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今
と
な
っ
て
は
非
常
に
恥
ず
か
し
い
話
な
の
で
す
が
、
一
〇
代

後
半
か
ら
二
〇
代
半
ば
過
ぎ
ま
で
、
わ
た
し
は
ず
っ
と
、
小
説
家

に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
ま
し
た
。
長
編
は
一
〇
本
ほ
ど
、
短
編

や
中
編
は
、
お
そ
ら
く
四
〇
本
以
上
は
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
実
は
小
学
生
の
頃
の
夢
は
マ
ン
ガ
家
に
な
る
こ
と
で
、
文
学
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
も
多
い
手
塚
治
虫
の
影
響
か
ら
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
な
ど
を
マ
ン
ガ
化
し
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
ま
ま
、
一
〇
代
初
め
頃
か
ら
、
文
学

作
品
に
強
い
興
味
と
憧
れ
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。

　
大
学
に
入
っ
て
か
ら
は
、と
り
わ
け
西
洋
文
学
に
惹
か
れ
、ゲ
ー

テ
を〝
神
〞
と
仰
ぎ
、『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
を
常
に
ポ
ケ
ッ

ト
に
携
帯
し
（
こ
れ
も
ま
た
、
青
臭
い
恥
ず
か
し
い
話
で
す
）、
岩

波
文
庫
の
赤
帯
は
お
そ
ら
く
そ
の
大
半
を
読
み
ま
し
た
。

　
文
学
の
、
い
っ
た
い
何
が
わ
た
し
を
惹
き
つ
け
た
の
か
。
今
に

な
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
の
理
由
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　「
芸
術
と
は
真
理
の
生
成
で
あ
り
生
起
で
あ
る
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0
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0

0

0

0
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」と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
言
っ
て
い
ま
す
が
（『
芸
術
作
品
の
根
源
』）、
解
釈
次
第
で
は
、

こ
れ
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
芸
術
の
本
質
洞
察
で
す
。
本
来
で
あ

れ
ば
い
く
つ
か
の
注
釈
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
、「
芸
術
と
は
、

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
〝
ほ
ん
と
う
〞
の
〝
意
味
世
界
〞
を
生

0

0

0

0

0

0
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せ
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も
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で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
直
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
文
学
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
芸
術
は
、
わ
た
し
た
ち
に
「
こ
の
よ
う

な
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
が
あ
っ
た
の
か
」
と
知
ら
し
め
て
く
れ

る
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
〝
意
味
〞
を
、
わ
た
し
た
ち
の

う
ち
に
生
起
さ
せ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
美
し
い
音
楽
に
酔
い
し
れ
る
時
、
わ
た
し
た
ち
は
、「
こ
の
よ

う
な
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
が
あ
っ
た
の
か
」
と
思
わ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
す
ぐ
れ
た
文
学
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
感
じ
取

る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
人
生
に
お
い
て
あ
り
う
べ
き
、
あ
る
い

苫と
ま

野の

一い
っ

徳と
く

熊
本
大
学
准
教
授
。
専
門
は
哲
学
・
教

育
学
。
著
書
に
、『「
自
由
」
は
い
か
に

可
能
か
―
―
社
会
構
想
の
た
め
の
哲

学
』『
ど
の
よ
う
な
教
育
が
「
よ
い
」
教

育
か
』『
愛
』
な
ど
多
数
。

〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〟を
見
せ
て
く
れ
る
も
の

文
学
エ
ッ
セ
イ
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は
あ
れ
か
し
と
願
う
、
あ
る
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。

　
も
ち
ろ
ん
、
文
学
が
描
き
出
す
の
は
何
も
美
し
い
世
界
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
罪
と
罰
』
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
描
い

た
の
は
、
ま
さ
に
罪
と
罰
の
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
で
す
。
主
人

公
が
犯
し
た
罪
、
そ
の
た
め
に
彼
が
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
罰
。

作
家
が
読
者
の
前
に
描
い
て
み
せ
た
の
は
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
的

な
罪
と
罰
の
〝
ほ
ん
と
う
〞
で
あ
る
と
わ
た
し
た
ち
に
迫
る
│
│

一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
二
度
と
取
り
戻
す

こ
と
の
で
き
な
い
関
係
性
の
断
絶

0

0

0

0

0

0

で
す
│
│〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞

そ
の
も
の
な
の
で
す
。

　
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
を
開
示
し

な
い
も
の
を
、
わ
た
し
た
ち
が
文
学
や
芸
術
の
名
で
呼
ぶ
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
単
な
る
技
巧
、
単
な
る
心
地
よ
さ
、
単
な
る
模
倣

作
品
、
お
決
ま
り
の
感
動
…
…
そ
う
し
た
も
の
を
、
わ
た
し
た
ち

が
芸
術
（
と
し
て
の
文
学
）
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
芸
術
・
文
学
と
呼
ぶ
か
は
、

特
権
的
な
誰
か
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
人
び
と
の
自
由
な
批
評
を
通
し
て
、
時
に
長
い
時
間
を
か

け
て
合
意
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、

わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
作
品
を
芸
術
だ
と
確
信
す
る
時
、
そ
こ
に

〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
と
い
う
意
味
の
生
成
を
必
ず
感
じ
取
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
と
り
わ
け
若
者
に
と
っ
て
、こ
の
よ
う
な
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞

は
、
時
に
え
も
言
わ
れ
ぬ
力
で
そ
の
心
を
と
ら
え
る
も
の
で
す
。

そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
、
多
く
の
若
者
は
、
特
に
何
ら
か
の
満
た

さ
れ
な
さ
や
挫
折
を
味
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
若
者
た
ち
は
、
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
の
胸
の
う
ち
に
、
あ
り
う
べ
き
、
あ
る
い
は
あ
れ
か

し
と
願
う
何
ら
か
の
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
を
夢
見
て
い
る
か
ら

で
す
。
そ
し
て
あ
る
時
、
そ
ん
な
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
が
、
文

学
作
品
の
中
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
す
。

　
そ
れ
は
決
し
て
、
た
だ
の
現
実
逃
避
で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
文
学
は
、
い
さ
さ
か
逆
説
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
虚
構
の
中
の
圧
倒
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界

に
は
〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
が
確
か
に
あ
り
う
る
こ
と
を
知
ら
し

め
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

　
誰
も
が
文
学
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
誰
も
が
そ
の

よ
う
な
作
品
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
わ
た
し
は
、
多
く
の
若
い
人
た
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
出

会
い
に
恵
ま
れ
る
幸
福
を
ぜ
ひ
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
文
学
と
の
出
会
い
は
、
わ
た
し
た
ち
に
、
わ
た
し
た

ち
は
「
た
だ
生
き
る
」
の
で
は
な
く
、〝
ほ
ん
と
う
〞
を
求
め
、

そ
れ
に
「
憧
れ
つ
つ
生
き
る
」
こ
と
の
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
は

ず
だ
か
ら
で
す
。
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去
年
か
ら
大
学
で
週
一
回
だ
け
演
習
の
授
業
を
持
っ
て
い
る
。

授
業
と
い
っ
て
も
、学
生
と
一
緒
に
小
説
を
読
ん
で
い
る
だ
け
だ
。

私
は
研
究
者
で
も
批
評
家
で
も
な
い
し
、
小
説
を
読
む
の
に
小
説

家
だ
ろ
う
が
学
生
だ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
み
ん
な
で
読
ん
で
、
あ

れ
こ
れ
意
見
を
交
わ
す
。
そ
ん
な
ん
で
い
い
の
か
知
ら
な
い
が
私

は
楽
し
い
し
学
生
も
楽
し
そ
う
に
見
え
る
。

　
読
書
と
い
う
の
は
基
本
的
に
ひ
と
り
で
し
か
で
き
な
い
か
ら
、

自
分
の
読
み
方
を
他
人
に
伝
え
た
り
、
他
人
の
読
み
方
を
知
っ
た

り
す
る
と
、
気
づ
く
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
読
み

方
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
議
論
す
る
。
結
論
を
求
め
た
が
る
者
も

い
る
が
、
授
業
内
で
の
結
論
は
出
さ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
が

共
振
し
た
り
ぶ
つ
か
っ
た
り
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
勢
で
ひ
と
つ
の

小
説
を
読
む
こ
と
の
意
義
だ
と
思
う
。
議
論
は
結
構
だ
が
結
論
は

出
し
た
い
者
が
各
々
出
せ
ば
い
い
し
、
出
さ
な
く
て
も
い
い
。

　
今
年
、
授
業
が
終
わ
っ
た
あ
と
私
の
と
こ
ろ
に
質
問
に
き
た
学

生
が「
自
分
は
物
語
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
く
て
、ど
ん
ど
ん
ペ
ー

ジ
を
め
く
っ
て
読
み
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
小
説
し
か
お
も
し
ろ
い

と
思
え
な
い
ん
で
す
」
と
言
っ
た
。

　
読
書
と
い
う
の
は
好
き
な
小
説
を
好
き
な
よ
う
に
読
め
ば
い
い

も
の
だ
と
思
う
が
、
大
学
の
授
業
や
演
習
で
取
り
上
げ
る
小
説
に

は
、
な
に
も
事
件
が
起
き
な
い
と
か
、
主
人
公
が
延
々
思
索
を
め

ぐ
ら
せ
る
と
か
、と
り
と
め
な
い
会
話
や
風
景
描
写
が
続
く
と
か
、

展
開
ら
し
い
展
開
の
な
い
作
品
も
ま
あ
多
い
。
た
と
え
ば
リ
ー
ダ

ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
エ
ン
タ
メ
小
説
を
読
み
慣
れ
て
い
る
と
、
授
業

で
読
む
よ
う
な
小
説
は
平
板
で
と
っ
か
か
り
が
な
く
、
ど
う
楽
し

め
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
学
生
は
、
そ
の
こ

と
に
少
し
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

　「
ど
う
す
れ
ば
展
開
の
な
い
小
説
を
お
も
し
ろ
く
読
む
こ
と
が

で
き
ま
す
か
」
と
そ
の
学
生
は
私
に
訊
い
た
。

　「
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
み
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
私
は
伝
え
た
。

　
ふ
だ
ん
自
分
が
読
む
よ
り
何
倍
も
時
間
を
か
け
て
、
一
文
一
文

を
読
ん
で
み
る
。
別
に
好
み
の
合
わ
な
い
小
説
を
選
ぶ
必
要
は
な

滝た
き

口ぐ
ち

悠ゆ
う

生
し
ょ
う

小
説
家
。
二
〇
一
六
年
、「
死
ん
で
い

な
い
者
」
で
芥
川
賞
を
受
賞
。
主
な
著

書
に
、『
愛
と
人
生
』『
ジ
ミ
・
ヘ
ン
ド

リ
ク
ス
・
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
』『
死
ん

で
い
な
い
者
』『
高
架
線
』
な
ど
。

時
間
を
か
け
て
読
む

文
学
エ
ッ
セ
イ
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い
。
ふ
だ
ん
読
ん
で
い
る
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
展
開
の
小
説
で

も
い
い
か
ら
、
読
み
方
を
変
え
て
み
よ
う
。

　
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
動
画
を
見
る
と
、
ふ
つ
う
の
再
生
速
度

で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。そ
れ
と
同
じ
で
、ゆ
っ

く
り
読
む
と
速
く
読
ん
だ
と
き
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
必

ず
気
が
つ
く
。
い
ろ
ん
な
も
の
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
ど
う
し
て

こ
の
語
が
選
ば
れ
た
の
か
、
ど
う
し
て
こ
の
語
順
な
の
か
、
ど
う

し
て
こ
の
表
記
な
の
か
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
読
点
が
あ
る
の
か
、

ど
う
し
て
こ
の
描
写
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。
だ
ん
だ
ん
、
そ
う
い

う
細
部
が
気
に
な
っ
て
く
る
。

　
読
者
を
は
ら
は
ら
さ
せ
た
り
、
感
動
に
導
く
展
開
は
、
た
く
さ

ん
あ
る
小
説
の
楽
し
み
方
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
も

の
を
期
待
し
て
も
、
す
べ
て
の
小
説
が
そ
の
期
待
に
応
え
て
く
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
小
説
で
あ
れ
、
ゆ
っ
く
り

読
め
ば
読
ん
だ
だ
け
発
見
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
が
な

い
。

　
教
室
で
は
み
ん
な
と
一
緒
に
小
説
を
読
む
く
ら
い
し
か
で
き
な

い
が
、
小
説
家
の
実
作
者
と
し
て
学
生
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
い
く
ら
時
間
を
か
け
て
も
あ
な
た
が
そ
れ
を
虚
心

坦
懐
に
読
ん
だ
な
ら
ば
、
小
説
は
あ
な
た
を
裏
切
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
。
時
間
を
か
け
れ
ば
か
け
た
分
だ
け
、
あ
な
た
は
小
説

か
ら
な
に
か
を
感
じ
、
な
に
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し

か
し
た
ら
小
説
を
読
む
こ
と
で
、
な
に
か
大
切
な
こ
と
に
気
づ
い

た
り
、
新
し
い
考
え
に
た
ど
り
着
い
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

小
説
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
小
説
を
書
い
て
い

る
小
説
家
だ
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
小
説
は
読
み

終
え
た
か
ら
と
い
っ
て
な
に
か
ご
褒
美
や
お
土
産
を
用
意
し
て
は

い
な
い
。
小
説
の
楽
し
み
は
、
読
ん
で
い
る
間
だ
け
の
も
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
と
読
も
う
。
と
も
か
く
小
説

の
な
か
へ
な
か
へ
と
入
っ
て
い
く
。
文
章
の
隙
間
、
言
葉
と
言
葉

の
あ
い
だ
に
分
け
入
っ
て
、
潜
入
す
る
み
た
い
に
。
ゆ
っ
く
り
読

む
、
と
い
う
の
は
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　
た
と
え
ば
他
人
が
読
み
終
わ
っ
た
小
説
の
あ
ら
す
じ
や
感
想
を

い
く
ら
聞
い
て
も
、
自
分
が
そ
の
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。「
ど
ん
な
筋
立
て
か
」「
な
に
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
か
」

「
主
題
は
な
に
か
」
と
い
っ
た
こ
と
は
、
小
説
の
答
え
で
も
意
味

で
も
な
く
、
空
の
容
器
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
く
て
、
そ
う
い

う
も
の
は
小
説
の
な
か
に
入
る
と
逆
に
見
え
な
い
。
そ
う
い
う
も

の
は
小
説
を
外
か
ら
包
む
包
装
紙
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
小
説
の
文
章
を
時
間
を
か
け
て
読
め
ば
読
む
だ
け
、
そ
の
小
説

の
言
葉
は
あ
な
た
だ
け
の
音
や
景
色
を
と
も
な
っ
た
特
別
な
も
の

に
な
る
。
平
板
に
見
え
て
い
た
文
章
に
、
実
は
た
く
さ
ん
の
起
伏

が
、
激
し
い
展
開
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
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も
う
三
十
年
以
上
、
翻
訳
を
し
て
い
る
。
訳
書
は
五
百
五
十
冊

く
ら
い
。
絵
本
も
、
共
訳
の
も
の
も
、
単
行
本
が
文
庫
本
に
な
っ

た
も
の
も
ふ
く
め
て
だ
。
翻
訳
と
い
う
作
業
そ
の
も
の
は
し
ん
ど

く
て
、
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は
な
い
。
な
の
に
、
何
が
楽
し
く
て
、

こ
ん
な
辛
気
く
さ
い
作
業
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、肩
は
凝
る
し
、

目
は
悪
く
な
る
し
、
腰
も
あ
ぶ
な
い
し
、
な
ど
と
不
思
議
に
思
っ

た
り
す
る
。

　

ひ
と
つ
い
え
る
の
は
、
本
を
読
む
の
が
好
き
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
自
分
が
面
白
い
と
思
う
海
外
の
作
品
を
さ

が
し
て
き
て
、
そ
れ
を
訳
し
て
、「
面
白
か
っ
た
！
」
と
い
わ
れ

る
の
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
本
が
好
き
で
、
好
き
な

も
の
を
紹
介
し
て
ほ
め
ら
れ
る
の
が
好
き
、
そ
こ
に
つ
き
る
。

　
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
は
気
恥
ず
か
し
い
の
で
、こ
こ
で
は
「
本
」

と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
い
つ
も
そ
ば
に
あ
っ

て
、
お
そ
ら
く
死
ぬ
ま
で
そ
ば
に
あ
る
の
が
本
な
の
だ
と
思
う
。

ぼ
く
に
と
っ
て
は
、
本
も
、
音
楽
や
ア
ー
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ

も
の
な
の
だ
が
、
最
も
親
和
性
の
高
い
の
が
本
な
の
だ
ろ
う
。

　

じ
つ
は
小
学
生
の
頃
は
、
根
っ
か
ら
の
マ
ン
ガ
少
年
で
、
ほ
と

ん
ど
本
を
読
ま
な
か
っ
た
。
と
い
う
か
、
本
の
読
み
方
が
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
だ
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
針
金
か
折
れ
釘
の
よ
う
な
文

字
を
音
に
変
換
し
、
そ
の
意
味
し
て
い
る
も
の
を
想
像
し
、
さ
ら

に
そ
こ
か
ら
人
物
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
現
し
て
い
く
と
い
う
作
業

が
異
様
に
難
し
か
っ
た
。
小
学
校
に
は
そ
れ
が
す
ん
な
り
で
き
る

生
徒
と
で
き
な
い
生
徒
が
い
て
、
自
分
は
ま
る
っ
き
り
で
き
な
い

生
徒
だ
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
本
が
楽
に
読
め
た
人
に
、
こ
の
気
持

ち
は
わ
か
ら
な
い
。
鉄
棒
の
得
意
な
生
徒
に
、
逆
上
が
り
の
で
き

な
い
生
徒
の
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
い
の
と
同
じ
だ
。

　

意
外
に
思
う
人
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
み
方
が
わ
か
ら

な
い
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、
ぼ
く
の

母
は
本
好
き
で
、
七
十
を
過
ぎ
て
も
時
代
小
説
な
ら
一
日
で
一
冊

く
ら
い
は
平
気
で
読
ん
で
い
た
が
、
マ
ン
ガ
が
読
め
な
か
っ
た
。

読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
、
母
は
3
Ｄ

金か
ね

原は
ら

瑞み
ず

人ひ
と

法
政
大
学
教
授
・
翻
訳
家
。
児
童
文

学
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
（
Ｙ
Ａ
）
小

説
、
一
般
書
な
ど
幅
広
い
翻
訳
を
手
が

け
る
。
そ
の
他
、
Ｙ
Ａ
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
監
修
本
な
ど
も
多
数
。

と
に
か
く
面
白
く
て
、楽
し
く
て

文
学
エ
ッ
セ
イ
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の
本
（
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
模
様
が
見
開
き
の
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ

て
い
て
、
う
ま
い
こ
と
目
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
、
画
像
が
浮
き
出
て

見
え
る
）
の
見
方
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
読
み
方
、
見
方
、
楽
し

み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

　

と
こ
ろ
が
ぼ
く
の
場
合
、
中
学
生
の
あ
る
時
期
、
ふ
と
本
の
読

み
方
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
か
！　

と
思
っ
た
と
き
の
驚
き
と
喜
び

は
い
ま
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
い
き

な
り
逆
上
が
り
が
で
き
た
男
の
子
同
様
、
ま
わ
り
の
人
間
が
あ
き

れ
る
ほ
ど
逆
上
が
り
ば
か
り
し
続
け
て
、
現
在
に
至
る
。

　

自
分
の
読
書
体
験
を
ま
と
め
る
と
こ
ん
な
感
じ
だ
。

　

中
学
生
の
頃
は
、
海
外
の
Ｓ
Ｆ
、
ミ
ス
テ
リ
ー
に
は
ま
り
、
本

棚
に
は
古
本
屋
で
買
っ
て
き
た
、
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
、
ハ
イ
ン
ラ
イ

ン
、
ア
シ
モ
フ
、
ク
ラ
ー
ク
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
、
デ
ィ

ク
ス
ン
・
カ
ー
、
エ
ラ
リ
ー
・
ク
イ
ー
ン
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
、

筑
摩
書
房
の
『
世
界
文
学
大
系
』
と
河
出
書
房
の
グ
リ
ー
ン
版
が

並
ん
で
い
た
。『
現
代
日
本
文
学
大
系
』は
第
一
巻
を
読
ん
で
、さ
っ

ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
き
り
開
か
な
か
っ
た
。
坪
内

逍
遥
や
二
葉
亭
四
迷
の
作
品
が
入
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
し
ょ
う
が

