
ば
れ
ま
す
。
そ
の
折
、
定さ

だ

頼よ
り

中

納
言
が
「
丹
後
へ
遣
わ
し
た
使
者
は
参
上
し
ま
し
た

か
？
」
と
作
者
を
か
ら
か
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
歌
合

で
詠
む
歌
を
母
上
か
ら
指
南
し
て
も
ら
い
ま
し
た

か
？
」
と
い
う
皮
肉
な
の
で
す
が
、
彼
女
は
素
早
く

こ
の
歌
を
定
頼
に
返
し
ま
し
た
。「
い
く
の
」に
地
名

の
「
生
野
」
と
「
行
く
野
」
を
掛
け
、「
ふ
み
」
に

「
文
（
手
紙
）」
と
「
踏
み
」
を
掛
け
た
歌
を
詠
み
か

け
ら
れ
た
定
頼
は
、
な
に
も
返
す
こ
と
が
で
き
ず
に

退
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。
小
式
部
内
侍
が
当
意
即
妙

の
歌
を
詠
ん
で
皮
肉
を
切
り
返
す
痛
快
さ
が
こ
の
歌

の
人
気
の
理
由
な
の
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
説
話
集
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、

小
式
部
と
定
頼
の
二
人
が
恋
人
関
係
で
あ
る
こ
と
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
定
頼
の
か
け
た
言
葉
や
小
式
部

の
歌
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
恋
人
同
士
の
軽
口
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

現
代
語
訳　

大
江
山
を
越
え
て
い
く
生
野
の
道
は
遠

い
の
で
、
丹
後
の
天
の
橋
立
の
地
は
ま
だ
踏
ん
で

み
て
も
い
な
い
し
、
母
か
ら
の
手
紙
も
ま
だ
見
て

い
ま
せ
ん
わ
。

大お
ほ

江え

山や
ま

い
く
野の

の
道み

ち

の
遠と

ほ

け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
見み

ず
天あ

ま

の
橋は

し

立だ
て

小こ

式し
き

部ぶ
の

内な
い

侍し

（
百
人
一
首
・
60
）

第1回

新連載

ことばでつながる やまとうた
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書に『英語で読む百人一首』

（文春文庫）など。2019 年、
世界初の英語版百人一首

「WHACK A WAKA百人イン
グリシュ」を制作、発売。

奥村 準子
（おくむら・じゅんこ）
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認審判員、Ａ級公認読手、ま
た自らも競技者（六段）とし
て活躍中。

英
訳
の
ポ
イ
ン
ト

　
固
有
名
詞
で
あ
る
地
名
を
用
い
た
掛
詞
は
、
ど
う

し
て
も
言
葉
を
補
わ
な
い
と
英
語
に
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
ル
ビ
を
試
し
ま
し
た
が
、
不
慣
れ
な
外
国
人

に
は
わ
か
り
に
く
く
、
結
局
、
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
し

たO
ne H

undred P
oets, O

ne P
oem
 E
ach 

（
英
訳
『
百
人
一
首
（
新
訳
）』 Penguin Books, 

2008

）
に
は
載
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
日
本
人

向
け
の
英
訳
と
し
て
は
気
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
二

点
、
工
夫
し
た
と
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
一
つ
はgoing it alone

に
「
行
く
」「
自
分
で
す

る
（
自
分
で
歌
を
作
る
）」
の
二
つ
の
意
味
を
持
た
せ

た
と
こ
ろ
。
も
う
一
つ
は
「
ふ
み
」
の
掛
詞
を
ふ
ま

え
、「
切
手
」
と
「
踏
む
」
の
意
味
を
持
つstam

p

を
使
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
く
み
ら
ん

お
く
む
ら

まくみらん

No l
stamp

etter’s come from my mother

nor have I sought her help,

crossing Mount Oe, 

taking the I
going it alone

kuno Road to her home 

beyond the Bridge of Heaven.

英
語
で
読
む

45 ことばでつながる やまとうた

044-047_114-12_yamatouta.indd   45 2020/09/11   18:41



　
平
安
時
代
後
期
の
一
一
一
五
年
頃
に
書
か
れ
た
『
俊と

し

頼よ
り

髄ず
い

脳の
う

』
と

い
う
歌
論
書
が
あ
り
ま
す
。
作
者
は
小
倉
百
人
一
首
の
74
番
歌
「
憂う

か
り
け
る
人
を
初
瀬
の
山
お
ろ
し
よ
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら
ぬ
も
の

を
」
で
お
な
じ
み
の
藤
原
俊
頼
で
す
。
和
歌
の
歴
史
や
歌
風
、
修
辞

法
な
ど
を
論
じ
た
本
書
で
も
「
大
江
山
」
の
歌
が
説
話
と
と
も
に
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
作
者
の
小
式
部
内
侍
は
「
心
疾と

く
詠
め
る
も
め

で
た
し
（
素
早
い
発
想
で
詠
む
の
も
立
派
で
あ
る
）。」
と
評
価
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
歌
は
、
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
　
大
江
山
生
野
の
さ・

と・

の・

遠
け
れ
ば

　
　
　
ふ・

み・

も・

ま・

だ・

見・

ず・

あ
ま
の
橋
立

小
倉
百
人
一
首
の
歌
と
比
べ
る
と
、
第
二
句
の
「
道
の
」
が
「
さ
と

（
里
）
の
」
で
す
し
、第
四
句
「
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
」
の
語
順
が
異
な

っ
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
一
一
二
七
年
に
成
立
し
た
五
番
目
の
勅
撰
集
『
金
葉
和
歌

集
』
を
見
て
み
ま
す
。
こ
の
和
歌
集
の
撰
者
も
俊
頼
で
す
。

　
　
お
ほ
え
や
ま
い
く
の
の
み
ち
の
と
ほ
け
れ
ば

　
　
　
ふ
み
も
ま
だ
み
ず
あ
ま
の
は
し
だ
て

「
さ
と
（
里
）
の
」
が
「
み
ち
（
道
）
の
」
に
変
化
し
て
い
ま
す
ね
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
ん
な
変
化
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。「
生
野
の

里
が
遠
い
の
で
」
は
、
具
体
的
な
地
名
と
「
里
」
と
い
う
場
所
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
。
一
方
、「
い
く
の
の
み・

ち・

の・

」
は
、「
道
の
り
」

の
方
が
強
く
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、小
倉
百
人
一
首
に
な
る
と
、「
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
」
と
語

順
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。「
ふ
み
も
ま
だ
み
ず
」
の
場
合
、「
ふ
み
」

は
、「
文
（
手
紙
）」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
、「
踏
み
」
の
意
味
を

捉
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
語
順
を
入
れ
替
え
て
「
ま
だ
」

が
先
に
く
る
こ
と
で
、「
ま
だ
踏
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
「
踏
み
」
と

い
う
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
り
、「
あ
、こ
れ
は
掛
詞
か
な
？
」

と
考
え
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
歌

大お
ほ

江え

山や
ま

い
く
野の

の
道み

ち

の
遠と

ほ

け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
見み

ず
天あ

ま

の
橋は

し

立だ
て

（
小こ

式し
き

部ぶ
の

内な
い

侍し

）

く
ら
べ
て
読
む
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歌
集
を
編
集
す
る
立
場
の
俊
頼
・
定
家
に
よ
っ
て
変
化
し
た
歌
は
、

こ
う
し
て
私
達
に
な
じ
み
深
い
歌
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。

▼
大
江
山　
　

▼
生
野　
　

▼
天
の
橋
立

　
こ
の
歌
に
は
「
大
江
山
」「
生
野
」「
天
の
橋
立
」
と
い
う
三
つ
の

地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
和
歌
の
中
で
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て

き
た
地
名
を
「
歌
枕
」
と
呼
び
、
特
定
の
題
材
や
発
想
と
結
び
つ
け

て
詠
む
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

　「
大
江
山
」
は
、酒し

ゅ

呑て
ん

童ど
う

子じ

の
鬼
退
治
伝
説
が
有
名
で
、能
や
歌
舞

伎
、
戦
後
の
映
画
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は
丹
後
半
島

の
付
け
根
に
あ
る
仙せ

ん

丈じ
ょ
う

ヶが

岳た
け

を
指
す
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
も

と
も
と
は
、
京
と
丹た

ん

波ば

国
の
国
境
に
位
置
す
る
「
大
枝
山
」
を
指
し

ま
し
た
。『
今
昔
物
語
集
』に
は
大
江
山
で
盗
賊
の
被
害
に
遭
う
説
話

が
登
場
す
る
な
ど
不
気
味
な
地
で
あ
り
、歌
に
詠
ま
れ
る
場
合
も
、丹

波
や
丹
後
の
国
へ
行
く
「
境
界
の
地
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
小
式
部
内
侍
の
歌
が
有
名
に
な
っ
て
い
く
と
、

「
大
江
山
」
と
「
生
野
（
行
く
野
）」
を
共
に
詠
む
歌
が
で
て
き
ま
す
。

小
式
部
内
侍
の
歌
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
日
本
三
景
の
ひ
と
つ
、「
天
の
橋
立
」
は
、
意
外
に
も
歌
枕

と
し
て
の
広
が
り
は
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和

歌
集
』
に
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
勅
撰
集
で
登
場
す
る
の
は
先
ほ
ど

の
『
金
葉
和
歌
集
』
か
ら
で
す
。
当
時
は
新
し
い
歌
語
だ
っ
た
よ
う

で
す
。こ

こ
に
も
注
目
！

　
説
話
に
登
場
す
る
小
式
部
の
母
・
和
泉
式
部
は
小
倉
百
人
一
首
に

も
「
あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
い
出
に
い
ま
ひ
と
た
び
の
逢

ふ
こ
と
も
が
な
」（
56
番
歌
）
で
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、定
頼
中
納
言

は
「
朝
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
た
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬
々
の

