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2国語教室　第115号　2021年4月

誠
実
な
言
葉
を
取
り
戻
す
た
め
に

「
考
え
る
技
術
─
─
考
え
さ
せ
な
い
時
代
に
抗
し
て
」
を
読
む
あ
な
た
へ

野の

矢や 

茂し
げ

樹き

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
生
ま
れ
。

哲
学
者
。
立
正
大
学
教
授
、東
京
大
学

名
誉
教
授
。
主
な
著
書
に
『
論
理
学
』

『
心
と
他
者
』『
語
り
え
ぬ
も
の
を
語

る
』『
哲
学
な
日
々
』『
増
補
版 

大
人

の
た
め
の
国
語
ゼ
ミ
』
な
ど
。

　

ご
ま
か
し
の
言
葉
、
不
誠
実
な
言
葉
が
こ
れ
ほ
ど
横
行
す
る

世
の
中
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。言
葉
が
歪
め
ら
れ
、

不
当
に
誇
張
さ
れ
る
。
意
味
が
ず
ら
さ
れ
、
と
き
に
は
ま
っ
た

く
の
で
ま
か
せ
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
仲
間

内
に
向
け
て
は
共
感
を
求
め
、
外
に
向
け
て
は
反
感
を
剝
き
出

し
に
す
る
。

　

お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
こ
と
の
根
底
に
は
「
他
者
」
に
対
す

る
意
識
の
あ
り
方
の
変
化
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
い
ま
、
他
者
と

は
仲
間
内
の
こ
と
で
あ
り
、
仲
間
で
な
い
人
は
他
者
で
す
ら
な

い
、
そ
ん
な
人
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
分
の
仲
間
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
か
つ
て
よ
り
も

敏
感
に
な
り
、
仲
間
で
な
い
人
た
ち
に
ど
う
見
ら
れ
る
か
に
つ

い
て
は
か
つ
て
よ
り
も
鈍
感
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
言
葉

も
仲
間
内
の
言
語
に
閉
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

仲
間
内
の
言
葉
は
他
者
の
視
点

│
外
部
の
他
者
の
ま
な
ざ

し

│
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
で
相
手
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
言
葉
を
相
手
は
ど
う
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た

意
識
が
言
葉
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
傾
向
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
飛
び
か
う
言
葉
に
顕

著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
一
方
的
に
決
め
つ
け
る
言
葉

や
攻
撃
的
な
言
葉
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
に
向
け
て
投

げ
つ
け
ら
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
の
だ
が
、
他
者
の
視
点
を
欠
い

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
言
葉
は
仲
間
内
で
は
真
実
で
あ
っ

て
も
、
仲
間
の
外
で
は
虚
偽
＝
フ
ェ
イ
ク
と
さ
れ
る
こ
と
に
も

な
る
。
そ
う
し
て
、「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
の
時
代
」
な
ど

と
言
わ
れ
た
り
も
す
る
。

　

仲
間
で
は
な
い
相
手
に
向
け
て
、
そ
の
相
手
の
視
点
に
も
立

ち
つ
つ
語
る
と
い
う
態
度
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
も
ち
ろ
ん
、
仲
間
で
は
な
い
他
者
を

他
者
と
し
て
尊
重
す
る
態
度
を
取
り
戻
す
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
た
ん
に
「
他
者
を
尊
重
し
よ
う
」
と
標
語
を
掲
げ
て
も
ど

う
に
も
な
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
言
葉
を
変
え
て
い
く
こ
と
か
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3 誠実な言葉を取り戻すために

ら
始
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

比
較
的
小
さ
な
一
歩
か
ら
始
め
よ
う
。
自
分
の
言
葉
が
他
の

人
た
ち
に
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
る
の
か
を
気
に
す
る
癖
を
つ
け

る
の
で
あ
る
。
私
は
授
業
で
た
ま
に
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
。
私

の
問
い
か
け
に
学
生
が
自
分
の
考
え
を
述
べ
た
と
き
に
、
他
の

学
生
た
ち
に
「
い
ま
の
発
言
を
理
解
で
き
た
人
」
と
手
を
挙
げ

て
も
ら
う
。
手
を
挙
げ
る
人
が
少
な
い
と
、
発
言
し
た
学
生
も

シ
ョ
ッ
ク
だ
ろ
う
。
次
に
、
手
を
挙
げ
た
学
生
に
い
ま
理
解
し

た
内
容
を
説
明
し
て
も
ら
う
。
す
る
と
違
う
内
容
が
説
明
さ
れ

て
、
正
し
い
理
解
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
露
呈
し
た
り
す
る
。

か
な
り
意
地
の
悪
い
授
業
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
が
学

生
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
「
ダ
メ
で
も
ち
っ
と
も
恥
ず
か
し
く

な
い
」
と
い
う
雰
囲
気
作
り
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
上
で
、
自
分
の
発
言
が
実
は
他
の
人
た
ち
に
き
ち
ん
と
伝
わ

っ
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
。
こ
の
経
験
は
も

の
す
ご
く
だ
い
じ
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

逆
に
、
物
分
か
り
の
よ
い
先
生
は
生
徒
を
ダ
メ
に
す
る
。
私

は
そ
ん
な
教
師
だ
っ
た
と
思
う
。
へ
た
を
す
る
と
、
学
生
が
全

部
言
い
終
わ
る
前
に
「
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
ね
」
と
言

い
直
し
て
あ
げ
た
り
す
る
。
生
徒
の
こ
と
を
分
か
っ
て
く
れ
る

い
い
先
生
の
よ
う
に
見
え
て
、
こ
れ
は
実
は
最
低
の
教
師
な
の

で
あ
る
。
自
分
の
言
う
こ
と
を
分
か
っ
て
く
れ
な
い
他
者
と
出

会
い
、
か
つ
、
分
か
っ
て
く
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
切
り
捨
て

た
り
し
な
い
で
、
な
お
も
分
か
っ
て
も
ら
お
う
と
努
力
す
る
。

そ
ん
な
経
験
の
繰
り
返
し
が
、
自
分
の
言
葉
を
他
者
の
視
点
か

ら
見
る
力
を
つ
け
て
く
れ
る
の
だ
。

　

学
生
の
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
は
、
誤
字
・
脱
字
・
文
の
乱
れ
が

平
然
と
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
た
び
、
こ
れ

で
は
文
章
力
は
身
に
つ
か
な
い
な
と
た
め
息
を
つ
く
。
読
み
直

せ
ば
気
づ
く
ま
ち
が
い
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
読
み
直
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
他

者
の
視
点
か
ら
自
分
の
言
葉
を
見
直
す
力
も
つ
き
は
し
な
い
。

　

た
く
さ
ん
書
い
て
い
れ
ば
い
つ
か
文
章
力
が
つ
く
と
い
う
の

は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
る
。
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
う
、
し
か

も
そ
の
相
手
は
自
分
の
言
葉
を
な
か
な
か
分
か
っ
て
く
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
し
、
へ
た
を
し
た
ら
傷
つ
く
か
も
し
れ
な
い
、

そ
ん
な
リ
ア
ル
な
他
者
へ
の
緊
張
感
を
も
っ
て
文
章
を
書
く
。

そ
し
て
相
手
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
そ
の
反
応
に
喜
ん
だ
り
が

っ
か
り
し
た
り
反
省
し
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
経
験
だ
け
が
、

文
章
力
を
鍛
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

自
分
の
視
点
と
他
者
の
視
点
と
い
う
二
重
の
視
点
に
支
え
ら

れ
た
言
葉
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
い
さ
さ
か
大
振

り
な
言
い
方
を
さ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
社
会
を

変
え
て
い
く
一
歩
と
な
る
だ
ろ
う
。

「考える」とはどういうことかについて、論理
のエキスパートが優しく語りかける。高校生が
自ら問いを立て、考える姿勢を養うための授業
開きに。（『現代の国語』〔現国 706〕）

「考える技術──考えさせない時代に抗して」
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素
晴
ら
し
い
言
葉
と
の
出
会
い
を

も
と
め
て

「
十
七
秒
の
沈
黙
」
を
読
む
あ
な
た
へ

国く
に

谷や 

裕ひ
ろ

子こ

二
〇
一
六
年
ま
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合「
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
」の
キ
ャ
ス
タ
ー
を

務
め
る
。
そ
の
後
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
啓
蒙

活
動
を
始
め
、現
在
に
至
る
。
主
な
著

書
に
『
キ
ャ
ス
タ
ー
と
い
う
仕
事
』
な

ど
。

　
二
三
年
間
キ
ャ
ス
タ
ー
を
続
け
た
報
道
番
組
「
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
現
代
」、そ
の
最
終
回
で
、作
家
の
柳
田
邦
男
さ
ん
か
ら「
危

機
的
な
日
本
の
中
で
生
き
る
若
者
た
ち
に
八
か
条
」
を
紹
介
し

て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
な
か
に
、「
い
ろ
い
ろ
な
人
と
会
う
こ

と
が
自
分
の
内
面
を
耕
し
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
最
善
の
道
」

と
い
う
一
条
が
あ
り
ま
し
た
。
人
生
で
大
切
な
こ
と
は
、
人
と

の
出
会
い
で
す
。
そ
し
て
、
出
会
っ
た
人
か
ら
聞
く
こ
と
の
で

き
た
素
晴
ら
し
い
言
葉
の
数
々
は
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
に
大
き

く
て
深
い
影
響
を
与
え
ま
す
。
そ
の
後
の
人
生
を
左
右
し
て
し

ま
う
言
葉
さ
え
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
出
会
っ
た
時
は
素
通
り
し

て
し
ま
っ
た
言
葉
が
、
時
間
を
経
て
記
憶
の
底
か
ら
立
ち
上
が

り
、
大
き
な
力
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　
長
年
に
わ
た
り
報
道
番
組
の
キ
ャ
ス
タ
ー
と
い
う
仕
事
を
し

て
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
え
た
の
は
、出
会
え
た
人
か
ら
、

そ
の
人
し
か
言
え
な
い
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
言
葉

を
番
組
を
通
し
て
視
聴
者
の
方
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
時
で

し
た
。
で
す
か
ら
私
が
大
切
に
し
て
い
る
言
葉
は
、
書
物
か
ら

で
は
な
く
、
出
会
え
た
人
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
た
言
葉

な
の
で
す
。
高
倉
健
さ
ん
の
十
七
秒
の
沈
黙
の
あ
と
、
待
つ
こ

と
で
聞
こ
え
て
き
た
「
い
い
風
に
吹
か
れ
て
い
た
い
」
と
い
う

言
葉
も
そ
う
し
た
言
葉
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
し
か
し
、
漫
然
と
聞
い
て
い
た
の
で
は
そ
の
機
会
は
訪
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
人
か
ら
し
か
聞
け
な
い
言
葉
に
出
会
う
に
は
、
聞

く
た
め
の
努
力
が
必
要
で
す
。
キ
ャ
ス
タ
ー
と
い
う
仕
事
の
中

心
に
は
、
人
か
ら
話
を
聞
き
だ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
私
は
聞
く
た
め
の
努
力
を
人
一
倍
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

経
験
か
ら
た
ど
り
着
い
た
、
人
か
ら
話
を
聞
く
た
め
に
必
要
な

こ
と
が
三
つ
あ
り
ま
す
。

　
話
を
聞
く
た
め
の
準
備
は
重
要
で
す
が
、
実
際
に
相
手
に
向

き
合
っ
た
ら
、
準
備
し
て
い
た
も
の
は
捨
て
て
相
手
の
話
に
真

剣
に
向
き
合
う
こ
と
。
言
葉
だ
け
で
な
く
、
ボ
デ
ィ
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
な
ど
、
そ
の
人
全
体
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も

Essayエッセイ
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観
察
力
や
想
像
力
を
働
か
せ
て
受
け
止
め
る
こ
と
。
大
事
だ
と

思
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
聞
き
方
を
変
え
な
が
ら
答
え
を
求
め

て
最
後
ま
で
こ
だ
わ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
で
私
は
、
様
々
な
言

葉
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
素
敵
な
言
葉
を
た
く
さ
ん
紹
介
し
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で

は
一
つ
だ
け
。
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
秋
吉
敏
子
さ
ん
の
言
葉

で
す
。
秋
吉
さ
ん
は
、
九
一
歳
の
い
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
で
活
躍

す
る
世
界
的
な
ジ
ャ
ズ
プ
レ
ー
ヤ
ー
。
お
会
い
し
た
の
は
、
秋

吉
さ
ん
が
七
三
歳
だ
っ
た
二
〇
〇
三
年
、
ジ
ャ
ズ
の
本
場
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
で
三
十
年
間
率
い
て
き
た
ビ
ッ
グ
バ
ン
ド
を
解
散
し

て
新
た
な
道
に
歩
み
だ
す
こ
と
を
決
め
た
年
で
し
た
。

　
秋
吉
さ
ん
は
二
六
歳
の
時
に
渡
米
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て

ジ
ャ
ズ
界
の
巨
匠
た
ち
の
仲
間
入
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
間
の

孤
独
で
孤
立
を
強
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
闘
い
の
日
々
は
、
他
人

の
言
葉
を
寄
せ
付
け
ず
、
自
ら
に
厳
し
い
課
題
を
与
え
続
け
た

生
き
方
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
秋
吉
さ
ん
に
、こ
う
伺
い
ま
し
た
。「
ご
自
身
に
色
々

な
こ
と
を
課
し
て
、
そ
の
答
え
を
見
つ
け
、
ま
た
次
の
課
題
を

設
定
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
目
指
す
。
秋
吉
さ
ん
は
、
本
当
に
自

分
に
対
し
て
厳
し
い
方
で
す
ね
」。

　
秋
吉
さ
ん
は
、
に
こ
や
か
に
「
ノ
ー
、
私
は
自
分
に
対
し
て

親
切
で
す
。
で
も
、
親
切
に
す
る
と
い
う
の
は
寝
て
い
よ
う
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
ど
こ
ま
で
行
け
る
か
、
そ
う
い

う
チ
ャ
ン
ス
を
自
分
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
」と
話
さ
れ
、

そ
し
て
こ
う
続
け
ま
し
た
。「
昨
日
よ
り
今
日
の
ほ
う
が
、あ
っ
、

し
ま
っ
た
と
い
う
数
が
少
な
け
れ
ば
い
い
な
っ
て
、
そ
う
思
っ

て
い
ま
す
」。

　
昨
日
よ
り
今
日
、
今
日
よ
り
明
日
と
、
自
分
の
可
能
性
を
信

じ
て
、
あ
っ
、
し
ま
っ
た
、
の
数
を
日
々
減
ら
し
て
い
く
。
こ

れ
が
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
あ
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
、

秋
吉
さ
ん
の
言
葉
は
私
に
響
き
ま
し
た
。
自
分
に
厳
し
く
生
き

て
こ
ら
れ
た
方
の
言
葉
に
は
、
人
を
感
動
さ
せ
、
動
か
す
力
が

あ
り
ま
す
。自
分
へ
の
厳
し
さ
が
自
分
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
、

時
々
思
い
出
す
秋
吉
さ
ん
の
言
葉
が
い
ま
で
も
私
を
と
て
も
勇

気
づ
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　
素
晴
ら
し
い
言
葉
は
、
学
識
や
専
門
性
の
高
い
、
名
の
あ
る

人
だ
け
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
身
の

回
り
に
い
る
友
人
や
先
生
、
家
族
か
ら
も
、
初
め
て
会
っ
た
未

知
の
人
か
ら
も
、
そ
の
人
で
な
く
て
は
語
れ
な
い
言
葉
が
聞
こ

え
て
く
る
は
ず
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
私
は
、
た
く
さ
ん
の
素
晴
ら
し
い
言
葉
と
の
出

会
い
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。み
な
さ
ん
も
、

様
々
な
人
と
出
会
い
、
そ
の
人
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
素
晴
ら
し

い
、
豊
か
な
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
。

俳優、高倉健へのインタビューで、沈黙する相
手に向き合い、言葉を待つエピソードが描かれ
る。聞くこと、待つことの大切さがしみじみと
感じられるエッセイ。（『新編 現代の国語』〔現国 707〕）

「十七秒の沈黙」
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目
を
養
う

「
世
界
を
見
わ
た
す
窓
」
を
読
む
あ
な
た
へ

吉よ
し

岡お
か

　
乾の

ぼ
る

一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
生
ま
れ
。

フ
ィ
ー
ル
ド
言
語
学
者
。国
立
民
族
学

博
物
館
准
教
授
。
主
な
著
書
に『
な
く

な
り
そ
う
な
世
界
の
こ
と
ば
』『
現
地

嫌
い
な
フ
ィ
ー
ル
ド
言
語
学
者
、か
く

語
り
き
。』
な
ど
。

　「
こ
れ
を
食
べ
る
と
、
歯
が
丈
夫
に
な
る
」

　
そ
う
い
っ
て
生
焼
け
の
ヤ
ギ
の
脾
臓
を
手
渡
し
さ
れ
た
経
験

の
あ
る
人
は
、
こ
の
文
章
を
読
む
人
の
中
に
は
い
な
い
だ
ろ
う

と
思
う
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
山
奥
で
、
恐
る
恐
る
口
に
し
た
そ
れ

は
、
筋
張
っ
た
肝
臓
み
た
い
な
食
感
で
、
嚙
め
ど
も
嚙
め
ど
も

美
味
し
い
と
い
う
思
い
は
湧
か
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
だ
け
れ
ど
も
、
ヤ
ギ
の
脾
臓
に
抵
抗
感
を
覚
え
た
の

は
、な
ぜ
だ
ろ
う
。
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
で
目
が
良
く
な
る
だ
と
か
、

お
節
料
理
で
縁
起
を
担
ぐ
だ
と
か
、
す
っ
ぽ
ん
鍋
で
精
力
を
つ

け
る
だ
と
か
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
な
効
力
を
期
待
し
て
何

か
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
に
も
多
々
あ
る
。
な
の
に
、

そ
れ
ら
の
素
材
や
料
理
に
対
し
て
、
苦
手
で
食
べ
な
い
と
い
う

こ
と
は
あ
れ
ど
、「
マ
ジ
か
よ
」
と
思
っ
た
記
憶
が
な
い
。

　
何
て
こ
と
は
な
い
、
僕
に
は
偏
見
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
我
々
の
脳
は
、何
か
を
考
え
る
時
に
言
語
を
介
し
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
言
語
は
窓
に
な
ぞ
ら
え
う
る
。
一
つ
の
言

語
が
一
面
の
窓
な
ら
ば
、
世
界
は
全
て
、
嵌
め
殺
し
の
窓
の
外

に
あ
る
。
自
分
と
世
界
と
の
接
点
は
窓
だ
け
で
、
そ
れ
を
通
し

て
し
か
世
界
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
思
考
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
る
言
語
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
世
界

の
切
り
分
け
の
ク
セ
が
あ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
複
合
的
な
文
化

背
景
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
言
葉
と
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
切
り

離
せ
な
い
。
日
本
語
で「
虹
」と
言
え
ば
七
色
の
も
の
だ
し
、「
ア

リ
ジ
ゴ
ク
」
と
「
ウ
ス
バ
カ
ゲ
ロ
ウ
」
と
は
別
の
生
物
の
よ
う

だ
。
暗
雲
の
中
で
は
神
が
鳴
り
、
疲
れ
れ
ば
「
睡
魔
」
と
い
う

魔
物
に
襲
わ
れ
、
兆
し
は
虫
に
報
さ
れ
る
。

　
意
識
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
な
か
ろ
う
が
、
我
々
の
認
識
す
る
世

界
の
風
景
は
常
に
、
何
か
し
ら
、
文
化
の
色
味
が
染
み
付
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
そ
ん
な
言
語
の
窓
か
ら
外
を
ど
う
眺
め
る
か
は
、
自

由
だ
。
漫
然
と
情
景
を
見
る
か
、
何
か
に
着
目
す
る
か
は
、
人
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そ
れ
ぞ
れ
。
ど
の
角
度
で
見
渡
す
か
だ
っ
て
、
好
み
や
環
境
や

偶
然
な
ど
に
よ
る
。

　
同
じ
景
色
で
あ
っ
て
も
、
誰
が
そ
れ
を
見
る
か
、
誰
と
そ
れ

を
見
る
か
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
は
異
な
る
。

　
昆
虫
学
者
な
ら
、
注
目
し
た
草
木
の
上
に
絶
滅
危
惧
種
の
小

さ
な
虫
を
見
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
人
類
学
者
は
、
そ
こ
に

い
る
人
々
が
何
を
ど
う
食
べ
て
い
る
か
に
着
目
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
宗
教
学
者
だ
っ
た
ら
、
背
後
に
聳
え
る
建
物
の
造
作
に

信
仰
関
連
の
何
か
が
あ
る
の
を
い
ち
早
く
見
つ
け
よ
う
。

　
持
ち
前
の
知
識
や
関
心
が
、
森
羅
万
象
の
捉
え
か
た
を
変
え

る
。
単
一
の
風
景
で
す
ら
、多
彩
に
意
味
を
な
し
う
る
ほ
ど
に
。

　
話
を
戻
そ
う
。

　
偏
っ
た
見
か
た
し
か
で
き
ず
に
、
直
面
し
た
事
態
に
対
し
て

何
ら
か
の
構
え
を
取
る
と
、
自
分
勝
手
な
「
常
識
」
の
押
し
つ

け
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
偏
見
と
い
う
も
の
だ
。

　
日
本
で
の
暮
ら
し
と
比
較
し
て
衛
生
的
に
難
の
あ
る
社
会

で
、
生
焼
け
の
ヤ
ギ
の
脾
臓
が
供
さ
れ
た
と
き
、
僕
は
そ
の
安

全
性
を
手
前
の
「
常
識
」
で
量
り
、一
瞬
ひ
る
ん
だ
。
た
だ
し
、

彼
ら
は
彼
ら
の
「
常
識
」
と
し
て
、
そ
れ
が
薬
効
の
あ
る
稀
少

部
位
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
客
人
で
あ
る
僕
に
、
い
の

一
番
に
そ
れ
を
振
る
舞
っ
た
の
だ
。
幸
い
な
こ
と
に
、
よ
そ
で

の
経
験
と
状
況
か
ら
、そ
う
だ
と
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

す
か
さ
ず
僕
は
口
に
入
れ
た
。
美
味
し
く
は
な
か
っ
た
が
、
も

う
二
度
と
、
ヤ
ギ
の
脾
臓
に
「
マ
ジ
か
よ
」
と
は
な
ら
な
い
。

　
言
語
を
知
る
こ
と
は
、
文
化
を
知
る
こ
と
に
も
い
く
ら
か
通

じ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
、
文
化
、
民
族
、
国
家
な
ど
は
、
ど

れ
も
一
対
一
で
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

　
第
一
言
語
で
あ
る
日
本
語
と
い
う
大
窓
の
隣
に
、
も
う
一
つ

小
窓
で
も
設
え
れ
ば
、
そ
の
見
え
か
た
の
異
な
り
か
ら
様
々
に

新
規
の
学
び
を
生
む
だ
ろ
う
。
色
々
な
事
物
を
、
色
々
な
見
か

た
で
捉
え
る
学
び
の
経
験
は
、
決
し
て
無
駄
に
な
ら
な
い
。
学

び
グ
セ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
多
様
に
変
幻
す
る
社
会
で
は

役
に
立
ち
そ
う
だ
。同
じ
も
の
を
別
の
視
点
か
ら
窺
う
だ
け
で
、

「
常
識
」
と
い
う
名
の
偏
見
だ
っ
て
問
い
質
せ
る
。

　
知
識
を
培
い
関
心
を
広
げ
る
学
び
か
ら
、
見
識
と
い
っ
た
知

恵
が
育
ま
れ
、
や
が
て
は
多
様
な
洞
察
を
可
能
に
す
る
。
世
界

も
、
翻
っ
て
自
己
を
も
見
つ
め
て
理
解
を
深
め
れ
ば
、
お
の
ず

か
ら
そ
の
ど
ち
ら
と
も
、
向
き
合
い
か
た
が
知
れ
て
く
る
。

　
言
語
も
文
化
も
、そ
の
土
壌
に
根
を
張
る
「
常
識
」
す
ら
も
、

多
様
に
し
て
無
二
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
単
な
る
知
識
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
主
体
的
に
物
事
を
見
通
す
知
恵
の
目
こ
そ
が
、

養
わ
れ
た
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私たちは言語をとおして、世界を眺めている。言
語とは、世界を見わたすための独特な窓のような
ものだ。フィールド言語学者として世界をめぐる
筆者による言語エッセイ。（『言語文化』〔言文 705〕）

「世界を見わたす窓」
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流
れ
る
川
の
よ
う
に

「
一
瞬
の
風
に
な
れ
」
を
読
む
あ
な
た
へ

佐さ

藤と
う

多た

佳か

子こ

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
生
ま
れ
。

小
説
家
。
二
〇
〇
七
年
、『
一
瞬
の
風

に
な
れ
』
で
本
屋
大
賞
を
受
賞
。
そ

の
他
の
作
品
に
『
夏
か
ら
夏
へ
』『
明

る
い
夜
に
出
か
け
て
』『
い
つ
の
空
に

も
星
が
出
て
い
た
』
な
ど
が
あ
る
。

　
小
学
生
の
頃
、新
年
度
に
新
し
い
国
語
の
教
科
書
を
貰
う
と
、

た
ま
ら
な
く
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。
新
し
い
世
界
へ
通
じ
る
扉
が
幾

つ
も
あ
る
よ
う
で
、
待
ち
き
れ
ず
に
先
に
読
ん
で
い
た
。
中
学

か
ら
は
、
勉
強
の
道
具
と
い
う
認
識
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、

国
語
の
教
科
書
の
中
の
物
語
を
読
む
の
は
好
き
だ
っ
た
。
高
校

で
よ
く
覚
え
て
い
る
の
は
、
森
鷗
外
の
「
舞
姫
」
で
、
こ
の
頃

か
ら
、
自
分
が
読
ん
で
感
じ
る
こ
と
が
、
国
語
で
求
め
ら
れ
る

正
解
解
答
と
ズ
レ
て
い
る
の
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国

語
の
成
績
は
歴
史
よ
り
い
つ
も
低
く
、
大
学
は
史
学
科
に
進
学

し
た
が
、
研
究
者
に
は
な
れ
ず
に
物
語
の
作
者
と
な
っ
た
。

　
ど
の
年
齢
で
も
、
文
系
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
が
、
興

味
や
適
性
な
ど
は
、
そ
の
都
度
変
化
す
る
し
、
幅
が
あ
る
も
の

だ
と
思
う
。
高
校
時
代
は
、
卒
業
後
の
進
路
が
将
来
に
つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
、
多
く
の
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
得
意
な
こ
と

や
好
き
な
こ
と
を
見
つ
け
て
い
け
る
と
い
い
。

　
高
校
時
代
、
私
は
、
本
、
漫
画
、
ア
ニ
メ
な
ど
に
没
頭
し
、
同

じ
趣
味
の
友
人
た
ち
と
教
室
の
隅
に
か
た
ま
っ
て
マ
ニ
ア
ッ
ク

な
話
に
日
々
興
じ
て
い
た
。
ま
だ
オ
タ
ク
と
い
う
言
葉
が
な
い

時
代
の
オ
タ
ク
だ
っ
た
。
部
活
は
、
新
聞
部
に
入
っ
た
が
、
わ

り
と
す
ぐ
に
や
め
、
い
わ
ゆ
る
帰
宅
部
と
な
っ
た
。
部
活
│
│

特
に
体
育
会
系
の
部
活
に
燃
え
て
い
る
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
あ
こ

が
れ
た
り
、
少
し
畏
怖
し
た
り
し
て
い
た
。
あ
き
れ
る
ほ
ど
体

力
が
な
か
っ
た
が
、
短
距
離
走
だ
け
は
子
供
の
頃
か
ら
速
く
、

高
校
に
な
か
っ
た
陸
上
部
を
作
ろ
う
と
言
う
動
き
が
あ
っ
た
時

に
誘
わ
れ
、ビ
ク
ビ
ク
ド
キ
ド
キ
し
た
。
実
現
し
な
か
っ
た
が
、

あ
の
時
、
も
し
、
部
が
で
き
て
入
っ
て
、
陸
上
部
で
頑
張
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
ら
…
…
、
と
い
う
思
い
は
残
っ
た
。

　『
一
瞬
の
風
に
な
れ
』
は
、
そ
ん
な
自
分
の
あ
こ
が
れ
や
な

し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
そ
し
て
物
語
を
編

み
出
す
土
台
と
な
っ
た
オ
タ
ク
活
動
、
様
々
な
も
の
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
を
自
分
で
楽
し
む
人
間
に
は
な
れ
な
か

っ
た
が
、
観
る
こ
と
は
人
一
倍
好
き
だ
。
ス
ポ
ー
ツ
を
モ
チ
ー

Essayエッセイ
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9 流れる川のように

フ
と
し
て
物
語
を
創
り
た
い
と
ず
っ
と
願
っ
て
い
た
。
自
分
が

観
戦
す
る
時
の
よ
う
に
、
わ
く
わ
く
す
る
物
語
を
。
試
合
や
練

習
の
一
つ
ひ
と
つ
の
シ
ー
ン
が
、
リ
ア
ル
で
よ
く
見
え
る
よ
う

な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
。
少
し
で
も
噓
の
な
い
文
章
で
。

　
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
ス
ポ
ー
ツ
漫
画
も
好
き

だ
っ
た
。
あ
ん
な
ふ
う
な
熱
い
世
界
を
自
分
も
創
っ
て
み
た
い

と
夢
見
て
い
た
。
た
だ
、
や
は
り
、
絵
が
あ
る
か
ら
成
立
し
て

い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
文
章
だ
け
で
は
か
な
わ
な
い
し

無
理
だ
ろ
う
と
思
う
も
の
の
、
ど
う
し
て
も
諦
め
き
れ
ず
に
ダ

メ
元
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

　
視
覚
に
頼
ら
な
く
て
も
「
見
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
ス
ポ
ー

ツ
は
何
だ
ろ
う
と
必
死
で
考
え
た
。
小
説
で
あ
る
こ
と
で
良
さ

が
出
せ
る
も
の
は
何
か
と
。
競
技
の
時
の
人
数
が
多
す
ぎ
な
い

こ
と
は
、
文
字
だ
け
で
説
明
す
る
上
で
は
重
要
だ
っ
た
。
個
人

競
技
だ
け
で
な
く
、
連
携
す
る
プ
レ
ー
が
描
き
た
か
っ
た
。
そ

こ
で
出
し
た
答
え
が
「
リ
レ
ー
」。
体
育
会
系
の
部
活
を
通
っ

て
こ
な
か
っ
た
私
が
、
唯
一
、
運
動
会
レ
ベ
ル
で
も
選
手
で
あ

り
、
興
奮
を
味
わ
っ
た
記
憶
も
持
っ
て
い
た
。
四
人
。
一
人
ひ

と
り
を
色
濃
く
描
い
て
行
け
そ
う
な
人
数
。
バ
ト
ン
を
つ
な
い

で
い
く
こ
の
競
技
は
、
人
と
人
と
の
深
い
関
係
性
も
描
け
そ
う

だ
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
取
材
先
を
探
し
て
、
神
奈
川
県

の
県
立
高
校
の
陸
上
部
に
四
年
間
お
世
話
に
な
り
、
千
三
百
枚

と
い
う
長
編
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
取
材
先
の
陸
上
部
の
当
時
の
コ
ー
チ
に
は
、
陸
上
の
イ
ロ
ハ