な
い
の
だ
が
、
そ
の
頃
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

高
校
で
は
ち
ょ
う
ど
一
年
生
の
と
き
に
三
島
由
紀
夫
の
事
件
が

あ
っ
て
、「
国
語
の
授
業
な
ん
か
受
け
て
る
と
き
じ
ゃ
な
い
だ
ろ

う
。
三
島
の
本
を
読
も
う
」
と
か
い
っ
て
い
た
ら
し
い
（
本
人
は

覚
え
て
い
な
い
の
だ
が
、
同
級
生
か
ら
そ
ん
な
話
を
き
い
た
）。
当
時
、

三
島
、
三
島
と
い
い
な
が
ら
も
、
や
は
り
澁
澤
龍
彦
や
、
フ
ラ
ン

ス
の
マ
ン
デ
ィ
ア
ル
グ
と
い
っ
た
幻
想
小
説
が
む
や
み
と
面
白

く
、
じ
つ
に
不
健
康
な
文
学
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
大

学
は
英
文
科
に
入
っ
て
、
今
度
は
、
思
い
の
ほ
か
地
平
の
開
け
た
、

見
通
し
の
い
い
本
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
大
学
院
に
入
る

と
児
童
書
や
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
の
本
を
好
ん
で
読
む
よ
う
に
な
っ

て
…
…
思
い
が
け
ず
、
翻
訳
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

と
い
う
経
歴
な
の
で
、
文
学
の
魅
力
と
か
い
わ
れ
て
も
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
と
に
か
く
面
白
く
て
、
楽
し
く
て
、
そ
ば
に
な
い
と

さ
び
し
い
と
い
う
だ
け
な
の
だ
。

　

た
だ
、
文
学
の
魅
力
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
の
気
持
ち
は
よ

く
わ
か
る
。
か
つ
て
の
自
分
が
そ
う
だ
っ
た
か
ら
。
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
人
は
自
分
に
し
っ
く
り
く
る
音
楽
な
り
ア
ー
ト
な
り
ス

ポ
ー
ツ
な
り
に
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
れ
ば
い
い
。
た
だ
、
ぼ
く

の
よ
う
に
、
本
当
は
本
が
一
番
面
白
い
は
ず
の
人
が
一
生
、
そ
の

楽
し
さ
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
死
ん
で
い
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
と

思
う
の
で
、
あ
ち
こ
ち
で
講
演
を
し
た
り
、
若
者
む
け
の
ブ
ッ
ク

ガ
イ
ド
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
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高
校
の
国
語
が
見
直
さ
れ
、
文
学
作
品
の
枠
が
狭
ま
る
ら
し
い

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
は
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
受
け
た
。と
は
い
え
、

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
変
化
す
る

こ
と
は
当
然
だ
と
い
う
気
持
ち
に
も
な
っ
た
。

　

確
か
に
「
論
理
国
語
」
も
大
事
だ
。
説
明
文
の
読
解
や
論
理
的

な
思
考
の
価
値
が
、
文
学
よ
り
低
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

社
会
人
と
し
て
生
き
る
上
で
は
そ
う
し
た
方
向
性
こ
そ
が
必
要
だ

ろ
う
。
同
時
に
「
言
語
文
化
」「
文
学
国
語
」
と
い
っ
た
新
科
目

で
は
、
文
学
に
触
れ
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
。
し
か
も
、
文
学
作

品
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
批
評
し
た
り
、
脚
本
の
形
式
に
書
き
換

え
る
な
ど
、
従
来
に
比
べ
て
多
角
的
な
扱
わ
れ
方
と
な
る
。

　

科
目
と
し
て
の
国
語
に
お
け
る
文
学
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
へ
行

こ
う
と
し
て
い
る
の
か
？　

わ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
い
ま
が

過
渡
期
で
あ
る
こ
と
、
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
お
そ
ら
く
、
多
様
な
接
し
方
や
表
し
方
の
中
に
あ
る
文
学
と

い
っ
た
視
点
が
今
後
さ
ら
に
拓
か
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
だ
け

が
、
い
ま
は
あ
る
。

　

国
語
を
考
え
る
と
き
に
は
、
小
学
校
、
中
学
校
の
国
語
と
の
繫

が
り
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
必
要
が
あ
る
。高
校
生
と
も
な
れ
ば
、

個
人
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
小
学
校
、
中
学
校
で
の
国
語
を
通
し

て
培
っ
た
経
験
が
豊
か
さ
と
可
能
性
を
秘
め
た
種
子
と
し
て
た
く

わ
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
、
ど
う
す
る
か
。
そ
こ
と
、

ど
う
付
き
合
う
か
。
高
校
生
と
い
う
時
期
は
そ
う
い
う
時
期
だ
と

思
う
。
高
校
の
国
語
の
理
想
は
、
将
来
的
に
文
学
を
選
ぶ
こ
と
の

な
い
生
徒
に
も
、
文
学
を
選
ぶ
生
徒
に
も
、
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
、

な
に
か
し
ら
胸
に
響
く
体
験
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ど
う
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
運
び
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
「
教
え

方
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
だ
が
、
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
た

ぶ
ん
、
教
え
る
側
が
ど
の
よ
う
に
作
品
（
教
材
）
を
味
わ
っ
て
い

る
か
、
そ
の
「
味
わ
い
方
」
な
の
で
は
な
い
か
。
テ
ス
ト
や
入
試

を
考
え
る
と
、
設
問
の
解
き
方
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
伝
え
た
り
身
に

つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
大
事
だ
け
れ
ど
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ

蜂は
ち

飼か
い

　
耳み

み

詩
人
・
作
家
。
詩
集
に
『
現
代
詩
文

庫
・
蜂
飼
耳
詩
集
』『
顔
を
あ
ら
う
水
』

（
鮎
川
信
夫
賞
）、
文
集
に
『
空
席
日

誌
』『
お
い
し
そ
う
な
草
』、
書
評
集
に

『
朝
毎
読
』
な
ど
が
あ
る
。

高
校
の
国
語
と
文
学
の
可
能
性

文
学
エ
ッ
セ
イ
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れ
で
も
文
学
は
文
学
な
の
だ
。
味
わ
う
こ
と
、
心
を
動
か
さ
れ
る

こ
と
、
な
ん
と
な
く
面
白
い
と
感
じ
る
こ
と
な
ど
、
情
動
の
面
が

ど
う
し
て
も
大
切
に
な
る
。
面
白
が
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
い

い
と
思
う
。
そ
の
場
合
は
、
面
白
い
と
思
わ
な
い
、
と
い
う
感
想

を
通
過
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。

　

教
科
書
に
繰
り
返
し
掲
載
さ
れ
て
き
た
作
品
に
、
た
と
え
ば
夏

目
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
が
あ
る
。
教
科
書
に
は
一
部
分
し
か
載
っ

て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
全
体
と
し
て
は
ど
ん

な
作
品
な
の
か
と
気
に
な
り
、
自
分
で
読
む
生
徒
は
昔
も
い
ま
も

多
い
だ
ろ
う
。
Ｋ
の
死
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
見
方

が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
が
あ
る
。

不
可
解
な
点
が
残
る
。
で
き
れ
ば
作
者
に
質
問
し
た
い
く
ら
い
。

だ
が
作
者
だ
か
ら
答
え
ら
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。そ
ん
な
ふ
う
に
、

あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
、
と
一
人
で
考
え
た
り
、
他
の

人
た
ち
と
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
が
面
白
い
。

　

も
や
も
や
し
た
と
こ
ろ
を
残
す
作
品
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
も

や
も
や
自
体
に
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
払
拭
し
て
は
な
ら
な
い
点

だ
。
と
い
う
の
は
、
大
人
に
な
っ
て
生
き
て
い
く
社
会
は
、
も
や

も
や
だ
ら
け
な
の
だ
か
ら
。
な
ん
な
の
だ
ろ
う
？　

と
思
い
な
が

ら
読
ん
で
み
る
こ
と
、
意
味
ら
し
い
意
味
を
引
き
出
せ
な
い
こ
と

に
す
ら
、
意
味
が
あ
る
。
教
科
書
で
「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
だ
こ
と

を
忘
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
ク
ラ
ス
で
同
世
代
の
人
た
ち
と
そ
れ

に
接
す
る
時
間
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
意
味
が
あ
る
。

　

こ
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
、
い
ま
、
高
校
の
と
き
の
国
語
の
先

生
の
顔
を
思
い
出
し
て
い
る
。
三
十
代
の
男
性
だ
っ
た
。
大
学
と

大
学
院
で
仏
教
説
話
を
専
攻
し
た
先
生
だ
っ
た
。
先
生
は
国
語
を

教
え
る
こ
と
を
、
ど
れ
く
ら
い
楽
し
ん
で
い
た
だ
ろ
う
か
？　

教

材
に
よ
っ
て
は
、
先
生
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
面
白
く
な
い
と
き
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
原
中
也
の
詩
「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」

な
ん
て
、
い
っ
た
い
ど
こ
を
漂
っ
て
い
る
言
葉
な
の
か
、
つ
か
み

ど
こ
ろ
が
な
い
感
じ
で
、
教
室
で
は
先
生
も
生
徒
も
困
っ
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
返
す
。
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
場
で
詩

を
音
読
し
て
み
る
こ
と
、
味
わ
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
ま
ぎ
れ

も
な
く
一
つ
の
体
験
だ
っ
た
。
一
つ
の
体
験
と
は
、
つ
ま
り
、
他

と
は
違
う
体
験
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

人
の
心
は
複
雑
な
も
の
だ
。
Ａ
Ｉ
の
研
究
と
活
用
が
さ
ら
に
進

ん
で
も
、
人
の
心
の
複
雑
さ
に
完
全
に
追
い
つ
く
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
複
雑
さ
が
具
体
的
に
花
開
く
場
が
文
学
の
場
で

あ
り
、
人
は
そ
れ
を
味
わ
い
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

も
や
も
や
も
、
矛
盾
も
、
投
げ
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
場
だ
。
短

絡
的
な
思
考
に
陥
ら
な
い
道
を
伝
え
る
場
に
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
体
験
の
可
能
性
を
大
い
に
秘
め
た
場
を
、
高
校
の
科
目
か

ら
追
い
出
す
こ
と
は
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
、
そ
れ
は
生
き
る
手
段
と
な
る
か
ら
だ
。
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■
高
校
国
語
か
ら
文
学
が
消
え
る
？

　
昨
年
来
、
作
家
の
阿
刀
田
高
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
た
文
学
者
や

文
学
研
究
者
か
ら
、
高
校
国
語
教
育
の
改
革
に
よ
っ
て
文
学
が
軽

視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
表
明
さ
れ
、
同
種
の

危
惧
が
広
が
っ
て
い
ま
す
（
13
頁
参
照
）。
次
期
学
習
指
導
要
領
で

は
、
高
校
国
語
科
が
再
編
さ
れ
、
共
通
必
履
修
科
目
が
「
現
代
の

国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
に
分
か
れ
る
と
と
も
に
、「
論
理
国
語
」

「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」
と
い
っ
た
選
択
科
目

が
新
設
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
改
訂
に
先
ん
じ
て
、
二
〇
二
〇

年
度
か
ら
大
学
入
学
セ
ン
タ
ー
試
験
に
替
わ
り
、
大
学
入
学
共
通

テ
ス
ト
が
始
ま
り
ま
す
。

　
戦
後
最
大
と
も
称
さ
れ
る
教
育
改
革
で
す
か
ら
、
多
く
の
声
が

上
が
る
の
も
自
然
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
問
題
は
、
事
態
が
「
文
学

VS.
実
用
」
の
よ
う
に
、
二
項
対
立
で
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

点
で
す
。
ま
た
、
今
回
の
改
訂
が
文
学
に
対
す
る
逆
風
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
と
い
う
見
方
そ
の
も
の
で
す
。こ
う
し
た
捉
え
方
は
、

と
も
す
る
と
教
室
で
の
文
学
を
め
ぐ
る
問
題
を
単
純
化
し
て
し
ま

い
、
文
学
を
大
切
に
す
る
と
い
う
点
で
は
、
か
え
っ
て
本
質
を
見

失
わ
せ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
事
態
を
正
確
に
捉
え
ま
し
ょ
う
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス

ト
で
も
文
学
は
消
え
な
い
で
し
ょ
う
。
方
針
等
に
も
明
記
さ
れ
て

い
ま
す
し
、
二
年
度
に
わ
た
る
試
行
調
査
で
も
文
学
作
品
を
素
材

と
し
た
大
問
は
ち
ゃ
ん
と
出
題
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
設
の
記
述
式

大
問
で
、
契
約
書
や
生
徒
会
規
約
と
い
っ
た
実
用
的
な
文
章
が
目

を
引
い
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
あ
た
か
も
、
文
学
が
実
用
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
受
け
止
め
方
を
し
て
い
る
論
者
も

い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
捉
え
方
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
考
え

て
み
れ
ば
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
は
、
毎
年
批
判
を
受
け
な

が
ら
も
一
貫
し
て
文
学
の
出
題
を
や
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
登
場
人

物
の
心
情
ば
か
り
を
問
う
て
い
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
文
学
が
読

め
る
の
か
、
と
い
っ
た
批
判
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
あ
ら
た
め

て
文
学
を
出
題
す
る
こ
と
の
新
機
軸
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る

幸こ
う

田だ

国く
に

広ひ
ろ

�

早
稲
田
大
学
教
授

文
学
と
高
校
生
と
の
幸
福
な
出
会
い
の
た
め
に

論
考 

文
学
を
考
え
る
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よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　
ま
た
、
教
育
課
程
の
改
訂
に
関
し
て
も
、
や
は
り
誤
解
が
あ
り

ま
す
。
多
く
の
学
校
が
「
論
理
国
語
」
と
「
古
典
探
究
」
を
選
び
、

「
文
学
国
語
」
は
選
ば
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
見
方

が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
改
訂
が
そ
う
し
た
方
向
を
促
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
な
ぜ
自
明
の
よ
う
に
「
論

理
国
語
」
と
「
古
典
探
究
」
に
絞
ら
れ
る
の
か
、と
い
う
点
で
す
。

こ
こ
に
は
、
お
そ
ら
く
高
校
国
語
を
取
り
巻
く
構
造
的
な
問
題
が

潜
ん
で
い
ま
す
。

■
す
で
に
広
が
っ
て
い
る
文
学
軽
視
の
風
潮

　
現
在
、
す
で
に
多
く
の
高
校
で
は
文
学
教
材
の
扱
い
が
少
な
く

な
っ
て
お
り
、
高
校
国
語
は
評
論
文
と
古
文
の
読
解
に
よ
っ
て
ほ

と
ん
ど
の
時
間
が
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
校
の
年
間
指
導
計
画

を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
す
。
せ
い
ぜ
い
年
間
で
三

〜
四
教
材
、
定
番
教
材
を
中
心
に
扱
う
程
度
、
そ
れ
も
二
年
生
ま

で
で
、
多
く
の
進
学
校
で
は
三
年
生
に
な
る
と
文
学
教
材
は
ほ
ぼ

姿
を
消
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
評
論
の
問
題
演
習
に
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
す
で
に
指
導
要
領
と
は
関
係
な
く
、
文
学
は
各
校
の
判
断
で

居
場
所
が
狭
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
大
学
入
試
国
語
の
実
態
で
す
。
入
試

問
題
に
小
説
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
を
出
題
す
る
大
学
は
、

現
在
で
は
極
々
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
高
校
国
語
の
実

質
的
な
準
拠
枠
は
、
指
導
要
領
よ
り
も
入
試
国
語
に
あ
る
と
い
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。
加
え
て
「
論
理
国
語
」
と
「
古
典
探
究
」
は
、

単
に
評
論
を
読
ん
だ
り
、
古
文
を
読
ん
だ
り
す
る
だ
け
の
科
目
で

は
な
い
の
に
、
科
目
名
か
ら
受
け
る
印
象
と
慣
習
的
な
授
業
イ

メ
ー
ジ
か
ら
だ
け
で
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
ふ
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、「
論
理
国
語
」
は

論
理
的
に
書
く
能
力
や
批
判
的
に
読
む
能
力
を
鍛
え
る
科
目
で
す

し
、「
古
典
探
究
」
は
ま
さ
に
古
典
を
探
究
し
、「
古
典
に
参
加
す

る
」
科
目
で
す
。
そ
し
て
、「
文
学
国
語
」
は
、
文
学
を
探
究
し

た
り
、
文
学
を
自
ら
創
っ
た
り
す
る
科
目
で
す
か
ら
論
理
を
排
除

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
本
来
の
科
目
の
趣
旨
が
正

し
く
理
解
さ
れ
れ
ば
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
の
教
室
の
風
景
を
変

え
う
る
科
目
に
な
る
の
だ
と
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
も
そ
も
選
択
科
目
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
、
学
校
作
り
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
と
と
も
に
選
ぶ
べ
き
で
す
。
元
凶
と
さ
れ
て
い
る
四
単
位
問
題

も
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
減
単
位
規
定
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
よ
う

で
す
か
ら
、
科
目
選
択
も
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。

■
教
師
と
生
徒
の
意
識
ギ
ャ
ッ
プ

　
で
す
が
、問
題
の
核
心
は
そ
こ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
論
理
国
語
」

010-013_112-08_tokushu-kouda.indd   11 2019/12/27   11:55



12国語教室　第 112 号　2020 年 2月

も
「
文
学
国
語
」
も
履
修
可
能
に
な
る
な
ら
よ
い
と
か
、「
文
学

国
語
」
の
中
で
評
論
も
扱
え
ば
す
む
こ
と
だ
、と
は
な
り
ま
せ
ん
。

今
、
教
室
で
文
学
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
こ

そ
、
本
当
に
文
学
を
大
切
に
し
て
い
く
た
め
に
は
考
え
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
焦
点
だ
か
ら
で
す
。

　
確
か
に
国
語
の
先
生
に
は
文
学
を
教
え
る
こ
と
が
好
き
な
方
が

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
生
徒
の
意
識
は
違

う
よ
う
で
す
。
高
校
生
は
先
生
方
が
思
う
ほ
ど
文
学
を
学
ぶ
こ
と

を
好
ん
で
い
ま
せ
ん
（
▼
13
頁
「『
平
成
一
七
年
度
高
等
学
校
教
育
課
程

実
施
状
況
調
査
』
の
結
果
」
参
照
）。
こ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
教
室
で
文
学
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ

う
し
た
教
師
と
生
徒
の
意
識
の
差
の
中
に
も
、
国
語
教
育
と
文
学

の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
、
深
い
問
題
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
入
試
国
語
や
生
徒
の
意
識
を
方
向
付
け

る
、
日
本
社
会
全
体
の
文
学
に
対
す
る
価
値
意
識
、
世
間
の
雰
囲

気
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
高
校
生
か
ら
の
進

路
希
望
先
と
し
て
人
文
系
学
部
の
人
気
は
な
か
な
か
上
が
り
ま
せ

ん
。
生
徒
が
も
っ
と
文
学
に
関
心
を
持
ち
積
極
的
に
学
び
た
く
な

る
よ
う
な
、
古
典
を
含
む
文
学
と
の
幸
福
な
出
会
い
を
国
語
の
時

間
に
ど
う
実
現
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
こ
と
を
徹
底
的
に
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
新
し
い
文
学
教
育
の
構
想
に
向
け
て

　
も
ち
ろ
ん
、
国
語
科
は
文
学
だ
け
を
教
え
る
教
科
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
言
語
能
力
は
他
教
科
で
の
学
習
を
支
え
、
実
社
会
で
の
諸

活
動
の
質
を
規
定
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、話
す
能
力
や
書
く
能
力
、

読
む
能
力
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
、
計
画
的
に
育
成
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
文
学
教
材
だ
ろ
う
が
、
実
用
的

な
文
章
だ
ろ
う
が
、
図
表
や
映
像
等
を
含
め
、
使
え
る
も
の
は
何

で
も
使
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
語
科
の
担
う
広
い

責
任
を
確
実
に
果
た
す
た
め
に
、
今
回
の
改
訂
で
大
き
く
枠
組
み

が
変
更
さ
れ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
各
科
目
で
は
、
科
目
の
性
格

や
主
な
資
質
・
能
力
と
の
適
合
性
、
指
導
す
る
上
で
ね
ら
い
が
曖

昧
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
教
材
の
文
種
が
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
て

い
ま
す
。「
言
語
文
化
」
や
「
文
学
国
語
」
と
い
っ
た
枠
組
み
も
、

国
語
科
で
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
の
中
に
、
文
学
の
持
つ
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
明
確
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
積

極
的
提
案
だ
と
受
け
止
め
て
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。「
人

文
知
」
の
擁
護
も
、
単
に
文
学
教
材
を
い
く
つ
か
読
め
ば
す
む
と

い
う
話
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
探
究
と
創
造
の
学
習
が
教
室
の
文
学
を

救
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
慣
習
化
さ
れ
た
文
学
教
材
の
読
み
取
り

か
ら
、
文
学
を
探
究
し
、
実
践
す
る
授
業
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ

と
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
「
文
学
国
語
」
に
は
様
々
な
可
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特集
文学の魅力 再発見！

能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
材
も
、
評
論
や
古
典
も
扱
え
ま

す
し
、
映
像
等
を
活
用
し
た
文
学
へ
の
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
高
校
生
と
文
学
と
の
幸
福
な
出
会
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
今