網
代
木
」（
64
番
歌
）
の
作
者
と
し
て
、さ
ら
に
定
頼
の
父
は
多
才
な

歌
人
と
し
て
有
名
な
藤
原
公き

ん

任と
う

で
、「
滝
の
音
は
絶
え
て
久
し
く
な

り
ぬ
れ
ど
名
こ
そ
流
れ
て
な
ほ
聞
こ
え
け
れ
」（
55
番
歌
）
の
作
者
と

し
て
登
場
し
ま
す
。
こ
う
し
て
み
て
み
る
と
、
小
倉
百
人
一
首
は
親

子
で
登
場
す
る
歌
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
小
式
部
内
侍
と
定
頼
は

い
わ
ば
「
二
世
タ
レ
ン
ト
」
同
士
の
関
係
と
も
言
え
る
の
で
す
。

おくむら

こ
と
ば
と
文
化

47 ことばでつながる やまとうた
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学
生
が
書
く
文
章
を
見
て
い
る
と
、
次
の
よ
う

な
問
題
点
が
目
に
留
ま
る
。
⑴
参
考
文
献
を
証
拠

と
し
て
挙
げ
て
論
じ
る
習
慣
が
な
い
。
⑵
他
者
の

言
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
る
際
に
、
そ

の
使
い
方
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
少
な
い
、
と
い
う

問
題
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
が
克
服
さ

れ
て
い
る
文
章
は
、
考
え
を
練
っ
て
書
か
れ
た
も

の
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
、
評
価
が
高
く
な
る
。

　
⑴
の
問
題
は
、
文
献
を
も
っ
と
積
極
的
に
引
用

し
な
が
ら
論
じ
る
と
い
う
姿
勢
を
作
ら
せ
る
こ
と

で
克
服
で
き
る
。
⑵
の
問
題
は
、
様
々
な
引
用
の

機
能
を
学
習
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
文
章
で
使

う
経
験
を
重
ね
さ
せ
る
こ
と
で
克
服
で
き
る
。
高

等
学
校
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
指
導
を
開
始
す
れ

ば
、
大
学
で
は
そ
の
技
能
を
さ
ら
に
磨
か
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
高
大
接
続
の
意
識
を

も
っ
て
取
り
組
み
た
い
文
章
作
成
指
導
で
あ
る
。

1
参
考
文
献
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
る

　
小
論
文
の
練
習
を
重
ね
て
大
学
入
試
を
突
破
し

た
学
生
で
あ
っ
て
も
、
文
献
を
引
用
せ
ず
、「
○
○

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。」
や
「
中
に
は
、△
△
と

言
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。」
と
、具
体
的
な
証
拠
を

挙
げ
ず
に
論
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書

き
方
は
、
小
論
文
を
練
習
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
身
に

つ
い
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。小
論
文
で
は
、

参
考
資
料
を
見
せ
そ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
論
じ
さ

せ
る
と
い
う
出
題
形
態
が
と
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
頭
の
中
で
反
論
を
考
え
出

し
そ
れ
を
打
ち
消
す
と
い
う
進
め
方
で
自
論
を
展

開
す
る
と
い
う
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
書
き
手

の
考
え
だ
け
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
日
本
は
、
少
子
社
会
で
あ
る
。（
中
略
）
本

稿
で
は
、
育
児
に
対
す
る
支
援
不
足
に
対
し

て
二
つ
の
解
決
策
を
示
す
。
そ
れ
は
保
育
マ

マ
と
幼
老
複
合
施
設
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
本

は
保
育
マ
マ
と
い
う
施
設
を
も
っ
と
増
や

す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
も
、
数
年
前
に

少
子
社
会
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
徐
々
に
解

消
さ
れ
た
。
保
育
マ
マ
が
増
え
た
か
ら
で
あ

る
。
次
に
、
幼
老
複
合
施
設
の
設
置
を
す
べ

き
で
あ
る
。
… 

（
佐
渡
島
他
二〇二〇、

 

38
頁
）

　
網
か
け
部
分
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
情
を
説
明
し

て
い
る
。
そ
の
説
明
は
、
書
き
手
の
知
識
を
も
と

に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
、
証
拠
を
挙
げ

て
論
じ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

参
考
文
献
を
積
極
的
に
引
用
さ
せ
る

│
高
大
接
続
が
求
め
ら
れ
る
文
章
作
成
指
導

佐さ

渡ど

島し
ま

紗さ

織お
り

早
稲
田
大
学
国
際
学
術
院
教
授
。

早
稲
田
大
学
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
教
育
部
門
長
。
専
門

は
、
国
語
教
育
、
特
に
文
章
作
成

の
指
導
と
評
価
。
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…
フ
ラ
ン
ス
も
、
数
年
前
に
少
子
社
会
と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
徐
々
に
解
消
さ
れ
た
。
保

育
マ
マ
が
増
え
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
保
育
マ
マ
の
数
が
保
育
園
よ
り

多
い
。
し
か
も
、
保
育
園
と
同
じ
質
を
保
証

す
る
た
め
に
保
育
マ
マ
と
し
て
仕
事
を
す

る
に
は
認
可
が
必
要
で
あ
る
（
高
崎
、
二〇一八）。

…　
　
　
　
　
参
考
文
献

高
崎
順
子
（
二〇一八）「
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
は
少
子
化
を
克

服
で
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
と
は
全

く
違
う
保
育
政
策
だ
っ
た
」

https://w
w
w
.huffingtonpost.jp/2018/06/ 

20/paris-hoiku_a_23463375/

 

（
佐
渡
島
他
二〇二〇、
38-

39
頁
）

　
高
崎
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
書
い
て
い
る
記
述

を
要
約
し
て
紹
介
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン

ス
の
事
情
が
他
者
の
言
で
説
明
さ
れ
、
書
き
手
一

人
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
示
せ
た
。

　
参
考
文
献
の
中
身
を
要
約
し
て
紹
介
せ
ず
と

も
、
参
考
文
献
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
す
だ
け

で
も
、
証
拠
を
挙
げ
た
こ
と
に
な
る
。

　
音
楽
を
聴
い
て
起
き
る
感
動
に
は
、
様
々

な
要
素
が
あ
る
（
ボ
ー
ル
二〇一一、
藤
本
二〇〇〇、
川

上
ほ
か
二〇〇五）。
と
り
わ
け
、
歌
詞
に
は
、
感

動
を
呼
び
起
こ
す
力
が
あ
る
（
阿
久
一九九九、
生

内
二〇一五、
田
村
ほ
か
一九九八、
森
二〇一〇、
森
ほ
か
二〇〇八、

山
崎
二〇一七）。
歌
詞
は
、
実
際
に
、
ど
の
よ
う

に
人
の
心
を
動
か
す
の
だ
ろ
う
か
。
森
（
二〇一

〇）
は
、
…

 

参
考
文
献
は
省
略
（
佐
渡
島
他
二〇二〇、
52
頁
）

　
一
つ
の
主
張
に
対
し
て
複
数
の
文
献
が
証
拠
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
森
（
二〇一

〇）
は
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
に
存
在
だ
け
が
紹

介
さ
れ
た
文
献
を
、
後
に
個
別
に
詳
し
く
取
り
上

げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
参
考
文
献
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
な

が
ら
論
じ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
私
語
り
」
か
ら
脱

出
し
た
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
と
な
る
。

2
使
え
る「
引
用
」機
能
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や
す

　
あ
る
院
生
が
、
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
ど
の
よ

う
な
機
能
で
「
引
用
」
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
二
つ
の
機
能
に
偏
っ
て
い
た
。

「
物
事
の
属
性
を
示
す
た
め
の
引
用
」（「
○
○
と
は

〜
と
〜
の
両
側
面
を
も
つ
。」
な
ど
）
と
「
主
張
を

支
え
る
た
め
の
引
用
」（
自
分
の
主
張
を
、権
威
者

の
言
や
調
査
デ
ー
タ
な
ど
で
支
え
る
）で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、「
引
用
」
の
機
能
は
、
数
多
く
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
機
能
で
あ
る
。

◆
書
き
手
の
説
明
や
主
張
の
具
体
例
を
示
す
。

◆
書
き
手
が
示
し
た
具
体
例
を
一
般
化
す
る
。

◆
こ
れ
か
ら
詳
し
く
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
対

象
そ
の
も
の
を
示
す
。

◆
反
論
す
る
こ
と
で
書
き
手
の
主
張
を
強
固
に
す

る
。

◆
物
事
の
背
景
を
示
す
。

　
ま
だ
ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
生
徒
は
、

こ
れ
ら
の
「
引
用
」
機
能
を
い
く
つ
使
っ
た
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
目
的
で
引
用
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
文
章
に
は
多
く
の
視
点
が
含

ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
緻
密
に
考
え
が
練
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　
参
考
文
献
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
論
じ
さ

せ
、
ま
た
「
引
用
」
機
能
を
使
う
経
験
を
積
ま
せ

る
指
導
は
、
高
校
生
の
文
章
作
成
力
ひ
い
て
は
思

考
力
を
大
い
に
高
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
参
考
文
献

佐
渡
島
紗
織
・
オ
リ
ベ
イ
ラ
、デ
ィ
エ
ゴ
・
嶼
田
大
海
・
デ
ル

グ
レ
ゴ
、ニ
コ
ラ
ス
（
二
〇
二
〇
）『
レ
ポ
ー
ト
・
論
文

を
さ
ら
に
よ
く
す
る
「
引
用
」
ガ
イ
ド
』
大
修
館
書
店
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１　

は
じ
め
に

　
日
本
の
大
学
入
試
が
揺
れ
て
い
る
。
大
学
入
試

改
革
の
目
玉
で
あ
っ
た
英
語
民
間
試
験
の
活
用
と

記
述
式
問
題
の
導
入
が
見
送
ら
れ
た
の
は
、
二
〇

一
九
年
の
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
年
が
明
け
、
大
学
入
試
が
終

盤
を
迎
え
た
こ
ろ
、
今
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
二
〇
二
一

年
度
大
学
入
試
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
の
か
が

次
の
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

試
験
に
代
わ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
は
予
定
通

り
に
行
わ
れ
る
ほ
か
、
一
月
末
、
二
月
中
旬
に
も

追
加
の
日
程
が
加
え
ら
れ
た
。
一
方
で
、
多
く
の

大
学
の
一
般
入
試
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
、
詳

細
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
た
び
『
変
動
す
る
大
学
入
試
│
│

