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2国語教室　第116号　2021年10月

扉
を
あ
け
る
読
書

ド
リ
ア
ン
助す

け

川が
わ

明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
教
授
。
作

家
、歌
手
。
著
書
多
数
。
映
画
化
も
さ

れ
た
小
説
『
あ
ん
』
は
世
界
十
五
言
語

で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。『
線
量
計
と
奥

の
細
道
』
で
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ

ブ
賞
受
賞
。

　

効
率
と
い
う
言
葉
が
正
義
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
い
つ

の
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。
新
幹
線
か
ら
食
堂
車
が
消
滅
し
た
と
き

も
、
そ
の
理
由
は
効
率
云
々
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
で
き

る
だ
け
多
く
の
客
を
乗
せ
て
運
行
し
た
方
が
、
経
済
的
に
実
り

が
多
い
と
い
う
事
情
は
わ
か
る
。
だ
が
、
在
来
線
の
特
急
も
含

め
、
食
堂
車
が
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
日
本
の
鉄
道
の
旅
か
ら

は
、
な
に
か
大
き
な
も
の
が
失
わ
れ
た
と
い
う
感
が
あ
る
。

　

本
の
読
み
方
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
か
つ
て
速
読
は
ひ

と
つ
の
芸
で
し
か
な
く
、
一
般
的
な
読
書
の
姿
勢
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
効
率
最
優
先
の
こ
の
時
代
で
は
、
俄
然
正
統
派

の
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る
。
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
ゲ
ー
ム
な
ど

で
忙
し
い
若
者
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
腰
を
据
え
て
人
生
の
味

わ
い
を
感
受
す
べ
き
壮
年
層
に
も
こ
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
。
一

冊
の
本
と
ゆ
っ
く
り
向
か
い
合
う
時
間
が
、
現
代
の
日
本
列
島

で
暮
ら
す
人
々
か
ら
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
を
読
む
な
ら
速

読
が
好
ま
し
い
し
、
名
作
を
知
る
な
ら
、
五
分
で
粗
筋
が
わ
か

る
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
都
合
良
い
の
で
あ
る
。

　

速
読
が
効
率
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
に
は
、
二
つ
の
理

由
が
あ
る
よ
う
だ
。
書
か
れ
て
い
る
知
識
を
吸
収
す
る
の
に
ち

ん
た
ら
時
間
を
か
け
て
い
る
の
は
バ
カ
ら
し
い
と
い
う
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
脳
の
活
性
化
で
あ
る
。
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
文

字
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
カ
ン
フ
ル
剤
で
も
打
っ
た
か
の
よ
う

に
脳
が
働
き
だ
す
と
い
う
理
屈
だ
。

　

ど
ん
な
読
み
方
を
し
よ
う
と
自
由
だ
か
ら
、
速
読
を
否
定
し

よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
読
書
は
、
知
識
を
吸
収
す
る
こ

と
だ
け
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
テ
レ
ビ
、
映
画
、
ゲ
ー
ム
な

ど
、
映
像
を
受
け
と
め
る
ば
か
り
の
脳
の
使
い
方
と
は
違
い
、

読
書
は
書
か
れ
た
文
字
を
も
と
に
、
脳
内
に
光
景
や
論
理
を
立

ち
上
が
ら
せ
る
創
造
行
為
で
あ
る
。
書
く
側
の
創
造
と
読
む
側

の
創
造
が
あ
っ
て
、
読
書
は
初
め
て
成
り
立
つ
の
だ
。
速
読
に

挑
ま
ず
と
も
、
頭
の
な
か
に
像
を
結
ぶ
丁
寧
な
読
書
が
で
き
る

な
ら
、
脳
は
十
分
に
喜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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3 扉をあける読書

　

ボ
ク
が
大
学
の
教
員
と
し
て
学
生
た
ち
に
勧
め
て
い
る
の

は
、極
め
て
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
う
読
書
で
あ
る
。自
分
で
は
、「
扉

を
あ
け
る
読
書
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

た
と
え
ば
三
年
生
の
ゼ
ミ
生
の
場
合
、
前
期
は
日
本
戦
没
学

生
の
手
記
『
き
け 

わ
だ
つ
み
の
こ
え
』（
岩
波
文
庫
）
と
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
時
の
米
兵
の
手
紙
集
を
交
互
に
読
む
作
業
に
な
る
。

後
期
は
収
容
所
を
生
き
延
び
た
心
理
学
者
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク

ル
の
『
夜
と
霧
』（
み
す
ず
書
房
）
が
必
修
の
一
冊
だ
。
こ
れ

ら
を
一
ペ
ー
ジ
ず
つ
大
切
に
、
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
く
。
学
生

た
ち
に
と
っ
て
難
解
な
言
葉
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
調
べ
て
も
ら

い
、
そ
の
発
表
を
交
え
て
、
同
じ
ペ
ー
ジ
を
繰
り
返
し
読
む
。

　

こ
の
行
為
に
よ
り
、
読
書
は
各
自
の
な
か
で
ど
ん
ど
ん
深
ま

っ
て
い
く
。
特
攻
隊
員
の
遺
書
に
記
さ
れ
た
「
自
由
主
義
」
と

い
う
言
葉
か
ら
、「
京
大
滝
川
事
件
」
や
「
天
皇
機
関
説
」
が

現
れ
る
。「
ク
ロ
ォ
チ
ェ
」
や
「
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
」
な
ど
の
人

名
が
飛
び
だ
し
、
文
学
座
の
「
わ
が
街
」
や
賢
治
の
「
烏
の
北

斗
七
星
」
も
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
を
学
生
た
ち
は
調
べ
た
り
、

読
ん
だ
り
す
る
。
す
る
と
、
文
字
の
奥
に
隠
れ
て
い
た
当
時
の

日
本
の
空
気
と
い
う
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。同
時
に
、

本
当
は
死
に
た
く
な
か
っ
た
学
徒
兵
た
ち
の
気
持
ち
が
伝
わ

り
、
二
〇
〇
〇
年
生
ま
れ
の
学
生
た
ち
も
ふ
と
心
の
な
か
で
立

ち
止
ま
る
。
眼
差
し
が
新
た
に
な
る
。

　

速
読
の
時
代
に
、
な
ぜ
ボ
ク
が
こ
の
よ
う
な
遅
読
を
勧
め
る

の
か
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
書
物
と
世
界
に
は
垣
根
が
な
い

と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。
書
物
の
な
か
に
扉
を
見
つ

け
、
そ
れ
を
あ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
ペ
ー
ジ
内
の
表
現
に
深

く
入
り
こ
ん
で
い
く
と
い
う
精
神
的
行
為
は
、
実
に
、
世
界
の

積
極
的
な
再
構
成
に
他
な
ら
な
い
。
ボ
ク
ら
が
暮
ら
す
こ
の
社

会
に
も
無
限
の
扉
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ふ
だ
ん
隠
れ
て
い
る
の

だ
が
、「
扉
を
あ
け
る
読
書
」
を
経
験
し
た
者
な
ら
、
効
率
主

義
の
人
よ
り
は
き
っ
と
見
つ
け
や
す
い
の
で
あ
る
。

　

最
寄
り
駅
か
ら
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
ま
で
の
道
。
こ
れ
を
た
だ

歩
く
の
で
は
な
く
、
扉
を
見
つ
け
る
よ
う
に
進
み
な
さ
い
と
ボ

ク
は
学
生
た
ち
に
言
う
。
ど
れ
だ
け
の
種
類
の
草
花
に
会
え
る

の
か
。
ど
ん
な
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
か
。
通
行
人
を

守
る
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
発
明
し
た
人
は
だ
れ
な
の
か
。
通
り
に

一
店
舗
を
構
え
る
な
ら
ど
ん
な
業
種
が
喜
ば
れ
る
の
か
。
そ
の

扉
を
あ
け
、
自
分
な
り
の
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
道

は
日
々
新
た
に
な
る
。
世
界
は
更
新
さ
れ
る
。

　

と
い
っ
た
主
張
を
す
る
と
、「
そ
れ
で
、
ど
ん
な
教
育
効
果

が
あ
り
ま
し
た
か
？
」と
よ
く
尋
ね
ら
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、

わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
扉
を
あ
け
る
こ
と
の
豊
か
さ
を
学
生
た

ち
が
実
感
す
る
の
は
、
十
年
、
二
十
年
、
あ
る
い
は
も
っ
と
先

か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
効
率
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
で
あ
る
。

言葉を知ることは世界の細かな「差異」に気づ
くこと。一本ずつ、言葉の森に木を植え、葉を
繁らせていこう。「言語文化」の本質をやさし
く説く巻頭随想。（『新編 言語文化』（言文 706））

「言葉の森を育てよう」
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言
葉
に
よ
っ
て
コ
ト
バ
を
学
ぶ

一
九
六
八（
昭
和
四
三
）年
生
ま
れ
。
批

評
家
・
随
筆
家
。
主
な
著
書
に
、『
叡

知
の
詩
学
　
小
林
秀
雄
と
井
筒
俊
彦
』

『
イ
エ
ス
伝
』『
小
林
秀
雄
　
美
し
い

花
』、
詩
集
『
見
え
な
い
涙
』『
愛
に
つ

い
て
』
な
ど
。

　
言
葉
は
用
い
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
出
会
う
相
手
で

も
あ
る
。
言
葉
は
学
ぶ
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
き
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
生
か
ら
の
問
い
で
も
あ
る
。

　
哲
学
者
の
井
筒
俊
彦
は
、
あ
る
と
き
か
ら
、
言
葉
と
は
別
の

意
味
を
込
め
て
「
コ
ト
バ
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ト
バ

と
は
、
言
語
を
包
み
込
み
な
が
ら
超
え
て
行
く
意
味
の
顕
わ
れ

を
指
す
。

　
人
は
、
言
語
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ト
バ
か
ら
意
味

を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
音
が
コ
ト
バ
で
あ

り
、
別
な
人
に
は
香
り
が
コ
ト
バ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
誰
が

つ
く
っ
た
の
か
花
言
葉
と
い
う
習
わ
し
も
、
花
も
ま
た
、
一
つ

の
コ
ト
バ
で
あ
る
こ
と
を
証
し
し
て
い
る
。

　
知
命
に
近
く
な
っ
て
き
た
頃
か
ら
、
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ

た
。
書
こ
う
と
意
志
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
詩
を
書
か
ね
ば

も
う
、
一
歩
も
前
に
進
め
な
い
、
そ
う
感
じ
て
い
た
。
伝
え
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
お
も
い
、
あ
る
い
は
受
け
止
め
き
れ
な

か
っ
た
も
の
の
断
片
が
、
言
葉
に
な
ら
ず
、
コ
ト
バ
の
ま
ま
、

自
分
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
気
が
つ
け
ば
、
一
冊
の
詩
集
に
な
る
ほ
ど
の
作
品
が
手
元
に

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
一
度
詩
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
け

で
、
詩
が
自
分
の
人
生
に
こ
れ
ほ
ど
強
く
結
び
つ
く
と
は
考
え

て
も
み
な
か
っ
た
。
た
と
え
詩
を
読
ん
で
も
、
何
か
の
た
め
で

あ
っ
て
、
心
か
ら
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
真
の
意
味
で
詩
と
出
会
う
に
は
、
幾
多
の
詩
集
を
繙
く
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
い
。
拙
く
て
も
よ
い
か
ら
詩
を
書
い
て
み
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
人
は
、
真
に
必
要
な
言
葉
を
自
分
の
手
に

よ
っ
て
紡
ぎ
出
す
と
い
う
、
あ
る
種
の
本
能
を
宿
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
の
詩
は
、
必
ず
し
も
口
語
自
由
詩
に
限
ら
な
い
、
短

歌
、
俳
句
は
も
ち
ろ
ん
、
詩
情
を
宿
し
た
散
文
も
ま
た
、
詩
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
詩
は
言
葉
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
も
っ
と
も
強
く

Essayエッセイ
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5 言葉によってコトバを学ぶ

は
た
ら
く
の
は
沈
黙
で
あ
り
余
白
で
あ
る
。
言
葉
で
は
な
く
、

コ
ト
バ
な
の
で
あ
る
。

　
コ
ト
バ
を
中
軸
に
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
、
文

字
に
よ
る
絵
画
、
そ
れ
が
詩
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
絵
を
見
て

感
動
し
た
と
き
の
心
持
ち
が
、
探
し
て
い
た
詩
に
出
会
っ
た
と

き
の
感
慨
に
似
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
絵
は
、
色
と
線

に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
詩
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

　
詩
を
書
く
よ
う
に
な
る
と
、
詩
に
出
会
う
よ
う
に
な
る
。
詩

と
の
出
会
い
を
見
過
ご
さ
な
く
な
る
。
ど
こ
か
ら
か
風
が
運
ん

で
く
る
香
り
に
季
節
の
到
来
を
感
じ
る
よ
う
に
、
詩
に
よ
っ
て

運
ば
れ
て
き
た
コ
ト
バ
に
自
ら
の
人
生
の
季
節
を
照
ら
し
出
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

わ
た
し
は
　
ひ
と
し
ず
く
の
涙

ひ
そ
か
に
流
さ
れ
た
涙
の
　
そ
の
な
か
の

い
ち
ば
ん
赤
い
　
深し

ん

紅く

の
哀
し
み

土
の
な
か
に
深
く
深
く
浸
み
と
お
っ
て

四
月
に
ふ
た
た
び
　
よ
み
が
え
っ
た
の

　
韓
国
の
詩
人
姜カ

ン

恩ウ
ン

喬ギ
ョ

の
「
つ
つ
じ
」
と
題
す
る
作
品
に
あ
る

一
節
で
あ
る
。
訳
者
は
茨
木
の
り
子
。「
わ
た
し
」
と
記
さ
れ

て
い
る
の
は
「
つ
つ
じ
」
で
、
日
本
で
は
白
い
つ
つ
じ
も
目
に

す
る
が
、
韓
国
で
、
つ
つ
じ
と
い
え
ば
、
深
紅
の
そ
れ
を
い
う
、

と
茨
木
の
り
子
は
書
き
添
え
て
い
る
。

　
人
生
の
冬
、
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
誰
か
が
流
し
た
涙
が
、

春
に
な
り
、「
つ
つ
じ
」
と
な
っ
て
人
を
慰
め
る
。
悲
し
み
を

真
に
癒
す
の
は
、
も
う
一
つ
の
悲
し
み
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
詩
に
出
会
っ
た
と
き
、
自
分
が
の
ち
に
詩
を
書
く
よ
う

に
な
る
な
ど
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
一

篇
に
出
会
い
、悲
し
み
に
色
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、

悲
し
み
は
種
子
で
あ
り
、
季
節
が
め
ぐ
れ
ば
、
そ
れ
は
花
と
な

っ
て
新
生
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
私
た
ち
は
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
学
校
で
文
字
を
勉
強
す

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
学
校
は
い
つ
か
卒

業
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
誰
し
も
が
自
分
の
人
生
を
生
き
始
め
る
。

　
日
々
の
生
活
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
だ
が
、
人
生

と
い
う
旅
を
歩
き
通
す
た
め
に
は
、
言
葉
が
読
め
る
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
い
。
大
切
な
人
の
心
に
あ
る
お
も
い
も
、
自
分
の

心
の
奥
に
あ
る
も
の
も
、
言
葉
で
は
な
く
、
コ
ト
バ
の
姿
を
し

て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
詩
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
コ
ト
バ
を
学
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
詩
と
は
、
コ
ト
バ
の
助
け
を
借
り
て
、
言
葉
に
な
ら
な

い
も
の
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
無
謀
な
試
み
で

も
あ
る
。

「読書とは、文字を通じて行われる亡き先師と
の対話である」。他者との時間を越えた対話を
可能にする文字の深秘に触れ、読書の意義を問
い直すエッセイ。（『言語文化』（言文 705））

「文字の深秘」
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コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
に
必
要
な
こ
と

鴻こ
う

上か
み

尚し
ょ
う

史じ

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
生
ま
れ
。

作
家
・
演
出
家
。
一
九
八
一
年
に
劇
団

「
第
三
舞
台
」
を
結
成
、
劇
作
・
演
出

を
手
が
け
る
。
主
な
著
書
に
、『
発
声

と
身
体
の
レ
ッ
ス
ン
』『
表
現
力
の
レ
ッ

ス
ン
』『
不
死
身
の
特
攻
兵
』
な
ど
。

　
「
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
い
人
」を
、多
く
の
人
は「
誰

と
で
も
簡
単
に
仲
良
く
な
れ
る
人
」
と
思
い
が
ち
で
す
。

　

で
も
、
本
当
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
い
人
」
と

は
、「
も
の
ご
と
が
も
め
た
時
に
な
ん
と
か
で
き
る
人
」
の
こ

と
で
す
。

　

も
の
ご
と
は
、
真
剣
に
な
れ
ば
必
ず
も
め
ま
す
。
も
め
る
こ

と
は
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
も
、
多
く
の
日
本
人
は
、「
も
め
る
こ
と
は
無
条
件
で

悪
い
こ
と
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
自
分
の
気
持
ち
を

ぐ
っ
と
ガ
マ
ン
し
て
、
な
る
べ
く
も
め
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

　

友
達
と
旅
行
の
プ
ラ
ン
を
話
し
合
う
。
ク
ラ
ブ
活
動
の
練
習

方
法
を
相
談
す
る
。
文
化
祭
の
出
し
物
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

　

真
剣
に
な
れ
ば
、
必
ず
、
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
当
り
前

の
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
練
習
方
法
が
自
分
た
ち
を
強
く
す
る
ん
だ
と
真
剣
に
考

え
る
人
が
い
て
、
そ
れ
と
は
違
う
練
習
方
法
こ
そ
が
私
達
を
強

く
す
る
ん
だ
と
考
え
る
人
が
い
る

│
お
互
い
が
ま
っ
た
く
別

な
こ
と
を
真
剣
に
提
案
す
る
こ
と
は
、
普
通
に
起
こ
る
こ
と
で

す
。

　

多
く
の
日
本
人
は
小
さ
い
頃
か
ら「
人
に
迷
惑
を
か
け
る
な
」

と
言
わ
れ
て
育
て
ら
れ
て
き
ま
す
。
と
に
か
く
、「
迷
惑
」
を

か
け
る
こ
と
が
最
も
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
教
え
込
ま

れ
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
無
条
件
で
「
迷
惑
」
だ
と
思
い

込
み
、
絶
対
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

　

で
も
、
あ
な
た
が
ク
ラ
ブ
活
動
で
、
絶
対
に
こ
の
練
習
方
法

が
自
分
達
を
強
く
す
る
と
真
剣
に
考
え
た
時
、
そ
れ
と
反
対
の

こ
と
を
考
え
て
い
る
人
に
は
、
あ
な
た
の
真
剣
な
提
案
は
「
迷

惑
」
だ
と
感
じ
ま
す
。
同
時
に
、
相
手
の
真
剣
な
提
案
は
、
ま

っ
た
く
反
対
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
あ
な
た
か
ら
す
れ
ば
「
迷

惑
」
で
す
。

Essayエッセイ
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何
度
も
繰
り
返
し
ま
す
が
、そ
う
や
っ
て
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
、

「
当
り
前
」
の
こ
と
な
の
で
す
。

　

誰
か
の
真
剣
は
誰
か
の
迷
惑
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
や
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま

る
の
で
す
。

　

迷
惑
だ
か
ら
と
、自
分
の
提
案
を
取
り
下
げ
て
し
ま
っ
て
は
、

た
だ
の
０
で
す
。「
何
が
何
で
も
自
分
の
提
案
を
受
け
入
れ
ろ
、

こ
れ
は
命
令
だ
！
」
と
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
た
ら
100
で
す
。
で

も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
０
と
100
の
ど
ち
ら
で
も
な
い

の
で
す
。

　

も
め
て
話
し
合
い
、
お
互
い
に
ぶ
つ
か
り
、
歩
み
寄
り
、
興

奮
し
、
冷
静
に
な
り
、
お
互
い
の
着
地
点
を
見
つ
け
る
こ
と
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

　

日
本
語
で
言
え
ば
「
対
話
」
で
す
。
日
本
人
は
と
て
も
「
対

話
」
が
下
手
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

自
分
を
完
全
に
な
く
し
て
０
に
な
る
か
、
押
し
つ
け
て
100
に

な
る
か
し
か
な
い
こ
と
が
多
い
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
と
こ
と
ん
話
し
合
っ
て
、
ど
ち
ら
か
が
「
私
は

完
全
に
間
違
っ
て
い
た
。
あ
な
た
の
提
案
が
い
い
と
思
う
」
と

な
れ
ば
、
100
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
お
互
い
が
充
分
に
考

え
て
、
真
剣
に
提
案
し
た
場
合
は
、
な
か
な
か
、
こ
ん
な
分
か

り
や
す
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
お
互
い
が
同
じ
ぐ
ら
い
納
得
し
て
、
同
じ
ぐ

ら
い
妥
協
し
て
、
同
じ
ぐ
ら
い
満
足
す
る
着
地
点
を
見
つ
け
る

こ
と
が
、
本
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
は
、
０
か
100
か
で
は
な
く
、
67
点
と
か
54
点
と
か
89

点
と
か
で
着
地
す
る
点
を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

両
方
が
ま
っ
た
く
譲
ら
な
け
れ
ば
、
同
じ
程
度
妥
協
し
て
50
点

と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

私
達
は
、
一
人
一
人
違
い
ま
す
。
今
流は

行や

り
の
言
葉
で
い
え

ば
「
多
様
性
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー
」
で
す
。

　

時
代
は
「
協
調
性
」
か
ら
「
多
様
性
」
に
向
か
っ
て
進
ん
で

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界
的
な
潮
流
で
、
元
に
戻
す
こ
と
は
で

き
な
い
こ
と
で
す
。
練
習
方
法
に
熱
心
な
人
は
、
Ｙ
ｏ
ｕ　

Ｔ

ｕ
ｂ
ｅ
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
指
導
方
法
を
見
つ
け
て
く
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
別
な
人
は
、
ド
イ
ツ
人
の
指
導
方
法
を
見
つ
け

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
達
は
多
様
性
の
中
に
生
き
て
い

る
の
で
す
。

　

で
も
、
大
丈
夫
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
技
術
で
す
。
や

れ
ば
や
る
だ
け
上
達
し
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
で
す
。
最
初

は
戸
惑
い
、
お
互
い
の
着
地
点
を
見
つ
け
る
こ
と
に
苦
労
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
そ
の
試
行
錯
誤
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
上
達
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
な

の
で
す
。

コミュニケーションはあくまでも技術であり、
スポーツと同じく、やればやるだけ上達する。
コミュニケーションに悩むすべての人の背中を
押す随想。（『新編 現代の国語』（現国 707））

「コミュニケーションは技術だ」
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国
語
力
は
財
産

ジェー
ン
・
ス
ー

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
生
ま
れ
。

コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
、
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
。
主
な
著
書
に
、『
貴
様
い
つ

ま
で
女
子
で
い
る
つ
も
り
だ
問
題
』

『
女
の
お
悩
み
動
物
園
』『
生
き
る
と

か
死
ぬ
と
か
父
親
と
か
』
な
ど
。

　

は
じ
め
ま
し
て
。
ジ
ェ
ー
ン
・
ス
ー
と
申
し
ま
す
。
コ
ラ
ム

や
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
り
、
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
し

た
り
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

　
「
読
者
は
高
校
の
国
語
の
先
生
方
で
す
が
、
そ
の
先
に
い
る

高
校
生
に
伝
え
る
イ
メ
ー
ジ
で
執
筆
を
」
と
の
依
頼
で
し
た
の

で
、
生
徒
さ
ん
に
向
け
て
、
国
語
力
は
な
に
よ
り
の
財
産
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

　

さ
て
、
結
構
な
大
人
に
な
る
ま
で
私
は
実
感
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
世
の
中
に
は
目
減
り
す
る
可
能
性
が
そ
こ
そ
こ
あ
る

財
産
と
、
そ
う
で
も
な
い
財
産
が
あ
り
ま
す
。

　

目
減
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
財
産
は
、
い
わ
ゆ
る
金
品
。
現

金
、
株
式
、
債
券
、
小
切
手
な
ど
の
金
融
資
産
、
不
動
産
な
ど

の
物
的
資
産
、
売
れ
ば
お
金
に
換
え
ら
れ
る
物
品
。
お
金
持
ち

が
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

一
方
、
個
人
が
持
つ
知
識
、
技
能
な
ど
は
、
金
品
と
比
べ
他

者
か
ら
奪
わ
れ
る
可
能
性
が
低
く
、
自
分
の
力
で
増
や
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
人
的
資
本
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
経
済

学
の
用
語
だ
そ
う
で
、
個
人
に
属
す
る
能
力
ま
で
経
済
資
本
と

見
做
す
の
は
風
情
に
欠
け
る
と
思
わ
な
く
も
な
い
で
す
が
、
広

義
の
財
産
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

他
者
か
ら
奪
わ
れ
に
く
い
、
個
人
に
属
す
る
人
的
資
本
な
ら

お
し
な
べ
て
目
減
り
し
な
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
く
、
人

づ
き
あ
い
を
疎
か
に
す
れ
ば
人
間
関
係
は
綻
ん
で
い
く
し
、
知

識
や
技
能
に
は
鍛
錬
と
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
金
品
を
失
っ
て
も
知
識
や
技
能
は
手
元
に

残
り
ま
す
。
取
得
や
保
持
に
経
費
や
時
間
は
掛
か
る
も
の
の
、

取
得
し
た
の
ち
税
金
が
掛
か
ら
な
い
の
も
素
晴
ら
し
い
点
で

す
。
大
人
に
な
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
所
得
税
は
エ
グ
い
。
市

民
の
健
や
か
な
生
活
の
た
め
有
意
義
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

　

話
が
逸
れ
ま
し
た
。
一
旦
、
知
識
や
技
能
を
自
分
の
力
で
増

や
す
こ
と
が
で
き
る
財
産
と
仕
分
け
は
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら

Essayエッセイ
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に
は
ひ
と
り
で
ゼ
ロ
か
ら
イ
チ
に
す
る
の
が
と
て
も
難
し
い
と

い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
た
い
て

い
の
情
報
に
は
リ
ー
チ
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
玉

石
混
淆
の
情
報
を
読
み
解
く
力
が
な
け
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ザ
に
載

っ
た
文
章
は
た
だ
の
文
字
列
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

生
き
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
と
な
る
、読
み
解
く
基
礎
力
。

そ
の
種
を
植
え
る
の
が
、
教
育
の
存
在
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

国
語
の
授
業
で
は
、
作
者
以
外
が
正
解
を
決
め
る
「
作
者
は
な

ぜ
こ
う
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
不
思
議
な
問
題
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
出
題
者
に
読
み
解
く
力
が
あ
る
前
提
の
も

と
に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
う
ひ
と
つ

の
前
提
は
、作
者
に
は
伝
え
る
力
が
あ
る
と
い
う
点
。
こ
の「
伝

え
る
力
」
を
養
う
の
が
、
読
解
力
を
あ
る
程
度
つ
け
た
状
態
で

入
学
す
る
高
校
の
役
目
だ
と
思
い
ま
す
。

　

読
み
解
く
力
を
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
な
ら
ば
、
伝
え
る
力
は

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
。ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
時
は
、
た

い
て
い
国
語
力
の
欠
如
が
原
因
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
は
大
人
も
大
勢
お

り
ま
す
。
彼
ら
の
存
在
は
、
大
人
に
な
る
だ
け
で
は
国
語
力
が

自
動
的
に
身
に
つ
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
で
も
あ
り
ま

す
。

　