一
度
、
新
科
目
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、
現
状
の

文
学
の
扱
い
方
を
考
え
直
し
、
令
和
時
代
の
文
学
教
育
を
構
想
す

る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

新学習指導要領「高校国語」をめぐる言論界の動き
（2019年 10月現在まで）

書籍
・『国語教育の危機』紅野謙介（2018年 9月、筑摩書房）
・『どうする？�どうなる？�これからの「国語」教育』紅野謙介�編
（2019年 7月、幻戯書房）

雑誌
・『文藝春秋』2018 年 11 月号「高校国語から『文学』が消える」
伊藤氏貴

・『文藝春秋』2019年 1月号「高校国語から文学の灯が消える」阿
刀田高

・『すばる』2019年 7月号「変わる高校国語、なくなる文学」伊藤
氏貴、内田樹、小川洋子、茂木健一郎

・『季刊文科』78号、2019 年 7月 15日「国語教育から文学が消
える�─新学習指導要領をめぐって　対談《紅野謙介×伊藤氏貴》」
石原千秋、富岡幸一郎、中沢けい、他

・『文學界』2019 年 9月号「『文学なき国語教育』が危うい！」紅
野謙介、斎藤孝、前川喜平、千葉雅也、伊藤氏貴、北村薫、俵万智、
他

・『世界』2019年 9月号「対談・国語教育崩壊は回避できるか」小
森陽一・紅野謙介

その他
・日本文藝家協会「高校・大学接続『国語』改革についての声明」
理事長�出久根達郎（2019年 1月 24日）
・日本学術会議公開シンポジウム「国語教育の将来――新学習指導
要領を問う」小倉孝誠、安藤宏、三宅晶子、渡部泰明、大森秀治、
大滝一登（2019年 8月 1日）

・日本近代文学会、日本歌謡学会など、文学関連 16学会「高等学
校国語・新学習指導要領」に関する見解を表明（2019年 8月 10日）

「平成17年度高等学校教育課程実施状況調査」の結果

　　「教科・科目別分析と改善点（国語）」より
　　文学的な文章を読むこと（生徒・教師の意識の違い）
　　　生徒  好きだった29.6%
　　　　　  嫌いだった40.7%
　　　教師  生徒は興味を持ちやすい　64.3%
　　　　　  生徒は興味を持ちにくい　13.0%
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■
個
人
的
体
験
か
ら
共
同
体
的
物
語
へ

　
「
記
憶
と
い
う
の
は
小
説
に
似
て
い
る
、
あ
る
い
は
小
説
と
い

う
の
は
記
憶
に
似
て
い
る
」
│
│
こ
れ
は
村
上
春
樹
の
初
期
短
編

「
午
後
の
最
後
の
芝
生
」（『
宝
島
』
一九八二・
八）
の
一
節
で
あ
る
。「
僕

は
小
説
を
書
き
は
じ
め
て
か
ら
そ
れ
を
切
実
に
実
感
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」
と
述
懐
す
る
語
り
手
は
、学
生
時
代
に
体
験
し
た
十
四
、

五
年
前
の
記
憶
を
語
り
出
す
。
遠
距
離
恋
愛
に
よ
っ
て
失
恋
し
孤

独
を
抱
え
た
「
僕
」
は
、
芝
刈
り
の
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
高
級
住
宅

街
で
、
戦
後
日
本
の
時
代
状
況
に
翻
弄
さ
れ
家
族
を
喪
失
し
た
中

年
の
女
性
の
や
り
場
の
な
い
孤
独
に
一
瞬
間
寄
り
添
う
こ
と
で
、

一
女
性
の
来
歴
に
向
き
あ
う
こ
と
に
な
る
。
個
人
的
な
体
験
の
記

憶
は
、
む
し
ろ
個
人
的
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
語
り
伝
え
る
営
為

が
共
同
体
的
な
物
語
へ
と
開
か
れ
、
や
が
て
そ
の
時
代
を
生
き
た

人
々
の
証
と
し
て
一
つ
の
歴
史
を
紡
ぐ
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
う
し

た
認
識
は
最
新
長
編
『
騎
士
団
長
殺
し
』（
新
潮
社　

二〇一七・
二）

に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
妻
か
ら
離
婚
を
突
き
つ
け
ら
れ
た「
私
」

は
、
東
北
を
放
浪
後
、
小
田
原
の
山
中
に
あ
る
日
本
画
家
の
ア
ト

リ
エ
を
借
り
て
隠
棲
す
る
が
、
そ
の
間
に
画
家
の
生
涯
と
対
峙
し

て
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
中
国
で
の
苦

境
と
惨
状
と
を
つ
ぶ
さ
に
実
感
す
る
。
画
家
の
記
憶
を
「
私
」
が

語
り
継
ぐ
こ
と
で
、
作
品
そ
の
も
の
が
二
〇
世
紀
の
負
の
記
憶
を

継
承
し
二
一
世
紀
の
読
者
に
向
け
て
歴
史
を
紡
ぐ
役
割
を
果
た
す

仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
歴
史
的

記
憶
の
覚
醒
と
し
て
サ
ム
エ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ン
ベ
ル
ク
『
ト
レ
ブ
リ

ン
カ
叛
乱
』（
一九八六）
の
一
節
を
直
接
引
用
す
る
場
面
も
挿
入
さ

れ
る
。「
記
憶
と
い
う
の
は
小
説
に
似
て
い
る
」
と
の
春
樹
の
認

識
は
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』『
海
辺
の
カ
フ
カ
』『
１
Ｑ

８
４
』
な
ど
を
経
て
、
最
新
作
に
結
実
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
。
先
生
は
遺

書
の
中
で
「
私
」
に
「
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ
ん
な
風
に
し

て
生
き
て
来
た
の
で
す
」
と
綴
る
。
明
治
の
終
焉
を
契
機
に
先
生

の
個
人
的
な
記
憶
を
語
り
伝
え
ら
れ
た
「
私
」
は
先
生
の
記
憶
を

髙た
か

橋は
し

龍た
つ

夫お

�

専
修
大
学
教
授

記
憶
を
語
り
歴
史
を
紡
ぐ

　
─「
言
語
文
化
」の
一
基
層
と
し
て

論
考 

文
学
を
考
え
る
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受
け
継
ぎ
な
が
ら
次
世
代
を
生
き
て
い
く
。「
舞
姫
」
も
豊
太
郎

の
ド
イ
ツ
体
験
を
帰
国
途
中
の
「
セ
イ
ゴ
ン
の
港
」
で
回
想
す
る

こ
と
で
、
国
家
を
担
う
一
青
年
の
生
々
し
い
青
春
の
痛
恨
の
記
憶

を
語
り
伝
え
る
。
い
ず
れ
も
同
時
代
と
後
世
に
、
近
代
日
本
に
生

き
た
一
青
年
の
物
語
を
一
つ
の
歴
史
と
し
て
語
り
継
い
で
い
よ
う
。

　

文
学
の
意
義
の
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
個
々
人
の
体
験
の
記
憶

を
時
代
を
超
え
て
語
り
伝
え
、
共
同
体
的
な
物
語
へ
と
開
示
す
る

こ
と
で
、〈
正
史
〉
と
は
別
系
統
の〈
稗
史
〉
と
し
て
の
市
井
の
人
々

の
歴
史
を
紡
ぐ
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
歴
史
と
の
接
点
は
思
っ
た
ほ
ど
希
薄
で
は
な

い
。
実
在
の
人
物
で
な
く
と
も
、
特
定
の
時
代
と
地
域
の
具
体
的

な
状
況
下
に
生
き
る
一
個
人
の
抱
く
感
情
や
思
念
、
邂
逅
や
体
験

を
言
語
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
脳
裏
に
リ
ア

ル
な
現
実
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
が
「
文

学
は
社
会
の
構
造
や
人
間
の
価
値
観
の
様
々
な
可
能
性
を
探
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
」（「
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
日
本
文
学
」『
國

文
學
』
二〇〇七・
六）
と
説
く
よ
う
に
、
文
学
は
意
外
な
ほ
ど
歴
史
と

近
接
し
た
社
会
的
・
文
化
的
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
「
言

語
文
化
」
の
一
基
層
を
な
し
て
い
る
の
だ
。

■
文
学
教
材
再
読

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
文
学
教
材
を
再
読
し
て
み
れ
ば
、
人
物
の

心
情
や
心
象
風
景
を
読
み
取
る
心
理
主
義
的
な
解
釈
か
ら
い
っ
た

ん
距
離
を
置
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
ろ
う
。「
羅
生
門
」は
、

典
拠
の
『
今
昔
物
語
』
自
体
、
芥
川
が
「
此
世
界
に
出
没
す
る
人

物
は
上
は
一
天
万
乗
の
君
か
ら
下
は
土
民
だ
の
盗
人
だ
の
乞
食
だ

の
に
及
ん
で
ゐ
る
」
と
評
し
た
よ
う
に
様
々
な
階
級
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
、
芥
川
は
そ
の
中
で
も
盗
人
が
登
場
す
る
「
巻
第
二
九
第

一
八
」
を
も
と
に
、
主
人
公
を
最
下
層
に
属
す
る
下
人
に
設
定
す

る
。
近
代
国
家
が
カ
ノ
ン
と
し
た
国
文
学
史
か
ら
は
疎
外
さ
れ
た

説
話
を
も
と
に
「
常
民
」（
柳
田
国
男
）
の
生
の
在
り
方
を
、
荒

廃
し
た
京
都
で
〈
生
〉
を
求
め
て
闇
を
駆
け
抜
け
る
野
性
的
な
若

者
の
姿
を
通
し
て
読
者
に
問
い
か
け
る
。
徳
冨
蘆
花
が「
謀
叛
論
」

を
論
じ
、
有
島
武
郎
が
「
叛
逆
者
」
を
発
表
し
、
大
杉
栄
が
「
生

の
拡
充
」
を
主
張
し
た
、
大
逆
事
件
以
後
の
〈
冬
の
時
代
〉
と
第

一
次
世
界
大
戦
の
最
中
に
生
き
る
市
民
の
姿
が
下
人
と
二
重
写
し

と
な
っ
て
、
一
人
の
若
者
の
生
の
歴
史
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

　
「
山
月
記
」
は
、
未
明
に
山
中
で
、
旧
友
・
袁
傪
に
対
し
李
徴

の
声
が
叢
の
中
か
ら
自
ら
の
体
験
を
切
々
と
語
る
。
既
に
人
間
界

に
戻
れ
な
い
李
徴
は
、
青
年
期
の
悔
恨
の
記
憶
│
│
博
学
才
穎
で

も
歴
史
の
表
舞
台
に
立
つ
よ
う
な
唐
代
の
詩
人
に
は
な
り
得
な

か
っ
た
人
間
の
苦
悩
の
軌
跡
│
│
を
旧
友
に
語
り
伝
え
る
こ
と

で
、
読
者
に
も
そ
の
記
憶
が
共
有
さ
れ
る
。
し
か
も
時
代
設
定
が

「
天
宝
の
末
年
」
で
あ
る
こ
と
は
意
味
深
長
で
あ
る
。「
羅
生
門
」

の
荒
廃
し
た
京
都
同
様
、
玄
宗
皇
帝
の
統
治
の
堕
落
や
安
史
の
乱
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に
よ
り
律
令
体
制
の
崩
壊
の
危
機
に
あ
っ
て
、
李
徴
の
よ
う
な
清

廉
潔
白
な
秀
才
の
能
力
が
正
当
に
評
価
さ
れ
た
か
ど
う
か
危
う
い

だ
け
で
な
く
、
唐
の
発
祥
が
隴
西
の
李
氏
だ
と
す
る
説
が
あ
る
よ

う
に
、
李
徴
が
そ
の
血
統
を
引
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
士
族
の
反

乱
に
よ
っ
て
さ
ら
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

中
島
敦
は
日
中
戦
争
最
中
に
青
年
期
を
迎
え
、
戦
乱
の
最
中
に
無

念
に
も
早
世
す
る
。「
天
保
の
末
年
」
は
、
中
島
敦
に
と
っ
て
も

他
人
事
で
は
な
か
っ
た
。「
山
月
記
」
は
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
た

青
年
の
記
憶
が
作
者
の
声
と
重
な
り
な
が
ら
克
明
に
語
ら
れ
る
こ

と
で
、
同
時
に
二
つ
の
歴
史
を
紡
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
太
宰
治
の
「
富
嶽
百
景
」
は
、「
私
」
の
体
験
を
通

し
て
富
士
山
の
評
価
が
二
転
三
転
す
る
話
だ
が
、
富
士
山
麓
で
出

会
っ
た
人
々
と
の
交
流
時
の
富
士
山
は
「
私
」
に
親
し
み
を
感
じ

さ
せ
る
一
方
で
、
都
会
で
世
俗
的
に
触
れ
る
富
士
山
に
は
否
定
的

で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、「
私
」
が
生
き
た
軍
国
主
義
の
時
代

の
富
士
山
表
象
が
介
在
し
て
い
よ
う
。
そ
の
最
た
る
出
来
事
は
、

一
九
三
九
年
に
開
催
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
万
国
博
覧
会
に
出
展

さ
れ
た
三
六
〇
度
の
眺
望
を
配
し
た
当
時
世
界
最
大
の
巨
大
パ
ノ

ラ
マ
の
写
真
壁
画
『
秀
麗
富
士
』
と
、
一
九
四
〇
年
に
開
催
さ
れ

た
「
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
日
本
万
国
博
覧
会
」
で
刷
ら
れ
た

真
っ
赤
な
朝
焼
け
に
白
く
そ
び
え
る
富
士
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
絵
葉

書
で
あ
っ
た
。
国
民
の
戦
意
を
高
め
る
装
置
と
し
て
、
時
に
雑
誌

の
グ
ラ
ビ
ア
に
、
絵
画
や
写
真
の
題
材
に
、
文
章
の
象
徴
的
表
現

に
く
ま
な
く
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
富
士
山
表
象
を
覆
す
の
が
、
富
士
山
麓
で
素
朴
に
暮
ら
す

市
井
の
人
々
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
彼
ら
の
声
を
掬
い

上
げ
そ
の
記
憶
を
語
り
伝
え
る
こ
と
で
、
反
転
的
に
時
局
の
富
士

山
表
象
を
暗
に
批
判
す
る
役
割
も
担
う
。
個
々
人
の
体
験
が
戦
時

中
の
も
う
一
つ
の
歴
史
と
し
て
確
か
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

村
上
春
樹
の
「
鏡
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
一
連
の
学
生
運
動

の
時
代
の
波
に
呑
み
込
ま
れ
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
生
き
た
二

〇
代
の
「
僕
」
が
、
自
己
を
憎
む
も
う
一
人
の
僕
と
出
会
う
恐
ろ

し
い
体
験
を
語
る
短
編
で
あ
る
。
自
宅
に
集
う
知
人
た
ち
の
前
で

ホ
ス
ト
役
と
し
て
語
る
ス
タ
イ
ル
が
そ
の
深
刻
さ
を
ユ
ー
モ
ア
に

韜
晦
し
て
い
る
が
、
体
制
打
破
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ

大
学
進
学
を
拒
絶
し
て
中
学
校
の
夜
警
を
し
た
主
人
公
の
深
層
心

理
に
は
、
自
己
の
選
択
し
た
生
き
方
へ
の
疑
義
を
通
し
て
時
代
の

波
を
相
対
化
す
る
視
点
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。一
個
人
の
体
験
が
、

一
九
六
〇
年
代
に
青
春
を
送
っ
た
人
々
の
共
同
体
的
記
憶
と
し
て

歴
史
化
さ
れ
る
一
断
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

川
上
弘
美
の
「
神
様
」
は
、
テ
キ
ス
ト
自
体
が
自
ら
を
歴
史
化

し
て
い
く
作
品
と
い
え
よ
う
。「
私
」
は
散
歩
日
和
に
熊
に
誘
わ

れ
て
の
ん
び
り
と
自
然
の
中
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
て
「
悪
く
な
い

一
日
だ
っ
た
」
と
の
思
い
を
抱
く
。
だ
が
、「
神
様
２
０
１
１
」
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で
は
、
冒
頭
か
ら
結
末
ま
で
同
じ
文
体
、
同
じ
出
来
事
の
再
現
を

装
い
つ
つ
、
デ
ィ
テ
ー
ル
に
は
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
の
影
響

が
克
明
に
刻
ま
れ
る
。
既
に
「
神
様
」
で
体
験
し
た
「
私
」
の
ほ

の
ぼ
の
と
し
た
記
憶
は
二
度
と
再
現
さ
れ
な
い
ま
ま
、
セ
シ
ウ
ム

の
危
機
下
で
の
重
ね
語
り
が
実
践
さ
れ
る
。「
神
様
２
０
１
１
」

に
は
、
先
行
す
る
「
神
様
」
を
重
層
化
す
る
こ
と
で
、
一
個
人
の

記
憶
が
負
の
遺
産
と
し
て
の
共
同
体
的
記
憶
に
塗
り
替
え
ざ
る
を

得
な
い
厳
然
た
る
歴
史
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

■
「
言
語
文
化
」
の
継
承
と
発
展

　

言
語
文
化
と
は
、
あ
る
時
代
や
地
域
に
生
き
る
人
々
の
言
語
生

活
を
次
世
代
に
継
承
す
る
生
活
文
化
全
般
の
営
み
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
決
し
て
歴
史
の
表
舞
台
に
は
顕
わ
れ
な
い
個
々
人
の
言
語
表

現
も
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
て
い
よ
う
。
言
語
文
化
の
基
層
に
は
、

市
井
の
人
々
の
生
き
た
証
と
し
て
の
記
憶
が
限
り
な
く
堆
積
し
て

い
る
。
文
学
は
、
そ
の
地
層
の
断
面
に
蓄
積
す
る
人
々
の
記
憶
を

様
々
な
形
で
掬
い
取
り
、
世
代
を
超
え
た
文
化
表
象
と
し
て
の
歴

史
へ
と
一
つ
一
つ
紡
い
で
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

昨
年
六
月
に
来
日
講
演
し
た
イ
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ャ
ブ
ロ
ン
カ
は『
歴

史
は
現
代
文
学
で
あ
る
』（
真
野
倫
平
訳　

名
古
屋
大
学
出
版
会　

二

〇一八・
五）
に
お
い
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
、
歴
史
家
以
上
に
真
理

を
含
ん
で
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
登
場
人
物
や
感
情
や
雰
囲
気
に

よ
っ
て
過
去
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、「
小
説

家
は
、
環
境
や
時
代
に
応
じ
て
変
化
す
る
習
俗
に
関
心
を
持
ち
、

同
時
代
の
民
主
的
な
歴
史
を
書
く
」「
歴
史
家
以
上
に
優
れ
た
歴

史
家
で
あ
る
」
と
評
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、文
学
を
学
ぶ
意
義
は
、

古
今
東
西
に
生
き
る
人
々
と
出
会
い
各
人
の
歴
史
に
対
峙
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
世
界
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
う
し
た
世
界

を
形
づ
く
る
言
語
文
化
の
基
層
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
登

場
人
物
を
特
権
的
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
心
理
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
人
間
理
解
を
促
す
必
要
不
可
欠
な
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、

そ
の
偏
重
傾
向
の
課
題
と
読
み
の
交
流
の
意
義
に
つ
い
て
は
既
に

拙
稿
（『
文
学
・
語
学
』
二〇一六・
八）
で
論
じ
た
。
む
し
ろ
、
文
学
作

品
へ
の
ア
ン
グ
ル
を
少
し
変
え
て
み
る
こ
と
で
、
人
物
の
生
き
た

時
代
や
環
境
を
理
解
し
文
学
の
社
会
的
・
文
化
的
役
割
に
つ
い
て

考
え
る
機
会
を
持
つ
こ
と
も
時
に
有
効
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
常
日

頃
か
ら
歴
史
の
延
長
上
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
は
、

自
ら
現い

代ま

を
相
対
化
し
評
価
し
つ
つ
生
き
る
知
恵
を
獲
得
す
る
主

体
的
行
為
に
も
直
結
す
る
。
翻
訳
を
通
し
て
世
界
文
学
を
読
む
な

ら
ば
、そ
う
し
た
視
座
は
さ
ら
に
同
心
円
状
に
拡
大
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
記
憶
と
い
う
の
は
小
説
に
似
て
い
る
」
と
の
文
学
的
実
践
は
、

個
人
の
記
憶
が
共
同
体
的
な
物
語
と
し
て
歴
史
化
さ
れ
る
ま
さ
に

そ
の
瞬
間
に
立
ち
会
う
私
た
ち
自
身
の
言
語
的
営
為
で
あ
る
と
同

時
に
、
言
語
文
化
の
一
基
層
に
触
れ
な
が
ら
自
ら
も
言
語
文
化
を

継
承
し
発
展
さ
せ
て
い
く
歴
史
的
営
為
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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■
は
じ
め
に

　

夏
休
み
、
担
任
を
し
て
い
る
高
校
三
年
生
の
女
子
生
徒
が
、
職

員
室
に
や
っ
て
き
た
。
志
望
理
由
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
言
う
。

渡
さ
れ
た
用
紙
に
は
、
彼
女
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
に
触
れ
て