資
格
か
選
抜
か 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』を
上
梓
し

た
。
本
書
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
二
年
前
、
も
ち

ろ
ん
こ
の
よ
う
な
状
況
を
予
測
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
大
学
入
試
の

状
況
は
、
内
的
要
因
と
外
的
要
因
が
相
ま
っ
て
、

よ
り
一
層
「
変
動
」
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
後
期
中
等
教
育
修
了
資
格

試
験
と
し
て
、
一
〇
〇
字
ど
こ
ろ
か
、
四
時
間
も

五
時
間
も
か
け
て
論
述
の
試
験
問
題
に
取
り
組
む

こ
と
が
伝
統
と
し
て
あ
る
。こ
の
よ
う
に
語
る
と
、

学
生
の
み
な
ら
ず
多
く
の
同
業
者
た
ち
も
「
ど
の

よ
う
に
し
て
公
平
に
評
価
す
る
の
か
」
と
い
う
こ

と
ば
か
り
た
ず
ね
て
く
る
。
日
本
の
大
学
入
試
で

寄稿

コ
ロ
ナ
禍
の
大
学
入
試

─
ヨ
ー
ロ
ッパ
と
日
本

は
「
公
平
に
評
価
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
最
重

要
事
項
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
。
し
か

し
、
公
平
な
評
価
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る

の
か
。
こ
の
問
い
へ
の
応
答
を
求
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国
の
大
学
入
試
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
本
書
で
取
り
あ
げ
た
国
は
、
コ
ラ
ム
も

含
め
て
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
入
試
制
度
や

入
試
方
法
、
評
価
方
法
の
内
実
を
検
討
す
る
と
、

思
っ
た
以
上
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
内
容
の
な
か

か
ら
、
日
本
の
大
学
入
試
の
文
化
と
は
異
な
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。

新刊に寄せて

伊い

藤と
う

実み

歩ほ

子こ

立
教
大
学
文
学
部
教
授

変動する大学入試
――資格か選抜か
　　ヨーロッパと日本
◎伊藤実歩子　編著
◎Ａ5判・上製・290頁
◎本体3,000円

050-053_114-22_kikou.indd   50 2020/09/15   19:05

51 寄稿　新刊に寄せて

２　

公
平
な
評
価
と
は
何
か

　

さ
て
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
長
い
論
述
試
験
を
公

平
に
評
価
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

あ
え
て
一
言
で
答
え
る
と
す
れ
ば
「
日
本
的
な
公

平
性
は
ほ
ぼ
な
い
」
と
い
う
乱
暴
な
答
え
に
な
っ

て
し
ま
う
。
も
う
少
し
丁
寧
に
答
え
よ
う
と
す
れ

ば
、「
一
点
刻
み
で
合
否
が
分
か
れ
る
よ
う
な
日
本

的
な
公
平
性
は
な
い
」
あ
る
い
は
、「
逆
に
、
日
本

の
入
試
は
不
公
平
だ
と
い
う
見
方
が
あ
る
」
と
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
序
章
で
は
、
こ
の

日
本
的
入
試
公
平
性
信
仰
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高

大
接
続
の
制
度
か
ら
相
対
化
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
。

　

な
お
本
書
で
は
、
序
章
だ
け
で
な
く
、
全
体
を

通
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
は
よ
い
も
の
だ
か

ら
、
導
入
す
べ
き
だ
」
と
い
う
単
純
な
論
調
に
な

ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
る
よ
う
に
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
高
大
接
続
の
制
度
も
、
高
等
教
育
機
関

へ
の
進
学
者
が
マ
ス
化
す
る
に
つ
れ
て
限
界
を
迎

え
て
お
り
、
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
高
大
接
続

改
革
は
今
や
ど
こ
の
先
進
国
に
と
っ
て
も
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
高
大
接
続
の
制
度
は
、
日

本
の
よ
う
な
選
抜
型
で
は
な
く
、
後
期
中
等
教
育

修
了
資
格
を
持
っ
て
い
れ
ば
誰
で
も
入
学
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
格
型
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
の

よ
う
な
仕
組
み
も
含
め
て
「
入
試
」
と
総
称
し
て

い
る
が
、
日
本
の
制
度
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
読
ん
で
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
修
了
資
格
試
験
は
、
国
に
よ
っ
て
呼
称
が

異
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
ア
ビ
ト
ゥ
ア
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
バ
カ
ロ
レ
ア
、イ
タ
リ
ア
で
は
マ
ト
ゥ
リ
タ
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
Ａ
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
全
国
統
一
テ
ス
ト
方
式
の
国
も
あ
れ
ば
、
各

州
あ
る
い
は
各
学
校
で
行
わ
れ
る
国
、
ま
た
両
者

混
合
型
の
国
も
あ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
試
験
で
は
、

も
ち
ろ
ん
多
肢
選
択
問
題
も
あ
る
が
、
冒
頭
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
長
時
間
に
わ
た
る
記
述
試
験
が

あ
る
。
ほ
か
に
も
、
個
別
に
行
わ
れ
る
口
述
試
験

（
ド
イ
ツ
語
圏
、
イ
タ
リ
ア
で
は
必
修
）、
あ
る
い

は
コ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
課
題
探
究
型
論
文

試
験
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

先
の
学
生
ら
の
問
い
に
戻
る
と
、
試
験
の
評
価

も
ま
た
「
資
格
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と

答
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
師
の
「
資
格
」
を

有
す
る
者
は
、
論
述
試
験
や
口
述
試
験
な
ど
の
評

価
を
適
切
に
行
う
能
力
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
社

会
的
に
も
「
信
用
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

書
で
取
り
扱
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
国
で
は
、
全
国
統

一
試
験
で
あ
っ
て
も
、
州
ご
と
、
学
校
ご
と
で
行

わ
れ
る
試
験
で
あ
っ
て
も
、
試
験
の
作
成
者
な
ら

び
に
評
価
者
は
、
送
り
出
す
側
、
す
な
わ
ち
後
期

中
等
教
育
学
校
の
教
師
た
ち
で
あ
る
。
受
け
入
れ

る
側
（
高
校
受
験
な
ら
高
校
、
大
学
受
験
な
ら
大

学
）
が
選
抜
す
る
制
度
に
慣
れ
て
い
る
わ
た
し
た

ち
に
は
こ
れ
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
感
覚
で
あ

る
。

　

評
価
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
い
て
、
も
う
一
点
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
で
取
り
扱
っ

た
国
々
で
は
、
在
学
時
の
成
績
が
資
格
取
得
に
加

味
さ
れ
な
い
国
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
日
本
に
お
け
る
一
般
入
試
で
は
、
い
わ
ゆ
る

内
申
書
は
加
味
さ
れ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

わ
た
し
が
知
人
の
ド
イ
ツ
人
に
こ
う
い
う
と
驚
い

た
顔
を
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
そ
の
時
に
風
邪

を
ひ
い
て
本
来
の
力
を
発
揮
で
き
な
け
れ
ば
ど
う

す
る
の
で
す
か
」「
試
験
の
時
期
に
ア
レ
ル
ギ
ー
が

出
る
私
に
は
と
て
も
不
利
で
す
」
…
…
。「（
風
邪

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
蔓
延
す
る
冬
の
寒
い
時
期

の
、
あ
る
い
は
コ
ロ
ナ
が
再
び
猛
威
を
振
る
で
あ

ろ
う
中
で
の
）
健
康
管
理
も
受
験
対
策
の
う
ち
」

と
い
う
日
本
の
常
識
（
？
）
は
こ
の
場
合
通
じ
な
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い
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
策
と
し
て
、

全
国
統
一
試
験
の
方
式
を
と
る
イ
ギ
リ
ス
の
Ａ
レ

ベ
ル
、
フ
ラ
ン
ス
の
バ
カ
ロ
レ
ア
は
と
も
に
中
止

と
な
っ
た
。
詳
細
は
本
書
各
章
の
最
後
に
付
し
た

コ
ロ
ナ
禍
に
関
す
る
追
記
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。
資
格
試
験
と
選
抜
試
験
と
い
う
大
き
な
違
い

が
あ
る
の
で
容
易
な
比
較
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
日
本
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
か
。

３　

職
業
と
教
育
の
往
還

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
第
７
章
）
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

（
コ
ラ
ム
⑦
）
で
は
、職
業
経
験
を
経
て
か
ら
大
学

へ
行
く
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
新
入
学
生
は
、
二
〇
―
二
四
歳
が
約
半
数
、

一
九
歳
以
下
は
四
分
の
一
、
二
五
歳
以
上
も
四
分

の
一
と
い
う
年
齢
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
、

若
年
層
の
失
業
率
が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
こ
の
傾

向
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
高
大
の
接
続

が
、
高
・
職
・
大
の
接
続
と
な
る
こ
と
で
、
よ
り

自
分
の
興
味
関
心
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
基
づ
い

た
学
修
意
欲
の
高
い
学
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。

　

日
本
で
も
、
近
年
は
例
え
ば
小
中
高
の
教
員
た

ち
が
教
職
大
学
院
で
修
士
号
を
取
得
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合

は
、
職
種
や
学
部
・
大
学
院
を
限
定
す
る
こ
と
な

く
、
ま
た
元
の
職
業
に
戻
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
な
い
こ
と
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
仕
事
を
辞

め
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
給
与
の
い
く
ら
か
は
保
障

さ
れ
（
国
に
よ
っ
て
異
な
る
）、き
ち
ん
と
教
育
機

関
に
通
え
ば
そ
の
間
の
授
業
料
は
の
ち
に
返
還
さ

れ
る
社
会
の
仕
組
み
が
あ
る
。
職
業
と
大
学
を
、

専
門
性
の
垣
根
を
越
え
て
自
由
に
往
復
で
き
る
こ

と
は
、
こ
れ
か
ら
の
働
き
方
、
生
き
方
の
一
つ
と

し
て
日
本
で
も
も
っ
と
考
え
ら
れ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４　

ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の
受
験
生

　