勉
強
な
ん
て
興
味
な
い
し
、
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で

し
ょ
う
。
私
も
高
校
生
の
時
は
そ
う
で
し
た
。
し
か
し
、
大
人

に
な
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
国
語
力
は
す
べ
て
の
学
術
だ
け

で
な
く
、
娯
楽
を
十
二
分
に
味
わ
う
た
め
に
も
重
要
な
役
割
を

果
た
す
と
い
う
事
実
。

　

読
み
解
き
、
考
え
を
言
語
化
し
、
伝
え
る
力
を
養
っ
て
初
め

て
「
わ
た
し
」
と
い
う
自
己
が
形
成
さ
れ
、
娯
楽
コ
ン
テ
ン
ツ

と
対
峙
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

も
国
語
力
は
不
可
欠
で
、
そ
れ
が
得
意
か
否
か
で
、
生
き
や
す

さ
は
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
国
語
力
は
財
産
。

習
得
し
て
お
い
て
損
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
教
員
の
皆
さ
ま
に
ひ
と
つ
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。

改
め
て
、
感
想
文
の
書
き
方
を
生
徒
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
け

な
い
で
し
ょ
う
か
。「
読
書
」
感
想
文
で
あ
る
必
要
は
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
の
国
語
教
育
に
明
る
く
な
い
た
め
筋
違

い
で
し
た
ら
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
私
が
記
憶
す
る
限

り
で
は
、
感
想
文
の
書
き
方
を
丁
寧
に
習
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
習
練
が
最
も
必
要
な
課
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

　

学
校
が
生
活
の
お
お
よ
そ
を
占
め
る
高
校
生
に
と
っ
て
、「
好

き
／
嫌
い
」以
外
の
自
己
主
張
は
ま
だ
ま
だ
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

そ
れ
以
外
の
語
彙
で
考
え
を
表
す
鍛
錬
が
で
き
る
場
が
、
感
想

文
だ
と
思
う
の
で
す
。ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
き
て
こ
そ
の
国
語
力
。

何
卒
ご
検
討
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「しゃべる」「読む」「伝える」の違いは？　古
典落語を見ていて気づいた、「伝える」ことの
奥深さ。伝え方の工夫について、生徒が考えを
深めるきっかけに。（『現代の国語』（現国 706））

「『伝える』の先にあるもの」
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■
は
じ
め
に

「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」
で
は
、
文
章
の
構
成
・
展

開
を
的
確
に
捉
え
、
要
点
を
把
握
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
文
章
や

図
表
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
を
相
互
に
関
係
付
け
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

読

み
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
達
成
す
る
た
め
の
活
動
と
し
て
、
複
数
の
文
章
の
比
較
読

み
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
回
は
、
大
修
館
の
『
現
代
の
国
語
』（
現
国
706
）
を
使
っ
た

授
業
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ご
提
案
し
ま
す
。
第
九
単
元
の
「
空
気
を

読
む
」（
香
山
リ
カ
）
と
「『
個
人
』
か
ら
『
分
人
』
へ
」（
平
野
啓

一
郎
）
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
共
通
点
と
相
違
点
を
、

根
拠
を
も
っ
て
捉
え
、考
え
た
こ
と
を
お
互
い
に
交
流
し
な
が
ら
、

考
え
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
す
。

■
教
材
の
内
容
と
比
較
読
み
の
視
点

「
空
気
を
読
む
」
で
は
、
現
代
人
が
自
分
自
身
の
あ
り
方
を
、

そ
の
時
の
流
行
や
状
況
に
合
わ
せ
て
操
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
感
じ
て
い
て
、
自
由
で
あ
る
こ
と
や
自
分
の
考
え
を
発
信
す
る

こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。そ
の
理
由
と
し
て
、

自
分
だ
け
ま
わ
り
と
違
う
意
見
を
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
の

場
の
「
少
数
派
」
に
な
る
の
が
こ
わ
い
と
い
う
気
持
ち
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

「『
個
人
』
か
ら
『
分
人
』
へ
」
で
は
、
筆
者
は
対
人
関
係
ご
と

に
生
ま
れ
る
個
々
の
人
格
を
「
分
人
」
と
名
付
け
ま
す
。
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
人
」
を
使
い
分
け
る
現
代
人
の
姿
か
ら
、
様
々

な
こ
と
が
説
明
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
文
中
で
は
、「
も

し
人
格
が
た
っ
た
一
つ
の
排
他
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

変
化
は
過
去
の
人
格
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
複
数
的
に
維
持

す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
昔
馴な

染じ

み
と
は
彼
ら
と
の
分
人
の
ま

ま
、
そ
の
都
度
、
つ
き
あ
う
こ
と
が
出
来
る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

二
つ
の
文
章
の
異
な
る
点
は
、「
空
気
を
読
む
」
で
は
個
人
が

佐さ

藤と
う

正ま
さ

人と

東
京
都
立
江
北
高
等
学
校

比
較
読
み
で
で
き
る
多
角
的
な
学
び

新
課
程
の
授
業 

「
読
む
こ
と
」①
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集
団
に
合
わ
せ
る
ふ
る
ま
い
を
消
極
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
る

の
に
対
し
、「『
個
人
』
か
ら
『
分
人
』
へ
」
で
は
、
様
々
な
集
団

で
使
い
分
け
る
分
人
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
通
じ
る
人
格
と
し
て

積
極
的
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
点
で
す
。

一
方
、
二
つ
の
文
章
の
主
張
の
重
な
る
点
と
し
て
は
、
現
代
人

特
有
の
虚
無
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
ぜ
起
き
る
の
か

に
着
目
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
、
個
人
の
単

位
で
は
な
く
、
場
や
、
人
と
人
と
の
関
係
性
か
ら
捉
え
な
お
し
て

い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

右
の
よ
う
な
共
通
点
と
相
違
点
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
徒

の
考
え
を
深
め
な
が
ら
、
意
見
の
根
拠
に
着
目
す
る
必
要
性
を
理

解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、
授
業
で
扱
う
本
文
の
範
囲
を
限
定

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

■
単
元
計
画
の
流
れ
（
３
時
間
）

＊
予
習
課
題

①
二
つ
の
文
章
を
読
み
、段
落
で
重
要
な
一
文
に
線
を
引
く
。

１
時
間
目

②
単
元
の
目
標
を
知
る
。

・
現
代
人
が
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
不
得
意
だ
と

考
え
る
理
由
を
考
え
る
。
ま
た
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
解

決
で
き
る
の
か
を
考
え
る
。

③
主
張
・
論
拠
（
理
由
づ
け
）・
根
拠
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

２
時
間
目

④
二
つ
の
文
章
の
主
張
と
根
拠
を
捉
え
る
。（
個
人
）

⑤
④
で
考
え
た
個
人
の
考
え
を
共
有
す
る
。（
グ
ル
ー
プ
）

３
時
間
目

⑥
主
張
と
根
拠
の
共
通
点
と
相
違
点
を
整
理
す
る
。（
個
人
）

⑦
⑥
で
考
え
た
個
人
の
考
え
を
共
有
す
る
。（
グ
ル
ー
プ
）

⑧
１
時
間
目
で
考
え
た
問
い
に
つ
い
て
再
考
し
、
自
ら
の
考

え
の
変
化
の
有
無
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

⑨
目
標
に
つ
い
て
自
己
評
価
を
行
う
。

＊
以
下
は
授
業
内
で
行
え
な
い
場
合
は
家
庭
学
習
の
課
題
と
し

て
も
よ
い
。

⑩
二
つ
の
文
章
の
要
旨
を
作
成
す
る
。

＊�

評
価
は
、
行
動
観
察
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、
レ
ポ
ー
ト
、
考

査
等
で
行
う
。

■
お
わ
り
に

二
本
の
文
章
を
読
み
比
べ
れ
ば
、
教
室
内
で
も
様
々
な
意
見
が

生
ま
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
見
を
生
徒
同
士
で
交

流
さ
せ
る
こ
と
も
、
こ
の
活
動
の
醍
醐
味
で
す
。

比
較
読
み
の
学
習
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
教
材
一
つ
だ
け
で
は

得
ら
れ
な
い
、
多
角
的
で
深
い
学
び
を
実
現
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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「
言
語
文
化
」
の
目
標
に
は
「
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手

と
し
て
の
自
覚
を
も
ち（
目
標（
３
））」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。

言
語
文
化
の
担
い
手
と
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
知
識
の
活
用
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
我
が
国
の
言
語
文
化
を
知
識
と
し
て
理
解

す
る
だ
け
に
留
め
ず
、
そ
の
知
識
を
社
会
の
中
で
生
き
て
働
く
も

の
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
古
典
の
知
識
を
、
現
代

を
生
き
る
私
た
ち
の
世
界
に
つ
な
げ
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、
授
業
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
識
は
暗
記

を
し
て
テ
ス
ト
で
確
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
き
た
知
識
と

し
て
活
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

言
語
文
化
に
つ
い
て
の
知
識
や
教
養
を
概
念
化
し
、
社
会
の
中

で
生
き
て
働
く
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
多
く
の
文
化
的
事

例
に
ふ
れ
、
そ
れ
ら
を
抽
象
化
す
る
作
業
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま

す
。
と
は
い
え
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
を
ど
の
よ

う
に
進
め
れ
ば
良
い
の
か
、
不
安
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い

こ
と
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
大
修
館
書
店
『
言
語
文
化
』（
言
文
705
）
に

所
収
さ
れ
た
「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
（
高
階
秀
爾
）」
を
も
と

に
古
典
の
和
歌
と
つ
な
げ
る
授
業
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
文
章
は
古
今
東
西
の
豊
富
な
事
例
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
文

化
に
お
け
る
美
意
識
の
特
徴
が
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
語
文
化

を
分
析
す
る
視
点
や
手
法
が
鮮
や
か
な
こ
の
素
材
を
使
う
こ
と

で
、
古
典
と
現
代
と
を
つ
な
げ
る
言
語
文
化
の
視
点

│
今
を
生

き
る
私
た
ち
の
世
界
に
息
づ
く
言
語
文
化
へ
の
気
付
き

│
が
得

ら
れ
る
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

■�「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
」
を
用
い
た
知
識
の
概
念
化
と
活
用

の
レ
ッ
ス
ン

授
業
全
体
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
す
。
こ
こ
で
は
全
五
時
間

を
想
定
し
ま
し
た
。

永な
が

田た

里さ
と

美み

明
星
大
学
准
教
授

現
代
と
古
典
と
を
つ
な
げ
る
授
業

│
知
識
の
概
念
化
と
活
用
の
レッ
ス
ン

│

新
課
程
の
授
業 

「
読
む
こ
と
」②
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◇
第
１
時　
「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
」
を
読
む
に
あ
た
り
、
我

が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
ど
の
よ
う
な
美
意
識
が
見
出
さ

れ
る
の
か
、
身
の
ま
わ
り
の
も
の
を
例
に
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら

始
め
ま
す
。
伝
統
的
に
美
し
い
と
さ
れ
る
も
の
や
、
美
し
さ
を
感

じ
る
も
の
を
挙
げ
、
共
通
す
る
美
意
識
と
は
何
か
？
と
い
う
問

い
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
伝
統
的
な
美
意
識
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。（『
言
語
文
化
』「
言
語
文
化
の
窓
②
」
参
照
）

本
文
を
読
む
前
に
タ
イ
ト
ル
の
意
味
を
考
え
た
り
、
論
の
展
開

と
し
て
対
立
構
造
へ
の
注
意
を
促
し
た
り
す
る
の
も
良
い
で

し
ょ
う
。
本
文
へ
の
興
味
関
心
の
緒
を
掴
ん
だ
上
で
、
本
文
を
一

読
し
、
自
分
な
り
に
内
容
を
整
理
し
て
お
き
ま
す
。

◇
第
２
・
３
時　

本
文
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
と
筆
者
の
結
論
を
表

1
導入

伝
統
的
な
美
意
識
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
え
て
み
る

2
展開
〈
本
文
理
解
・
内
容
整
理
〉

東
西
の
美
意
識
の
相
違
や
「
状
況
の
美
」
に
つ
い
て
理
解

す
る

34
発展
〈
知
識
の
活
用
〉

「
状
況
の
美
」
を
和
歌
の
言
葉
か
ら
見
出
す

5
まとめ

第
四
時
で
の
分
析
を
共
有
し
、
知
識
の
理
解
と
活
用
に
つ

い
て
ふ
り
か
え
る

※
古
文
編
の
和
歌
が
既
習
内
容
で
は
な
い
場
合
は
時
間
数
に
ゆ
と
り
を
も
た
せ
る
。

に
ま
と
め
て
整
理
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
可
視
化
に
よ
っ
て
具
体

的
な
内
容
が
抽
象
化
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た

思
考
の
整
理
方
法
は
次
の
第
４
時
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例  

本
文
で
挙
げ
ら
れ
た
古
典
作
品
・
絵
画
に
見
ら
れ
る
「
状
況

の
美
」
を
表
に
整
理
し
て
み
る

◇
第
４
時　

修
得
し
た
知
識
を
活
用
す
る
授
業
へ
と
展
開
さ
せ
ま

す
。
本
文
に
登
場
し
た
も
の
以
外
で
、
日
本
人
の
美
意
識
を
示
す

具
体
例
を
考
え
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。

た
と
え
ば
、「
花
（
＝
桜
）」
を
糸
口
に
、
人
々
が
自
然
と
深
く

接
す
る
中
で
生
ま
れ
て
き
た
言
葉
が
考
え
ら
れ
ま
す
。（『
言
語
文

化
』「
言
葉
の
タ
ネ
②
」
参
照
）
本
授
業
案
で
は
和
歌
に
お
け
る
事
物

具体例

作
品

作
品
に
描
か
れ
る
事
物
（
状
況
）

芭
蕉
の
句

古
池
に
蛙
が
飛
び
込
む
瞬
間
に
お
け
る

深
い
静
寂
の
世
界

枕
草
子

春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
最
も
美

し
い
姿

広
重
の

名
所
江
戸
百
景

江
戸
の
町
と
自
然
と
の
結
び
つ
き
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
名
所

抽象化
「
状
況
の
美
」
と
は
つ
ま
り
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
消
え
て
し
ま

う
美
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
万
古
不
易
の
美
で
は
な
く
、
う

つ
ろ
い
や
す
い
も
の
、
は
か
な
い
も
の
と
い
う
感
覚
を
美
意

識
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た
。
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を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
状
況
」
で
詠
ま
れ
て
い
る

か
を
調
べ
、「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
」
で
理
解
し
た
美
意
識
に

つ
い
て
の
知
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
と
し
ま
す
。
→
古

文
の
和
歌
に
つ
な
ぐ
例

季
節
に
関
す
る
事
柄
を
扱
っ
た
和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
事
物
」
を

「
状
況
」
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
説
明
し
て
み
ま
し
ょ
う（『
言
語
文
化
』

古
文
編
「
四
季
の
移
ろ
い
」
参
照
）。
個
人
も
し
く
は
グ
ル
ー
プ
で
和

歌
中
の
「
事
物
」
を
選
び
、
そ
れ
が
他
の
和
歌
で
は
ど
の
よ
う
に

詠
ま
れ
て
い
る
か
、
調
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
知
識
の
活
用
の

仕
方
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
知
識
の
一
般
化
が
得
ら
れ
ま
す
。

例  

桜
を
事
物
と
し
て
詠
ん
だ
歌
を
調
べ
整
理
し
て
み
る（
下
段
表
）

調
べ
た
和
歌
の
な
か
に
「
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
、
は
か
な
い

も
の
」
に
対
す
る
美
意
識
が
見
出
さ
れ
る
か
、
ま
た
、「
現
代
人

の
美
意
識
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
感
覚
」
で
あ
る
か
ど
う
か
話
し

合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
古
文
の
全
て
の
和
歌
を
分
析
対
象
と
す
る
必
要
は
な
く
、
花
鳥
風
月
の

よ
う
に
題
材
と
し
て
調
べ
や
す
い
も
の
を
選
択
す
る
よ
う
促
す
と
よ
い
。

◇
第
５
時　

前
時
間
の
調
査
と
考
察
内
容
を
発
表
し
、
共
有
し
ま

す
。
共
有
さ
れ
た
内
容
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
、
今
を
生
き
る
私

た
ち
の
生
活
の
中
で
伝
統
的
な
美
意
識
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が

れ
て
い
る
か
、
考
察
を
深
め
ま
す
。

日
常
生
活
の
な
か
に
は
、
私
た
ち
が
受
け
継
い
で
き
た
景
色
や

物
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
大
修
館
書
店
『
言
語
文
化
』
に
は

古
典
と
現
代
と
を
つ
な
ぐ
様
々
な
素
材
が
所
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
を
往
還
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
中
に
息
づ
く
文
化
へ
の
気

付
き
と
考
察
の
手
立
て
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

具体例

作
品

作
品
に
描
か
れ
る
事
物
（
状
況
）

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の

な
か
り
せ
ば
…

 

古
今　

春
下
・
五
三

桜
の
開
花
か
ら
散
る
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
に
心
が
動
か
さ
れ
る
様

子
（
な
ど
）

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜

花
う
つ
ろ
は
む
と
や
…

 

古
今　

春
下
・
六
九

春
霞
の
な
か
美
し
く
咲
い
て
い

た
山

桜
の
色
が
変
わ
っ
て
行
く
様
子

残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で

た
き
桜
花
…

 

古
今　

春
上
・
七
一

桜
が
散
っ
て
い
く
様
子
（
が
す

ば
ら
し
い
と
す
る
）

抽象化

い
ず
れ
も
、
桜
の
散
る
様
子
や
…
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
う
つ

ろ
い
や
す
さ
、
は
か
な
さ
へ
の
ま
な
ざ
し
が
読
み
取
れ
る
…

（
略
）
…
私
た
ち
も
桜
を
愛
で
る
と
き
は
、
桜
の
花
と
い
う
実

体
そ
の
も
の
よ
り
は
景
色
に
着
目
し
て
い
る
。
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「
言
語
文
化
」
の
「
読
む
こ
と
」
で
は
、
40
〜
45
単
位
時
間
を

古
典
、
20
単
位
時
間
を
近
代
以
降
の
文
章
が
担
う
。「
言
語
文
化
」

と
い
う
科
目
は
、
現
代
を
生
き
る
高
校
生
が
、
過
去
か
ら
未
来
へ

連
綿
と
繫
が
る
言
語
文
化
に
つ
い
て
理
解
し
、
継
承
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
た
め
、
逐
語
訳
や
品
詞
分
解
に
終
始
す
る
古
典
学
習
で

は
な
く
、
現
代
へ
と
繫
が
る
学
習
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
授
業
案
で
は
、
年
度
初
め
を
想
定
し
、
大
修
館
『
新
編 

言

語
文
化
』（
言
文
706
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
典
の
入
門
教
材
を

用
い
、
古
典
に
親
し
み
な
が
ら
読
解
の
た
め
の
基
礎
的
な
知
識
や

学
び
方
の
定
着
を
目
指
し
た
。

■
「
児
の
そ
ら
寝
」
で
古
文
の
学
び
方
を
知
る

古
文
編
の
第
一
単
元
最
初
の
物
語
は
「
児
の
そ
ら
寝
」
で
あ
る
。

大
修
館
の
『
新
編 

言
語
文
化
』
の
第
一
単
元
に
は
傍
訳
が
付
し

て
あ
り
、
徐
々
に
少
な
く
な
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
内

容
理
解
は
傍
訳
を
参
考
に
行
い
、
古
文
を
読
む
た
め
の
表
記
の
き

ま
り
を
理
解
す
る
こ
と
や
解
釈
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
い
。

〔
授
業
案
〕
２
時
間
扱
い

第
１
時　

導
入
・
音
読
・
内
容
を
四
コ
マ
漫
画
に
ま
と
め
る

第
２
時　

児
と
僧
の
心
内
語
を
考
え
る

〈
目
標
〉

知
識
及
び
技
能
（
２
）
ウ

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等　

Ｂ
読
む
こ
と
（
１
）
イ

第
１
時
で
は
、
音
読
を
通
じ
て
古
文
の
読
み
方
を
理
解
し
、
リ

ズ
ム
に
慣
れ
る
こ
と
と
、
大
き
く
内
容
を
つ
か
む
こ
と
を
中
心
に

学
習
す
る
。
音
読
の
前
に
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
（
こ
の
教
科
書
で
は
、「
古
文
の
言
葉
と

歴
史
的
仮
名
遣
い
」
に
つ
い
て
コ
ラ
ム
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
）。
そ

石い
し

鍋な
べ

雄ゆ
う

大だ
い

東
京
都
立
大
泉
高
等
学
校

 

附
属
中
学
校

「
言
語
文
化
」で
楽
し
く
学
べ
る

古
典
の
イ
ロハ

新
課
程
の
授
業 

「
読
む
こ
と
」③
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の
際
、
活
用
を
考
え
る
と
き
に
必
要
と
な
る
五
十
音
図
に
付
箋
を

貼
る
な
ど
し
て
、
生
徒
が
自
分
で
適
宜
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
た

い
。
ま
た
、
音
読
は
リ
ズ
ム
や
表
現
に
慣
れ
る
た
め
に
何
度
も
取

り
組
ま
せ
た
い
。
例
え
ば
、
範
読
に
続
い
て
読
む
だ
け
で
な
く
、

次
の
よ
う
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

・
ペ
ア
で
句
読
点
ご
と
に
交
代
し
な
が
ら
読
む

・
立
ち
上
が
っ
て
な
る
べ
く
速
く
読
み
、
終
わ
っ
た
ら
座
る

・
一
字
で
も
間
違
え
た
り
詰
ま
っ
た
ら
最
初
か
ら
や
り
直
す

ま
た
、
内
容
理
解
や
言
葉
の
意
味
の
把
握
を
目
的
と
し
た
次
の

よ
う
な
音
読
の
方
法
も
あ
る
。

・
一
人
が
原
文
を
読
み
、
も
う
一
人
が
そ
れ
に
対
応
し
た
現
代

語
訳
を
読
む

・
一
人
が
地
の
文
を
読
み
、
も
う
一
人
が
台
詞
・
心
内
語
を
読

む
繰
り
返
し
音
読
す
る
こ
と
が
、
古
典
に
親
し
む
第
一
歩
で
あ
る

と
と
も
に
、
内
容
理
解
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
入
門

期
の
生
徒
に
こ
そ
伝
え
た
い
。

生
徒
の
内
容
理
解
を
確
認
す
る
方
法
と
し
て
は
様
々
な
手
段

が
あ
る
が
、
四
コ
マ
漫
画
に
す
る
こ
と
は
楽
し
み
な
が
ら
全
体
の

展
開
を
考
え
る
こ
と
と
な
り
、入
門
期
に
は
効
果
的
で
あ
る
。「
児

の
そ
ら
寝
」
は
、
作
品
に
分
か
り
や
す
い
オ
チ
が
あ
る
こ
と
に
加

え
、
傍
訳
が
つ
い
て
い
る
た
め
、
多
く
の
生
徒
が
自
分
の
力
で
取

り
組
む
こ
と
の
で
き
る
活
動
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
２
時
に
は
、
細
か
な
読
解
と
解
釈
に
取
り
組
み
た
い
。
こ
の

作
品
で
は
、
児
の
思
い
と
僧
の
思
い
を
捉
え
た
い
。
児
の
思
い
は

傍
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
心
内
語
を
押
さ
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

教
科
書
に
直
接
傍
線
や
括
弧
を
書
き
込
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
一

方
、
僧
の
心
情
は
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
解
釈
が
必
要
と

な
る
。
具
体
的
に
は
「
笑
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
の
理
由
を
考
え

る
中
で
、
そ
ら
寝
に
気
付
い
て
い
た
場
合
と
気
付
い
て
い
な
い
場

合
に
分
け
て
、
本
文
を
根
拠
に
考
え
た
い
。

■
故
事
成
語
で
漢
文
の
学
び
方
を
知
る

古
文
も
漢
文
も
読
む
た
め
の
文
法
的
な
知
識
は
当
然
必
要
だ

が
、
な
る
べ
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
、
読
解
に
必
要
な
場
面
で
適
切
に

理
解
さ
せ
た
い
。
こ
の
教
科
書
の
漢
文
編
で
は
、
第
一
単
元
に
基

本
的
な
訓
読
の
き
ま
り
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
適
宜
参
照
で
き
る

よ
う
に
指
示
し
て
お
き
た
い
部
分
だ
。

〔
授
業
案
〕
２
時
間
扱
い

第
１
時　

導
入
・
訓
読
の
き
ま
り
を
知
る

第
２
時　
「
守
株
」
の
教
訓
を
考
え
る

〈
目
標
〉

知
識
及
び
技
能
（
２
）
ウ
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思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等　

Ｂ
読
む
こ
と
（
１
）
ア

故
事
成
語
は
、
そ
の
成
り
立
ち
を
読
み
取
り
、
意
味
を
考
え
る

こ
と
が
必
要
だ
。「
守
株
」
で
は
、
基
本
的
な
訓
読
の
仕
方
を
定

着
す
る
と
と
も
に
、
話
の
展
開
を
考
え
さ
せ
た
い
。

例
え
ば
、
原
文
を
二
行
ご
と
に
切
り
取
り
短
冊
に
し
、
並
び
替

え
さ
せ
る
こ
と
で
話
の
展
開
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
配
ら
れ
た
短
冊
を
書
き
下
し

文
に
し
、
訓
読
の
き
ま
り
を
確
認
し
な
が
ら
、「
而
」、「
不
可
…
」

な
ど
の
重
要
語
や
構
文
を
確
認
す
る
。
短
冊
ご
と
の
意
味
を
考

え
、
並
び
替
え
る
。
短
冊
の
順
番
を
ペ
ア
で
確
認
し
、「
守
株
」

を
元
に
し
た
童
謡
「
待
ち
ぼ
う
け
」（
北
原
白
秋
）
を
参
考
に
す

る
な
ど
し
て
、
順
番
の
適
否
を
確
認
す
る
。「
守
株
」
の
教
訓
を

考
え
、
辞
書
で
意
味
を
確
認
す
る
。
時
代
を
超
え
て
「
守
株
」
と

い
う
言
葉
が
形
を
変
え
な
が
ら
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ

せ
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

生
徒
の
活
動
と
し
て
は
こ
こ
ま
で
で
も
良
い
が
、
教
員
と
し
て

は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
行
い
た
い
。
韓
非
子
は
、
古
の

聖
人
を
参
考
に
し
た
徳
治
主
義
の
考
え
方
に
対
し
、
移
り
変
わ
る

現
実
に
対
応
し
た
統
治
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
批
判
的
な
文
脈
で

「
守
株
」
の
寓
話
を
展
開
し
て
い
る
。
多
く
の
生
徒
が
中
学
で
学

ん
で
い
る
「
矛
盾
」
で
も
韓
非
子
に
よ
る
類
似
し
た
批
判
が
な
さ

れ
て
い
る
。
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、「
矛
盾
」
に
言
及
し
て
発

展
的
に
調
べ
さ
せ
る
学
習
も
可
能
だ
ろ
う
。

入
門
期
に
は
、
教
科
書
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
学
習
す
る
か
を

丁
寧
に
教
え
る
こ
と
が
必
要
だ
。
目
標
や
脚
注
を
し
っ
か
り
読
む

こ
と
、
重
要
語
句
は
調
べ
る
こ
と
、「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
取

り
組
む
こ
と
で
内
容
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
を

生
徒
は
知
ら
な
い
。
入
門
期
に
、
教
科
書
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
こ