の
イ
か
ら
教
わ
り
、
作
品
を
進
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
い
ち
い

ち
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
を
し
て
は
細
か
い
と
こ
ろ
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
。
そ
の
メ
ー
ル
の
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
の
束
の
厚
さ
は

片
手
で
持
て
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
す
ご
い
物
量
と
な
っ
た
。

こ
れ
だ
け
精
密
で
親
切
な
取
材
は
、
お
そ
ら
く
一
生
に
一
度
の

経
験
に
な
る
と
思
う
。
い
く
ら
感
謝
し
て
も
足
り
な
い
。
そ
し

て
、
部
員
の
皆
さ
ん
の
日
々
の
練
習
か
ら
、
色
々
な
試
合
を
見

て
、
話
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
取
材
し
な
が
ら
、
書
き
な

が
ら
、
高
校
陸
上
部
の
ど
真
ん
中
に
、
い
つ
し
か
私
は
入
り
込

ん
で
い
て
、
自
分
が
か
つ
て
あ
こ
が
れ
た
輝
く
よ
う
な
熱
い
、

そ
し
て
苦
し
く
厳
し
い
ス
ポ
ー
ツ
の
部
活
の
世
界
に
生
き
て
い

る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
た
。
錯
覚
で
も
一
つ
の
現
実
だ
。

　
届
か
な
か
っ
た
夢
が
、
違
う
形
で
実
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
情
熱
や
、
そ
の
湧
き
だ
す
元
、
流
れ
つ
く
行
き
先
は
、
幾
筋

も
の
川
の
よ
う
だ
。
山
中
に
ひ
そ
や
か
な
源
泉
が
あ
り
、
細
い

支
流
が
集
ま
り
、
大
き
な
本
流
と
な
る
。

　
自
分
の
興
味
や
経
験
の
行
く
先
は
、
す
ぐ
に
は
見
え
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
実
る
も
の
だ
と
思
う
。
色
々
な
こ
と

に
目
を
向
け
て
広
く
吸
収
し
て
ほ
し
い
。
国
語
の
教
科
書
も
、

そ
の
一
つ
と
な
る
こ
と
を
祈
り
つ
つ
。

サッカー少年だった神谷新二が、幼なじみで天
才的なスプリンター、一ノ瀬連とともに、リレ
ー競技にすべてを賭ける。疾走感に満ちた青春
陸上小説。（『新編 言語文化』〔言文 706〕）

「一瞬の風になれ」
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国
語
は
、
新
た
な
時
代
を
迎
え
ま
す
。

　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
身
に
つ
け
た
い
資

質
・
能
力
に
よ
っ
て
科
目
が
分
け
ら
れ
、
必
修

は
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
の
二
科

目
、
選
択
科
目
は
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」

「
国
語
表
現
」「
古
典
探
究
」
の
四
科
目
と
な
り

ま
し
た
。

　
大
変
革
期
に
突
入
す
る
国
語
。
こ
れ
ま
で
と

何
が
変
わ
る
の
か
？
　
何
を
ど
う
教
え
れ
ば
い

い
の
か
？
　
教
科
書
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

　
本
特
集
で
は
そ
ん
な
疑
問
に
、
大
修
館
の
新

し
い
四
冊
の
必
修
科
目
教
科
書
に
即
し
て
お
答

え
し
て
い
き
ま
す
。
教
科
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
や
し
か
け
か
ら
、
新
た
な
科
目
で
の
学
び
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
国
語
、
新
時
代
の
幕
開
け
で
す
！

時代を拓く時代を拓く
「言語文化」で「言語文化」でさらに豊かな学びをさらに豊かな学びを

10
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▲　各教科書の特色と目次は、中面カラーページへ！

特集特集

国語新国語新
大修館の大修館の「現代の国語」「現代の国語」
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12国語教室　第 115 号　2021年 4月

ＰＯＰ例は高校生がノンフィクションの書籍を対象に作成
したものです。読む力と併せて表現する力も育成でき、本
を紹介する発表まで行えれば学習活動がさらに充実します。
　「本のＰＯＰを作ろう」p.116

山口正澄（東京都立大江戸高等学校教諭）
推し！

楽しい。おもしろい。わかった。できるようになった。う
れしい。ー生徒たちのこのような思いと輝く表情が満ち
あふれる授業。この教科書はそのような授業を作ります。
　「説明のしかたをとらえよう」p.46 
三宅義藏（元千葉県立千葉高等学校教諭）

推し！

魅力的で着実な学びにつながる教材選び、教材作りを心
がけて作りました。この教科書なら、豊富な教材や言語
活動を通じて楽しく役立つ授業が展開できると思います。
　「聞き取りのレッスン」p.70、「ミニインタビューをしよ
う」p.72、「聞き取ったことをまとめよう」p.76

初谷和行（武蔵野大学准教授）

推し！

「現代の国語」編集委員メッセージ

●新編 現代の国語
〔現国 707〕

「話す」「聞く」「読む」「書く」活動が活発になるような
教科書になることを心がけました。生徒たちが楽しく学
び、力をつけていってくれることを願っています。
　「テーマを決めて話し合おう」内「アイディアを広げる」
p.126、「アイディアを整理する」p.127

秋元誠道（麗澤中学校・高等学校教諭）

推し！

私も最前線で悪戦苦闘する教員です。先生も生徒も使い
やすく生き生きと授業に臨める教科書にこだわりました。
大修館「現代の国語」なら新課程にもスムーズに対応で
きます。
　「料理レシピを書こう」p.60

仲野敏樹（東京都立広尾高等学校教諭）
推し！

現場の先生と世界の未来を担
う生徒たちのための１冊にな
りました。ぜひフル活用して
いただきたいと思っています。
　「世界は私にほほえんでいる」
p.160

北久保友希（東京都立南多摩中
等教育学校教諭）

推し！

新しい国語の力、どうやった
ら 楽 し く 確 実 に 身 に つ く
か ...(>_<)　何度も何度も話
し合って作りました！授業が
明るく充実したものになりま
すよう、お力になれましたら
うれしいです！！    
　「『変わる』ことを楽しもう」
p.12、「説明のしかたをとらえ
よう」p.46、「料理レシピを書
こう」p.60

下西美穂（東京都立江戸川高等
学校教諭）

推し！

『新編 現代の国語』は、むし
ろ社会人が欲しがるようなテ
キストかもしれません。この
１冊で、世の中で必要となる
読んだり、書いたり、話した
りする力がしっかり身に付き
ます。
　「情報を吟味しながら読もう」
p.154

幸田国広（早稲田大学教授）

推し！
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13 「現代の国語」編集委員メッセージ

特集：国語新時代を拓く

実社会に活きる国語力を学ぶ新科目「現代の国語」。
大修館からは、『現代の国語』『新編 現代の国語』の２
冊が登場。刊行にあたって、編集委員の先生方よりコメ
ントをいただきました。隅から隅まで工夫に満ちた新し
い教科書は、どんな思いで作られたのでしょうか。

■大修館の「現代の国語」はこんな教科書です！

授業者である先生方にとって、また学習者である生徒にとっ
て、学習の見取り図になるような教科書にしたいという思い
で編集にあたりました。そうなっていれば幸いです。
　「パン屋の手紙」p.141

赤松幸紀（筑波大学附属高等学校教諭）
推し！

●現代の国語
〔現国 706〕

誰も見たことのない新しい
科目の教科書。作業は長い
道のりでしたが、この科目
を担当するのが待ち遠しく
なりました。きっとたくさ
んアタマを使う授業になる
と思います。
　単元 10「他者を動かす」
p.169

石原徳子（神奈川県立多摩
高等学校教諭）

推し！

「話す・聞く」「書く」単元
は素材探しから資料作成ま
で自分で作るのが大変！そ
んな悩みに応えるべく、こ
の１冊で授業ができるよう
にあれこれ考えて作りまし
た。
　「資料を用いて発表する」
p.176、「作業ロボットの悲
劇」p.225

塗田佳枝（筑波大学附属坂
戸高等学校教諭）

推し！

新しいことに挑戦しません
か？ これからの社会を生
き抜くために、どのような
言葉の力を、どのように育
むことが求められるので
しょうか。この教科書で、
一緒に考えませんか？
　単元 7「資料を駆使する」
p.101、単元 8「他者と交流
する」p.123

島田康行（筑波大学教授）

推し！

3 領域の資質・能力を効果
的に育成するため、定番や
最新の文章から素材を選定
し、言語活動を設定しまし
た。新課程に不安な先生も
スムーズに教えられると思
います！
　「『家守綺譚』評」p.97

佐藤正人（東京都立江北高
等学校教諭）

推し！

新指導要領実施に向けて不安を感じ
ている先生、この機会に新たなこと
に取り組みたいと考えている先生、
いずれの先生にも使いやすい教科書
となることを目指して一生懸命作り
ました。
　「話す・聞く」「書く」単元の「導入」
p.38、p.86、p.124

山下直（文教大学教授）

推し！

たくさんのアイデアや素材が集ま
り、厳選・洗練されたものがこのた
び１冊にまとまりました。惜しくも
割愛されたアイデア・素材も多数。
指導書や副教材にもご期待くださ
い。
　単元 7「資料を駆使する」p.101

吉田東洋（東京都立新宿山吹高等学校
教諭）

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

新
し
い
共
通
必
履
修
科
目
「
現
代
の
国
語
」
は
、
実
社
会
に
お

け
る
国
語
に
よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
科

目
で
あ
る
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
に
は
二
〇
〜
三
〇

時
間
が
配
当
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
を
掲
げ
る
現
代
社
会
は
、
多
様
な
背
景
や
考
え
を
持

つ
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
困
難
な
課
題
の
解
決
に
挑
む
力
の
育
成

を
求
め
て
い
る
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
寄
せ
ら
れ
て
い

る
期
待
感
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
を
持
つ
。
各
校
の
国
語
科

三
カ
年
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
の

指
導
計
画
を
確
実
に
位
置
付
け
た
い
。

こ
れ
ま
で
高
校
国
語
科
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
十

分
な
自
信
を
蓄
え
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
実
際
、
不
安
の
声
も

多
く
聞
か
れ
る
。
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
新
し
い
教
科
書
で

は
、
当
該
領
域
の
指
導
に
不
慣
れ
な
先
生
方
で
も
扱
い
や
す
い
教

材
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

■
興
味
を
持
ち
な
が
ら
楽
し
く
学
べ
る
『
新
編 

現
代
の
国
語
』

『
新
編 

現
代
の
国
語
』〔
現
国
707
〕
で
は
、
基
礎
の
基
礎
か
ら

学
べ
る
ミ
ニ
・
ワ
ー
ク
や
短
時
間
で
も
実
践
可
能
な
レ
ッ
ス
ン
が

た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
て
い
る
。
話
す
場
面
や
相
手
意
識
を
ふ
ま
え

た
語
彙
の
選
択
、
言
葉
遣
い
の
ま
ち
が
い
探
し
の
よ
う
な
も
の

（「
伝
わ
る
よ
う
に
話
そ
う
」
等
）
か
ら
、
身
近
な
モ
ノ
を
紹
介
す
る

ス
ピ
ー
チ
（「
シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
を
し
よ
う
」）、
様
々
な
目
的
に

応
じ
た
話
し
合
い
の
学
習
（「
テ
ー
マ
を
決
め
て
話
し
合
お
う
」
他
）

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
見
開
き
単
位
を
基
本
と
し
て
学
習
活
動
が
展

開
し
て
い
く
紙
面
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
授
業
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち

や
す
い
。
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
等
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
も
豊
富
で
、

見
や
す
い
大
判
サ
イ
ズ
の
教
科
書
だ
。

パ
ッ
と
見
で
こ
こ
ま
で
具
体
的
で
わ
か
り
や
す
い
な
ら
、
生
徒

の
自
学
自
習
も
可
能
だ
ろ
う
。
先
生
方
は
、
教
材
の
導
き
に
し
た

が
っ
て
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
徹
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深

い
学
び
」
の
組
織
に
注
力
で
き
る
。
つ
ま
り
、
教
材
を
解
説
す
る

幸こ
う

田だ

国く
に

広ひ
ろ

早
稲
田
大
学
教
授

こ
れ
な
ら
で
き
る
！

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
授
業

現
代
の
国
語　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
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15 これならできる！ 「話すこと・聞くこと」の授業

特集：国語新時代を拓く

こ
と
以
上
に
、
生
徒
の
活
動
の
質
や
反
応
・
学
習
評
価
に
目
を
向

け
る
余
裕
も
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

■
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
育
成
す
る
『
現
代
の
国
語
』

『
現
代
の
国
語
』〔
現
国
706
〕
で
は
、
基
礎
か
ら
始
ま
り
、
無
理

な
く
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
話
す

こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
各
単
元
は
、
導
入
の
短
い
読
み
物
教
材
か

ら
は
じ
ま
り
、「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
で
単
元
の
目
標
を
つ
か
み
、

細
か
く
階
梯
付
け
ら
れ
た
「
ワ
ー
ク
」
と
「
課
題
」
で
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
を
図
る
。学
習
過
程
が
わ
か
り
や
す
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
他
領
域
と
の
関
連
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的

だ
。
例
え
ば
、「
10 

他
者
を
動
か
す
」
で
は
、
ま
ず
説
得
力
の
あ

る
企
画
書
の
書
き
方
（「
書
く
こ
と
」）
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
に
、
資
料
を
用
い
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
（「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」）
の
学
習
が
待
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
そ
れ

ぞ
れ
単
独
の
単
元
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
両
者
を
連
動

さ
せ
て
指
導
計
画
に
位
置
付
け
る
と
よ
り
効
果
的
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
永
江
朗
の
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
醍
醐
味
」、
山
中

伸
弥
の
「
ど
う
伝
え
る
か
」
等
、
読
み
物
教
材
も
豊
富
に
用
意
さ

れ
て
お
り
、
話
し
た
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
活
動
の
意
味
を
振
り

返
り
、
学
習
の
意
義
を
確
認
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

■「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
役
割
と
意
義

話
し
た
り
話
し
合
っ
た
り
と
い
う
学
習
活
動
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
三
領
域
す
べ
て
の
中
で
展
開
さ
れ
る
。
手
段
と
し
て
の
言

語
活
動
と
領
域
と
は
混
同
せ
ず
、
計
画
的
系
統
的
な
指
導
が
で
き

『新編 現代の国語』〔現国 707〕単元 2
「日本語を使いこなす」p.36 より

る
よ
う
、
年
間
指
導
計
画
に
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
単
元
を
適
切
に
位
置
付
け
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
語
科

だ
け
で
な
く
他
教
科
等
の
話
し
た
り
話
し

合
っ
た
り
す
る
言
語
活
動
の
質
を
担
保
す
る

こ
と
に
な
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
要
と
し
て
の
国
語
科
の
責
務
を
意
識

し
た
と
き
、「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
役
割
は
き
わ
め
て

大
き
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『現代の国語』〔現国 706〕単元 10
「他者を動かす」p.177 より
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■
新
学
習
指
導
要
領
と
「
書
く
こ
と
」

新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
各
科
目
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
各
領
域
に
授
業
時
数
を
配
当

し
て
い
ま
す
。「
現
代
の
国
語
」
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

に
二
〇
〜
三
〇
単
位
時
間
程
度
、「
書
く
こ
と
」
に
三
〇
〜
四
〇

単
位
時
間
程
度
、「
読
む
こ
と
」
に
一
〇
〜
二
〇
単
位
時
間
程
度

が
配
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
つ
の
領
域
の
中
で
も
「
書
く
こ
と
」

に
最
も
多
く
の
授
業
時
数
が
配
当
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の

科
目
で
は
「
書
く
こ
と
」
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
、
三
つ
の
領
域

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。「
現
代
の
国
語
」

に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
事
項
は
次
の
通
り
で
す
。

ア 

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
、
実
社
会
の
中
か
ら
適
切
な
題
材
を
決
め
、

集
め
た
情
報
の
妥
当
性
や
信
頼
性
を
吟
味
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を

明
確
に
す
る
こ
と
。

イ 

読
み
手
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
論
理
の
展
開
、
情
報
の
分
量

や
重
要
度
な
ど
を
考
え
て
、文
章
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
。

ウ 

自
分
の
考
え
や
事
柄
が
的
確
に
伝
わ
る
よ
う
、
根
拠
の
示
し
方
や

説
明
の
仕
方
を
考
え
る
と
と
も
に
、
文
章
の
種
類
や
、
文
体
、
語
句

な
ど
の
表
現
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

エ 

目
的
や
意
図
に
応
じ
て
書
か
れ
て
い
る
か
な
ど
を
確
か
め
て
、
文

章
全
体
を
整
え
た
り
、
読
み
手
か
ら
の
助
言
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
自

分
の
文
章
の
特
長
や
課
題
を
捉
え
直
し
た
り
す
る
こ
と
。

大
修
館
書
店
の
『
現
代
の
国
語
』『
新
編 

現
代
の
国
語
』
は
、

こ
れ
ら
の
指
導
事
項
を
無
理
な
く
学
べ
る
よ
う
に
、「
読
む
こ
と
」

の
教
材
と
有
機
的
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
言
語
活
動
を
配
置
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
書
く
こ
と
」
の
力
が
確
実
に
身
に
付
く
よ
う
に
工
夫

し
て
い
ま
す
。

■
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
『
現
代
の
国
語
』

『
現
代
の
国
語
』〔
現
国
706
〕
が
提
案
す
る
「
書
く
こ
と
」
の
活

動
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
意
見
文
、
紹
介
文
、
企
画
書
な
ど
を

書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
特
に
意
見
文
に
つ
い
て
は
年
間
で
三
つ
の
ス
テ
ッ

プ
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、
主
張
と
根

島し
ま

田だ

康や
す

行ゆ
き

筑
波
大
学
教
授

多
彩
な
活
動
で「
書
く
こ
と
」の

価
値
を
実
感
す
る

現
代
の
国
語　

書
く
こ
と

016-017_115-02_tokushu-shimada.indd   16 2021/03/23   22:46
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拠
、
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
方
、
反
論
の
し
か
た
に
力
点
を
置
い
て

学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
意
見
文
の
書
き
方
を
、
段
階

を
踏
ん
で
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
要
所
に
配
さ
れ
た
豊
富
な
参
考
文
は
、
授
業
の

立
体
的
な
構
成
に
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

さ
ら
に
、
一
冊
の
最
後
に
は
、
年
間
の
ま
と
め
と
し
て
レ
ポ
ー

ト
を
書
く
活
動
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
問
い
の
立
て

方
や
情
報
収
集
の
方
法
な
ど
、
探
究
的
な
学
習
に
欠
か
せ
な
い
要

素
を
学
び
、
論
じ
る
こ
と
、
論
証
す
る
こ
と
の
基
礎
と
な
る
力
の

育
成
を
目
指
し
ま
す
。

■
基
礎
か
ら
学
べ
る
『
新
編 

現
代
の
国
語
』

『
新
編 

現
代
の
国
語
』〔
現
国
707
〕
は
、
言
葉
の
使
い
分
け
や
、

適
切
な
表
記
、
接
続
表
現
な
ど
、「
書
く
こ
と
」
の
基
礎
か
ら
丁

寧
に
学
び
、
目
的
に
応
じ
て
書
く
こ
と
や
意
見
を
書
く
こ
と
を
初

歩
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

内
容
に
は
「
絵
や
写
真
を
説
明
し
よ
う
」「
料
理
レ
シ
ピ
を
書

こ
う
」
と
い
っ
た
、
学
習
者
が
関
心
を
も
ち
や
す
い
題
材
を
取
り

上
げ
つ
つ
、
親
し
み
や
す
く
効
果
的
な
イ
ラ
ス
ト
や
図
表
に
よ
っ

て
学
習
者
の
抵
抗
感
を
低
減
す
る
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。

学
習
者
が
「
書
く
こ
と
」
の
意
義
や
価
値
を
実
感
で
き
る
こ
と

を
目
指
し
て
編
集
さ
れ
た
一
冊
と
し
て
、
自
信
を
も
っ
て
お
薦
め

で
き
ま
す
。

『現代の国語』〔現国 706〕単元 7
「統計資料をもとに意見を書く」p.115

『新編 現代の国語』〔現国 707〕単元 7
「意見文の基礎を学ぼう」p.137
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■
は
じ
め
に

令
和
四
年
四
月
か
ら
、
い
よ
い
よ
高
等
学
校
の
新
科
目
「
現
代

の
国
語
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
新
し
く
編
集
さ
れ
た

大
修
館
の
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と

で
、
新
学
習
指
導
要
領
の
下
で
の
「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ

と
」の
指
導
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
「
国
語
総
合
」
と
変
わ
ら
ぬ
単
元
数
、
教
材
数

新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」
領

域
の
配
当
時
間
は
年
間
一
〇
〜
二
〇
単
位
時
間
程
度
と
な
っ
て
お

り
、「
国
語
総
合
」
に
比
べ
る
と
配
当
時
間
が
大
き
く
減
っ
た
印

象
を
お
持
ち
の
先
生
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
修
館
で
は

『
現
代
の
国
語
』〔
現
国
706
〕
と
『
新
編 

現
代
の
国
語
』〔
現
国
707
〕

の
二
点
の
教
科
書
を
準
備
し
て
い
ま
す
が
、「
読
む
こ
と
」
領
域

に
つ
い
て
は
、『
現
代
の
国
語
』
が
六
単
元
・
一
四
教
材
、『
新
編

現
代
の
国
語
』
が
五
単
元
・
一
三
教
材
で
、
い
ず
れ
も
「
国
語
総

合
」
と
変
わ
ら
ぬ
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
揃
え
て
い
ま
す
。

「
現
代
の
国
語
」
へ
抵
抗
な
く
移
行
す
る
一
助
と
な
れ
ば
と
考

え
て
、
こ
の
よ
う
な
構
成
と
し
ま
し
た
。
学
習
者
の
実
態
に
よ
っ

て
、
全
て
の
単
元
を
こ
な
す
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、
実
態
に

合
わ
せ
て
単
元
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

■
単
元
の
ね
ら
い
を
よ
り
一
層
明
確
化

こ
れ
ま
で
の
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
指
導
で
は
、
ど
う
し
て
も

教
材
文
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
が
ち

で
、
ど
の
単
元
で
も
似
た
よ
う
な
授
業
展
開
に
な
っ
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、『
現
代
の
国
語
』、『
新

編
現
代
の
国
語
』
で
は
、
各
単
元
で
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力

を
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
を
明
確
に
し
、
単
元
名
を
見
れ
ば
そ
れ

が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
『
現
代
の
国
語
』
で
は
、「
文
章
の
要
点
を
つ
か
む
」、「
文

章
の
論
理
を
と
ら
え
る
」、『
新
編
現
代
の
国
語
』
で
は
、「
説
明

の
し
か
た
を
と
ら
え
よ
う
」「
論
理
の
展
開
を
読
み
取
ろ
う
」
と

い
う
感
じ
で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
単
元
ご
と
の
重
点
項
目
が

山や
ま

下し
た

　
直

な
お
し

文
教
大
学
教
授

新
た
な「
読
む
こ
と
」へ
の
チ
ャ
レン
ジ

現
代
の
国
語　

読
む
こ
と
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わ
か
り
ま
す
の
で
、
授
業
展
開
に
違
い
を
付
け
や
す
く
な
り
、「
読

む
こ
と
」
の
授
業
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
や
す
く

す
る
助
け
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
両
教
科
書
と
も
に
、
各
単
元
の
始
め
に
は
、
単
元
で
身

に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力
に
焦
点
化
し
た
導
入
ペ
ー
ジ
も
設

け
て
い
ま
す
。「
対
比
」「
主
張
と
根
拠
」「
具
体
と
抽
象
」
と
い
っ

た
「
読
む
こ
と
」
で
注
意
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
、
例
文
や
図
な
ど

も
用
い
て
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
こ
の
単
元

で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
学
習
す
る
の
か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

学
習
内
容
の
復
習
な
ど
に
も
活
用
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま

す
。も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
単
元
で
身
に
付
け
る
資
質
・
能
力
を
強
制

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
提
案
と
し
て

柔
軟
に
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

■
「
読
む
こ
と
」
の
新
た
な
学
習
指
導
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

ほ
か
に
も
、
資
料
と
文
章
の
関
係
に
着
目
し
た
り
、
文
章
を
比

べ
て
読
ん
だ
り
、
情
報
を
吟
味
し
た
り
す
る
単
元
も
設
け
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、比
べ
読
み
と
し
て
、『
現
代
の
国
語
』
で
は
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
論
じ
た
二
つ
の
評
論「
空
気
を
読
む
」

（
香
山
リ
カ
）
と
「『
個
人
』
か
ら
『
分
人
』
へ
」（
平
野
啓
一
郎
）、『
新

編
現
代
の
国
語
』
で
は
、
複
数
の
「
新
聞
投
書
」
な
ど
の
比
較

を
ご
提
案
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
単
元
は
、「
国
語
総
合
」の「
読

む
こ
と
」
の
学
習
指
導
で
は
あ
ま
り
重
点
が
置
か
れ
て
こ
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
資
質
・
能
力
の
育
成
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

（
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
実
践
さ
れ
て
い
る
先
生
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。）

「
現
代
の
国
語
」
で
は
こ
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
の
育
成
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
重
視
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
単
元
を
活
用
し

「
読
む
こ
と
」
の
新
た
な
学
習
指
導
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
ら

え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「読むこと」導入ページ
上：『新編 現代の国語』〔現国

707〕　pp. 46-47
左：『現代の国語』〔現国 706〕 

p. 24
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■
は
じ
め
に

現
代
社
会
で
は
、評
論
や
論
理
的
な
文
章
だ
け
で
は
な
い
、様
々

な
文
章
や
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
読
み
と
っ
た
り
、
様
々
な
方

法
で
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
新
科
目
「
現
代
の
国
語
」
の
「
内
容
の
取
扱
い
」
で
は
、

「
現
代
の
社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
論
理
的
な
文
章
及
び
実
用

的
な
文
章
」
を
扱
う
よ
う
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、「
実
用
的
な
文
章
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、

ど
の
よ
う
な
授
業
が
想
定
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
教
科
書
を
見

な
が
ら
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

■『
現
代
の
国
語
』「
社
会
へ
の
視
点
①
」（
Ｐ
49
）

『
現
代
の
国
語
』〔
現
国
706
〕
に
は
、
規
約
や
広
告
な
ど
、
実
社

会
で
用
い
ら
れ
る
表
現
に
親
し
む
コ
ー
ナ
ー
「
社
会
へ
の
視
点
」

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
社
会
へ
の
視
点
①
」
よ

り
「
熊
本
県
の
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
『
く
ま
モ
ン
』
の
イ
ラ
ス
ト

利
用
に
つ
い
て
」
と
い
う
規
約
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
規
約
と
い

う
と
、
条
文
や
契
約
書
な
ど
、
味
気
な
い
文
書
を
思
い
浮
か
べ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、こ
こ
で
は
イ
ラ
ス
ト
や
Ｑ
＆
Ａ
を
用
い
て
、

利
用
規
約
が
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

授
業
で
は
ま
ず
、
Ｑ
＆
Ａ
の
特
徴
に
着
目
さ
せ
ま
す
。
以
下
の

よ
う
な
回
答
が
予
想
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

初は
つ

谷が
い

和か
ず

行ゆ
き

武
蔵
野
大
学
教
育
学
部
准
教
授

楽
し
く
ト
ラ
イ
！

「
実
用
的
な
文
章
」の
授
業

現
代
の
国
語
　
実
用
的
な
文
章

『現代の国語』〔現国706〕p.49
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21 楽しくトライ！ 「実用的な文章」の授業

特集：国語新時代を拓く

・「
よ
く
あ
る
質
問
」
の
表
示
が
目
立
つ
よ
う
に
配
置
さ
れ
Ｑ

＆
Ａ
で
あ
る
こ
と
の
視
認
性
が
高
い

・
⑴
〜
⑸
に
あ
る
使
用
の
具
体
例
を
「
個
人
が
利
用
す
る
場

合
」
と
「
Ｑ
」
で
ま
と
め
た
う
え
で
、「
Ａ
」
で
「
次
に
例
示
」

と
し
て
、
後
の
具
体
例
⑴
〜
⑸
に
誘
導
し
て
い
る

・
文
末
表
現
が
「
場
合
」
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
る

な
お
、
特
徴
を
と
ら
え
さ
せ
る
際
に
は
、
教
科
書
掲
載
の
文
書

以
外
の
Ｑ
＆
Ａ
を
準
備
し
て
比
較
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、
と
ら
え
た
特
徴
を
ふ
ま
え
て
実
際
に
文
章
を
書
か
せ
て

み
ま
し
ょ
う
。「
○
○
（
体
育
館
、
図
書
館
等
）
使
用
」
に
つ
い
て

の
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

■『
新
編 

現
代
の
国
語
』「
打
ち
言
葉
」（
Ｐ
42
）

『
新
編 

現
代
の
国
語
』〔
現
国
707
〕
に
は
「
表
現
へ
の
扉
」「
参
考
」

と
い
っ
た
コ
ー
ナ
ー
に
、
実
社
会
に
存
在
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
実

用
的
な
文
章
が
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
打
ち
言
葉
」

の
ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
授
業
展
開
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
「
打
ち
言
葉
」
と
は
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
な
ど
を
用
い

て
メ
ー
ル
を
書
い
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
書
き
込
ん
だ
り
す
る
と
き
に

使
う
言
葉
を
指
し
ま
す
。
書
き
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
く
だ
け
た

話
し
言
葉
の
よ
う
な
文
体
が
特
徴
で
す
。
こ
の
よ
う
な
説
明
を
、

Ｑ
＆
Ａ
と
解
説
、
グ
ラ
フ
を
組
み
あ
わ
せ
て
記
述
し
て
い
ま
す
。

授
業
で
文
章
全
体
の
構
成
・
展
開
・
表
現
を
と
ら
え
さ
せ
る
に

は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
発
問
を
投
げ
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
Ｑ
＆
Ａ
の
「
Ａ
」
や
「
解
説
」
で
は
、「
Ｑ
」
の
内
容
の
そ

れ
ぞ
れ
ど
の
部
分
に
対
す
る
答
え
を
担
っ
て
い
る
の
か

・
グ
ラ
フ
の
ど
こ
に
着
目
し
て
文
章
は
書
か
れ
て
い
る
か

・「
解
説
」
の
タ
イ
ト
ル
は
他
に
何
が
考
え
ら
れ
る
か

と
ら
え
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
表
現
活
動
と
し
て
発
展
さ
せ
る
に

は
、
例
え
ば
教
科
書
の
文
章
か
ら
引
用
や
要
約
を
し
な
が
ら
「
打

ち
言
葉
」
の
使
用
や
効
果
等
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
打
ち
言
葉
」
の
内
容
を
要
約
し
た
り

図
式
化
し
た
り
30
秒
程
度
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
り
す

る
な
ど
、
内
容
を
再
構
成
し
て
表
現
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
本
教
材
で
学
ん
だ
構
成
や
展
開
、
表
現
に

関
す
る
知
識
を
使
っ
て
、
言
葉
に
関
す
る
別
の
テ
ー
マ
で
文
章
を

書
か
せ
る
と
い
っ
た
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
と
し
て
発
展
さ
せ
る

こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

■
お
わ
り
に

実
生
活
で
よ
く
目
に
す
る
実
用
的
な
文
章
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