本
書
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン

ス
の
章
で
取
り
上
げ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
高

校
生
や
大
学
生
が
、
自
分
た
ち
に
関
わ
る
教
育
改

革
な
ど
に
対
し
て
デ
モ
を
す
る
の
は
普
通
の
光
景

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
受
験
生
の
意
識
の
違
い
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の

高
校
生
は
大
学
に
「
選
抜
さ
れ
る
側
」
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
校
生
は
取
得
し
た
資
格
を
持
っ

て
、
大
学
を
「
選
択
す
る
側
」
と
い
う
制
度
の
違

い
も
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

紙
幅
の
都
合
で
本
書
に
は
書
け
な
か
っ
た
こ
と

だ
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
一
九
年
に
行
わ
れ
た

ア
ビ
ト
ゥ
ア
の
数
学
の
問
題
が
例
年
に
比
べ
て
難

し
す
ぎ
る
と
し
て
、
七
万
人
の
高
校
生
が
教
育
省

へ
の
嘆
願
書
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
署
名
し
た
と
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
件
は
、
最
終
的
に
は
、
数
学

が
例
年
に
比
べ
て
難
し
す
ぎ
る
と
い
っ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
終
わ
る
の
だ
が
、
こ
う

し
た
抗
議
デ
モ
は
、
こ
の
年
に
限
ら
ず
行
わ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
二
〇
二
〇
年
の
コ
ロ
ナ
禍
で
学
校
が
閉

鎖
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
な
ど
に
切
り
替
え
ら
れ
る

中
で
、
ア
ビ
ト
ゥ
ア
は
多
く
の
州
で
日
程
の
延
期

を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
措
置
に
対
し

て
、
生
徒
会
（
各
学
校
だ
け
で
な
く
、
州
に
も
あ

る
）
や
ア
ビ
ト
ゥ
ア
受
験
生
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ

た
「FairesA

bi2020

」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
は
、今

年
の
ア
ビ
ト
ゥ
ア
の
得
点
は
、
在
学
時
の
評
定
を

よ
く
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
悪
く
す
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
要
求
を
各
州
の
教

育
省
な
ど
に
訴
え
た
。
休
校
中
の
自
宅
学
習
で
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は
、
自
室
が
な
い
、
自
分
の
パ
ソ
コ
ン
が
な
い
、

同
じ
く
休
校
（
園
）
に
な
っ
た
弟
妹
の
世
話
に
明

け
暮
れ
る
、
コ
ロ
ナ
に
よ
り
家
計
が
危
機
に
瀕
す

る
な
ど
の
状
況
は
、
例
年
に
比
べ
て
ま
っ
た
く

「unfair

」
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
高
校
生
た
ち
は
こ
う
し
た
主
張
を
す
る

だ
ろ
う
か
。
誤
解
が
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
く

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
生
に
比
べ
て
日
本
の
高
校

生
は
主
張
を
し
な
い
と
批
判
を
す
る
つ
も
り
は
全

く
な
い
。
む
し
ろ
、
日
本
で
は
、
そ
う
し
た
主
張

を
す
る
「
場
」
の
整
備
と
教
育
が
十
分
に
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
、
例
え

ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
教
育
省
が
、
生
徒
に
よ
る
教
育

へ
の
要
求
を
主
張
す
る
（
そ
し
て
時
に
は
抗
議
デ

モ
を
行
う
）
団
体
に
助
成
金
を
与
え
て
い
る
こ
と

と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
（
注
１
）（

コ
ラ
ム
①
で

解
説
）。

　

上
記
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
徒
た
ち
の
動

向
を
見
て
い
る
と
、
大
学
入
試
で
最
も
重
要
な
ス

テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
、
受
験
生
自
身
で
あ
る
と
い

う
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
受
験
生

は
大
学
に
選
抜
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
大
学
で
学
修
し
て
い
く
主
体
な
の
で
あ

る
。
今
後
、
日
本
に
お
い
て
は
、
大
学
入
試
の
方

法
の
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
受
験
生
が
大
学
入
試

の
あ
り
方
に
積
極
的
に
関
与
で
き
る
仕
組
み
の
構

築
、
ま
た
そ
う
し
た
意
識
を
受
験
生
が
持
つ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
教
育
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

５　

お
わ
り
に

　

大
学
入
試
改
革
は
、
行
財
政
な
ど
複
雑
な
問
題

が
絡
み
合
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
定
員
の
問
題
、

授
業
料
の
問
題
、
奨
学
金
の
問
題
な
ど
は
、
教
育

内
容
・
方
法
を
教
育
実
践
の
具
体
か
ら
検
討
す
る

こ
と
を
専
門
と
す
る
わ
た
し
に
は
到
底
解
決
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
テ
イ
ク

ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
受
験
生
に
と
っ
て
、
ま
た
彼
ら

を
指
導
す
る
高
校
の
教
員
た
ち
に
と
っ
て
、
最
も

重
要
な
の
は
、
入
試
の
方
法
で
あ
り
、
内
容
で
あ

り
、
ま
た
評
価
の
方
法
な
の
で
は
な
い
か
。
ど
の

よ
う
な
入
試
の
方
法
で
あ
れ
ば
、
高
校
ま
で
の
学

力
を
保
障
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
の
大
学
で
の
学
修

や
研
究
に
十
分
な
能
力
と
意
欲
を
可
能
な
限
り
予

測
で
き
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
う

い
う
思
い
で
編
纂
し
た
本
書
を
、
読
者
の
皆
様
に

厳
し
い
目
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
１
：
た
だ
し
、
二
〇
一
九
年
九
月
に
小
規
模
な
が
ら
東
京

で
は
高
校
生
ら
に
よ
る
入
試
改
革
反
対
の
デ
モ
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
大
学
の
教
員
グ
ル
ー
プ
も
署
名
活
動
を
広
く

行
い
、結
果
、英
語
外
部
試
験
導
入
な
ど
は
見
送
ら
れ
た
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
急
速
な
発
展
・
普
及
な
ど
が
こ
う
し
た
行
動
を

容
易
に
し
た
と
は
い
え
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
し
て
の

高
校
生
の
意
識
の
変
化
の
兆
し
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。
し
か
し
、
本
文
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ

う
し
た
意
識
を
持
ち
、
行
動
す
る
こ
と
を
継
続
さ
せ
る
た

め
に
は
、
ま
ず
は
、
そ
う
す
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
認
め

る
「
場
」
の
保
障
、
次
に
そ
の
た
め
の
教
育
が
必
要
で
あ

る
。

【
参
考
】

・「
入
試
改
革
中
止
求
め
高
校
生
ら
デ
モ　

文
科
相
は

『
実
施
に
全
力
』」（
朝
日
新
聞
Ｄ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｌ
） 

 
h
ttp
s://w

w
w
.asah

i.com
/articles/

A
SM
9F52SW

M
9FU
T
IL01R.htm

l（
二
〇
二
〇
年

八
月
三
〇
日
確
認
）

・
鳥
飼
玖
美
子
『
十
代
と
語
り
英
語
教
育　

民
間
試
験
導

入
延
期
ま
で
の
道
の
り
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
―
新
書
、
二

〇
二
〇
。
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高
校
生
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
二
年
生
の
「
現
代
国
語
」
で
漱

石
の
『
そ
れ
か
ら
』
を
学
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
そ
の
頃
も
教
科
書

で
は
『
そ
れ
か
ら
』
は
少
数
派
だ
っ
た
。
の
ち
に
成
城
大
学
で
ゼ

ミ
を
選
ん
だ
高
田
瑞
穂
先
生
が
こ
の
教
科
書
の
現
代
文
の
代
表

で
、『
そ
れ
か
ら
』
が
と
て
も
好
き
だ
っ
た
か
ら
収
録
し
た
の
だ

ろ
う
。
特
に
「
歩
き
た
い
か
ら
歩
く
。
す
る
と
歩
く
の
が
目
的
に

な
る
。
考
え
た
い
か
ら
考
え
る
。
す
る
と
考
え
る
の
が
目
的
に
な

る
」
と
い
う
代
助
の
思
想
が
よ
く
現
れ
た
言
葉
が
お
好
き
だ
っ

た
。
つ
ま
り
は
資
本
主
義
批
判
だ
。
し
か
し
、
こ
の
教
科
書
は
そ

れ
を
押
し
付
け
な
い
。
代
助
だ
け
で
な
く
、
父
親
の
長
井
得
の
考

え
に
つ
い
て
も
「
ど
う
思
う
か
」
と
生
徒
に
問
い
か
け
る
の
で
あ

る
。
二
人
の
考
え
を
対
置
さ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
研

究
の
水
準
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

　『
三
四
郎
』
は
多
く
の
教
科
書
が
、
上
京
し
て
驚
く
小
川
三
四

郎
を
生
徒
に
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
女
性
の
高
校
進
学
が
ま
だ

少
な
く
、
上
京
す
る
こ
と
が
立
身
出
世
に
つ
な
が
っ
て
い
た
時
代

を
映
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
眺
め
て
い
て
驚
く
の
は
収
録
さ
れ
た

評
論
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
検
定
の
有
朋
堂
の『
国
文
　
現
代
編
』

で
は
、
福
沢
諭
吉
「
学
問
の
ス
ス
メ
」、
坪
内
逍
遙
「
小
説
神
髄
」

に
は
じ
ま
っ
て
赤
木
桁
平
「
遊
蕩
文
学
の
撲
滅
」
が
並
ん
で
い
る

の
だ
。
本
名
池
崎
忠
孝
、
の
ち
に
国
会
議
員
に
な
る
漱
石
の
弟
子

で
、
遊
郭
で
遊
ん
だ
こ
と
を
書
く
よ
う
な
不
健
全
な
文
学
を
「
撲

滅
」
せ
よ
と
強
く
訴
え
た
評
論
だ
っ
た
。
い
ま
で
は
修
士
の
大
学

院
生
で
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
、
い
っ
た
い
何
を
教
え
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
度
、大
修
館
書
店
か
ら
『
教
科
書
の
中
の
夏
目
漱
石
』（
仮
題
）