心
動
か
さ
れ
て
き
た
経
緯
や
、
大
学
の
文
学
部
に
進
学
し
て
研
鑽

を
積
み
、
将
来
は
国
語
教
師
と
し
て
文
学
の
魅
力
を
伝
え
て
い
き

た
い
と
い
う
思
い
が
、
素
直
な
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
た
。

　

教
え
子
が
同
じ
道
を
志
す
と
い
う
の
は
、
嬉
し
く
も
あ
り
、
気

恥
ず
か
し
く
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
夏
、
筆
者
が
最
初
に
抱
い
た

感
想
は
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
学
入
試
改
革
、
そ
し
て
二
〇
二
二
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
高

等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
は
、「
国
語
」
の
授
業
に
大
き
な

変
革
を
も
た
ら
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
文
学
国
語
」
と
い
う
科

目
が
新
設
さ
れ
る
も
の
の
、
進
学
校
で
は
入
試
に
鑑
み
て
「
論
理

国
語
」
や
「
古
典
探
究
」
が
優
先
さ
れ
、
選
択
で
き
る
学
校
が
少

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
も
耳
に
す
る
。

　

は
た
し
て
件
の
女
子
生
徒
は
、
経
験
か
ら
想
定
し
て
い
る
よ
う

な
文
学
の
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
し
い
学

習
指
導
要
領
の
も
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
教
壇
に

立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
制
度
改
革
は
、
こ
の
変

革
期
を
ま
た
ぐ
若
い
世
代
に
も
課
題
を
突
き
つ
け
て
い
る
。

■
高
校
三
年
生
が
読
む「
舞
姫
」

　

さ
て
、
本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
、
森
鷗
外
「
舞
姫
」
の
授
業
で

あ
る
。
勤
務
校
で
は
例
年
高
校
三
年
の
二
学
期
に
扱
っ
て
お
り
、

文
系
・
理
系
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ス
を
含
む
全
ク
ラ
ス
で
授
業
を
実

施
し
て
い
る
。
今
回
の
授
業
は
構
想
と
考
察
を
筆
者
が
行
い
、
実

践
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
学
年
を
受
け
持
つ
神
谷
麻
以
教
諭
の
協

力
を
得
た
。

　
「
舞
姫
」
は
擬
古
文
で
あ
り
、
本
来
な
ら
そ
の
響
き
の
美
し
さ

に
注
目
さ
せ
た
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
や
は
り
内
容

の
把
握
し
づ
ら
さ
が
先
立
つ
よ
う
で
、
音
読
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

古ふ
る

川か
わ

佳か

奈な

�

専
修
大
学
松
戸
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭

読
み
の
視
点
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
す

「
舞
姫
」の
授
業

授
業
実
践
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「
同
じ
行
を
三
回
も
読
ん
で
し
ま
っ
た
！
」
な
ど
、
苦
戦
す
る
様

子
が
見
ら
れ
た
。
読
み
手
は
作
品
の
描
写
を
通
し
て
、
主
人
公
・

太
田
豊
太
郎
の
心
境
の
変
化
を
追
う
。
そ
の
葛
藤
を
よ
り
深
く
理

解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知

識
を
補
う
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。こ
う
し
た
作
品
の
特
徴
か
ら
、

「
舞
姫
」
が
高
校
生
に
と
っ
て
難
解
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
何
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
生
徒
た
ち
を
授
業

に
引
き
込
む
た
め
に
は
、「
い
ま
、
教
室
で
読
む
意
味
」
を
問
う

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
『
精
選
現
代
文
Ｂ
新
訂
版
』
で
は
、「
舞
姫
」
が
最
後
の
小
説

単
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。作
品
で
描
か
れ
て
い
る
内
容
は
、

卒
業
後
の
進
路
選
択
に
揺
れ
る
生
徒
た
ち
に
、
新
た
な
視
点
を
与

え
る
だ
ろ
う
。
実
践
で
は
、
第
１
時
に
「
高
校
三
年
間
の
集
大
成

と
し
て
読
も
う
」と
い
う
意
識
づ
け
を
行
っ
た
。
授
業
中
の
反
応
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
気
概
を
も
っ
て
授
業
に

臨
ん
だ
生
徒
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
一
読
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た

箇
所
を
紐
解
き
た
い
と
い
う
思
い
は
、
活
発
な
や
り
と
り
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
。

■
取
り
入
れ
た
言
語
活
動

　

本
単
元
で
は
、
自
己
の
読
み
の
視
点
を
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
、

「『
舞
姫
』
を
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
す
」
と
い
う
言
語
活
動
を

取
り
入
れ
た
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
偶
然
日
比
谷
の
書
店
で
目
に

し
た
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
「
三
題
噺
文
庫
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
企
画
は
三
つ
の
単
語
を
手
が
か
り
に
面
白
そ
う
な

本
と
出
合
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
試
み
で
、
こ
の
取
り
組
み
を
授

業
に
応
用
で
き
な
い
か
と
考
え
た
。

　

活
動
の
ね
ら
い
は
①
自
己
の
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
妥
当
性
を

検
証
す
る
こ
と
で
作
品
を
主
体
的
に
読
ま
せ
る
こ
と
と
、
②
な
ぜ

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
る
の
か
、
本
文
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と

に
よ
り
小
説
の
読
み
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド

は
端
的
な
表
現
の
た
め
、他
者
と
の
比
較
も
容
易
だ
と
判
断
し
た
。

■
授
業
の
実
際（
全
12
時
間
）

第
１
時

　

二
学
期
の
授
業
開
き
と
な
っ
た
本
時
は
、
本
単
元
で
行
う
言
語

活
動
へ
の
導
入
と
し
て
、「
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
文
学
作
品
を
一

つ
挙
げ
、三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
す
」
と
い
う
授
業
を
行
っ
た
。

ま
た
、
本
単
元
で
扱
う
「
舞
姫
」
が
、
高
校
で
読
む
最
後
の
小
説

で
あ
る
、
と
い
う
意
識
づ
け
を
行
っ
た
。

第
２
時

　

本
文
を
読
み
、「
作
品
を
表
す
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
、
そ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
た
理
由
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
た
。
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第
２
時
に
生
徒
が
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
そ
の
理
由
（
抜
粋
）

「
真
面
目
な
主
人
公
」「
異
国
」「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
過
ち
」

　

豊
太
郎
が
真
面
目
な
人
物
だ
か
ら
こ
そ
、
熱
で
倒
れ
て
し
ま
う
ま
で

思
い
悩
ん
で
し
ま
う
の
だ
と
思
っ
た
。
明
治
時
代
の
ド
イ
ツ
と
い
う
舞

台
設
定
が
こ
の
物
語
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
豊
太
郎
は
嘘
を

重
ね
て
し
ま
っ
た
末
、
後
戻
り
で
き
な
く
な
っ
た
。

「
決
心
の
つ
か
な
い
心
」「
友
」「
愛
」

　

こ
の
三
つ
の
う
ち
一
つ
で
も
欠
け
て
い
た
ら
、
結
末
は
変
化
し
た
と

思
う
か
ら
。
決
心
の
つ
か
な
い
心
が
な
け
れ
ば
友
が
い
て
も
愛
が
勝
っ

て
ド
イ
ツ
に
留
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
日
本
に
帰
る
と
決
心
で
き

れ
ば
エ
リ
ス
に
真
実
を
話
せ
た
、
み
た
い
な
感
じ
で
三
つ
と
も
必
要
。

話
は
変
わ
る
が
、
豊
太
郎
、
お
前
は
相
沢
を
憎
む
前
に
己
の
心
を
ど
う

に
か
し
な
さ
い
よ
。
…
で
も
自
分
も
同
じ
立
場
な
ら
、
決
心
が
つ
か
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
豊
太
郎
、
人
間
ら
し
い
。

第
３
時
～
第
11
時

　

本
文
を
意
味
段
落
に
分
け
、
登
場
人
物
の
心
境
と
そ
の
変
化
を

中
心
に
内
容
読
解
を
行
っ
た
。

第
12
時

　

前
時
ま
で
の
内
容
読
解
を
踏
ま
え
、
も
う
一
度
作
品
を
表
す

キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
さ
せ
た
。
第
２
時
で
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
や

他
者
と
の
比
較
を
行
い
、
改
め
て
自
己
の
読
み
の
視
点
を
確
認
さ

せ
る
こ
と
で
、
本
単
元
の
ま
と
め
と
し
た
。

第
12
時
に
生
徒
が
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
そ
の
理
由
（
抜
粋
）

「
迫
ら
れ
る
決
断
」「
弱
き
心
」「
好
意
」

　

主
人
公
の
人
生
に
お
い
て
、
何
度
も
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

だ
ろ
う
決
断
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
末
が
変
わ
り
そ
う
だ
か
ら
。

エ
リ
ス
へ
の
異
性
と
し
て
の
好
意
と
、
相
沢
へ
の
友
と
し
て
の
好
意
、

そ
れ
ぞ
れ
が
彼
の
人
生
を
難
し
く
さ
せ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
ま
こ
と
の
我
」「
し
が
ら
み
」「
人
間
ら
し
さ
」

　

自
分
が
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
反
発
や
自
分
の
意
志
で
は
決
め
ら

れ
な
い
こ
と
へ
の
迷
い
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
悩
み
が
描
か

れ
て
い
て
、
自
分
の
仕
事
と
情
愛
で
揺
れ
る
豊
太
郎
は
、
と
て
も
人
間

味
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

「
自
由
」「
友
情
」「
愛
」

　
「
自
由
、
友
情
、
愛
」
こ
れ
ら
は
一
見
す
る
と
全
て
良
い
も
の
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
「
舞
姫
」
に
登
場
し
た
「
自
由
、
友
情
、
愛
」
は
、

純
度
一
〇
〇
％
の
良
い
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
は
自
由

を
得
た
と
自
負
し
て
い
た
が
、
結
局
自
分
は
と
ら
わ
れ
の
鳥
だ
と
悟
っ

て
い
る
し
、
友
情
（
豊
太
郎
と
謙
吉
）
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
豊
太
郎

は
謙
吉
に
一
つ
の
憎
し
み
が
あ
る
。
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
の
愛
も
壊
れ
て

し
ま
っ
た
。
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生
徒
が
挙
げ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
①
作
品
の
構
造
に
着
目
し
た

も
の
、
②
時
・
場
・
人
物
・
事
件
設
定
な
ど
、
形
象
に
着
目
し
た

も
の
、
③
主
題
に
着
目
し
た
も
の
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
に
は
豊
太
郎
の
人
間
性
を
批
判
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の

視
点
だ
け
に
偏
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
（
＃
／
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
）
を
付
け
た
記
事
を

日
常
的
に
投
稿
し
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
世
代
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、

今
回
の
言
語
活
動
は
比
較
的
取
り
組
み
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
タ

グ
付
け
同
様
、
今
回
の
言
語
活
動
に
お
い
て
も
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
正
し
い

4

4

4

の
か
、
唯
一
の
答
え
は
な
い
。
ま
た
、
客
観
的
な
読
み

を
目
指
し
て
い
て
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
る
際
に
は
、
読
み
手

が
自
己
の
関
心
事
を
色
濃
く
投
影
し
て
し
ま
う
場
面
が
し
ば
し
ば

あ
っ
た
。

　

筆
者
は
、
作
品
の
読
解
や
言
語
活
動
を
通
じ
て
、
生
徒
が
そ
の

偏
り
に
気
が
つ
く
こ
と
に
も
、
意
味
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
高

校
時
代
に
一
つ
作
品
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
が
、
将
来
も
う
一
度
同

じ
作
品
を
読
み
返
し
た
と
き
、
異
な
る
視
点
で
読
む
可
能
性
は
十

分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の

も
の
の
見
方
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
も
の
の
見
方
を
知

る
こ
と
で
も
あ
る
。

■
お
わ
り
に

　

現
在
国
語
教
師
を
目
指
し
て
い
る
高
校
生
た
ち
は
、
自
分
が
受

け
た
学
習
経
験
と
は
異
な
る
学
習
指
導
要
領
の
も
と
、
教
師
生
活

の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
る
。
新
課
程
で
は
科
目
構
成
が
大

き
く
変
化
す
る
こ
と
も
あ
り
、
手
に
す
る
教
科
書
の
中
に
、
教
え

た
い
と
願
っ
た
教
材
が
採
録
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
全
員

が
「
山
月
記
」
や
「
こ
こ
ろ
」
そ
し
て
「
舞
姫
」
を
読
む
の
か
、

想
定
し
づ
ら
い
状
況
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
教
材
で
授
業
を
行
う
に
せ
よ
、
文
学
の

魅
力
を
発
見
で
き
る
資
質
・
能
力
を
持
っ
た
生
徒
を
育
て
ら
れ
る

は
ず
だ
。
従
来
の
文
学
教
育
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
学
力
観
の

転
換
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
理
解
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約

の
な
か
で
ね
ら
い
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
が
、
教
師
の
役
割
だ
と

考
え
て
い
る
。

　

将
来
の
変
化
を
予
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
時
代
に
あ
っ
て
文
学

教
育
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
か
ら
も
切
実
に
議
論
さ
れ
て
い
く
だ
ろ

う
。
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
改
め
て
見
直
さ

れ
る
状
況
は
、
多
く
の
対
話
を
生
む
。
四
年
後
、
教
育
実
習
生
と

し
て
母
校
に
戻
っ
て
く
る
生
徒
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
視
点
を

持
っ
て
新
し
い
文
学
の
授
業
を
構
想
す
る
の
か
、楽
し
み
で
あ
る
。
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■
学
校
設
定
科
目
「
国
際
Ｂ
」
講
座
「
文
学
探
究
」

　

本
校
で
は
六
年
次
（
高
校
三
年
次
）
の
学
校
設
定
科
目
と
し
て

「
国
際
Ａ
（
二
単
位
）」
と
「
国
際
Ｂ
（
一
単
位
）」（
両
者
と
も
自
由

選
択
科
目
）
を
開
設
し
て
い
る
。

　
「
文
学
探
究
」
は
科
目
「
国
際
Ｂ
」
内
の
講
座
の
一
つ
で
あ
り

授
業
担
当
は
国
語
科
が
担
っ
て
い
る
。
履
修
人
数
は
毎
年
一
〇
人

か
ら
一
五
人
程
度
と
少
人
数
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
活
用
し
て
ゼ

ミ
形
式
で
授
業
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。
講
座
独
自
の
目
標
は
以
下

の
よ
う
に
掲
げ
て
い
る
。

・
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
（
文
体
）
お
よ
び
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の

多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
知
る
。

・
個
々
の
テ
キ
ス
ト
を
分
析
し
、
関
連
性
の
あ
る
他
の
テ
ク
ス

ト
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
表
現
力
（
口
述
お
よ
び
記
述
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

含
む
）
お
よ
び
創
造
力
を
養
う
。

・
テ
キ
ス
ト
の
学
習
を
通
じ
て
、
文
化
的
背
景
が
異
な
る
人
々

の
も
の
の
見
方
や
、
そ
れ
ら
の
見
方
が
ど
の
よ
う
に
意
味
を

構
成
し
て
い
る
か
を
認
識
す
る
。

・
言
語
と
文
学
に
対
し
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
関
心
や
興
味
を

持
つ
。

　

開
設
当
初
か
ら
掲
げ
て
い
る
こ
れ
ら
の
目
標
は
実
は
新
学
習
指

導
要
領
に
お
け
る
「
文
学
国
語
」
の
目
標
と
親
和
性
が
高
い
。
科

目
の
単
位
数
や
教
科
書
の
取
り
扱
い
方
に
違
い
は
あ
ろ
う
が
、
生

徒
が
「
文
学
」
の
学
習
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
つ
け
て

い
く
の
か
に
つ
い
て
は
本
校
「
文
学
探
究
」
で
の
取
り
組
み
が
一

つ
の
イ
メ
ー
ジ
モ
デ
ル
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

■
テ
キ
ス
ト
と
授
業
の
ね
ら
い

　

二
〇
一
九
年
度
の
「
文
学
探
究
」
で
は
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
に

授
業
を
進
め
て
き
た
。

杉す
ぎ

本も
と

紀の
り

子こ

東
京
学
芸
大
学
附
属
国
際
中
等
教
育
学
校
主
幹
教
諭

主
体
的
に
読
み
を
進
め
る
仕
組
み
と
は

　
─「
文
学
探
究
」で
の
学
び
を
通
し
て

授
業
実
践
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◇
一
学
期

〈
テ
キ
ス
ト
〉
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」・
志
賀
直
哉
「
小
僧
の

神
様
」・
芥
川
龍
之
介
「
藪
の
中
」・
映
画
「
羅
生
門
」（
黒
澤
明
）

〈
学
期
を
貫
く
問
い
〉「
小
説
を
小
説
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
」

　

一
学
期
は
既
存
の
知
識
や
読
解
の
技
術
を
見
直
し
な
が
ら
、
短

編
を
用
い
て
小
説
の
構
成
要
素
、例
え
ば
「
語
り
手
」「
構
成
」「
伏

線
」「
比
喩
」
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
小
説
の
主
題
や
面
白
さ
を
表

現
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
役
割
や
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
か
を
段
階
的
に
学
習
し
た
。

◇
二
学
期

〈
テ
キ
ス
ト
〉
Ｗ
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
「
マ
ク
ベ
ス
」・
芥
川
龍
之

介
「
地
獄
変
」

〈
学
期
を
貫
く
問
い
〉「
作
品
を
探
究
す
る
た
め
の
問
い
と
は
―
自

分
で
問
い
を
立
て
て
読
も
う
」

　

二
学
期
は
一
学
期
の
学
習
経
験
を
踏
ま
え
、
自
分
で
作
品
を
深

く
探
究
す
る
た
め
の
「
問
い
」
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。「
マ
ク
ベ
ス
」
は
本
校
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
・

デ
ィ
プ
ロ
マ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
文
学
の
ク
ラ
ス
で
も
扱
う
作
品
だ

が
、
翻
訳
の
問
題
や
戯
曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
視
点
か
ら
作
品
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
と
い

う
点
で
、
問
い
の
幅
が
広
が
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
選
ん
で
い

る
。「
地
獄
変
」
は
四
年
次
に
習
っ
た
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
翻

案
と
い
う
点
や
、「
芸
術
至
上
主
義
」
と
い
う
思
想
的
な
側
面
に

焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
同
様
に
問
い
の
幅
が
広
が
る

作
品
で
あ
る
。

■
授
業
内
容
と
生
徒
の
学
び

◇
一
学
期
の
授
業
内
容

　
「
青
が
消
え
る
」
で
は
、
主
と
し
て
比
喩
や
象
徴
に
記
号
的
意

味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
ど
の
程
度
作
品
の
読
み
を
深
め
る
の
か
、

記
号
的
に
読
ま
な
い
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
作
品
の
主
題
へ
の
迫
り

方
が
違
っ
て
く
る
か
を
学
習
し
た
。

　
「
小
僧
の
神
様
」
で
は
「
語
り
手
」
の
存
在
意
義
、
時
間
や
空

間
の
設
定
が
作
品
に
も
た
ら
す
意
味
に
つ
い
て
学
習
し
た
。
作
品

末
尾
に
「
作
者
」
が
登
場
す
る
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
、「
作
者
」「
語

り
手
」「
読
者
」
の
関
係
を
強
く
意
識
す
る
よ
い
材
料
と
な
っ
た
。

　
「
藪
の
中
」
は
「
語
り
手
」
に
視
点
を
お
い
て
基
本
的
な
分
析

を
行
っ
た
後
、
映
画
「
羅
生
門
」
と
の
比
較
を
行
い
、
映
画
化
さ

れ
る
際
に
す
で
に
そ
こ
に
は
「
作
品
解
釈
」
が
あ
る
こ
と
や
媒
体

が
違
う
と
ど
の
よ
う
な
仕
掛
け
の
違
い
が
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と

を
学
習
し
た
。

　

学
期
末
の
総
括
的
課
題
と
し
て
は
「
藪
の
中
」
と
映
画
「
羅
生

門
」
を
比
較
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
課
し
た
。
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〈
一
学
期
末
課
題
〉

①
「
藪
の
中
」
の
語
り
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
点
と
効
果

を
八
〇
〇
字
程
度
で
解
説
し
な
さ
い
。

②
映
画
「
羅
生
門
」
と
小
説
「
藪
の
中
」
を
比
較
し
、
比
較
の

焦
点
を
自
分
で
設
定
し
て
、
一
六
〇
〇
字
〜
二
〇
〇
〇
字
程

度
で
論
じ
な
さ
い
。

　

②
は
生
徒
が
自
分
で
論
点
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
一
見

難
し
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
学
期
途
中
で
は
形
成
的
評
価
と
し
て
、

他
の
作
品
に
つ
い
て
も
作
品
の
構
成
要
素
を
一
つ
選
ん
で
そ
の
役

割
に
つ
い
て
解
説
す
る
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
生
徒

に
と
っ
て
論
点
を
自
分
で
設
定
す
る
こ
と
は
多
少
の
難
し
さ
は

あ
っ
て
も
不
可
能
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
は
、
多
様
な
論
点
の