工
夫
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
こ
の
よ
う
な
学
び
は
貴
重
な
機
会
と
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
是
非
、
ト
ラ
イ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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1100 年前に世界はどうだったか。アメリカは？　ヨーロッ
パは？　私たちは現代とそれほどかけ離れていない日本語で
その頃の物語を読めるのです。それってスゴくないですか。
　「一瞬の風になれ」p.49、「言語文化の窓 日本文化を探ろう」
内「外国人が『自分が日本人になったと思う瞬間』」p.79

石塚修（筑波大学教授） 

推し！

日本文学と日本文化のエキスがこれ一冊につまっている本。
見ているだけで幸せな気持ちになれます。もう一生手放せ
ません。
　「芥川の才筆─若くして完成された文体」p.99、「人気エッ
セイスト、清少納言」p.190

髙草真知子（東京成徳大学教授）

推し！

私たちが何気なく使っている言葉、当たり前だと思っている
習慣やものの考え方。それらに目を向け、様々な気づきや知
見のきっかけをつくることができる内容になっています。
　「言葉の森を育てよう」p.10、「言語文化の窓 現代に息づく
古典」内「現代に息づく古典を探してみよう」p.174

竹島千春（東京都立南多摩中等教育学校教諭）

推し！

国語を学ぶ意味を再認識
できるような学習が実現
できる！そうした教材化
や資料を組み合わせて授
業構想ができます！古典
への再認識から連続した
言葉の移り変わりを感じ
られます。
　「キーワードで読み解く
言語文化」口絵①②、「現代
と古典を比べてみよう」 
口絵⑱⑲

西一夫（信州大学教授）

推し！

「言語文化」編集委員メッセージ

●新編 言語文化
〔言文 706〕

ことばによる文化を見つめること、そしてことばによって文
化を創り出すことを、そして、ことばを見極めてことばと共
に生きていくことをすべての高校生に考えてほしい！
　「足し算の文化」p.66

大井和彦（東京大学教育学部附属中等教育学校教諭）
推し！

古今の名文や日常の言葉を振り返る問いを載せることで、生
徒たちが自然と声を出せるような教科書を目指しました。国
語教育の「これまで」と「これから」をつなぐ一冊です。
　「とんかつ」p.38、「ことばは光」p.107

古川佳奈（専修大学松戸中学校・高等学校教諭）
推し！

「楽しく漢文を学んでほし
い！」という思いを第一
に親しみやすい題材をそ
ろえました。

「完璧」を「完壁」と書く人
がいなくなりますように…
　「 蛇 足 」p.242、「 完 璧 」
p.258、「言語文化の窓 漢
文を身近に感じよう」p.233

酒井雅巳（巣鴨中学校・高
等学校教諭）

推し！
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23 「言語文化」編集委員メッセージ

特集：国語新時代を拓く

言語の中の文化、文化の中の言語、そして言葉、文化
そのものの深さを考えることのできる教科書になりま
した。すみずみまで使っていただける教科書です。 
　言葉のタネ③「色のイメージ」p.78

永田里美（明星大学准教授）
推し！

「想いを表す言葉〈一〉恋するこころ」では、
編集部の方と一緒に悩みながら恋歌を選び
ました。高校生の心に届く歌となることを
願っています。
　「恋するこころ」p.174、「探究 災害の記録」
p.137

奥村準子（筑波大学附属高等学校教諭）

推し！

●言語文化
〔言文705〕

教材だけでなく、「単元名」と「単
元の目標」も工夫しました。「解
釈の視点」や「言語文化の窓」も
ぜひ、ご活用ください。
　「ゼイナブの指」p.38、「青が消
える」p.79

髙橋龍夫（専修大学教授）

推し！

楽しみながら力が付く、生徒にも先生にも
魅力的な教科書を目指しました。現場での
使いやすさも重視しています！
　「言語文化の窓」
石鍋雄大（東京都立大泉高等学校附属中学校教
諭）

推し！

皆さんを含めた全人類の言語の軌跡
が「言語文化」です。論語・源氏物語・
羅生門から方言も外国語もあなたの
名前も「言語文化」です。
　「木曽の最期」p.204、「寿永三年正
月」p.213

大倉浩（筑波大学教授）

推し！

「言語文化」という新しい科目のた
めに、新しい学びのあり方を発見
できるような教科書を創りました。

「国語」の枠を飛び超えた「言語文
化」の世界へようこそ。
　「サーカス」p.108、”Circus”p.110、

「探究」p.137、p.168、p.286

杉本紀子（東京学芸大学附属国際中
等教育学校教諭）

推し！

「言語文化」は学習者の「ことば」という「窓」に文化
の香り高い「風」を吹かせるために編集しました。生
徒とともに、学びを楽しんでいただきたいと思います。
　「世界の言葉」口絵①②、「世界を見わたす窓」p.10

藤森裕治（文教大学教授）
推し！

古典から現代文まで、幅広い教養を学ぶ「言語文化」。
大修館では、『言語文化』『新編 言語文化』の２冊を刊行。
そもそも「言語文化」とはどんな科目なのか？　先生方
の思いの詰まったコメントとともに、この後に続く記事
をご覧ください！

■大修館の「言語文化」はこんな教科書です！
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■
言
語
文
化
財
集
か
ら
言
語
文
化
素
材
集
へ

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
教
材
を
ど
う
教
え
る
か
。
高
校
国
語
科

の
典
型
的
な
授
業
づ
く
り
は
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
問
い
か
ら
出

発
す
る
。い
わ
ゆ
る
初
め
に
教
材
あ
り
き
の
授
業
づ
く
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
新
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
授
業
と
は
、
学
習

者
に
育
て
た
い
資
質
・
能
力
は
何
か
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
る
。

実
在
す
る
学
習
者
の
状
況
に
基
づ
い
て
学
習
指
導
を
構
想
し
、
そ

れ
に
適
合
す
る
素
材
を
教
科
書
な
ど
か
ら
収
集
・
検
討
す
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
科
書
教
材
を
も
と
に
学
習
指
導
を
構
想
す

る
ス
タ
イ
ル
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
教
師
に
と
っ
て
至
難

の
業
だ
ろ
う
。あ
え
て
変
え
る
必
要
性
も
実
感
で
き
な
い
は
ず
だ
。

と
す
れ
ば
、
教
科
書
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
を
新
学
習
指
導
要
領

の
学
力
観
に
沿
っ
て
改
修
す
る
の
が
最
適
で
は
な
い
か
。
す
な
わ

ち
、教
授
す
る
価
値
の
あ
る
言
語
文
化
財
集
か
ら
、学
習
者
の
「
こ

と
ば
」
を
は
ぐ
く
む
素
材
集
へ
の
転
換
で
あ
る
。

新
教
科
書
「
言
語
文
化
」
は
、
見
た
目
は
な
じ
み
の
国
語
教
科

書
と
同
工
異
曲
の
構
成
に
み
え
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
ひ
も
と
く
と

「
こ
の
文
章
は
こ
う
い
う
資
質
・
能
力
の
育
成
に
活
か
せ
る
」
と

連
想
で
き
る
素
材
を
集
め
た
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
小
稿

で
は
そ
の
実
際
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
本
教
科
書
の
扱
い
方

を
少
し
く
紹
介
し
た
い
。

■
世
界
を
見
わ
た
す
「
窓
」

『
言
語
文
化
』〔
言
文
705
〕
で
は
、
口
絵
に
「
世
界
の
言
葉
」
と

題
し
て
世
界
各
地
の
言
語
か
ら
集
め
ら
れ
た
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
の
「
ヒ
ラ
イ
ス
」
は
、「
も
う
帰

れ
な
い
場
所
に
帰
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
」と
い
う
意
味
を
表
す
。

室
生
犀
星
の
名
詩
を
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
に
訳
せ
ば
、
さ
し
づ
め
「
Ｈ

Ｉ
Ｒ-

Ａ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
（Shokei Ijo

）」
と
題
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
素
材
は
、
冒
頭
単
元
「
世
界
を
見
わ
た
す
窓
」
の
筆
者
吉
岡

乾の
ぼ
るの

『
な
く
な
り
そ
う
な
世
界
の
言
葉
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

藤ふ
じ

森も
り

裕ゆ
う

治じ

文
教
大
学
教
授

「
言
語
文
化
」教
科
書
の「
窓
」と「
風
」

言
語
文
化
　
現
代
文
編
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本
文
中
で
、
氏
は
「
言
語
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
世
界
を
見
わ

た
す
た
め
の
独
特
な
窓
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
言
語

文
化
を
学
ぶ
た
め
の
基
本
的
態
度
が
集
約
さ
れ
た
至
言
で
あ
る
。

単
元
の
導
入
は
、「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
３
「
…
…
文
化
や
自
然
環
境
に
根
ざ
し

た
表
現
が
身
近
に
な
い
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。」
に
注
目
す

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
話
題
か
ら
学
び
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

【
話
題
例
１
】　

信
州
東
部
や
東
海
地
方
の
方
言
に
は
、
人
を
誘
う

言
い
方
に
「
行
か
ず
」
と
か
「
行
か
ま
い
」
と
い
っ
た
表
現

が
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
地
域
で
は
打
ち
消
し
の
形
で
勧
誘
す
る

の
だ
ろ
う
。

【
話
題
例
２
】　
「
谷
」
の
付
く
地
名
を
集
め
て
み
る
と
、
関
東
で

は「
熊
谷
」「
千
駄
ヶ
谷
」
の
よ
う
に
│
ガ
ヤ
と
読
む
地
名
が
、

関
西
で
は
「
黒
谷
」「
鹿
ヶ
谷
」
の
よ
う
に
│
タ
ニ
と
す
る

地
名
が
多
い
。
な
ぜ
関
東
と
関
西
と
で
違
う
の
だ
ろ
う
。

【
話
題
例
３
】　

東
北
の
太
平
洋
岸
で
は
、
夏
に
海
か
ら
吹
く
冷
風

を
ヤ
マ
セ
、
冬
に
内
陸
部
の
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
冷
風
を
オ

ロ
シ
と
呼
ぶ
。
風
に
ま
つ
わ
る
語
彙
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
話
題
を
紹
介
し
な
が
ら
「
我
々
の
み
な
ら
ず
、
異
な

る
言
語
で
生
活
す
る
人
々
は
ど
ん
な
『
こ
と
ば
』
で
ど
の
よ
う
に

世
界
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
、
教
科
書
の
文
章
に
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向
か
う
。

人
々
が
ど
の
よ
う
な
「
窓
」
す
な
わ
ち
言
語
で
、
世
界
を
ど
う

見
わ
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
歴
史
的
・
文
化
的
・
社

会
的
に
多
様
な
答
え
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
文
化
と

し
て
の
言
葉
」
を
学
ぶ
こ
と
へ
の
動
機
付
け
を
図
り
、自
ら
の
「
こ

と
ば
」
を
自
覚
し
か
つ
豊
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
を
共
有
す
る
の

で
あ
る
。

本
文
に
触
れ
た
学
習
者
は
、
自
分
の
「
窓
」
が
ど
ん
な
形
で
開

か
れ
、
何
を
ど
の
よ
う
に
見
わ
た
し
て
い
る
の
か
を
自
ら
問
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
の
自
分
の
「
窓
」
だ
け
で
は
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
の
大
き
さ
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

余
談
だ
が
、【
話
題
例
１
】
の
「
行
か
ず
」
の
語
源
に
つ
い
て
、

筆
者
は
か
つ
て
郷
土
史
家
と
自
称
す
る
地
元
の
老
人
か
ら
、
こ
う

説
明
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
昔
、
当
地
の
城
主
が
武
田
信
玄
と
戦
っ
た
と
き
、
停
戦
協
定

を
裏
切
っ
て
奇
襲
を
か
け
ら
れ
、
征
服
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

苦
い
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
符
牒
な
の
だ
。」

博
識
に
感
心
し
つ
つ
も
改
め
て
調
べ
て
み
る
と
、
実
は
勧
誘
の

意
を
表
す
古
語
の
「
む
ず
」
が
詰
ま
っ
て
「
行
か
ず
」
に
な
っ
た

も
の
ら
し
い
。
老
人
の
「
窓
」
に
は
郷
土
史
と
い
う
ガ
ラ
ス
が
は

め
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
眺
め
た
た
め
に
右
の
よ
う
な
珍
答

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
当
地
の
歴
史
を
偲
ば
せ
る
語
源

説
と
も
感
じ
ら
れ
、
再
訪
し
て
修
正
す
る
無
粋
は
慎
ん
だ
こ
と

だ
っ
た
。

■
文
学
で
「
風
」
を
読
む

随
想
・
評
論
に
比
べ
、
文
学
の
読
み
の
授
業
で
は
、
初
め
に
教

材
あ
り
き
と
い
う
姿
勢
を
見
直
す
こ
と
が
難
し
い
。
選
び
抜
か
れ

た
文
学
作
品
が
も
つ
文
化
財
的
価
値
は
巨
大
で
あ
る
し
、
学
習
者

自
身
の
「
こ
と
ば
」
に
焦
点
を
当
て
て
文
学
を
素
材
化
す
る
作
業

な
ど
、
お
よ
そ
見
当
が
つ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

「
言
語
文
化
」
の
教
科
書
に
は
、
近
現
代
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま

な
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
内
容
を
正
面

切
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
も
、「
言
語
芸
術
」
と
し
て
の
言
語
文
化

を
学
ぶ
上
で
は
価
値
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
資
質
・

能
力
ベ
ー
ス
の
学
び
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
文

学
教
材
の
扱
い
方
を
見
直
し
、
視
点
を
大
胆
に
変
え
て
み
る
こ
と

を
勧
め
た
い
。

例
え
ば
「
世
界
を
見
わ
た
す
窓
」
で
紹
介
し
た
【
話
題
例
３
】

を
文
学
の
読
み
に
敷
衍
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
に
な
じ

み
の
「
風
」
と
い
う
自
然
現
象
が
、
教
科
書
の
文
学
作
品
で
は
ど

の
よ
う
な
語
彙
と
象
徴
性
と
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う

視
点
か
ら
、
作
品
群
を
見
つ
め
て
み
よ
う
と
い
う
学
び
で
あ
る
。

こ
の
視
点
に
立
っ
て
『
新
編 

言
語
文
化
』〔
言
文
706
〕
に
あ
る
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近
現
代
の
小
説
を
ひ
も
と
く
と
、次
の
よ
う
な
描
写
が
見
つ
か
る
。

・
風
が
、「
稲
や
」
の
前
に
植
え
て
あ
る
お
も
と
の
葉
を
、
揺
ら

し
た
。 

（
川
上
弘
美
「
水
か
ま
き
り
」）

・「
や
っ
ぱ
し
風
が
し
み
る
と
見
え
て
、
く
し
ゃ
み
を
、
は
や
三

度
も
し
ま
し
た
。」 

（
三
浦
哲
郎
「
と
ん
か
つ
」）

・
次
の
瞬
間
、
何
か
強
烈
な
熱
い
風
を
胸
に
吹
き
込
ま
れ
た
気
が

し
た
。 

（
佐
藤
多
佳
子
「
一
瞬
の
風
に
な
れ
」）

・
そ
れ
は
十
月
の
初
め
の
風
の
強
い
夜
だ
っ
た
。（
村
上
春
樹
「
鏡
」）

・
風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
夕
闇
と
と
も
に
遠
慮
な
く
、
吹

き
抜
け
る
。 

（
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」）

こ
れ
ら
は
、
作
品
の
点
景
な
い
し
設
定
と
し
て
描
か
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
物
語
の
中
心
的
な
流
れ
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
よ
う

に
は
思
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
後
の
文
章
を
読
ん
で
み
る

と
、い
ず
れ
の
描
写
に
も
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
の
心
理
や
状
況
に
大
き
な
変
化
や
事

件
が
も
た
ら
さ
れ
る
し
る
し
、
あ
る
い
は
き
ざ
し
と
し
て
「
風
」
が

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
で
あ
る
。
五
人
の
作
家
は
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
的
感
性
を
も
っ
て
こ
の
自
然
現
象
を
書
き
込
ん
だ
は
ず
だ
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
作
品
す
べ
て
が
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た

メ
タ
フ
ァ
ー
を
も
っ
て
「
風
」
を
吹
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
発
見
に
心
動
か
さ
れ
た
学
習
者
に
は
、「
小
学
校
や
中
学

校
で
読
ん
だ
物
語
に
も
同
じ
よ
う
な
描
写
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と

か
、「
古
典
で
は
『
風
』
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
か
、

「
小
説
は
ど
う
い
う
『
文
法
・
仕
組
み
』
で
物
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
」

と
か
、「
日
本
人
に
と
っ
て
『
風
』
が
も
っ
て
い
る
文
化
的
な
意

味
と
は
何
だ
ろ
う
」と
い
っ
た
問
い
を
示
す
と
よ
い
。そ
れ
に
よ
っ

て
、「
財
」
と
し
て
の
文
学
を
教
え
る
学
び
か
ら
、「
材
」
と
し
て

の
文
学
で
遊
ぶ
学
び
へ
の
「
窓
」
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

■
言
語
文
化
と
し
て
の
災
害

前
述
し
た
「
風
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
古
典
文
学
か
ら
近

現
代
文
学
ま
で
、「
う
つ
ろ
い
」
と
い
う
観
念
と
と
も
に
吹
き
続
け

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
温
度
と
湿
度
、
そ
し
て

速
度
と
を
も
っ
て
未
来
へ
と
吹
き
抜
け
て
ゆ
く
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
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は
、高
等
学
校
「
言
語
文
化
」
に
お
け
る
学
習
観
そ
の
も
の
で
あ
る
。

右
の
イ
メ
ー
ジ
を「
言
語
文
化
」の
学
び
に
投
影
す
る
上
で
格
好

な
素
材
の
一
つ
と
し
て
、古
典
に
取
材
し
た
近
現
代
の
文
章
が
あ

る
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
前
掲
し
た
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」

で
あ
る
。
設
定
と
大
ま
か
な
筋
を
「
今
昔
物
語
集
」
に
求
め
、
こ

れ
を
近
代
文
学
と
し
て
編
み
直
し
た
「
羅
生
門
」
は
、
高
校
国
語

教
材
と
し
て
最
も
長
く
掲
載
さ
れ
て
き
た
作
品
の
一
つ
で
も
あ
る
。

授
業
で
は
、
お
そ
ら
く
「
今
昔
物
語
集
」
と
「
羅
生
門
」
と
を

読
み
比
べ
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
考
え
る
学
び
が
広
く
行
わ
れ
て

い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
両
者
は
説
話
と
文
芸
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

の
差
は
も
と
よ
り
、
内
容
的
に
も
違
う
と
こ
ろ
が
目
立
つ
。

こ
の
と
き
、心
を
留
め
て
み
た
い
の
が
設
定
の
共
通
性
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
平
安
末
期
の
京
都
の
南
端
、
朽
ち
か
け
た
楼
閣
が
舞
台

と
な
っ
て
い
る
。羅
生（
城
）門
が
荒
廃
し
た
最
も
大
き
な
要
因
は
、

他
で
も
な
い
、
当
時
の
都
を
襲
っ
た
災
害
の
数
々
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
我
が
国
は
世
界
で
も
ま
れ
に
見
る
自
然
災
害

の
頻
発
地
域
で
あ
る
。
そ
の
災
禍
は
、古
く
は
鴨
長
明「
方
丈
記
」、

浅
井
了
意
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
に
、
近
代
で
も
寺
田
寅
彦
「
震
災

日
記
」、
そ
し
て
芥
川
龍
之
介
「
大
震
雑
記
」
な
ど
に
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
が
災
害
を
ど
の
よ
う
に
描
き
、
そ
れ
に
巻

き
込
ま
れ
た
人
々
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
い
る
の
か
訪
ね
る
こ

と
は
、
ま
た
一
つ
の
「
風
」
と
な
っ
て
学
習
者
の
「
窓
」
に
吹
き

込
む
は
ず
だ
。

こ
う
し
た
着
想
か
ら
、『
言
語
文
化
』
で
は
、
探
究
の
単
元
と

し
て
「
災
害
の
記
録
」
を
収
録
し
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
諸
作
品

の
さ
わ
り
を
紹
介
し
、
災
害
が
人
々
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に

与
え
た
影
響
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
単
元
で
あ
る
。

本
単
元
を
編
集
し
て
い
た
頃
、
編
集
委
員
会
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
世
界
が
激
変
す
る
こ
と
な
ど
夢
に
も
思
わ

ず
、
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
奇
し
く
も
、
い
ま
や
災
害
と
人

間
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
我
々
が
文
字
通
り

命
を
か
け
て
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

■
む
す
び
に

災
害
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、
人
々
を
勇
気
づ
け
、
心
を
つ
な
ぐ

最
も
重
要
な
文
化
的
装
置
の
一
つ
は
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
世
界

が
感
染
症
の
嵐
に
も
ま
れ
、巷
に
寒
風
が
吹
き
す
さ
ん
で
い
て
も
、

未
来
の
言
語
文
化
の
担
い
手
た
ち
の
「
窓
」
に
は
、
希
望
と
潤
い

に
満
ち
た
「
風
」
が
訪
れ
る
日
々
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
。

新
学
習
指
導
要
領
に
対
し
て
は
、「
文
学
の
危
機
だ
」
と
い
っ

た
批
判
を
叫
ぶ
識
者
も
い
る
。
あ
ま
り
に
も
小
さ
な「
窓
」で
あ
る
。

学
習
者
の
「
こ
と
ば
」
が
豊
か
な
「
窓
」
と
「
風
」
と
を
も
っ
て

成
長
す
る
こ
と
を
祈
り
、
そ
し
て
信
じ
る
。
そ
れ
が
「
言
語
文
化
」

を
初
め
と
す
る
こ
れ
か
ら
の
学
び
に
、
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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生
き
て
い
る
人
間
が
使
う
か
ぎ
り
、
文
化
を
背
景
に
持
た
な
い

言
葉
な
ど
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
言
語
文
化
」
が
扱
う
の
は
、
人

間
の
言
語
活
動
の
様
々
な
成
果
の
全
て
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
（
国

語
）
を
飛
び
越
え
て
、
世
界
の
諸
言
語
に
目
を
向
け
た
ド
リ
ア
ン

助
川
氏
（『
新
編 

言
語
文
化
』）
や
吉
岡
乾の

ぼ
る

氏
（『
言
語
文
化
』）
の

文
章
か
ら
始
ま
る
大
修
館
の
教
科
書
は
、
ま
ず
画
期
的
だ
と
自
負

し
た
い
。
そ
れ
を
視
覚
化
し
た
口
絵
の
「
世
界
の
言
葉
」「
日
本

の
言
葉
」（『
言
語
文
化
』）
も
素
敵
で
あ
る
。

■
古
文
編
の
工
夫

そ
れ
に
比
べ
て
古
文
編
は
、教
材
名
だ
け
見
る
と
、「
国
語
総
合
」

の
延
長
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
扱
い
方
が
ま
る
で

違
う
。
そ
の
教
材
が
、日
本
の
い
つ
の
時
代
の
ど
こ
の
話
な
の
か
、

誰
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
書
き
残
し
た
物
な
の
か
、
時
代
の
ス

ケ
ー
ル
や
作
者
・
作
品
の
解
説
を
丁
寧
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
現

代
の
読
み
手
が
し
っ
か
り
と
意
識
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

例
え
ば
、『
言
語
文
化
』〔
言
文
705
〕
の
『
徒
然
草
』
は
「
を
り

ふ
し
の
移
り
変
は
る
こ
そ
」
か
ら
始
ま
る
（
次
ペ
ー
ジ
）。
難
し

い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
代
ス
ケ
ー
ル
で
鎌
倉
時
代
後
期

の
随
筆
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
春
夏
秋
と
本
文
を
区
分
を
し
、
本

歌
や
先
行
作
品
の
文
章
を
「
言
葉
の
タ
ネ
」
と
し
て
ま
と
め
て
示

し
て
、
兼
好
法
師
の
思
考
の
流
れ
に
近
づ
く
工
夫
を
し
て
い
る
。

『
新
編 

言
語
文
化
』〔
言
文
706
〕
の
『
枕
草
子
』「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

で
も
、
本
文
を
四
季
に
区
切
り
、
下
段
に
は
「
春
」
の
部
分
の
作

家
杉
本
苑
子
と
日
本
語
学
者
山
口
仲
美
の
現
代
語
訳
、
モ
リ
ス
に

よ
る
英
訳
、
サ
メ
マ
チ
オ
の
マ
ン
ガ
を
示
し
て
、
背
景
と
す
る
文

化
の
違
い
が
言
葉
や
映
像
に
ど
う
反
映
す
る
か
を
示
し
た
。
漫
然

と
古
い
文
章
を
読
ん
で
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
時
代
の

ど
ん
な
背
景
を
背
負
っ
て
、現
代
に
た
ど
り
着
い
た
文
章
な
の
か
、

読
む
我
々
は
ど
う
評
価
し
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
次
代
へ
「
言

語
文
化
」
と
し
て
伝
え
て
い
く
の
か
、
様
々
に
生
徒
に
考
え
さ
せ

る
こ
と
を
目
指
し
た
教
科
書
作
り
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

大お
お

倉く
ら

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

国
と
時
代
を
超
え
て

　
　「
言
語
文
化
」を
受
け
継
ぐ

言
語
文
化
　
古
文
編
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■
「
年
代
物
」
の
文
章
─
─
古
文

近
代
以
降
の
文
章
に
比
べ
、
古
文
は
背
負
っ
て
い
る
文
化
の
重

み
が
違
う
。
ワ
イ
ン
で
は
な
い
が
、「
年
代
物
」
の
文
章
ば
か
り

で
あ
る
。
読
解
の
手
続
き
の
た
め
に
は
、
語
釈
や
文
法
が
必
要
に

な
る
が
、
で
き
る
だ
け
傍
訳
や
脚
注
を
施
し
て
、
読
み
や
す
く
し

た
。
古
文
は
読
み
継
が
れ
、
書
き
継
が
れ
て
き
た
な
か
で
、
と
く

に
詩
歌
や
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
様
々
な
解
釈
や
異
な
っ
た
見

方
が
で
き
る
よ
う
な
深
み
と
、
改
作
や
続
編
を
生
み
出
す
魅
力
が

増
し
て
い
る
、
い
わ
ば
熟
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
丁
寧
に

味
わ
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。『
言
語
文
化
』
を
例
に
、
具
体
的

に
見
て
み
よ
う
。

「
恋
す
る
こ
こ
ろ
」
で
は
、「
み
か
の
原
」
に
つ
い
て
の
水
原
紫

苑
と
小
池
昌
代
の
鑑
賞
文
を
並
べ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
解
釈
・
鑑

賞
の
幅
広
さ
に
気
づ
い
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。「
旅
と

別
れ
」
の
「
立
ち
別
れ
」
で
は
、古
い
解
釈
が
藤
原
定
家
の
歌
や
、

世
阿
弥
の
能
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
解
説
し
た
吉
海

直
人
の
文
章
を
加
え
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
古
文
で
も
、
随
筆
や
評
論
の
文
章
は
、
こ
と
わ
ざ
や

故
事
成
語
の
よ
う
に
、
個
別
の
事
例
や
個
人
的
な
思
い
が
長
い
時

間
の
中
で
抽
象
化
さ
れ
純
化
し
て
、
地
域
や
時
代
を
超
え
た
一
つ

の
真
理
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
も
多
い
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
平
泉
」
は
、
小
学
校
か
ら
学
ん
で
い
る
文

章
か
も
し
れ
な
い
が
、
杜
甫
の
漢
詩
「
春
望
」
と
き
ち
ん
と
並
べ

て
読
む
こ
と
で
、
こ
の
文
章
の
思
い
が
、
国
や
時
代
を
超
え
て
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

『言語文化』〔言文705〕古文編 単元2
「自然へのまなざし」pp.156-157
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31 先人の英知を現代に活かす

特集：国語新時代を拓く

■
現
代
社
会
で
漢
文
を
学
ぶ
意
味

教
室
で
生
徒
か
ら
漢
文
を
学
習
す
る
意
味
は
何
か
、
と
問
わ
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
古
文
で
も
同
様
の
状
況
に
あ

り
ま
す
。
古
典
全
般
に
対
す
る
生
徒
の
素
朴
な
疑
問
な
の
で
し
ょ

う
。
訓
点
が
付
さ
れ
た
漢
文
を
読
み
、
何
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
生
徒
に
と
っ
て
は
必
要
性
が
な
か
な
か
感
じ
ら
れ
な

い
の
が
現
実
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

漢
文
に
は
先
人
の
英
知
や
た
く
ま
し
く
生
き
る
人
間
の
姿
が
、

多
様
な
表
現
方
法
で
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
人
間
ド

ラ
マ
や
思
索
の
成
果
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
思
考
方
法
や

行
動
指
針
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
大
修
館
の
二

冊
の
「
言
語
文
化
」
で
は
、
身
近
な
「
温
故
知
新
」（『
論
語
』）

が
持
つ
意
味
を
具
体
的
な
教
材
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。

■
学
び
の
資
質
・
能
力
─
教
科
書
活
用
で
身
に
つ
く
学
力

大
修
館
の
教
科
書
は
、「
学
習
指
導
要
領
」
が
定
め
る
指
導
事

項
と
の
対
応
を
考
慮
し
て
「
資
質
・
能
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。二
冊
の
教
科
書
で
は
、

基
本
方
針
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
教
材
化
や
コ

ラ
ム
な
ど
と
の
対
応
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
一
面
を
教
科
書

の
活
用
方
法
と
授
業
ア
イ
デ
ィ
ア
と
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

『
言
語
文
化
』〔
言
文
705
〕
の
目
次
構
成
は
標
準
的
な
構
成
と
な
っ

て
い
ま
す
。
全
体
を
貫
く
構
成
と
し
て
、
コ
ラ
ム
に
「
解
釈
の
視

点
」「
言
語
文
化
の
窓
」
が
設
け
ら
れ
、
前
者
で
は
教
材
を
読
み

進
め
る
上
で
の
基
本
事
項
（「
漢
詩
の
形
式
と
表
現
」）、
後
者
で
は

歴
史
背
景
（「
杜
甫
と
安
史
の
乱
」）
や
表
現
の
広
が
り
（「
名
前
と

呼
び
名
」）
を
学
ぶ
契
機
と
な
る
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
ミ
ニ
コ
ラ
ム
「
言
葉
の
タ
ネ
」
で
は
語
彙
指
導
に
つ
な
が
る

ヒ
ン
ト
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
コ
ラ
ム
と
教
材

と
を
使
い
な
が
ら
、
漢
文
由
来
の
表
現
の
習
得
や
活
用
を
目
指
す

授
業
が
構
想
で
き
る
で
し
ょ
う
。
加
え
て
「
資
料
編
」
に
は
「
漢

文
の
舞
台
・
漢
文
の
世
界
・
漢
文
の
言
葉
」
を
集
約
し
て
、
授
業

西に
し

一か
ず

夫お

信
州
大
学
教
授

先
人
の
英
知
を
現
代
に
活
か
す

│
漢
文
学
習
の
新
た
な
視
点

│

言
語
文
化
　
漢
文
編
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が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
編
集
し
ま
し
た
。

『
新
編 

言
語
文
化
』〔
言
文
706
〕
で
も
全
体
を
貫
く
コ
ラ
ム
「
こ

と
の
は
」「
言
語
文
化
の
窓
」
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。「
守
株
」

や
「
蛇
足
」、『
論
語
』
な
ど
の
定
番
教
材
に
関
連
し
て
、
古
典
が

現
代
の
生
活
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
識
し
た
コ
ラ
ム
や
、
マ
ン