を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
さ
に
戦
後
の
教

科
書
の
中
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』、『
草
枕
』、

教
科
書
は
時
代
を
映
す
鏡

い
ま
、漱
石
を
読
む〈
特
別
版
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き

『
国
語
教
室
』
104
～
110
号
の
人
気
連
載
「
い
ま
、
漱
石
を
読
む
」
が
大
幅
な
書
き
下
ろ
し
を
加
え
て
、
本
に
な
り
ま
す
。

刊
行
に
先
立
っ
て
、
著
者
の
石
原
千
秋
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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『
夢
十
夜
』、『
三
四
郎
』、『
そ
れ
か
ら
』、『
こ
こ
ろ
』、『
現
代
日

本
の
開
化
』、『
私
の
個
人
主
義
』
を
見
て
い
る
。
す
る
と
、
い
ま

書
い
た
よ
う
な
発
見
の
数
々
に
出
逢
う
。そ
れ
が
驚
き
で
も
あ
り
、

楽
し
く
も
あ
る
。
教
科
書
は
数
年
に
一
度
改
訂
さ
れ
る
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
な
形
で
時
代
を
映
し
て
い
る
。
こ
と
に
収
録
教
材
の
変
遷

は
興
味
深
い
が
、定
番
教
材
で
あ
っ
て
も
収
録
箇
所
の
変
遷
や「
学

習
」
の
変
遷
に
時
代
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
は
時
代
の

鏡
で
あ
り
、
時
代
を
生
き
抜
い
て
き
た
の
だ
。
漱
石
に
限
ら
れ
て

は
い
て
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
ら
れ
れ
ば
い
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
こ
の
本
は
、
実
際
に
教
室
で
役
立
つ
よ
う
に
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

に
近
い
テ
イ
ス
ト
で
構
成
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
『
国
語
教
室
』
に
連
載
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

読
み
に
加
筆
し
て
、
一
つ
の
読
み
方
を
提
示
し
て
み
た
。
あ
く
ま

で
「
一
つ
の
」
だ
が
、
そ
れ
は
「
ふ
つ
う
」
の
読
み
で
は
な
く
、

あ
る
意
味
で
教
科
書
教
材
と
し
て
虚
を
突
く
も
の
で
あ
れ
ば
嬉
し

い
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
教
科
書
に
収
め

ら
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
本
の
主
要
部
分
だ

が
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
。

　
た
と
え
十
分
に
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
事
柄

に
つ
い
て
「
〜
で
あ
る
」
と
言
え
る
た
め
に
は
、「
〜
で
は
な
い
」

こ
と
と
比
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。「
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
は
日
本
で
一
番
高
い
タ
ワ
ー
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
、

私
た
ち
は
ど
こ
か
で
別
の
タ
ワ
ー
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
で
は
な
い
タ

ワ
ー
（
お
そ
ら
く
は
東
京
タ
ワ
ー
）
と
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
と
を
比
べ

て
い
る
。
教
室
で
の
読
み
は
見
え
な
い
土
俵
の
中
に
あ
る
。
大
学

の
文
学
も
ま
っ
た
く
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
土
俵
の

輪
郭
を
映
し
出
す
た
め
に
は
、「
教
室
で
の
読
み
で
は
な
い
も
の
」

を
知
る
の
が
有
効
な
方
法
だ
ろ
う
。
虚
を
突
く
よ
う
な
読
み
や
、

思
い
も
し
な
い
よ
う
な
か
つ
て
の
収
録
の
さ
れ
方
を
知
る
こ
と

は
、
い
ま
の
教
室
を
映
し
出
す
鏡
で
も
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
漱
石
を
知
る
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
、
論
文
ガ

イ
ド
。
そ
し
て
、
戦
後
の
漱
石
の
教
科
書
収
録
作
品
が
一
望
で
き

る
よ
う
な
デ
ー
タ
編
か
ら
な
る
。

　
数
年
前
に
『
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
を
ど
う
読
む
か
』（
河
出

書
房
新
社
）
と
い
う
評
論
と
研
究
論
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
集

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
好
評
で
三
刷
り
と
な
っ
た
。
そ
の
勢
い
を

借
り
て
『
三
四
郎
』
を
出
し
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
だ
っ
た
。
付
録
的

な
扱
い
で
あ
っ
て
も
と
に
か
く
中
学
国
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
試
み
た
が
、
や
は
り
さ
っ
ぱ
り
だ
っ

た
。
高
校
国
語
で
『
こ
こ
ろ
』
を
知
的
に
読
ん
だ
経
験
が
、
こ
う

し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
受
け
入
れ
る
素
地
に
な
っ
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
知
的
で
あ
る
こ
と
は
、「
〜
で
は
な
い
」
が
見
え
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
本
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

【
近
刊
】
石
原
千
秋
著
『
教
科
書
の
中
の
夏
目
漱
石
』（
仮
題
）　
四
六
判
・
並
製
・
一
九
二
頁
　
予
価
＝
一
六
〇
〇
円
＋
税
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前
回
の
検
討
で
、
最
初
の
文
を

お
も
と
の
も
の
し
つ
る
物
語
の
﹁
き
り
つ
ぼ
﹂
を
読
み
は

べ
り
き
。

と
書
き
換
え
ま
し
た
。
現
代
語
の
﹁
～
た
﹂
の
書
き
換
え
が
ポ

イ
ン
ト
で
し
た
。
今
回
は
続
く
文
を
書
き
換
え
ま
す
。

　
　

死
ん
で
し
ま
う
桐
壺
更
衣
↓
死
に
ぬ
る
桐
壺
更
衣

で
い
い
で
し
ょ
う
か
？
﹁
死
に
ぬ
る
﹂
と
い
う
表
現
が
、
落
ち

着
き
ま
せ
ん
。﹁
死
ぬ
﹂
は
不
吉
な
言
葉
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま

で
参
考
に
し
て
き
た
現
古
辞
典
で
も
、
様
々
に
言
い
換
え
た
表

現
が
時
代
ご
と
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。し
か
し
今
回
は
、

こ
の
﹁
死
ぬ
﹂
と
い
う
動
詞
に
こ
だ
わ
っ
て
み
ま
す
。

　

現
代
語
に
比
べ
る
と
、
古
語
の
動
詞
の
活
用
は
、
９
種
類
も

あ
っ
て
パ
タ
ー
ン
が
複
雑
で
す
。
活
用
は
品
詞
分
解
の
基
本
で

も
あ
り
、
助
詞
や
助
動
詞
の
接
続
を
考
え
る
上
で
も
重
要
と
な

る
古
典
文
法
の
根
幹
の
一
つ
で
す
。
そ
の
中
で
﹁
死
ぬ
﹂
は
、

﹁
往い

ぬ
﹂と
ペ
ア
で﹁
ナ
行
変
格
活
用︵
ナ
変
︶﹂と
呼
ば
れ
る
、特

別
な
活
用
を
す
る
動
詞
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
活
用
は

　
　

死し

︵
語
幹
︶　

な　

に　

ぬ　

ぬ
る　

ぬ
れ　

ね

で
す
ね
。
教
室
で
先
生
は
、﹁
ナ
変
は
﹃
往
ぬ
﹄﹃
死
ぬ
﹄
の
二

語
し
か
な
い
か
ら
覚
え
て
お
く
よ
う
に
。﹂
と
あ
っ
さ
り
言
う

だ
け
で
、
生
徒
の
ほ
う
は
ペ
ッ
ト
の
犬
が
心
配
に
な
っ
た
り
、

昔
飼
っ
て
い
て
亡
く
な
っ
た
犬
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ん
み

り
し
た
り
す
る
︵
私
も
そ
う
で
し
た
︶
ぐ
ら
い
の
記
憶
し
か
無

課題

次
の
文
章
を
、
紫
式
部
が
わ
か
る
よ
う
に

書
き
換
え
よ
う
。

あ
な
た
の
書
い
た
物
語
の
﹁
き
り
つ
ぼ
﹂
を
読
み

ま
し
た
。
死
ん
で
し
ま
う
桐
壺
更
衣
が
と
て
も
か

わ
い
そ
う
で
し
た
。

「
ナ
特
」で
納
得
！

─
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う 

③

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

第
６
回
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い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
改
め
て
考
え
る
と
、
ナ
変
っ
て
そ

ん
な
に
﹁
変
﹂
で
し
ょ
う
か
？

　

古
典
文
法
が
人
気
の
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
そ
の
用
語
の
難

解
さ
・
複
雑
さ
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
国
学
か
ら
の
研
究

の
伝
統
が
背
景
に
あ
り
ま
す
が
、
二
十
一
世
紀
の
子
供
た
ち
に

は
、
英
文
法
や
、
日
本
語
教
育
で
使
う
文
法
用
語
と
の
す
り
あ

わ
せ
が
必
要
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
﹁
正
格
﹂

活
用
と
﹁
変
格
﹂
活
用
と
い
う
用
語
は
、
あ
ま
り
気
持
ち
の
よ

い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
﹁
死
ぬ
﹂
に
戻
る
と
、
そ
の
活
用
は
不
規
則
で
予
測
不
能
で

は
な
く
、﹁
ナ
・
ニ
・
ヌ
と
、
四
段
活
用
か
と
思
っ
た
ら
、
途

中
か
ら
ヌ
ル
・
ヌ
レ
と
二
段
活
用
に
な
っ
て
最
後
は
四
段
の
ネ

に
戻
る
﹂
と
い
う
、
い
わ
ば
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
の
両
面

を
持
っ
た
﹁
欲
ば
り
﹂
な
活
用
を
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
二
語

し
か
な
い
と
い
っ
て
も
﹁
死
ぬ
﹂
は
お
そ
ら
く
﹁
死し

・
往い

ぬ
﹂︵
死

の
世
界
に
往
っ
て
し
ま
う
︶
が
語
源
で
し
ょ
う
か
ら
、
も
と
も

と
は
﹁
往
ぬ
﹂
一
語
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
動
詞
の
活
用
と
ア
行