設
定
が
見
ら
れ
た
が
、
作
品
の
構
成
要
素
の
役
割
を
的
確
に
指
摘

し
、
か
つ
映
画
と
の
比
較
に
お
い
て
「
小
説
を
小
説
た
ら
し
め
て

い
る
も
の
が
何
な
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
言
及

し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
た
。

◇
二
学
期
の
授
業
内
容

　

二
学
期
は
さ
ら
に
主
体
的
で
自
立
し
た
読
み
手
と
な
る
こ
と
を

目
指
し
、
次
の
よ
う
に
授
業
を
進
め
て
い
る
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月

現
在
）。

　
「
マ
ク
ベ
ス
」
で
は
、
登
場
人
物
の
整
理
な
ど
基
本
的
な
作
業

観点A（知識・理解） 規準B（分析） 基準C（構成）

10

学習した作品とテーマについ
て、多面的かつ優れた理解を
示しており、十分で細かくい
きとどいた知識がある。

・文学的表現技法（レトリッ
ク）あるいは分析の視点の例
が鋭い観点をもって特定され、
作品に明確に関連した説得力
のある分析・解釈が成立して
いる。

・映画と小説を比較するため
の視点・焦点が明確に設定さ
れている。またそれを活用し
て、根拠のある論理的な解説
を行っている。

8

学習した作品とテーマについ
て、優れた理解を示し、それ
を裏付けるに十分な知識があ
る。

文学的表現技法あるいは分析
の視点の例が、明確に特定さ
れ、作品に関連した分析・解
釈が効果的に説明されている。

・映画と小説を比較するため
の視点・焦点が明確に設定さ
れている。またそれを活用し
て、整理された解説を行って
いる。

「藪の中」課題②評価ルーブリック（部分）

生徒Ａの論述から─比較の焦点「主題」の設定とメディアの違いによる読者への影響

　映画は原作をアレンジすることで「人間とは何か」という主題を描いていると私は考
える。そしてこの映画における主題は、小説における主題とは全く異なるものなのだ。
そもそも小説の中で芥川は、映画のようなメッセージ性を匂わせる「主題」というもの
を設定していない。それは小説の語り方から推察できる。芥川は、ただいくつかの供述
を重ねるだけで一つの作品を成り立たせており、映画中の三人のような、情報を統合さ
せる語りが作中に登場しない。語らないことで、情報を処理しどう捉えるかを全て読者
に託しているのである。（後略）
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25 主体的に読みを進める仕組みとは

特集
文学の魅力 再発見！

を
行
っ
た
上
で
先
行
研
究
を
い
く
つ
か
示
し
た
。
そ
の
後
自
分
な

り
に
作
品
を
読
み
解
く
入
り
口
を
探
し
、
そ
れ
を
「
問
い
」
の
形

に
し
て
設
定
す
る
こ
と
か
ら
開
始
し
た
。
生
徒
に
は
次
の
よ
う
な

提
示
を
し
読
解
の
入
り
口
と
な
る
興
味
・
関
心
・
疑
問
を
問
い
の

形
に
整
理
さ
せ
た
。

Ⅰ 

テ
ー
マ
を
設
定
す
る
た
め
に
「
マ
ク
ベ
ス
」
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
要
素
や
ト
ピ
ッ
ク
に
興
味
を
持
っ
た
か
。
複
数

挙
げ
て
み
よ
う
。

Ⅱ 

Ⅰ
で
挙
げ
た
も
の
を
問
い
の
形
に
設
定
し
て
み
よ
う
。

Ⅲ 

テ
ー
マ
を
決
め
よ
う
。
Ⅱ
で
問
い
の
形
に
設
定
で
き
た
も

の
、
考
察
に
広
が
り
が
期
待
で
き
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
？

Ⅳ 

Ⅲ
で
決
め
た
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
、
細
か
な
問

い
を
立
て
て
み
よ
う
。

　

Ⅳ
の
問
い
は
一
度
ク
ラ
ス
で
共
有
し
、
な
ぜ
そ
の
問
い
に
し
た

の
か
を
自
分
で
説
明
す
る
活
動
を
行
っ
た
。
同
じ
問
い
に
な
っ
た

生
徒
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
理
由
が
あ
り
、
問
い
の
背
景
と
な
る

「
読
み
」
の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

生
徒
は
自
分
で
立
て
た
問
い
に
基
づ
い
て
読
解
を
進
め
、
自
分

の
解
釈
を
発
表
し
た
。
発
表
時
間
は
一
人
一
〇
分
程
度
。
そ
れ
ぞ

れ
の
発
表
に
お
い
て
意
見
が
提
示
さ
れ
、
読
み
の
広
が
り
が
あ
る

た
め
に
、
一
度
の
授
業
で
は
発
表
数
に
限
界
が
あ
り
、
発
表
は
四

週
に
亘
っ
た
。発
表
テ
ー
マ
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
第
一
幕
第
一
場
（
魔
女
の
登
場
場
面
）
と
第
三
幕
第
五
場 

（
魔

女
と
ヘ
カ
テ
の
登
場
場
面
）
の
存
在
意
義
と
は
何
か
。

・
動
物
が
示
す
も
の
と
は
―
翻
訳
に
左
右
さ
れ
な
い
固
有
名
詞

・「
人
間
」「
男
」
と
し
て
の
マ
ク
ベ
ス
（
父
と
息
子
と
継
承
と

い
う
構
図
か
ら
見
る
マ
ク
ベ
ス
）

■
生
徒
の
成
長
と
今
後
の
課
題

　

本
単
元
で
の
生
徒
の
成
長
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
確
認
で
き
る
。

〈
自
分
で
立
て
た
問
い
の
見
直
し
〉

　

複
数
の
生
徒
が
読
解
の
深
ま
り
に
応
じ
て
問
い
を
修
正
し

た
。
こ
こ
に
は
生
徒
が
主
体
的
・
自
立
的
に
読
み
を
進
め
て
い

る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
既
習
事
項
や
知
識
の
関
連
付
け
に
よ
る
読
み
の
深
ま
り
〉

　

例
え
ば
世
界
史
で
学
習
し
た
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
君
主
論
に
つ
い

て
言
及
し
た
生
徒
は
マ
ク
ベ
ス
の
造
形
や
作
品
内
の
君
主
像
に

君
主
論
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
読
み
を
提

示
し
た
。
別
の
生
徒
は
「
悲
劇
を
悲
劇
た
ら
し
め
る
要
素
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
を
掲
げ
、
一
学
期
の
問
い
を
踏
ま
え
て
自

分
の
学
習
を
メ
タ
に
見
直
そ
う
と
し
て
い
た
。

　

今
後
は
作
品
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
立
て
た
問
い
が
読

み
を
深
め
る
た
め
に
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
振
り
返
ら
せ

る
こ
と
と
な
る
。

022-025_112-10_tokushu-sugimoto.indd   25 2019/12/27   11:57



26国語教室　第 112 号　2020 年 2月

　

小
誌
で
は
、
110
号
（
二
〇
一
九
年
四
月
号
）
に
て
、「
新
課
程 

履
修
パ
タ

ー
ン
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、「
選
択
科

目
は
『
論
理
国
語
』『
古
典
探
究
』
し
か
取
れ
な
い
」「
高
校
で
文
学
が

扱
え
な
く
な
る
」
と
い
う
声
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
全
国
の
高
校
か
ら

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
履
修
パ
タ
ー
ン
試
案
を
元
に
、「
履
修
パ
タ
ー
ン

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Vol.
２
」
と
し
て
Ａ
～
Ｊ
の
10
パ
タ
ー
ン
を
「
Ｗ
Ｅ

Ｂ
国
語
教
室
」
に
掲
載
し
ま
し
た
（
二
〇
一
九
年
十
一
月
）。

　

本
号
で
は
、「
文
学
を
じ
っ
く
り
扱
い
た
い
」
と
い
う
先
生
方
の
声

に
応
え
、「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
掲
載
の
履
修
パ
タ
ー
ン
か
ら
、「
文
学

国
語
」
の
設
置
を
重
視
し
た
パ
タ
ー
ン
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｇ
を
取
り
上
げ
て

詳
述
し
ま
す
。
各
学
校
で
の
ご
検
討
の
ご
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

編
集
部

「
文
学
国
語
」を
設
置
す
る
た
め
に

新
課
程
履
修
パ
タ
ー
ン

【新科目と標準単位数】

科目 標準
単位数

必
履
修

現代の国語 ②

言語文化 ②

選
択

論理国語 ④

文学国語 ④

国語表現 ④

古典探究 ④

必履修科目 選択科目
（全員選択）

選択科目
（自由選択）

○数字は単位数

図
解
凡
例

大修館「ＷＥＢ国語教室」
「新課程国語　履修パターンシミュレーション」より

パタ
ーン 履修パターンの概要・ねらい 国語合計単位数

Ａ 情緒を育む教科として「文学国語」を重視 文系…17
理系…15

Ｂ 「文学国語」は選択扱いで「論理国語」「古典
探究」を優先

文系…13 ～ 17
理系…13

Ｃ ２学年で「文学国語」を全員履修、文系は「古
典探究」、理系は「論理国語」重視

文系…16
理系…13

Ｄ 2 学年で「論理国語」を優先、「文学国語」「古
典探究」は減単位して 3 学年で 15

Ｅ 減単位を活用して「国語表現」以外の３科目
をバランスよく履修

文系…15
理系…13

Ｆ 「論理国語」「文学国語」を重視、古典はその
中で扱う 12

Ｇ 「国語表現」を選択科目として設置 12 ～ 16

Ｈ 進学コースと就職コースに分かれるパターン 進学コース…14
就職コース…12

Ｉ 選択科目として「国語表現」を設置し、実社
会で活用できる国語力を育成 8

Ｊ 進路多様校で生徒のニーズに応じた科目設定 8

本
記
事
で
取
り
上
げ
る
パ
タ
ー
ン

Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室

「
履
修
パ
タ
ー
ン
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
こ
ち
ら
か
ら
➡
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27 〈新課程履修パターン〉「文学国語」を設置するために

・
三
学
年
か
ら
文
系
・
理
系
に
分
か
れ
る
進
学
校

・
二
学
年
は
、﹁
文
学
国
語
﹂﹁
古
典
探
究
﹂
を
全
員

履
修

・
文
系
は
﹁
論
理
国
語
﹂
を
３
単
位
に
減
単
位
、﹁
古

典
探
究
﹂
は
５
単
位
に
増
単
位

・
理
系
は
﹁
文
学
国
語
﹂﹁
古
典
探
究
﹂
を
３
単
位

に
減
単
位
（
時
間
数
が
捻
出
で
き
れ
ば
、
４
単
位

も
可
能
か
）

減
単
位
の
扱
い
に
注
目
！

　

選
択
科
目
４
科
目
は
、
い
ず
れ
も
標
準
単
位
４
単

位
で
す
が
、
各
教
育
委
員
会
の
判
断
に
よ
り
、
減
単

位
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
パ
タ

ー
ン
で
は
、
文
系
は
﹁
論
理
国
語
﹂、
理
系
は
﹁
文

学
国
語
﹂
と
﹁
古
典
探
究
﹂
を
３
単
位
に
減
単
位
し

て
い
ま
す
。
何
単
位
ま
で
が
認
め
ら
れ
る
か
、
教
育

委
員
会
の
判
断
を
注
視
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
編
成

す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

Point

パターンA
全日制普通科
私立高校（進学校）　文系…17単位　　理系…15単位

難
関
大
学
へ
の
進
学
を
目
指
し
つ
つ
、�

�

情
緒
を
育
む
た
め
に「
文
学
国
語
」を
重
視

理系文系

文学
国語
②

古典
探究
②

論理国語

④

文学
国語
②

古典探究

③

現代の
国語
●②

言語文化

●③

文学
国語
①

論理国語

③

１単位減

１単位減

１
年

３
年

２
年
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28国語教室　第 112 号　2020 年 2月

・
二
学
年
か
ら
文
系
、
理
系
に
分
か
れ
る
進
学
校

・
文
系
・
理
系
と
も
に
、
二
学
年
で
﹁
文
学
国
語
﹂

を
３
単
位
に
減
単
位
し
て
全
員
履
修

・
文
系
は
、
二
・
三
学
年
で
﹁
古
典
探
究
﹂
を
１
単

位
増
の
５
単
位
履
修

・
理
系
は
、
二
・
三
学
年
で
﹁
論
理
国
語
﹂
を
１
単

位
増
の
５
単
位
履
修

「
文
学
国
語
」で
も
評
論
文
が
扱
え
る
！

　

入
試
で
の
必
要
性
を
重
視
し
、
文
系
は
﹁
古
典
探

究
﹂、
理
系
は
﹁
論
理
国
語
﹂
を
増
単
位
し
て
扱
う

プ
ラ
ン
で
す
。
文
系
の
二
学
年
で
は
、﹁
論
理
的
な

文
章
を
扱
わ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
文
学
国
語
」

の
中
で
文
学
に
関
す
る
評
論
な
ど
論
理
的
な
文
章
を

扱
う（
１
）
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。﹁
論
理
国
語
﹂
＝

評
論
、﹁
文
学
国
語
﹂
＝
小
説
で
は
な
い
点
に
留
意

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑴『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
） 

解
説 

国
語

編
』（
以
下
『
解
説
』）
p. 

202
、
206 

参
照
。

Point

パターンC
全日制普通科　
公立高校（進学校）　文系…16単位　　理系…13単位

二
学
年
で「
文
学
国
語
」を
全
員
履
修
、�

�

三
学
年
は
入
試
で
必
要
な
科
目
に
重
点
化

論理国語

②
文学国語

③
文学国語

③
古典探究

②
評論も扱う

現代の
国語
●②

言語文化

●③

１
年

２
年

論理国語

③
論理国語

③
学校設定
科目（古典）
②
必要に応じて
選択

３
年

古典探究

③

理系文系
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29 〈新課程履修パターン〉「文学国語」を設置するために

・
国
語
の
総
単
位
数
12
時
間
を
増
や
せ
な
い
学
校　

・
二
・
三
学
年
を
通
じ
て
﹁
論
理
国
語
﹂
と
﹁
文
学

国
語
﹂
を
位
置
づ
け
、
文
学
に
も
親
し
ま
せ
る

・﹁
国
語
表
現
﹂
を
選
択
科
目
と
し
て
設
置
し
、
他

教
科
と
調
整
（﹁
国
語
表
現
﹂
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
減
単
位
）

「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
に�

�

古
典
が
入
り
得
る
！

　

こ
の
パ
タ
ー
ン
で
は
﹁
古
典
探
究
﹂
を
位
置
づ
け

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
論
理
国
語
」
で
は
「
古

典
に
お
け
る
論
理
的
な
文
章（
２
）」

を
、「
文
学
国
語
」

で
は
「
古
典
に
お
け
る
文
学
的
な
文
章（
３
）」

を
扱
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
教
科
書
内
に
古
典
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
場
合
は
そ
れ
を
活
用
し
、
古
典
に
親
し
ま
せ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑵『
解
説
』
p. 

175 

参
照
。

⑶『
解
説
』
p. 

206 

参
照
。

Point

パターンG
全日制普通科
公立高校（進路多様校）　12〜 16単位

進
路
多
様
校
で
も「
文
学
国
語
」を
設
置
し
、�

�

文
学
に
親
し
ま
せ
た
い

１
年

３
年

２
年

論理国語

②

論理国語

②
文学国語

②

文学国語

②

現代の
国語
●②

言語文化

●②

国語表現

②

国語表現

②

自由選択科目
として設定

古典作品
も扱う
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■
４
人
に
３
人
は
読
書
好
き

　
Ｑ
１
で
、
本
を
読
む
こ
と
が
好
き
か
ど
う
か
尋

ね
た
と
こ
ろ
、「
好
き
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
好

き
」
が
合
わ
せ
て
75
％
と
な
り
ま
し
た
。
高
校
生

の
活
字
離
れ
や
「
不
読
率
」
の
高
止
ま
り
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
高
校
生
は
、
読
書
へ

の
興
味
自
体
は
失
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
学
年

別
で
は
、
下
の
学
年
ほ
ど
「
好
き
」
の
割
合
が
多

く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し
た
。「
好
き
」の
理
由

と
し
て
は
、「
知
識
や
世
界
が
広
が
る
か
ら
」「
小

さ
い
頃
か
ら
習
慣
に
な
っ
て
い
る
か
ら
」
な
ど
が

多
く
挙
が
り
ま
し
た
。

■
小
説
と
マ
ン
ガ
が
人
気

　
Ｑ
２
で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
種
類
の
本
を

読
む
こ
と
が
好
き
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
小
説
と

マ
ン
ガ
が
特
に
人
気
を
集
め
ま
し
た
。
具
体
的
な

作
品
名
・
シ
リ
ー
ズ
名
、
作
家
名
な
ど
を
自
由
に

挙
げ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
ベ
ス
ト
５
は
次
の
通

り
、
マ
ン
ガ
と
小
説
に
人
気
が
集
中
し
ま
し
た
。

58% 687
57% 675
12% 145
10% 124

小説（フィクション）

マンガ・マンガ雑誌

マンガ以外の雑誌

新書など（ノンフィクション） 小説とマンガが断トツの人気

およそ 3/4 の高校生が読書好きと回答！

どのような種類の本を読むことが好きですか？（複数回答）Q2

本を読むことは好きですか？Q1

好き
41.0%

どちらかと
いえば好き
34.1%

どちらかといえば
好きではない
14.4%

好きではない
10.2%

「
文
学
」
に
注
目
が
集
ま
る
昨
今
。

本
や
教
科
書
、
国
語
の
授
業
を
通
じ
て
、
高
校

生
は
「
読
書
」
や
「
文
学
」
に
ど
う
向
き
合
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
千
名
を
超
え
る
全
国

の
高
校
生
に
聞
き
ま
し
た
。

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

高
校
生
と
「
読
書
」「
文
学
」
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31 【アンケート】高校生と「読書」「文学」

【
作
品
・
シ
リ
ー
ズ
】

①
鬼き

滅め
つ

の
刃や
い
ば　

②
ワ
ン
ピ
ー
ス　
③
君
の
膵す
い

臓ぞ
う

を
た
べ
た
い　
④
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー　
⑤
進

撃
の
巨
人
、
図
書
館
戦
争
、
約
束
の
ネ
バ
ー
ラ

ン
ド

【
作
家
】

①
湊
か
な
え　
②
住
野
よ
る　
③
山
田
悠
介　

④
東
野
圭
吾　
⑤
ダ
レ
ン
・
シ
ャ
ン
、
星
新
一

■
電
子
書
籍
の
利
用
も
多
い

　
Ｑ
３
で
、
電
子
書
籍
の
利
用
状
況
を
尋
ね
ま
し

た
。
半
数
以
上
が
電
子
書
籍
を
利
用
し
て
い
る
と

回
答
。
現
在
利
用
し
て
い
な
い
生
徒
も
、
そ
の
３

割
弱
は
興
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

■
定
番
小
説
の
人
気
根
強
い

　
Ｑ
４
で
は
、
教
科
書
で
読
ん
で
お
も
し
ろ
か
っ

た
作
品
を
３
つ
ま
で
尋
ね
ま
し
た
。「
羅
生
門
」が

突
出
し
て
い
る
点
、
中
学
校
で
扱
う
作
品
が
ラ
ン

ク
イ
ン
し
て
い
る
点
は
、
高
校
一
年
生
の
回
答
も

多
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
定

番
の
近
現
代
小
説
に
人
気
が
集
ま
る
結
果
と
な
り

ま
し
た
。

はい
52.9%

13.2%
興味はあるが、
まだ使ったことはない

いいえ
34.0%

「はい」と答えた人は、
「いいえ」と答えた人
に比べ、Q2 で「マン
ガが好き」と答える割
合が倍近い回答

小説  羅生門（芥川龍之介）
小説  こころ（夏目漱石）
小説  山月記（中島敦）
小説  とんかつ（三浦哲郎）
小説  走れメロス（太宰治）
小説  舞姫（森鷗外）
小説  清兵衛と瓢簞（志賀直哉）
評論  「わらしべ長者」の経済学（梶井厚志）
評論  水の東西（山崎正和）
古典  竹取物語

紙以外に、スマートフォンやタブレットで本を読みますか？Q3

高校国語の教科書でおもしろかった作品は何ですか？（複数回答）Q4
221

114
112

81
38
35

25
20
19
19

高校の定番作品が
順当にランクイン。
上位３位を近代の
名作が占める
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32国語教室　第112号　2020年2月

■
「
話
す
・
聞
く
」
に
も
一
定
の
支
持

　
最
後
に
、
国
語
の
授
業
で
し
た
い
こ
と
を
尋
ね

ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
小
説
を
読
む
こ
と
に
人
気

が
集
ま
り
ま
し
た
。
新
課
程
で
さ
ら
に
重
視
さ
れ

る
「
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
活
動
」
は
、「
評
論

を
読
む
こ
と
」
に
比
べ
倍
近
い
支
持
。
そ
の
他
と

し
て
、「
話
し
合
い
や
グ
ル
ー
プ
活
動
が
し
た
い
」

と
の
要
望
が
複
数
挙
が
っ
た
の
も
、
新
し
い
時
代

の
国
語
の
授
業
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
先
生
方
、高
校
生
の
皆
様
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