と
で
、
年
間
を
通
し
て
生
徒
が
能
動
的
に
学
習
を
進
め
る
姿
勢
と

環
境
を
作
り
た
い
。

【
参
考
文
献
】塚
田
勝
郎『
新
人
教
師
の
た
め
の
漢
文
指
導
入
門
講
座
』

（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
四
）

▲『新編 言語文化』（言文706）p.226
漢文編 第一単元「訓読のきまり」
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「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
は
、他
の
「
読
む
こ
と
」「
書

く
こ
と
」
の
領
域
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
経
験
か
ら

負
担
や
大
変
さ
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
従

来
か
ら
評
論
や
小
説
の
単
元
で
話
し
合
い
の
活
動
を
取
り
入
れ
る

授
業
が
多
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
活
動
は
読
み
を
深
め
る

目
的
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
自
体
の
学
習
と
そ
の
力
の
定
着
が
目
的
と
な
る

指
導
を
意
識
し
た
授
業
が
大
切
で
す
。
大
修
館
書
店
の
『
新

編 

現
代
の
国
語
』（
現
国
707
）
に
は
、「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

と
共
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
も
、
幅
広
い
学
力
層

へ
の
指
導
に
対
応
す
る
基
礎
的
な
学
習
活
動
が
多
く
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
本
稿
で
は
こ
の
教
科
書
を
使
っ
た
基
礎
力
を
身
に
つ
け

る
授
業
案
を
三
つ
記
し
ま
す
。

■
伝
わ
り
や
す
い
話
し
方
を
意
識
す
る

ま
ず
授
業
の
目
標
と
活
動
内
容
を
確
認
し
て
学
習
の
見
通
し
を

立
て
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
教
科
書
に
は「
目
標
」「
学
習
活
動
」

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
相
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
わ

か
り
や
す
く
整
理
し
て
話
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
り
「
話
す
こ

と
」
の
基
礎
力
を
つ
け
る
こ
と
を
目
標
に
し
ま
す
。

教
科
書
に
は
、
問
診
に
答
え
る
患
者
の
応
答
例
と
し
て
、
伝
わ

り
に
く
い
説
明
と
伝
わ
り
や
す
い
説
明
の
二
例
を
並
べ
、
そ
れ
ら

を
聞
き
比
べ
て「
伝
わ
り
や
す
い
話
し
方
」に
つ
い
て
考
え
る
ワ
ー

ク
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
き
な
り
話
さ
せ
る
の
が
難
し

け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
良
い
例
と
悪
い
例
を
比
較
し
て
違
い
を
具

体
的
に
考
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
活
動
の
展
開
案
と
し
て
、
で
き
れ

ば
聞
く
側
が
教
科
書
の
文
章
を
見
な
い
で
聞
き
比
べ
に
集
中
さ
せ

て
か
ら
伝
わ
り
や
す
さ
の
理
由
を
話
し
合
わ
せ
た
い
活
動
で
す

が
、
例
え
ば
進
路
多
様
校
や
定
時
制
課
程
の
授
業
で
扱
う
場
合
は

山や
ま

口ぐ
ち

正ま
さ

澄ず
み

東
京
都
立
大
江
戸
高
等
学
校

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の

基
礎
力
を
身
に
つ
け
る
授
業
案

新
課
程
の
授
業 

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
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文
章
も
見
せ
た
ほ
う
が
話
し
合
い
を
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。

伝
わ
り
や
す
い
理
由
に
つ
い
て
話
し
合
い
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
徒
の
中
で
唯
一
解
に
留
ま
ら
ず
納
得
解
を
追
求
す
る
活
動

に
も
な
り
ま
す
。

■
内
容
の
ま
と
ま
り
を
考
え
て
話
す

次
は
、
も
う
少
し
長
く
込
み
入
っ
た
内
容
を
整
理
し
て
実
際
に

話
す
活
動
で
す
。
教
科
書
で
は
、
体
育
祭
の
種
目
出
場
者
を
決
め

る
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
場
面
を
例
に
し
て
、
誰
が
最
も
わ
か
り
や
す

く
伝
え
ら
れ
る
か
を
競
う
「
話
し
上
手
コ
ン
テ
ス
ト
」
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
単
純
な
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う

に
ゲ
ー
ム
形
式
に
し
て
も
授
業
が
盛
り
上
が
り
ま
す
。
生
徒
の
実

態
に
即
し
て
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー
プ
内
の
小
さ
な
活
動
に
し

て
も
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
生
徒
で
競
う
大
き
な

活
動
に
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
読
み
上
げ
原
稿
と
し

て
修
正
す
べ
き
内
容
を
書
き
直
す
学
習
も
す
れ
ば
原
稿
用
紙
の
使

い
方
が
復
習
で
き
ま
す
し
、
教
科
書
に
「
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
「
話
の
ま
と
ま
り
を
考
え
る
」「
話
題
の
数
を
あ
ら

か
じ
め
示
す
」
を
具
体
的
な
観
点
に
し
て
生
徒
同
士
で
批
評
す
る

学
び
合
い
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
と
め
と
し
て
、
教
科
書
教
材

末
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
使
っ
て
振
り
返
る
と
、
各
自
で
学
習
の
到

達
度
を
認
識
で
き
ま
す
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
教
科
書
に
発

▲『新編 現代の国語』（現国707）pp. 36-39を使った授業の流れ

目標と学習内容を確認し
学習の見通しをもつ

ポイント（下段）を参照しながら
ワーク（上段）に取り組む

具体的なチェック項目で
学習の到達度を認識する

発展学習に取り組んでもよい
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展
的
な
活
動
例
「
ト
ラ
イ
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
別

の
テ
ー
マ
を
生
徒
独
自
に
考
え
さ
せ
て
話
す
こ
と
ま
で
行
え
る

と
、
よ
り
主
体
的
で
深
い
学
び
に
な
る
で
し
ょ
う
。

■
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
聞
き
取
る

「
聞
く
こ
と
」
の
基
礎
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
実
際
に
音

声
を
流
し
リ
ス
ニ
ン
グ
さ
せ
る
活
動
に
も
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

教
科
書
で
は
、
文
化
祭
委
員
か
ら
放
課
後
の
買
い
出
し
を
頼
ま

れ
た
場
面
を
例
に
し
て
、
依
頼
内
容
を
整
理
し
な
が
ら
聞
き
取
る

ワ
ー
ク
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
科
書
紙
面
に
記
載
さ
れ
た
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
音
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
教

科
書
を
閉
じ
て
音
声
を
聞
か
せ
ま
し
ょ
う
。
聞
き
取
っ
た
内
容
か

ら
何
を
ど
の
順
番
で
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
情
報
整
理
を
意

識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
依
頼
内
容
を
聞

き
取
る
前
に
、
教
科
書
に
「
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
示
さ
れ
た
メ
モ

の
と
り
方
以
外
の
速
記
方
法
と
し
て
「
キ
ー
ワ
ー
ド
で
残
す
」「
書

く
文
字
を
小
さ
く
す
る
」
と
い
っ
た
例
を
伝
え
て
お
く
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
発
言
内
容
の
全
て
を
限
ら
れ
た
時
間
内
に
書
き
取
る

の
は
困
難
で
す
か
ら
、
後
で
話
の
内
容
を
思
い
出
せ
そ
う
な
大
事

な
言
葉
や
固
有
名
詞
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
残
し
て
箇
条
書

き
に
す
る
と
能
率
的
で
す
。
ま
た
、
書
く
文
字
を
小
さ
く
す
る
方

法
に
よ
っ
て
書
き
取
れ
る
速
さ
が
増
す
の
で
、
読
み
返
せ
る
程
度

で
小
さ
く
書
く
練
習
も
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
が
普
及
し
て
い
る
現
状
で
は
、
そ
れ
ら
の
文
字
入
力

の
ほ
う
が
速
く
記
録
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
時
間
に
余
裕
が

あ
れ
ば
手
書
き
の
メ
モ
と
使
い
分
け
を
さ
せ
て
み
る
の
も
有
効
で

す
。
こ
れ
ら
の
メ
モ
の
と
り
方
は
、
こ
の
教
科
書
の
後
の
ほ
う
で

出
て
く
る
「
ミ
ニ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
よ
う
」
や
「
聞
き
取
っ
た

こ
と
を
ま
と
め
よ
う
」
の
学
習
で
も
活
か
せ
ま
す
。

以
上
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
基
礎
的
な
力
を
身
に
つ

け
る
授
業
展
開
の
拙
案
で
す
。
基
礎
か
ら
発
展
さ
せ
た
活
動
内
容

は
新
学
習
指
導
要
領
に
、「
話
す
こ
と
」
で
は
「
目
的
に
応
じ
た

話
題
決
め
」「
立
場
や
考
え
を
明
確
化
」「
反
応
を
予
想
し
た
展
開
」

「
理
解
が
得
ら
れ
る
工
夫
」
な
ど
が
、「
聞
く
こ
と
」
で
は
「
論
理

の
展
開
を
予
想
し
評
価
し
て
考
え
を
深
め
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
授
業
計

画
や
、
単
元
の
目
標
と
評
価
の
観
点
を
意
識
し
た
指
導
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
来
年
度
か
ら
の
新
し

い
授
業
構
想
を
膨
ら
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

▲ 

当
該
単
元
の
教
科
書
紙
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
。

ほ
か
に
も
、「
話
す
・
聞
く
」の
学
習
に
使
え
る
音
声
や
動
画
へ
の
リ
ン
ク

が
豊
富
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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■
単
元
の
コ
ン
セ
プ
ト

新
課
程
で
は
、
科
目
構
成
や
教
科
書
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、

「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
と
の
接
続
、
教
科
横
断
、
は
て
は
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
な
ど
、
国
語
科
に
多
く
の
重
責
が
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

時
に
そ
れ
ら
す
べ
て
を
一
身
に
背
負
い
つ
つ
、「
現
代
の
国
語
」

で
あ
れ
ば
、
わ
ず
か
二
単
位
の
中
で
、
生
徒
の
諸
能
力
を
育
成
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
国

語
の
授
業
以
外
の
、
特
別
活
動
や
学
校
行
事
と
の
連
携
を
視
野
に

入
れ
る
こ
と
が
肝
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、「
説
得
力
の
あ
る
資
料
を
つ
く
る
」（
大
修
館
書
店『
現

代
の
国
語
』（
現
国
706
））
を
も
と
に
、
生
徒
た
ち
が
お
互
い
に
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
あ
う
機
会
に
取
り
入
れ
や
す
い
「
企
画

書
」
を
利
用
し
た
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
案
を
紹
介
し
た
い
。
文

化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
や
修
学
旅
行
先
の
提
案
な
ど
、
生
徒
た
ち
が

意
思
決
定
を
す
る
た
め
に
お
互
い
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し

合
う
機
会
を
利
用
し
た
学
習
で
あ
る
。

企
画
書
を
書
く
力
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
実
社
会

で
役
立
つ
こ
と
に
加
え
、
他
者
に
情
報
を
正
確
に
か
つ
魅
力
的
に

伝
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
生
徒
自
身
が
考
え
る
よ
い

機
会
に
な
り
う
る
。
新
学
習
指
導
要
領
で
も
、﹇
書
く
こ
と
―
エ
﹈ 

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

と
あ
り
、「
他
者
を
惹
き
つ
け
る
」
と
い
っ
た
目
的
達
成
の
た
め

に
単
な
る
説
明
・
記
述
以
上
の
工
夫
を
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

本
単
元
で
は
、
企
画
書
の
体
裁
を
利
用
し
て
、
企
画
の
内
容
が

伝
わ
る
よ
う
な
「
正
確
な
情
報
」
と
、
企
画
コ
ン
セ
プ
ト
を
心
に

響
く
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
「
魅
力
的
な
情
報
」
の
二
点
を
考
え
る

よ
う
に
指
導
し
て
い
く
。 吉よ

し

田だ

東と
う

洋よ
う

東
京
都
立
新
宿
山
吹
高
等
学
校

「
正
確
な
情
報
」と

「
魅
力
的
な
情
報
」を
使
い
こ
な
す

│
│
学
校
行
事
の
企
画
書
で
書
く
力
を
鍛
え
る
│
│

新
課
程
の
授
業 

「
書
く
こ
と
」
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■
単
元
の
流
れ

■
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
と
指
導
側
の
サ
ポ
ー
ト

た
と
え
ば
文
化
祭
で
の
ク
ラ
ス
の
出
し
物
を
考
え
る
場
合
、
企

画
成
立
の
た
め
に
は
実
施
す
る
「
場
所
」「
時
間
帯
」
や
「
運
営

や
準
備
の
流
れ
」「
役
割
分
担
」「
必
要
物
品
（
予
算
）」
な
ど
の

学
習
活
動

第1次

企
画
書
に
必
要
な
要
素
を
考
え
、
自
分
一
人
で
企
画
書
を
書
く
。

第 2次

４
～
６
人
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
グ
ル
ー
プ
内
で
回
し
読
み
を
し

つ
つ
企
画
書
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
。

第 3次

グ
ル
ー
プ
同
士
で
企
画
書
の
束
を
交
換
し
、
相
互
評
価
す
る
。

＊�「
情
報
の
正
確
さ
」
と
「
コ
ン
セ
プ
ト
や
表
現
の
魅
力
」
の
二
軸

で
評
価
さ
せ
る
。

第 4次

各
グ
ル
ー
プ
で
最
も
推
し
た
い
企
画
書
を
一
つ
選
出
し
、
企
画
書
の

洗
練
と
ス
ラ
イ
ド
の
作
成
を
行
う
。

第 5次

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
と
企
画
書
を
利
用
し
て
発
表
し
、
全

生
徒
に
よ
る
投
票
を
兼
ね
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
。

要
素
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
物
事
を
構
成
す
る
要
素
を
考
え
さ

せ
て
、
企
画
成
立
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
想
像
さ
せ
る
こ
と

は
、
企
画
の
内
容
を
正
確
に
伝
え
る
た
め
の
情
報
を
生
徒
が
考
え

る
機
会
と
な
る
。
ま
ず
は
生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
、
相
互
交
流
の

中
で
「
正
確
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
」
を
検
証
し
合
い
、
そ
の
後
に

教
師
が
企
画
を
構
成
す
る
要
素
を
集
約
し
た
り
提
示
し
た
り
す
る

こ
と
が
指
導
上
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

教
科
書
の
「
ポ
イ
ン
ト
」（
171
ペ
ー
ジ
）
に
あ
る
、
６
Ｗ
２
Ｈ

を
意
識
さ
せ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
企
画
自
体
の
魅
力

を
言
葉
で
伝
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
趣
旨
・
コ
ン
セ
プ

ト
や
提
案
理
由
な
ど
を
説
明

す
る
際
に
、
正
確
性
を
重
視

し
す
ぎ
る
と
味
気
な
い
無
機

質
な
記
述
に
な
っ
て
し
ま
い

が
ち
で
あ
る
。
読
み
手
に

と
っ
て
魅
力
あ
る
内
容
に
す

る
た
め
に
、
表
現
の
仕
方
に

工
夫
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う（《
表
現
の
工
夫
の
例
》

参
照
）。

▲企画書のポイント（『現代の国語』（現国706）p.171）
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《
表
現
の
工
夫
の
例
》

①
前
提
・
常
識
を
疑
っ
て
問
い
か
け
る

【
修
学
旅
行
】
人
生
一
度
の
高
校
生
活
、
全
国
の
高
校
生
と
カ
ブ
る
の
は

も
っ
た
い
な
く
な
い
？

②
選
択
・
比
較
さ
せ
る
た
め
に
列
挙
す
る

【
文
化
祭
】
あ
げ
た
い
の
は
売
上
？�

フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
？�

み
ん
な
の
テ
ン

シ
ョ
ン
？

③
対
句
表
現
で
強
調
す
る

【
文
化
祭
】
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
が
売
り
た
い
の
で
は
な
く
、
湯
島
高
文
化
祭

を
彩
り
た
い
。

④
希
少
性
を
強
調
し
た
り
、
好
奇
心
を
く
す
ぐ
っ
た
り
す
る

【
修
学
旅
行
】
修
学
旅
行
先
人
気
ラ
ン
キ
ン
グ
最
下
位
は
ご
存
じ
で
す
か
？�

も
し
も
私
た
ち
の
宣
伝
で
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
に
な
っ
た
ら
？

⑤
メ
リ
ッ
ト
や
効
果
を
挙
げ
る

【
修
学
旅
行
】
移
動
や
宿
泊
が
安
け
れ
ば
、
体
験
や
食
事
に
お
金
が
か
け

ら
れ
ま
す
。

⑥
具
体
的
な
数
字
で
想
像
力
を
か
き
立
て
る

【
文
化
祭
】
入
場
後
一
五
秒
で
へ
た
り
込
む
お
化
け
屋
敷
を
作
れ
た
ら
伝

説
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
教
科
書
に
は
、
参
考
文
と
し
て
、
宮
崎
駿
監
督
に
よ

る
、『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
実
際
の
企
画
書
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
企
画
書
の
要
素
を
押
さ
え
つ
つ
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
内
容
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
学
習
の
動
機
づ
け
に
ぜ
ひ
活
用
し
た
い
。

■
活
動
の
接
続

今
回
の
指
導
案
で
は
、
企
画
書
の
完
成
後
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
機
会
を
設
け
て
い
る
。
わ
ず
か
二
単
位
の
中
で
、
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
だ
け
に
別
単
元
を
設
け
る
の
は
得
策
と

は
い
え
な
い
。
活
動
を
う
ま
く
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間

を
効
率
よ
く
使
う
だ
け
で
な
く
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
違
い

を
考
え
た
り
、
図
や
グ
ラ
フ
、
発
表
の
仕
方
な
ど
の
非
言
語
的
な

も
の
の
効
果
を
考
え
た
り
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
も
可
能
に
な

る
。
生
徒
に
は
、
最
後
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
見
据
え
る
よ

う
適
宜
声
が
け
を
し
て
い
き
た
い
。

▲企画書『となりのトトロ』
　（『現代の国語』（現国706）p.174）
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■
新
教
育
課
程
の
評
価
と
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

来
年
度
か
ら
始
ま
る
新
教
育
課
程
で
は
、
単
元
で
身
に
付
け
さ

せ
た
い
力
を
明
確
に
し
、
授
業
の
中
で
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
を

評
価
す
る
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
国
語
科
も
他
教
科
と
同
様
に
「
知
識
・
技
能
」「
思
考
・
判
断
・

表
現
」「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度（
以
下「
主
体
的
態
度
」）」

の
三
観
点
で
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
現
代
の
国
語
」
で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
に

20
〜
30
単
位
時
間
程
度
が
配
当
さ
れ
、
学
習
指
導
要
領
で
は
身
に

付
け
る
べ
き
指
導
事
項
と
し
て
五
点
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿

で
は
、「
話
す
こ
と
」
の
単
元
構
想
の
一
例
と
し
て
、
大
修
館
『
現

代
の
国
語
』（
現
国
706
）
の
単
元
６
「
工
夫
し
て
話
す
」
の
学
習

活
動
を
ご
紹
介
し
、
評
価
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
ス
ピ
ー
チ
発
表
会
―
単
元
６
「
工
夫
し
て
話
す
」

（
１
）
評
価
規
準
を
決
め
る

ま
ず
、
単
元
で
ど
の
よ
う
な
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
力
を
育

成
す
る
か
を
定
め
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
「
知
識
・
技
能
」
を
考

え
ま
す
。
す
で
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
で
説
明
や
話
し
言

葉
の
特
徴
に
つ
い
て
学
ん
で
い
れ
ば
、
ス
ピ
ー
チ
の
場
合
、
教
科

書
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
①
構
成
や
展
開
の
工
夫
、
②
表
現
の
し

か
た
の
工
夫
な
ど
の
目
標
が
妥
当
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
を
達
成
す

る
た
め
に
は
文
章
の
効
果
的
な
組
み
立
て
を
理
解
し
、
話
し
言
葉

の
特
徴
や
表
現
の
特
色
を
踏
ま
え
て
聞
き
手
の
興
味
を
引
く
表
現

を
使
う
「
知
識
・
技
能
」
が
必
要
で
す
。

こ
の
段
階
で
は
、
評
価
規
準
の
精
選
に
気
を
配
り
ま
す
。
指
導

要
領
で
は
「
知
識
・
技
能
」「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
と
も
複
数

の
項
目
が
該
当
し
ま
す
が
、
一
つ
の
単
元
に
多
く
の
評
価
項
目
が

あ
る
と
教
員
も
活
動
す
る
生
徒
も
大
変
で
す
。
そ
こ
で
「
話
す
こ

塗ぬ
り

田た

佳よ
し

枝え

筑
波
大
学
附
属
坂
戸
高
等
学
校

活
動
の
指
針
と
な
る
評
価
を
考
え
る

新
課
程
の
授
業 

「
評
価
」①
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と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
計
画
全
体
に
お
け
る
本
単
元
の
位
置
づ

け
を
考
え
な
が
ら
、
各
観
点
一
〜
二
つ
に
絞
っ
て
い
き
ま
す
。

（
２
）
指
導
と
評
価
の
計
画
を
立
て
る

次
に
、
設
定
し
た
規
準
に
つ
い
て
、
ど
の
活
動
で
何
を
も
と
に

評
価
す
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
指
導
計
画
を
立
て
て
い
き
ま
す
。

計
画
す
る
際
、
特
に
生
徒
の
活
動
が
中
心
に
な
る
単
元
で
は
、

①
目
標
と
活
動
の
手
順
を
明
確
に
し
て
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
、
②

段
階
を
踏
ん
で
メ
イ
ン
の
活
動
に
入
る
こ
と
、
③
活
動
か
ら
学
ん

だ
こ
と
を
振
り
返
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
留
意
し
ま
す
。

②
に
関
し
て
、
本
単
元
で
は
ス
ピ
ー
チ
の
構
想
や
構
成
を
考
え

さ
せ
る
前
に
、
冒
頭
の
工
夫
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
考
え
る
ス

テ
ッ
プ
を
設
定
し
ま
し
た
。
従
来
の
授
業
は
、
教
員
が
最
初
に
解

説
し
た
後
、
構
成
メ
モ
の
作
成
か
ら
発
表
ま
で
生
徒
任
せ
と
い
う

こ
と
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ま
ず
グ
ル
ー
プ

観
点

評
価
規
準

指
導
要
領

知識・
技能

・
話
し
言
葉
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
わ
か
り
や
す
い
表

現
や
言
葉
遣
い
を
使
用
し
て
い
る
。

（
１
）

イ

思考・判
断・表現

・
内
容
が
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
、
話
の
構
成
や
展

開
を
工
夫
し
て
い
る
。

（
１
）

イ

主体的
態度

・
自
分
及
び
他
者
の
発
表
か
ら
、
聞
き
手
の
興
味
を

引
く
表
現
に
つ
い
て
進
ん
で
考
え
た
り
使
用
し
た

り
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

で
話
し
合
っ
た
り
練
習
し
た
り
さ
せ
て
か
ら
、
自
分
で
考
え
、
発

表
さ
せ
る
と
い
う
手
順
を
踏
め
ば
、
構
成
や
表
現
の
工
夫
の
重
要

性
を
よ
り
理
解
で
き
、
無
理
な
く
メ
イ
ン
の
活
動
に
入
れ
る
で

し
ょ
う
。
大
修
館
の『
現
代
の
国
語
』に
は
、そ
の
た
め
の「
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
」
や
「
ワ
ー
ク
」
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

評
価
に
つ
い
て
は
、
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
一
分
の
間
に
前
述
の
三

項
目
を
評
価
す
る
の
は
至
難
の
業
で
す
（
経
験
上
、
一
分
の
発
表

で
は
「
内
容
」「
態
度
（
表
現
方
法
）」
等
の
二
項
目
の
評
価
が
限
度
か

【
指
導
と
評
価
の
計
画
（
全
３
時
間
）】

時

主
な
学
習
活
動

評
価
の
内
容
と

方
法

1

○
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
上
で
内
容
や
構
成
、
表
現
の
し
か

た
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。［
全
体
］

○
聞
き
手
を
引
き
つ
け
る
た
め
冒
頭
で
ど
ん
な
工
夫
が

で
き
る
か
を
考
え
る
。［
グ
ル
ー
プ
］

○
構
成
メ
モ
を
作
る
。［
個
人
］

・
ス
ピ
ー
チ
計

画
表
の
記
述

【
思
考
・
判
断
・

表
現
】

1.5

○
ス
ピ
ー
チ
を
発
表
し
合
い
、
発
表
後
１
〜
２
名
が
コ

メ
ン
ト
す
る
。［
全
体
］

・
発
表

【
知
識
・
技
能
】

0.5

○
自
己
評
価
と
と
も
に
他
者
の
発
表
も
含
め
て
気
づ
い

た
こ
と
を
書
き
出
す
。［
個
人
］

○
（
時
間
が
あ
れ
ば
グ
ル
ー
プ
、）
全
体
で
共
有
す
る
。

［（
グ
ル
ー
プ
・
）
全
体
］

○
単
元
を
振
り
返
り
、
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
る
。

［
個
人
］

・
振
り
返
り
の

記
述

【
主
体
的
態
度
】
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と
思
い
ま
す
）。
録
画
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、
後
か
ら
見

直
す
の
は
現
実
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
予
備
的
手
段
に
し
た
い

と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
記
述
資
料
で
あ
る
ス
ピ
ー
チ
計
画
表
で

評
価
す
る
こ
と
と
し
、
発
表
時
の
項
目
を
極
力
少
な
く
し
ま
す
。

評
価
は
各
規
準
と
も
三
段
階
ま
た
は
五
段
階
で
行
い
、
こ
の
時

点
で
各
々
の
割
合
も
考
え
て
お
き
ま
す
。
ま
た
具
体
的
な
評
価
基

準
も
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
評
価
規
準
だ
け
を
示
し
、

生
徒
自
身
に
◎
・
○
・
△
の
具
体
例
を
挙
げ
さ
せ
、
基
準
を
作
ら

せ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
評
価
規
準
な
い
し
基

準
は
構
成
メ
モ
の
作
成
の
前
に
生
徒
に
伝
え
、
目
標
を
意
識
し
て

以
降
の
活
動
に
取
り
組
ま
せ
ま
す
。

さ
ら
に
資
料
の
作
り
か
た
も
、
評
価
の
し
や
す
さ
に
関
わ
っ
て

き
ま
す
。
構
成
や
表
現
の
工
夫
が
見
て
取
れ
る
計
画
表
や
、
振
り

返
り
の
際
に
見
直
し
ま
と
め
や
す
い
発
表
記
録
シ
ー
ト
を
作
る

と
、
生
徒
の
活
動
の
支
え
と
な
り
、
評
価
も
容
易
に
な
り
ま
す
。

■
「
次
に
活
か
す
」
た
め
の
評
価

「
話
す
こ
と
」
の
指
導
は
、評
価
に
か
か
る
時
間
と
手
間
を
思
っ

て
二
の
足
を
踏
む
先
生
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
た

だ
シ
ン
プ
ル
な
評
価
項
目
と
負
担
の
少
な
い
評
価
方
法
を
考
え
、

生
徒
と
共
有
し
て
お
く
と
、
教
員
も
生
徒
も
迷
子
に
な
ら
ず
、
無

理
な
く
授
業
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
評
価
に
は
教
員
の
指
導
改
善
と

と
も
に
、
生
徒
自
身
が
学
び
を
振
り
返
り
、
次
に
活
か
す
学
習
改

善
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
互
い
に
、
そ
の
先
の
授
業
が
楽
し
み
に