カ
行
な
ど
五
十
音
図
の
行
と
の
関
係
を
眺
め
て
み
る
と
、
カ
行

に
は
四
段
、
上
一
段
・
上
二
段
、
下
一
段
・
下
二
段
、
カ
変
と

様
々
の
活
用
を
す
る
動
詞
が
あ
る
の
に
、
ナ
行
に
は
上
一
段
、

下
二
段
と
ナ
変
だ
け
、四
段
と
上
二
段
の
動
詞
が
無
い
の
で
す
。

こ
れ
は
偶
然
で
は
な
く
、
ナ
変
は
、
ナ
行
で
四
段
と
上
二
段
を

兼
任
す
る
特
別
な
動
詞
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

何
が
特
別
な
の
か
と
い
う
と
、
ナ
変
と
同
じ
活
用
を
持
つ
助

動
詞
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
で
す
、
完
了
の
﹁
ぬ
﹂
で
す
。
助

動
詞
﹁
ぬ
﹂
は
、
語
形
︵﹁
往い

ぬ
﹂
の
﹁
い
﹂
が
母
音
脱
落
し
た
︶

か
ら
も
、
意
味
︵﹁
往
っ
て
し
ま
う
﹂
↓
﹁
自
然
に
そ
う
な
っ

て
し
ま
う
﹂︶
か
ら
も
、﹁
往
ぬ
﹂
に
由
来
す
る
助
動
詞
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
助
動
詞
と
し
て
頻
繁
に
現
れ
る
活
用
パ
タ
ー
ン
で

あ
り
、﹁
往
ぬ
﹂
と
い
う
動
詞
自
体
も
関
西
方
言
に
も
残
っ
て

い
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
意
味
の
動
詞
で
あ
り
、﹁
死
ぬ
﹂
も

特
別
な
動
詞
で
す
。ナ
変
で
は
な
く
、ナ
行
特
別
活
用
動
詞
、﹁
ナ

特
﹂
と
名
付
け
た
い
く
ら
い
で
す
。

　

こ
の
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
副
読
本
や
古

語
辞
典
で
も
、
平
安
時
代
に
は
﹁
往
ぬ
﹂﹁
死
ぬ
﹂
に
﹁
ぬ
﹂

が
接
続
す
る
例
が
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
も

と
も
と
の
﹁
往
ぬ
﹂
が
﹁
往
っ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
完
了
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、﹁
ぬ
﹂
を
付
け
る
必
要
が
無
か
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
の
書
き
換
え
は
、

　
　

死
ん
で
し
ま
う
桐
壺
更
衣
↓
死
ぬ
る
桐
壺
更
衣

で
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。ナ
変
以
外
の
変
格
活
用
動
詞
に
も
、

見
直
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
す
が
、そ
れ
は
ま
た
次
回
に
。

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/media/

056-057_114-05_koten-bunpou-kouza.indd   57 2020/09/11   18:46



58国語教室　第 114 号　2020 年 10月

　
朱し

ゅ

熹き

（
一一三〇〜
一二〇〇）。
南
宋
時
代
の
学
者
、
思
想
家
。
字あ

ざ
な

は
元げ

ん

晦か
い

、
の
ち
仲

ち
ゅ
う

晦か
い

。
号
は
晦か

い

菴あ
ん

な
ど
複
数
あ
る
。
儒
学
を
組
織
的
に
体

系
化
し
、「
宋
学
」
を
樹
立
し
た
。
朱
子
と
尊
称
さ
れ
る
。

　
福
建
省
を
め
ぐ
る
旅
の
一
環
と
し
て
、
朱
熹
墓
を
訪
ね
よ
う
と
企

図
し
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
の
七
月
末
の
こ
と
だ
っ
た
。
初
日
の
夕

刻
に
武ぶ

夷い

山さ
ん

空
港
に
着
き
、
翌
日
か
ら
一
帯
を
歩
く
こ
と
と
し
た
。

　
ま
ず
市
の
東
南
部
、
五ご

夫ふ

鎮ち
ん

府ふ

前ぜ
ん

村
に
あ
る
「
紫
陽
楼
遺
址
」
を

訪
れ
た
。
十
代
半
ば
の
朱
熹
が
母
と
と
も
に
移
り
住
み
、
そ
の
後
四

十
年
間
を
過
ご
し
た
旧
居
跡
で
、
彼
の
祖
籍
（
徽き

州
婺ぶ

源げ
ん

）
に
あ
る

紫
陽
山
か
ら
命
名
さ
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
祠
堂
な
ど
を
復
元
し
た

が
、
こ
こ
は
む
し
ろ
「
荷ハ

花ス

の
里
」
と
し
て
有
名
で
、
日
本
の
鄙
び

た
農
村
を
思
わ
せ
る
風
情
が
心
に
残
っ
て
い
る
。同
じ
五
夫
鎮
に
は
、

朱
熹
が
講
学
し
た
「
興こ

う

賢け
ん

書
院
」（
書
院
は
、
宋
代
以
降
多
く
あ
ら
わ

れ
た
私
塾
の
意
）
も
あ
り
、
清し

ん

代
重
修
の
古
建
築
に
興
趣
を
そ
そ
ら

れ
た
。
五
夫
鎮
は
、
二
〇
一
〇
年
に
「
中
国
歴
史
文
化
名
鎮
」
に
登

録
さ
れ
て
い
る
。

　
武
夷
山
で
は
、
観
光
地
区
の
一
角
に
あ
る
「
朱
熹
園
」
に
も
立
ち

寄
っ
た
。
敷
地
内
に
は
、「
武
夷
書
院
」（
も
と
の
名
は
「
武
夷
精せ

い

舎し
ゃ

」。

こ
こ
も
朱
熹
が
講
学
し
た
私
塾
）と
、記
念
公
園
を
備
え
て
い
る
。
公
園

内
に
は
、朱
熹
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
学
者
た
ち
の
塑
像
が
並
ぶ
。

青
山
あ
り
！

　
中
国
祠
墓
紀
行
「WEB国語教室」連動

第
三
回　

朱し
ゅ

熹き

墓ぼ

（
福ふ

く

建け
ん

省
南な

ん

平ぺ
い

市
建け

ん

陽よ
う

区
）

文
と
写
真
　
平ひ

ら

井い

　
徹

と
お
る

慶
應
義
塾
大
学
講
師
（
中
国
文
学
）

◆DATA
人物：朱熹（1130-1200）。南宋時代の学者、思想家。
墓所：福建省南平市建陽区黄坑鎮後塘村大林谷、
市街から西北78km
アクセス：東京から ▶ 4h　厦門〈アモイ〉▶

1h　武夷山空港 ▶ 1.5h
あわせて行きたい：朱熹故里・記念館（江西省上
饒〈じょうじょう〉市婺源〈ぶげん〉県）、鵝湖〈が
こ〉書院（江西省上饒市鉛山県）

福 建 省
◉南平市

江 西 省

厦門•
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翌
朝
、
一
路
南
下
し
て
、
建
陽
の
朱
熹
墓
に
向
か
う
。
二
〇
一
五

年
以
降
の
行
政
区
分
で
は
、
建
陽
区
と
し
て
南
平
市
の
一
部
に
編
入

さ
れ
て
い
る
が
、
私
が
訪
問
し
た
時
は
独
立
し
た
市
だ
っ
た
。

　
墓
は
郊
外
の
黄こ

う

坑こ
う

鎮
後こ

う

塘と
う

村
大だ

い

林り
ん

谷こ
く

、
田
圃
の
中
の
静
寂
な
一
角

に
あ
る
。
墓
地
は
二
百
平
米
ほ
ど
で
こ
ぢ
ん
ま
り
し
て
い
る
。
墓
は

東
向
き
で
、
中
国
の
墓
に
は
珍
し
く
、
卵
型
の
栗
石
に
覆
わ
れ
た
円

丘
形
で
、
い
か
に
も
「
奥お

く

津つ

城き

」
と
い
っ
た
風
情
に
富
ん
で
い
る
。

清
の
康こ

う

煕き

五
十
六
年
（
一
七
一
七
）
に
建
て
ら
れ
た
墓
碑
に
「
宋
先

賢
／
朱
子
／
夫
人
劉
氏
／
墓
」
と
あ
る
と
お
り
、
夫
婦
の
合
葬
墓
で

あ
る
。
劉
氏
の
歿
年
は
朱

熹
よ
り
二
十
年
以
上
も
前

で
あ
り
、
風
水
に
恵
ま
れ

た
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

朱
熹
は
生
前
よ
り
、
妻
と

と
も
に
こ
こ
に
葬
ら
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
朱

熹
が
建
陽
の
「
滄そ

う

州し
ゅ
う

精

舎
」（
現
在
の「
考
亭
書
院
」）

で
歿
し
た
当
時
、
そ
の
学

は
「
偽
学
」
と
し
て
弾
圧

さ
れ
て
い
た
が
、
葬
儀
に

は
、
彼
を
慕
う
数
千
人
が

参
列
し
た
と
い
う
。
朱
子
学
が
「
官
学
」
と
し
て
認
可
さ
れ
、
権
威

を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
彼
の
墓
に
詣
で
る
者
は
、
手
前
の

亭
で
、
文
官
は
轎か

ご

よ
り
降
り
、
武
官
は
下
馬
す
る
習
わ
し
と
な
っ
た
。

▲五夫鎮の荷花（2012年7月撮影）

▲建陽の朱熹墓。酷暑の中、訪れる人もなく、神さびたたたずまいで、沖縄に多く見られる亀甲
墓を想起した。（2012年7月撮影）
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二
〇
一
七
年
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
大