現代の作家の小説を読むこと

近代の作家の小説を読むこと

話したり聞いたりする活動

詩や短歌・俳句を鑑賞すること

書く活動

評論を読むこと

古文・漢文を読むこと

その他

特になし

【多かった主な回答】
○ビブリオバトル、本の紹介・交流
○マンガを教材にした授業
○同じ作品で、本と映画、原作と翻訳の比較
○百人一首
○試験対策■調査の概要

【協力校】
▽北海道札幌東陵高等学校
▽北海道札幌英藍高等学校
▽福島県立ふたば未来学園高等学校
▽東京都立福生高等学校
▽東京都立高等学校（匿名）
▽筑波大学附属坂戸高等学校
▽千葉明徳高等学校
▽長野県長野吉田高等学校
▽椙山女学園高等学校
▽滋賀県立守山高等学校
▽大阪府立今宮高等学校
▽岡山県立勝山高等学校蒜山校地
▽宮崎県立都城工業高等学校
▽鹿児島県立鹿児島東高等学校
【調査時期】　2019年 10〜 11月
【回答総数】　1,189名
▽1年＝ 351名、2年＝ 130名、
　3年＝ 703名、4年＝ 5名
【最大誤差】　±2.8％

国語の授業で、どんなことがしたいですか？（複数回答）Q5
59750%

30%

19%

12%

11%

10%

10%

3%

20%

352

230

147

128

123

122

38

243

アクティブ・ラー
ニングや、新課程
で重視されている
よ う な 言 語 活 動
も！
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新学習指導要領も、
新テストも、
（大学入学共通テスト）　　　　　　

これで万全！

大修館書店の国語便覧・学習辞典のご案内

便覧の学びを深める動画リンク辞書120%活用アプリ！

⃝ビ
ジュ
アル
カラ
ー

　国
語便
覧

⃝ト
ータ
ルサ
ポー
ト

　新
国語
便覧

⃝明
鏡国
語辞
典

　第
二版⃝新

全訳
古語
辞典

⃝新
漢語
林

　第
二版
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大きく見やすいサイズで国語の世界に親しむ

ビジュアルカラー

国語便覧
大修館書店編集部［編］

B5判・496 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・
探究学習

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化したページを豊富に掲載しました。
アクティブ・ラーニング、探究学習に活用するこ
とができます。
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書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が重視され
る新学習指導要領。『ビジュアルカラー国語便覧』は、
語彙力と表現力の基礎から応用まで無理なく身につく
「言葉と表現編」が充実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふまえて
レポート・小論文を書くためのページが充実してい
ます。

まなび動画Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や
音声を紹介。
⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

生徒用

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新傾向＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM 指導用

準拠問題集 新傾向問題付き� B5 判・64 ページ

『ビジュアルカラー国語便覧』と合わせて使える問題集。解答付き。
【語彙編】漢字、熟語、慣用句、敬語・言葉遣い、重要古語・漢語
【事項編】古典常識、百人一首、文学史（古典／近現代文学）ほか

便覧活用の幅がさらに広がる、充実のサポート
生徒用New!

準拠CD-ROMにも
全問題データを収録！

New!

New!
New!
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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

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化。
巻頭・巻末、各編の冒頭に、探究学習につなげら
れる特集ページを豊富に掲載しました。
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便覧活用の幅がさらに広がる、充実のサポート

書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が重視され
る新学習指導要領。『トータルサポート新国語便覧』
は、語彙力と表現力を養う「言葉の知識編」「表現
編」が充実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふまえて
レポート・小論文を書くためのページが充実してい
ます。

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新傾向＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM 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。
⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

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。
【語彙編】漢字、熟語、慣用句、敬語・言葉遣い、重要古語・漢語
【事項編】古典常識、百人一首、文学史（古典／近現代文学）ほか

生徒用New!

準拠CD-ROMにも
全問題データを収録！

New!

New!
New!
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間違いがわかる別冊索引付き

明鏡国語辞典
第二版

言語文化
新テストに向けたモデル問題
例では、「日本の言語文化に
特徴的な語句」の知識をふま
えた出題も見られました。
『明鏡国語辞典』は、さまざ
まな観点で言語文化にふれら
れるコラムが充実しています。

北原保雄［編］
B6 変型判・1,954 ページ＋別冊 96 ページ

本体 2,900 円＋税

サンキュータツオ校閲室長の
「明鏡校閲室へようこそ」

「明鏡　ことばの達人ドリル」ほか

動
画

ドリル

語彙力
確かなことばの力は、テストが
変わっても引き続き求められる、
大切な基礎力です。
画期的な別冊索引や、定評のあ
る丁寧な解説で、確実に語彙力
を身につけることができます。

別冊「明鏡　問題なことば索引」から、
間違えやすい用法、敬語などを引ける！
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画期的！「見てわかる」古語辞典

新全訳古語辞典

語彙・文法
新テストでも、重要古語や
古典文法の正確な理解力は
引き続き求められます。
『新全訳古語辞典』なら、
ビジュアルな工夫や丁寧な
解説で、語彙・文法の力を
確実に身につけられます。

林巨樹・安藤千鶴子［編］
B6 判・1,232 ページ・2色刷

本体 1,800 円＋税

ベリタス・アカデミー阪田先生の
「古文文法・重要語活用講義」
「例文で覚える重要古語ドリル」
ほか

動
画

ドリル

和歌・古典常識
「言語文化」がいっそう重視される新学習指
導要領下では、和歌や古典常識への理解力も
試されることになります。
『新全訳古語辞典』は、和歌・古典常識・文
学史に関わる３つのミニ事典を収録。楽しく
学べます。
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豊富な用例すべてに現代語訳付き

新漢語林
第二版

鎌田正・米山寅太郎［著］
B6 判・1,952 ページ・2色刷

本体 2,900 円＋税

新テストに向けた試行調査では、日本における中
国文化の影響や受容について問われました。
『新漢語林』は、漢詩・漢文の理解を助けるコラ
ムが充実。言語文化についての幅広い知識を押さ
えることができます。

見ればキミも漢文がわかる！
塚田勝郎先生の「『新漢語林』活用講座」
「例文で覚える漢文重要語ドリル」
ほか

動
画

ドリル

言語文化

語彙・句法
新テスト対策でも、従来の入試と同様に出題さ
れる語彙・句法などの理解には、用例を用いて
わかりやすく解説している「助字・句法解説」
が役立ちます。
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33 青山あり！　中国祠墓紀行

唐
の
玄
宗
皇
帝
（
六八五-

七六二）。
唐
の
第
六
代
天
子
。
諱い

み
な

は
李り

隆り
ゅ
う

基き

。
王
朝
の
内
紛
「
武ぶ

韋い

の
禍か

」
を
収
め
、
颯
爽
た
る
皇
太
子
と
し

て
史
上
に
登
場
、
即
位
後
は
「
開
元
・
天
宝
の
治
」
を
現
出
さ
せ
た

が
、
晩
年
、
楊
貴
妃
を
寵
愛
し
政
務
を
怠
っ
た
こ
と
が
「
安
史
の
乱
」

を
引
き
起
こ
し
、
憂
悶
の
う
ち
に
世
を
去
っ
た
。
中
国
歴
代
皇
帝
の

中
で
も
、
抜
群
の
知
名
度
を
誇
る
人
物
で
あ
る
。

唐
代
に
擁
立
さ
れ
た
皇
帝
は
二
十
一
名
お
り
、
皇
帝
と
し
て
崩
じ

た
の
は
十
九
名
。
う
ち
一
名
を
除
く
十
八
名
の
陵
墓
を
総
称
し
て
、

「
唐
の
十
八
陵
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ら
は
、
唐
都
長
安
（
現
在
の
陝
西
省

西
安
市
）
を
擁
す
る
関
中
平
原
の
北
に
東
西
の
ラ
イ
ン
を
画
す
北
山

山
脈
の
南
麓
に
ほ
ぼ
直
線
状
に
点
々
と
分
布
し
て
お
り
、玄
宗
の「
泰

陵
」
は
そ
の
最
東
端
に
位
置
し
て
い
る
。
一
部
の
皇
族
、功
臣
の
「
陪

葬
墓
」
を
除
き
、
い
ず
れ
も
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
。

泰
陵
は
、
省
都
西
安
市
内
中
心
部
か
ら
約
一
三
〇
キ
ロ
、
陝
西
省

渭い

南な
ん

市
蒲
城
県
、
県
城
（
県
の
中
心
街
）
の
東
北
十
八
キ
ロ
、
保
南

郷
石
道
村
に
あ
る
。
陵
の
周
囲
は
三
十
六
キ
ロ
、
唐
長
安
城
と
ほ
ぼ

同
じ
と
い
う
。『
旧く

唐と
う

書じ
ょ

』
玄
宗
紀
に
よ
る
と
、
玄
宗
が
か
つ
て
自

ら
「
五
陵
」
を
拝
し
、
父
睿え

い

宗そ
う

の
「
橋

き
ょ
う

陵り
ょ
う」

に
至
っ
た
時
、
近
く
の

青
山
あ
り
！

　
中
国
祠
墓
紀
行
「WEB国語教室」連動

第
一
回
　
唐と

う

玄げ
ん

宗そ
う

泰た
い

陵り
ょ
う（

陝せ
ん

西せ
い

省
蒲ほ

城じ
ょ
う

県
）

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：玄宗（685-762）。唐の第六代天子。諱は李

隆基。
墓所：陝西省渭南市蒲城県、県城の東北18km
アクセス：東京 ▶ 4.5h 西安 ▶ 3h 蒲城
あわせて行きたい：乾陵（陝西省乾県）、楊貴妃墓
（陝西省興平県）

陝 西 省

◉西安
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金き
ん

粟ぞ
く

山
が
「
龍
が
蹲

う
ず
く
まり

鳳
が
天
翔
け
る
」（
龍

り
ゅ
う

盤ば
ん

鳳ほ
う

翥し
ょ

）
地
勢
で
あ

る
の
を
見
て
、
左
右
の
臣
に
「
吾わ

れ

千せ
ん

秋し
ゅ
うの

後の
ち

、
宜よ

ろ

し
く
此こ

の
地ち

に
葬

ほ
う
む

る
べ
し
、
先せ

ん

陵り
ょ
うを

奉ほ
う

ず
る
を
得え

て
、
孝こ

う

敬け
い

を
忘わ

す

れ
ず
」
と
言
い
置
い

た
と
い
う
。
死
の
翌
年
、
代
宗
皇
帝
（
粛

し
ゅ
く

宗そ
う

の
子
、
玄
宗
の
孫
）
の

広
徳
元
年
三
月
に
葬
ら
れ
た
。

西
安
を
訪
れ
る
人
は
多
い
が
、
泰
陵
ま
で
足
を
延
ば
す
人
は
稀
で

あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
に
二
〇
〇
九
、
二
〇
一
七
年
と
二
回
足
跡
を
印

し
て
い
る
。
前
回
は
ほ
ぼ
一
日
行
程
の
強
行
軍
で
あ
っ
た
。
あ
と
も

う
少
し
と
い
う
と
こ
ろ
で
道
が
細
く
な
り
車
が
入
れ
な
く
な
っ
て
、

現
地
の
案
内
人
が
帰
ろ
う
と
い
う
の
を
聞
き
入
れ
ず
、
ち
ょ
う
ど
塀

を
建
築
中
だ
っ
た
農
家
の
レ
ン
ガ
を
道
路
に
敷
き
詰
め
て
道
幅
を
確

保
し
、
車
を
進
め
た
こ
と
が
思
い
出
深
い
。

泰
陵
は
、
多
く
の
皇
帝
陵
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
山
全
体
が
墓

と
い
う
「
山
陵
形
式
」
で
あ
る
。
後
ろ
に
金
粟
山
、西
南
に
敬け

い

母ぼ

山
、

東
に
臥が

虎こ

山
が
聳
え
、
山
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九

年
当
時
、
陵
へ
続
く
ア
プ
ロ
ー
チ
「
神
道
」
は
工
事
用
の
車
し
か
入 ▲整備された「神道」（2017年撮影）

▲清の乾隆年間に立てられた石碑。「唐元宗泰陵」と刻まれている（2009
年撮影）

▲高力士墓の内部。17年の再訪時には閉鎖されていた（2009年撮影）
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れ
な
い
砂
利
道
で
、
左
右
の
文
官
武
官
の
石
像
も
、
半
ば
草
に
埋
も

れ
て
い
た
。
中
ほ
ど
ま
で
行
っ
た
と
こ
ろ
に
清
の
乾
隆
年
間
に
立
て

ら
れ
た
石
碑
が
あ
り
、
こ
こ
だ
け
少
々
整
地
さ
れ
開
け
て
い
た
。
碑

に
は
「
唐
元0

宗
泰
陵
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
文
字
が
違
う
の
は
、

乾
隆
帝
の
祖
父
に
あ
た
る
先
々
代
康
熙
帝
の
諱
を
避
け
て
、「
玄
」

を
「
元
」
字
に
置
き
換
え
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
時
は
、
向
か
う
途
中
で
、
玄
宗
の
側
近
で
、
李
白
を
讒ざ

ん

言げ
ん

し

た
こ
と
で
名
高
い
宦か

ん

官が
ん

高
力
士
の
墓
（
椿

ち
ゅ
ん

林り
ん

郷
山
西
村
）
を
見
つ
け
、

地
下
の
墓
室
ま
で
入
れ
て
も
ら
う
と
い
う
お
ま
け
も
つ
い
た
。
彼
が

代
宗
に
よ
っ
て
玄
宗
陵
に
「
陪
葬
」
さ
れ
た
こ
と
は
、
新
旧
両
『
唐

書
』
に
記
載
が
あ
る
。

再
訪
時
は
、
西
安
か
ら
蒲
城
ま
で
の
高
速
道
路
を
利
用
し
て
、
二
、

三
時
間
で
ス
ム
ー
ズ
に
到
着
し
た
。
神
道
も
す
っ
か
り
舗
装
さ
れ
観

光
地
化
し
て
い
て
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
物
語
を
講
釈
す
る
商
売
を
し

て
い
る
地
元
の
老
人
の
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
こ
の
時
は
父
睿
宗
の

橋
陵
に
も
立
ち
寄
っ
た
が
、雰
囲
気
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
。
一
方
で
、

高
力
士
の
墓
は
閉
鎖
さ
れ
、
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

た
。前

世
紀
末
、
私
は
留
学
先
の
天て

ん

津し
ん

に
滞
在
し
て
い
た
。
市
の
旧
城

内
に
、
今
か
ら
百
年
余
り
前
に
建
て
ら
れ
た
「
広
東
会
館
」（「
会
館
」

は
同
郷
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
）
と
い
う
瀟
洒
な
建
物
が
あ
り
、
現

在
は
「
天
津
戯
曲
博
物
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
内
部
に
は

立
派
な
「
戯
台
」（
芝
居
舞
台
）
が
あ
り
、
一
九
一
二
年
に
は
孫
文

が
こ
の
場
で
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
職
員
と
仲
が
良
か
っ
た

私
は
、
自
由
に
出
入
り
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ふ

と
あ
る
時
、
楽
屋
裏
で
何
か
を
祀
っ
て
い
る
の
で
た
ず
ね
て
み
た
と

こ
ろ
、そ
れ
は
「
唐タ

ン

明ミ
ン

皇ホ
ワ
ン」

だ
、と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。「
明
皇
」

と
は
玄
宗
の
諡

お
く
り
な。

長
安
の
宮
中
に
歌
舞
団
「
梨
園
」
を
抱
え
て
い
た

故
事
に
よ
っ
て
、
ま
た
歴
代
天
子
の
中
で
民
衆
の
人
気
が
最
も
高

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
は
芝
居
の
神
様
と
し
て
、
今
な
お
信
奉
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
廟
号
の
「
玄
」
字
は
、
彼
が
道
教

を
厚
く
尊
崇
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
（
南
宋
の
陸り

く

游ゆ
う

『
入

蜀
記
』
に
、
道
服
を
ま
と
っ
た
玄
宗
の
金
銅
の
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
の

記
録
が
あ
る
）。「
玄
宗
」
の
名
を
持
つ
皇
帝
は
、
中
国
史
上
、
彼
一

人
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。

▲芝居の神様となった「唐明皇」（2005年撮影）
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◤
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
か
ら
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
設
定
ま
で
◢

　

八
千
代
松
陰
学
園
で
は
、
中
高
と
もChrom

ebook
一
人
一
台
を

導
入
し
て
三
年
、
黒
板
も
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
映
写
式
へ
と
移
行
し
ま
し

た
。
教
員
側
の
試
行
錯
誤
や
研
修
内
容
の
共
有
を
経
て
、校
内
で
は「
Ｉ

Ｃ
Ｔ
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
を
設
定
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
学
び
の
展
開

を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

◤
授
業
計
画
事
例
紹
介
◢

　

そ
れ
で
は
「
国
語
表
現
」
の
授
業
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
事
例
を
紹

介
し
ま
す
（
全
四
時
間
扱
い
※
た
だ
し
本
稿
は
二
時
間
目
終
了
段
階
と

す
る
）。
一
時
間
目
は
「
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
」
に
お
け
る
「
17
の
開
発
目
標
」
に

つ
い
てGoogle

フ
ォ
ー
ム
で
問
う
形
に
し
て
確
認
、
ま
た
ニ
ュ
ー
ス

動
画
を
視
聴
さ
せ
、
身
近
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ま
す
。

二
時
間
目
は
、
環
境
問
題
に
関
す
る
岡
山
大
学
の
レ
ポ
ー
ト
を
添
付
し

て
配
信
、
生
徒
は
レ
ポ
ー
ト
の
情
報
を
通
読
・
取
捨
し
つ
つ
、
こ
の
時

間
に
与
え
ら
れ
た
質
問
に
答
え
ま
す
。
そ
の
後
、
日
本
を
含
め
て
気
候

変
動
に
関
す
る
国
際
サ
ミ
ッ
ト
を
牽
引
し
た
各
国
の
立
場
や
そ
の
他
の

国
と
地
域
の
反
応
を
ま
と
め
て
終
了
し
ま
し
た
。

ＩＣＴ教材の普及が進むなか、国語
科でのＩＣＴ活用もより重要になって
きました。
今回は、ChromebookとGoogleフ
ォームを活用し、SDGsについて探
究した国語表現での実践をご紹介し
ます。
ＩＣＴの活用で、生徒の学びはどの
ように深まったのでしょうか。

国語表現
×

ＩＣＴ活用
で前提力向上

八千代松陰学園

金
か な

岡
お か

辰
た つ

徳
の り

SDGsを考える
▼テーマ

教
室
が
活
発
に
な
る
授
業
の
ア
イ
デ
ィ
ア
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37 教室が活発になる授業のアイディア

◤
期
待
で
き
る
効
果
と
評
価
方
法
◢

《
期
待
で
き
る
効
果
》

調
べ
る 

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て
テ
ー
マ
の
前
提
と
な
る
知
識
を
補
う

こ
と
。

・
講
義
型
の
授
業
で
は
網
羅
し
き
れ
な
い
出
来
事
や
生
徒
の

疑
問
を
補
う
こ
と
。

考
え
る 

・Google

フ
ォ
ー
ム
に
準
備
さ
れ
た
質
問
に
回
答
す
る
こ
と

で
、テ
ー
マ
へ
の
理
解
の
ス
テ
ッ
プ
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
。

・
異
な
る
立
場
の
主
張
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
テ
ー
マ
へ
の

理
解
に
近
づ
け
る
。

表
現
す
る	

・
調
べ
学
習
を
通
じ
て
収
集
し
た
情
報
を
材
料
に
、
意
見
文

の
た
め
の
メ
モ
を
作
成
す
る
。
そ
の
際
、
材
料
と
な
る

知
識
の
「
前
提
」
が
調
べ
学
習
の
前
後
で
変
化
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。

《
評
価
方
法
》

テ
ー
マ
理
解 

・
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
式

 

・
生
徒
自
身
に
よ
る
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

意
見
文 

・
教
員
の
添
削
に
よ
る

◤
授
業
計
画
◢

〈
導
入
〉
一
時
間
目

　

①　
「
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
」
に
つ
い
て
基
本
項
目
を
調
べ
る
。

　

②　

直
近
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
感
想
を
ま
と
め
る
。

〈
展
開
〉
二
時
間
目

　

①　
「
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
」
を
含
め
、
地
球
環
境
問
題
や
気
候
変
動
に
つ
い
て

の
歴
史
的
経
緯
を
調
べ
る
。

　

②　
「
日
本
」「
フ
ラ
ン
ス
」「
ア
メ
リ
カ
」
の
三
カ
国
の
立
場
を
整

理
す
る
。

〈
発
展
〉
三
時
間
目

　

①　
「
日
本
」「
フ
ラ
ン
ス
」「
ア
メ
リ
カ
」
の
三
カ
国
の
立
場
か
ら
、

国
際
問
題
を
考
察
す
る
。

　