な
る
よ
う
な
評
価
を
工
夫
し
た
い
も
の
で
す
。

スピーチ計画表
★＊／＊（＊）提出〆切。紙、Classi、Teamsのいずれかで提出

パート
（○秒）

内容・ねらい
※文章（原稿）でなく簡潔に箇条書きで！

話し方
の工夫

はじめ
Intro

なか
Body

おわり
Closing

▲『現代の国語』（現国706）単元６
「工夫して話す」p.90

▲スピーチ計画表の例
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特集：新課程直前！　いまやっておきたい国語の準備

■
「
現
代
の
国
語
」
の
「
書
く
こ
と
」

「
現
代
の
国
語
」
で
の
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
。
ど
の
よ
う
に

進
め
て
い
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

「
書
く
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
最
も
多
く
30
〜
40
時
間
程
度
を

配
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
現
代
の
国
語
」

に
お
い
て
、「
書
く
こ
と
」
は
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
現
代
の
国
語
」
の
目
標
に
は
、
⑴
実
社
会
に
必
要
な
国
語
の

知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
。
⑵
論
理
的
に
考
え
る

力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や

考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（
以
下
略
）
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
特

徴
や
役
割
、
表
現
の
特
色
を
踏
ま
え
、
正
確
さ
、
分
か
り
や
す
さ
、

適
切
さ
、
敬
意
と
親
し
さ
な
ど
に
配
慮
し
た
表
現
や
言
葉
遣
い
に

つ
い
て
理
解
し
、
使
う
こ
と
。」「
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
。」
な
ど
と
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

■
単
元
「
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
」

学
習
指
導
要
領
の
言
葉
を
並
べ
る
と
、
指
導
が
難
し
い
よ
う
な

気
が
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、大
修
館
書
店
の『
新
編 

現
代
の
国
語
』

（
現
国
707
）
に
は
、
指
導
要
領
が
求
め
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
、
そ
し
て
生
徒
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
い
教
材

が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
」
と
い
う
単
元
で
は
、

「
読
む
こ
と
」
の
領
域
と
し
て
「
説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
よ
う
」

と
、
評
論
文
が
三
本
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
接
続
表
現

の
効
果
的
な
使
い
方
な
ど
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
の
仕
方
に
つ
い

て
学
び
ま
す
。
特
に
最
初
の
評
論
文
「
人
間
は
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ

下し
も

西に
し

美み

穂ほ

東
京
都
立
江
戸
川
高
等
学
校

１
時
間
で
も
で
き
る「
書
く
こ
と
」の
授
業

│
ペ
ア
ワ
ー
ク
で
わ
か
り
や
す
い
説
明
文
を
書
く

│

新
課
程
の
授
業 

「
評
価
」②
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ン
ジ
ー
の
ど
ち
ら
に
近
い
か
」
で
は
、
接
続
表
現
や
順
序
を
表
す

言
葉
が
色
分
け
さ
れ
、
文
章
の
構
成
が
一
目
瞭
然
で
す
。
そ
の
後

「
書
く
こ
と
」
と
し
て
「
絵
や
写
真
を
説
明
し
よ
う
」「
料
理
レ
シ

ピ
を
書
こ
う
」、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
し
て
「
シ
ョ
ー
ト

ス
ピ
ー
チ
を
し
よ
う
」が
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
領
域
を
通
じ
て
、

「
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
」
と
い
う
、「
実
社
会
に
必
要
な
国
語

の
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
」
さ
せ
る
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
領
域
を
通
じ
て
の
指
導
が
理
想
的
で
す
が
、
生
徒
の
実
情
、

学
校
の
実
態
な
ど
に
合
わ
せ
、
一
部
を
取
り
出
し
て
の
授
業
も
も

ち
ろ
ん
可
能
で
す
。

こ
こ
で
は
、『
新
編 

現
代
の
国
語
』
57
ペ
ー
ジ
の
「
形
を
説
明

す
る
」
の
教
材
を
用
い
た
一
時
間
の
授
業
を
ご
提
案
し
ま
す
。
前

ペ
ー
ジ
で
の
傍
線
部
を
意
識
し
た
授
業
と
し
て
み
ま
し
た
。「
書

く
こ
と
」
の
授
業
は
一
時
間
で
も
可
能
で
す
。

■
授
業
「
形
を
説
明
す
る
」（
→
下
段
）

「
書
く
こ
と
」
に
苦
手
意
識
を
も
つ
生
徒
は
多
い
の
で
、
あ
ま

り
時
間
を
か
け
す
ぎ
ず
、
ク
ラ
ス
全
体
で
短
く
時
間
を
区
切
っ
て

ゲ
ー
ム
感
覚
で
行
わ
せ
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
下
の
一
つ

の
枠
に
つ
き
５
〜
７
分
程
度
の
ペ
ー
ス
で
行
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

書
く
の
が
苦
手
な
生
徒
た
ち
の
場
合
は
、「
全
体
と
し
て
、【　
　

】

の
よ
う
に
見
え
る
形
で
す
。
ま
ず
…
」
な
ど
と
書
き
出
し
を
記
し

◀
授
業「
形
を
説
明
す
る
」の
流
れ

展
開

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

よ
い
説
明

の
仕
方
に

つ
い
て
考

え
る

あ
る
図
形
に
つ
い
て
の
、
わ
か
り
に
く
い
説
明
文
を
配
布
し
、

そ
の
説
明
に
従
っ
て
図
形
を
書
か
せ
る
。
続
い
て
わ
か
り
や
す
い

説
明
文
を
配
布
し
、
図
形
を
書
か
せ
る
。
説
明
文
の
わ
か
り
や

す
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
に
よ
る
も
の
か
を
考
え
さ
せ
る
。

ポ
イ
ン
ト

を
共
有
す

る

グ
ル
ー
プ
、
ク
ラ
ス
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い

説
明
と
な
る
の
か
、
ポ
イ
ン
ト
を
共
有
す
る
。
教
科
書
57
ペ
ー

ジ
の
「
説
明
の
原
則
」
も
参
考
に
さ
せ
る
。

説
明
文
を

書
い
て
み
る

図
形
の
書
か
れ
た
カ
ー
ド
を
一
人
一
枚
配
布
し
、
ペ
ア
の
人
が

図
形
を
見
な
く
て
も
書
け
る
よ
う
な
説
明
文
を
書
い
て
み
る
。

評
価
を
も

ら
う
①

ペ
ア
の
人
に
書
い
た
説
明
文
を
渡
し
、
説
明
文
に
従
っ
て
図
形

を
書
い
て
も
ら
う
。
書
け
た
図
形
を
見
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す

か
っ
た
点
、
わ
か
り
に
く
か
っ
た
点
を
教
え
て
も
ら
う
（
評
価
表

に
し
て
も
よ
い
）。
ペ
ア
と
役
割
を
交
代
し
て
同
じ
内
容
を
行
う
。

書
き
直
す

同
じ
図
形
に
つ
い
て
、
教
え
て
も
ら
っ
た
点
（
評
価
表
）
を

参
考
に
し
て
説
明
文
を
書
き
直
す
。

評
価
を
も

ら
う
②

さ
き
ほ
ど
の
ペ
ア
と
は
異
な
る
人
と
ペ
ア
に
な
り
、
書
き
直

し
た
説
明
文
を
渡
し
、
図
形
を
書
い
て
も
ら
う
。
わ
か
り
や

す
か
っ
た
点
、
わ
か
り
に
く
か
っ
た
点
を
教
え
て
も
ら
う
。

役
割
を
交
代
し
て
行
う
。

自
己
評
価

す
る

は
じ
め
に
書
い
た
説
明
文
と
書
き
直
し
た
説
明
文
を
比
べ
、

自
己
評
価
を
行
う
。
注
意
し
て
書
け
た
点
、
助
言
を
踏
ま
え

て
よ
く
な
っ
た
点
な
ど
に
つ
い
て
記
入
す
る
。
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29 １時間でもできる「書くこと」の授業

特集：新課程直前！　いまやっておきたい国語の準備

た
用
紙
を
配
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

■
評
価
の
仕
方

自
己
評
価
表
の
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
Ｑ
１
〜
３
は「
知
識
・

技
能
」、
Ｑ
４
は
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」、
Ｑ
５
、
６
は
「
主
体

的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
を
評
価
す
る
よ
う
に
作
成
し
て
み

ま
し
た
。

こ
の
学
習
活
動
に
対
す
る
評
価
に
関
し
て
は
、
こ
の
自
己
評
価

表
と
、
二
つ
の
説
明
文
の
比
較
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
説
明
文
を
比
較
し
て
改
善
さ
れ
て
い
る
点
と
Ｑ
３
が
合
致
し

て
い
る
か
な
ど
、ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
評
価
し
て
い
く
こ
と
で
、

評
価
の
時
間
や
負
担
感
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

１
時
間
と
い
う
短
い
時
間
で
も
重
ね
て
い
け
ば
、
生
徒
の
力
は

伸
び
て
い
く
は
ず
で
す
。
す
べ
て
を
一
度
に
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う

と
思
わ
ず
、
少
し
ず
つ
取
り
組
ま
せ
て
い
く
こ
と
が
、
苦
手
意
識

の
強
い
生
徒
に
と
っ
て
は
取
り
組
み
や
す
い
授
業
と
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。▲『新編 現代の国語』（現国707）p. 57

▲自己評価表の一例

Q1 　相手にわかりやすく正確に伝わ
る説明文を書くことができた？ 1

いまいち
  ・  2  ・  3

ばっちり

Q2 　ポイントに注意して書くことが
できた？ 1  ・  2  ・  3

Q3 　一番注意したポイントはどんな
こと？

Q4 　もらった評価表をもとに文章を
よりよくすることができた？ 1  ・  2  ・  3

Q5 　なぜこの書く力が必要か理解で
きた？ 1  ・  2  ・  3

Q6 　これから（学校生活でも社会に
出てからでも）どのような場面で
この力を活用したいと思う？
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■
は
じ
め
に

新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
予
測
困
難
な
時
代
を
生
き
る
生
徒

た
ち
が
他
者
と
協
働
し
て
課
題
を
解
決
し
、情
報
を
再
構
成
し
て
、

新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
で

改
訂
さ
れ
ま
し
た
。「
読
む
こ
と
」
の
指
導
に
お
い
て
も
、
教
材

の
読
み
取
り
に
力
点
を
置
く
の
で
は
な
く
、「
何
の
た
め
に
読
む

の
か
」「
読
み
取
っ
た
こ
と
を
ど
う
活
用
す
る
の
か
」
を
考
え
る

自
覚
的
な
読
み
手
の
育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。

指
導
を
工
夫
す
る
上
で
同
時
に
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
ど
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
の
読
み
を
評
価
す
る
か
、
と

い
う
問
題
で
す
。
そ
こ
で
本
稿
で
は「
言
語
文
化
」
に
お
け
る「
読

む
こ
と
」
の
評
価
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。

■
単
元
に
つ
い
て

本
単
元
は
、
一
学
期
に
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

単
元
の
ね
ら
い
は
、「
複
数
の
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を

類
推
し
、
表
現
効
果
を
考
え
る
」
こ
と
で
す
。
こ
の
、
点
と
点
を

つ
な
げ
意
味
づ
け
る
力
は
、「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
礎
と
な
る
資
質
・
能
力
だ
と
考
え
ま
し
た
。「
伝
統
」
や
「
文
化
」

は
、
具
体
的
な
事
物
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
事
柄
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
抽
象
的
な
概
念
だ
か
ら
で
す
。

文
章
中
の
多
様
な
描
写
を
手
が
か
り
に
、
生
徒
た
ち
が
カ
ギ
と

な
る
表
現
を
発
見
し
、読
み
取
れ
る
意
味
や
表
現
効
果
を
考
え
る
、

と
い
う
学
習
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
教
材
は
現
代
作
家
に
よ
る

文
学
的
な
文
章
が
よ
い

│
そ
う
考
え
て
、
大
修
館
の
『
新
編
言

語
文
化
』（
言
文
706
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、川
上
弘
美
の
小
説
「
水

か
ま
き
り
」
を
教
材
と
し
た
全
５
時
間
の
授
業
を
組
み
立
て
ま
し

た
。今

回
の
単
元
は
、
ひ
と
つ
の
教
材
し
か
用
い
て
い
な
い
小
さ
な

単
元
で
す
。
し
か
し
、
身
に
つ
け
た
力
は
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
活
用
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

古ふ
る

川か
わ

佳か

奈な

専
修
大
学
松
戸
中
学
校
・

 

高
等
学
校

点
と
点
を
つ
な
ぐ「
読
む
こ
と
」の
授
業
と
評
価

│
言
語
文
化「
水
か
ま
き
り
」を
教
材
と
し
て

│

新
課
程
の
授
業 

「
評
価
」③
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31 点と点をつなぐ「読むこと」の授業と評価

特集：新課程直前！　いまやっておきたい国語の準備

■
学
習
の
流
れ

第
１
時
〈
全
体
↓
個
人
↓
全
体
〉

・
作
品
を
通
読
す
る

・「
時
」
と
「
場
」
の
設
定
を
読
む 

【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
】

第
２
時
〈
個
人
↓
ペ
ア
↓
個
人
〉

・
春
子
の
人
物
像
を
と
ら
え
る　
　
【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ
】

　
　

※
構
想
メ
モ
・
交
流
メ
モ
・
四
〇
〇
字
記
述

第
３
時
〈
全
体
〉　　

・
構
成
と
比
喩
の
効
果
を
考
え
る

第
４
時
〈
個
人
〉　　

・
ケ
ン
坊
の
人
物
像
を
と
ら
え
る　
【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅲ
】

　
　

※
構
想
メ
モ
・
四
〇
〇
字
記
述

第
５
時
〈
全
体
〉

・
象
徴
表
現
を
考
え
る

・
学
習
の
ま
と
め

■
評
価
に
つ
い
て

「
書
く
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
」
は
、
そ
の
表
現
を
直
接
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、「
読
む
こ
と
」
は
、
生
徒
が

読
み
を
表
現
す
る
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
、
実
態
を
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
本
単
元
で
は
三
回
分
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用

意
し
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
個
別
の
読
み
を
評
価
し
よ
う
と
試
み

ま
し
た
。

教
師
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
評
価
は
、「
指
導
に
生
か
す
評

価
」
と
「
記
録
に
残
す
評
価
」
の
二
つ
に
大
別
で
き
ま
す
。
本
単

元
の
場
合
は
、
お
も
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
・
Ⅱ
を
通
じ
て
「
指
導

に
生
か
す
評
価
」
を
行
い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅲ
と
定
期
考
査
を
通

じ
て
、「
記
録
に
残
す
評
価
」
を
行
う
評
価
計
画
を
立
て
ま
し
た
。

（
１
）
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述
に
よ
る
評
価

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
で
は
、
基
本
的
な
読
み
の
力
と
、
授
業
の
ね

ら
い
が
共
有
さ
れ
た
か
を
確
認
し
、想
定
と
ず
れ
が
あ
る
場
合
は
、

授
業
の
進
度
や
課
題
設
定
を
見
直
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ
で

は
、
課
題
解
決
の
過
程
を
評
価
し
ま
す
。
春
子
の
人
物
像
を
四
〇

〇
字
で
記
述
す
る
と
い
う
の
は
負
荷
の
か
か
る
課
題
で
す
。
机
間

巡
視
を
し
て
声
を
か
け
た
り
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
回
収
し
て
コ

メ
ン
ト
を
返
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
学
び
に
向
か
う
力
を
引
き

出
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
い

ず
れ
も「
指
導
に
生
か
す
評
価
」

で
す
。

一
方
、「
記
録
に
残
す
評
価
」

は
、
一
定
の
指
導
を
経
て
身
に

つ
い
た
資
質
・
能
力
を
評
価
す

▲ワークシートⅠ
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る
も
の
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅲ
で
は
、「
ケ
ン
坊
の
人
物
描
写
を
的
確
に
抜

き
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
」「
抜
き
出
し
た
人
物
描
写
か
ら

人
物
像
を
類
推
で
き
て
い
る
か
」「
人
物
描
写
の
効
果
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
か
」
に
着
目
し
て
、〈
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
〉
を
評
価
し
ま
す
。

〈
主
体
的
に
取
り
組
む
態
度
〉
は
、
授
業
中
の
様
子
や
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
Ⅰ
〜
Ⅲ
で
の
変
化
を
見
取
り
、
他
の
評
価
と
同
様
、
規
準

を
設
け
て
評
価
し
ま
す
。
筆
者
の
場
合
、「
記
録
に
残
す
評
価
」

の
評
価
規
準
は
、
同
僚
と
話
し
合
っ
て
決
め
て
い
ま
す
。

（
２
）
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
よ
る
評
価

定
期
考
査
で
は
、
漢
字
や
語
彙
、
授
業
を
通
じ
て
学
ん
だ
読
み

の
確
認
な
ど
知
識
の
習
得
に
関
わ
る
設
問
と
、
学
ん
だ
こ
と
の
活

用
に
関
わ
る
設
問
を
出
題
し
ま
す
。
前
者
は
〈
知
識
・
技
能
〉、

後
者
は
〈
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
〉
を
評
価
す
る
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、「
水
か
ま
き
り
」
の
文
章
か
ら
、
ケ
ン
坊
と
春
子

の
関
係
性
を
示
す
表
現
を
二
つ
抜
き
出
さ
せ
て
、
そ
の
意
味
や
表

現
効
果
を
考
え
さ
せ
る
問
題
を
出
せ
ば
、
能
力
の
活
用
を
確
認
で

き
る
と
同
時
に
、
作
品
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
作
者
の
別
作
品
に
お
け
る
人
物
描
写
か
ら
人
物
像
を
記
述
さ

せ
る
よ
う
な
初
見
文
の
問
題
を
出
せ
ば
、
能
力
が
ほ
か
の
場
面
で

も
活
用
で
き
る
こ
と
を
知
る
よ
い
機
会
と
な
る
で
し
ょ
う
。

■
お
わ
り
に

作
品
の
な
か
で
ケ
ン
坊
は
、
春
子
に
〝
食
べ
る
〞
こ
と
を
提
案

し
ま
す
。「
た
い
焼
き
で
も
食
う
か
、そ
れ
と
も
ア
イ
ス
に
す
る
か
」。

春
子
は
ア
イ
ス
、
と
き
っ
ぱ
り
答
え
て
、
お
ぐ
ら
ア
イ
ス
を
食
べ

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
仮
に
春
子
が
た
い
焼
き
を
選
ん
だ
と

し
て
も
、
ふ
た
り
は
小
豆
の
菓
子
を
食
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

回
想
の
場
面
で
春
子
の
母
が
ケ
ン
坊
の
と
こ
ろ
の
お
ば
さ
ん
に

勧
め
た
の
も
、
甘
い
よ
う
か
ん
。
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
な
の
か
。

そ
も
そ
も
一
緒
に
同
じ
も
の
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
、
あ
る
種

の
連
帯
感
を
生
む
も
の
だ
。『
伊
勢
物
語
』
の
「
あ
づ
ま
下
り
」

に
も
、
皆
で
乾
飯
の
上
に
涙
を
落
と
す
場
面
が
出
て
く
る
。
そ
う

考
え
る
と
作
者
が
食
べ
る
描
写
を
入
れ
た
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
意

味
が
あ
る
。
生
徒
は
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
│
│
こ
う
し
て
思
い
を

巡
ら
せ
な
が
ら
、
授
業
案
を
練
っ
て
い
ま
す
。

先
日
、ク
ラ
ス
の
生
徒
が
、「
テ
ス
ト
の
点
数
は
良
か
っ
た
け
ど
、

納
得
し
て
い
な
い
。
も
う
少
し
勉
強
す
る
」
と
言
っ
て
い
て
、
驚

か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
教
師
に
よ
る
評
価
を
取

り
上
げ
ま
し
た
が
、
相
互
評
価
や
自
己
評
価
が
、
生
徒
の
成
長
を

加
速
さ
せ
る
場
面
に
も
し
ば
し
ば
出
会
い
ま
す
。

自
覚
的
な
読
み
手
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、「
読
み
を
評
価
す

る
力
を
ど
う
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
も
、
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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大修館書店
学習辞典・国語便覧のご案内

トータルサポート
新国語便覧
大修館書店編集部〔編〕
A5判・608 ページ・オールカラー
定価 968 円（税込）

新課程・共通テストにも対応！ 新時代の国語力を強化！

もっと知りたい！
を支える

大型版もあります

大きな文字 二色刷り
明鏡国語辞典
第三版
北原保雄〔編〕
B5判・1922ページ・二色刷
定価 6,710 円（税込）

ビジュアルカラー
国語便覧 改訂版
大修館書店編集部〔編〕
B5判・544 ページ・オールカラー
定価 990 円（税込）

明鏡国語辞典
第三版
北原保雄〔編〕
B6判・1922 ページ・二色刷
定価 3,300 円（税込）
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新課程・共通テストにも対応して大改訂

明鏡国語辞典
第三版

北原保雄［編］
B6 判・1922 ページ・二色刷

定価 3,300 円（税込）

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

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

●解説と用例で書体を変え、読
みやすさを追求。

二色刷！ 探しやすく読みやすい紙面特色1
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●ふだんづかいの言葉から、改まった場面でも
使える言葉を調べられる「品格」欄を新設。

●品格語は用例とともに示し、どんな文脈で使
える言葉なのかがわかる。

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

新語から学習に役立つ語まで
最新の言葉を約 3000 語増補

元祖　誤用までわかる国語辞典
言葉の正しい使い方を解説

特色2

特色3

特色4
「恥ずかしくない大人の言葉遣い」

をサポートする
「品格」欄

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

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

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

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

漢字の
使い分けがわかる
「書き分け」欄

読み間違いを
しないための
「読み分け」欄

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

●コラムを約 60 本増補。
●「 甍（ い ら か ）」 と「 屋

根」、「火鉢」と「いろり」、
「釜（かま）」と「窯（か

ま）」と「竈（かまど）」
など、日本文化に関わる
言葉を比較して解説する

「ことば比べ」。
●「いぶかる」「すこぶる」

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

特色5特色6

特色7

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

〔新〕のマークを表示。

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

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

●敬語
●接続詞
●手紙の書き方
●挨拶のことば
●季節のことば など

話すときにも
書くときにも使える
巻末付録
「伝えるためのことば」

意味から
使い方まで
新語・新用法
がわかる

知りたい情報にたどり着ける 便利な索引

特色8特色9

特色10
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累計 50 万部超！ 最強の便覧、ついに改訂

ビジュアルカラー

国語便覧 改訂版
大修館書店編集部［編］

B5判・544 ページ・オールカラー
定価 990 円（税込）

●表紙イラスト・田中寛崇

巻頭特集「未来につながる国語の力」

新課程対応！

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

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

さまざまな工夫を盛り込みました。

1
特色

高校生に身近な実例をもとに、
「話す・聞く」「書く」「読む」
のポイントを丁寧に解説します。

生徒が主体的に
学ぶ力を支えます。
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見やすく、わかりやすい資料が満載！

いつでも、どこでも、まなびにアクセス！

巻末付録「世界を知るためのテーマとキーワード」

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

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

●「デジタル版　ビジュアルカラー国語便覧」を同時発行！
新課程「現代の国語」「言語文化」教科書と連動して使えます。

2
特色

3
特色

デジタル資料
参照項目には
マーク付

音声　 　 

動画　 　

資料　 　 

5 大テーマ
「環境」「社会」
「情報・技術」
「国際」「生命・科学」

の論点を視覚的に解説
します。

体験版は
こちらから

▼
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「もっと知りたい！」を支える新しい時代の国語百科

トータルサポート

新国語便覧
大修館書店編集部［編］

A5判・608 ページ・オールカラー
定価 968 円（税込）

言語文化・探究学習

書く力・語彙力
「書く力」と語彙力を養う「言

葉の知識編」「表現編」が充実。

古典から現代につながる伝統的な
言語文化を視覚化。

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

001-008_116-05-A_4C.indd   8 2021/09/11   11:32

33 生徒が作る「言語文化」の授業

特集：新課程直前！　いまやっておきたい国語の準備

■
は
じ
め
に

次
年
度
新
設
の
必
修
科
目
に
「
言
語
文
化
」
が
あ
る
。
学
習
意

欲
を
持
た
せ
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
考
え
る
力
を
育
て
た
い
。
古
典

作
品
な
ど
を
楽
し
く
学
習
さ
せ
る
た
め
に
は
、
能
動
的
学
修
（
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
、
以
下
Ａ
Ｌ
型
授
業
）
が
有
効
で
あ
る
。

そ
の
学
修
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
が
力
を
発
揮
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の

利
点
に
は
、
①
す
ぐ
調
べ
ら
れ
る
、
②
手
軽
に
資
料
が
共
有
で
き

る
、
③
作
業
が
共
有
で
き
る
、
④
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ラ

イ
ド
を
瞬
時
に
準
備
で
き
る
、
な
ど
が
あ
る
。

■
Ａ
Ｌ
型
授
業
の
実
際　

基
本
は
、
個
人
思
考　

↓　

ペ
ア
シ
ェ
ア　

↓　

グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク　

↓　

全
体
で
の
シ
ェ
ア　

↓　

個
人
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
（
内
化
↓
外
化
↓
内
化
）。
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
、
ク

ロ
ス
ト
ー
ク
な
ど
を
適
宜
利
用
し
、
考
え
、
意
見
交
換
し
、
発
表

（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
さ
せ
る
。

ま
た
、
Ａ
Ｌ
型
授
業
で
成
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
学
び
の
場

と
し
て
の
ベ
ー
ス
作
り
が
不
可
欠
で
、
そ
の
た
め
の
グ
ラ
ン
ド
・

ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
発
言
を
し
な
い
、
人
を
傷
つ

け
な
い
な
ど
の
約
束
の
元
に
、「
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
も
大

丈
夫
」
と
い
う
共
通
認
識
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
活

発
な
議
論
が
で
き
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
は
一
層
の
ル
ー
ル
が
必
要

で
あ
る
。
著
作
権
の
問
題
、人
権
侵
害
の
問
題
な
ど
懸
案
は
多
い
。

教
師
の
指
導
力
が
問
わ
れ
る
。

１　

準
備

教
師
に
よ
る
一
斉
授
業
を
十
分
に
実
施
し
、
地
道
に
知
識
習
得

の
た
め
の
学
習
を
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

１
　
知
識
の
習
得　
ま
ず
は
語
彙
を
量
と
質
の
両
面
か
ら
充
実
さ

せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
語
法
の
習
熟
も
欠
か
せ
な
い
。
生
徒

中な
か

藪や
ぶ

久く

実み

子こ

関
西
大
学
高
等
部

生
徒
が
作
る「
言
語
文
化
」の
授
業

│
│
古
文
学
習
を
楽
し
む
た
め
に
│
│

新
課
程
の
授
業 

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」①
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自
身
の
手
で
古
語
辞
書
や
古
典
文
法
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
作
ら
せ

る
の
も
よ
い
。
手
を
動
か
し
て
「
書
く
」
作
業
が
大
切
で
あ
る
。

２
　
発
表
の
手
法
を
学
ぶ　

教
師
に
よ
る
通
常
授
業
は
、
内
容
と

と
も
に
発
表
の
手
法
を
学
ぶ
場
で
も
あ
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
見
本
と
な
る
。
視
線
の
配
り
方
、
手
の
動
か
し
方
、
ス
ラ
イ

ド
の
使
い
方
、
絵
や
図
の
用
い
方
、
話
し
方
な
ど
も
授
業
を
通
し

て
学
ば
せ
た
い
。
普
段
の
一
斉
授
業
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
Ａ
Ｌ