物
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
よ
る
セ
ク
ハ

ラ
被
害
の
告
発
か
ら
始
ま
っ
た
＃

M
eeT
oo

運
動
は
、
全
世
界
の
女
性

た
ち
の
抗
議
へ
と
発
展
し
た
。ま
た
、

米
国
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
州
で
起
き
た
白

人
警
官
に
よ
る
不
当
な
拘
束
に
よ
っ

て
黒
人
男
性
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ロ
イ
ド

が
死
亡
し
た
事
件
は
記
憶
に
新
し
い
。

二
十
一
世
紀
に
し
て
な
お
ア
メ
リ
カ

に
は
根
強
い
人
種
差
別
が
蔓
延
し
て

い
る
こ
と
が
世
界
中
に
知
れ
渡
る
象

徴
的
な
事
件
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

人
種
、
性
、
宗
教
な
ど
、
人
々
の

関
係
性
の
分
断
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
古
く
て
新
し
い

問
題
と
な
っ
た
。
文
学
は
そ
う
し
た

世
界
の
構
造
的
な
暴
力
を
物
語
の
主

人
公
や
そ
の
周
辺
の
人
物
を
通
じ
て

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

本
書
は
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
や
ブ
コ
ウ

ス
キ
ー
な
ど
二
〇
世
紀
の
ア
メ
リ
カ

文
学
作
品
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ

ッ
ク
や
ハ
ン
・
ガ
ン
な
ど
二
十
一
世

紀
の
世
界
の
文
学
作
品
を
著
者
の
語

り
を
通
じ
て
紹
介
し
て
い
く
。

中
村
和
恵
、
温
又
柔
、
く
ぼ
た
の

ぞ
み
、
岸
本
佐
知
子
の
四
名
を
迎
え

た
対
談
も
本
書
に
魅
力
的
な
色
彩
を

与
え
て
い
る
。

国
語
の
授
業
で
は
日
課
と
も
い
え

る
「
音
読
」
だ
が
、
目
的
が
曖
昧
な

ま
ま
漫
然
と
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
声
の

高
さ
を
変
え
る
と
い
う
単
純
な
動
き

に
こ
れ
ほ
ど
の
深
い
意
味
が
あ
っ
た

の
か
と
、
本
書
を
読
む
人
は
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

意
外
な
こ
と
に
、
日
本
語
の
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
単
独
で
扱
っ
た
書

籍
は
こ
れ
が
初
め
て
な
の
だ
と
い
う
。

第
一
人
者
が
長
年
の
研
究
成
果
を
ま

と
め
た
待
望
の
書
で
あ
る
。
理
論
を

一
通
り
解
説
す
る
の
み
な
ら
ず
、
音

読
・
朗
読
の
実
践
の
た
め
の
懇
切
丁

寧
な
助
言
が
満
載
で
あ
り
、
実
用
書

と
し
て
の
性
格
も
強
い
。

最
も
参
考
に
な
る
の
は
「
意
味
の

限
定
」
や
「
フ
ォ
ー
カ
ス
」
に
関
わ

る
話
だ
ろ
う
。「
け
さ
買
っ
た
ば
か
り

の
傘
を
な
く
し
た
」
は
、「
け
さ
買
っ

た
」
と
も
「
け
さ
な
く
し
た
」
と
も

取
れ
る
。「
私
に
は
も
う
ひ
と
り
娘
が

い
ま
す
」
で
は
、
娘
は
複
数
で
な
く

一
人
の
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
声

の
高
低
の
動
き
で
言
い
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。「
ご
ん
狐
」の
朗
読
を
理

詰
め
で
細
か
く
分
析
す
る
部
分
が
圧

巻
。
例
文
の
音
声
を
特
設
サ
イ
ト
で

手
軽
に
聞
け
る
の
が
あ
り
が
た
い
。

日
本
語
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

│
│
し
く
み
と
音
読・朗
読
へ
の
応
用

郡　

史
郎 

著

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
五
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
六
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
小
河
内
光

四
六
判
・
並
製
・
二
二
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
加
賀
観
月

引
き
裂
か
れ
た
世
界
の
文
学
案
内

│
│
境
界
か
ら
響
く
声
た
ち

都
甲
幸
治 

著
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言
語
景
観
か
ら
学
ぶ
日
本
語

磯
野
英
治 

著

「
言
語
景
観
」
と
は
、街
を
歩
い
て

い
て
自
然
に
視
界
に
入
る
文
字
・
記

号
の
類
を
い
う
。
そ
れ
を
言
葉
の
教

育
に
生
か
す
こ
と
を
目
的
に
編
ま
れ

た
本
。
看
板
・
案
内
表
示
・
ポ
ス
タ

ー
な
ど
の
写
真
を
豊
富
に
載
せ
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
を
課
す
。
公

共
表
示
と
民
間
表
示
、
多
言
語
化
、

漢
字
・
仮
名
の
表
記
法
、
方
言
の
使

用
な
ど
、
話
題
は
多
岐
に
わ
た
る
。

本
書
の
特
徴
の
一
つ
は
、
社
会
的

背
景
へ
の
関
心
で
あ
る
。「
海
抜
４
．

０
メ
ー
ト
ル
」と
い
う
表
示
の
意
味
。

電
柱
に
貼
ら
れ
た
塾
の
案
内「
算
数
・

数
学 

英
語 

国
語 

日
本
語
」
か
ら
想

像
さ
れ
る
地
域
の
特
色
。
ふ
だ
ん
気

に
も
留
め
な
い
文
字
を
観
察
の
対
象

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
街
の
見
え

方
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
外
国
人
の

目
か
ら
日
本
語
を
捉
え
る
視
点
だ
。

海
外
の
観
察
例
も
多
数
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
韓
国
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
表
示
「
処

理
中
だ
か
ら
少
々
お
待
ち
く
だ
さ

い
」、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
化
粧
品
店
の

名
「
こ
ず
い
い
」
な
ど
、
日
本
語
に

つ
い
て
考
え
る
切
り
口
は
無
数
に
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

街
そ
の
も
の
が
「
教
材
」
の
宝
庫

だ
っ
た
の
だ
。注
目
の
分
野
で
あ
る
。

評
者
＝
山
本　

敦

本
書
は
ビ
ジ
ネ
ス
や
就
活
の
場
面

で
伝
え
た
い
こ
と
を
ど
う
伝
え
る
と

聞
き
手
に
効
果
的
か
に
つ
い
て
解
説

し
た
も
の
で
あ
る
。
３
章
構
成
で
、

第
１
章
は
面
接
、
第
２
章
は
プ
レ
ゼ

ン
、
第
３
章
は
話
し
合
い
の
場
面
で

の
伝
え
方
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い

る
。本

書
は
ス
ト
ー
リ
ー
形
式
を
採
用

し
、
大
学
生
、
若
手
社
会
人
、
留
学

生
を
受
講
者
と
し
た「
伝
え
方
講
座
」

を
開
講
す
る
と
い
う
設
定
と
な
っ
て

い
る
。
親
近
感
を
持
っ
て
小
説
を
読

む
感
覚
で
読
み
進
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
各
章
の
項
目
で
挙
げ
ら
れ

四
六
判
・
並
製
・
二
二
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
六
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
六
〇
〇
円
＋
税

て
い
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
心
理

学
や
行
動
経
済
学
な
ど
の
知
見
を
基

に
、
学
問
的
な
根
拠
を
も
っ
て
解
説

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
長
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
聞
き
手
が
知
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
情
報
を

先
に
出
す
こ
と
で
聞
き
手
の
興
味
を

引
け
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
人
は
知
識
や
情
報
に
欠
け

て
い
る
部
分
（
隙
間
）
が
あ
る
と
苦

痛
を
覚
え
る
と
い
う
行
動
経
済
学
の

「
隙
間
理
論
」
に
基
づ
い
て
い
る
。

印
象
よ
く
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い

る
人
な
ら
読
ん
で
も
ら
い
た
い
良
書

で
あ
る
。

評
者
＝
内
村　

聡

高
嶋
幸
太
／
木
村
久
美 

著

ビ
ジ
ネ
ス・就
活
で
活
き
る

「
伝
え
方
」の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
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「
学
び
の
保
障
」総
合
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

　

文
部
科
学
省
は
「『
学
び
の
保
障
』
総
合
対
策
パ

ッ
ケ
ー
ジ
」
を
公
表
し
、
一
斉
休
業
に
よ
る
授
業

の
遅
れ
へ
の
対
策
な
ど
の
支
援
策
を
示
し
た
。

https://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/

coronavirus/1411020_00004.htm
l

　

こ
の
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
連
す
る
サ
イ
ト
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

●
子
供
の
学
び
応
援
サ
イ
ト
（
文
部
科
学
省
）

https://w
w
w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/ikusei/

gakusyushien/index_00001.htm

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
連
し
た
感
染
症
対
策

に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て
（
文
部
科
学
省
）

h
ttp

s://w
w

w
.m

ex
t.g

o.jp
/a_m

en
u
/

coronavirus/index.htm
l

「
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」発
表

　

文
部
科
学
省
は
、
6
月
19
日
、「
令
和
３
年
度
大

学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」
を
公
表
し
た
。
そ
れ

を
受
け
、
7
月
22
日
に
は
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

が
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
「
受
験
案
内
」
及
び

「
受
験
上
の
配
慮
案
内
」
を
公
開
し
た
。

　

来
年
度
の
共
通
テ
ス
ト
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
、
学
業
の
遅
れ
を
理
由

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。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

　教育行政関係
小学校で新学習指導要領全面実施（4/1）
｢全国学力・学習状況調査｣｢全国体力・運
動能力、運動習慣等調査｣中止決定（4/17）
全国の小中高等学校が再開（6/1）
文科省「『学びの保障』総合対策パッケ
ージ」公表（6/5）

「科学技術・イノベーション基本法」（改
正科学技術基本法）が成立（6/17）
文科省、2021 年度「大学入学者選抜
実施要項」発表（6/19）
中教審、普通科再編案を議論へ（7/17）
大学入学共通テスト「受験案内」及び

「受験上の配慮案内」公表（7/22）

　時事
別役実死去。82 歳（3/3）
オリンピック延期決定（3/24）
本屋大賞発表。凪良ゆう『流浪の月』（4/7）
７都府県で緊急事態宣言（4/7）
※16 日に対象を全国に拡大。5/25