②　

意
見
文
の
た
め
の
メ
モ
を
作
成
す
る
。

〈
結
び
〉
四
時
間
目

　
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ
い
て
」意
見
文
を
作
成
す
る
。（
六
〇
〇
〜
八
〇
〇
字
）

～「わかる授業」・「考える教育」を展
開し、生徒一人ひとりの個性を伸ばす
教育実践のためのツールとして～

■知識・技能
→自ら情報収集を行う…ほか
■思考力・判断力・表現力
→視聴覚資料による深化、言語活
動の充実
情報の検討・整理・分析…ほか

■主体性・多様性・協働性
→自分の意見の主張と相手の意見
の受容…ほか

八千代松陰学園ＩＣＴ活用
� グランドデザイン
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◤
指
導
上
の
留
意
点
◢

　

テ
ー
マ
に
対
す
る
生
徒
の
動
機
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
し
て
や
大
学

の
レ
ポ
ー
ト
を
参
照
す
る
こ
と
に
興
味
を
持
て
な
い
生
徒
も
い
る
は
ず

で
し
ょ
う
。
教
室
内
で
は
、
適
宜
ペ
ア
ワ
ー
ク
や
質
疑
の
時
間
を
取
り

入
れ
つ
つ
、
作
業
に
遅
れ
が
ち
な
生
徒
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け

ま
し
た
。
ま
た
、
二
時
間
目
終
了
段
階
でGoogle

フ
ォ
ー
ム
を
用
い

た
生
徒
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
学
習
効
果
や
進
捗
状
況
を
確
認

し
つ
つ
、
三
時
間
目
以
降
の
授
業
展
開
を
修
正
し
て
進
め
ま
し
た
。

◤
授
業
後
の
考
察
◢

　

地
球
環
境
問
題
や
「
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
と
な
る
と
、
講

義
形
式
の
授
業
で
は
網
羅
的
に
な
り
、
生
徒
の
活
動
を
収
縮
さ
せ
る
傾

向
に
陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
の
点
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
展
開

で
あ
れ
ば
、
生
徒
が
与
え
ら
れ
た
質
問
に
回
答
す
る
と
い
う
能
動
的
姿

勢
を
保
ち
つ
つ
一
定
の
情
報
量
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

Google

フ
ォ
ー
ム
の
特
性
を
活
か
し
て
、
必
ず
触
れ
て
お
き
た
い
知
識

の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ま
せ
る
発
問
の
仕
組
み
を
構
築
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

二
時
間
目
終
了
時
点
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
議
論
可
能
な
程

度
に
理
解
し
た
生
徒
は
四
割
、
テ
ー
マ
設
定
と
し
て
は
、
易
し
す
ぎ
ず

妥
当
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
残
り
六
割
は
意
見
文
を
書
く
段
階
に

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
三
時
間
目
に
は
、
四
時
間
目
へ
の
ブ
リ
ッ
ジ
と

し
て
「
日
本
」「
フ
ラ
ン
ス
」「
ア
メ
リ
カ
」
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
整
理

◤
生
徒
の
活
動
内
容
と
反
応
◢

《G
oogle

フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
発
問
と
回
答
例
》

《
二
時
間
目
終
了
段
階
で
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
》

Ｑ　
世
界
と
環
境
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
『
パ
リ
協
定
』
に
つ
い
て

調
べ
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

Ａ　
世
界
の
平
均
気
温
上
昇
を
産
業
革
命
以
前
に
比
べ
２
℃
よ
り
十
分

低
く
保
ち
、
１
・
５
℃
に
抑
え
る
努
力
を
す
る
。

Ａ　
で
き
る
か
ぎ
り
早
く
世
界
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
ピ
ー
ク
ア

ウ
ト
し
、
二
十
一
世
紀
後
半
に
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
と
（
森

林
な
ど
に
よ
る
）
吸
収
量
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
。

Ａ　
京
都
議
定
書
の
後
継
で
五
十
五
カ
国
以
上
が
参
加
す
る
。

Ｑ　

Classroom

の
リ
ン
ク
先
よ
り
、
動
画
を
視
聴
（
約
二
分
）
し
て
、

環
境
問
題
に
つ
い
て
世
界
と
ア
メ
リ
カ
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
述

べ
よ
。
※
八
〇
字
程
度

Ａ　
離
脱
す
れ
ば
パ
リ
協
定
に
参
加
し
て
い
な
い
の
は
シ
リ
ア
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
、
米
国
の
み
と
な
り
、
米
国
の
同
盟
国
と
の
亀
裂
が
深
ま
る

可
能
性
が
あ
る
。

Ｑ　
テ
ー
マ
学
習
を
通
じ
て
、
キ
ミ
に
あ
て
は
ま
る
も
の
は
？

Ａ
・
自
分
の
意
見
を
発
信
で
き
る
く
ら
い
に
学
び
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
…
15
・
9
％

・
調
べ
学
習
を
通
じ
て
主
体
的
に
学
び
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
理
解
し

た
。
…
27
・
０
％

・
テ
ー
マ
に
つ
い
て
理
解
し
た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
探
究
す
る
必
要
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し
つ
つ
、
国
際
社
会
の
多
様
性
や
世
界
規
模
の
政
策
に
お
け
る
困
難
な

状
況
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
よ
う
、
授
業
案
を
修
正
し
ま
し
た
。
生
徒

の
反
応
を
集
約
し
て
即
時
検
討
で
き
る
の
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
利
点
で

す
。

◤「
前
提
力
向
上
」を
意
識
し
た
展
開
の
中
で
◢

　

今
回
の
テ
ー
マ
に
限
ら
ず
、
国
語
表
現
の
授
業
で
は
、
テ
ー
マ
理
解

や
必
要
と
さ
れ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
が
不
足
状
態
の
ま
ま
意
見
文
を
ま
と
め

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
テ
ー
マ
を
論
じ
る
た
め

の
前
提
力
を
欠
い
た
ま
ま
論
述
さ
せ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
知
識

や
事
実
を
学
ん
だ
上
で
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
は
い
つ
も
で
き
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て
、
動
機
づ
け
か
ら
発
問

ま
で
を
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
生
徒
は
自
身
の
活
動
を

通
じ
て
か
な
り
の
情
報
量
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
と
は
発
問

に
つ
い
て
、
生
徒
が
能
動
的
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
分
量
に
気
を
つ
け
、

作
業
で
手
い
っ
ぱ
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
で
す
。
日
々

試
行
錯
誤
で
は
あ
り
ま
す
が
、Chrom

ebook

を
使
う
学
習
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、
七
割
の
生
徒
が
肯
定
的
か
つ
前
提
力
の
向

上
に
結
び
つ
く
活
動
を
実
感
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

操
作
の
段
階
で
手
い
っ
ぱ
い
に
な
る
生
徒
を
予
め
想
定
し
て
お
き
、
声

掛
け
を
し
な
が
ら
授
業
展
開
で
き
れ
ば
、
別
テ
ー
マ
で
の
学
習
も
成
立

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

が
あ
る
。
…
38
・
９
％

・
テ
ー
マ
の
内
容
が
理
解
し
き
れ
ず
、
自
分
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が

難
し
い
。
…
18
・
２
％

Ｑ　

Chrom
ebook

を
使
う
学
習
に
つ
い
て
、
キ
ミ
に
あ
て
は
ま
る

も
の
は
？

Ａ
・
疑
問
点
を
自
分
で
解
決
し
や
す
く
、
考
え
な
が
ら
テ
ー
マ
を
探
究

で
き
る
。
…
27
・
８
％

・
与
え
ら
れ
た
質
問
を
ク
リ
ア
に
す
る
こ
と
で
、
理
解
に
結
び
つ
き

や
す
い
。
…
44
・
４
％

・
与
え
ら
れ
た
質
問
で
精
一
杯
、
理
解
ま
で
到
達
で
き
て
い
な
い
。

…
22
・
２
％　

・
機
器
の
操
作
に
手
い
っ
ぱ
い
、
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
。
…
５
・
６
％

Q．Chromebook を使う学習について、
キミにあてはまるものは？� 36件の回答

●疑問点を自分で解決しや
すく、考えながらテーマ
を探究できる。
●与えられた質問をクリア
にすることで、理解に結
びつきやすい。
●与えられた質問をクリア
することで精一杯、理解
まで到達できていない。
●機器の操作に手いっぱ
い、情報を収集すること
ができていない。

22.2%

27.8%

44.4%

036-039_112-06_jugyo-idea.indd   39 2019/12/27   13:01



40国語教室　第 112 号　2020 年 2月

　
第
三
回
で
は
、
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
く
と
い
う
課

題
を
出
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
続
き
で
す
。

　
実
は
、
紫
式
部
の
本
名
も
生
没
年
も
未
詳
で
す
。
漢
学
者
藤

原
為
時
の
娘
で
、
夫
藤
原
宣
孝
と
死
別
し
、
一
条
帝
の
中
宮
で

あ
る
彰
子
に
仕
え
﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
紫
式
部
日
記
﹄
を
残
し
た

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
出
生
や
宮
仕
え
後
の
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
確
実
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
と
り
あ
え
ず
の
宛
先
は
、
京
都
の
内
裏
の
﹁
中
宮
彰
子
様

方
﹂
に
し
て
、
内
容
に
取
り
か
か
り
ま
し
ょ
う
。

　
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
の
よ
う
な
私
的
な
手
紙
な
ら
、
当
時
は
﹁
消

息
﹂
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
が
、
手
紙
の
作
法
は
、
互
い
の
身

分
や
内
容
、
時
代
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
き
ま
す
。
古
典
の
教
科

書
で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
に
書
い
た
お
別
れ
の
手
紙
の
一
節
が

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
中
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
国
に
生
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
嘆
か
せ
た
て
ま
つ
ら

ぬ
ほ
ど
ま
で
は
べ
ら
む
。
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す

が
へ
す
本
意
な
く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
れ
。
⋮
⋮

帝
宛
て
な
の
で
敬
語
も
多
い
の
で
す
が
、
現
在
の
手
紙
で
﹁
で

す
・
ま
す
﹂
を
使
う
よ
う
に
、
文
末
に
﹁
は
べ
り
﹂
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
参
考
に
な
り
ま
す
。
他
に
も
、
時
候
の
挨

拶
は
？
　
頭
語
は
﹁
拝
啓
﹂
で
よ
い
の
か
？
　
な
ど
、
作
法
に

つ
い
て
は
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
の

で
す
が
、
こ
の
講
座
の
目
的
で
あ
る
文
法
か
ら
少
し
離
れ
て
し

ま
う
の
で
、川
村
裕
子
﹃
王
朝
の
恋
の
手
紙
た
ち
﹄︵
角
川
選
書
︶

を
参
考
に
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

　
さ
て
文
面
で
す
。
ま
ず
は
名
前
を
名
乗
ら
な
く
て
は
な
り
ま

課題

紫
式
部
の
時
代
の
手
紙
は
ど
う
書
く
の
か
。

紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う 

①

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
４
回
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せ
ん
。
前
回
の
名
前
変
換
を
使
い
ま
す
。

　
　
私
は
東
京
都
大
修
館
高
校
教
員
の
鈴
木
祐
介
で
す
。

︻
古
文
訳
︼

わ
れ
は
武
蔵
の
国
大
修
館
高
校
講
師
の
す
ゞ
き
の
い
う
す

け
に
て
は
べ
り
。

﹁
東
京
都
﹂
で
は
紫
式
部
に
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
教

科
書
の
古
典
地
図
や
便
覧
を
使
っ
て
当
時
の
地
名
に
換
え
ま
し

た
。﹁
で
す
﹂
に
あ
た
る
の
が
﹁
に
て
は
べ
り
﹂。
断
定
の
助
動

詞
﹁
な
り
﹂
に
﹁
は
べ
り
﹂
を
接
続
さ
せ
る
に
は
、
古
典
文
法

の
知
識
が
必
要
で
す
。﹁
な
り
﹂
の
連
用
形
﹁
に
﹂
に
接
続
助

詞
﹁
て
﹂
を
付
け
て
﹁
に
・
て
・
は
べ
り
﹂
と
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
自
分
が
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、

あ
な
た
の
書
い
た
﹁
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
。

と
感
想
を
伝
え
る
と
す
れ
ば
、
さ
あ
ど
う
訳
し
ま
し
ょ
う
か
。

　﹁
英
語
に
訳
す
ほ
う
が
簡
単
だ
﹂
と
思
っ
た
方
も
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
英
語
学
習
は
英
作
文
も
勉
強
す
る
の

に
、
古
文
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
訳
と
い
う
解
釈
し
か
勉
強
し

な
い
か
ら
で
す
。
逆
方
向
の
古
文
作
文
は
勉
強
し
な
い
の
で
、

学
ん
だ
は
ず
の
古
典
文
法
も
う
ま
く
機
能
し
な
い
の
で
す
。
何

と
も
も
ど
か
し
い
気
分
で
す
。
そ
こ
で
、

　
英
作
文
の
際
に
助
け
に
な
る
の
が
和
英
辞
典
、
日
本
語
の
単

語
を
引
く
と
、
同
じ
意
味
の
英
語
の
単
語
や
関
係
す
る
表
現
を

示
し
て
く
れ
る
辞
書
で
す
。
古
文
作
文
で
す
か
ら
、
現
代
の
日

本
語
を
引
く
と
同
じ
意
味
の
古
語
や
表
現
が
出
て
く
る
辞
書
、

つ
ま
り
﹁
現
古
辞
典
﹂
が
あ
る
と
便
利
で
す
。

　
し
か
し
、
古
語
を
現
代
日
本
語
で
説
明
し
た
﹁
古
語
辞
典
﹂

は
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、﹁
現
古
辞
典
﹂は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
な
か
で
は
、
歌
人
で
あ
る
芹
生
公
男
さ
ん
が
編
ん
だ
﹃
現

代
語
古
語
類
語
辞
典
﹄︵
三
省
堂
︶
が
本
格
的
で
す
。
も
と
も

と
は
作
歌
の
た
め
に
古
語
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
辞

書
で
す
が
、﹁
あ
な
た
﹂
を
引
く
と
、
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て

時
代
別
・
身
分
関
係
別
に
、
古
語
で
の
第
二
人
称
代
名
詞
が
示

し
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
こ
の
辞
書
を
参
考
に
﹁
あ
な
た
﹂

を
﹁
お
も
と
﹂
と
訳
し
て
み
ま
す
。
た
だ
、
こ
う
し
て
自
立
語

を
訳
し
て
も
、
文
に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
古
典
文
法

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
話
は
次
回
。

課題

現
代
日
本
語
を
古
語
に
訳
し
て
み
よ
う
。

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/
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卒
業
ア
ル
バ
ム
の
表
紙
に
何
か
素
敵
な
タ
イ
ト
ル
を
付

け
た
い
と
、
生
徒
た
ち
が
意
見
を
出
し
合
っ
て
い
ま
す
。

「
夢
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
た
フ
レ
ー
ズ
に
し
た
い
よ
う

で
す
。「
私
た
ち
の
夢
」
で
は
あ
り
き
た
り
。「
夢
を
か
な

え
よ
う
」
で
は
？
　「
夢
に
向
か
っ
て
」
は
ど
う
か
な
。

そ
う
だ
、「
見
果
て
ぬ
夢
」
な
ん
て
ど
う
だ
ろ
う
。
…
…

い
や
、
そ
れ
は
や
め
て
お
い
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。

＊

　「
見
果
て
ぬ
」
は
「
見
果
つ
」（
最
後
ま
で
見
る
）
の
打

ち
消
し
で
、「
最
後
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意

味
に
な
り
ま
す
。「
見
果
て
ぬ
夢
」
は
最
後
ま
で
見
ら
れ

な
い
夢
、
そ
こ
か
ら
、
永
久
に
実
現
で
き
な
い
計
画
を
表

し
ま
す
。
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
ラ
・
マ
ン
チ
ャ
の
男
」
の
テ

ー
マ
曲
「
見
果
て
ぬ
夢
」
の
原
題
は

“The Im
possible 

D
ream

"（
不
可
能
な
夢
）
で
す
。
い
つ
か
夢
が
実
現
す
る

と
信
じ
て
進
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、
決
し
て
実
現
し
な

い
夢
を
追
う
が
ゆ
え
に
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
滑
稽
で
、

雄
々
し
く
、
悲
し
く
て
美
し
い
の
で
す
。
心
を
揺
さ
ぶ
る

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
て
朗
々
と
歌
い
上
げ
ら
れ
る
の
で
、

聴
い
て
い
る
と
明
日
へ
の
希
望
が
あ
ふ
れ
て
く
る
思
い
が

し
ま
す
が
、
歌
詞
に
は
「
太
刀
打
ち
で
き
な
い
敵
」「
耐

え
ら
れ
な
い
悲
し
み
」「
届
か
な
い
星
」
と
い
っ
た
否
定

を
表
すun-

が
付
い
た
言
葉
が
続
き
ま
す
。

　「
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
だ
か
ら
、「
見
果
て
ぬ
夢

に
終
わ
っ
た
」
の
よ
う
に
、
心
残
り
で
あ
る
こ
と
を
た
と

え
る
の
が
本
来
の
用
法
で
す
。「
見
果
て
ぬ
夢
を
か
な
え

た
い
」「
見
果
て
ぬ
夢
を
探
し
求
め
る
」
な
ど
と
、
夢
を

あ
き
ら
め
な
い
意
で
使
う
の
は
誤
用
で
し
ょ
う
。
卒
業
ア

ル
バ
ム
の
タ
イ
ト
ル
に
す
る
に
は
ち
ょ
っ
と
ふ
さ
わ
し
く

な
さ
そ
う
で
す
ね
。

は
か
な
く
消
え
る「
見
果
て
ぬ
夢
」

◉
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
』『
な
ぜ
な

に
日
本
語
も
っ
と
』（
三
省
堂
）、『
ち
び
ま

る
子
ち
ゃ
ん
の
敬
語
教
室
』（
集
英
社
）な
ど
。

関せ
き

根ね

　
健け

ん

一い
ち

コトバのひきだし
─ふさわしい日本語の選び方

第４回

「WEB国語教室」連動
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43 コトバのひきだし

　
動
詞
連
用
形
に
付
く
「
〜
果
て
る
」
は
、「
困
り
果
て
る
」

「
あ
き
れ
果
て
る
」「
愛
想
も
こ
そ
も
尽
き
果
て
る
」
な
ど
、

「
す
っ
か
り
〜
す
る
」
の
意
で
す
が
、『
明
鏡
国
語
辞
典 

第

二
版
』
は
「
多
く
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
し
て
い
う
」
と
注
釈

を
付
け
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
反
対
の
「
果
て
ぬ
」
に
つ

い
て
、
何
と
な
く
プ
ラ
ス
の
語
感
を
抱
い
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

＊

　
古
く
は
、
眠
っ
て
見
て
い
た
夢
を
、
目
が
覚
め
て
し
ま

い
、
最
後
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
見
果

て
ぬ
夢
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。

命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
は
て
ぬ
夢

の
覚
む
る
な
り
け
り
（
壬み

生ぶ
の

忠た
だ

岑み
ね

・
古
今
集
）

鳴
く
鹿
の
声
に
目
覚
め
て
し
の
ぶ
か
な
見
果
て
ぬ
夢

の
秋
の
思
ひ
を
（
慈
円
・
新
古
今
集
）

　
元
来
は
睡
眠
中
に
見
る
の
が
「
夢
」
で
、
そ
こ
か
ら
非

現
実
的
な
空
想
や
は
か
な
い
出
来
事
、
心
の
迷
い
と
い
っ

た
意
味
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
い
つ
か
は
実
現
さ
せ
た
い
と

抱
く
思
い
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
代
に
な
っ
て

か
ら
の
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
「
夢
」
の
持
つ
曖
昧
な
多

義
性
と
も
相
ま
っ
て
、「
見
果
て
ぬ
夢
」
の
フ
レ
ー
ズ
に

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
感
じ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

＊

　
ア
ス
ナ
ロ
（
翌
檜
）
と
い
う
木
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ノ
キ

（
檜
）
の
仲
間
で
、
ヒ
ノ
キ
に
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
材

質
は
少
々
劣
り
、そ
こ
か
ら
、「
明
日
は
ヒ
ノ
キ
に
な
ろ
う
」

と
頑
張
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
名
付
け
ら
れ
た
と
さ

れ
ま
す
。「
明
日
こ
そ
は
」
の
希
望
を
胸
に
ひ
た
む
き
に

努
力
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
べ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
ち
ょ
っ
と
意
地
悪
い
見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ア
ス
ナ
ロ
は
、
ヒ
ノ
キ
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
結
局