ガ
・
映
画
な
ど
の
視
覚
資
料
に
見
ら
れ
る
漢
文
の
姿
を
積
極
的
に

紹
介
し
て
い
ま
す
。
巻
末
の
「
現
代
と
古
典
を
比
べ
て
み
よ
う
」

で
も
豊
富
な
視
覚
資
料
を
用
い
て
同
様
の
工
夫
を
行
っ
て
い
ま

す
。
韻
文
教
材
は
「
詩
歌
の
調
べ
」
と
し
て
現
代
文
編
と
古
文
編

の
間
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
季
分
類
を
基
本
と
す
る
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
で
、
季
節
が
文
学
の
表
現
と
し
て
あ
り
続
け
て
き
た
様
相

を
具
体
的
に
概
観
で
き
ま
す
。
時
代
や
形
式
な
ど
で
分
け
る
の
で

は
な
く
、
一
連
の
流
れ
の
中
で
表
現
の
工
夫
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
学
習
を
想
定
し
ま
し
た
。
共
通
す
る
意
識
や
時
代

特
有
の
表
現
な
ど
、
新
た
な
発
見
が
で
き
る
教
材
化
で
す
。

■
言
語
文
化
と
し
て
の
漢
文

正
確
に
漢
文
を
理
解
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
漢
文
を
通
し

て
現
代
社
会
を
見
直
す
機
会
を
作
る
こ
と
は
重
要
な
学
び
で
す
。

そ
れ
故
、
漢
文
を
学
ぶ
意
義
は
、
先
人
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な
が

ら
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
英
知
の
一
端
を
知
る
こ
と
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
が
学
ん
だ
頃
と
は
、
学
習
形
式
や
価
値
観
は
変
化
し
て
い

ま
す
。
そ
う
し
た
時
代
の
要
請
に
応
え
つ
つ
、
今
日
的
な
漢
文
の
学

習
意
義
を
教
科
書
か
ら
読
み
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『言語文化』〔言文 705〕漢文編
「言語文化の窓」①

「漢文から生まれた言葉」p.252 より

『新編 言語文化』〔言文 706〕漢文編
「言語文化の窓」

「漢文世界の広がり」p.266 より
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新
時
代
の
学
び
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
４
点
の
教
科
書
。

特
色
と
教
材
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「現代の国語」
「言語文化」のご案内

令和４年度用　大修館書店　新課程用

『現代の国語』

● ●

● ●

『新編 現代の国語』

『言語文化』 『新編 言語文化』

Ａ
５
判

Ｂ
５
判

Ａ
５
判

Ｂ
５
判

現国706

言文705

現国707

言文706

特設サイトは
こちら
▼

1
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『現代の国語』
現国706

『新編 現代の国語』
現国707

現代を生き抜き、未来を拓く言葉の力を育む 

「現代の国語」
の学びへ、ようこそ！

社
会
制
度
も
、
技
術
も
、
人
々
の
価
値
観
も
、
め
ま
ぐ
る

し
い
ス
ピ
ー
ド
で
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
現
代
。

現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
正
し
く
把
握
し
、
粘
り

強
く
解
決
策
を
探
究
し
、
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
。

そ
の
た
め
の
土
台
に
な
る
の
が
、
言
葉
の
力
＝
国
語
力
で

す
。

あ
ふ
れ
る
情
報
を
正
し
く
理
解
し
活
用
す
る
「
読
む
」
力
。

自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
論
理
的
に
「
書
く
」
力
。

他
者
を
尊
重
し
な
が
ら
交
流
す
る
「
話
す
・
聞
く
」
力
。

大
修
館
の
「
現
代
の
国
語
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
国
語
の
力

を
駆
使
し
て
、
未
来
を
切
り
拓
く
た
め
の
「
方
法
知
」
を

育
み
ま
す
。

2

「現代の国語」の
領域別時間数

読
む�

10
〜
20
時
間

書
く�

30
〜
40
時
間

話
す
・
聞
く�

20
〜
30
時
間

115-4C_01-16_CC2018.indd   2 2021/03/24   0:16

■「現代の国語」に文章が掲載されている主な著者

『現代の国語』

『新編 現代の国語』

▲「読むこと」のページにも、写真な
どの資料を豊富に掲載。楽しく学習で
きるしかけが盛りだくさん。

（『新編 現代の国語』）
▲「話すこと・聞くこと」「書くこと」
のページも、グラフなどの資料が多
数。データの読み取りや、さまざま
な活動と関連させることができます。

（『現代の国語』）

「現代の国語」は、
契約書やグラフの読み取り、
話し合いが中心になる？

「実用的な文章」は新課程で重視される
キーワードであり、大修館の教科書でも
しっかり対応しています。
一方で、論理的な文章を的確に読み取る
力も大切です。大修館の 2 点の「現代の
国語」では、定評ある「水の東西」（山
崎正和）をはじめ、今日注目されている
テーマの評論文を豊富に収録しました。

新課程Q&A

野矢茂樹川上弘美

鷲田清一

吉見俊哉

小平奈緒

池上嘉彦小川洋子

鴻上尚史

山極寿一

稲垣栄洋

村上春樹

国谷裕子

石川直樹

池谷裕二 池上彰

山崎正和

福岡伸一

宮崎駿

山中伸弥

國分功一郎
小熊英二

現代の国語

新編 現代の国語

3

115-4C_01-16_CC2018.indd   3 2021/03/24   0:16



現代の国語
現国706 286ページA5判

C O N T E N T S

1
明
日
を

ひ
ら
く

3
的
確
に

伝
え
る

白
紙�

森
田
真
生

考
え
る
技
術

─
考
え
さ
せ
な
い
時
代
に
抗
し
て�

野
矢
茂
樹

■
伝
え
る
・
伝
え
合
う

読
む 

文
章
の
要
点
を
つ
か
む

水
の
東
西�

山
崎
正
和

「
動
」
へ
の
変
化�

落
合
陽
一

2
要
点
を

つ
か
む

話
す
・
聞
く 

発
想
を
広
げ
る

書
く 

意
見
を
書
く

▼
参
考　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
汚
染
か
ら
は
逃
げ
ら
れ
な
い�

中
嶋
亮
太

4
意
見
を
示
す

読
む 

文
章
の
論
理
を
と
ら
え
る

動
的
平
衡
と
し
て
の
生
物
多
様
性�

福
岡
伸
一

自
然
と
人
間
の
関
係
を
と
お
し
て
考
え
る�

内
山
節

【
導
入
】「
伝
え
る
」
の
先
に
あ
る
も
の�

ジ
ェ
ー
ン
・
ス
ー

話
す
・
聞
く 

工
夫
し
て
話
す

書
く 

魅
力
的
な
紹
介
文
を
書
く

▼
参
考　
『
家
守
綺
譚
』
評

ど
れ
く
ら
い
の
不
思
議
ま
で
人
は
許
せ
る
の
か�

小
川
洋
子

異
界
の
も
の
た
ち
が
お
っ
と
り
と
楽
し
げ
に�

川
上
弘
美

読
む 

資
料
と
文
章
の
関
係
を
読
む

「
安
く
て
お
い
し
い
国
」
の
限
界�

小
熊
英
二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
音
楽
産
業�

吉
見
俊
哉

書
く 

統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書
く

【
導
入
】
他
者
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と�

鷲
田
清
一

話
す
・
聞
く 

目
的
に
沿
っ
た
質
問
を
す
る

▼
課
題
文　

遠
回
り
の
金
メ
ダ
ル�

小
平
奈
緒

▼
参
考　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
醍
醐
味�

永
江
朗

書
く 
状
況
に
応
じ
た
通
信
文
を
書
く

▼
参
考　

パ
ン
屋
の
手
紙�

神
幸
紀
・
中
村
好
文

5
論
理
を

と
ら
え
る

6
魅
力
的
に

伝
え
る

7
資
料
を

駆
使
す
る

8
他
者
と

交
流
す
る

情
報
を

比
較
す
る

9

読
む 

文
章
を
比
較
し
て
読
む

「
美
し
さ
の
発
見
」
に
つ
い
て�

高
階
秀
爾

▼
参
考　

脳
は
美
を
ど
う
感
じ
る
か�

川
畑
秀
明

空
気
を
読
む�

香
山
リ
カ

「
個
人
」
か
ら
「
分
人
」
へ�

平
野
啓
一
郎

実社会で活きる
実践的な「話す・聞く」「書く」「読む」力を育む
新時代の国語教科書

【
導
入
】
設
計
図
を
最
初
に
渡
せ
！�

藤
沢
晃
治

話
す
・
聞
く 

伝
わ
る
よ
う
に
話
す

書
く 

わ
か
り
や
す
く
書
く

社
会
へ
の
視
点
①　

さ
ま
ざ
ま
な
規
約

4
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現代の国語

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」

の
学
習
目
標
・
手
順
を
明
確
化
。「
目
標
」や「
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
」「
ワ
ー
ク
」
を
設
置
し
、
何
を
、
な
ぜ
、

ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
が
わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

３
領
域
の
学
習
を
徹
底
サ
ポ
ー
ト

主
体
的
・
協
同
的
な
学
び
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
充
実
の
資
料
編

生
徒
が
主
体
的
に
学
ぶ
た
め
に
役
立
つ
「
豊
か
な
言

語
活
動
の
た
め
に
」「
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
」「
情
報
の

集
め
方
」
な
ど
、
付
録
・
資
料
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

実
社
会
・
実
生
活
で
役
立
つ
こ
と
ば

の
力
を
育
む

企
画
書
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
実
社
会
・

実
生
活
で
必
要
と
さ
れ
る
活
動
を
豊
富
に
設
定
。
さ

ら
に
、
規
約
や
広
告
な
ど
、
実
社
会
で
用
い
ら
れ
る

表
現
に
親
し
む
コ
ー
ナ
ー
「
社
会
へ
の
視
点
」
も
設

け
ま
し
た
。

新
し
い
大
学
入
試
に
対
応
し
た
教
材

を
多
数
収
録

統
計
資
料
や
図
版
の
解
釈
、
複
数
の
文
章
や
資
料
の

比
較
読
み
な
ど
、
新
た
な
学
力
に
対
応
し
た
教
材
を

多
数
収
録
し
ま
し
た
。

10
他
者
を

動
か
す

11
主
張
を

吟
味
す
る

12
考
え
を

発
信
す
る

書
く 

説
得
力
の
あ
る
資
料
を
つ
く
る

▼
参
考　

企
画
書
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』�
宮
崎
駿

話
す
・
聞
く 

資
料
を
用
い
て
発
表
す
る

▼
参
考　

ど
う
伝
え
る
か�

山
中
伸
弥

社
会
へ
の
視
点
②　

さ
ま
ざ
ま
な
広
告

読
む 

根
拠
を
吟
味
し
て
読
む

贅
沢
を
取
り
戻
す�

國
分
功
一
郎

言
葉
に
つ
い
て
の
新
し
い
認
識�

池
上
嘉
彦

書
く 

文
章
を
読
み
取
っ
て
主
張
を
書
く

▼
課
題
文　

感
情
と
は
何
か�

清
水
真
木

話
す
・
聞
く 

討
論
を
す
る

読
む 

主
体
的
に
読
む　

白�

原
研
哉

作
業
ロ
ボ
ッ
ト
の
悲
劇�

松
田
雄
馬

話
す
・
聞
く 

結
論
を
出
す
た
め
に
話
し
合
う

書
く 

レ
ポ
ー
ト
を
書
く

▼
参
考　

問
い
を
立
て
る�

上
野
千
鶴
子

①
発
想
法　

②
話
し
方
の
工
夫　

③
接
続
表
現
の
工
夫　

④
文
章
の
構
成　

⑤
推
敲
の
方
法

⑥
修
辞
の
基
本　

⑦
主
張
の
吟
味　

⑧
評
論
文
の
読
み
方

［
豊
か
な
言
語
活
動
の
た
め
に
］

論
理
・
思
考
に
関
す
る
言
葉
／
哲
学
・
心
理
に
関
す
る
言
葉
／
自
己
・
他
者
に
関
す
る
言
葉
／

言
語
に
関
す
る
言
葉
／
メ
デ
ィ
ア
・
情
報
に
関
す
る
言
葉
／
社
会
に
関
す
る
言
葉
／
科
学
に
関
す
る
言
葉
／

文
化
に
関
す
る
言
葉
／
生
命
・
環
境
に
関
す
る
言
葉

［
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
］

自
己
と
は
何
か
／
言
語
と
認
識
／
情
報
化
社
会
の
功
罪
／
多
様
化
す
る
社
会
／
科
学
と
技
術
・
責
任
／

国
際
化
と
文
化
／
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
世
界

［
テ
ー
マ
と
読
書
］

1
特 色

2
特 色

3
特 色

4
特 色

資
料
編テ

ー
マ
別
教
材
一
覧

キ
ー
ワ
ー
ド
索
引

こ
の
教
科
書
で
身
に
つ
く
力

情
報
の
集
め
方
・
も
っ
と
調
べ
る
た
め
の
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト

〈
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
調
べ
て
み
よ
う
〉

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
・
図
書
館
を
利
用
す
る

巻
頭

巻
末

5
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極
北
へ�

石
川
直
樹

も
も
こ
の
い
き
も
の
図
鑑�

さ
く
ら
も
も
こ

宇
宙
人
は
い
ま
す
か
？�

須
藤
靖

鉄
を
削
る�

小
関
智
弘

書
く 

本
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
作
ろ
う

多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
に
手
を
伸
ば
そ
う

読
書
の
広
場

1
こ
と
ば
を

ひ
ら
く

3
わ
か
り
や
す
く

説
明
す
る

声
の
力�

谷
川
俊
太
郎

�

巻
頭

読
む 

こ
と
ば
の
学
び
に
向
け
て

「
変
わ
る
」
こ
と
を
楽
し
も
う�

茂
木
健
一
郎

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
技
術
だ�

鴻
上
尚
史

こ
と
ば 

こ
と
ば
の
準
備
体
操

こ
と
ば 

こ
と
ば
の
使
い
分
け

書
く 

正
し
く
書
こ
う

書
く 

文
を
整
え
、
文
を
つ
な
ぐ

話
す
・
聞
く 

伝
わ
る
よ
う
に
話
そ
う

表
現
へ
の
扉 

こ
と
ば
を
使
い
こ
な
そ
う

敬
語
に
よ
ら
な
い
「
丁
寧
さ
」�

蒲
谷
宏

病
院
は
「
繁
盛
」
す
る
か�

石
黒
圭

打
ち
言
葉�

文
化
庁

無
口
な
ほ
う
で
す
か
？�

村
上
春
樹

2
日
本
語
を

使
い
こ
な
す

話
す
・
聞
く 

聞
き
取
り
の
レ
ッ
ス
ン

話
す
・
聞
く 

ミ
ニ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う

書
く 

聞
き
取
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う

表
現
へ
の
扉 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
コ
ツ

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
醍
醐
味

─
ア
ド
リ
ブ�

永
江
朗

十
七
秒
の
沈
黙�

国
谷
裕
子

4
聞
く
力
を
育
む

読
む 

論
理
の
展
開
を
読
み
取
ろ
う

オ
カ
ピ
の
胃
袋
は
い
く
つ
か�

今
井
む
つ
み

商
品
と
贈
り
物
の
違
い�

松
村
圭
一
郎

水
の
東
西�

山
崎
正
和

5
論
理
を

読
み
取
る

これからの社会で必要な
「他者に共感する力」「論理的に考える力」
「言葉で伝え合う力」を高める教科書

読
む 

説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
よ
う

人
間
は
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ど
ち
ら
に
近
い
か�

山
極
寿
一

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
か
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
か�

稲
垣
栄
洋

生
き
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
の
意
味�

福
岡
伸
一

書
く 

絵
や
写
真
を
説
明
し
よ
う

書
く 

料
理
レ
シ
ピ
を
書
こ
う

話
す
・
聞
く 

シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
を
し
よ
う

▼
参
考　

さ
ま
ざ
ま
な
「
説
明
」

6
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書
く 

意
見
文
の
基
礎
を
学
ぼ
う

書
く 

反
対
意
見
を
想
定
し
た
意
見
文
を
書
こ
う

話
す
・
聞
く 

ミ
ニ
討
論
会
を
し
よ
う

表
現
へ
の
扉 

自
分
の
意
見
を
も
つ
た
め
に

手
間
の
価
値�

神
津
カ
ン
ナ

人
工
知
能
が
教
え
て
く
れ
る
も
の�

池
谷
裕
二

Ａ
Ｉ
と
生
き
る
若
者
た
ち
へ�

池
上
彰

�

巻
末

新編 現代の国語

言
葉
に
関
す
る
知
識
・
技
能
と「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」の
３
領
域
の
力

を
育
む
教
材
を
、
学
習
の
ね
ら
い
に
応
じ
て
10
の
単

元
に
分
け
て
構
成
し
ま
し
た
。

三
つ
の
領
域
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置

説
得
力
を

高
め
る

7

大
判
な
ら
で
は
の
見
や
す
く
わ
か
り

や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
教
材
は

上
段
に
学
習
活
動
、
下
段
に
ポ
イ
ン
ト
欄
を
配
置
。

学
習
活
動
の
流
れ
が
わ
か
り
や
す
い
紙
面
を
実
現
し

ま
し
た
。
図
表
や
写
真
の
可
視
性
も
ア
ッ
プ
！

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
読
み
物
を

多
数
掲
載

論
理
的
な
思
考
力
を
育
む
評
論
、
関
心
や
意
欲
を
高

め
る
エ
ッ
セ
イ
、
料
理
レ
シ
ピ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

映
画
の
企
画
書
な
ど
の
実
用
的
な
文
章
と
い
っ
た
、

多
様
な
学
習
材
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

基
礎
か
ら
発
展
へ
、

一
歩
ず
つ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

教
科
書
全
体
を
と
お
し
て
、
学
習
段
階
を
考
慮
し
な

が
ら
構
成
し
ま
し
た
。
国
語
の
力
を
着
実
に
身
に
つ

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

伝
え
合
い
の

レ
ッ
ス
ン

6

読
む 

情
報
を
吟
味
し
な
が
ら
読
も
う

情
報
の
力
関
係�

佐
藤
雅
彦

世
界
は
私
に
ほ
ほ
え
ん
で
い
る�

小
林
洋
美

ど
こ
も
か
し
こ
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
！�

中
嶋
亮
太

書
く 

レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う

表
現
へ
の
扉 

メ
デ
ィ
ア
と
の
付
き
合
い
方

た
っ
た
ひ
と
つ
の
「
真
実
」
な
ん
て
な
い�

森
達
也

情
報
と

向
き
合
う

8

書
く 

魅
力
的
な
企
画
書
を
書
こ
う

▼
参
考　

企
画
書
の
実
例

Ｙ
市
に
お
け
る
シ
ェ
ア
サ
イ
ク
ル
の
取
り
組
み

企
画
書
「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」�

宮
崎
駿

話
す
・
聞
く 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
よ
う

書
く 

相
手
を
動
か
す
依
頼
状
を
書
こ
う

▼
参
考　

依
頼
状
の
実
例

パ
ン
屋
の
手
紙�

神
幸
紀
・
中
村
好
文

表
現
へ
の
扉 

伝
え
る
力
を
高
め
る

た
っ
た
一
人
に
伝
わ
れ
ば
い
い�

梅
田
悟
司

ど
う
伝
え
る
か�

山
中
伸
弥

9
他
者
を
動
か
す

10
社
会
に

目
を
向
け
て

読
む 

自
分
の
考
え
を
深
め
な
が
ら
読
も
う

何
の
た
め
に
「
働
く
」
の
か�

姜
尚
中

自
分
の
考
え
を
つ
く
る
た
め
に�

内
山
節

表
現
へ
の
扉 

自
分
と
社
会
を
見
つ
め
て

話
す
・
聞
く 

対
話
の
レ
ッ
ス
ン

話
す
・
聞
く 

テ
ー
マ
を
決
め
て
話
し
合
お
う

表
現
へ
の
扉 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ヒ
ン
ト

他
人
に
声
を
か
け
る�
穂
村
弘

対
話

─
ま
ず
は
「
聞
く
」
こ
と
か
ら�

伊
藤
守

人
間
だ
け
が
「
話
し
合
い
」
を
選
べ
る�

森
田
汐
生

①
慣
用
表
現
の
意
味　

②
言
葉
遣
い
に
対
す
る
意
識　

③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
大
切
な
こ
と　

④
通
信
手
段
と
誤
解
・
ト
ラ
ブ
ル　

⑤
日
本
の
気
候
変
化　

⑥
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る
意
識　

⑦
電
子
書
籍
を
利
用
す
る
か　

⑧
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
信
頼
度　

⑨
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
付
き
合
い
方　

⑩
働
く
こ
と
へ
の
意
識　

⑪
学
校
生
活
を
ど
う
と
ら
え
る
か

［
グ
ラ
フ
を
読
む
］

1
特 色

2
特 色

3
特 色

4
特 色

7
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時間と空間を越えて、ことばと文化の豊かさを知る

「言語文化」
でことばの旅へ

『言語文化』
言文705

『新編 言語文化』
言文706

普
段
な
に
げ
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
も
、

生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
文
化
も
、

先
人
か
ら
受
け
継
ぎ
、
育
て
上
げ
て
き
た
も
の
で
す
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
や
思
考
を
支
え
る
言
語
と
文
化
。

そ
れ
ら
を
深
く
学
び
、実
生
活
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
は
、

人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

古
典
か
ら
現
代
に
至
る
、時
間
的
な「
タ
テ
の
つ
な
が
り
」。

国
内
の
多
様
性
か
ら
世
界
へ
と
開
か
れ
る
、

空
間
的
な
「
ヨ
コ
の
広
が
り
」。

大
修
館
の
「
言
語
文
化
」
で
は
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
と

広
が
り
を
知
り
、
豊
か
な
知
性
と
感
性
を
身
に
つ
け
る
た

め
の
「
内
容
知
」
を
育
み
ま
す
。

8

「言語文化」の
領域別時間数

書
く�

5
〜
10
時
間

読
む�

（
古
典
）
40
〜
45
時
間

�

（
近
代
以
降
）
20
時
間

115-4C_01-16_CC2018.indd   8 2021/03/24   0:16

▲「たけくらべ」の原文を川上未映子の
現代語訳とあわせて読むことで、言語文
化の連なりを実感。（『新編 言語文化』）
▶新しい文学作品を多数掲載！ 古典も美
しい図版やコラムが大充実。（『言語文化』）

新課程Q&A

「言語文化」は、
小説と古典だけになる？

「言語文化」の教材には、古典や近
現代の小説など、文学作品だけでな
く、言語や文化に関する評論も含ま
れます。 大修館の 2 点の「言語文化」
では、定番教材から今日的なテーマ
の文章まで、魅力的な評論をバラン
スよく収録しました。

■言語文化（現代文編）の主な著者

『言語文化』

『新編 言語文化』

西加奈子

ドリアン助川
佐藤多佳子

朝井リョウ

佐藤卓

若松英輔

寺田寅彦
小池昌代

川上弘美

福島智

アーネスト・ヘミングウェイ
アーサー・ビナード

樋口一葉

又吉直樹

川上未映子

芥川龍之介

村上春樹
夏目漱石

安部公房
志賀直哉

言語文化

新編 言語文化

9
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言語文化
言文705 364ページA5判

C O N T E N T S

1
言
語
文
化
へ
の

招
待

3
伝
統
と
発
展

世
界
を
見
わ
た
す
窓�

吉
岡
乾

文
字
の
深
秘�

若
松
英
輔

羅
生
門�

芥
川
龍
之
介

▼
参
考　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
九
第
一
八

ゼ
イ
ナ
ブ
の
指�

西
加
奈
子

2
言
葉
の

紡
ぐ
世
界

夢
十
夜�

夏
目
漱
石

青
が
消
え
る
（Losing�Blue

）�

村
上
春
樹

良
識
派�

安
部
公
房

4
表
現
の
多
様
性

外
国
語
の
不
思
議
・
日
本
語
の
不
思
議�

石
井
洋
二
郎

橋
の
た
も
と
の
老
人�

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ

サ
ー
カ
ス�

中
原
中
也

C
ircus�

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
訳
／
解
説

城
の
崎
に
て�

志
賀
直
哉

セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙�

葉
山
嘉
樹

わ
た
し
が
一
番
き
れ
い
だ
っ
た
と
き�

茨
木
の
り
子

探
究　

災
害
の
記
録

方
丈
記
（
安
元
の
大
火
／
治
承
の
辻
風
）
鴨
長
明
／
む
さ
し
あ
ぶ
み
（
明
暦
の

大
火
）
浅
井
了
意
／
震
災
日
記
よ
り　

寺
田
寅
彦
／
大
震
雑
記　

芥
川
龍
之
介

宇
治
拾
遺
物
語

　

田
舎
の
児
、
桜
の
散
る
を
見
て
泣
く
こ
と
／
児
の
そ
ら
寝
／
絵
仏
師
良
秀

今
昔
物
語
集

　

阿
蘇
の
史
、
盗
人
に
あ
ひ
て
の
が
る
る
こ
と

徒
然
草

　

を
り
ふ
し
の
移
り
変
は
る
こ
そ
／
神
無
月
の
こ
ろ

枕
草
子

　

九
月
ば
か
り
／
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を

▼
参
考　

春
は
あ
け
ぼ
の
（『
枕
草
子
』）

▼
参
考　

日
野
山
の
閑
居
（『
方
丈
記
』）

探
究　

季
節
を
感
じ
る

　

春
と
秋
─
─
古
典
歳
時
記�

久
保
田
淳

5
日
本
と
世
界

6
文
学
と
人
生

1
古
文
に
親
し
む

2
自
然
へ
の

ま
な
ざ
し

想
い
を
表
す

言
葉〈
一
〉

3

万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集

恋
す
る
こ
こ
ろ

　

狂
お
し
い
恋
心
（
水
原
紫
苑
）
恋
の
始
ま
り
（
小
池
昌
代
）

四
季
の
移
ろ
い

　

見
立
て
（
鈴
木
宏
子
）

旅
と
別
れ

　

赴
任
か
帰
京
か
（
吉
海
直
人
）

日本と世界の架け橋となる、言語文化の
担い手を育む教科書

実
体
の
美
と
状
況
の
美�

高
階
秀
爾

短
歌　

十
五
首

俳
句　

十
二
句

古文編 現代文編
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漢文編

言語文化

人
と
の
交
わ
り

4
語
り
継
が
れ
る

歴
史

5
旅
と
人
生

6
漢
文
に

親
し
む

1
現
代
に

生
き
る
言
葉

2
想
い
を
表
す

言
葉〈
二
〉

3
文
学
と
社
会

4

伊
勢
物
語

　

芥
川
／
あ
づ
ま
下
り
／
筒
井
筒

▼
か
き
つ
ば
た
の
折
句�
ピ
ー
タ
ー
・
マ
ク
ミ
ラ
ン

源
氏
物
語
へ
の
招
待

本誌 46ページを参照！

平
家
物
語　
　

木
曽
の
最
期

吾
妻
鏡　
　
　

寿
永
三
年
正
月

古
人
の
旅
路

土
佐
日
記　
　

門
出

更
級
日
記　
　

あ
こ
が
れ

お
く
の
ほ
そ
道

　

旅
立
ち
／
白
河
の
関
／
平
泉
／
大
垣

▼
参
考　

春
望�

杜
甫

私
た
ち
と
漢
文

論
語
／
孟
子

蛇
足
／
完
璧
／
鶏
鳴
狗
盗
／
臥
薪
嘗
胆

▼
参
考　

枕
草
子

自
然

　

静
夜
思
／
江
雪
／
山
行

友
情

　

贈
汪
倫
／
送
元
二
使
安
西
／
過
故
人
荘

人
生

　

涼
州
詞
／
月
夜
／
香
炉
峰
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁

雑
説
／
黔
之
驢
／
人
面
桃
花

探
究　

物
語
の
書
き
出
し

　

人
虎
伝
／
山
月
記

①
小
説
の
構
造　

②
短
歌
・
俳
句
の
秀
爾　

③
比
喩
と
象
徴　

④
文
化
と
言
葉　

⑤
作
品
の
背
景　

①
古
典
の
言
葉　

②
係
り
結
び　

③
和
歌
の
修
辞　

④
助
詞
の
働
き　

⑤
敬
語　

⑥
助
動
詞
の
働
き
と
見
分
け
方　

①
漢
語
の
基
本
構
造　

②
漢
詩
の
形
式
と
表
現

［
解
釈
の
視
点
］

①
翻
案
の
世
界　

②
日
本
の
美
意
識　

③
受
け
継
が
れ
る
テ
ー
マ　

④
翻
訳
と
言
葉　

①
恋
愛
と
結
婚　

②
『
平
家
物
語
』
の
世
界　

③
月
は
カ
レ
ン
ダ
ー
付
き
時
計
？　

①
漢
文
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉　

②
杜
甫
と
安
史
の
乱　

③
名
前
と
呼
び
名

［
言
語
文
化
の
窓
］

①
動
物
を
用
い
た
表
現　

②
さ
ま
ざ
ま
な
桜　

③
色
の
イ
メ
ー
ジ　

④
も
の
の
数
え
方　

⑤
オ
ノ
マ
ト
ペ　

⑥
敬
語
の
効
果　

⑦
文
末
表
現
の
工
夫　

①
「
あ
し
」
と
「
よ
し
」、「
わ
ろ
し
」
と
「
よ
ろ
し
」　

②
引
用
と
作
品
の
広
が
り　

①
「
髪
」
を
用
い
る
慣
用
句　

②
月
の
イ
メ
ー
ジ

［
言
葉
の
タ
ネ
］

①
返
り
点
の
種
類
と
用
法　

②
再
読
文
字
の
種
類
と
用
法　

③
主
な
助
字
の
種
類
と
用
法

［
訓
読
の
き
ま
り
］

こ
と
ば
と
文
化
の
歴
史
的
な
連
な
り
を
お
さ
え
る

「
タ
テ
」
の
言
語
文
化
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
・
国

と
の
つ
な
が
り
を
お
さ
え
る
「
ヨ
コ
」
の
言
語
文
化
。

古
文
・
漢
文
は
も
ち
ろ
ん
、
名
作
小
説
や
翻
訳
の
文

章
も
ふ
ん
だ
ん
に
掲
載
。

タ
テ
と
ヨ
コ
の
言
語
文
化

1
特 色

自
ら
調
べ
、
自
ら
深
め
る
「
探
究
」

生
徒
が
自
分
で
調
べ
、考
え
を
深
め
る
コ
ー
ナ
ー「
探

究
」
を
設
置
。
多
彩
な
資
料
を
も
と
に
、
探
究
的
な

学
び
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
特 色

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
も
対
応

和
歌
と
鑑
賞
文
、
古
文
と
漢
文
の
比
較
読
み
な
ど
、

新
テ
ス
ト
に
も
対
応
す
る
教
材
を
豊
富
に
収
録
。
入

試
対
策
も
万
全
で
す
。

3
特 色

多
彩
な
コ
ラ
ム

作
品
を
読
み
解
く
た
め
の
技
能
を
お
さ
え
る
「
解
釈

の
視
点
」、
豊
か
に
言
語
文
化
を
知
る
た
め
の
知
識

を
育
む
「
言
語
文
化
の
窓
」
に
加
え
、
教
材
の
後
ろ

に
は
言
葉
に
関
す
る
豆
知
識「
言
葉
の
タ
ネ
」を
収
録
。

4
特 色

図
録
・
資
料
の
充
実

巻
頭
・
巻
末
で
は
、
カ
ラ
フ
ル
な
図
録
で
日
本
と
世

界
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
を
幅
広
く
ご
紹
介
す
る
ほ

か
、
コ
ラ
ム
や
本
文
に
も
多
数
の
図
版
を
掲
載
。

5
特 色

11
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言語文化新編
言文706 312ページB5判

C O N T E N T S

一
瞬
の
風
に
な
れ�

佐
藤
多
佳
子

▼
参
考　

人
生
を
照
ら
す
読
書
体
験�

朝
井
リ
ョ
ウ

　
〈
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
①
〉
自
分
に
合
っ
た
小
説
を
見
つ
け
よ
う