までに段階的に解除。
遠藤周作の未発表原稿発見（６/26）
芥川賞・直木賞発表。芥川賞は高山羽
根子「首里の馬」、遠野遥「破局」、直
木賞は馳星周「少年と犬」（7/15）
外山滋比古死去。96 歳（7/30）
山崎正和死去。86 歳（8/19）
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と
し
た
日
程
の
選
択
（
第
1
、
第
2
日
程
か
ら
）

が
可
能
と
な
っ
た
（
既
卒
生
は
対
象
外
）。
ま
た
、

罹
患
し
た
受
験
生
の
受
験
機
会
確
保
の
た
め
、
2

週
間
お
き
に
3
回
の
日
程
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
対
応

第
１
日
程　
　

１
月
16
・
17
日

第
２
日
程　
　

１
月
30
・
31
日

（
在
学
生
が
学
業
の
遅
れ
を
理
由
に
出
願
時
に
選

択
可
能
。
第
１
日
程
の
追
試
験
も
兼
ね
る
）

特
例
追
試
験　

２
月
13
・
14
日

（
第
２
日
程
の
追
試
験
）

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
受
験
案
内（https://w

w
w
.

dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r3.htm
l

）

文
部
科
学
省
（https://w

w
w
.m

ext.go.jp/a_
m
enu/koutou/senbatsu/1346785.htm

）

遠
藤
周
作
の
未
発
表
原
稿
発
見

　

長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
は
、
遠
藤
周
作
の
未

発
表
小
説
「
影
に
対
し
て
」
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

を
公
表
し
た
。
発
見
さ
れ
た
の
は
草
稿
２
枚
及
び

秘
書
に
よ
る
清
書
原
稿
１
０
４
枚
。

（http://w
w
w
.city.nagasaki.lg.jp/endou/

new
s/?id=132

）

夏
休
み
の
短
縮

　

文
部
科
学
省
は
７
月
17
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
踏
ま
え
た
公
立
学
校
に
お

け
る
学
習
指
導
等
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
」
を

公
表
し
た
。
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
4
月
1
日
以

降
に
学
校
を
休
業
し
た
自
治
体
は
、
全
体
の
9
割

以
上
に
及
ん
だ
。
再
開
後
の
対
応
と
し
て
、
夏
休

み
を
短
縮
す
る
と
し
た
自
治
体
が
95
％
に
上
っ
た
。

（https://w
w

w
.m

ext.go.jp/content/ 
20200717-m

xt_kouhou01-000004520_1.pdf

）

高
校
普
通
科
の
再
編

　

中
央
教
育
審
議
会
の
特
別
部
会
は
、７
月
17
日
、

今
後
の
高
校
の
在
り
方
を
議
論
す
る
作
業
グ
ル
ー

プ
か
ら
、普
通
科
再
編
に
関
す
る
報
告
を
受
け
た
。

現
在
、
高
校
生
の
７
割
が
普
通
科
在
籍
だ
が
、「
普

通
」
と
い
う
名
称
に
は
、
画
一
的
な
学
び
の
印
象

が
伴
う
。
そ
の
た
め
今
回
の
再
編
で
は
、
学
校
設

置
者
の
判
断
で
魅
力
的
な
学
科
を
柔
軟
に
設
置
で

き
る
よ
う
に
し
、
生
徒
の
学
習
意
欲
の
喚
起
を
狙

う
。
具
体
的
に
は
、SD

Gs

の
実
現
な
ど
の
分
野

横
断
的
な
学
び
に
重
点
を
置
く
学
科
な
ど
特
色
の

あ
る
学
科
の
新
設
を
認
め
る
。今
後
議
論
を
深
め
、

年
度
内
に
答
申
を
ま
と
め
る
予
定
。

研
究
会
だ
よ
り

日
本
語
学
会
２
０
２
０
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］２
０
２
０
年
10
月
24
日
（
土
）・
25
日
（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.jpling.gr.jp/taikai/ 
2020b/

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
第
１
３
９
回 

秋
期
大
会

［
日
時
］２
０
２
０
年
10
月
31
日（
土
）・
11
月
１
日（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.jtsj.org/

日
本
近
代
文
学
会　

２
０
２
０
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］詳
細
未
定

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］http://am

jls.w
eb.fc2

.com
/

conference.htm
l

日
本
漢
字
学
会

［
日
時
］２
０
２
０
年
11
月
28
日
（
土
）・
29
日
（
日
）

［
場
所
］立
命
館
大
学
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス　

［
問
合
せ
］https://jsccc.org/

※
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
或
い
は
中
止
の
可
能
性
あ
り

●
開
催
中
止

・
第
83
回
国
語
教
育
全
国
大
会
（
20
年
９
月
）

・ 

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
会
第
53
回

研
究
大
会
石
川
大
会
（
20
年
10
月
）

062-063_114-14_kokugo-news-topic.indd   63 2020/09/11   18:49



64国語教室　114号　2020年10月

国語教室編集室
鈴   木   一   行

広研印刷株式会社
株式会社 大修館書店

 〒113-8541東京都文京区湯島２‐１‐１
電話 03（3868）2651（販売部） 03（3868）2291（編集部）

詩
の
作
品
、
大
募
集
！

詩
人
の
和
合
亮
一
先
生
に
よ
る
新
連

載
「
詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ
」
で
は
、高

校
生
に
よ
る
詩
の
創
作
作
品
を
募
集
い

た
し
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
作
品

は
、
和
合
先
生
に
選
ん
で
い
た
だ
き
、

優
れ
た
も
の
を
連
載
の
中
で
ご
紹
介
し

ま
す
。
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
方
に
は
、

大
修
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
！

「
大
修
館
書
店
『
国
語
教
室
』
係
」
ま

で
、
奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
営
業
だ
よ
り

国語教室　第114号
2020年10月15日発行

　

編 集 人
発 行 人
印 刷 所
発 行 所

出版情報　https://www.taishukan.co.jp
　

　     

編
集
室

　

私
は
小
学
生
の
と
き
か
ら
将
棋
が
趣
味
で
、
今
で
も
プ
ロ
棋
士
の
対
局

を
見
る
と
き
が
至
福
の
時
間
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
大
好
き
な
藤

井
聡
太
二
冠
の
躍
進
は
自
身
の
活
力
の
源
で
あ
り
、
明
る
い
未
来
へ
の
光

明
に
も
思
え
ま
す
。
彼
は
デ
ビ
ュ
ー
以
来
記
録
を
更
新
す
る
度
に
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
僥
倖
」
や
「
望
外
」
と
い
っ
た
読
書
で
得
た
難
解
な
語
句

を
、
自
分
の
言
葉
と
し
て
自
然
に
発
し
ま
す
。
十
八
歳
の
誕
生
日
に
抱
負

を
聞
か
れ
た
と
き
に
は
「
探
究
」
が
自
分
の
課
題
で
あ
る
と
語
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
大
切
な
テ
ー
マ
を
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
、一
流
た
る
所
以
で
し
ょ
う
か
。
私
も
新
し
い『
明

鏡
国
語
辞
典
』
を
活
用
し
て
生
き
た
言
葉
を
身
に
付

け
、
課
題
解
決
に
日
々
精
進
し
て
参
る
所
存
で
す
。

 

仙
台
営
業
所
　
富
田
智
春

　

新
年
度
開
始
と
と
も
に
、本
棚
を
買
い
替
え
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら「
自

分
だ
け
の
書
斎
を
持
つ
」
と
い
う
夢
が
あ
り
、
部
屋
の
壁
一
面
に
本
が
ず

ら
り
と
並
ん
で
い
る
様
に
、
ず
っ
と
憧
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
理
想
に
は
程

遠
い
小
さ
な
本
棚
で
す
が
、
そ
の
一
角
に
辞
典
ス
ペ
ー
ス
も
設
け
て
い
ま

す
。
テ
レ
ビ
を
見
て
い
て
気
に
な
っ
た
言
葉
を
引
く
よ
う
に
し
て
い
る
の

で
す
が
、
テ
レ
ビ
そ
っ
ち
の
け
で
読
み
続
け
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
。
一
つ
調
べ
る
と
同
ペ
ー
ジ
内
に
複
数
の
情
報
を
得
ら
れ
、
解

説
文
も
短
く
「
ち
ょ
い
読
み
」
に
丁
度
良
い
の
で
す
。
家
に
ず
っ
と
い
る

よ
う
な
と
き
に
は
、
辞
典
を
読
み
、
合
間
に
辞
典
の

重
さ
を
活
用
し
て
筋
ト
レ
し
て
み
る
の
も
悪
く
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

東
京
支
店
　
橋
本
歩
佳

「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

２
０
２
０
」
の
旗
が
、
さ

み
し
く
風
に
揺
ら
れ
て
い
た
春
先
。
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
で
、
近
所
の
高
校
か
ら
は
生
徒
の

声
が
消
え
、商
店
街
の
お
店
も
営
業
を
縮
小
、

い
つ
も
と
は
違
う
新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
と
な

り
ま
し
た
。
夏
に
な
り
、
暑
い
の
を
我
慢
し

て
マ
ス
ク
を
着
け
る
こ
と
に
は
慣
れ
ま
し
た

が
、
未
だ
に
慣
れ
な
い
の
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
打
ち
合
わ
せ
で
す
。

友
人
や
家
族
の
ほ
か
、
仕
事
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
機

会
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
編
集
部
も
不
慣
れ

な
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
で
の
会
議
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
対

面
な
ら
何
と
な
く
伝
わ
っ
て
し
ま
う
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
き
ち
ん
と
言
葉
で
説
明
で

き
な
か
っ
た
り
、
相
手
の
意
図
を
十
分
汲
み

取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
…
…
。
誤
解

を
減
ら
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
や
り
と
り
を

ス
ト
レ
ス
の
な
い
も
の
に
す
る
た
め
に
も
、

豊
か
な
語
彙
力
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。　

冬
に
向
け
て
、
少
し
ず
つ
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
も
心
配
に
な
る
時
期
。
家
で
ゆ
っ
く
り
本

を
読
み
、わ
か
ら
な
い
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、

『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版
』
を
開
い
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。（
孝
）
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