は
な
れ
な
い
、
希
望
は
か
な
わ
な
い
の
で
す
。

　
井
上
靖
の
小
説
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
は
、
立
身
出
世
の

成
功
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ス
ナ
ロ
の
木
に
な
ぞ
ら

え
て
、
望
み
を
果
た
せ
ず
、
も
が
き
、
劣
等
感
に
悩
み
な

が
ら
生
き
て
行
く
姿
を
描
い
た
自
伝
的
小
説
で
す
。
ア
ス

ナ
ロ
は
「
見
果
て
ぬ
夢
」
の
象
徴
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

＊

　
ど
こ
と
な
く
感
じ
の
よ
い
字
面
、
語
の
並
び
が
、
言
葉

の
本
当
の
意
味
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
る
の
で
す
。
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ア
メ
リ
カ
で
は
、
四
〇
の
大
学
に

老ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー

年
学
の
修
士
過
程
が
あ
る
。
対
し

て
世
界
に
先
駆
け
て
、
超
高
齢
化
と

い
う
人
類
未
踏
の
領
域
に
足
を
踏
み

入
れ
た
日
本
で
は
、
桜
美
林
大
学
一

校
の
み
で
、
著
者
は
同
大
学
の
教
授

か
つ
老
年
学
研
究
所
の
所
長
で
あ
る
。

本
書
で
は
、「
超
高
齢
社
会
成
立

の
歴
史
」「
課
題
」「
二
〇
三
〇
年
予

測
」「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」「
認

知
症
」「
死
生
観
」
な
ど
、「
超
高
齢

社
会
の
現
実
」
が
科
学
的
な
根
拠
に

基
づ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。〝
文
は

人
〞
と
い
う
が
、
素
直
に
耳
を
傾
け

た
く
な
る
温
か
な
啓
蒙
は
、
著
者
の

人
柄
ゆ
え
だ
ろ
う
。
し
か
し
指
摘
は

鋭
く
、
特
に
良
い
人
生
を
送
る
た
め

の
手
段
で
あ
る
健
康
が
、
今
や
一
人

歩
き
し
、人
生
の
目
的
化
し
た
こ
と
、

健
康
寿
命
の
先
に
「
不
健
康
寿
命
期

間
」
が
必
ず
存
在
す
る
認
識
が
な
い

こ
と
な
ど
、
覚
醒
さ
せ
ら
れ
た
。
ま

た
、
教
育
は
認
知
症
発
症
に
関
わ
る

「
認
知
予
備
脳
」に
影
響
す
る
要
因
で
、

高
学
歴
や
知
的
に
複
雑
な
職
業
に
従

事
す
る
者
は
認
知
症
発
症
率
が
低
く
、

生
涯
学
び
続
け
る
者
は
、
発
症
を
先

送
り
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

本
書
は
、超
高
齢
化
時
代
の｢

学
問

の
す
す
め｣

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
服
が
汚
れ
て
い
る
」「
最
近
痩
せ

た
」
と
い
っ
た
子
ど
も
の
変
化
に
気

づ
く
の
は
教
員
だ
が
、
そ
の
背
後
に

あ
る
貧
困
や
虐
待
、
発
達
障
害
と
い

っ
た
課
題
に
教
員
だ
け
で
対
応
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
様
々
な
専
門
家
と

連
携
す
る
「
チ
ー
ム
学
校
」
は
、
多

職
種
で
こ
う
し
た
課
題
解
決
に
あ
た

る
と
い
う
教
育
施
策
で
あ
る
。

チ
ー
ム
学
校
の
構
成
員
で
あ
る
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
Ｓ
Ｃ
）
は

心
理
の
専
門
家
で
あ
り
、
ス
ク
ー
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
Ｓ
Ｓ
Ｗ
）

は
福
祉
の
専
門
家
で
あ
る
が
、
両
者

の
区
別
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
教
員

は
い
ま
だ
多
い
と
さ
れ
る
。

そ
ん
な
教
員
に
向
け
て
、
教
育
の

専
門
家
が
編
ん
だ
の
が
本
書
で
あ

る
。
Ｓ
Ｃ
と
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
違
い
や
相
談

す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
っ
た
基
本
的

事
項
か
ら
、
冒
頭
に
あ
げ
た
課
題
別

事
例
ま
で
、
教
員
が
Ｓ
Ｓ
Ｗ
と
連
携

協
働
す
る
た
め
に
必
要
な
事
柄
が
コ

ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

教
員
が
課
題
を
一
人
で
抱
え
込
ん

だ
り
、
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
丸
投
げ
し
た
り
す

る
こ
と
な
く
、
子
ど
も
の
ウ
ェ
ル
ビ

ー
イ
ン
グ
実
現
の
た
め
に
ど
う
取
り

組
む
べ
き
か
。
本
書
が
示
唆
す
る
も

の
は
多
い
。

教
師
の
た
め
の
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
入
門

│
│
連
携
・
協
働
の
た
め
に

朝
倉
隆
司 

監
修
／
竹
鼻
ゆ
か
り
・
馬
場
幸
子 

編
著

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
六
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円+

税

評
者
＝
中
村　

歩

四
六
判
・
並
製
・
二
八
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
九
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
脇
山
真
木

翻
訳
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

超
高
齢
社
会
の
リ
ア
ル

│
│
健
康
長
寿
の
本
質
を
探
る

鈴
木
隆
雄 

著
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新
人
教
師
の
た
め
の

漢
文
指
導
入
門
講
座　
高
校
２・３
年
生
編

塚
田
勝
郎 

著

漢
文
指
導
に
悩
む
先
生
方
に
、
ま

た
も
朗
報
で
あ
る
。
指
導
歴
四
〇
年

の
ベ
テ
ラ
ン
教
師
か
ら
次
世
代
へ
、

漢
文
指
導
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
伝
授
す
る

テ
キ
ス
ト
の
第
二
弾
が
で
き
た
。
漢

文
訓
読
の
基
礎
を
習
得
し
た
生
徒
に

向
け
て
、
複
雑
な
文
を
正
確
に
読
む

力
、
長
文
の
概
略
を
押
さ
え
る
力
、

さ
ら
に
は
漢
文
を
読
む
こ
と
を
と
お

し
て
主
体
的
に
考
え
る
力
を
身
に
付

け
る
指
導
法
を
紹
介
す
る
。

筆
者
は
、
受
験
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
陥

り
が
ち
な
句
法
指
導
に
つ
い
て
、
使

役
・
受
身
・
疑
問
・
反
語
を
「
四
大

句
法
」
と
し
て
指
導
内
容
を
絞
る
。

高
校
生
が
躓
き
や
す
い
反
語
の
訳
し

方
に
つ
い
て
は
、
付
属
の
講
義
動
画

に
よ
る
丁
寧
な
解
説
が
付
き
、
実
践

的
に
学
べ
る
の
も
あ
り
が
た
い
。

教
材
編
で
は
、『
史
記
』「
廉
頗
・

藺
相
如
列
伝
」、「
長
恨
歌
」
な
ど
、

高
校
時
代
に
触
れ
て
お
き
た
い
名
作

を
取
り
上
げ
る
。
定
番
の
『
論
語
』

は
中
島
敦
の
小
説
「
弟
子
」
と
読
み

比
べ
る
こ
と
で
、
新
た
な
授
業
の
切

り
口
が
見
え
て
く
る
。

主
体
的
に
考
え
る
授
業
は
、
正
確

な
読
み
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
実
現
で

き
る
。
改
め
て
漢
文
教
材
活
用
の
可

能
性
を
感
じ
ら
れ
る
一
冊
だ
。

評
者
＝
夏
目　

京

近　刊

レ
ポ
ー
ト
や
論
文
の
よ
う
な
学
術

的
文
章
を
書
く
上
で
、「
引
用
」
は
重

要
な
技
術
の
一
つ
だ
。
自
説
の
説
得

力
を
高
め
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
だ

け
で
は
な
い
。「
巨
人
の
肩
の
上
に

立
」
ち
つ
つ
、
そ
の
上
に
新
し
い
発

見
を
示
す
こ
と
が
目
的
の
学
術
的
文

章
に
と
っ
て
、
適
切
か
つ
効
果
的
な

引
用
は
、
そ
の
核
心
と
な
る
技
術
と

も
い
え
る
。

著
者
た
ち
は
、
早
稲
田
大
学
の
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
で
文
章
作

成
に
悩
む
学
生
た
ち
を
指
導
し
て
き

た
。
そ
の
経
験
か
ら
、
多
く
の
学
生

の
「
書
け
な
い
」
と
い
う
悩
み
の
根

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
〇
〇
ペ
ー
ジ

予
価
＝
本
体
一
三
〇
〇
円
＋
税

Ｂ
５
判
・
並
製
・
一
六
〇
ペ
ー
ジ

予
価
＝
本
体
二
四
〇
〇
円
＋
税

本
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
「
引

用
」
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
と
い
う
。
本
書
は
、

そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
豊

富
な
具
体
例
と
や
さ
し
い
語
り
口

で
、
引
用
の
意
義
や
方
法
を
縦
横
に

解
説
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
。

高
校
現
場
で
も
、
次
期
学
習
指
導

要
領
で
は
「
書
く
力
」
が
い
っ
そ
う

重
視
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
、「
剽
窃

は
ダ
メ
！
」、で
も
「
引
用
は
見
よ
う

見
ま
ね
で
…
」
く
ら
い
し
か
言
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
「
書
く
こ
と
」
の
指

導
に
も
、
大
い
に
参
考
に
な
る
だ
ろ

う
。

評
者
＝
小
崎
祐
子

佐
渡
島
紗
織
・
嶼
田
大
海
・D

iego O
liveira

・Nicholas D
elgrego 

著

レ
ポ
ー
ト
・
論
文
を
さ
ら
に
よ
く
す
る「
引
用
」ガ
イ
ド

近　刊
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大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

　

文
部
科
学
省
は
11
月
１
日
、
２
０
２
１
年
か
ら

導
入
さ
れ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、

英
語
へ
の
民
間
試
験
の
導
入
を
見
送
っ
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
２
０
２
１
年
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

で
は
、「
読
む
」
と
「
聞
く
」
の
２
技
能
を
測
る
た

め
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
リ
ス
ニ
ン
グ
を
マ
ー
ク
シ

ー
ト
式
で
出
題
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

な
お
、
英
語
民
間
試
験
を
大
学
独
自
に
活
用
す

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
活
用
状
況
に
つ
い

て
は
、
文
科
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
設
サ
イ
ト
で

公
表
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
で
は
、
新
た
に
国

語
と
数
学
に
記
述
式
問
題
が
導
入
さ
れ
る
予
定
に

な
っ
て
い
た
が
、
12
月
17
日
に
延
期
が
発
表
さ
れ

た
。

　

記
述
式
問
題
に
関
し
て
は
採
点
者
の
質
の
確

保
、
公
平
性
、
自
己
採
点
の
不
一
致
率
の
高
さ
な

ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
テ
ス
ト
の
形
式

も
含
め
、
今
後
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。

国
語
に
関
す
る
世
論
調
査

　

文
化
庁
は
10
月
29
日
、
２
０
１
８
年
度
の
「
国

語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
を
公
表
し
た
。

国語・教育に関わる情報と
授業に役立つ話題を集めました。
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　教育行政関係
体力・運動能力調査結果公表（10/13）
問題行動・不登校調査結果公表。2018
年度の認知されたいじめ件数は54万
3933件。（10/17）
国語に関する世論調査結果公表（10/29）
大学入学共通テスト、英語民間試験導
入延期を発表（11/1）
教員の変形労働時間制導入を柱とする
「教職員給与特別措置法」改正案成立
（12/4）
大学入学共通テスト、国語・数学の記
述式導入延期を発表（12/17）

　時事
源氏物語、定家の写本発見（10/8）
ノーベル化学賞、リチウムイオン乾電池
開発の吉野彰らに授与を発表。（10/9）
ノーベル文学賞、ペーター・ハントケ
に授与を発表。公表が見送られていた
2018年文学賞はオルガ・トカルチュ
ク。（10/10）
即位礼正殿の儀（10/22）
公文書の日本人名のローマ字表記を原
則「姓—名」に（10/25）
世界遺産の首里城が正殿など焼失
（10/31）
◇「今年の漢字」は「令」（12/12）
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言
葉
の
表
記
に
関
し
て
は
、「
又
は
」（
28
・
2

％
。
公
用
文
表
記
）「
ま
た
は
」（
65
・０
％
）、「
ご

み
」（
20
・
８
％
。
公
用
文
表
記
）「
ゴ
ミ
」（
73
・

０
％
）
の
表
記
な
ど
で
、
公
用
文
の
表
記
で
は
な

い
ほ
う
を
よ
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
ま
た
、
読
書
に
関
し
て
は
一
か
月
に
一
冊
も

読
ま
な
い
人
の
割
合
が
47
・
３
％
。
電
子
書
籍
の

利
用
率
は
25
・
２
％
で
、
紙
の
本
し
か
読
ま
な
い

割
合
は
38
・
７
％
、
両
方
読
ま
な
い
割
合
は
35
・

１
％
だ
っ
た
。

（http://w
w
w
.bunka.go.jp/tokei_

hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_
yoronchosa/

）

源
氏
物
語
、定
家
の
写
本
発
見

　

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
は
10
月
８
日
、
源
氏
物
語

の
写
本
の
う
ち
、
藤
原
定
家
が
自
ら
校
訂
し
た
写

本
「
定
家
本
（
青
表
紙
本
）」
の
「
若
紫
」
が
新
た

に
見
つ
か
っ
た
と
公
表
し
た
。
定
家
本
は
過
去
に

四
帖
確
認
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
国
の
重
要
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
発
見
さ
れ
た「
若
紫
」

は
三
河
吉
田
藩
の
藩
主
大
河
内
家
に
伝
わ
っ
た
も

の
。「
若
紫
」は
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
帖
で
あ

り
、
今
後
の
研
究
や
教
育
に
も
影
響
す
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

教
職
員
給
与
特
別
措
置
法
改
正
案
成
立

　

12
月
４
日
、
変
形
労
働
時
間
制
（
勤
務
時
間
を

年
単
位
で
調
整
可
能
）
を
公
立
学
校
で
導
入
可
能

と
す
る
「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
改
正
案
が

可
決
、
成
立
し
た
。
夏
休
み
な
ど
の
長
期
休
業
中

に
集
中
し
て
休
日
確
保
を
促
す
も
の
。
ま
た
同
改

正
法
で
は
、
教
員
の
残
業
時
間
の
上
限
を
定
め
て

い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
、「
指
針
」
に
格
上
げ
し
、

法
に
基
づ
い
た
業
務
改
善
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

し
て
い
る
。

（https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/
houan/an/detail/1421396.htm

）

研
究
会
・
展
覧
会
だ
よ
り

全
国
漢
文
教
育
学
会　

第
36
回
大
会

［
日
時
］
２
０
２
０
年
６
月
27
日
（
土
）・
28
日
（
日
）

［
場
所
］
岩
手
大
学

［
問
合
せ
］http://w

w
w
.zenkankyo.gr.jp/

日
本
国
語
教
育
学
会　

第
83
回
全
国
大
会

［
日
時
］
２
０
２
０
年
９
月
20
日
（
日
）・
21
日
（
月
）

［
場
所
］
筑
波
大
学
附
属
小
学
校

［
問
合
せ
］http://nikkokug.org/

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産　

特
別
展「
体
感
！ 

日
本
の

伝
統
芸
能

─
歌
舞
伎
・
文
楽
・
能
楽
・
雅
楽
・
組
踊

の
世
界
」

［
日
時
］
２
０
２
０
年
３
月
10
日
〜
５
月
24
日

［
場
所
］
東
京
国
立
博
物
館　

表
慶
館

［
問
合
せ
］https://w

w
w
.tnm

.jp/

日
本
方
言
研
究
会　

第
１
１
０
回
研
究
発
表
会

［
日
時
］
２
０
２
０
年
５
月
15
日
（
金
）

［
場
所
］
立
正
大
学　

品
川
校
舎

［
問
合
せ
］http://dialectology-jp.org/

日
本
語
学
会　

２
０
２
０
年
度
春
季
大
会

［
日
時
］
２
０
２
０
年
５
月
16
日
（
土
）・
17
日
（
日
）

［
場
所
］
東
京
外
国
語
大
学

［
問
合
せ
］https://w

w
w
.jpling.gr.jp/

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会　

第
１
３
８
回
島
根
大
会

［
日
時
］
２
０
２
０
年
５
月
30
日
（
土
）・
31
日
（
日
）

［
場
所
］
島
根
大
学　

松
江
キ
ャ
ン
パ
ス

［
問
合
せ
］https://w

w
w
.jtsj.org/
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【
投
稿
規
定
】

国
語
教
育
や
国
語
の
授
業
に
関
す
る
具
体

的
な
ご
提
案
、
実
践
記
録
、
教
材
研
究
な
ど
、

投
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
四
〇
〇
字
× 

六
〜
一
二
枚
（
一
九
字
×
二
六
一
行
）
程
度
。

（
紙
幅
等
の
都
合
に
よ
り
掲
載
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　
営
業
だ
よ
り
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私
は
地
元
で
あ
る
群
馬
県
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。群
馬
県
に
は
八
○
年

近
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
上
毛
か
る
た
と
い
う
郷
土
か
る
た
が
あ
り
ま
す
。

県
の
地
理
や
歴
史
、
そ
し
て
文
学
者
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
詠
っ
た
も
の

で
、
県
民
は
幼
少
時
か
ら
覚
え
て
慣
れ
親
し
ん
で
い
ま
す
。
近
年
は
、
大

人
の
上
毛
か
る
た
大
会
へ
も
全
国
か
ら
参
加
者
が
集
ま
り
ま
す
。
ま
さ
に

県
が
誇
る
伝
統
教
材
で
す
。
年
号
も
令
和
に
な
り
、
今
年
は
い
よ
い
よ
東

京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ

ル
化
す
る
日
本
に
合
わ
せ
、上
毛
か
る
た
も
英
語
版
が
発
売
さ
れ
ま
し
た
。

ご
興
味
の
あ
る
先
生
方
に
は
、
一
度
お
手
に
取
っ
て

い
た
だ
け
ま
し
た
ら
光
栄
で
す
。
今
後
と
も
ご
指
導

ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

東
京
支
店
　
木
暮
弥
生

　
二
月
で
入
社
一
年
を
迎
え
ま
す
。
現
在
、
私
は
大
阪
府
を
担
当
し
て
お

り
、
久
し
く
訪
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
母
校
も
担
当
校
と
な
り
ま
し
た
。

卒
業
し
て
か
ら
数
年
、
久
し
ぶ
り
に
校
内
に
入
る
と
、
綺
麗
に
な
っ
た
グ

ラ
ウ
ン
ド
や
教
室
に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

　
当
時
の
先
生
方
は
、
残
念
な
が
ら
ご
退
職
さ
れ
た
方
が
多
い
と
伺
い
ま

し
た
が
、
他
校
へ
の
営
業
の
際
、
た
ま
た
ま
恩
師
を
お
見
か
け
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
全
く
気
づ
か
れ
て
い
な
い
様
子
で
、
何
度
か
声

を
お
か
け
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
恥
ず
か
し
さ
か
ら
、
今
で
も
で
き

ず
に
お
り
ま
す
。
い
つ
か
直
接
、
お
世
話
に
な
っ
た

御
礼
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ

時
間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。

 

大
阪
支
店
　
冨
田
早
紀

文
学
は
、「〝
ほ
ん
と
う
の
世
界
〞
を
見
せ

て
く
れ
る
も
の
」。
苫
野
一
徳
先
生
が
寄
せ

て
く
だ
さ
っ
た
エ
ッ
セ
イ
。
入
社
後
、
初
め

て
受
け
取
っ
た
ご
原
稿
に
な
り
ま
し
た
。

特
集
「
文
学
の
魅
力 

再
発
見
！
」
を
組
む

こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
と
文
学
と

の
付
き
合
い
を
思
い
返
し
て
み
ま
し
た
。
教

科
書
で
好
き
だ
っ
た
作
品
は
、
ヘ
ッ
セ
「
少

年
の
日
の
思
い
出
」、魯
迅
「
故
郷
」。
で
も
、

ど
ち
ら
も
中
学
校
の
作
品
。
高
校
は
？

と

い
う
と
、や
は
り
「
山
月
記
」
で
し
ょ
う
か
。

国
語
の
授
業
で
は
、
何
時
間
も
か
け
て
登

場
人
物
の
心
情
や
作
品
の
歴
史
的
背
景
を
見

つ
め
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
登
場
人
物
の
一

挙
手
一
投
足
が
、
今
も
頭
の
隅
に
残
る
の
で

し
ょ
う
。
最
後
の
、
李
徴
の
物
悲
し
い
後
ろ

姿
は
、
教
室
の
風
景
と
一
緒
に
目
に
焼
き
付

い
て
い
ま
す
。
で
も
、
李
徴
の
言
っ
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
た
の
は
、
最
近
の
よ
う
な

気
も
…
…
。

あ
れ
？
李
徴
っ
て
、後
ろ
姿
を
見
せ
た
っ

け
？
教
科
書
を
見
る
と
、「
ま
た
、
も
と
の

叢
に
躍
り
入
っ
て
」姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
、

と
あ
る
の
み
。
…
…
も
う
一
度
、
ゆ
っ
く
り

読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

（
原
）
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