鏡�

村
上
春
樹

　
〈
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
②
〉
世
界
文
学
に
飛
び
込
も
う

読書の広場

新鮮な教材と豊富な図版で言語文化への
興味をかき立て、ことばの旅へと誘う教科書

1
こ
と
ば
と

出
会
う

3
文
化
を

見
つ
め
る

言
葉
の
森
を
育
て
よ
う�

ド
リ
ア
ン
助
川

季
節
の
言
葉
と
出
会
う�

黛
ま
ど
か

漢
字
と
仮
名
の
使
い
分
け�

阿
辻
哲
次

■
言
語
文
化
の
窓　

日
本
語
の
豊
か
さ
、
再
発
見

水
か
ま
き
り�

川
上
弘
美

と
ん
か
つ�

三
浦
哲
郎

■
言
語
文
化
の
窓　

現
代
小
説
に
出
会
お
う

2
表
現
を
味
わ
う

羅
生
門�

芥
川
龍
之
介

▼
参
考　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
九
第
一
八

■
言
語
文
化
の
窓　

芥
川
龍
之
介
と
「
羅
生
門
」

芥
川
の
才
筆
─
─
若
く
し
て
完
成
さ
れ
た
文
体�

村
上
春
樹

4
物
語
を

受
け
継
ぐ

祖
母
が
笑
う
と
い
う
こ
と�

又
吉
直
樹

こ
と
ば
は
光�

福
島
智

コ
ル
ベ
神
父�

遠
藤
周
作

■
言
語
文
化
の
窓　

希
望
を
育
む

古
文
へ
の
招
待

い
ろ
は
歌
／
古
文
冒
頭
選

▼
参
考　

い
ろ
は
カ
ル
タ
の
世
界

児
の
そ
ら
寝

十
二
の
「
子
」
文
字

阿
蘇
の
史
、
盗
人
に
あ
ひ
て
の
が
る
る
こ
と

■
言
語
文
化
の
窓　

現
代
に
息
づ
く
古
典

　

古
典
の
魅
力�

野
村
萬
斎

5
こ
と
ば
と

生
き
る

6
近
代
文
学
に

触
れ
る

1
古
文
に
親
し
む

足
し
算
の
文
化�

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン

ほ
ど
ほ
ど
の
デ
ザ
イ
ン�

佐
藤
卓

■
言
語
文
化
の
窓　

日
本
文
化
を
探
ろ
う

夢
十
夜�

夏
目
漱
石

形�

菊
池
寛

▼
参
考　
『
常
山
紀
談
』
松
山
新
介
の
勇
将
中
村
新
兵
衛
が
事

■
言
語
文
化
の
窓　

日
本
近
代
文
学
を
楽
し
も
う

た
け
く
ら
べ�

樋
口
一
葉
作
／
川
上
未
映
子
訳

春
の
う
た
／
夏
の
う
た
／
秋
の
う
た
／
冬
の
う
た

■
言
語
文
化
の
窓　

詩
歌
を
楽
し
も
う

詩
歌
の
調
べ

古文編 現代文編
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新編 言語文化

言
葉
の
価
値
や
文
化
の
つ
な
が
り
な
ど
、
重
要
な

テ
ー
マ
に
触
れ
ら
れ
る
新
教
材
が
満
載
！
　
小
説
は
、

定
番
の
「
羅
生
門
」
を
始
め
、
夏
目
漱
石
か
ら
村
上

春
樹
ま
で
、
近
現
代
の
名
作
を
網
羅
し
ま
し
た
。

新
鮮
で
魅
力
的
な
教
材
群

1
特 色

日
本
の
「
言
語
文
化
」
を
実
感
で

き
る
「
言
語
文
化
の
窓
」

受
け
継
が
れ
て
き
た
言
葉
や
文
化
に
つ
い
て
の
解
説
、

著
名
人
に
よ
る
古
典
作
品
の
紹
介
な
ど
、
興
味
・
関

心
を
か
き
立
て
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
ペ
ー
ジ
を
、
各
単

元
末
に
設
置
し
ま
し
た
。

2
特 色

授
業
で
使
え
る
！
　
古
文
編
・
漢

文
編
の
工
夫

教
材
本
文
で
は
、
見
開
き
単
位
を
意
識
し
た
紙
面
構

成
を
し
、
使
い
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
追
求
し
ま
し

た
。
古
文
の
助
動
詞
や
漢
文
の
訓
読
な
ど
、
つ
ま
ず

き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
わ
か
り
や
す
く

徹
底
的
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

3
特 色

大
判
だ
か
ら
で
き
た
、
見
や
す
く

楽
し
い
紙
面

大
判
の
特
長
を
生
か
し
て
、
読
み
や
す
く
わ
か
り
や

す
い
紙
面
デ
ザ
イ
ン
を
実
現
。
生
徒
の
好
奇
心
を
刺

激
す
る
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
を
多
数
盛
り
込
み
、
眺
め

る
だ
け
で
も
楽
し
め
る
教
科
書
に
仕
上
げ
ま
し
た
。

4
特 色

漢文編

徒
然
草

高
名
の
木
登
り
／
公
世
の
二
位
の
せ
う
と
に
／
奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
／

神
無
月
の
こ
ろ

枕
草
子

　
春
は
あ
け
ぼ
の
／
う
つ
く
し
き
も
の
／
に
く
き
も
の

■
言
語
文
化
の
窓
　
随
筆
文
学
の
広
が
り

　
人
気
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
清
少
納
言�
小
川
洋
子

2
随
筆
を
楽
し
む

物
語
の
広
が
り

3
旅
へ
の
思
い

4
漢
文
に
親
し
む

1
現
代
に
生
き
る

こ
と
ば

2
古
人
に
学
ぶ

3
漢
文
を
楽
し
む

4

伊
勢
物
語

　
芥
川
／
筒
井
筒
／
あ
づ
ま
下
り

▼
参
考
　
恋
愛
と
結
婚

平
家
物
語

　
木
曽
の
最
期

■
言
語
文
化
の
窓
　
物
語
の
い
ろ
い
ろ

土
佐
日
記

　
門
出
／
旅
の
終
わ
り

　
更
級
日
記

　
あ
こ
が
れ

お
く
の
ほ
そ
道

　
旅
立
ち
／
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅

■
言
語
文
化
の
窓
　
旅
の
文
学
マ
ッ
プ

訓
読
の
き
ま
り
／
格
言
／
再
読
文
字

■
言
語
文
化
の
窓
　
漢
文
を
身
近
に
感
じ
よ
う

漢
文
の
す
す
め

─
未
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト�

加
藤
徹

守
株
／
五
十
歩
百
歩
／
蛇
足
／
借
虎
威

■
言
語
文
化
の
窓
　
故
事
成
語
に
親
し
む

論
語

　
学
問
の
す
す
め
／
社
会
に
生
き
る

■
言
語
文
化
の
窓
　『
論
語
』
と
現
代

『
論
語
と
算
盤
』�

渋
沢
栄
一

完
璧

鶏
鳴
狗
盗

人
面
桃
花

■
言
語
文
化
の
窓
　
漢
文
世
界
の
広
が
り

①
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
効
果
　
②
方
言
の
味
わ
い
　
③
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
　
④
比
喩
の
効
果
　

⑤
点
字
と
手
話
　
⑥
役
割
語
の
世
界
　
⑦
古
文
の
言
葉
と
仮
名
遣
い
　
⑧
文
の
構
造
　
⑨
用
言
の
活
用
　

⑩
助
動
詞
と
助
詞
　
⑪
敬
語
　
⑫
漢
語
の
い
ろ
い
ろ
　
⑬
論
語
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

こ
と
の
は

13
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教
師
用
指
導
書
セ
ッ
ト
の
ご
案
内

大
修
館
の
新
し
い
教
科
書
で
の
授
業
を
万
全
に
サ
ポ
ー
ト
。

「
指
導
書
」「
付
属
Ｄ
Ｖ
Ｄ
」「
教
師
用
教
科
書
」の
３
点
セ
ッ
ト
。

■
指
導
書

「
こ
う
授
業
す
れ
ば
よ
い
」
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
！

丁
寧
な
学
習
指
導
案
を
複
数
パ
タ
ー
ン
提
示
。

「話す・聞く」の評価もばっちり！　具体的な
観点別評価規準例を提示。

板書例を豊富に掲載、ビジュアルで
わかりやすい紙面。

14
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■
付
属
Ｄ
Ｖ
Ｄ

■
教
師
用
教
科
書

・
原
文
デ
ー
タ

・
現
代
語
訳
／
品
詞
分
解
／

　

白
文
／
書
き
下
し
文
デ
ー
タ

・
補
助
資
料

・
板
書
例

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

・
小
テ
ス
ト

・
評
価
問
題
（
標
準
・
発
展
・
実
力
）

・
発
問
例
全
デ
ー
タ

・
音
声
デ
ー
タ

・
学
習
ノ
ー
ト
デ
ー
タ

・
漢
文
エ
デ
ィ
タ

生
徒
の
教
科
書
と
同
体
裁
で
、
学
習
指
導
案
、
評
価
の

観
点
、
設
問
の
解
答
例
な
ど
を
朱
記
。
別
売
り
も
可
。

小テスト
その時間の授業のまとめに。

基礎・基本を10分でチェックできる。

評価問題
「発展」には大学入学共通テストに

対応した問題もご用意。

ワークシート
活動的な授業がサポートできる、

使いやすいワークシートが盛りだくさん。

教材配信
サービスの
ご案内

付属DVD収録のデータをダウンロードして
入手できる配信サービスをご用意しました。

15
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■
デ
ジ
タ
ル
教
科
書［
別
売
］

■
学
習
ノ
ー
ト［
別
売
］

見
て
さ
わ
っ
て
使
い
や
す
い
、
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
3
種
類
ご
用
意
し
ま
し
た
。

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
／
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
＋
教
材
／
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

教
科
書
に
完
全
準
拠
。
読
解
か
ら
表
現
活

動
・
探
究
活
動
ま
で
、
予
習
・
復
習
だ
け

で
な
く
授
業
で
も
活
用
で
き
る
生
徒
用

ノ
ー
ト
。

基本機能
▶ズーム
選んだ範囲を拡大。学んで
いる箇所により集中。
▶さまざまな書き込み
ペン機能のほか、線・図形、
文字入力も。
▶授業履歴保存
直前までの状態をそのまま
保存。校内での共有も。
▶暗記ペン
暗記したい部分を線で
隠すことが可能に。
▶マイリンク
自作教材ファイルとのリン
クができます。
▶超しおり
画面で書きこんだ内容を保
存できます。

増補教材
本文ビュー、活動ビュー、
資料、学習、音声・動画な
ど、さまざまな教材をご用
意しました。

▲多機能な「本文ビュー」で授業がスムーズに！

16
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33 いま、高校生に読んでほしい本

「
頑
張
る
こ
と
も
我
慢
す
る
こ
と
も
悪

で
は
な
い
。
で
も
そ
れ
ら
は
よ
く
切
れ

る
包
丁
の
よ
う
だ
。」（
p. 

257
）

ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
控
え
め
の
性
格
の

高
校
生
・
主
人
公
の
鈴
美
は
通
学
中
の
電
車
で

痴
漢
に
遭
っ
て
し
ま
う
。
痴
漢
は
遅
刻
し
た
学

生
た
ち
の
言
い
訳
の
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
て

ま
と
も
に
取
り
あ
わ
な
い
先
生
た
ち
。
い
っ
た

い
何
を
信
じ
た
ら
い
い
の
か
。
誰
を
頼
っ
た
ら

い
い
の
か
。泣
き
寝
入
り
す
る
し
か
な
い
の
か
。

途
方
に
暮
れ
て
心
に
深
い
傷
を
負
っ
た
彼
女
を

救
っ
た
の
は
個
性
的
な
同
級
生
の
菊き

く

池い
け

さ
ん
。

思
春
期
の
二
人
の
懊
悩
と
成
長
を
軸
に
ス
ト
ー

リ
ー
は
転
が
っ
て
い
く
。

「
生
き
る
」
こ
と
は
本
当
に
大
変
だ
。
学
校
と

い
う
社
会
の
中
で
協
調
し
て
い
く
た
め
に
は
自

分
と
い
う
役
割
を
演
じ
て
我
慢
す
る
こ
と
も
必

要
。
一
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
持
っ
た
輝
か

し
い
個
性
を
認
め
合
い
な
が
ら
互
い
に
磨
き
高

め
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
時
に
は
意
見
が
ぶ

つ
か
り
闘
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
理
不
尽
な

こ
と
に
直
面
し
た
時
に
心
に
宿
っ
た
正
義
の
炎

を
我
慢
の
水
で
消
し
て
し
ま
う
か
。
そ
れ
と
も

怒
り
の
気
持
ち
を
拳
に
変
え
て
自
己
主
張
で
き

る
か
。
誰
の
心
の
中
に
も
あ
る
刃
の
よ
う
な
感

情
を
振
り
か
ざ
す
時
は
い
つ
な
の
か
。
こ
の
物

語
は
具
体
的
な
事
例
を
掲
げ
て
考
え
な
が
ら
自

分
ら
し
く
「
生
き
る
」
道
を
教
え
て
く
れ
る
。

ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
針
の
よ
う
に
自
分
の
身
を
守
る

武
器
を
授
け
て
く
れ
る
青
春
の
バ
イ
ブ
ル
な
の

だ
。

二
〇
二
〇
年
八
月
刊
行
の
こ
の
一
冊
は
、
発

売
前
に
ゲ
ラ
を
読
ん
だ
高
校
生
の
反
響
を
「
高

校
生
の
満
足
度
、
驚
異
の
93
％
！
」
と
い
う
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
掲
げ
て
、
メ
デ
ィ
ア
や
読
者

に
訴
求
す
る
売
り
方
で
話
題
と
な
っ
た
。
ま
さ

に
現
代
の
高
校
生
を
描
い
た
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
ふ

れ
る
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
若
い
学
生
た
ち

は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
に
こ
そ
読
ん
で
も
ら
い
た

い
内
容
だ
。
若
者
た
ち
の
生
々
し
い
心
の
声
が

聞
こ
え
、
生
き
方
に
変
化
を
与
え
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
性
の
強
い
名
作
。
言
葉
に
な
ら
な
い
声
を
耳

を
す
ま
せ
て
感
じ
て
ほ
し
い
。
読
み
終
え
れ
ば

き
っ
と
目
の
前
の
暗
雲
が
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
と
晴

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
に
は
瑞
々
し
い
朝
の

光
と
清
々
し
い
青
空
が
よ
く
似
合
う
。
稀
代
の

ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
の
『
バ
ッ
テ
リ
ー
』
と
比

肩
す
る
代
表
作
の
誕
生
だ
！

あ
さ
の
あ
つ
こ
『
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
は
月
を
見
上
げ
る
』（
新
潮
社
、
二
〇
二
〇
年
）

朝
の
光
の
よ
う
に
瑞
々
し
く
青
空
の
よ
う
に
清
々
し
い・・・

自
分
の
身
を
守
る
た
め
の
武
器
を
授
け
て
く
れ
る
青
春
の
名
作
！

内う
ち

田だ 

剛
た
け
し

ブ
ッ
ク
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
約
三
〇
年
の
書
店
員
勤
務
を
経
て
、

二
〇
二
〇
年
よ
り
フ
リ
ー
に
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
本
屋
大
賞
実
行
委
員
会
理
事
。

い
ま
、
高
校
生
に

読
ん
で
ほ
し
い
本
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入
学
直
後
の
生
徒
は
、
授
業
や
学
校
生
活
へ
の
期
待
と
不
安
を

抱
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
生
徒
た
ち
に
、
世
界
は
ま
だ
ま
だ
大
き

な
不
思
議
に
包
ま
れ
て
お
り
、
自
力
で
わ
か
る
喜
び
を
味
わ
う
た

め
に
勇
気
を
出
し
て
白
紙
と
向
き
合
お
う
、
と
い
う
筆
者
の
言
葉

は
心
に
響
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
筆
者
は
在
野
の
数

学
研
究
者
で
あ
り
、
自
然
科
学
に
興
味
が
あ
る
生
徒
の
共
感
も
得

や
す
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
文
章
の
前
段
は
、
人
類
に
と
っ
て
、
も
の
が
目
で
「
見
え
る
」

な
ど
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
実
は
多
く
の
不
思
議
に
満
ち
て
お

り
、
そ
の
不
思
議
や
謎
が
あ
ま
り
に
大
き
い
が
ゆ
え
に
、
人
類
は

そ
れ
ら
を
「
括
弧
に
く
く
」
り
、
不
思
議
を
不
思
議
の
ま
ま
に
し

て
、「
広
大
な
知
と
実
用
の
世
界
」
を
築
い
て
き
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
後
段
は
、
数
学
に
取
り
組
む
中
で
の
、
自
分
の

身
一
つ
で
白
紙
と
向
き
合
う
心
細
さ
と
、「
わ
か
る
」
喜
び
や
不

思
議
が
語
ら
れ
ま
す
。
生
徒
・
教
員
の
双
方
に
と
っ
て
、
新
し
い

学
び
の
ス
タ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
だ
と
思
い
ま
す
。

 

（
塗
田
佳
枝
）

　「
コ
ス
パ
が
良
い
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、私
た
ち
は「
安

く
て
お
い
し
い
」
も
の
を
求
め
が
ち
で
す
。
そ
れ
な
の
に
本
教
材

の
タ
イ
ト
ル
に
は
「『
安
く
て
お
い
し
い
国
』
の
限
界
」
と
あ
り
、

ま
ず
興
味
を
引
か
れ
ま
す
。
読
ん
で
い
く
う
ち
、「
安
く
て
お
い

し
い
国
」
と
は
日
本
を
指
し
、
労
働
者
の
立
場
で
見
る
と
問
題
が

多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
末
尾
は
「
そ
ん
な
生
き
方
は
、

も
う
世
界
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
」
と
強
く
結
ば
れ
て
お
り
、

筆
者
の
主
張
を
読
み
取
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
の
面
で
も
考
え
さ

せ
ら
れ
る
強
い
力
が
あ
る
教
材
だ
と
思
い
ま
す
。

　
教
科
書
の
中
で
は「
資
料
を
駆
使
す
る
」の
単
元
に
位
置
し
、
文

章
と
と
も
に
二
種
類
の
グ
ラ
フ
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
の
特

徴
を
押
さ
え
、
文
章
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
は
実
生

活
（
そ
し
て
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
）
で
も
必
要
な
力
で
す
。
あ
る

情
報
に
対
し
、
関
連
す
る
情
報
を
探
し
て
裏
付
け
を
取
っ
た
り
多

角
的
に
見
た
り
す
る
こ
と
で
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
理
解
は
深
ま
り

ま
す
。こ
れ
は
、探
究
学
習
で
求
め
ら
れ
る
言
語
力
に
も
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。 

（
塗
田
佳
枝
）

『現
〔現国706〕
代の国語』新教材のご紹介

白
紙

�

森も
り

田た

真ま
さ

生お

「
安
く
て
お
い
し
い
国
」

の
限
界

�

小お

熊ぐ
ま

英え
い

二じ

034-037_115-10-17_tokushu-shinkyozai.indd   34 2021/03/23   23:14

35

特集：国語新時代を拓く

　「
現
代
の
国
語
」
で
は
読
み
比
べ
の
活
動
が
重
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
教
材
の
組
み
合
わ
せ
が
可
能
な
の
か
が

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、「『
個
人
』
か
ら
『
分
人
』
へ
」

は
、「
空
気
を
読
む
」（
香
山
リ
カ
）
と
並
置
さ
れ
、
人
と
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
と
い
う
論
点
に
お
い
て
、
読
み

比
べ
る
活
動
が
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
筆
者
は
、「
個
人
」
と
い
う
概
念
の
矛
盾
を
超
克
す
べ
く
、「
複

数
の
人
格
の
脱
中
心
化
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
こ
そ
を
一
人
の
人

間
と
し
て
理
解
」
し
、
そ
の
個
々
の
人
格
を
「
分
人
」
と
呼
ぶ
こ

と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
斬
新
な
切
り
口
に
よ
っ
て
独
自
性
の
高

い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
場
に
応
じ
て
人
格
を
使
い
分

け
る
現
代
の
対
人
関
係
を
扱
っ
た
「
空
気
を
読
む
」
と
あ
わ
せ
て

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
へ
の
理
解
が
深

ま
っ
た
り
、
新
た
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
こ
の
評
論
は
、
多
く
の
可
能
性

を
有
し
た
教
材
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

 

（
赤
松
幸
紀
）

　
評
論
「
作
業
ロ
ボ
ッ
ト
の
悲
劇
」
は
、「
主
体
的
に
読
む
」
活
動

を
想
定
し
た
教
材
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
主
体
的
に
読
む
」
と
は
、

学
習
者
が
特
定
の
目
的
や
問
題
意
識
を
も
っ
て
文
章
に
あ
た
る
こ

と
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
す
る
に
は
、
生
徒
の
興
味
・

関
心
の
対
象
と
な
る
題
材
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
昨
今
、
日
常
生
活
へ
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
普
及
が
話
題
に
な
っ
て
い

ま
す
。
人
工
知
能
研
究
に
あ
た
る
筆
者
の
文
章
は
、
爆
弾
を
処
理

す
る
作
業
ロ
ボ
ッ
ト
の
〝
悲
劇
〞
を
扱
い
つ
つ
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
あ

え
て
「
弱
い
人
工
知
能
」
と
呼
び
、
将
来
の
人
工
知
能
研
究
・
開

発
の
在
り
方
を
読
者
に
考
え
さ
せ
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
ま
す
ま
す
の
人
工
知
能
技
術
の
発
展
が
見
込
ま
れ
、
生
活

に
必
需
と
な
っ
て
い
く
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
内
容
は
学
習
者
の

興
味
・
関
心
の
対
象
と
な
る
で
し
ょ
う
。文
章
を
読
ん
で
気
に
な
っ

た
こ
と
や
知
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
更
に
他
の
資
料
を

参
照
し
た
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
集
め
た
情
報
を
も
と
に
「
考
え

を
発
信
」
し
た
り
す
る
活
動
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
何
よ
り
で
す
。

 

（
赤
松
幸
紀
）

『現代の国語』 新教材のご紹介

「
個
人
」か
ら「
分
人
」へ

�

平ひ
ら

野の

啓け
い

一い
ち

郎ろ
う

作
業
ロ
ボ
ッ
ト
の
悲
劇

�

松ま
つ

田だ

雄ゆ
う

馬ま
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自
分
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
下
手
だ
、
人
格
に
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
悩
ん
で
い
る
生
徒
は
少
な
く
な
い
。
そ
の

よ
う
な
生
徒
に
、筆
者
は
正
面
か
ら
答
え
る
。コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
下
手
な
の
は
、
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
が
下
手
な
の
と
同
じ
で

あ
っ
て
、
人
格
と
は
何
の
関
係
も
無
い
、
と
。

　
筆
者
の
説
明
は
実
に
わ
か
り
や
す
く
、
心
に
響
く
。
筆
者
は
言

う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
技
術
な
の
だ
。
や
れ
ば
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
年
に
一
回
し
か
ス
ピ
ー
チ
し
な
い
人

が
自
分
は
ス
ピ
ー
チ
が
下
手
だ
と
悩
む
の
は
お
か
し
い
。
そ
れ
は

年
に
一
回
し
か
バ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
立
っ
て
い
な
い
の
に
ヒ
ッ

ト
が
打
て
な
い
と
悩
ん
で
い
る
の
と
同
じ
だ
。
そ
れ
は
無
茶
と
い

う
も
の
。
興
味
を
も
っ
て
練
習
す
れ
ば
、
確
実
に
上
達
す
る
。

　
明
確
で
、
や
さ
し
く
、
説
得
力
の
あ
る
筆
者
の
言
葉
を
、
生
徒

た
ち
は
し
っ
か
り
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
ん
だ
、
よ
し
、

や
る
ぞ
、
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
目
を
輝
か
せ
る
生
徒
た
ち
の
顔

が
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

 

（
三
宅
義
藏
）

　
こ
の
教
材
は
、
説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
る
た
め
の
も
の
な
の

だ
が
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
中
に
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た

め
の
要
素
が
実
に
見
事
に
そ
ろ
っ
て
い
て
、
驚
か
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
文
章
は
、
問
題
提
起
↓
ゴ
リ
ラ
の
実
態
↓
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
の
実
態
↓
結
論
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
て
、
非
常
に
わ

か
り
や
す
い
。
そ
し
て
、「
二
つ
の
点
」「
一
点
目
は
」「
二
点
目
は
」

「
例
え
ば
」「
ま
た
」「
し
か
し
」「
一
方
」「
こ
の
よ
う
に
」
な
ど
、

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
の
言
葉
が
豊
富
に
並
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
言
葉
に
多
彩
な
文
字
囲
い
が
付
さ
れ
て
い
て
、
こ

の
よ
う
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
て
読
め
ば
理
解
し
や
す
い
の
だ
、

と
い
う
こ
と
が
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
文
章
を
読
む
の
が
苦
手
な
生
徒
も
、
こ
の
二
ペ
ー
ジ
を
見
て
、

あ
あ
、
説
明
文
は
こ
う
い
う
作
り
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
う
い

う
言
葉
に
着
目
す
れ
ば
楽
に
理
解
で
き
る
の
か
、
と
知
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
が
、
次
に
学
ぶ
説
明
文
・
評
論
文
を
ど

の
よ
う
な
表
情
で
読
み
進
め
る
か
、
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

 

（
三
宅
義
藏
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
技
術
だ

�

鴻こ
う

上か
み

尚
し
ょ
う

史じ

人
間
は

ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の

ど
ち
ら
に
近
い
か

�

山や
ま

極ぎ
わ

寿じ
ゅ

一い
ち
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　「
商
品
」
と
「
贈
り
物
」、
ど
う
違
い
ま
す
か
？
　
そ
ん
な
素
朴

な
点
か
ら
、「『
経
済
／
非
経
済
』
を
区
別
す
る
と
い
う
き
ま
り
」

に
従
う
人
間
の
行
動
を
浮
き
彫
り
に
す
る
文
章
で
あ
る
。

　
例
と
し
て
出
さ
れ
る
の
は
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
贈
り
物
。

「
好
き
な
人
に
思
い
切
っ
て
、『
こ
れ
受
け
と
っ
て
く
だ
さ
い
。』

と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
渡
し
た
と
き
、『
え
？

い
く
ら
だ
っ
た

の
？
』
と
財
布
か
ら
お
金
を
と
り
出
さ
れ
た
り
し
た
ら
、
た
い
へ

ん
な
屈
辱
に
な
る
。」
た
し
か
に
！
　
で
も
ど
う
し
て
？
　
商
品

な
ら
お
金
を
払
っ
て
当
然
。
で
も
、
贈
り
物
だ
と
屈
辱
と
な
る
。

　
身
近
な
例
で
、「
商
品
」
と
「
贈
り
物
」
の
違
い
を
考
え
さ
せ
、

「
経
済
」「
非
経
済
」
へ
と
発
展
さ
せ
る
。
生
徒
に
と
っ
て
も
き
っ

と
お
も
し
ろ
い
文
章
だ
。
話
し
合
い
活
動
に
よ
っ
て
「
商
品
」
と

「
贈
り
物
」
の
違
い
を
考
え
さ
せ
る
と
、
活
発
な
議
論
に
な
る
だ

ろ
う
。
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
例
に
よ
っ
て
筆
者
の
主
張
が
わ
か

り
や
す
く
な
っ
て
お
り
、具
体
例
の
役
割
を
実
感
で
き
る
。
ま
た
、

対
比
関
係
も
明
確
で
理
解
し
や
す
い
。
具
体
例
と
対
比
を
学
ぶ
好

教
材
で
あ
る
。 

（
下
西
美
穂
）

　
令
和
二
年
七
月
、
全
国
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
買
物
袋
の
有
料
化

が
始
ま
っ
た
。
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
身
近
な
変
化
だ
っ
た
は
ず

だ
。
し
か
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
与
え
る
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
生
徒
に
と
っ
て
遠
い
話
か
も
し
れ
な
い
。

　
海
洋
学
者
に
よ
る
こ
の
文
章
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
よ
る
海
洋

汚
染
を
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
。「
一
年
間
に
作
ら
れ

る
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
全
部
つ
な
げ
る
」
と
「
地
球
を
二
四

〇
〇
周
で
き
る
」、「
レ
ジ
袋
の
平
均
使
用
時
間
は
十
二
分
と
も
二

〇
分
と
も
言
わ
れ
て
い
る
」、
人
類
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
摂
取
し

て
い
る
被
害
者
で
も
あ
る
」
な
ど
、
問
題
意
識
を
も
た
ざ
る
を
得

な
い
。
グ
ラ
フ
や
写
真
も
あ
り
、
生
徒
た
ち
の
目
の
前
に
現
実
が

示
さ
れ
る
。

　
教
材
か
ら
発
展
さ
せ
、
自
宅
で
出
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
量

を
調
べ
る
な
ど
、
生
徒
自
身
が
興
味
関
心
を
も
っ
た
点
か
ら
調
べ

学
習
を
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。さ
ら
に
発
展
さ
せ
れ
ば
、

探
究
活
動
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
も
可
能
だ
。
資
料
、
デ
ー
タ
の

正
し
い
読
み
取
り
方
、
示
し
方
を
学
ば
せ
た
い
。 

（
下
西
美
穂
）

商
品
と
贈
り
物
の
違
い

�

松ま
つ

村む
ら

圭け
い

一い
ち

郎ろ
う

ど
こ
も
か
し
こ
も

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
！

�

中な
か

嶋じ
ま

亮
り
ょ
う

太た
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『言
〔言文705〕
語文化』新教材のご紹介

　
題
名
に
『
文
字
』
と
あ
る
が
、
筆
者
若
松
英
輔
が
述
べ
る
の
は

単
に
文
字
の
機
能
や
役
割
で
は
な
く
、「
読
書
」
の
意
義
で
あ
る
。

　
読
書
と
は
対
話
で
あ
る
。
筆
者
が
言
う
よ
う
に
そ
れ
は
単
に
自

己
と
の
対
話
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
書
物
の
中
に
存
在
す
る
「
生
き

て
い
る
死
者
」
と
の
対
話
を
繰
り
返
し
な
が
ら
私
た
ち
は
自
身
の

生
き
方
を
見
直
し
、時
に
孤
独
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
も
す
る
。

「
文
字
の
深
秘
」
は
『
言
語
文
化
』
の
導
入
教
材
と
し
て
、
自
分

と
言
葉
と
の
出
会
い
方
を
見
つ
め
る
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
後
も
自
分
と
言
葉
と
の
関
係
を
映
す
「
鏡
」
の
よ
う
な