型
授
業
の
成
功
に
つ
な
が
る
。

３
　
資
料
の
共
有　

授
業
の
板
書
は
復
習
に
欠
か
せ
な
い
。
授
業

後
す
ぐ
に
画
像
に
取
り
込
みGoogle

ド
ラ
イ
ブ
で
共
有
す
る
。

授
業
で
使
用
し
た
ス
ラ
イ
ド
、
様
々
な
資
料
（
現
代
語
訳
、
品
詞

分
解
、
構
成
図
な
ど
）、
書
き
込
む
た
め
の
プ
リ
ン
ト
冊
子
、
問
題

練
習
用
の
教
材
な
ど
も
共
有
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
瞬
時
に
ク
ラ
ス
全
員
が
共
有
で
き
る
。

２　

授
業

１
　
教
材
の
提
示　

教
材
の
扱
い
方
に
は
次
の
二
通
り
が
あ
る
。

演
習
問
題
を
扱
う
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

①
ジ
グ
ソ
ー
法
で
、
部
分
を
分
担
、
全
体
を
完
成
。

②
同
一
作
品
を
数
グ
ル
ー
プ
で
扱
い
、
比
較
検
討
。

適
切
な
テ
ー
マ
で
興
味
を
喚
起
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
選
び
た
い
。

２
　
発
表
内
容
・
方
法
の
提
示　
す
べ
き
こ
と
は
明
快
に
述
べ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
を
調
べ
、
何
に
つ
い
て
考
え
、
何
を
発

表
す
る
の
か
、
す
べ
き
こ
と
を
生
徒
が
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ
と

で
、
作
業
は
円
滑
に
進
む
。

① 

教
材
に
つ
い
て
、
調
査
し
説
明
す
る
の
か
、
考
え
討
論
し
意
見

を
述
べ
る
の
か
な
ど
を
適
切
に
指
示
し
て
お
く
。

② 

基
本
の
形
は
、
グ
ル
ー
プ
単
位
で
の
生
徒
全
員
に
よ
る
分
担
発

表
と
し
て
い
る
。
な
お
、使
用
す
る
ツ
ー
ル
（
ス
ラ
イ
ド
、板
書
、

模
造
紙
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
な
ど
）、
発
表
時
間
、
質
疑
応
答
時
間

な
ど
は
指
定
し
て
お
く
。

③ 

一
グ
ル
ー
プ
の
人
数
は
４
〜
５
人
が
扱
い
や
す
い
。
ク
ラ
ス
の

状
況
に
応
じ
て
設
定
す
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
必
ず
決
め
て
お
く
。

少
人
数
か
ら
40
数
名
程
度
ま
で
対
応
で
き
る
。

３
　
参
考
資
料
の
検
索　

発
表
に
必
要
な
資
料
は
適
切
な
も
の
を

一
定
量
用
意
し
提
示
す
る
。誤
っ
た
情
報
に
翻
弄
さ
れ
な
い
よ
う
、

正
し
い
資
料
を
選
ぶ
指
針
を
示
し
て
お
く
。そ
の
上
で
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
駆
使
し
て
調
査
さ
せ
る
。

４
　
作
業　

生
徒
自
身
で
調
べ
、
解
釈
し
、
他
者
の
意
見
を
聞
き
、

自
分
た
ち
の
見
解
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
他
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝

え
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
。
本
校
生
徒
はGoogle

ス
ラ
イ
ド
や

keynote

を
使
い
、
資
料
・
作
業
を
共
有
し
て
作
成
し
て
い
る
。

ア
ナ
ロ
グ
資
料
も
状
況
に
応
じ
て
有
効
利
用
す
る
。

生
徒
の
作
業
中
、
教
師
は
良
き
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
な
ら
ね
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ば
な
ら
な
い
。
生
徒
自
身
が
「
発
見
し
た
」、「
自
身
の
手
で
作
り

上
げ
た
」
と
思
え
る
よ
う
に
助
言
・
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。
質
問

を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
力
を
引
き
出
し
た
い
。

質
問
は
「
な
ぜ
」
と
思
考
が
発
展
す
る
形
で
か
け
た
い
。
か
け
る

言
葉
が
指
示
に
な
ら
な
い
よ
う
、「
ハ
イ
」「
イ
イ
エ
」
で
止
ま
っ

て
し
ま
わ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
。
例
え
ば
、「
こ
の
図
で
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
伝
え
た
い
の
？
」「
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
話

と
は
ど
ん
な
関
係
で
す
か
？
」「
ど
ん
な
方
法
で
説
明
し
た
ら
が

み
ん
な
の
理
解
に
つ
な
が
る
と
思
う
？
」
な
ど
。
全
員
が
作
業
と

発
表
に
円
滑
に
関
わ
れ
る
よ
う
に
、
各
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
を

上
手
に
活
用
し
た
い
。

５
　
発
表　

発
表
時
間
を
守
っ
て
発
表
さ
せ
る
。
発
表
後
は
必
ず

全
員
で
拍
手
し
各
々
の
努
力
の
成
果
を
讃
え
る
。
質
疑
応
答
後
、

教
師
が
間
違
い
や
不
足
を
補
充
、
良
い
点
を
指
摘
し
褒
め
る
。
生

徒
は
認
め
ら
れ
て
満
足
し
、
次
も
頑
張
ろ
う
と
思
う
。
発
表
・
ス

ラ
イ
ド
は
動
画
で
保
存
し
、
共
有
し
て
い
る
。

６
　
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン　

リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
シ
ー
ト
は
必
須
で

あ
る
。
復
習
確
認
に
な
り
、
教
師
の
コ
メ
ン
ト
は
生
徒
に
と
っ
て

有
効
な
助
言
と
な
る
。
相
互
評
価
も
大
切
で
、
点
数
を
付
け
評
価

さ
せ
る
。
基
本
的
な
観
点
は
、
①
ス
ラ
イ
ド
な
ど
の
で
き
ば
え
、

②
内
容
探
究
の
深
さ
、
③
発
見
が
あ
っ
た
か
、
④
説
明
が
わ
か
り

や
す
か
っ
た
か
、
の
４
観
点
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
５
点
、
合

計
20
点
で
評
価
さ
せ
て
い
る
。
教
材
に
よ
っ
て
観
点
は
変
え
る
。

ま
た
、〈
自
身
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉と
し
て
、
①
発
見
し
た
こ
と
、

②
よ
か
っ
た
こ
と
、
③
難
し
か
っ
た
こ
と
、
④
疑
問
点
、
⑤
学
ん

だ
こ
と
、
⑥
次
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
ま
た
〈
他
者
へ
の
助

言
・
評
価
〉
と
し
て
、
良
か
っ
た
点
や
感
心
し
た
点
な
ど
を
記
述

さ
せ
る
。
適
宜
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
が
、
鋭
い
質
問
や
う
れ
し
い

感
想
が
あ
っ
て
学
習
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
点
数
は
集
計
し
、

顕
彰
し
て
い
る
。
励
み
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

３　

一
年
次
授
業
の
具
体
例

古
文
は
具
体
的
に
内
容
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
る
と
親
し
み
や

す
く
な
る
。
そ
こ
で
、
通
常
授
業
で
も
文
字
に
加
え
て
絵
を
使
う

こ
と
が
多
い
。
生
徒
自
身
の
手
で
、
イ
メ
ー
ジ
化
を
図
る
た
め
に

ス
ラ
イ
ド
を
作
成
さ
せ
る
と
理
解
が
格
段
に
進
む
。

１
　『
徒
然
草
』　
「
を
り
ふ
し
の
移
り
変
は
る
こ
そ
」
は
、
季
節

ご
と
に
分
担
す
る
ジ
グ
ソ
ー
法
で
取
り
組
ま
せ
た
。
内
容
が
視
覚

的
に
わ
か
る
映
像
を
入
れ
た
ス
ラ
イ
ド
を
作
成
さ
せ
説
明
さ
せ
た
。

２
　『
土
佐
日
記
』　
「
門
出
」を
教
師
の
一
斉
授
業
で
学
習
後
、「
帰

京
」
を
発
展
的
な
教
材
と
し
て
扱
っ
た
。
本
文
を
理
解
す
る
た
め

に
「
帰
京
」
全
文
の
内
容
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ス
ラ
イ
ド
化
さ
せ
、

発
表
説
明
さ
せ
た
。
同
じ
箇
所
を
異
な
る
手
法
・
切
り
口
で
繰
り

返
し
確
認
す
る
こ
と
で
内
容
理
解
が
深
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
本
文
「
今
宵
か
か
る
こ
と
と
声
高
に
も
の
も
言
は
せ
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ず
」
の
「
今
宵
」
を
会
話
文
に
入
れ
る
か
否
か
で
論
議
さ
せ
た
。

こ
の
部
分
は
教
科
書
に
よ
っ
て
表
記
に
差
が
あ
る
。「
今
宵
」
の

扱
い
方
で
、『
今
夜
は
「
言
わ
せ
な
い
」（
が
明
日
は
言
う
か
も
し

れ
な
い
）』
の
解
釈
と
、『「
今
夜
こ
ん
な
に
酷
い
状
態
に
な
っ
て

い
た
」と
言
わ
せ
な
い（
苦
情
は
も
う
言
わ
な
い
）』の
解
釈
が
で
き
、

貫
之
の
人
物
像
が
変
化
す
る
。「
ど
の
形
の
表
記
が
良
い
と
思
う

か
」
と
い
う
問
い
を
与
え
、自
分
た
ち
で
意
見
を
ま
と
め
さ
せ
た
。

意
見
に
は
理
由
と
根
拠
を
明
示
し
て
説
明
す
る
よ
う
に
指
示
し
、

ス
ラ
イ
ド
を
作
っ
て
発
表
さ
せ
た
。
討
論
が
白
熱
し
、
多
角
的
な

視
点
か
ら
発
見
が
あ
り
、
熱
心
に
授
業
参
加
す
る
態
度
が
見
ら
れ

た
。
古
典
作
品
の
原
本
は
句
読
点
・
カ
ギ
括
弧
な
く
表
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
区
切
り
方
で
解
釈
が
い
ろ
い
ろ
で
き
る
。
ま
た
、
平

仮
名
一
字
で
も
あ
る
な
し
で
意
味
が
変
化
す
る
。
そ
の
よ
う
に
興

味
を
引
く
点
を
「
問
い
」
に
し
て
考
え
る
時
間
を
与
え
る
と
生
徒

は
熱
心
に
取
り
組
む
。
良
き
問
い
は
、生
徒
の
探
究
心
を
喚
起
し
、

思
考
力
を
育
て
る
。
生
徒
自
身
が
「
何
で
だ
ろ
う
」
と
疑
問
に
思

う
こ
と
、
発
見
し
て
「
あ
っ
！

面
白
い
な
」
と
思
う
こ
と
が
次

に
つ
な
が
り
発
展
し
て
い
く
。
探
究
学
習
の
契
機
で
あ
る
。

■
お
わ
り
に

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
Ａ
Ｌ
型
授
業
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地

道
に
基
礎
学
力
を
つ
け
る
教
材
を
準
備
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

教
師
自
身
の
教
材
研
究
も
十
分
で
な
い
と
適
切
に
指
示
が
で
き
な

い
。
大
切
な
こ
と
は
生
徒
の
様
子
を
よ
く
見
る
こ
と
、
生
徒
の
声

を
よ
く
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
の
状
態
に
よ
っ
て
教
材
、
手
法

は
臨
機
応
変
に
変
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ａ
Ｌ
型
授
業
は

生
徒
が
本
当
に
生
き
生
き
と
楽
し
そ
う
に
学
習
す
る
活
動
で
あ

る
。
準
備
を
怠
る
こ
と
な
く
、
生
徒
が
自
ら
主
体
的
に
育
っ
て
い

く
授
業
を
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

▲貫之の人物像を考察する生徒
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■
本
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
つ
い
て

本
校
で
は
以
前
よ
り
校
内
全
館W

i-Fi

の
設
置
、
全
て
の
教
室

に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
等
の
映
写
設
備
を
常
備
し
て
い
る
。
本
年
度

よ
り
一
年
生
に
一
人
一
台
ノ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
を
貸
与
し
、
年
次
進
行
で

の
端
末
の
普
及
を
進
め
て
い
る
。
な
お
、
全
教
員
を
あ
げ
て
Ｉ
Ｃ

Ｔ
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

■
授
業
実
践

「
短
歌
十
五
首
」「
俳
句
十
二
句
」（
大
修
館
書
店
『
国
語
総

合
改
訂
版
現
代
文
編
』（
国
総
344
））

単
元
の
最
後
に
『
デ
ジ
タ
ル
版　

ビ
ジ
ュ
ア
ル
カ
ラ
ー
国
語
便

覧
』（
以
下
、
デ
ジ
タ
ル
便
覧
と
記
す
）
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使

用
し
て
、
短
歌
や
俳
句
を
創
作
す
る
授
業
を
行
っ
た
。

創
作
の
メ
リ
ッ
ト
は
定
型
の
音
数
や
季
語
、
修
辞
法
な
ど
を
意

識
し
て
調
べ
た
り
、
使
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
知
識
を
よ
り
深
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
適
切
に

表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
語
彙
力
や
表
現
力
が
身
に
付
い
た

り
、
思
う
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
で
も
っ

と
表
現
力
を
身
に
付
け
た
い
と
考
え
た
り
す
る
契
機
と
も
な
る
。

新
課
程
で
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
書
く
こ
と
」
に
力
を
入
れ
て
お

り
、
学
習
指
導
要
領
の
「
言
語
文
化
」
で
も
「
書
く
こ
と
」
の
内

容
と
し
て
「
本
歌
取
り
や
折
句
な
ど
を
用
い
て
、
感
じ
た
こ
と
や

発
見
し
た
こ
と
を
短
歌
や
俳
句
で
表
」
す
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
創
作
の
重
要
性
は
増
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

初
め
て
の
創
作
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、四
つ
の
条
件
を
付
け
た
。

一
つ
目
は
定
型
に
す
る
こ
と
、
二
つ
目
は
テ
ー
マ
を
決
め
て
創
作

す
る
こ
と
、三
つ
目
は
（
俳
句
の
場
合
）
必
ず
季
語
を
入
れ
る
こ
と
、

四
つ
目
は
修
辞
を
な
る
べ
く
使
う
こ
と
だ
。
そ
れ
で
も
な
か
な
か

創
作
に
取
り
組
め
な
い
生
徒
も
い
る
の
で
、
恋
愛
や
日
常
生
活
で

見
付
け
た
面
白
い
こ
と
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
テ
ー
マ
を
決
め
て

瓜う

生り
ゅ
う

恵え

美み

子こ

浦
和
学
院
高
等
学
校

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た

短
歌
・
俳
句
の
創
作

新
課
程
の
授
業 

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」②
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か
ら
取
り
か
か
る
と
良
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
。

実
際
に
取
り
組
ん
で
い
る
生
徒
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
デ
ジ

タ
ル
便
覧
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
季
語
や
修
辞
法
な
ど
分
か
ら

な
い
こ
と
を
調
べ
な
が
ら
熱
心
に
創
作
し
て
い
た
。
デ
ジ
タ
ル
便

覧
に
は
巻
頭
特
集
に
創
作
の
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、
俳
句
や
短
歌
の
創

作
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
生
徒
の
創
作

へ
の
ハ
ー
ド
ル
も
下
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
た
、
デ
ジ
タ

ル
便
覧
に
は
生
徒
用
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン

シ
ー
ト
も
付
属
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
れ
ば
教
員
側

の
負
担
も
軽
減
で
き
る
だ
ろ
う
。

今
回
は
授
業
時
数
の
都
合
上
、
生
徒
の
創
作
し
た
も
の
を
教
員

が
講
評
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
はClassi

の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
創
作
し
た
も
の
を
投
稿
さ
せ
、
そ
れ
を
教
員

が
匿
名
で
ク
ラ
ス
に
共
有
し
、
そ
の
中
か
ら
好
き
な
作
品
と
そ
の

理
由
を
投
稿
さ
せ
、
再
度
共
有
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
生
徒
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
い
う
身
近
な
他
人
の
短
歌

や
俳
句
に
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
創
作
物
を
（
匿
名

と
い
う
リ
ス
ク
の
低
い
状
態
で
）
他
人
に
認
め
ら
れ
る
経
験
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
創
作
が
難
し
い
場
合
に
は
、
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
短
歌
や
俳
句
か
ら
好
き
な
も
の
を
選
ん
で
批
評
し
、
そ

れ
を
ク
ラ
ス
で
共
有
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
て

こ
う
し
た
活
動
を
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
回
収
の
過
程
や
筆
跡
か
ら

個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
た
め
、
生
徒
が
安
心
し
て
自
由
に
表
現
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
発
展
と
し
て
、Pow

erPoint

な
ど
を
使
用
し
、
フ
ォ

ン
ト
の
種
類
や
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
た
り
、
イ
ラ
ス
ト
を
描
い

た
り
、
画
像
を
貼
付
し
た
り
し
て
、
自
分
の
表
現
し
た
い
形
を
具

現
化
し
た
も
の
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
授
業
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

■
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る
意
義

気
に
な
る
こ
と
や
深
く
知
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま

で（
と
く
に
授
業
中
）は
副
教
材
以
外
使
用
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

調
べ
方
の
分
か
ら
な
い
生
徒
は
、
自
分
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本

を
使
っ
て
調
べ
る
の
は
そ
も
そ
も
難
し
い
。
そ
の
点
、
デ
ジ
タ
ル

便
覧
は
従
来
の
便
覧
の
内
容
だ
け
で
な
く
、「
ま
な
び
動
画N

avi

」

サ
イ
ト
で
関
連
す
る
動
画
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
様
々
な

情
報
に
瞬
時
に
触
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
デ
ジ
タ
ル
版
の

教
材
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
用
す
る
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
授
業
中

で
も
家
庭
学
習
中
で
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
知
り
た

い
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
て
学
習
で
き
る
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
言
語
活
動
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
基
本
方
針
に
あ
る
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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■
生
徒
の
関
心
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ

私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
加
速
度
的
に
私
た
ち
の
関
心
の

収
奪
に
特
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
も
は
や
出
歩

か
な
く
て
も
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
と
結
び
つ
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
パ
ー
ソ
ナ
ラ

イ
ズ
さ
れ
た
広
告
、
記
事
な
ど
の
多
様
な
情
報
を
、
望
む
／
望
ま

な
い
に
か
か
わ
ら
ず
提
供
さ
れ
る
。
私
た
ち
の
関
心
は
、
自
分
で

制
御
し
よ
う
に
も
、
勝
手
に
ど
こ
か
へ
導
か
れ
て
い
こ
う
と
す
る

の
だ
。
生
徒
た
ち
も
、
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
環
境
は
教
員
に
、
生
徒
の
授
業
に
対
す
る
関
心
を

い
か
に
構
築
す
る
か
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
要
求
す
る
に
違
い
な

い
。
こ
の
問
題
は
と
り
わ
け
、
近
現
代
の
文
章
を
教
材
と
す
る
国

語
の
授
業
に
お
い
て
深
刻
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
扱

わ
れ
る
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
教
材
は
、
そ
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
覚
え
て
も

│
意
味
が
な
い

と
は
言
わ
な
い
が

│
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
む
し
ろ

授
業
で
は
、
教
材
に
見
出
さ
れ
る
概
念
や
、
教
材
を
分
析
す
る
手

続
き
の
理
解
の
ほ
う
に
重
き
が
置
か
れ
る
。
生
徒
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
特
性
は
、
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
見
え
づ
ら
く
、

達
成
感
も
得
に
く
い
要
因
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
近
現
代
の
文
章
で
授
業
す
る
教
員
は
、
現
状
を
踏

ま
え
て
よ
り
自
覚
的
に
、
生
徒
の
関
心
が
授
業
に
向
き
、
そ
し
て

そ
の
状
態
が
持
続
す
る
よ
う
な
手
立
て
を
考
え
る
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
、
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

■
Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
で
き
る
こ
と

こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
さ
て
生
徒
の
関
心
を
授
業
に
向
け
さ

せ
る
手
立
て
を
考
え
る
と
き
、
授
業
の
な
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
組
み
込

ん
で
い
く
こ
と
が
、
有
効
な
手
立
て
の
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
に
は

確
か
な
感
触
が
あ
る
。
無
論
い
つ
だ
っ
て
、
そ
れ
さ
え
使
え
ば
と

構か
ま
え

大だ
い

樹き

清
泉
女
学
院
中
学
高
等
学
校

Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
生
徒
の
関
心
を
授
業
へ！

│
夏
目
漱
石「
夢
十
夜
」第
一
夜
に
ど
う
組
み
込
め
る
の
か

│

新
課
程
の
授
業 

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」③
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い
う
わ
け
で
は
な
い
。
得
手
／
不
得
手
を
見
誤
れ
ば
、
逆
に
授
業

の
目
的
が
あ
い
ま
い
に
な
り
か
ね
な
い
。
生
徒
に
過
度
の
負
担
を

か
け
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
危
う

さ
は
十
分
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
授
業
に
組
み
込
む
こ
と
で
何
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
か
。
私
が
授
業
で
実
践
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
い

く
つ
か
注
意
点
も
加
え
な
が
ら
紹
介
し
よ
う
。
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
抱
き
や
す
く
す
る
た
め
に
、大
修
館
書
店
の『
言
語
文
化
』（
言

文
705
）
に
収
載
の
夏
目
漱
石
「
夢
十
夜
」
第
一
夜
の
授
業
で
の
使

用
を
想
定
し
た
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
教
科
書
で
も
注
目
が
促

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
味
が
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
た
表
現
に
特

徴
が
あ
る
。
ま
た
「
夢
」
を
夢
ら
し
く
描
く
た
め
の
複
数
の
手
法

も
、
読
み
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
私
の
勤
務
校
で
は
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
当
時
の
中
学
三

年
生
、
高
校
一
年
生
が
、
家
庭
で
購
入
し
て
も
ら
っ
た

Chrom
ebook

を
持
っ
て
学
校
生
活
を
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た

（
現
在
は
中
学
二
年
〜
高
校
三
年
生
ま
で
が
所
持
）。
生
徒
の
端
末
に

は
Ｗ
ｅ
ｂ
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
制
限
が
設
定

さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
許
可
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
あ
れ
ば
校
内
、

自
宅
問
わ
ず
Ｗ
ｅ
ｂ
ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ
を
含
め
て
使
用
で
き
る
。
ま

た
Ｌ
Ｍ
Ｓ
（Learning M

anagem
ent System

）
に
はGoogle 

Classroom

を
用
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
っ
て
、
初
読
の
感
想
や
教
員
の
発
問
に

対
す
る
回
答
を
、
Ｌ
Ｍ
Ｓ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
作
成
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
（Google

フ
ォ
ー
ム
な
ど
）
を
通
じ
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。教
員
は
任
意
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
生
徒
を
、

一
度
に
何
人
で
も
授
業
の
ほ
う
へ
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
徒
に
と
っ
て
も
、
挙
手
や
指

名
に
よ
る
方
法
と
比
べ
、は
る
か
に
気
軽
に
発
言
で
き
る
よ
う
で
、

授
業
に
参
加
し
た
と
い
う
実
感
も
得
や
す
い
と
聞
く
。
教
員
が
記

名
／
無
記
名
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
よ
り
活
発
な
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
を
促
せ
る
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
使
い
方
の
延
長
線
上
に
、
レ
ポ
ー
ト
や
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
授
業
ま
と
め
の
実
施
が
あ

る
。
こ
れ
も
手
書
き
の
労
力
か
ら
の
解
放
と
い
う
観
点
か
ら
、
生

徒
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
。
加
え
て
、
そ
う
い
っ
た
課
題
を
実

施
す
る
場
合
、
単
元
の
開
始
時
に
、
Ｌ
Ｍ
Ｓ
を
通
じ
て
何
を
最
終

的
に
求
め
る
の
か
を
事
前
に
提
示
し
、
手
軽
に
確
認
で
き
る
状
態

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
授
業
に
お
い
て
ど
こ
に
向
か
っ
て
い

け
ば
よ
い
の
か
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
生
徒
も
授
業
に
向
き
合
い
や

す
く
な
る
し
、
前
も
っ
て
課
題
の
準
備
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、

授
業
へ
の
関
心
も
持
続
し
て
い
く
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
授
業
に
組
み
込
む
こ
と
は
、
手
軽
さ
・

気
軽
さ
の
も
と
に
生
徒
の
授
業
参
加
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
押
し
下
げ
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る
こ
と
に
寄
与
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
ら
の
関
心
を
授
業
に
向

け
さ
せ
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
使
い
方
で
は
、
も
し
か
し
た
ら
長
期
的
に
生

徒
の
関
心
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が

日
常
と
な
れ
ば
、
当
然
、
手
軽
さ
・
気
軽
さ
も
当
た
り
前
に
な
る

か
ら
だ
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
生
徒
の
関
心
を
得
る
授
業
を
形
づ
く
る
に
は
、

さ
ら
に
そ
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
意
識
的
に
組
み
込
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
得
手
／
不
得
手
を
見
極
め
る

な
ら
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
私
は
教

員
・
生
徒
を
問
わ
ず
個
と
個
、
個
と
多
数
を
つ
な
ぎ
、
情
報
の
や

り
取
り
を
さ
せ
る
共
有
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に

よ
る
情
報
共
有
は
、
授
業
に
め
ざ
ま
し
い
活
力
を
与
え
る
。
授
業

は
そ
も
そ
も
生
徒
の
ほ
う
が
多
数
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
適
切
に
彼

ら
の
志
向
を
授
業
に
導
き
入
れ
れ
ば
、
流
動
性
が
生
ま
れ
、
ゆ
え

に
刺
激
の
ほ
う
に
ひ
ら
か
れ
た
場
が
成
立
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
そ
う

し
た
場
の
成
立
を
手
助
け
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
生
徒
に
「
夢
十
夜
」
第
一
夜
の
導
入
で
、〝
夢
〞
を

描
い
て
い
る
創
作
物
語
の
タ
イ
ト
ル
を
、
Ｌ
Ｍ
Ｓ
に
入
力
さ
せ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
入
力
内
容
が
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
設
定

す
る
と
、
教
室
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
が
挙
げ
ら
れ
た

の
か
が
、各
自
の
端
末
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。生
徒
は〝
夢
〞

を
描
い
て
い
る
創
作
物
語
の
、
思
い
も
寄
ら
な
い
ほ
ど
の
多
様
さ

に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
他
者
の
思
考
が
可
視

化
さ
れ
る
体
験
は
、生
徒
一
人
一
人
を
大
い
に
刺
激
す
る
よ
う
だ
。

授
業
の
感
想
で
も
、
他
の
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
が

わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
が
目
立
つ
。

他
に
もGoogle Jam

board

やGoogle

ス
ラ
イ
ド
と
い
っ
た
、

複
数
人
が
ほ
ぼ
同
時
に
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
へ
の
書
き
込
み
に
似
た

作
業
が
で
き
る
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
を
用
い
る
と
、
グ
ル
ー
プ
単
位

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
考
え
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
、
確
認
し
合
え

る
よ
う
に
な
る
。
生
徒
に
「
真
っ
黒
な
ひ
と
み
の
奥
に
、
自
分
の

姿
が
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
い
る
」
や
「『
百
年
は
も
う
来
て
い
た

ん
だ
な
。』
と
こ
の
時
初
め
て
気
が
つ
い
た
」
と
い
っ
た
箇
所
が

描
こ
う
と
す
る
情
景
に
つ
い
て
の
考
察
を
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
す
る
グ
ル
ー
プ
学
習
を
さ
せ
、
そ
れ
を
使
っ
て
、
さ
ら
に