役
割
を
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
今
ま
で
気
に
留
め
て
い
な

か
っ
た
言
葉
に
深
い
意
味
を
感
じ
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
、
難
し
そ
う
だ
と
避
け
て
い
た
作
品
に
強
く
共
感
す
る
の

は
自
分
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
訪
れ
た
か
ら
な
の
か
。
学
び
を
進

め
る
段
階
で
そ
う
し
た
問
い
が
生
徒
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
振
り
返

り
が
な
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
「
対
話
」
で
あ
り
「
探
究
」
の
本
質
で

あ
る
。

 

（
杉
本
紀
子
）

　
本
作
品
は
、
雑
誌
『M

O
N
K
EY

』（V
ol.13

　
二
〇
一
七
・
一
〇
）

の
「
特
集

食
の
一
ダ
ー
ス
　
考
え
る
糧
」
に
掲
載
さ
れ
た
小
説

で
あ
る
。
日
本
人
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ

ロ
を
舞
台
に
、
ゼ
イ
ナ
ブ
の
指（
ア
サ
ベ
・
ゼ
イ
ナ
ブ
）と
い
う
揚

げ
ド
ー
ナ
ッ
ツ
を
め
ぐ
る
八
歳
当
時
の
「
わ
た
し
」
の
回
想
物
語

で
あ
る
。
カ
イ
ロ
育
ち
の
作
者
に
よ
っ
て
、
路
地
や
露
店
、
ラ
マ

ダ
ン（
イ
ス
ラ
ム
暦
の
断
食
）、
甘
い
ゼ
イ
ナ
ブ
の
指
や
砂
糖
を
五

杯
も
入
れ
る
お
茶
な
ど
、
エ
ジ
プ
ト
の
庶
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
子

ど
も
の
目
を
通
し
て
リ
ア
ル
に
表
現
さ
れ
る
。
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク

な
舞
台
を
背
景
に
、「
わ
た
し
」
を
特
別
扱
い
す
る
露
店
の
店
主

と
不
服
に
思
う
同
年
代
の
子
ど
も
と
の
遭
遇
、
お
菓
子
と
同
名
の

お
手
伝
い
さ
ん
と
そ
の
子
モ
ア
タ
ズ
と
の
微
温
的
な
交
流
│
│
言

葉
が
通
じ
な
く
と
も
異
文
化
の
中
で
体
験
し
た
路
地
の
現
実
と
、

憧
憬
や
甘
え
が
タ
イ
ト
ル
の
下
に
巧
み
に
展
開
す
る
。八
歳
の「
わ

た
し
」
の
思
い
を
辿
る
読
解
の
ほ
か
、
大
人
と
子
ど
も
の
世
界
の

往
還
を
め
ぐ
る
語
り
手
の
回
想
（
時
間
）
や
、
異
文
化
と
の
出
会

い
（
場
所
）
に
着
眼
す
る
読
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。 

（
髙
橋
龍
夫
）

文
字
の
深
秘

�

若わ
か

松ま
つ

英え
い

輔す
け

ゼ
イ
ナ
ブ
の
指

�

西に
し

加か

奈な

子こ
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原
題
は
〝O

ld M
an at the Bridge

〞。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の

代
表
作
『
誰
が
為
に
鐘
は
鳴
る
』（
一
九
四
〇
）
に
至
る
モ
チ
ー

フ
と
し
て
評
価
の
高
い
短
編
で
あ
る
。
舞
台
は
ピ
カ
ソ
の
『
ゲ
ル

ニ
カ
』（
一
九
三
七
）
の
題
材
と
も
な
っ
た
、
第
二
次
世
界
大
戦

開
戦
前
夜
の
一
九
三
六
年
に
勃
発
し
た
内
戦
時
の
ス
ペ
イ
ン
。
こ

の
内
戦
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
も
手
が
け
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ

イ
は
、
橋
を
介
し
た
場
面
描
写
や
「
私
」
と
老
人
と
の
言
葉
少
な

い
対
話
に
よ
り
、
映
像
に
匹
敵
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
て

い
る
。
時
代
背
景
を
具
体
的
に
踏
ま
え
ず
と
も
、
戦
渦
か
ら
避
難

せ
ざ
る
を
得
な
い
一
老
人
の
、
置
き
去
り
に
し
た
動
物
を
案
じ
る

心
境
や
疲
労
の
限
界
に
あ
る
状
況
を
丹
念
に
読
解
す
る
こ
と
で
、

一
短
編
に
凝
縮
さ
れ
る
戦
争
の
悲
惨
さ
や
虚
し
さ
に
迫
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
橋
と
い
う
装
置
、
無
抵
抗
な
老
人
や
動
物
、
一
兵
士

の
立
場
な
ど
、読
解
の
手
が
か
り
を
生
徒
と
と
も
に
発
見
し
た
い
。

時
代
と
舞
台
へ
の
深
い
理
解
や
、
原
文
と
翻
訳
と
の
比
較
に
よ
る

表
現
へ
の
着
目
は
、
言
語
文
化
に
よ
る
国
際
理
解
の
手
立
て
に
も

な
る
だ
ろ
う
。 

（
髙
橋
龍
夫
）

　
中
原
中
也
の
「
サ
ー
カ
ス
」
は
長
く
高
校
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
皆
一
度
く
ら
い
は
「
ゆ

あ
ー
ん
ゆ
よ
ー
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
様
子
を
表

し
て
い
る
の
か
」
と
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
中
也
が
用
い
た
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
読
む
と
き
、
現
代

の
生
徒
は
ど
の
よ
う
な
想
像
を
す
る
だ
ろ
う
か
。「
言
語
文
化
」

で
こ
の
詩
を
用
い
て
授
業
を
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
生
徒
に
「
ゆ

あ
ー
ん
ゆ
よ
ー
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
を
別
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
言
い
換

え
さ
せ
て
み
た
い
。
中
也
の
時
代
か
ら
百
年
後
の
未
来
を
生
き
る

生
徒
た
ち
が
ど
ん
な
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
ど
ん
な
言
葉
で
「
翻

訳
」
す
る
か
が
楽
し
み
だ
。
今
回
、
ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
に
よ

る
英
語
訳
も
同
時
に
掲
載
し
た
。
彼
は
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

「SEEEEEEE SA
A
A
A
A
A
A
W
, SEE and SAW

.

」
と
訳
し

て
い
る
。
空
中
ブ
ラ
ン
コ
な
ら
ぬ
シ
ー
ソ
ー
を
想
起
し
、
さ
ら
に

「
見
る
・
見
た
」
を
表
す
「See/Saw

」
を
響
か
せ
る
。
言
葉
が

背
負
う
文
化
が
違
う
か
ら
こ
そ
違
っ
た
世
界
の
想
像
が
可
能
に
な

る
、
そ
こ
に
こ
そ
翻
訳
の
面
白
さ
が
あ
る
の
だ
。 

（
杉
本
紀
子
）

橋
の
た
も
と
の
老
人

�

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ

サ
ー
カ
ス
／C

ircus
�

中な
か

原は
ら

中
ち
ゅ
う

也や

／
ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド 

訳
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　『
新
編 
言
語
文
化
』
の
巻
頭
教
材
は
、「
言
葉
の
森
を
育
て
よ

う
」。
ず
ば
り
言
葉
に
つ
い
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
す
。

　
み
な
さ
ん
は
、
誰
に
言
葉
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
か
。
少
し

幼
い
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
親
や
兄
弟
、先
生
、

テ
レ
ビ
、
漫
画
、
歌
、
本
…
…
。
実
に
多
く
の
人
や
も
の
を
介
し

て
覚
え
て
き
ま
し
た
ね
。
少
し
成
長
す
る
と
、
自
分
で
辞
書
や
図

鑑
を
開
き
、
最
近
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
作
品
で
は
、
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ

と
い
う
名
前
が
実
物
と
合
体
し
て
認
識
さ
れ
る
過
程
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
パ
タ
ー
ン
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
、
ど
う

や
っ
て
覚
え
た
ん
だ
ろ
う
…
…
。
教
科
書
の
美
し
い
写
真
を
見
な

が
ら
思
い
出
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
筆
者
は
「
私
た
ち

の
胸
に
あ
る
言
葉
の
森
に
、
自
分
で
選
ん
だ
木
を
植
え
て
、
言
葉

の
葉
を
繁
ら
せ
て
い
こ
う
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
「
言
語

文
化
」
の
授
業
を
通
し
て
、
言
葉
の
森
に
自
分
の
好
き
な
木
を
植

え
て
、
ま
す
ま
す
豊
か
で
輝
く
森
に
成
長
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。 

（
髙
草
真
知
子
）

　「
ほ
ど
ほ
ど
の
デ
ザ
イ
ン
」
は
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

佐
藤
卓
の
評
論
で
、
日
本
文
化
に
潜
む
「
ほ
ど
ほ
ど
」
の
魅
力
に

つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。「
ほ
ど
ほ
ど
」
と
い
う
と
、
な
ん
だ
か

適
当
な
印
象
を
受
け
ま
す
が
、「
や
り
き
る
こ
と
も
承
知
し
な
が

ら
、
あ
え
て
手
前
の
ほ
ど
よ
い
と
こ
ろ
を
見
極
め
、
そ
こ
で
仕
上

げ
て
お
く
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
ふ
ろ
し
き
。
一
枚
の
布
の
状
態
に
留
め
て
、
そ
れ

以
上
は
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
お
か
げ
で
何
十
通
り
も

の
包
み
方
が
あ
り
、
物
に
合
わ
せ
た
対
応
が
可
能
で
、
バ
ッ
グ
と

違
い
、
使
わ
な
い
時
は
小
さ
く
畳
ん
で
お
け
ま
す
。
い
わ
ば
、
人

間
の
側
に
備
わ
っ
て
い
る
「
考
え
る
」
力
や
「
適
応
す
る
」
力
を

引
き
出
す
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
箸
も
同
様
で
、

あ
の
二
本
の
棒
と
い
う
単
純
さ
が
、
人
の
能
力
や
繊
細
な
動
き
を

引
き
出
し
て
い
ま
す
。
普
段
無
意
識
に
使
っ
て
い
る
も
の
に
、「
ほ

ど
ほ
ど
」
と
い
う
日
本
な
ら
で
は
の
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
、
他
に
も
な
い
か
と
探
し
て
み
た
く
な
る
作
品
で
す
。

 

（
髙
草
真
知
子
）

言
葉
の
森
を
育
て
よ
う

�

ド
リ
ア
ン
助す
け

川が
わ

ほ
ど
ほ
ど
の
デ
ザ
イ
ン

�

佐さ

藤と
う

卓た
く
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こ
の
教
材
は
、
若
く
し
て
全
盲
ろ
う
者
と
な
っ
た
福
島
智
氏
に

よ
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。「
闇
と
静
寂
の
中
で
生
き
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
い
う
筆
者
に
と
っ
て
、
母
の
考
案
し
た
「
指
点
字
」（
点

字
原
理
を
応
用
し
、
両
手
の
人
差
し
指
・
中
指
・
薬
指
で
相
手
の
指
に

触
れ
て
こ
と
ば
を
伝
え
る
会
話
法
）
は
、
生
き
る
上
で
共
に
歩
く
仲

間
の
存
在
を
実
感
さ
せ
、
外
の
世
界
と
の
繫
が
り
を
得
さ
せ
た
。

ま
た
筆
者
は
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
練
習
と
し
て
点
訳
し
た
吉
野
弘

「
生
命
は
」
の
詩
か
ら
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聴
い
た
と
感
じ
、
こ
と

ば
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
世
界
に「
生
き
る
う
え
で
の『
光
』」

が
提
供
さ
れ
た
と
感
じ
た
と
い
う
。

　
筆
者
の
こ
の
経
験
を
我
々
が
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
と
人

と
が
繫
が
る
こ
と
ば
の
存
在
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
、
身
近
に

引
き
付
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
言
語
文

化
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、「
こ
と
ば
と
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
て
い
く
資
質
の

育
成
へ
と
繫
が
る
と
考
え
る
。

 

（
大
井
和
彦
）

　
戦
国
時
代
に
材
を
取
っ
た
短
編
。「
猩
々
緋
の
羽
織
と
唐
冠
の
か

ぶ
と
に
三
間
柄
の
大
身
の
槍
」
が
代
名
詞
の
中
村
新
兵
衛
の
存
在

は
、
味
方
に
は
信
頼
の
的
で
あ
り
、
敵
に
は
脅
威
で
あ
っ
た
。
そ

の
彼
に
若
侍
が
初
陣
の
手
柄
の
た
め
に
、
羽
織
と
か
ぶ
と
を
貸
し

て
欲
し
い
と
願
い
出
る
。
新
兵
衛
は
快
く
認
め
る
の
だ
が
、
い
ざ

戦
場
に
出
る
と
自
ら
が
い
つ
も
と
異
な
る
出
で
立
ち
で
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、勝
手
が
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
の
結
果
、

敵
の
槍
に
彼
の
脾
腹
が
貫
か
れ
る
の
だ
が
、「
槍
中
村
」
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
新
兵
衛
が
、
な
ぜ
自
身
の
代
名
詞
で
も
あ
っ

た
羽
織
と
か
ぶ
と
を
貸
し
た
の
か
。
ま
た
、
い
つ
も
と
勝
手
が
異

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
戦
場
で
何
を
考
え
た
の
か
。
そ
れ

を
捉
え
る
こ
と
か
ら
小
説
を
味
わ
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
そ
し
て
こ
の
小
説
は
、『
羅
生
門
』な
ど
と
同
様
に
古
典
作
品（
こ

の
場
合
は
、『
常
山
紀
談
』）
の
翻
案
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の

比
べ
読
み
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
文
学
・
短
編
小
説
の
特

質
を
考
え
た
り
、
ま
た
生
徒
の
生
き
る
現
代
と
の
比
較
を
考
え
た

り
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

（
大
井
和
彦
）

こ
と
ば
は
光

�

福ふ
く

島し
ま

智
さ
と
し

形

�

菊き
く

池ち

寛か
ん
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１
．
本
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
つ
い
て

　

本
校
は
、
公
立
高
校
で
は
全
国
で
初
め
てChrom

ebook

の

BY
O
D

を
導
入
し
た
学
校
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
度
入
学
生
か
ら

年
次
進
行
でBY

O
D

を
開
始
し
、昨
年
度
は
初
め
て
全
学
年
が
揃
っ

た
状
態
と
な
り
、
今
年
度
で
四
年
目
を
迎
え
る
。
な
お
、
教
員
に
は

一
人
一
台
貸
与
し
、W

i-Fi

環
境
整
備
も
進
め
、
現
在
は
敷
地
内
の

100
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

２
．
授
業
実
践

《
教
材
・
タ
イ
ト
ル
》

　
『
史
記
』　

〜
項
羽
は
英
雄
の
器
か
？
〜

《
教
材
選
定
の
理
由
》

　
『
史
記
』
は
「
紀
伝
体
」
の
形
式
に
よ
り
、「
個
人
」
を
中
心
に
歴

岡
山
県
立
林
野
高
等
学
校

国
語
科

山や
ま

田だ 

雅ま
さ

之ゆ
き

Ｉ
Ｃ
Ｔ

「
一
人
一
台
端
末

�

時
代
」へ
向
け
て

国
語
教
育

あ
っ
と

《
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
場
面
》

　

ま
ず
は
、「
鴻
門
の
会
」「
項
王
の
最
期
」
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を

行
い
、
そ
の
後
、
全
体
を
通
じ
て
の
振
り
返
り
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
場
面
を
設
定
し
た
。

①
項
羽
像
の
変
化
の
自
覚

【
発
問
】
自
分
自
身
の
読
み
が
ど
こ
で
変
化
し
た
か
、
深
ま
っ
た
か
。

【
目
的
】
テ
キ
ス
ト
を
元
に
捉
え
た
項
羽
像
を
共
有
し
、
多
様
な
意
見

に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
み
を
広
げ
る
。

→C
lassroom

内
でG

oogle

フ
ォ
ー
ム
を
活
用
。

②
司
馬
遷
の
語
り
の
確
認

【
発
問
】
司
馬
遷
は
項
羽
の
こ
と
が
好
き
か
嫌
い
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ

う
考
え
る
か
。
理
由
も
含
め
て
記
述
せ
よ
。

【
目
的
】
項
羽
に
対
す
る
司
馬
遷
の
論
賛
（『
新
釈
漢
文
大
系
』）
を
サ

ブ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
せ
、
司
馬
遷
が
項
羽
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
を
確
認
さ
せ
る
。
理
由
も
含
め
て

記
述
さ
せ
、
思
考
を
深
め
さ
せ
る
。

→C
lassroom

内
でG

oogle

フ
ォ
ー
ム
を
活
用
。

③
芥
川
龍
之
介
の
考
え
る
英
雄
像
に
つ
い
て
の
考
察

【
発
問
】
芥
川
は
項
羽
の
ど
の
よ
う
な
点
が
「
英
雄
」
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
か
。

【
目
的
】
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
英
雄
の
器
」（
芥
川
龍
之
介
著
）
を
読
み
、

芥
川
が
登
場
人
物
に
語
ら
せ
た
英
雄
の
器
を
捉
え
さ
せ
る
。

→C
lassroom

内
で
「
質
問
」
を
活
用
。

●
ま
と
め

【
課
題
】「
項
羽
は
英
雄
の
器
だ
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、自

身
の
考
え
を
650
〜
800
字
以
内
で
述
べ
よ
。

【
目
的
】
①
〜
③
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
自
身
が
考
察
し
た
「
英
雄
の

器
」
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
、
生
徒
の
人
間
観
に

つ
い
て
深
め
る
。

【
評
価
基
準
】

Ａ　

自
分
な
り
の
回
答
が
導
け
て
い
る
。自
己
の
読
み
の
変
化
に
基

づ
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

Ｂ　

自
分
な
り
の
回
答
が
導
け
て
い
る
。

Ｃ　

回
答
の
根
拠
が
乏
し
い
・
字
数
が
不
足
し
て
い
る
。

→C
lassroom

内
で
「
質
問
」
を
活
用
。
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史
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
作
品
の
性
質
に
も
鑑

み
、
項
羽
の
人
物
像
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
「
鴻
門
の
会
」「
項
王
の
最
期
」
に
お
い
て
、
自
身
の
敗
北
に
つ
い

て
最
後
ま
で
自
分
の
責
任
を
認
め
ず
、
天
に
責
任
を
帰
し
て
い
る
項

羽
の
態
度
は
、「
天
が
決
め
た
こ
と
に
は
逆
ら
え
な
い
」
と
い
う
人

間
の
普
遍
的
な
性
質
の
一
端
を
描
き
出
し
て
い
る
。
一
方
で
「
天
に

選
ば
れ
た
沛
公
」
と
の
比
較
で
は
、
司
馬
遷
は
項
羽
に
対
し
て
「
本

紀
」
と
い
う
天
子
同
様
の
高
い
扱
い
を
し
な
が
ら
も
、
項
羽
が
天
下

を
と
れ
ず
に
滅
ん
で
い
っ
た
の
は
、
彼
に
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た

と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
多
様
な
読
み
が

期
待
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

《
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用
の
工
夫
や
手
立
て
》

　

生
徒
自
身
の
読
み
が
自
己
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
読
み

や
深
い
読
み
を
導
い
て
い
く
た
め
に
、
本
授
業
で
は
主
に

Classroom

の
機
能
を
利
活
用
し
た
。Classroom

と
は
、Google

社
が
提
供
す
る
、
ク
ラ
ウ
ド
上
に
設
置
さ
れ
た
課
題
の
作
成
／
提
出

／
共
有
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
のClassroom

に
お
け

る
「
質
問
」
や
「
問
題
」
の
機
能
を
活
用
し
、「
多
く
の
」
意
見
を
「
早

く
」
回
収
で
き
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
輪
読
等
の
手
法
で
は
一
部
の
意
見
し
か
拾
え
な
か
っ

た
が
、
こ
のClassroom

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
全
生
徒
の
回
答

を
共
有
し
、
多
様
な
意
見
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

《
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
場
面
》

　

ま
ず
は
、「
鴻
門
の
会
」「
項
王
の
最
期
」
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解
を

行
い
、
そ
の
後
、
全
体
を
通
じ
て
の
振
り
返
り
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
場
面
を
設
定
し
た
。

①
項
羽
像
の
変
化
の
自
覚

【
発
問
】
自
分
自
身
の
読
み
が
ど
こ
で
変
化
し
た
か
、
深
ま
っ
た
か
。

【
目
的
】
テ
キ
ス
ト
を
元
に
捉
え
た
項
羽
像
を
共
有
し
、
多
様
な
意
見

に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
読
み
を
広
げ
る
。

→C
lassroom

内
でG

oogle

フ
ォ
ー
ム
を
活
用
。

②
司
馬
遷
の
語
り
の
確
認

【
発
問
】
司
馬
遷
は
項
羽
の
こ
と
が
好
き
か
嫌
い
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ

う
考
え
る
か
。
理
由
も
含
め
て
記
述
せ
よ
。

【
目
的
】
項
羽
に
対
す
る
司
馬
遷
の
論
賛
（『
新
釈
漢
文
大
系
』）
を
サ

ブ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
ま
せ
、
司
馬
遷
が
項
羽
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
を
確
認
さ
せ
る
。
理
由
も
含
め
て

記
述
さ
せ
、
思
考
を
深
め
さ
せ
る
。

→C
lassroom

内
でG

oogle

フ
ォ
ー
ム
を
活
用
。

③
芥
川
龍
之
介
の
考
え
る
英
雄
像
に
つ
い
て
の
考
察

【
発
問
】
芥
川
は
項
羽
の
ど
の
よ
う
な
点
が
「
英
雄
」
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
か
。

【
目
的
】
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
英
雄
の
器
」（
芥
川
龍
之
介
著
）
を
読
み
、

芥
川
が
登
場
人
物
に
語
ら
せ
た
英
雄
の
器
を
捉
え
さ
せ
る
。

→C
lassroom

内
で
「
質
問
」
を
活
用
。

●
ま
と
め

【
課
題
】「
項
羽
は
英
雄
の
器
だ
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、自

身
の
考
え
を
650
〜
800
字
以
内
で
述
べ
よ
。

【
目
的
】
①
〜
③
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
自
身
が
考
察
し
た
「
英
雄
の

器
」
に
つ
い
て
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
、
生
徒
の
人
間
観
に

つ
い
て
深
め
る
。

【
評
価
基
準
】

Ａ　

自
分
な
り
の
回
答
が
導
け
て
い
る
。自
己
の
読
み
の
変
化
に
基

づ
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

Ｂ　

自
分
な
り
の
回
答
が
導
け
て
い
る
。

Ｃ　

回
答
の
根
拠
が
乏
し
い
・
字
数
が
不
足
し
て
い
る
。

→C
lassroom

内
で
「
質
問
」
を
活
用
。
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《
振
り
返
り
・
反
省
》

○
生
徒
の
意
見

・
司
馬
遷
は
項
羽
を
直
接
褒
め
た
り
せ
ず
、

あ
え
て
冷
た
い
目
線
で
項
羽
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
読
み
手
に
項
羽
に
は
優
し
い

一
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
た
。

・「
英
雄
の
器
」
で
の
呂
馬
通
は
「
英
雄
な

ら
面
目
な
ど
構
わ
ず
逃
げ
る
べ
き
で
、
項

羽
は
自
分
の
失
敗
を
天
の
せ
い
に
し
て
い

る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、沛
公
は
逃
げ
ず
、

天
命
に
抗
っ
た
か
ら
こ
そ
英
雄
で
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
も
主
張
し
て
い
た
。
私
も

そ
う
だ
と
思
え
た
。
自
分
が
滅
び
る
と
気

づ
い
て
も
な
お
、
逃
げ
ず
に
戦
い
続
け
、

最
期
は
自
ら
首
を
切
り
自
殺
し
た
行
為

は
、
沛
公
ら
の
手
に
よ
り
滅
び
る
と
い
っ
た
運
命
を
自
ら
手
を
下

す
こ
と
で
変
え
た
行
為
で
も
あ
り
、
天
に
抗
う
行
動
で
あ
る
よ
う

に
も
思
え
た
。

○
公
開
授
業
を
参
観
し
た
教
員
の
感
想

・
論
賛
や
芥
川
を
読
ま
せ
た
点
は
提
案
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。

・
改
め
て
本
文
の
表
現
ベ
ー
ス
で
解
釈
を
問
い
直
し
、
天
命
に
迫
っ

て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。
論
賛
自
体
が
、
生
徒
の

司
馬
遷
観
の
揺
さ
ぶ
り
に
な
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

・
こ
の
実
践
は
、
項
羽
像
を
読
む
と
い
う
よ
り
も
、
項
羽
を
通
し
て

書
き
手
と
し
て
の
司
馬
遷
像
を
読
む
実
践
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。 ▲ Google Classroom の質問①

▲上記の質問に、生徒が回答した Google フォーム
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３
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用
の
効
果
に
つ
い
て

　

Classroom

の
利
活
用
に
よ
っ
て
、
多
く
の
生
徒
が
自
分
な
り
の

解
答
を
提
出
・
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
「
書
く
」
と
い

う
学
習
よ
り
も
「
打
つ
・
タ
イ
プ
す
る
」
学
習
の
方
が
生
徒
の
抵
抗

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　

ま
た
、
単
純
で
は
あ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
よ
っ
て
、
共
有
の

ス
ピ
ー
ド
が
上
が
る
た
め
、
教
室
で
意
見
を
出
し
て
い
く
「
論
争
」

や
、
意
見
を
交
流
さ
せ
る
「
累
積
」
と
い
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
輪
読
等
に
比
べ

て
も
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に

感
じ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、

批
判
的
か
つ
建
設
的
な
意
見

を
構
築
す
る
「
探
究
」
の
活

動
ま
で
は
ま
だ
及
ん
で
い
な

い
の
で
、
そ
こ
を
目
指
し
た

い
。「
自
分
と
は
違
っ
た
色
々

な
読
み
方
を
し
て
い
る
子
が

い
る
。
し
か
も
根
拠
が
明
確

で
納
得
で
き
る
。」
と
い
う

経
験
を
経
て
、
自
己
の
考
え

が
高
次
な
も
の
に
昇
華
さ

れ
、
解
釈
の
多
様
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
自
分
の
読
み
が

補
強
さ
れ
て
行
く
よ
う
な
体
験
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
深
い
読
み
」

＝
「
探
究
」
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４
．
本
校
国
語
科
に
お
け
る
国
語
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ

　

今
年
度
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
禍
に
お
い
て
、
国
語
科
と
し
て

も
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
や
課
題
の
配
信
な
ど
様
々
な
取
り
組
み
を
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
行
っ
て
き
た
。
国
語
の
授
業
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利

活
用
を
効
果
的
に
行
う
と
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
か
と
考
え
た
と

き
に
、

・
生
徒
の
学
び
に
向
か
う
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

使
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
し
ま
う
と
意
味
が
な
い
。

・
国
語
の
授
業
の
目
的
と
し
て
、多
様
な
価
値
観
や
意
見
を
共
有
し
、

多
面
的
な
思
考
を
獲
得
す
る
こ
と
が
最
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　

改
め
て
、
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
授
業
力
で
あ
り
、
理

想
の
授
業
を
描
か
な
い
ま
ま
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
っ
て
も
効
果
が
低
い
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
効

果
的
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
今
一
度
し
っ
か
り
見
極

め
て
い
く
覚
悟
が
、
今
教
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

▲授業の流れを説明するスライド
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♦
作
者
と
歌

　

こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
高
校
生
の
皆
さ
ん
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九

段
の
「
あ
づ
ま
下
り
」
で
目
に
す
る
こ
と
が
多
い
と

思
い
ま
す
。
作
者
・
在
原
業
平
は
、
平
安
時
代
の
歴

史
書
『
三
代
実
録
』
に
、「
体
貌
閑
麗
。
放
縦
不
レ

拘
。

略
無
二

才
学
一

。
善
作
二

倭
歌
一

」（
容
姿
端
麗
だ
が
奔
放

な
性
格
で
、
学
才
は
な
い
が
和
歌
を
詠
む
の
は
上
手

い
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
伊
勢
物
語
』
に
登
場
す

る
主
人
公
の
「
男
」
も
様
々
な
恋
愛
を
経
験
し
て
和

歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
か
ら
、「
男
」
の
モ
デ
ル
が
業
平

と
言
わ
れ
る
の
も
納
得
で
す
。

　
「
か
ら
衣
」
の
歌
は
、東
国
へ
向
け
て
旅
を
続
け
る

「
男
」
が
、三
河
の
国
の
八
橋
に
到
着
し
た
折
、水
辺

に
美
し
く
咲
い
た
「
か
き
つ
ば
た
」
を
歌
に
折
り
込

ん
で
旅
の
心
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
五
七
五
七
七
の

各
句
の
頭
を
つ
な
げ
る
と
「
か
き
つ
ば
た
」
と
な
る

折
句
を
は
じ
め
、
掛
詞
や
縁
語
、
枕
詞
や
序
詞
な
ど

技
巧
を
凝
ら
し
た
歌
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の

一
首
を
読
み
解
く
と
和
歌
の
修
辞
を
一
通
り
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
枕
詞
や
序
詞
と
解
釈
し
な
い
説
も

あ
り
ま
す
。）

現
代
語
訳　

い
つ
も
着
て
い
て
身
に
な
じ
ん
だ
唐か
ら

衣こ
ろ
も

の
褄つ
ま

の
よ
う
に
、
馴
れ
親
し
ん
だ
妻
が
都
に

い
る
の
で
、
は
る
ば
る
遠
く
ま
で
や
っ
て
き
た
旅

を
、
悲
し
く
思
う
こ
と
だ
。

か
ら
衣こ

ろ
も

き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば

は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅た

び

を
し
ぞ
思お

も

ふ在あ
り

原わ
ら
の

業な
り

平ひ
ら

（
古
今
和
歌
集
巻
九
・
羈き

旅り
ょ

・
４１０
）

第2回

ことばでつながる やまとうた

「あづま下り」と
この歌の英訳が、

『言語文化』に
掲載されています！
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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）
筑波大学附属高等学校教諭。
大修館書店国語教科書編集委
員。競技かるたの指導者、公
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

　

こ
の
歌
で
は
掛
詞
に
よ
り
「
馴
る
」「
褄
」「
張
る
」

な
ど
、「
衣
」
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
縁
語
を
、
多
義
的
な
英
単
語
を
生
か
し
て
再
現

し
て
み
ま
し
た
。

　

た
と
え
ばfam

iliar

は
「
な
る
」
の
訳
で
「
な
じ

ん
だ
衣
」「
な
じ
ん
だ
妻
」両
方
の
意
味
合
い
を
持
ち

ま
す
。stretching far

は
「
は
る
ば
る
」
と
「
張

る
」両
方
の
訳
に
な
っ
て
お
り
、 hem

 of journeys

は
「
旅
に
つ
き
も
の
」
の
意
味
で
す
が
、hem

は

「
褄
」
で
す
。

　

さ
ら
に
、
英
訳
の
各
行
の
頭
文
字
を
つ
な
ぐ
と

IRIS

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、歌
の
各
句
の
冒
頭
を

つ
な
ぐ
と
「
か
き
つ
ば
た
」
と
な
る
折
句
の
技
法
を

そ
の
ま
ま
訳
し
た
も
の
で
す
。
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク

は
日
本
語
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
り
、
英
語
で
は
再

現
し
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
の
歌
で
は
ち
ょ
う
ど
う

ま
く
は
ま
り
ま
し
た
。

ま
く
み
ら
ん

お
く
む
ら

まくみらん

I n these familiar lovely robes I’m

R eminded of the beloved wife

I  have left behind, stretching far-

S adness, the hem of journeys.

英
語
で
読
む

47 ことばでつながる やまとうた

046-049_115-06_yamatouta.indd   47 2021/03/23   23:25



　
「
か
ら
衣
」
の
歌
は
掛
詞
に
よ
っ
て
「
衣
」
に
ま
つ
わ
る
縁
語
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
男
た
ち
は
、
恋
し
い
妻
を
都
に
残
し
て
旅

を
続
け
て
い
ま
す
。
旅
寝
の
と
き
は
衣
服
を
脱
が
ず
そ
の
ま
ま
眠
る

丸ま
ろ

寝ね

を
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
都
で
恋
し
い
妻
と
共と

も

寝ね

を

し
た
時
に
は
、同
じ
衣
を
寝
具
に
し
て
夜
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。そ

の
た
め
、一
人
寝
の
孤
独
は
「
衣こ

ろ
も

片か
た

敷し

く
」
と
歌
に
詠
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
た
と
え
ば
『
万
葉
集
』
巻
十
一
２
６
０
８
の
、

　
　
妹
が
袖
別
れ
し
日
よ
り
白
た
へ
の

　
　
　
衣
片
敷
き
恋
ひ
つ
つ
ぞ
寝
る

と
い
う
歌
は
、
妻
と
離
れ
た
日
か
ら
ず
っ
と
衣
の
片
袖
を
敷
い
て
恋

し
く
思
い
な
が
ら
一
人
寝
す
る
男
の
心
情
を
詠
ん
だ
歌
で
す
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
六
三
段
「
つ
く
も
髪
」
に
も
「
衣
片
敷
く
」
を
詠

ん
だ
歌
が
あ
る
の
で
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や

　
　
　
恋
し
き
人
に
あ
は
で
の
み
寝
む

　
「
敷
物
の
上
に
衣
の
片
袖
を
敷
い
て
、今
夜
も
恋
し
い
あ
の
人
に
逢

わ
な
い
で
寝
る
の
か
し
ら
」
と
歌
を
詠
ん
だ
人
物
は
、
な
ん
と
白
髪

の
老
女
で
し
た
。
白
髪
の
こ
と
を
「
つ
く
も
」
と
呼
ぶ
の
は
海
藻
の

「
江つ

浦く

草も

」
に
似
る
た
め
で
、「
九
十
九
」
の
字
を
あ
て
る
の
は
、
百

か
ら
一
を
引
く
と
「
白
」
と
い
う
字
に
な
る
こ
と
か
ら
で
す
。
第
六

三
段
で
は
、
恋
愛
を
諦
め
な
い
老
婆
の
願
い
を
叶
え
る
べ
く
、
親
孝

行
の
息
子
が
「
在ざ

い

五ご

中ち
ゅ
う

将じ
ょ
う

（
在
原
業
平
）」
に
頼
ん
で
老
母
と
共

寝
を
し
て
も
ら
う
お
話
で
す
。
業
平
が
ど
ん
な
女
性
に
対
し
て
も
愛

情
を
か
け
る
理
想
的
な
男
性
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
、
老
女
と
な

っ
て
も
恋
愛
に
夢
見
る
女
性
の
姿
は
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る

「
源げ

ん
の

典な
い
し
の
す
け侍

」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
私
も
こ
ん
な
お
婆
ち
ゃ
ん
に
な

っ
て
み
た
い
な
と
妄
想
が
膨
ら
み
ま
す
。

　

さ
て
、「
か
き
つ
ば
た
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
「
折
句
」
で
す
が
、同

時
代
に
同
じ
修
辞
で
詠
ま
れ
た
歌
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
古
今
和
歌

集
』
や
三
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
「
物も

の

名の
な

」
と

呼
ば
れ
る
部ぶ

立だ
て

が
あ
り
、
各
句
の
頭
で
は
な
く
、
歌
の
途
中
に
特
定

の
言
葉
を
詠
み
込
む
遊
戯
的
な
歌
が
集
め
ら
れ
、「
隠か

く
し

題だ
い

」
と
も
呼

ば
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
次
の
歌
は
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
。

今
回
の
歌

か
ら
衣こ

ろ
もき

つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅た

び

を
し
ぞ
思お

も

ふ
（
在あり
原
わ
ら
の

業なり
平ひら）

く
ら
べ
て
読
む
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こ
き
色
が
い
つ
は
た
う
す
く
う
つ
ろ
は
む

　
　
　
花
に
心
も
付
け
ざ
ら
ん
か
も

�

（『
拾
遺
和
歌
集
』
３５９
　
よ
み
人
知
ら
ず
）

　
「
濃
い
花
の
色
は
い
つ
か
ま
た
薄
く
色
あ
せ
る
だ
ろ
う
。今
が
盛
り

の
花
に
心
を
寄
せ
て
賞
美
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」こ
ん
な
現
代

語
訳
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
音
便
や
音
の
清
濁
の
入
れ
替
わ
り
が
あ

っ
て
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
す
が
、
こ
の
歌
に
は
「
こ
き
色
が
い
つ
は

4

4

4

4

た4

」
つ
ま
り
「
か
い
つ
ば
た
（
か
き
つ
ば
た
）」
の
花
が
詠
み
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
先
生
の
英
訳
の
「
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
」
同
様
、
隠

さ
れ
た
言
葉
を
自
分
で
見
つ
け
ら
れ
る
と
楽
し
い
で
す
よ
ね
。

▼
か
き
つ
ば
た

　
『
伊
勢
物
語
』は
後
代
の
芸
術
作
品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
江
戸
時
代
の
画
家
・
尾お

形が
た

光こ
う

琳り
ん

の
描
い
た
「
八や

つ

橋は
し

図ず

屛び
ょ
う

風ぶ

」

（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
収
蔵
）
は
、か
き
つ
ば
た
と
八
橋
だ
け
を

描
い
た
屛
風
で
す
が
、『
伊
勢
物
語
』
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
、
そ
れ

だ
け
で
「
あ
づ
ま
下
り
」
の
情
景
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
人
物
が
描
か

れ
ず
、
背
景
や
道
具
だ
け
で
物
語
や
歌
の
世
界
を
表
現
し
た
も
の
は

「
留
守
模
様
」
と
呼
ば
れ
、当
時
の
人
々
の
誰
も
が
そ
の
物
語
や
歌
を

こ
と
ば
と
文
化

知
っ
て
い
る
普
遍
性
が
あ
っ
て
成
立
す
る
「
本
歌
取
り
」
の
よ
う
な

も
の
で
し
た
（
谷
知
子
『
和
歌
文
学
の
基
礎
知
識
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
、
二
〇
〇
六
）。

　

同
じ
光
琳
の
「
燕か

き
つ
ば
た

子
花
図ず

屛び
ょ
う

風ぶ

」（
根
津
美
術
館
収
蔵
・
国
宝
）

も
同
様
の
「
留
守
模
様
」
の
技
法
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は

八
橋
さ
え
も
描
か
ず
、
か
き
つ
ば
た
の
み
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
か

き
つ
ば
た
の
花
だ
け
で
『
伊
勢
物
語
』
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
江
戸
時

代
の
人
々
の
美
意
識
に
脱
帽
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
こ
に
も
注
目
！

おくむら

　
『
伊
勢
物
語
』が
江
戸
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
皆
で
楽
し
む
古
典
作

品
だ
っ
た
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
の
パ
ロ
デ
ィ
が
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら

も
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
江
戸
時
代
初
期
に
成
立
し
た『
仁に

勢せ

物
語
』

は
、
原
文
を
徹
底
的
に
も
じ
り
、
滑
稽
な
表
現
の
物
語
に
仕
立
て
て

い
ま
す
。「
あ
づ
ま
下
り
」に
登
場
す
る
三
河
の
国
八
橋
は
三
河
の
国

「
岡
崎
」
と
な
り
、お
茶
の
名
産
地
と
し
て
紹
介
さ
れ
ま
す
。
川
柳
で

は
「
業
平
も
骨
を
折
句
の
か
き
つ
ば
た
」
な
ど
と
詠
ま
れ
、
技
巧
的

な
「
か
ら
衣
」
の
歌
を
詠
む
の
に
業
平
も
苦
労
し
た
こ
と
を
駄
洒
落

に
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

49 ことばでつながる やまとうた
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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
。

 

詩
は
敷
居
が
高
い
？

前
回
で
も
少
し
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、

「
詩
」
と
な
る
と
、や
は
り
少
し
敷
居
が
高
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
ア

メ
リ
カ
…
。
海
外
へ
と
出
か
け
て
、
様
々
な
国
の

詩
人
た
ち
と
お
会
い
す
る
機
会
が
こ
れ
ま
で
に
あ

り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
出
会
い
を
重
ね
て
い
く

中
で
比
べ
て
み
る
と
、
日
本
以
外
の
国
々
で
は
そ

れ
が
か
な
り
低
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

例
え
ば
あ
る
国
の
詩
人
と
初
め
て
知
り
合
っ
た

時
に
、
素
敵
な
絵
が
あ
し
ら
わ
れ
た
大
き
い
サ
イ

ズ
の
カ
ー
ド
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
る
も

の
を
渡
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
と
尋

ね
て
み
る
と
、昨
日
出
来
上
が
っ
た
短
い
詩
を
、今

日
お
会
い
す
る
人
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
た
め

に
手
書
き
し
た
も
の
だ
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
の
贈
り
物
と
し
て
、
詩
が

毎
日
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
と
感

心
す
る
と
、
私
た
ち
の
間
で
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
す
よ
…
、
と
。
い
い
な
あ
。
う
ら
や
ま
し
く
な

り
ま
し
た
。

ま
た
別
の
国
で
は
、
や
は
り
知
り
合
っ
た
ば
か

り
の
詩
人
が
、
手
の
ひ
ら
を
出
し
て
と
い
う
の
で

そ
の
通
り
に
し
て
み
る
と
、
ち
ょ
こ
ん
と
小
さ
な

袋
を
載
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
後
で
静
か
に
中
を
見

て
み
る
と
、
白
く
て
可
愛
ら
し
い
流
木
が
入
っ
て

い
て
、
そ
こ
に
詩
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
名
前

と
出
会
っ
た
日
付
と
自
作
の
詩
。
心
が
温
か
く
な

り
ま
し
た
。
旅
の
記
念
と
し
て
今
も
玄
関
に
飾
っ

て
い
ま
す
。

私
は
こ
ん
な
ふ
う
に
誰
か
に
、
例
え
ば
親
し
い

人
に
ち
ょ
っ
と
し
た
贈
り
物
を
す
る
み
た
い
に
し

て
、
言
葉
を
や
り
と
り
で
き
る
と
い
い
な
あ
と
い

第
二
回 

お
せ
、も
っ
と
、お
せ
。

和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

つ
も
憧
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
雰
囲
気
を
授
業
の
中
で
も
作
り
出
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

 

子
ど
も
の
詩
と
い
う「
贈
り
物
」

私
は
子
ど
も
た
ち
の
詩
と
出
会
う
機
会
を
数
多

く
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
い
つ
も
と
び
き

り
の
「
贈
り
物
」
を
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
目
頭
が
熱
く
な
る
こ
と
が
良
く
あ
り
ま
す
。

少
し
だ
け
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ち
さ
と
、
お
せ
。
も
っ
と
お
せ
。

ち
さ
と
、
お
せ
、

も
っ
と
、
お
せ
。

ま
わ
し
も
っ
て
、
お
せ
。

こ
し
お
ろ
し
て
、
お
せ
。 

詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ
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こ
う
ち
ょ
う
先
生
の
こ
え
が
き
こ
え
る
。

こ
う
て
い
の
、
ま
る
ど
ひ
ょ
う
。

ま
い
日
、

こ
う
ち
ょ
う
先
生
と
、

す
も
う
の
れ
ん
し
ゅ
う
。

夏
休
み
の
日
も
、 

朝
一
番
に
、

こ
う
ち
ょ
う
先
生
が
ま
っ
て
い
る
。

当
時
小
学
校
三
年
生
だ
っ
た
、
大
和
田
千
聖
君

の
書
い
た
「
ち
さ
と
、お
せ
。
も
っ
と
お
せ
。」
と

い
う
作
品
。
微
笑
ま
し
く
ユ
ニ
ー
ク
な
情
景
が
浮

か
ん
で
き
ま
す
。
夏
休
み
の
朝
稽
古
の
相
手
は
校

長
先
生
。「
お
せ
」と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
に
躍
動
が

感
じ
ら
れ
る
作
品
で
す
。

い
よ
い
よ
初
め
て
の
大
会
に
出
場
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

こ
う
ち
ょ
う
先
生
の
、

い
つ
も
の
こ
え
が
き
こ
え
る
。

ち
さ
と
、
お
せ

も
っ
と
、
お
せ
の
こ
え
。

力
が
ど
ん
ど
ん
わ
い
て
く
る
。

じ
し
ん
が
わ
い
て
く
る
。

お
し
て
、

お
し
て
、

お
し
ま
く
っ
た
。

は
じ
め
て
の
す
も
う
で
三
い
。

何
と
初
め
て
の
大
会
で
三
位
。
そ
の
嬉
し
さ
を
、

最
後
に
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。

な
ん
で
も　

が
ん
ば
れ
る
。 

な
ん
に
で
も
、
が
ん
ば
れ
る
。 

こ
う
ち
ょ
う
先
生
の
こ
え
、 

ま
ほ
う
の
力
を
も
つ
こ
え
だ
。

校
長
先
生
の
声
に
励
ま
さ
れ
て
、
千
聖
君
は
ど

ん
な
に
辛
く
て
も
前
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
こ
こ
に
先
生
と
子
ど
も
さ

ん
の
練
習
の
日
々
と
、
そ
れ
に
よ
り
培
わ
れ
た
強

い
絆
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。

と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
こ
に
子
ど
も
さ
ん
の
気
持
ち
が
深
く
宿
っ
て
い

る
な
ら
、
詩
は
後
か
ら
や
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ

う
に
読
ん
だ
時
に
思
い
ま
し
た
。「
ち
さ
と
、
お

せ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
読
ん
で
い
る
私
た
ち
を

も
励
ま
し
て
先
へ
と
導
い
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な

明
か
り
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

言
葉
を
た
と
え
多
く
使
わ
な
く
て
も
、
そ
の
背

後
に
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
い
れ
ば
、
心

が
動
か
さ
れ
る
。
私
は
子
ど
も
さ
ん
た
ち
の
詩
か

ら
そ
れ
を
学
ん
で
い
ま
す
。

 

「
ま
ほ
う
」の
言
葉
と
の
出
会
い

次
に
紹
介
す
る
詩
は
、
当
時
小
学
校
一
年
生
の

さ
と
う
り
ゅ
う
の
す
け
く
ん
が
、
東
日
本
大
震
災

の
折
に
、
津
波
で
家
も
町
も
そ
の
全
て
が
流
さ
れ

て
し
ま
っ
て
、
毎
晩
の
よ
う
に
そ
れ
を
思
っ
て
泣

い
て
い
る
祖
母
を
励
ま
そ
う
と
思
っ
て
、
記
憶
に

あ
る
元
の
町
の
風
景
（
か
つ
て
の
宮
城
県
志
津
川

町
・
現
南
三
陸
町
）
を
懸
命
に
絵
に
描
い
た
り
、詩

に
書
い
た
り
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
生
ま
れ
て
初
め
て
書
い
た
「
ま
ほ
う
の

つ
な
み
」
と
い
う
詩
で
す
。

　

ま
ほ
う
の
つ
な
み

こ
わ
れ
た
お
う
ち
は
も
と
ど
お
り

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
も

び
ょ
う
い
ん
も

こ
の
え
が
で
き
た
ら

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

詩の教室へようこそ
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み
せ
る
よ

も
と
に
も
ど
っ
た

し
ず
が
わ
の　

え

お
ば
あ
ち
ゃ
ん

げ
ん
き
を
だ
し
て
ね

い
つ
か
き
っ
と　

い
い
つ
な
み
が
や
っ
て
き
て

も
と
の
ま
ち
に
な
る
か
ら

ま
ほ
う
の
つ
な
み
で　

も
と
の
し
ず
が
わ
に　

も
ど
る
か
ら

あ
り
っ
た
け
の
思
い
で
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る

姿
に
胸
を
打
た
れ
、
そ
し
て
心
を
衝
か
れ
た
思
い

が
し
ま
し
た
。「
い
い
つ
な
み
」
や
「
ま
ほ
う
の
つ

な
み
」
と
い
う
言
葉
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
の
で

す
。震

災
直
後
は
誰
も
が
打
ち
ひ
し
が
れ
て
、「
海
」

や
「
津
波
」
と
い
う
単
語
に
底
知
れ
な
い
恐
ろ
し

さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
さ
と
う
く
ん
は

人
を
思
う
一
心
で
、
新
し
い
言
葉
の
明
か
り
を
見

つ
け
て
い
る
の
で
す
。
読
み
返
す
ほ
ど
に
こ
の
詩

の
フ
レ
ー
ズ
の
背
中
に
、
た
く
さ
ん
の
方
々
の
無

念
の
涙
と
祈
り
の
念
を
強
く
感
じ
ま
す
。

中
学
校
一
年
生
の
小
川
倫
花
さ
ん
の
「
お
ま
も

り
」
と
い
う
詩
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
最
後
の

別
れ
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

　

お
ま
も
り

病
室
の
窓
か
ら　

見
え
た
寒
空

「
好
き
な
物
を
買
っ
て
ね
。」

ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が　

横
に
な
っ
た
ま
ま

細
く
白
い
手
を
差
し
の
べ
て

渡
し
て
く
れ
た
お
こ
づ
か
い

何
だ
か
気
ま
ず
く
て

い
つ
も
み
た
い
に
気
軽
に
も
ら
え
な
か
っ
た

「
い
い
か
ら　

い
い
か
ら
。」

最
後
に
も
ら
っ
た
五
千
円
札

ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
の
思
い
出
が

よ
み
が
え
る
お
札

今
ま
で
も　

こ
れ
か
ら
も

さ
い
ふ
の
中
で

ず
っ
と
私
を
守
っ
て
く
れ
る　

お
ま
も
り

先
に
紹
介
し
た
二
つ
の
詩
に
も
登
場
し
た
「
ま

ほ
う
」
の
何
か
が
、
こ
の
詩
に
も
込
め
ら
れ
て
あ

る
か
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
も
ず

っ
と
小
川
さ
ん
の
お
守
り
は
心
に
あ
り
続
け
る
の

で
し
ょ
う
。

大
切
な
家
族
の
死
を
経
験
し
て
、
一
歩
ず
つ
成

長
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
も
見
え
て
き
ま
す
。

 

大
切
な
誰
か
へ
の
手
紙
の
よ
う
に

詩
の
中
に
映
じ
ら
れ
て
い
る
、
成
長
感
覚
こ
そ

を
味
わ
い
た
い
、
そ
し
て
分
か
ち
合
い
た
い
。

作
者
自
身
が
自
分
の
言
葉
で
現
在
進
行
形
で
あ

る
今
と
向
き
合
い
、
少
し
も
ご
ま
か
さ
ず
に
鋭
く

何
か
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
時
に
、
一
篇
が
書
き

あ
げ
ら
れ
た
瞬
間
が
た
と
え
何
歳
で
あ
ろ
う
と
も
、

全
て
の
世
代
へ
と
訴
え
る
力
と
読
み
手
を
人
生
の

先
へ
と
導
こ
う
と
す
る
言
葉
の
灯
火
が
内
在
す
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
に
あ
ら
た
め
て

お
伝
え
し
た
い
の
で
す
。

先
生
へ
、
あ
る
い
は
家
族
へ
。
詩
と
は
例
え
る

な
ら
大
切
な
誰
か
に
宛
て
た
手
紙
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
そ
ん
な
思
い
で
、
ま
ず
は
親
し
く
語
り
か

け
る
よ
う
に
し
て
一
節
を
書
き
始
め
て
み
る
こ
と

を
促
し
て
み
る
と
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

投
稿
作
品
が
集
ま
り
出
し
て
い
ま
す
。
千
葉
県
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の
後
藤
ゆ
う
さ
ん
の
詩
。

下
手
く
そ
で
い
い
か
ら

世
間
体
や
周
り
の
評
価
な
ど

気
に
せ
ず
に

思
う
ま
ま
に

創
れ

パ
ワ
フ
ル
で
あ
れ

考
え
抜
く
の
だ

私
は
存
在
す
る

私
の
哲
学
で
私
は
生
き
る

そ
う
で
す
、
そ
の
若
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
私

は
待
っ
て
い
ま
す
。
投
稿
欄
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
。

ま
ず
は
気
に
せ
ず
に
思
う
が
ま
ま
創
る
気
持
ち
で
、

筆
を
走
ら
せ
て
み
て
下
さ
い
。
考
え
る
た
め
に
、

書
い
て
み
る
。
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
考
え
が
ま

た
新
し
い
考
え
を
連
れ
て
き
ま
す
。

次
は
、
高
知
県
の
関
谷
朋
子
さ
ん
の
詩
で
す
。

　

わ
た
し
が
男
に
生
ま
れ
て
い
た
な
ら

わ
た
し
が
男
に
生
ま
れ
て
い
た
な
ら

猫
を
一
匹
飼
っ
て

女
の
名
前
を
つ
け
る
だ
ろ
う

始
ま
っ
た
ば
か
り
の
夜

仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
に

わ
た
し
だ
け
に
頼
っ
て
欲
し
い
と
願
う
だ

ろ
う

完
全
体
で

約
束
が
で
き
る
人
に
な
り
た
い
と
思
う

そ
の
ほ
う
が

役
に
立
つ
か
ら

知
ら
な
い
ひ
と
か
ら
緊
急
の
メ
ー
ル
が
来

て
も

今
約
束
を
守
っ
て
い
ま
す
と
、
追
い
返
せ

る
か
ら

わ
た
し
が
男
に
生
ま
れ
た
ら

き
っ
と
後
悔
す
る
だ
ろ
う

強
い
強
い
と
褒
め
ら
れ
て

守
ら
れ
た
い
と
言
え
な
く
て

猫
を
一
匹
飼
っ
て
し
ま
う
か
ら

一
人
で
す
っ
て
言
え
な
く
て

最
初
の
一
節
「
わ
た
し
が
男
に
生
ま
れ
て
い
た

な
ら
／
猫
を
一
匹
飼
っ
て
／
女
の
名
前
を
つ
け
る

だ
ろ
う
」
に
と
て
も
惹
き
こ
ま
れ
ま
し
た
。
な
ん

だ
か
、
と
て
も
や
せ
我
慢
し
て
い
て
、
そ
れ
で
も

強
く
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
姿
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
無
理
し
て
強
が
っ
た
り
本
当
は
弱
虫
だ

っ
た
り
、
不
思
議
な
心
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。引

き
続
き
、
み
な
さ
ん
の
作
品
を
お
待
ち
い
た

し
て
お
り
ま
す
ね
。

 

地
球
を
め
ぐ
る
言
葉
と
詩

さ
て
冒
頭
の
話
に
少
し
だ
け
戻
り
ま
す
。

世
界
各
国
の
詩
人
た
ち
と
旅
の
空
で
語
り
合
っ

て
、
当
た
り
前
で
す
が
あ
ら
ゆ
る
国
に
は
あ
ら
ゆ

る
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
必
ず
詩
人
が
い
る
と

い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
ん
な
ふ
う
に
夢
を
見
ま
し
た
。
い
ろ
い

ろ
な
敷
居
が
ど
ん
ど
ん
低
く
な
っ
て
、
た
く
さ
ん

の
言
葉
と
詩
と
が
、
地
球
を
い
つ
も
ぐ
る
ぐ
る
と

め
ぐ
っ
て
い
る
よ
う
な
未
来
を
。

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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浙
江
省
紹
興
市
は
、
春
秋
時
代
の
越
国
の
都
で
あ
る
と
と
も
に
、

文
豪
魯ろ

迅じ
ん

の
故
里
で
も
あ
る
。
魯
迅
は
い
う
。「
勾
践
の
遺
跡
は
今

も
変
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
が
、
郷
里
の
男
女
は
斜
め
に
見
て
通
り

過
ぎ
、
顧
み
よ
う
と
は
し
な
い
」（『
会か

い

稽け
い

郡
故
書
雑
集
』
序
文
）
と
。

　
二
十
世
紀
も
間
も
な
く
終
わ
ろ
う
と
い
う
一
九
九
八
年
、
人
々
の

耳
目
を
惹
く
大
規
模
な
考
古
学
的
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。「
印
山

越
国
王
陵
」
は
紹
興
市
内
か
ら
西
へ
約
十
三
キ
ロ
、
書
家
王お

う

羲ぎ

之し

に

ま
つ
わ
る
名
勝
「
蘭
亭
」
か
ら
二
・
五
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

印
山
は
印
璽
の
形
に
似
る
と
こ
ろ
か
ら
命
名
さ
れ
た
俗
称
で
、
歴
史

的
に
は
木ぼ

っ

客か
く

山ざ
ん

と
呼
ば
れ
る
。『
越え

つ

絶ぜ
つ

書し
ょ

』『
呉ご

越え
つ

春し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う』

に
は
、

い
ず
れ
も
勾
践
の
父
允い

ん

常じ
ょ
うを

木
客
山
に
葬
り
、「
木
客
大た

い

冢ち
ょ
う」を

築
い

た
と
記
す
。
王
陵
は
「
甲
字
形
」
で
、
地
下
墓
道
の
長
さ
は
五
十
四

メ
ー
ト
ル
、つ
き
あ
た
り
に
三
角
形
の
木
組
み
の
墓
室（
前
室
・
中
室
・

後
室
に
三
分
割
さ
れ
る
）が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
発
掘
現
場
を

覆
う
か
た
ち
で
博
物
館
が
建
設
さ
れ
、
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
二

〇
一
二
年
の
再
訪
時
に
は
、見
学
通
路
が
新
た
に
整
備
さ
れ
て
い
た
。

　
ち
な
み
に
、
現
時
点
で
越
王
の
墓
と
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ

だ
け
で
あ
る
が
、
二
〇
一
九
年
、
浙
江
省
湖
州
市
安あ

ん

吉き
つ

県
で
越
の
王

侯
級
陵
墓
が
見
つ
か
っ
た
と
の
報
道
が
あ
り
、
今
後
の
展
開
が
注
目

さ
れ
る
。

青
山
あ
り
！

　
中
国
祠
墓
紀
行
「WEB国語教室」連動

第
四
回
　
印い

ん

山ざ
ん

越え
っ

国こ
く

王お
う

陵り
ょ
う

�

（
浙せ

っ

江こ
う

省
紹し

ょ
う

興こ
う

市
）

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：允常（？-B.C496）。春秋時代の越国の王。 
『呉越春秋』には元常とある。 
勾践（？-B.C465）。允常の子。春秋五覇の一人
にも数えられる。句践とも表記する。
墓所：浙江省紹興市蘭亭里木柵西南、市街から西

13km
アクセス：東京から ▶ 3h　上海 ▶ 高速鉄

道 1.5h　紹興
あわせて行きたい：大禹陵〈だいうりょう〉（浙江省

紹興市）、西施故里（浙江省諸曁〈しょき〉市）

浙 江 省
◉紹興市
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同
じ
紹
興
市
街
の
西
、
臥が

龍り
ょ
う

山ざ
ん

南
麓
に
は
、
勾
践
に
ま
つ
わ
る

遺
跡
「
越
王
台
」
が
あ
り
、
呉
越
の
興
亡
（
日
本
の
軍
記
文
学
『
太

平
記
』
に
も
そ
っ
く
り
収
め
ら
れ
て
い
る
）
で
知
ら
れ
る
勾
践
の
宮
殿

跡
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
は
春
秋
時
代
に
越
国
の
王
城
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
、『
越
絶
書
』
に
は
具
体
的
数
字
を
列
挙
し
つ
つ
、
そ
の

豪
壮
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
南
宋
の
嘉か

定て
い

十
五
年
（
一二二二）、
こ
の

地
の
地
方
長
官
に
よ
っ
て
大
規
模
に
整
備
さ
れ
、
山
上
に
築
か
れ
た

楼
閣
や
亭
の
総
数
は
七
十
二
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
域
内

に
鬱
蒼
と
茂
る
柏は

く

（
常
緑
樹
の
コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ
）
の
中
に
は
、
こ
の

時
期
に
植
え
ら
れ
た
古
木
も
多
い
。

　
現
在
、
こ
の
一
帯
は
府
山
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。
府
山

の
名
は
、
か
つ
て
紹
興
府
の
官か

ん

衙が

が
こ
の
山
の
東
麓
に
あ
っ
た
こ
と

に
由
来
す
る
。
南
の
大
門
か
ら
入
っ
て
、
急
な
石
段
の
坂
道
を
登
っ

て
い
く
と
、
公
園
の
中
心
部
に
位
置
す
る
越
王
殿
に
た
ど
り
着
く
。

現
在
の
建
物
は
、
一
九
八
一
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
。
園
内
に
は
、

勾
践
の
名
臣
と
し
て
范は

ん

蠡れ
い

と
並
び
称
さ
れ
る
大
夫
文ぶ

ん

種し
ょ
う

の
墓（
勾
践

に
死
を
命
じ
ら
れ
た
後
、
こ
の
山
に
葬
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
種
山
と
も
称

す
る
）、
北
宋
期
に
知
州
（
州
長
官
）
と
し
て
赴
任
し
た
文
学
者
、
范は

ん

仲ち
ゅ
う

淹え
ん

の
文
章
に
ち
な
ん
だ
清
白
堂
な
ど
が
点
在
す
る
。
勾
践
が
肝

を
嘗
め
て
「
会
稽
の
恥
」
を
雪
ぐ
こ
と
を
誓
っ
た
の
は
こ
の
場
所
で

あ
り
、こ
の
一
帯
と
古
代
日
本
（
倭
）
が
海
上
を
通
じ
て
往
来
が
あ
っ

た
こ
と
を
想
像
す
る
の
も
楽
し
く
、
同
時
に
、
李
白
の
名
詩
「
越
中

覧
古
」を
思
い
浮
か
べ
、在
り
し
日
の
勾
践
の
栄
華
を
偲
ん
だ
の
だ
っ

た
。

▲印山越国王陵博物館内の越王允常の墓室。（2006
年撮影）

▲越王殿に掲げられていた、勾践の事績を描いた
壁画（2012年撮影）

▲越王勾践を祀る越王殿は、越王台の中心部にあ
る（2012年撮影）
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　「
今
日
の
数
学
の
試
験
、
準
備
し
て
き
た
？
」「
え
っ
？

う
そ
！
　
逆
に
試
験
が
あ
る
の
忘
れ
て
た
」「
ま
あ
、お
前
、

数
学
得
意
だ
か
ら
な
」「
う
ん
、
好
き
な
ん
だ
よ
。
逆
に

国
語
は
苦
手
だ
け
ど
」「
な
あ
、さ
っ
き
か
ら
、『
逆
に
』『
逆

に
』
っ
て
言
っ
て
る
け
ど
、
全
然
、
逆
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
？
」「
え
っ
、
そ
う
か
な
。
逆
に
、『
逆
に
』
の
使
い