考
察
し
た
箇
所
が
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〝
夢
〞
と
い
う
前
提
を
ど

う
支
え
て
い
る
の
か
を
分
析
さ
せ
る
活
動
に
つ
な
げ
る
と
、
教
員

に
依
存
し
す
ぎ
な
い
授
業
展
開
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
生
徒
あ
り
き
の
授
業
の
成
立
を
、
情
報
共
有
と
い
う

得
意
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
支
え
る
。
教
員
は
彼
ら
が
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
し
た
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
多
く
の
情
報
を
前
に
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
授
業
目
標
の
達
成
の
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ほ
う
に
導
い
て
い
く
役
割
を
果
た
せ
ば
よ
い
。
と
き
に
は
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
り
意

味
づ
け
を
行
っ
た
り
し
な
が
ら
、
生
徒
の
志
向
に
沿
っ
た
テ
ー
マ

を
設
定
し
、
授
業
を
展
開
す
る
の
も
よ
い
。

た
だ
し
注
意
す
べ
き
こ
と
も
い
く
つ
か
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
授
業

に
組
み
込
む
と
物
理
的
な

│
も
し
く
は
時
空
間
的
な
制
約
か
ら

皮
肉
に
も
生
じ
て
い
た
、
生
徒
の
活
動
量
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る

恐
れ
が
あ
る
。積
極
的
な
利
用
が
生
徒
の
活
動
過
多
を
生
じ
さ
せ
、

ゆ
え
に
学
習
者
が
疲
労
感
や
負
担
感
を
覚
え
る
こ
と
や
、
授
業
に

散
漫
な
印
象
を
抱
か
れ
る
危
う
さ
も
あ
る
こ
と
を
、
教
員
は
念
頭

に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
夢
十
夜
」
第
一
夜
の
授
業
の
ゴ
ー
ル
を
《
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
〝
夢
〞
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
手
法
の
特
徴
を
、
他
の
創
作
物

語
と
の
比
較
か
ら
読
み
取
る
》
と
設
定
し
よ
う
。
授
業
の
ま
と
め

と
し
て
、
生
徒
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
る
の
か
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
活
動
に
よ
っ
て
さ
せ
る
の

か
。
ど
れ
を
選
択
す
る
の
か
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
一
単
元
あ
た
り
で

ど
れ
だ
け
の
活
動
を
彼
ら
が
行
っ
た
の
か
も
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
う
こ
と
で
、
教
員
の
側
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
、
生
徒
に
書
か
せ
る
こ
と
、
制
作
さ
せ
る
こ
と
へ
の
気
軽
さ

が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
こ
れ
は
自
分
の
反
省
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
レ
ポ
ー
ト
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
、
こ
れ

ま
で
も
馴
染
み
の
あ
る
ま
と
め
の
活
動
で
な
く
と
も
、
た
と
え
ば

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
さ
せ
、
ま
と
め
と
し
て
そ
の
議

事
録
の
提
出
を
課
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
授
業
に
組
み
込
む
と
、授
業
の
幅
は
格
段
に
広
が
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
授
業
の
ゴ
ー
ル
を
軸
に
、
そ
れ
ら
を
フ
ラ
ッ
ト
な

立
場
で
配
置
し
て
い
き
、
そ
し
て
生
徒
の
関
心
を
持
続
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。

▲Google Classroomを用いたLMS（学習管理システム）の例。課題の進
捗や生徒の回答例などをクラス全体で共有することができる。

039-042_116-23_tokushu-kamae.indd   42 2021/09/11   10:53

43 どうなる GIGAスクール構想

■
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
と
は

　

２
０
１
９
年
12
月
に
文
部
科
学
省
か
ら
発
表
さ

れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
と
はglobal and 

Innovation gatew
ay for all

の
略
で
、全
国
の

小
中
学
校
で
児
童
・
生
徒
１
人
に
１
台
、
学
習
用

端
末
を
配
備
し
、
校
内
高
速
大
容
量
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
整
え
る
と
い
う
も
の
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
用
い
た
学

習
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
画
一
的
な

教
育
で
は
な
く
子
供
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
創
造
性
を

育
む
教
育
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
構

想
で
あ
る
。

　

こ
の
構
想
は
本
来
、
２
０
１
９
年
度
か
ら
５
年

を
か
け
て
行
わ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
と
も
な
っ
て
オ
ン

ラ
イ
ン
授
業
が
一
気
に
広
が
り
、
教
育
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
が
急
務
と
さ
れ
て
、
前
倒
し
で
進
行
し
た
。

　

１
人
１
台
端
末
の
整
備
の
費
用
を
中
心
に
予
算

が
組
ま
れ
（
端
末
１
台
あ
た
り
４
万
５
千
円
の
補

助
金
）、
小
中
学
校
に
関
し
て
は
、
96
・５
％
の
自

治
体
で
、
１
人
１
台
の
端
末
が
納
品
完
了
見
込
み

と
な
っ
て
い
る
。

■
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
関
連
の
支
援
サ
ー
ビ
ス

［
子
供
の
学
び
応
援
サ
イ
ト
］（
学
習
支
援
コ
ン
テ

ン
ツ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
）

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/ikusei/
gakusyushien/index_00001.htm

•••••••••••••••••••••••••••••

■ GIGA スクール構想の概要
［ハード］

・校内ネットワークを整備
・学習者用端末１人１台（小中

学校）
※高等学校は３人に１台分。低

所得世帯等には助成し、１人
１台整備を働きかけている　

［人材］

・ICT 活用教育アドバイザー、
GIGA スクールサポーター、
ICT 支援員の配置

［ソフト］

・１人１台端末環境の利活用
（GIGA StuDX推進チームに
よる支援）

・学習者用デジタル教科書、デ
ジタル教材（教科書改訂にあ
わせて新たな導入方策を実施）

・教育データの標準化
・オンライン学習システム（CBT）

の推進

どうなる

GIGAスクール構想

•••••••••••••••••••••••••••••
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［
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
配
置
支
援
事
業
］

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
の
設
計
や
使
用
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
ル
ー
ル
）の
作
成
な
ど
を
行
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
者
の

学
校
へ
の
配
置
経
費
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

■
導
入
後
の
課
題

　

１
人
１
台
端
末
は
導
入
が
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
、
学
校
現
場
で
は
運
用
に
あ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
点
も
浮
上
し
て
い
る
。
文
科
省
は
参
考
と

し
て
次
の
よ
う
な
資
料
を
公
表
し
て
い
る
。

［
パ
ソ
コ
ン
活
用
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
］

　
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
の
下
で
整
備
さ
れ

た
１
人
１
台
端
末
の
積
極
的
な
利
活
用
等
に
つ
い

て
」
で
は
、
本
格
運
用
に
あ
た
っ
て
保
護
者
と
情

報
共
有
す
べ
き
内
容
や
、
設
置
者
向
け
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/content/20210312

-m
xt_jogai01-000011649_002.pdf

［
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
習
指
導
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
や
実
践
事
例
］

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
を
踏

ま
え
、
や
む
を
得
ず
学
校
に
登
校
で
き
な
い
児
童

生
徒
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
習
指
導
を

行
う
た
め
の
よ
り
実
践
的
な
資
料
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/
zyouhou/m

ext_99901.htm
l

■
高
等
学
校
に
関
す
る
状
況

　

高
等
学
校
に
お
い
て
も
、
小
中
学
校
同
様
に
Ｉ

Ｃ
Ｔ
機
器
の
導
入
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
高
等

学
校
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
購
入
費
用
に
関
す
る
国
の

予
算
措
置
は
な
い
（
低
所
得
家
庭
へ
の
補
助
は
行

わ
れ
る
予
定
）。
こ
の
た
め
、特
に
公
立
高
校
で
の

整
備
が
順
調
に
進
む
か
ど
う
か
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

高
校
で
情
報
端
末
の
１
人
１
台
環
境
を
構
築
す

る
た
め
の
手
法
と
し
て
、
①
保
護
者
が
調
達
し
、

そ
れ
を
持
ち
込
む
Ｂ
Ｙ
Ｏ
Ｄ
（ Bring Y

our 
O
w
n D
evice

）、
②
学
校
が
推
奨
機
種
を
決
め
斡

旋
購
入
す
る
Ｂ
Ｙ
Ａ
Ｄ（Bring Y

our A
ssigned 

D
evice

）
が
あ
る
。

　

個
人
調
達
（
Ｂ
Ｙ
Ｏ
Ｄ
）
の
場
合
、
ク
ラ
ス
で

使
用
し
て
い
る
端
末
が
ま
ち
ま
ち
で
、
指
導
が
し

に
く
か
っ
た
り
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
と
き
の
対

処
が
難
し
か
っ
た
り
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
推
奨

機
種
の
斡
旋
購
入
の
場
合
は
そ
れ
ら
の
問
題
は
解

消
さ
れ
る
が
、
保
護
者
負
担
の
場
合
購
入
費
用
が

過
大
な
負
担
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

文
科
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
１
人
１
台
整
備
を

目
標
と
す
る
都
道
府
県
自
治
体
（
42
）
の
う
ち
、

「
設
置
者
負
担
で
整
備
す
る
」と
答
え
た
の
が
16
自

治
体
、「
原
則
保
護
者
負
担
」
と
答
え
た
の
が
15
自

治
体
だ
っ
た
。

■
参
考

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
つ
い
て
（
文
科
省
）

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/other/
index_0001111.htm

●整備費用負担主体
設置者負担
16自治体

パソコン
キーボード付き

タブレット
キーボードなし

タブレット
スマートフォン

その他

保護者負担を原則
15自治体

検討中
11自治体

0
※調査対象：４２自治体（都道府県）
（文部科学省「ＧＩＧＡスクール構想の最新状況について」２０２１年）

（％）

（％）※調査対象：保護者１１，０００人
（ＭＭ総研「高校版ＧＩＧＡスクール構想における端末配備状況と活用意向」２０２１年）

20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

●保護者の期待する端末の種類
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45 いま、高校生に読んでほしい本

「
人
の
営
み
の
な
か
で
、も
っ
と
も
す
ば

ら
し
い
の
は
愛
さ
れ
る
こ
と
だ
」（
p. 

92
）

著
者
の
エ
デ
ィ
・
ジ
ェ
イ
ク
は
ド
イ
ツ
生
ま

れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
。
ナ
チ
ス
政
権
下
の
迫
害
に
よ

っ
て
故
郷
も
家
族
も
人
間
の
尊
厳
も
青
春
時
代

の
す
べ
て
を
も
奪
わ
れ
た
戦
争
被
害
者
だ
。
二

度
に
わ
た
る
強
制
収
容
所
か
ら
の
生
還
と
い
う

信
じ
が
た
い
悪
夢
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
。

暗
黒
の
体
験
が
綴
ら
れ
た
本
書
は
決
し
て
絶

望
の
書
で
は
な
い
。
深
い
闇
の
中
か
ら
眩
し
い

光
を
掬
い
と
る
。
生
き
な
が
ら
え
た
エ
デ
ィ
の

魂
は
ど
こ
ま
で
も
気
高
く
美
し
い
の
だ
。
読
み

進
め
れ
ば
嚙
み
し
め
る
べ
き
名
言
の
数
々
が
溢

れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
だ
。
そ
の
い

く
つ
か
を
ご
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
命
あ
る
と
こ
ろ
に
、
希
望
は
あ
る
。
そ

し
て
希
望
が
あ
る
と
こ
ろ
に
命
が
あ
る
」

「
人
生
は
、
美
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
思

え
ば
美
し
い
も
の
に
な
る
ー
」

「
人
生
で
大
切
な
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。幸

福
は
分
け
与
え
る
も
の
。
そ
れ
だ
け
だ
ー
」

す
べ
て
の
言
葉
に
説
得
力
が
あ
り
、
語
り
口

も
雄
弁
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
苦
難
が
あ
ろ

う
と
も
人
間
に
は
立
ち
向
か
う
強
さ
が
あ
る
と

教
え
て
く
れ
る
。
心
に
突
き
刺
さ
る
普
遍
的
な

「
学
び
」
に
満
ち
て
い
る
の
だ
。

幸
福
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
分

自
身
で
つ
か
み
と
る
も
の
だ
。
奇
跡
も
ま
た
起

き
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
力
で
起
こ
す
も

の
で
あ
る
。
一
度
き
り
の
人
生
、
常
に
自
分
を

主
語
で
語
る
意
識
が
重
要
な
の
だ
。

人
が
生
き
延
び
る
た
め
に
必
要
な
の
は
友
や

家
族
の
よ
う
な
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
、
助

け
合
う
心
、
工
夫
を
凝
ら
す
知
恵
、
そ
し
て
明

日
を
信
じ
る
希
望
で
あ
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
過
去
の
壮
絶
な

悲
劇
だ
け
で
は
な
い
。
人
格
を
歪
め
る
狂
気
が

芽
生
え
る
瞬
間
を
目
の
当
た
り
に
し
、
尊
い
犠

牲
を
脳
裏
に
刻
み
つ
け
る
。
真
の
平
和
を
願
う

エ
デ
ィ
の
想
い
は
世
界
へ
、
そ
し
て
未
来
へ
と

確
か
に
繫
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
人
間
を
つ
く
る
一
冊
だ
。
著
者
の
唯

一
無
二
の
経
験
は
骨
格
と
な
り
、
書
か
れ
た
哲

学
が
血
肉
と
な
る
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の

読
書
を
体
感
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
読
者
に
と

っ
て
生
き
る
上
で
の
糧
と
な
り
、
生
涯
に
寄
り

添
う
友
で
あ
り
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
座
右
の

書
と
な
る
だ
ろ
う
。

エ
デ
ィ
・
ジ
ェ
イ
ク
『
世
界
で
い
ち
ば
ん
幸
せ
な
男
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
〇
年
）

暗
黒
の
闇
か
ら
掬
い
出
さ
れ
る
夢
と
希
望
が
あ
ま
り
に
も
眩
し
い・・・

身
を
切
る
よ
う
な
感
動
が
突
き
刺
さ
る「
い
の
ち
」の
メ
ッ
セ
ー
ジ
！

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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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
。

 

人
生
の
レ
シ
ピ
と
し
て
の
詩

詩
作
を
始
め
て
か
ら
、
早
く
も
三
〇
数
年
が
経

っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
長
く
続
け
る
こ
と
に
な

る
な
ん
て
…
と
、意
外
な
気
持
ち
が
い
た
し
ま
す
。

私
は
何
を
や
っ
て
も
飽
き
っ
ぽ
く
て
、
次
か
ら
次

へ
と
目
移
り
し
て
し
ま
う
性
格
な
の
で
す
。
こ
れ

を
続
け
て
き
た
と
思
え
る
も
の
を
一
つ
で
も
持
つ

こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
知
命

と
呼
ば
れ
る
五
〇
歳
を
過
ぎ
て
振
り
返
っ
て
み

て
、
自
分
で
も
正
直
な
と
こ
ろ
、
驚
い
て
い
ま
す
。

ど
う
し
て
続
け
て
こ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ズ

バ
リ
、
好
き
だ
か
ら
で
す
。
詩
を
書
く
こ
と
も
読

む
こ
と
も
、自
分
の
人
生
の
レ
シ
ピ
に
と
っ
て
は
、

も
は
や
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
詩
と
向
き
合
う
こ
と
が
当
た
り
前
の
日
常
で

す
が
、
そ
れ
を
生
徒
さ
ん
に
も
先
生
方
に
も
お
ス

ス
メ
し
た
い
と
い
う
の
が
変
わ
ら
ず
に
あ
り
ま

す
。こ

れ
ま
で
も
詩
作
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
え
な

い
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
い
て
ま
い
り
ま
し

た
。
ま
あ
何
事
も
、
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
と
申
し
ま

し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
た
く
さ
ん
の
詩
を
読
み
作
品

世
界
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
を
お
伝
え
す
る
の
で
は
な
か
な

か
、
詩
作
へ
と
誘
い
こ
む
の
は
難
し
い
と
日
頃
か

ら
教
師
の
現
場
で
感
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

分
か
り
や
す
い
方
法
は
な
い
も
の
か
と
し
だ
い

に
模
索
を
重
ね
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
に
至
り
ま

す
。
長
い
歳
月
に
お
い
て
の
取
り
組
み
や
実
践
、

そ
の
際
に
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
を
、『
詩

の
寺
子
屋
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
文
庫
）
と
い
う
一
冊

に
ま
と
め
て
い
ま
す
の
で
詳
し
く
は
そ
れ
を
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
が
、
こ
こ
で

第
三
回 

大
き
な
何
か
と
出
会
う
た
め
に

和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

少
し
だ
け
簡
単
な
も
の
を
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。 

詩
作
の
ミ
ニ
レ
ッ
ス
ン

そ
の
１
「
思
い
浮
か
ぶ
言
葉
を
書
い
て
み
る
」。

ま
ず
は
五
分
間
で
も
十
分
間
で
も
、
心
に
浮
か

ん
だ
こ
と
を
な
ん
で
も
良
い
と
し
て
書
い
て
み
る

こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
筆
が
動
く
ま
ま

に
何
か
を
白
紙
に
連
ね
て
み
る
。
出
来
る
、
出
来

な
い
…
の
度
合
い
は
様
々
だ
と
思
い
ま
す
が
、
机

を
並
べ
て
い
る
隣
の
誰
か
が
そ
れ
を
始
め
る
と
、

不
思
議
と
そ
う
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
湧
い
て

く
る
の
で
す
。
あ
た
か
も
熱
心
に
本
を
読
み
耽
っ

て
い
る
人
が
い
る
と
、
自
分
も
静
か
に
読
ん
で
み

よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
よ
う
に
。

ま
ず
は
そ
れ
を
思
う
が
ま
ま
記
し
て
み
て
、
時

間
が
来
た
ら
、
筆
を
置
い
て
み
る
。
書
い
た
も
の

詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ

「WEB国語教室」連動
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を
あ
ら
た
め
て
眺
め
て
み
る
。
言
わ
ば
自
由
に
記

し
た
言
葉
の
落
書
き
の
よ
う
な
も
の
を
。

普
段
な
ら
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し

か
し
そ
れ
を
自
分
の
心
の
鏡
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
と
し
て
受
け
止
め
て
み
る
。
自
分
な
り
に
新
鮮

さ
や
面
白
さ
を
感
じ
た
言
葉
や
フ
レ
ー
ズ
に
線
を

引
い
て
み
る
。少
し
で
も
何
か
の
発
見
が
あ
れ
ば
、

試
み
と
し
て
成
功
だ
と
思
い
ま
す
。
ほ
ん
の
少
し

で
も
た
く
さ
ん
で
も
。
そ
れ
を
見
直
し
て
マ
ー
ク

を
し
て
み
る
こ
と
で
、
自
分
の
書
い
た
何
か
を
違

う
眼
差
し
で
見
つ
め
る
＝
客
体
化
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。
実
際
に
こ
れ
を
毎
日
続
け
て
い
く
と
、

白
紙
に
描
く
落
書
き
の
中
味
が
み
る
み
る
う
ち
に

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
や

メ
モ
書
き
が
、
実
は
詩
を
書
く
第
一
歩
に
な
る
の

だ
と
い
う
説
明
を
添
え
ま
す
。

そ
の
２
「
言
葉
を
持
ち
寄
っ
て
み
る
」。

思
い
浮
か
ぶ
言
葉
を
グ
ル
ー
プ
の
中
で
持
ち
寄

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
好
き
な
も
の
で
も
良
い
し
、

教
師
の
側
で
テ
ー
マ
を
決
め
て
み
る
の
も
良
い
と

思
い
ま
す
（
例
え
ば
「
秋
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

と
か
、色
彩
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
ど
）。
メ
ン
バ

ー
の
顔
ぶ
れ
に
よ
っ
て
か
な
り
の
数
に
な
る
時
も

あ
れ
ば
、
わ
ず
か
な
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
と

り
あ
え
ず
そ
の
中
か
ら
三
つ
の
言
葉
を
あ
れ
こ
れ

話
し
合
わ
せ
て
選
ば
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。

単
語
カ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
を
渡
し
て
並
べ
て

選
ん
で
み
る
の
も
良
い
方
法
で
す
。
ち
な
み
に
実

際
に
小
学
校
な
ど
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
夏

な
ら
魚
、
秋
な
ら
木
の
葉
の
形
に
、
子
ど
も
た
ち

に
色
画
用
紙
な
ど
を
渡
し
て
、
切
り
抜
き
を
し
て

も
ら
い
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ
手
作
り
の
カ
ー
ド
に

言
葉
を
記
し
て
、
机
の
上
に
並
べ
て
も
ら
う
と
、

に
ぎ
や
か
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
グ
ル
ー

プ
で
眺
め
渡
し
な
が
ら
選
ん
で
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
集
団
の
＝
別
の
ま
な
ざ
し
が
生
ま
れ
て
い
る

瞬
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
の
楽
し

そ
う
な
姿
か
ら
感
じ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
３
「
組
み
合
わ
せ
て
み
る
」。　

取
り
出
し
た
言
葉
を
無
理
や
り
に
で
も
組
み
合

わ
せ
て
、
フ
レ
ー
ズ
を
作
り
出
し
て
み
よ
う
と
促

し
ま
す
。
自
分
の
言
葉
あ
る
い
は
そ
う
で
な
い
も

の
を
目
の
前
に
し
て
、
そ
の
つ
な
が
り
を
考
え
て

み
る
。
私
が
こ
の
よ
う
な
場
合
に
参
考
と
し
て
挙

げ
る
の
が
多
い
の
は
俳
句
の
作
品
で
す
。

例
え
ば
「
う
つ
く
し
」「
天
の
川
」「
障
子
」
の

三
つ
の
語
を
用
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
…
。
こ

れ
を
ク
イ
ズ
の
よ
う
に
し
て
、
無
理
や
り
に
で
も

フ
レ
ー
ズ
を
作
っ
て
み
よ
う
と
呼
び
か
け
ま
す
。

例
え
ば
「
昨
晩
は
美
し
い
天
の
川
が
出
て
い
た

の
に
、
窓
ガ
ラ
ス
の
前
の
障
子
が
開
か
な
く
て
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
な
ど
各
グ
ル
ー
プ
か

ら
名
（
？
）
回
答
が
飛
び
出
し
ま
す
。
こ
の
こ
と

へ
の
正
解
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
小

林
一
茶
の
句「
う
つ
く
し
や
障
子
の
穴
の
天
の
川
」

の
一
例
を
伝
え
ま
す
。
三
つ
の
言
葉
が
組
み
合
っ

て
、
名
句
や
名
詩
は
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
も
。

ア
イ
デ
ィ
ア
と
は
そ
も
そ
も
、
何
か
と
何
か
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
だ
と
い
う
説

明
を
添
え
ま
す
。
良
し
悪
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
組
み
合
わ
せ
＝
「
言
葉
の
塊
」
の
よ
う
な

も
の
を
作
る
こ
と
の
面
白
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
４
「
塊
を
大
き
く
し
て
み
る
」。

例
え
ば
三
つ
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
を
他
に
も

し
続
け
て
い
き
、
出
来
上
が
っ
て
い
く
様
々
な
フ

レ
ー
ズ
を
、
三
行
、
五
行
、
十
行
…
と
全
員
で
組

み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
塊
は
ど
ん
ど
ん

大
き
く
な
り
ま
す
。
必
ず
し
も
自
分
の
言
葉
で
な

詩の教室へようこそ
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く
て
も
出
来
上
が
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
経
験
を

し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
だ
わ
り
を
捨
て
て

良
い
言
葉
を
い
つ
も
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ

そ
が
大
事
な
の
だ
と
伝
え
た
い
で
す
。
そ
れ
を
あ

ら
た
め
て
皆
で
清
書
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も

詩
に
似
て
い
る
何
か
が
、
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ

と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。

そ
の
５
「
朗
読
し
て
み
る
」。

出
来
上
が
っ
た
も
の
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
朗
読

し
て
も
ら
い
ま
す
。
代
表
者
一
名
で
も
、
あ
る
い

は
全
員
で
工
夫
し
て
読
ん
で
み
る
の
も
良
い
と
思

い
ま
す
。
音
声
に
し
て
み
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
ひ

ら
め
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
何
よ
り
も
そ
の
よ

う
に
し
て
声
で
形
に
し
て
み
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

文
字
の
世
界
ば
か
り
で
は
な
い
命
が
吹
き
込
ま
れ

て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
少
な
か
ら
ず
実
感
で
き
る

と
思
い
ま
す
。

「
言
葉
の
塊
」
を
通
し
て
、生
き
た
言
葉
の
時
間

を
教
室
で
共
有
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
普
段
と

は
違
う
仲
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
深
ま

り
が
見
つ
か
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
体

験
し
た
こ
と
を
基
に
し
て
、
今
度
は
一
人
で
も
実

践
し
て
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
芽
生
え

る
き
っ
か
け
に
な
る
と
指
導
者
と
し
て
感
じ
て
き

ま
し
た
。

 

投
稿
作
品
よ
り

投
稿
作
品
を
い
く
つ
か
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ま
ず
一
作
目
。
高
校
三
年
生
（
匿
名

東
京
都
）
の
作
品
で
す
。

ど
う
し
て
星
は
夜
し
か
み
え
な
い
の

そ
れ
は
ね

星
は
夜
に
な
る
と
忙
し
い
か
ら

楽
し
い
夢
を
み
ん
な
に
届
け
て

朝
の
澄
ん
だ
空
気
の
準
備
を
す
る
の

あ
ち
こ
ち
忙
し
く
動
き
回
る
か
ら

キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
見
え
る
の
よ

美
し
い
星
空
を
テ
ー
マ
に
、
幼
い
頃
に
家
族
と

交
わ
し
た
会
話
を
、
ふ
と
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る

か
の
よ
う
な
懐
か
し
さ
と
、
宇
宙
の
広
が
り
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
な
素
敵
な
作
品
で
し
た
。
二
作
目

は
浦
野
恵
多
さ
ん
（
埼
玉
県
立
大
宮
中
央
高
等
学

校　

三
年
）
の
作
品
「
流
体
」
で
す
。

　
流
体

拾
っ
て
き
た
食
卓
に
は

暖
か
な
料
理
が
並
べ
ら
れ

わ
た
し
と
友
人
は

手
を
つ
け
な
い

（
カ
チ 

カ
チ
）

影
の
韻
律
は

響
く
ば
か
り
で

身
体
を
わ
た
し
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
な
が
ら

（
ね
）

小
さ
な
銀
を
足
場
に
渡
っ
て
い
く

（
ね
、
ね
？
）

洗
い
流
さ
れ

は
る
か 

は
る
か
の
水
の
底
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丸
裸
に
さ
れ
て

二
人
で
一
緒
に 

海
に
着
く

海
の
イ
メ
ー
ジ
の
深
ま
り
と
向
き
合
っ
た
不
思

議
な
印
象
を
受
け
る
作
品
で
す
が
、
時
間
と
歳
月

の
波
の
中
で
、
生
き
て
い
く
こ
と
と
は
何
か
を
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
福
島
で
震
災
を
経
験
し
た

私
と
し
て
は
、
津
波
の
被
害
を
受
け
た
二
〇
一
一

年
か
ら
、
今
年
で
十
年
が
経
っ
た
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
ま
し
た
。

 