方
が
お
か
し
い
っ
て
こ
と
？
」「
や
っ
ぱ
り
、
全
然
、『
逆
』

じ
ゃ
な
い
よ
」。

＊

　「
逆
に
」
は
、「
勉
強
し
た
の
に
、
逆
に
成
績
が
下
が
っ

て
し
ま
っ
た
」
の
よ
う
に
、
物
事
が
予
想
や
期
待
と
は
逆

の
方
向
に
進
む
と
き
に
用
い
る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

「
逆
に
」
と
い
う
か
ら
、
ど
ん
な
話
に
な
る
の
か
と
思
っ

て
聞
い
て
い
る
と
、単
に
別
の
見
方
を
持
ち
出
し
た
だ
け
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
試
験
の
準
備
を
し
て
き
た
か

と
聞
か
れ
、
試
験
が
あ
る
こ
と
自
体
を
忘
れ
て
い
た
と
答

え
る
の
は
質
問
へ
の
真
っ
す
ぐ
な
返
答
に
は
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
意
識
か
ら
、「
逆
に
」
を
付
け
た
く
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。「
数
学
が
得
意
」
と
「
国
語
が
苦
手
」
は
、

内
容
は
対
照
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
予
想
に
反
す
る
展

開
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「『
逆
に
』の
使
い
方
が
お
か
し
い
」

は
、
相
手
の
発
言
を
言
い
直
し
て
確
認
し
て
い
る
だ
け
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
」「
そ
の
代
わ
り
」「
言

い
換
え
れ
ば
」
な
ど
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

＊

　
次
の
「
逆
」
の
使
い
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

　「
数
学
の
試
験
、
さ
っ
ぱ
り
解
け
な
か
っ
た
か
ら
、
先

生
の
似
顔
絵
を
描
い
と
い
た
ん
だ
。
そ
し
た
ら
、放
課
後
、

職
員
室
に
呼
ば
れ
て
さ
。
ね
ち
ね
ち
お
説
教
さ
れ
て
、
適

当
に
相
づ
ち
打
っ
て
た
ら
、
逆
切
れ
さ
れ
て
、
怒
鳴
る
ん

「
逆
切
れ
」の
理
由
は
と
ん
だ「
逆
恨
み
」

◉
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
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だ
も
の
。
ま
い
っ
た
ぜ
」「
そ
り
ゃ
お
前
が
よ
く
な
い
や
」

＊

　「
逆
切
れ
」
は
、
怒
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
怒
ら
れ

て
い
る
方
の
人
が
突
然
、
怒
り
出
す
こ
と
を
い
い
ま
す
。

怒
る
べ
き
で
な
い
、
そ
の
資
格
が
な
い
人
が
切
れ
る
の
を

い
ぶ
か
る
気
持
ち
を
「
逆
〜
」
が
示
し
て
い
ま
す
。
　
　

　
不
真
面
目
な
生
徒
を
先
生
が
怒
る
の
は
自
然
な
感
情
の

現
れ
で
す
。
そ
れ
ま
で
冷
静
に
話
し
て
い
た
先
生
が
、
生

徒
の
態
度
に
腹
を
据
え
か
ね
、
我
慢
で
き
な
く
な
り
、
怒

り
を
露
わ
に
す
る
の
は
「
逆
切
れ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

＊

　
用
法
が
広
が
っ
て
い
る
の
が
「
逆
恨
み
」
で
す
。『
明

鏡
国
語
辞
典
』
で
は
、
三
つ
の
語
釈
を
載
せ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、「
①
恨
み
に
思
う
人
か
ら
逆
に
恨
ま
れ
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
恨
み
」。
道
を
歩
い
て
い
て
、
飲
酒
運
転
の

車
に
は
ね
ら
れ
た
ら
、
歩
行
者
は
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
し
て

「
恨
み
」
を
抱
き
ま
す
。
逆
に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
歩
行
者

に
対
し
て
恨
み
の
感
情
を
も
っ
て
臨
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
「
逆
恨
み
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
次
に
、

「
②
人
の
好
意
を
悪
く
と
っ
て
、
逆
に
恨
む
こ
と
」。「
先

生
が
怒
っ
た
の
は
お
前
の
こ
と
を
思
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
。

逆
恨
み
な
ん
か
す
る
な
よ
」
の
よ
う
な
使
い
方
で
す
。

　
①
は
自
分
が
恨
ま
れ
る
べ
き
な
の
に
逆
に
恨
む
、
②
は

感
謝
す
べ
き
な
の
に
逆
に
恨
む
―
―
と
い
う
意
味
で「
逆
」

の
ベ
ク
ト
ル
が
発
生
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、「
③
筋
違
い
な
こ
と
を
理
由
に
恨
む
こ

と
」。
新
用
法
を
示
す
〔
新
〕
マ
ー
ク
付
き
で
、「
解
雇
を

逆
恨
み
し
て
放
火
す
る
」
の
用
例
を
付
し
て
い
ま
す
。
最

近
特
に
見
聞
き
す
る
言
い
方
で
す
が
、
①
②
の
よ
う
に
、

何
と
何
と
が
「
逆
」
な
の
か
が
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

筋
の
通
ら
な
い
恨
み
だ
と
い
う
違
和
感
、
理
不
尽
さ
が
、

「
逆
」
の
一
文
字
に
投
影
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

＊

　
犯
罪
の
場
合
、
加
害
者
は
被
害
者
に
「
恨
み
」
を
持
つ

か
ら
こ
そ
、
加
害
行
為
に
及
ぶ
と
も
い
え
ま
す
。「
恨
み
」

な
ら
情
状
酌
量
の
余
地
は
あ
り
ま
す
が
、「
逆
恨
み
」
と

す
る
と
加
害
者
へ
の
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
じ
ま

す
。
前
後
の
事
情
や
当
事
者
の
本
当
の
心
情
が
正
確
に
分

か
ら
な
い
と
、「
逆
」
で
あ
る
と
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
は
本
当
に
「
逆
」
な
の
か
？
　
何
に
対
し
て
「
逆
」

な
の
か
？
　
そ
の
「
逆
」
は
逆
に
逆
で
は
な
い
か
も
？
　

「
逆
〜
」
は
慎
重
に
使
い
た
い
も
の
で
す
。
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前
回
の
検
討
で
、﹁
死
ぬ
﹂
と
い
う
﹁
ナ
行
変
格
活
用
動
詞
﹂

に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。﹁
ナ
変
﹂
と
い
っ
て
も
不
規
則
活
用

を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
四
段
と
上
二
段
を
兼
任
す
る
特

別
な
活
用
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
と
の
関
係
に

も
ふ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
流
れ
で
課
題
は
一
休
み
し
て
、

他
の
変
格
活
用
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

兼
任
と
い
う
見
方
を
す
る
と
、﹁
サ
行
変
格
活
用
﹂
は

　
　

せ　
　

し　
　

す　
　

す
る　
　

す
れ　
　

せ
よ　

と
い
う
活
用
変
化
で
す
か
ら
、
連
用
形
以
外
は
下
二
段
で
活
用

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
見
方
に
よ
っ
て
は
未
然
形
・
命
令
形
以

外
は
上
二
段
活
用
と
も
捉
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、

サ
行
に
活
用
す
る
古
語
動
詞
を
調
べ
て
み
る
と
、
四
段
と
下
二

段
は
あ
る
の
で
す
が
、
上
二
段
活
用
の
動
詞
が
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
中
途
半
端
な
﹁
サ
変
﹂
活
用
が
あ
る
た
め
に
上
二
段

活
用
が
育
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
の
で

す
。
サ
変
動
詞
は
﹁
す
﹂﹁
お
は
す
﹂
だ
け
で
な
く
、﹁
具
す
﹂﹁
物

語
す
﹂﹁
念
ず
﹂﹁
御
覧
ず
﹂
な
ど
漢
語
と
結
び
つ
い
て
多
く
の

動
詞
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
他
の
行
で
い
え
ば
上

二
段
活
用
に
あ
た
る
動
詞
活
用
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
と
は
い
え
な

い
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て
異
質
な
動
詞
グ
ル
ー
プ
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

ま
た
、﹁
ラ
行
変
格
活
用
﹂
は

　
　
︵
あ
：
︶  

ら　
　

り　
　

り　
　

る　
　

れ　
　

れ

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
。

「
サ
変
」も「
ラ
変
」も
変
じ
ゃ
な
い
！

─
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う 

④

大お

お

倉く

ら 

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

古典文法
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と
い
う
活
用
変
化
で
す
か
ら
、終
止
形
以
外
は
四
段
活
用
で
す
。

ラ
行
に
活
用
す
る
動
詞
は
四
段
・
上
二
段
・
下
二
段
と
揃
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
ラ
変
が
何
か
の
規
則
活
用
を
兼
任
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
改
め
て
四
段
活
用
と
の
違

い
を
考
え
て
み
る
と
、
終
止
形
が
﹁
あ
り
﹂、
イ
段
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
ラ
変
以
外
の
動
詞
は
全
て
終
止
形
が
ウ
段
で
す
か

ら
、
こ
れ
は
大
き
な
違
い
で
す
。
で
は
終
止
形
が
イ
段
に
な
る

用
言
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
す
、
形
容
詞
は
﹁
し
﹂、

形
容
動
詞
は
﹁
な
り
・
た
り
﹂、い
ず
れ
も
終
止
形
は
イ
段
で
す
。

形
容
動
詞
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
と
も
と
﹁
静
か
に
・
あ
り
﹂

﹁
堂
々
と
・
あ
り
﹂
に
由
来
す
る
の
で
当
た
り
前
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
形
容
詞
と
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
の
が
気
に
な
る
の

で
す
。

　

改
め
て
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
を
眺
め
て
み
る
と
、﹁
あ
り
﹂

以
外
の
三
語
も
﹁
を
り
︵
ゐ
・
あ
り
︶﹂﹁
は
べ
り
︵
は
ひ
・
あ

り
︶﹂﹁
い
ま
す
が
り
︵
い
ま
す
・
か
・
あ
り
︶﹂
と
﹁
あ
り
﹂

が
隠
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
動
詞
の
意
味
は
、

﹁︵
主
体
が
︶
存
在
し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
多
く
の

動
詞
が
表
す
よ
う
な
、
目
に
見
え
る
﹁
動
作
・
変
化
﹂
と
は
大

き
く
違
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
英
語
で
も
、
存
在
を
意
味
す

る
動
詞
、
ｂ
ｅ
動
詞
は
、
格
変
化
が
あ
っ
た
り
と
他
の
動
詞
と

は
文
法
的
な
ふ
る
ま
い
が
大
き
く
違
う
こ
と
を
ご
存
じ
だ
と
思

い
ま
す
。
単
純
に
比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
日
本
語
の
文
法
の

歴
史
の
中
で
も
、
こ
の
ラ
変
の
﹁
あ
り
﹂
は
様
々
な
働
き
を
持

ち
、
多
く
の
助
動
詞
と
も
関
わ
り
を
持
つ
、
と
て
も
大
き
な
存

在
な
の
で
す
。

　

さ
ら
に
形
容
詞
の
意
味
か
ら
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。﹁
赤

し
・
暗
し
・
う
つ
く
し
・
に
く
し
・
を
か
し
⋮
⋮
﹂
こ
れ
ら
形

容
詞
は
﹁
動
作
・
変
化
﹂
で
は
な
く
、
物
事
の
﹁
状
態
﹂
や
人

間
の
﹁
情
意
﹂
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ラ
変
の
﹁
あ
り
﹂
が
表

す
﹁
存
在
し
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
と
近
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
ラ
行
変
格
活
用
動
詞
は
動
詞
と
形
容
詞
の
境
目

の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
活
用
に
も
、
終
止
形
が
イ
段
で

あ
る
と
い
う
形
容
詞
的
な
特
徴
が
混
じ
っ
て
い
る
と
考
え
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
サ
変
・
ラ
変
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
奈
良
時

代
以
前
、
残
さ
れ
た
文
献
資
料
か
ら
は
論
証
で
き
な
い
時
代
に

か
か
わ
る
日
本
語
動
詞
に
つ
い
て
の
推
測
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
こ
う
し
た
推
測
に
よ
っ
て
、
皆
さ
ん
の
古
語
動
詞
活

用
の
見
方
が
変
わ
っ
た
り
、
な
ん
だ
か
面
白
く
な
っ
た
り
す
る

こ
と
が
大
事
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

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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初
版
か
ら
愛
用
し
て
い
る『
明
鏡
』

の
最
新
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
多
く
の

魅
力
が
あ
る
辞
書
だ
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
は
誤
用
情
報
。『
明
鏡
』に
は

言
葉
の
使
い
方
の
解
説
が
詳
し
い
と

い
う
特
長
が
あ
り
、
第
三
版
で
も
解

説
が
追
加
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
「
爪

痕
」
の
項
目
で
は
、
最
近
よ
く
耳
に

す
る
「
爪
痕
を
残
せ
る
よ
う
頑
張
り

た
い
」
の
よ
う
な
言
い
方
が
「
本
来

は
誤
り
」で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。

誤
用
な
ど
か
ら
も
引
け
る
、
巻
末
の

索
引
と
あ
わ
せ
て
活
用
す
れ
ば
、
中

高
生
の
語
彙
学
習
に
も
大
い
に
役
立

つ
だ
ろ
う
。

ま
た
、
第
三
版
で
新
た
に
加
わ
っ

た
「
品
格
」
欄
も
興
味
深
い
。
た
と

え
ば
「
だ
ん
だ
ん
」
の
「
品
格
」
欄

を
見
る
と
、「
次
第
に
」「
徐
々
に
」

「
漸
次
」「
漸
を
追
っ
て
」
が
挙
が
っ

て
い
る
。
手
紙
や
論
文
を
書
く
と
き

な
ど
に
、
改
ま
っ
た
言
い
方
を
探
す

の
に
役
立
ち
そ
う
だ
。
後
ろ
の
表
紙

を
め
く
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、「『
品
格
』

欄
一
覧
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ぜ
ひ
多
く
の
人
に
使
っ
て
ほ
し

い
、「
推
し
辞
書
」
で
あ
る
（
な
お
、

「
推
し
」も
新
項
目
と
し
て
加
わ
っ
て

い
る
）。

本
書
は
17
章
立
て
で
、
プ
ラ
ト
ン

や
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
い
っ
た
哲
学
者

や
言
語
学
者
な
ど
の
言
葉
を
引
用
し

な
が
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
代

ま
で
の
言
語
研
究
の
歴
史
を
ひ
も
解

く
も
の
で
あ
る
。

原
著
者
の
ア
ン
ド
レ
ア
・
モ
ロ
は

生
物
学
者
で
、
生
成
文
法
の
立
場
か

ら
言
語
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

現
在
の
生
成
文
法
は
生
物
学
的
な
観

点
か
ら
の
言
語
研
究
が
盛
ん
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
生
物
学
者
が
生
成
文

法
を
語
る
の
は
あ
り
う
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
言
語
研
究
を
中

心
と
は
し
て
い
な
い
学
者
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

本
書
の
副
題
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

が
人
間
言
語
を
「
雪
の
結
晶
」
に
た

と
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
こ
れ

は
雪
の
結
晶
が
自
然
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
条
件
に
基
づ
い
て
、
瞬
時
に
反
応

し
て
で
き
る
過
程
が
言
語
構
造
と
似

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
詳
し

く
は
第
17
章
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
章

を
参
照
）。

最
後
に
、
本
書
は
各
章
を
写
真
と

し
、
本
全
体
を
ア
ル
バ
ム
に
た
と
え

て
い
る
。
こ
う
し
た
趣
向
は
原
著
者

の
人
と
な
り
が
見
え
て
、
面
白
い
。

こ
と
ば
を
め
ぐ
る
17
の
視
点

│
│
人
間
言
語
は「
雪
の
結
晶
」で
あ
る

ア
ン
ド
レ
ア
・
モ
ロ 

著
／
今
井
邦
彦 

訳

四
六
判
・
並
製
・
一
四
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
一
八
七
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
本
間
隆
雄

Ｂ
６
判
・
上
製
・
函
入
・

一
九
二
二
ペ
ー
ジ
・
二
色
刷

定
価
＝
三
三
〇
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
中
楠　

玲

明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版

北
原
保
雄 

編
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実
践 

行
動
変
容
の
た
め
の

ヘ
ル
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

│
│
人
を
動
か
す
10
原
則

奥
原　

剛 

著

行
動
を
な
か
な
か
変
え
ら
れ
な
い

こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
と
は
違

う
行
動
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ

は
、い
っ
た
い
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
保
健
・
医
療
の
現
場
で

注
目
を
集
め
て
い
る
「
行
動
変
容
に

つ
な
が
る
情
報
の
伝
え
方
」
に
つ
い

て
、
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
、
実
践

の
コ
ツ
を
楽
し
く
伝
え
て
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
本
書
の
中
心

を
成
す
「
人
を
動
か
す
10
原
則
」
で

あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
著
者
が
社
会

心
理
学
、
教
育
心
理
学
、
行
動
経
済

学
、
公
衆
衛
生
学
等
の
多
く
の
研
究

と
実
践
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
知
見
を

整
理
す
る
こ
と
で
誕
生
し
た
。
人
の

興
味
を
引
き
、わ
か
り
や
す
く
伝
え
、

考
え
方
を
変
化
さ
せ
、
記
憶
に
刻
み

つ
け
て
行
動
を
と
っ
て
も
ら
う
た
め

に
は
、「
何
を
」「
ど
う
」
伝
え
た
ら

よ
い
か
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、

そ
の
活
用
範
囲
は
、
決
し
て
保
健
・

医
療
の
現
場
だ
け
で
は
な
い
。

対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
難
し
い
今
、
紙
媒
体
や
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
等
で
も
活
用
で
き
る
。
本
書
に

も
、
大
学
や
小
学
校
で
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
登
場
す
る
が
、
生
徒
に
何
か
情

報
を
伝
え
る
と
き
、
授
業
の
展
開
の

ヒ
ン
ト
と
し
て
も
お
薦
め
し
た
い
。

評
者
＝
八
木　

環

本
書
は
、『
国
語
教
師
の
た
め
の
国

際
バ
カ
ロ
レ
ア
入
門
』
の
姉
妹
編
と

し
て
、
同
編
著
者
に
よ
っ
て
企
画
・

刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。前
著
が
、

「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア（
Ｉ
Ｂ
）」
の「
国

語
」
に
あ
た
る
「
言
語
Ａ
」
に
特
化

し
た
内
容
で
あ
っ
た
の
対
し
、
今
回

は
、
Ｉ
Ｂ
の
高
校
段
階
で
あ
る
Ｄ
Ｐ

の
全
６
教
科
と
、
Ｔ
Ｏ
Ｋ
（
知
の
理

論
）
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

対
話
型
、
探
究
型
と
い
っ
た
印
象

の
あ
る
Ｉ
Ｂ
教
育
で
あ
る
が
、
各
教

科
の
紹
介
を
と
お
し
て
大
き
な
特
徴

だ
と
感
じ
た
の
は
、
最
終
試
験
の
存

在
で
あ
る
。
ど
の
教
科
も
最
終
試
験

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
〇
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
五
三
〇
円
（
税
込
）

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
九
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
二
〇
〇
円
（
税
込
）

を
見
据
え
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
立
て
て
い
る
。そ

う
い
う
と
、
受
験
対
策
に
終
始
す
る

授
業
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
最
終
試
験
は
、
口
述
試
験
や

小
論
文
作
成
を
含
む
も
の
で
あ
り
、

授
業
は
自
然
と
対
話
的
、
探
究
的
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
改

革
の
進
む
日
本
の
入
試
を
考
え
る
上

で
も
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
。

本
書
に
は
、
Ｉ
Ｂ
教
員
養
成
大
学

の
紹
介
や
、
現
役
Ｉ
Ｂ
教
員
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
も
収
録
さ
れ
て
い

る
。
Ｉ
Ｂ
教
員
を
目
指
す
方
に
と
っ

て
、
必
携
の
一
冊
と
い
え
よ
う
。

評
者
＝
荒
木　

信

半
田
淳
子 

編
著

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
教
員
に
な
る
た
め
に

│
│
Ｔ
Ｏ
Ｋ
と
Ｄ
Ｐ
６
教
科
の
学
び
と
授
業
づ
く
り
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国
語
に
関
す
る
世
論
調
査

　

文
化
庁
は
９
月
25
日
、
２
０
１
９
年
度
の
「
国

語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
を
公
表
し
た
。

　
「
日
本
語
が
乱
れ
て
い
る
と
思
う
」
者
は
66
・
１

％
で
、
回
ご
と
に
そ
の
割
合
は
減
少
し
て
い
る
。

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
外
国
人
に
対
し
て
、
災
害

や
行
政
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
、
や
さ
し
い
日
本

語
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
い
う
取
り
組
み

に
つ
い
て
の
問
い
に
対
し
て
は
、「
知
っ
て
い
る
」

が
29
・
６
％
、「
知
ら
な
い
」
が
68
・
１
％
だ
っ
た
。

（https://w
w
w
.bunka.go.jp/koho_hodo_

oshirase/hodohappyo/92531901.htm
l

）

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
た
め
の
端
末
調
達

状
況

　

文
科
省
が
８
月
末
時
点
の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル

構
想
の
実
現
に
む
け
た
自
治
体
の
端
末
調
達
状
況

を
調
査
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、端
末
の
納
品
は
、

８
月
末
ま
で
に
２
％
、
年
内
に
27
％
、
年
度
内
に

71
％
の
自
治
体
が
完
了
す
る
と
の
回
答
。

（https://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/
other/m

ext_00921.htm
l

）

令
和
３
年
度
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
実
施

　

２
０
２
１
年
１
月
16
、
17
日
の
二
日
間
、
初
め

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
GIGA スクール構想の端末調達進捗状
況（10/30）
高等学校卒業（予定）者の就職（内定）
状況に関する調査公表。就職希望者は
昨年より 11.2％減（1/15）
令和３年度大学入学共通テスト実施
（1/16、17）
中教審が「『令和の日本型学校教育』の
構築を目指して」を答申（1/26）

　国語関係・時事
国語に関する世論調査結果公表（9/25）
立皇嗣の礼（11/8）
野口聡一宇宙飛行士らを乗せた民間宇宙
船「クルードラゴン」打ち上げ成功（11/15）

「はやぶさ２」のカプセル地球帰還（12/6）
「今年の漢字」は「密」（12/14）
ユネスコ無形文化遺産に「伝統建築工匠
の技」（17 分野）が登録決定（12/17）
１都３県に緊急事態宣言。（1/8〜）1/13
にはさらに７府県を追加。飲食店等の時
短営業が柱で休校は要請せず（1/13）
芥川賞は『推し、燃ゆ』（宇佐見りん）、
直木賞は『心（うら）淋し川』（西條奈
加）が受賞。（1/20）
新型コロナウイルスワクチン（ファイ
ザー社製）の国内承認（2/14）
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て
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

　

志
願
者
は
53
万
５
２
４
５
人
で
、
昨
年
の
セ
ン

タ
ー
試
験
よ
り
２
万
２
４
５
４
人
減
。
実
際
の
受

験
者
は
48
万
４
１
１
４
人
（
追
・
再
試
験
含
）
で

前
年
よ
り
４
万
２
９
５
８
人
減
、
受
験
率
は
90
・

5
％
だ
っ
た
。

１
／
16
、
17
の
本
試
験
受
験
者
は
48
万
２
０
８
８

人
。
１
／
30
、
31
日
は
、
高
校
生
の
み
本
試
験
志

願
可
能
で
あ
り
、受
験
者
は
５
３
６
人
。
追
試
験
、

再
試
験
等
を
受
け
た
者
は
１
４
８
９
人
（
16
、
17

日
の
本
試
験
に
加
え
て
受
け
た
者
も
含
む
。
昨
年

の
追
・
再
試
験
者
は
２
３
９
名
）。
２
／
13
、
14
の

特
例
追
試
験
の
受
験
者
は
１
名
だ
っ
た
。

　

国
語
の
平
均
点
は
１
１
７
・
51
点
（
２
０
０
点

満
点
。
前
年
よ
り
１
・
82
点
低
下
）、
教
科
選
択
率

は
94
・
８
％
。
得
点
調
整
は
、
公
民
、
理
科
②
で

行
わ
れ
た
。
得
点
調
整
は
共
通
一
次
、
セ
ン
タ
ー

試
験
を
通
じ
て
、
今
回
４
度
目
で
あ
っ
た
。

※
コ
ロ
ナ
の
影
響

　

16
、
17
日
の
試
験
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
て
受
験
で
き
ず
、
追
試
験
が
認

め
ら
れ
た
者
は
92
名
だ
っ
た
。今
年
の
テ
ス
ト
は
、

要
件
（
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
陰
性
で
無
症
状
な
ど
）
を
満

た
せ
ば
濃
厚
接
触
者
の
受
験
も
可
能
。し
か
し
、要

件
を
満
た
さ
ず
追
試
験
と
な
っ
た
受
験
者
は
１
３

２
名
い
た
。（https://w

w
w
.dnc.ac.jp/kyotsu/

shiken_jouhou/r3.htm
l

）

中
教
審「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』の
構
築
を

目
指
し
て
」を
答
申

　

中
央
教
育
審
議
会
は
１
月
26
日
、「『
令
和
の
日

本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目
指
し
て
」
を
答
申

し
た
。
こ
の
答
申
で
は
、
①
小
学
校
高
学
年
で
教

科
担
任
制
を
本
格
導
入
す
る
（
理
科
、
算
数
、
外

国
語
な
ど
）、
②
高
等
学
校
普
通
科
を
改
革
し
、
画

一
的
な
教
育
を
見
直
し
て
特
色
の
あ
る
学
科
の
新

設
を
認
め
る
、
③
全
て
の
高
等
学
校
に
教
育
活
動

の
指
針
と
な
る
「
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
」
の
策

定
を
求
め
る
、
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

（https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/
chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.
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
１
年
６
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

［
場
所
］
岩
手
大
学
（
詳
細
未
定
）

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.zenkankyo.gr.jp/

国
宝　

鳥
獣
戯
画
の
す
べ
て

［
会
期
］
２
０
２
１
年
４
月
13
日
〜
５
月
30
日

［
場
所
］
東
京
国
立
博
物
館 

平
成
館

［
問
合
せ
］https://chojugiga2020.exhibit.jp/

教
科
書
の
な
か
の
文
学
／
教
室
の
そ
と
の
文
学
Ⅳ

夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
と
そ
の
時
代

［
会
期
］
２
０
２
１
年
６
月
26
日
〜
９
月
18
日

［
場
所
］
日
本
近
代
文
学
館

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.bungakukan.or.jp/

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
て
、
開
催

の
延
期
、
中
止
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
へ
の
変
更
な
ど

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
学
会
・
研
究
会
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

日
本
方
言
研
究
会　

第
１
１
２
回
研
究
発
表
会

［
日
時
］
２
０
２
１
年
５
月
22
日
（
土
）

［
場
所
］
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催

［
問
合
せ
］http://dialectology-jp.org/

日
本
語
学
会
２
０
２
１
年
度
春
季
大
会

［
日
時
］
２
０
２
１
年
５
月
15
日
（
土
）・
16
日
（
日
）

［
場
所
］
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.jpling.gr.jp/
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詩
の
作
品
、
大
募
集
！

詩
人
の
和
合
亮
一
先
生
に
よ
る
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115号
2021年4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

　「
コ
ロ
ナ
禍
」
昨
年
か
ら
聞
か
な
い
日
は
な
い
く
ら
い
定
着
し
た
言
葉
。

誰
も
が
初
め
て
の
経
験
に
試
行
錯
誤
す
る
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
新
し
い
生
活
様
式
に
戸
惑
い
、
前
向
き
な
気
持
ち
を
維
持
す
る
こ

と
が
難
し
か
っ
た
で
す
。
行
政
・
仕
事
や
産
業
・
教
育
、
生
活
ス
タ
イ
ル

な
ど
に
も
多
数
変
化
が
生
じ
ま
し
た
。
在
宅
の
過
ご
し
方
に
も
変
化
が
あ

り
ま
し
た
。
本
を
読
む
習
慣
は
元
々
あ
っ
た
の
で
す
が
、
他
国
の
小
説
家

に
は
無
縁
で
し
た
。
し
か
し
一
人
の
小
説
家
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
前

向
き
に
な
れ
る
名
言
や
格
言
を
残
し
た
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
で
す
。「
武
器
よ

さ
ら
ば
」「
橋
の
た
も
と
の
老
人
」に
感
動
し
ま
し
た
。

夢
中
で
読
ん
だ
言
葉
と
い
う
の
は
、
い
つ
ま
で
も
頭

に
残
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

 

福
岡
支
店
　
出
口
博
之

　
札
幌
で
十
年
、
名
古
屋
で
約
二
年
勤
め
て
、
大
阪
に
三
年
前
に
戻
っ
て

参
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
大
阪
の
学
校
に
訪
問
す
る
と
、
事
務
室
の
前

で
大
修
館
さ
ん
と
声
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
十
二
年
振
り
に
お
会
い
し
た

の
に
覚
え
て
下
さ
っ
て
い
て
、
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
そ
の
後
も
他

教
科
の
先
生
に
も
声
を
掛
け
て
頂
き
、
営
業
に
は
何
気
な
い
会
話
も
大
事

な
の
か
な
と
思
う
次
第
で
す
。
ま
だ
し
ば
ら
く
は
マ
ス
ク
越
し
で
表
情
が

見
え
づ
ら
く
な
り
ま
す
が
、
い
つ
も
笑
顔
で
先
生
方
と
接
し
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
国
語
教
室
115
号
が
刊
行
さ
れ
る
春
に
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
落
ち
着
き
、
夏
に
は
明
る
い
話
題
と
し
て
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
こ

と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

 

大
阪
支
店
　
河
内
孝
治

「『
国
語
総
合
』
が
『
現
代
の
国
語
』
と
『
言

語
文
化
』
に
な
る
ん
で
す
よ
。」
…
…
え
？

国
語
総
合
な
く
な
る
ん
で
す
か
？

二
年
前
の
入
社
直
後
、
国
語
の
部
署
に
配

属
さ
れ
、
最
初
の
面
談
で
告
げ
ら
れ
た
衝
撃

の
事
実
。外
国
語
専
攻
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
、

国
語
科
の
大
変
革
は
寝
耳
に
水
で
し
た
。

評
論
を
読
ん
で
い
く
と
頭
が
ぼ
う
っ
と
す

る
。
古
典
の
テ
ス
ト
は
ほ
ぼ
雰
囲
気
で
解
答

し
て
し
ま
う
…
…
小
説
を
読
む
の
は
好
き
で

し
た
が
、
国
語
が
苦
手
な
高
校
生
の
典
型
で

し
た
。
そ
ん
な
自
分
が
、
国
語
教
科
書
の
大

改
訂
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
と
は
。

音
楽
な
ど
の
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
す
る
文
章

な
ら
読
み
や
す
い
か
な
。
古
典
が
苦
手
で
も

面
白
さ
を
味
わ
え
る
と
い
い
な
。グ
ル
ー
プ
活

動
も
楽
し
い
題
材
な
ら
盛
り
上
が
り
そ
う
。

あ
ま
り
得
意
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、「
こ
ん
な

国
語
だ
っ
た
ら
い
い
な
」と
い
う
思
い
を
反
映

し
た
く
て
、
奔
走
し
て
き
た
つ
も
り
で
す
。

大
修
館
の
「
現
代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」

に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
が
関
わ
り
、
多
彩
な

工
夫
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
国
語
が
苦

手
な
高
校
生
も
、
き
っ
と
国
語
が
好
き
に
な

る
。
そ
ん
な
四
冊
に
な
り
ま
し
た
。（
原
）
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