自
分
の
存
在
を
込
め
て
書
く

紙
幅
が
尽
き
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
後
に
岩
崎

航
の
新
詩
集
「
震
え
た
の
は
」（
ナ
ナ
ロ
ク
社
）
か

ら
、
一
つ
の
詩
句
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

作
者
は
幼
い
頃
か
ら
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
い
う

難
病
を
患
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
や
が
て
彼
は
詩

作
と
出
会
い
ま
す
。
一
冊
の
な
か
の
そ
れ
ぞ
れ
の

フ
レ
ー
ズ
に
は
病
床
で
握
っ
て
い
る
ペ
ン
の
力

が
、
し
っ
か
り
と
手
渡
さ
れ
て
い
る
感
触
が
あ
り

ま
す
。
岩
崎
さ
ん
に
と
っ
て
の
二
冊
目
の
詩
集
に

な
り
ま
す
。

重
度
の
障
害
と
向
き
合
う
日
々
。
装
着
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
器
具
や
誰
か
の
介
助
な
し
で
は
生

き
ら
れ
な
い
現
実
が
言
葉
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
も

子
ど
も
あ
つ
か
い
さ
れ
る

厭
わ
し
さ

や
り
き
れ
な
さ
と

か
な
し
き
怒
り
と

十
七
歳
の
時
に
絶
望
感
が
募
り
、
自
殺
ま
で
も

考
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
第
一

詩
集
の
刊
行
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
心
に
変
化
が
訪

れ
た
と
続
け
て
語
っ
て
い
ま
す
。「
自
分
の
意
志
で

暮
ら
し
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」
と
。
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
詩
に
書
く

こ
と
で
鍵
の
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
姿
が
随
所
に
見
え
て
く

る
詩
集
で
す
。

経
管
栄
養
や
呼
吸
器
を

使
う
の
は

ひ
と
つ
の
喪
失
で

そ
れ
以
上
の
生
き
る
力
を
取
り
戻
す

活か
つ

の
手
段
な
の
だ

短
く
と
も
迫
力
の
あ
る
言
葉
の
数
々
で
す
。
こ

の
二
行
に
特
に
励
ま
さ
れ
ま
す
。

病
と
向
き
合
い

堂
々
と
生
き
る

生
き
る
と
は
、
大
き
な
何
か
と
向
き
合
い
続
け

る
こ
と
。
岩
崎
さ
ん
は
難
病
と
、
そ
し
て
詩
を
書

く
と
い
う
時
間
に
、
堂
々
と
対
峙
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
存
在
を
込
め
て
書
く
こ
と
の
か
け
が
え

の
な
さ
を
、
生
徒
た
ち
と
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来

た
ら
と
強
く
祈
り
な
が
ら
、
私
も
教
壇
に
立
っ
て

い
ま
す
。

詩の教室へようこそ

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

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

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

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
！　
（
募
集
要
項
は
64
頁
）

詩
の
作
品
大
募
集
！
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紫
式
部
に
手
紙
を
書
く
と
い
う
課
題
の
は
ず
が
、
動
詞
活
用

の
話
に
だ
い
ぶ
寄
り
道
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
こ
こ
ま

で
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

お
も
と
の
も
の
し
つ
る
物
語
﹁
き
り
つ
ぼ
﹂
を
読
み
は
べ
り

き
。
死
ぬ
る
桐
壺
更
衣
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
に
は
べ
り
け
る
。

　
係
り
結
び
﹁
ぞ
⋮
け
る
﹂
を
入
れ
て
強
調
し
て
み
ま
し
た
が
、

今
回
は
﹁
か
わ
い
そ
う
﹂
↓
﹁
あ
は
れ
な
り
﹂
と
い
う
、
形
容

詞
・
形
容
動
詞
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

　
古
語
の
動
詞
は
活
用
が
複
雑
で
し
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と

形
容
詞
は
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
、
形
容
動
詞
も
ナ
リ
活
用
と
タ

リ
活
用
、
と
も
に
二
種
類
ず
つ
、
現
代
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

の
活
用
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
単
純
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
個
々

の
語
の
意
味
が
要
注
意
で
す
。
課
題
の
﹁
あ
は
れ
な
り
﹂
の
意

味
も
、
古
語
辞
典
で
は
、

①
し
み
じ
み
と
情
趣
を
感
じ
さ
せ
る
。

②
か
わ
い
い
。
い
と
し
い
。
③
あ
り
が
た
い
。
尊
い
。

④
立
派
だ
。
見
事
だ
。
⑤
悲
し
い
。
さ
び
し
い
。

の
よ
う
に
幅
広
く
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
文
脈
や
時
代
を
よ
く
確

か
め
な
い
と
、
う
ま
く
現
代
語
訳
で
き
ま
せ
ん
。

　
他
に
も
﹁
を
か
し
﹂﹁
は
づ
か
し
﹂﹁
き
よ
げ
な
り
﹂
な
ど
、

現
代
語
訳
が
む
ず
か
し
い
形
容
詞
・
形
容
動
詞
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。教
科
書
や
参
考
書
の
重
要
古
語
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、

ほ
ぼ
四
分
の
一
が
こ
う
し
た
形
容
詞
・
形
容
動
詞
で
す
。
現
代

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
。

形
容
詞
は「
や
ば
い
」
？

─
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う
⑤

大お

お

倉く

ら 

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授
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語
と
の
意
味
の
違
い
や
ズ
レ
が
大
き
い
た
め
で
す
。
で
も
、
改

め
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
は
、

意
味
が
変
化
し
て
い
る
語
が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
そ
も
そ
も
形
容
詞
は
、物
事
の
様
子
・
状
態
を
表
す
語
で
、﹁
嬉

し
い
・
悲
し
い
﹂
な
ど
、
人
間
の
気
持
ち
・
心
の
状
態
︵﹁
情
意
﹂

と
呼
ぶ
︶
を
表
す
語
群
と
、﹁
大
き
い
・
早
い
﹂
な
ど
、
事
物

の
性
質
や
状
態
︵﹁
属
性
﹂
と
呼
ぶ
︶
を
表
す
語
群
に
大
き
く

分
か
れ
ま
す
。形
容
動
詞
も
活
用
パ
タ
ー
ン
が
異
な
る
だ
け
で
、

意
味
は
同
じ
く
情
意
・
属
性
に
分
か
れ
ま
す
。

　
属
性
は
、
事
物
を
見
た
り
触
っ
た
り
し
て
感
覚
を
共
有
で
き

ま
す
が
、
情
意
は
話
者
の
心
の
中
で
す
か
ら
、
見
た
り
触
っ
た

り
で
き
ま
せ
ん
。
こ
と
ば
︵
情
意
の
形
容
詞
︶
と
表
情
、
状
況

な
ど
で
間
接
的
に
捉
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
千
年
も
昔
の
日

本
人
の
心
で
す
か
ら
、
情
意
を
表
す
形
容
詞
と
い
う
手
が
か
り

が
あ
っ
て
も
、
我
々
が
共
有
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で

す
。
書
い
た
本
人
は
、
こ
の
形
容
詞
が
今
の
自
分
の
気
持
ち
に

ピ
ッ
タ
リ
の
意
味
だ
と
思
っ
て
使
っ
て
も
、
読
者
が
少
し
異
な

る
理
解
を
し
て
使
っ
て
ゆ
く
と
、
千
年
も
の
時
が
経
過
し
て
い

く
う
ち
に
、
最
初
の
意
味
か
ら
拡
張
し
た
り
、
真
逆
の
意
味
に

変
わ
っ
た
り
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　
そ
の
う
え
形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
、
寿
命
が
長
く
て
、
意
味

が
変
化
し
て
も
現
代
ま
で
生
き
残
っ
て
使
わ
れ
る
の
で
、
読
者

は
混
同
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
現
代
語
の
形
容
詞
で
も
、
も
と

は
﹁
危
な
い
﹂
の
意
味
の
俗
語
だ
っ
た
﹁
や
ば
い
﹂
が
、
程
度

の
激
し
さ
、
想
定
外
の
高
評
価
︵﹁
や
ば
い
！
　
お
い
し
い
！
﹂

の
よ
う
に
︶
を
表
す
意
味
に
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
実
は
こ
の
情
意
と
属
性
と
い
う
大
き
な
意
味
の
違

い
は
、
古
語
形
容
詞
の
シ
ク
活
用
と
ク
活
用
と
の
違
い
に
対
応

し
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。
現
代
語
で
、終
止
形
が
﹁
～
し
い
﹂

と
な
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
、
前
述
の
﹁
嬉
し
⋮
﹂
を
は
じ
め

﹁
楽
し
・
恥
づ
か
し
・
優
し
・
を
か
し
﹂
な
ど
、
情
意
の
形
容

詞
で
す
。
同
様
に
﹁
大お

ほ

し
⋮
﹂
以
外
に
も
﹁
暗
し
・
黒
し
・
遅

し
・
良
し
﹂
な
ど
は
ク
活
用
で
属
性
形
容
詞
で
す
。
こ
の
区
別

は
、
平
安
時
代
で
も
例
外
や
両
面
の
意
味
を
持
つ
形
容
詞
も
あ

り
、
整
然
と
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
形
容

詞
の
原
義
を
知
る
有
力
な
手
が
か
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　﹁
ク
活
と
シ
ク
活
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
活
用
を
す
る
な
あ
﹂
と

思
い
な
が
ら
二
つ
の
形
容
詞
活
用
を
覚
え
た
皆
さ
ん
も
、
こ
の

違
い
を
念
頭
に
古
語
の
形
容
詞
の
現
代
語
訳
を
考
え
て
み
て
く

だ
さ
い
。﹁
う
つ
く
し
﹂
が
﹁
か
わ
い
い
﹂
か
ら
﹁
美
的
だ
、

き
れ
い
だ
﹂
に
大
き
く
意
味
が
変
わ
っ
て
い
る
の
も
、
シ
ク
活

用
の
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
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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　「
い
か
に
人
流
を
抑
え
る
か
」「
人
流
デ
ー
タ
を
解
析
す

る
」
│
│
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
に
関
し
て

「
人
流
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
見
聞
き
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
最
初
「
ジ
ン
リ
ュ
ウ
」
と
耳
に
し
て
、
一
瞬
何

の
こ
と
か
理
解
で
き
ず
、「
人
流
」
の
表
記
を
見
て
意
味

は
推
測
で
き
た
も
の
の
、
違
和
感
は
残
り
ま
し
た
。

＊

　
政
治
家
が
会
見
な
ど
で
使
う
の
を
引
用
す
る
形
で
、
新

聞
や
放
送
で
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
行
政
や
観
光
の
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
も
用
い
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。
物
の
流
れ
が
「
物
流
」
な
ら
、
人
の
流

れ
は
「
人
流
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
国
民
に

広
く
注
意
を
促
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
、
行
政
用
語
・
専

門
用
語
を
そ
の
ま
ま
発
信
す
る
の
で
は
、
伝
え
る
べ
き
も

の
が
伝
わ
ら
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　「
人
出
」
と
言
っ
た
方
が
分
か
り
や
す
い
場
合
も
あ
る

は
ず
で
す
。
た
だ
、
特
定
の
場
所
に
集
ま
っ
て
い
る
人
の

数
を
指
す
「
人
出
」
に
対
し
、「
人
流
」
は
ど
の
く
ら
い

の
人
が
移
動
し
て
い
く
か
に
注
目
し
た
言
葉
な
の
で
、
単

純
に
置
き
換
え
る
と
正
確
さ
を
欠
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、「
人
の
流
れ
」「
人
の
動
き
」

と
言
い
換
え
る
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、「
〜

抑
制
」「
〜
解
析
」「
〜
動
向
」「
〜
解
析
」
な
ど
に
続
け

る
に
は
、
漢
語
の
「
人
流
」
が
ぴ
っ
た
り
は
ま
り
ま
す
。

便
利
に
使
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
し
ょ
う
。

＊

　
安
易
に
使
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
思
い
は
残
り
ま
す

が
、
一
方
で
、
異
常
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
喚
起
さ
せ
る

に
は
、
む
し
ろ
な
じ
み
が
な
く
、
抵
抗
を
感
じ
る
く
ら
い

の
表
現
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
い
え
ま
す
。「
い
っ
た

あ
ふ
れ
る「
人
流
」、活
用
す
る「
人
財
」

◉
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
。
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講

師
。
著
書
に
『
な
ぜ
な
に
日
本
語
』（
三
省
堂
）、

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の
敬
語
教
室
』（
集
英
社
）

な
ど
。『
明
鏡
国
語
辞
典

第
三
版
』
編
集
・
執

筆
協
力
者
。

関せ
き

根ね

　
健け

ん

一い
ち

コトバのひきだし
　─ふさわしい日本語の選び方
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い
何
の
こ
と
だ
ろ
う
？
」
と
立
ち
止
ま
ら
せ
、
そ
こ
に
注

意
を
向
け
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　
平
常
時
で
あ
れ
ば
増
え
る
こ
と
が
発
展
や
隆
盛
に
つ
な

が
る
「
人
流
」
で
す
が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
記
憶
を
呼
び

起
こ
す
言
葉
と
し
て
残
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
人
流
」
と
い
う
言
い
方
に
、「
人
」
を
「
物
」

と
同
列
に
扱
う
感
じ
が
す
る
、
と
反
発
を
覚
え
る
人
も
い

る
よ
う
で
す
。「
物
流
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
捉
え
る
と
、

そ
う
し
た
感
覚
に
も
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

＊

　「
人
材
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
、
人
間
を
「
材
料
」

や
「
材
木
」
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
で
は
と
い
う
見
方

が
あ
る
よ
う
で
す
。し
か
し
こ
れ
は
誤
解
で
、「
適
材
適
所
」

「
逸
材
」
と
使
わ
れ
る
よ
う
に
、「
材
」
は
「
資
質
・
才
能
」

の
意
で
す
。
役
に
立
つ
人
を
指
す
の
が
「
人
材
」
で
、「
木

材
」
に
見
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
で
も
気
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
従
業
員
募
集
や

会
社
経
営
の
理
念
を
述
べ
た
文
章
で
、「
材
」
の
字
を
「
財
」

に
換
え
た
「
人
財
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
の
を
し
ば
し

ば
目
に
し
ま
す
。
か
け
が
え
の
な
い
「
財
産
」
で
あ
る
と

強
調
し
た
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
人
間
的
・
精
神
的

価
値
を
「
財
産
」
と
表
す
使
い
方
も
あ
る
と
は
い
え
、
金

銭
や
経
済
的
価
値
を
ま
ず
連
想
す
る
場
合
が
多
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
直
接
的
な
利
益
を
生
み
出

さ
な
け
れ
ば
「
人
財
」
で
は
な
い
、
と
誤
解
さ
れ
て
は
本

末
転
倒
で
す
。
ま
た
、「
材
」
と
「
財
」
は
本
来
は
通
じ

る
意
が
あ
り
、
あ
え
て
入
れ
替
え
る
必
要
は
な
い
と
も
い

え
ま
す
。
思
い
込
み
や
早
合
点
で
、
長
年
使
わ
れ
て
き
た

表
記
を
い
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

＊

　
と
こ
ろ
で
、
少
な
い
人
材
を
や
り
繰
り
す
る
と
い
う
と

き
、「
人
繰
り
が
難
し
い
」「
人
繰
り
が
つ
か
な
い
」
と
い

っ
た
表
現
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
金
の
や
り
繰

り
を
「
金
繰
り
」
と
略
す
る
な
ら
、人
の
や
り
繰
り
は
「
人

繰
り
」
と
い
え
そ
う
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
辞
書
に
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。

　
調
べ
て
み
る
と
、
世
界
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
炭
鉱

画
家
の
山
本
作さ

く

兵べ

衛え

が
酔
う
と
歌
う
と
い
う
ゴ
ッ
ト
ン
節

に
「
嫌
な
人
繰
り
邪
険
の
勘か

ん

場ば

」
と
あ
り
ま
し
た
。
人
を

人
と
も
思
わ
な
い
封
建
的
な
人
事
管
理
に
由
来
す
る
用
語

な
の
か
も
し
れ
ず
、
こ
れ
こ
そ
人
を
物
扱
い
し
た
言
い
方

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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♦
作
者
と
歌

　

作
者
の
柿
本
人
麻
呂
は
、壬じ

ん

申し
ん

の
乱
（
六
七
二
年
）

か
ら
奈
良
遷
都
（
七
一
〇
年
）
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ

る
万
葉
集
の
第
二
期
に
活
躍
し
た
人
物
で
す
が
、
出

自
や
経
歴
な
ど
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の

宮
廷
社
会
で
は
、
天
皇
の
行
幸
を
賛
美
す
る
歌
や
皇

族
の
死
を
悼い

た

む
挽ば

ん

歌か

な
ど
、
宮
廷
の
儀
礼
空
間
に
ふ

さ
わ
し
い
歌
を
詠よ

む
歌
人
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
人

麻
呂
は
身
分
は
高
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
宮
廷

歌
人
と
し
て
多
く
の
優
れ
た
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

　

題
詞
に
よ
れ
ば
、当
時
十
歳
の
軽か

る
の

皇み

子こ

が
、亡
き

父
草く

さ

壁か
べ
の

皇み

子こ

ゆ
か
り
の
地
・
安あ

騎き

野の

（
現
在
の
奈
良

県
宇う

陀だ

市
）
へ
遊
猟
へ
出
か
け
た
折
に
、
作
者
が
供ぐ

奉ぶ

（
随
行
）
し
て
歌
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
長
歌
一
首
、

短
歌
四
首
で
構
成
さ
れ
、
草
壁
皇
子
の
死
を
悼
み
な

が
ら
旅
先
の
夜
を
過
ご
し
、
夜
明
け
と
と
も
に
狩
り

が
始
ま
る
と
こ
ろ
ま
で
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で『
万
葉
集
』
に
書
か
れ
た
歌
は
全
て「
万

葉
仮
名
」と
呼
ば
れ
る
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

漢
字
な
の
に
「
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
漢
字
本

来
の
意
味
に
関
係
な
く
、
漢
字
の
も
つ
音
や
訓
を
利

用
し
て
表
記
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
歌
は
次
の

よ
う
に
表
記
さ
れ
ま
す
。

　
　

東
野
炎
立
所
見
而
反
見
為
者
月
西
渡

三
十
一
音
の
和
歌
が
、
た
っ
た
十
四
の
漢
字
で
作
ら

れ
た
こ
と
に
驚
き
ま
す
。

現
代
語
訳　

東
の
野
に
暁
光
が
さ
し
出
る
の
が
見
え

て
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
月
は
西
に
傾
き
入
ろ
う

と
し
て
い
る
。

東
ひ
む
が
しの

野の

に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立た

つ
見み

え
て

か
へ
り
見み

す
れ
ば
月つ

き

か
た
ぶ
き
ぬ

柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

（
万
葉
集
・
巻
一
・
48
）

英
訳
の
ポ
イ
ン
ト

まくみらん

　

最
初
、
東
西
の
対
比
が
重
要
な
歌
だ
と
思
い
、

w
est

と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
訳
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
よ
く
み
て
み
る
と
、和
歌
の
中
に
は
「
西
」

と
い
う
言
葉
が
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
悩
ん
で
い

る
と
、『
万
葉
集
』
の
原
文
で
は
、第
五
句
が
「
月
西

渡
」
と
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
知
り
ま
し

た
。
こ
の
第
五
句
を
ど
う
訓よ

む
べ
き
か
、
古
来
様
々

な
訓
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
学

問
的
な
当
否
は
さ
て
お
き
、
私
はthe m

oon 
crossing to the w

est

と
訳
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
も
こ
れ
も
、
原
文
の
「
月
西
渡
」
と
の
出
会

い
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
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
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認審判員、Ａ級公認読手、ま
た自らも競技者（六段）とし
て活躍中。

英
訳
の
ポ
イ
ン
ト

まくみらん

　

最
初
、
東
西
の
対
比
が
重
要
な
歌
だ
と
思
い
、

w
est

と
い
う
言
葉
を
入
れ
て
訳
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
よ
く
み
て
み
る
と
、和
歌
の
中
に
は
「
西
」

と
い
う
言
葉
が
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
悩
ん
で
い

る
と
、『
万
葉
集
』
の
原
文
で
は
、第
五
句
が
「
月
西

渡
」
と
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
知
り
ま
し

た
。
こ
の
第
五
句
を
ど
う
訓よ

む
べ
き
か
、
古
来
様
々

な
訓
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
学

問
的
な
当
否
は
さ
て
お
き
、
私
はthe m

oon 
crossing to the w

est

と
訳
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
も
こ
れ
も
、
原
文
の
「
月
西
渡
」
と
の
出
会

い
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

ま
く
み
ら
ん

お
く
む
ら

When I look east――

the light of daybreak

spilling out over the plain.

When I look back――

the moon crossing to the west.

英
語
で
読
む

『英語で味わう万葉集』ピーター・J・マクミラン（文春新書）より
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マ
ク
ミ
ラ
ン
先
生
も
ご
指
摘
の
よ
う
に
、
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ

た
こ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
か
、
歌

が
詠
ま
れ
て
二
〇
〇
年
ほ
ど
過
ぎ
た
平
安
時
代
中
期
に
は
、
す
で
に

正
確
な
読
み
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

歌
は
、
古
く
は
「
あ
づ
ま
野
の
け
ぶ
り
の
立
て
る
所
見
て
か
へ
り
見

す
れ
ば
月
傾か

た
ぶ

き
ぬ
」
と
訓よ

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、江
戸
時

代
の
国
学
者
・
賀か

茂も
の

真ま

淵ぶ
ち

が
現
在
流
布
し
て
い
る
訓よ

み
を
考
え
た
の

で
す
。
画
期
的
だ
っ
た
の
は
、「
あ
づ
ま
野
の
け
ぶ
り
」を
、「
東（
ひ

む
が
し
）
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
し
た
こ
と
で
す
。

　
「
あ
づ
ま
野
」
は
地
名
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、賀
茂
真
淵

は
こ
れ
を
「
東
（
ひ
む
が
し
）」
と
捉
え
ま
し
た
。「
ひ
む
が
し
」
は

「
日
向
か
し
」、
つ
ま
り
太
陽
に
向
か
う
方
角
、
と
い
う
意
味
で
す
。

さ
ら
に
原
文
で
「
炎
」
と
表
記
さ
れ
た
部
分
を
「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
訓

み
ま
し
た
。「
か
ぎ
ろ
ひ
」
と
聞
く
と
「
陽か

げ

炎ろ
う

」
を
想
像
し
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
明
け
方
に
さ
し
は
じ
め
る
曙
光
と
解
釈
し
ま
す
。
夜
明
け

の
東
の
空
に
暁
光
が
見
え
は
じ
め
、
振
り
返
る
と
西
の
空
に
は
月
が

傾
い
て
山
に
沈
も
う
と
す
る
。
東
の
太
陽
と
西
の
月
、
夜
明
け
の
一

瞬
を
描
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歌
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
安
騎
野
遊
猟
を

詠
ん
だ
一
連
の
長
歌
・
短
歌
は
草
壁
皇
子
の
挽
歌
と
い
え
る
内
容
で

す
が
、
こ
の
歌
だ
け
は
明
る
い
夜
明
け
の
瞬
間
を
詠
ん
で
お
り
、
五

年
後
に
十
五
歳
の
若
さ
で
文も

ん

武む

天
皇
と
し
て
即
位
す
る
軽
皇
子
の

未
来
を
予
祝
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
『
万
葉
集
』に
は
こ
の
よ
う
な
天
空
を
描
い
た
歌
が
他
に
も
あ
り
ま

す
。
特
に
人
気
が
高
い
の
は
次
の
歌
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　

天あ
め

を
詠よ

む

　
　

天
の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
舟
星
の
林
に
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ

 

（
作
者
不
明　

巻
七
・
１
０
６
８
）

　

巻
七
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
こ
の
歌
は
、
天
空
を
「
海
」
に
見
立
て

て
い
ま
す
。
空
に
浮
か
ぶ
雲
は
「
波
」
に
見
え
、
そ
の
波
間
（
雲
の

間
）
を
渡
っ
て
い
く
月
が
「
舟
」
に
喩た

と

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
舟
に
見

え
る
月
は
三
日
月
だ
っ
た
の
か
な
と
想
像
し
ま
す
。
そ
の「
月
の
舟
」

は
「
星
の
林
」
に
隠
れ
て
い
き
ま
す
。
月
に
負
け
な
い
ほ
ど
の
星
の

輝
き
と
、
夜
空
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
天
体
の
運
行
が
、
こ
ん
な
に
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
い
る
『
万
葉
集
』
は
、
本
当
に
魅
力
的
な

今
回
の
歌

東
ひ
む
が
しの

野の

に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立た

つ
見み

え
て
か
へ
り
見み

す
れ
ば
月つ

き

か
た
ぶ
き
ぬ
（
柿

か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

）

く
ら
べ
て
読
む
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歌
集
で
す
。
マ
ク
ミ
ラ
ン
先
生
の
お
気
に
入
り
も
こ
の
歌
だ
そ
う
で

す
。（
朝
日
新
聞
で
連
載
さ
れ
て
い
る
コ
ラ
ム
の
タ
イ
ト
ル
も「
星
の

林
に
」
で
す
。）

▼
歌
の
聖

　

柿
本
人
麻
呂
は
、『
古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
に
お
い
て
「
歌
の

聖ひ
じ
り

」
と
称
さ
れ
、
平
安
時
代
の
歌
人
た
ち
か
ら
尊
崇
さ
れ
る
存
在

と
な
り
ま
し
た
。
平
安
末
期
に
は
肖
像
を
飾
っ
て
和
歌
の
上
達
を
願

う
習
わ
し
と
し
て
「
人
麻
呂
影え

い
ぐ供

」
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。「
影
供
」
と
は
、
崇
拝
す
る
神
仏
や
人
物
の
像
を
か
か
げ
て
、

供
物
を
そ
な
え
礼
拝
す
る
儀
式
の
こ
と
で
す
。
人
麻
呂
の
崇
拝
が
儀

式
と
と
も
に
広
が
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
人
麻
呂
を
含
め
た
三
十
六
歌

仙
の
歌
仙
絵
が
誕
生
し
ま
す
。
歌
仙
絵
は
、
江
戸
時
代
に
は
「
光こ

う

琳り
ん

か
る
た
」
の
よ
う
に
、
上
の
句
に
歌
の
作
者
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
に
は
、
人
麻
呂
の
千
年
忌
に

あ
た
る
年
と
さ
れ
、
柿
本
（
旧
人
丸
）
神
社
（
兵
庫
県
明
石
市
）
と

高
津
柿
本
神
社
（
島
根
県
益
田
市
）
に
対
し
て
、
祭
神
を｢

柿
本
大

こ
と
ば
と
文
化

明
神｣

と
す
る
と
い
う
宣
命
が
朝
廷
か
ら
下
さ
れ
ま
し
た
。
歌
の
聖

は
と
う
と
う
歌
の
神
様
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
に
も
注
目
！

おくむら

　

新
し
い
元
号
「
令
和
」
が
『
万
葉
集
』
巻
五
「
梅
花
の
歌
」
と
題

さ
れ
た
三
十
二
首
の
序
文
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
話
題
と
な

り
ま
し
た
。

　

当
時
の
大だ

宰ざ
い

府ふ

の
長
官
で
あ
っ
た
大お

お

伴と
も
の

旅た
び

人と

が
梅
の
花
見
を
楽

し
ん
で
書
い
た
、「
初
春
令4

月
、
気
淑
風
和4

。
梅
披
二

鏡
前
之
粉
一

、

･･･

（
初
春
令
月
に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や

は
ら

ぐ
。
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披ひ

ら

き･･･

）」
初
春
の
め
で
た
い
月
で
風
は
穏
や
か
、梅
の
花
は
鏡
の
前

で
白
粉
を
つ
け
た
美
人
の
よ
う
に
白
く
咲
き
、･･･

と
い
う
部
分
か

ら
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
着
任
早
々
に
妻
を

失
い
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
苦
労
し
た
旅
人
が
、
美
し
く
咲
い
た
梅
の

花
を
楽
し
み
春
を
迎
え
た
喜
び
を
言こ

と

祝ほ

ぐ
歌
を
残
し
ま
し
た
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
二
十
一
世
紀
に
、
日
本
の
古
典
文
学
か
ら

新
し
い
元
号
が
誕
生
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
元
号
に
込
め
ら
れ
た
め
で
た
く
穏
や
か
な
時
代
の
到
来
の
願
い

を
受
け
取
め
て
、
私
た
ち
は
今
を
生
き
て
い
る
の
で
す
ね
。
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柳
宗
元
（
七
七
三
-
八
一
九
）。
字
は
子し

厚こ
う

。
祖
籍
は
河
東
（
現
在

の
山
西
省
永え

い

済さ
い

市
）。
中
唐
期
を
代
表
す
る
詩
人
で
、
韓か

ん

愈ゆ

と
と
も
に

散
文
の
改
革
を
目
指
し
た
「
古
文
復
興
運
動
」
の
提
唱
者
と
し
て
も

名
高
い
。

　

貞て
い

元げ
ん

九
年
（
七
九
三
）
科
挙
に
及
第
（
同
年
の
進
士
に
劉り

ゅ
う禹う

錫し
ゃ
く

が
い

た
）、
後
に
王お

う

叔し
ゅ
く

文ぶ
ん

ら
が
主
導
す
る
「
永え

い

貞て
い

の
革
新
」
グ
ル
ー
プ
に

加
わ
り
、
失
敗
に
帰
し
た
こ
と
か
ら
、
永
州
司
馬
に
貶
さ
れ
た
。
十

年
後
、
さ
ら
に
南
の
柳
州
刺
史
に
遷
さ
れ
、
任
地
で
病
歿
し
た
。

　

柳
侯
祠
一
帯
は
、
柳
州
市
街
の
繁
華
な
一
角
に
現
存
し
、
市
民
の

憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
の
名
は
「
羅ら

池ち

廟
」（
敷
地
内
に

同
名
の
池
が
現
存
す
る
）
と
い
い
、死
の
直
後
の
長

ち
ょ
う

慶け
い

二
年
（
八
二
二
）

創
建
に
か
か
る
。
柳
宗
元
は
刺
史
と
し
て
善
政
を
敷
き
（
そ
の
た
め
、

現
代
中
国
で
の
評
価
も
高
い
）、「
柳
柳
州
」
と
称
さ
れ
た
。
僅
か
四

年
間
の
赴
任
に
止
ま
っ
た
が
、
現
地
の
人
々
に
慕
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
よ
う
。

　

柳
宗
元
の
尊
崇
は
、
宋
代
に
そ
の
度
を
加
え
た
。
哲
宗
の
元げ

ん

祐ゆ
う

七

年
（
一
〇
九
二
）
に
は
、「
羅
池
廟
」
に
「
霊
文
廟
」
の
名
が
下
賜
さ

れ
、
徽き

宗そ
う

の
崇す

う

寧ね
い

三
年
（
一
一
〇
四
）
に
は
「
文
恵
侯
」、
高
宗
の
紹

し
ょ
う

興こ
う

二
十
八
年
（
一
一
五
八
）
に
は
「
文
恵
昭
霊
侯
」
と
爵
位
が
加
え

ら
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
祠
の
所
在
地
は
「
文
恵
路
」
六
十
号
）。

　

公
園
ス
ペ
ー
ス
か
ら
祠
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
人
出
も
め
っ

き
り
減
り
、
あ
た
り
は
静
寂
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
る
。
メ
イ
ン
の
大

青
山
あ
り
！

　
中
国
祠
墓
紀
行
「WEB国語教室」連動

第
五
回　

柳り
ゅ
う

侯こ
う

祠し

・
柳り

ゅ
う

宗そ
う

元げ
ん

衣
冠
墓

�

（
広こ

う

西せ
い

壮チ
ワ
ン

族ぞ
く

自
治
区
柳り

ゅ
う

州し
ゅ
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：柳宗元（773～ 819）。字は子厚。中唐期の
詩人、散文家。『旧唐書』巻160に伝があり、著
作は『柳河東州』にまとめられている。
墓所：広西壮族自治区柳州市文恵路60号
アクセス：東京から▶ 3.5h 上海 ▶ 3h 柳州
あわせて行きたい：柳子廟（湖南省永州市）、韓文
公祠（広東省潮州市）

◉
柳州市

広西壮族
自治区
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殿
正
面
に
は
、
正
装
姿
の
柳
宗
元
坐
像
が
安
置
さ
れ
、
上
の
扁
額
に

は
、「
魂
歸
河
東
」（
魂
は
河
東
に
帰
す
）
の
四
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
（
図
1
2
）。
建
築
物
は
近
年
の
重
建
で
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は

な
い
が
、祠
内
第
一
の
文
化
財
は
、点
在
す
る
六
十
余
り
の
碑
刻
（
石

碑
）
で
、
特
に
「
茘れ

い

子し

碑
」
は
一
見
の
価
値
が
あ
る
（
図
3
）。

　

祠
創
建
の
翌
年
、
柳
宗
元
の
友
人
で
も
あ
っ
た
韓
愈
は
、
廟
の
落

成
を
聞
い
て
、「
柳
州
羅
池
廟
碑
」
の
一
文
を
草
し
た
。
二
百
年
余

り
後
、
蘇そ

軾し
ょ
くが

こ
れ
を
字
に
書
い
た
。
柳
宗
元
の
事
績
に
韓
愈
の
文

章
、
蘇
軾
の
名
筆
と
い
う
こ
と
で
、
後
世
「
三
絶
碑
」
と
称
え
ら
れ
、

日
本
で
も
法
帖
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
書
家
に
は
す
で
に
お
な
じ
み

で
あ
ろ
う
。
三
者
い
ず
れ
も
、「
唐
宋
八
大
家
」
に
数
え
ら
れ
る
文

豪
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
。
な
お
、「
茘
子
碑
」
の
名
は
、

文
章
の
後
段
の
二
字
に
由
来
し
、
碑
の
最
も
目
立
つ
箇
所
に
見
え
る

こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

　

祠
の
裏
手
、
羅
池
の
か
た
わ
ら
に
は
、
柳
宗
元
の
衣
冠
塚
が
ひ
っ

そ
り
と
た
た
ず
む
。
死
の
翌
年
に
そ
の
柩
は
長
安
に
還
り
、
郊
外
の

万ば
ん

年ね
ん

県
（
現
在
の
陝
西
省
臨り

ん

潼と
う

県
）
棲せ

い

鳳ほ
う

原げ
ん

の
一
族
墓
地
に
埋
葬
さ

れ
た
が
、
柳
州
の
人
々
は
、
そ
の
柩
を
見
送
っ
た
地
に
衣
冠
塚
を
築

い
て
記
念
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
図
4
）。
文
化
大
革
命
時
に
破

壊
さ
れ
、
一
九
七
四
年
に
修
復
さ
れ
た
。「
唐
代
柳
宗
元
衣
冠
墓
」

八
字
は
、
祠
正
門
の「
柳
侯
祠
」の
扁
額（
地
図
上
）と
も
ど
も
、
現
代

中
国
の
文
学
者
郭か

く

沫ま
つ

若じ
ゃ
く（

一
八
九
二
-
一
九
七
八
）
の
筆
に
よ
る
。

　

柳
州
は
南
方
中
国
の
風
情
が
横
溢
し
た
地
方
都
市
で
あ
る
。
人
々

の
気
質
も
穏
や
か
、
食
べ
物
も
美
味
で
、
長
く
滞
在
し
て
み
た
い
思

い
に
か
ら
れ
る
。
明
清
期
に
か
け
て
築
か
れ
た
城
壁
と
東
門
城
楼
も

美
し
く
、
市
内
魚ぎ

ょ

峰ほ
う

山
か
ら
馬ば

鞍あ
ん

山
ま
で
渡
さ
れ
た
リ
フ
ト
に
十
分

間
ほ
ど
乗
っ
て
、
海
抜
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
馬
鞍
山
山
上
ま
で
至
る

と
、
Ω
を
逆
さ
に
し
た
形
の
柳
江
の
流
れ
と
、
そ
の
中
に
市
街
地
が

包
ま
れ
て
い
る
パ
ノ
ラ
マ
を
一
望
で
き
る
。
柳
州
で
一
番
思
い
出
深

い
一
コ
マ
が
、
こ
の
絶
景
で
あ
っ
た
。

（
写
真
は
す
べ
て
二
〇
〇
九
年
撮
影
）

1

2

3

4
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今
か
ら
半
世
紀
以
上
も
前
、「
言
語

編
」「
文
学
編
」
に
分
か
れ
た
高
校
用

国
語
教
科
書
が
存
在
し
た
こ
と
を
、

ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。「
言
語
編
」に
は
、

「
公
式
発
表
の
し
か
た
」「
レ
ポ
ー
ト

と
論
文
の
書
き
か
た
」「
討
論
と
司

会
」「
編
集
技
術
」
と
い
っ
た
項
目
が

並
ぶ
。
一
方
の
「
文
学
編
」
は
、
詩

歌
、
小
説
、
古
典
な
ど
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
お
や
、こ
れ
は
…
。
そ
う
、

今
年
の
教
科
書
採
択
で
話
題
に
な
っ

た
、「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文

化
」の
分
け
方
に
そ
っ
く
り
な
の
だ
。

本
書
は
、
日
本
の
国
語
教
育
の
歴

史
を
、
文
学
の
扱
い
に
主
軸
を
お
い

て
丹
念
に
振
り
返
り
、
そ
の
位
置
づ

け
を
検
証
し
た
も
の
だ
。
戦
後
間
も

な
い
頃
か
ら
、
国
語
教
育
界
で
は
、

「
言
語
の
教
育
」
と
「
文
学
の
教
育
」

の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
。「
言
語
編
」「
文
学
編
」

の
分
冊
教
科
書
は
そ
の
中
で
成
立

し
、
ま
た
、
文
学
科
を
独
立
す
べ
き

だ
と
い
う
議
論
が
盛
り
上
が
っ
た
時

期
も
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
を
た
ど
る

こ
と
で
、
今
回
の
高
校
国
語
の
科
目

再
編
の
背
景
も
見
え
て
く
る
。

国
語
と
は
本
来
ど
う
い
う
科
目
な

の
か
、
文
学
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
、

熟
考
を
促
さ
れ
る
好
著
で
あ
る
。

こ
と
ば
を
研
究
す
る
と
き
、
普
通

は
音
や
文
字
と
し
て
そ
こ
に
「
存
在

す
る
」
も
の
が
対
象
に
な
る
。
し
か

し
こ
の
本
は
そ
こ
に「
存
在
し
な
い
」

も
の
に
着
目
す
る
。
喋
る
と
き
、
書

く
と
き
に
「
何
を
省
い
て
い
る
か
」

を
ひ
た
す
ら
分
析
し
考
察
す
る
の
で

あ
る
。
意
表
を
突
か
れ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

私
た
ち
は
「
多
く
の
こ
と
を
伝
え
た

い
」
一
方
で
、「
短
く
伝
え
た
い
」
と

も
思
う
。「
電
話
し
た
？
」に
対
し
て

「
２
回
」と
答
え
る
。
言
わ
な
く
て
も

わ
か
る
こ
と
は
、
言
わ
な
い
で
済
ま

せ
る
の
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
本
書
は
、
会
話
例
の
ほ
か
、

新
聞
の
見
出
し
、
ド
ラ
マ
の
翻
訳
字

幕
な
ど
を
題
材
に
、
私
た
ち
の
「
省

略
戦
略
」
が
ど
う
い
う
仕
組
み
で
実

行
さ
れ
る
の
か
を
解
明
し
て
い
く
。

白
眉
は
日
本
語
と
韓
国
語
の
比
較

で
あ
ろ
う
。
両
言
語
は
構
造
が
ほ
ぼ

同
じ
な
の
で
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
の
訳

を
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
、「
省
略
戦

略
」
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

そ
れ
は
、
民
族
に
よ
っ
て
「
言
わ
な

く
て
も
い
い
こ
と
」
の
捉
え
方
が
違

う
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
意
外

な
切
り
口
か
ら
人
間
社
会
の
仕
組
み

が
覗
け
、
想
像
力
が
刺
激
さ
れ
る
。

こ
と
ば
の「
省
略
」と
は
何
か

尹ユ
ン

盛ソ
ン

煕ヒ 

著

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
三
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
七
五
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
山
本　

敦

四
六
判
・
並
製
・
二
七
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
四
二
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
大
井
悟
郎

国
語
教
育
は
文
学
を
ど
う
扱
っ
て
き
た
の
か

幸
田
国
広 

著
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大
き
な
文
字 

二
色
刷
り

明
鏡
国
語
辞
典 

第
三
版

北
原
保
雄 

編

昨
年
刊
行
さ
れ
た
『
明
鏡
国
語
辞

典 

第
三
版
』
に
、待
望
の
大
型
版
が

登
場
し
た
。

判
型
は
Ｂ
５
判
。
通
常
版
の
『
明

鏡
』
の
二
倍
の
大
き
さ
で
あ
る
。

開
い
て
み
る
と
、
予
想
を
は
る
か

に
超
え
る
見
や
す
さ
に
驚
く
。『
明

鏡
』
は
第
三
版
で
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一

新
し
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
や
二
色
刷
り
を

多
用
し
て
と
て
も
読
み
や
す
く
な
っ

た
が
、
文
字
が
大
き
く
な
る
こ
と
で

そ
れ
が
さ
ら
に
活
き
て
い
る
。

開
き
が
よ
い
の
も
い
い
。
辞
典
は

コ
ピ
ー
を
取
る
際
に
、
ペ
ー
ジ
の
内

側
の
部
分
が
ゆ
が
ん
だ
り
、
影
が
入

っ
て
黒
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
心
配
も
な

い
。
小
さ
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
あ

り
が
た
い
。

内
容
は
、
通
常
版
と
大
型
版
で
違

い
は
な
い
と
い
う
。
言
葉
の
使
い
方

の
解
説
や
、
普
段
使
い
の
言
葉
か
ら

改
ま
っ
た
言
葉
を
探
せ
る
「
品
格
」

欄
、
巻
末
の
索
引
な
ど
、
第
三
版
の

特
色
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
ま
だ
。

教
室
で
は
、
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど

で
こ
の
大
型
版
が
役
立
つ
だ
ろ
う
。

コ
ン
パ
ク
ト
な
通
常
版
と
と
も
に
、

場
面
に
応
じ
て
う
ま
く
使
い
分
け
な

が
ら
、語
彙
学
習
に
も
活
用
し
た
い
。

評
者
＝
中
楠　

玲

海
外
に
行
く
と
き
、
日
本
で
外
国

人
と
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、

ま
っ
さ
き
に
「
あ
あ
、
英
語
や
ら
な

き
ゃ
」
と
思
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

本
書
を
読
む
と
、
物
の
見
え
方
が
一

八
〇
度
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

異
な
る
言
語
を
使
う
者
同
士
が
ど

う
や
っ
て
意
思
疎
通
を
図
る
か
は
、

人
類
が
原
初
か
ら
か
か
え
る
普
遍
的

課
題
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
も
そ
も

そ
こ
に
ど
う
い
う
選
択
肢
が
あ
る
の

か
を
公
平
か
つ
網
羅
的
に
と
り
あ

げ
、
各
方
法
の
長
所
・
短
所
を
考
察

す
る
と
い
う
画
期
的
な
試
み
で
あ

る
。「
相
手
の
言
語
を
学
ぶ
」「
通
訳

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
五
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
八
六
〇
円
（
税
込
）

Ｂ
５
判
・
並
製
・
函
入
・

一
九
二
二
ペ
ー
ジ
・
二
色
刷
り

定
価
＝
六
七
一
〇
円
（
税
込
）

を
使
う
」「
共
通
語
と
し
て
の
英
語
」

は
誰
で
も
考
え
つ
く
が
、「
そ
れ
ぞ
れ

が
自
分
の
言
語
を
使
う
」「
そ
れ
ぞ
れ

が
相
手
の
言
語
を
使
う
」「
言
語
を
混

ぜ
る
」「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
」
等
々
、外

国
人
と
見
た
ら
英
語
！
と
い
う
短
絡

思
考
か
ら
は
思
い
も
つ
か
な
い
多
様

な
世
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
が
机
上
の
空
論

で
は
な
く
現
実
社
会
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
、
後
半
で
展
開
さ
れ
る
ド

イ
ツ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
の
調
査
報

告
の
中
で
実
証
し
て
い
る
。

「
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
」
の
言
語
の

分
析
な
ど
、
コ
ラ
ム
も
楽
し
い
。

評
者
＝
小
河
内　

光

木
村
護
郎
ク
リ
ス
ト
フ 

著

異
言
語
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法

│
│
媒
介
言
語
を
め
ぐ
る
議
論
と
実
際
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ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援

　
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
と
は
、大
人
に
代
わ
っ
て

親
や
き
ょ
う
だ
い
の
世
話
、
家
事
、
介
護
を
行
っ

て
い
る
18
歳
未
満
の
子
を
い
う
。
家
庭
内
の
ケ
ア

を
担
う
こ
と
で
、
ケ
ア
ラ
ー
本
人
の
た
め
の
時
間

が
十
分
と
れ
ず
、
学
業
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
も
あ
る
が
、本
人
や
家
族
に
そ
の
認
識
が
な
く
、

ま
た
周
り
の
人
も
気
づ
き
に
く
い
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
厚
労
省
・
文
科
省
が
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
の
把
握
、
適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
の
方

策
に
つ
い
て
の
と
り
ま
と
め
を
公
表
し
て
い
る
。

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/a_m

enu/shotou/ 
seitoshidou/m

ext_01453.htm
l

「
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
今
後
の
在
り
方
等
に
関
す

る
検
討
会
議
」

　

６
月
８
日
、
文
科
省
の
検
討
会
議
は
、
24
年
度

か
ら
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
本
格
的
に
導

入
す
る
た
め
の
取
り
組
み
や
留
意
点
に
つ
い
て
、

第
一
次
報
告
を
公
表
し
た
。
報
告
書
で
は
導
入
に

あ
た
っ
て
必
要
な
実
証
研
究
、
技
術
的
課
題
の
検

討
、
他
分
野
と
の
連
携
な
ど
に
つ
い
て
取
り
上
げ

て
い
る
。

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
中学校で新学習指導要領全面実施（4/1）
ヤングケアラーの支援に向けたプロジ
ェクトチーム報告（5/17）
文科省、令和４年度「大学入学者選抜
実施要項」発表（6/4）
「デジタル教科書の今後の在り方等に
関する検討会議」第一次報告（6/8）
大学入学共通テストでの記述式問題の
導入、英語民間試験の活用を断念（7/30）
文科相、教員免許更新制の廃止方針を
表明（8/23）
教科用図書検定調査審議会、「現代の国
語」教科書での小説の扱いを今後「厳
正審査」と見解（8/25）

　国語関係・時事
本屋大賞発表。町田そのこ『52 ヘル
ツのクジラたち』（4/14）
芥川賞・直木賞発表。芥川賞は石沢麻依

『貝に続く場所にて』、李琴峰『彼岸花が
咲く島』、直木賞は佐藤究『テスカトリ
ポカ』、澤田瞳子『星落ちて、なお』（7/14）
ユネスコ世界遺産に「奄美大島、徳之
島、沖縄島北部及び西表島」（自然遺
産）、「北海道・北東北の縄文遺跡群」

（文化遺産）の登録決定（7/26，27）
東京オリンピック開催（7/23 ～ 8/8）
東京パラリンピック開催（8/24～9/5）
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https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/
shingi/chousa/shotou/157/toushin/
m
ext_00006.htm

l

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
で
の
記
述
式
問
題
導
入
、

英
語
民
間
試
験
の
活
用
を
断
念

　
「
大
学
入
試
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
議
」は

７
月
８
日
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
で
の
記
述
式

問
題
の
導
入
、
英
語
民
間
試
験
の
活
用
に
つ
い
て

「
実
現
は
困
難
」と
す
る
提
言
を
文
科
相
に
提
出
し

た
。
こ
れ
ら
は
第
１
回
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
実

施
直
前
に
、
実
施
を
25
年
度
以
降
に
先
送
り
と
し

て
い
た
も
の
で
、
こ
の
提
言
に
よ
っ
て
正
式
に
見

送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
７
月
30
日
）。

　

代
わ
り
に
、
大
学
の
個
別
試
験
で
記
述
式
の
充

実
を
図
る
こ
と
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

https://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/
shingi/chousa/koutou/103/toushin/
m
ext_00862.htm

l

「
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」発
表

　

文
部
科
学
省
は
、６
月
４
日
、「
令
和
４
年
度
大

学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」
を
公
表
し
た
。
そ
れ

を
受
け
、
７
月
９
日
に
は
、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

が
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
「
受
験
案
内
」
及
び

「
受
験
上
の
配
慮
案
内
」
を
公
開
し
た
。

　

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
は
、
22
年
１
月
15
日
・

16
日
を
実
施
日
と
し
、
追
・
再
試
験
を
２
週
間
後

の
１
月
29
日
・
30
日
に
設
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
要
項
で
は
、
個
別
学
力
検
査
で
も
各
大
学

に
追
試
験
の
設
定
あ
る
い
は
別
日
程
へ
の
振
り
替

え
を
実
施
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

　

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
案
内（https://w

w
w
.

dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r4.htm
l

）

「
現
代
の
国
語
」で
の
小
説
の
取
り
扱
い

　

教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
は
、８
月
25
日
、

新
設
教
科
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
で
小
説
を

扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
今
後
は
「
学
習
指
導
要
領

の
趣
旨
に
照
ら
し
、
よ
り
一
層
厳
正
な
審
査
を
行

う
」
と
す
る
見
解
を
ま
と
め
た
。
来
年
か
ら
使
用

さ
れ
る
「
現
代
の
国
語
」
教
科
書
に
お
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
が
文
学
作
品
を
扱
っ
て
い
な
い
が
、
一

部
で
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、「
指
導
要

領
の
趣
旨
に
合
わ
な
い
」と
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
。

　

学
習
指
導
要
領
「
現
代
の
国
語
」
で
は
、「
論
理

的
な
文
章
及
び
実
用
的
な
文
章
」
を
取
り
扱
う
こ

と
と
し
て
い
る
。

研
究
会
だ
よ
り

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
第
１
４
１
回
世
田
谷
大
会

［
日
時
］２
０
２
１
年
10
月
16
日
（
土
）・
17
日
（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］https://sites.google.com

/view
/ 

2
0

2
1

setagaya

日
本
近
代
文
学
会　

２
０
２
１
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］２
０
２
１
年
10
月
23
日
（
土
）・
24
日
（
日
）

［
場
所
］未
定
（
オ
ン
ラ
イ
ン
の
可
能
性
あ
り
）

［
問
合
せ
］http://am

jls.jp

日
本
語
学
会
２
０
２
１
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］２
０
２
１
年
10
月
30
日
（
土
）・
31
日
（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］https://www.jpling.gr.jp/taikai/2021b/

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
連
合
会

第
54
回
研
究
大
会
群
馬
大
会

［
日
時
］２
０
２
１
年
11
月
18
日
（
木
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.kokugo.gr.jp/

日
本
漢
字
学
会　

第
４
回
研
究
大
会

［
日
時
］２
０
２
１
年
12
月
４
日
（
土
）・
５
日
（
日
）

［
場
所
］立
命
館
大
学
大
阪
い
ば
ら
き
キ
ャ
ン
パ
ス

（
オ
ン
ラ
イ
ン
も
し
く
は
併
用
の
可
能
性
あ
り
）

［
問
合
せ
］https://jsccc.org/
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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
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編
集
室

　

先
日
と
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
人
に
出
会
い
ま
し
た
。彼
女
は
現
地
の
学
校
で

paedagog

、
ペ
ダ
ゴ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
ペ
ダ
ゴ
ー
の
役

割
は
、
学
生
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
、
一
人
一
人
の
個
性
の

育
成
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
。
授
業
中
は
生
徒
を
じ
っ
く
り
観
察
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
勉
強
方
法
を
提
案
し
、
相
談
事
に
応
じ
ま
す
。
学

生
た
ち
は
ペ
ダ
ゴ
ー
の
支
援
の
下
、
自
分
で
考
え
、
行
動
し
、
発
言
す
る
こ

と
を
学
び
ま
す
。
他
者
と
議
論
し
、
答
え
を
模
索
す
る
対
話
型
、
問
題
解
決

型
学
習
を
通
し
て
、
思
考
力
や
社
会
性
、
人
間
性
を
身
に
付
け
る
の
で
す
。

新
学
習
指
導
要
領
の
テ
ー
マ
「
主
体
的
・
対
話
的
な

学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
？　

対
話
の
重
要
性

を
改
め
て
考
え
直
す
ご
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

 

東
京
支
店
　
安
井
三
綺

　

来
年
度
か
ら
新
学
習
指
導
要
領
に
則
っ
た
新
し
い
教
科
書
が
使
わ
れ
始

め
ま
す
。
先
生
方
か
ら
お
話
を
伺
う
と
、
や
は
り
「
今
ま
で
と
変
わ
る
」

こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
先
生
が
多
数
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
変
わ

る
こ
と
に
対
し
て
、
誰
も
が
不
安
を
感
じ
る
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
昨

年
に
転
職
し
、「
今
ま
で
と
変
わ
る
」
仕
事
に
対
し
て
、
不
安
を
感
じ
、
頭

を
悩
ま
せ
な
が
ら
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
今
ま
で
と

変
わ
る
」
こ
と
は
「
新
し
い
こ
と
へ
の
挑
戦
」
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は
学

生
時
代
に
ラ
グ
ビ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
が
、「
挑
戦
す
る
者
」
に
し
か
チ
ャ

ン
ス
は
訪
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
厳

し
い
世
の
中
で
も
「
挑
戦
す
る
」
気
持
ち
を
忘
れ
ず

に
日
々
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

大
阪
支
店
　
鈴
木
貴
裕

「
準
備
」。
よ
く
使
う
日
常
語
で
す
が
、
締

め
切
り
直
前
に
な
ら
な
い
と
重
い
腰
が
上
が

ら
な
い
私
に
は
、
ど
こ
か
縁
遠
く
も
感
じ
ら

れ
る
言
葉
で
す
。
先
日
社
内
で
フ
ロ
ア
の
引

っ
越
し
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ギ
リ
ギ
リ
ま

で
段
ボ
ー
ル
に
触
れ
る
気
も
起
き
ず
、
引
っ

越
し
前
日
に
慌
て
て
荷
造
り
を
開
始
す
る
と

い
う
体
た
ら
く
で
し
た
。▼
さ
て
本
号
で
は
、

い
よ
い
よ
来
年
四
月
か
ら
始
ま
る
新
学
習
指

導
要
領
の
実
施
を
前
に
、
い
ま
で
き
る
国
語

の
「
準
備
」
に
つ
い
て
特
集
し
ま
し
た
。
四

年
前
、
指
導
要
領
公
示
の
直
後
で
大
わ
ら
わ

の
国
語
部
署
に
配
属
さ
れ
た
あ
の
頃
か
ら
、

よ
う
や
く
こ
こ
ま
で
来
た
な
と
実
感
し
て
い

ま
す
。
資
質
・
能
力
の
育
成
、
評
価
の
方
法
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
…
…
新
課
程
で
の
国
語
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
む
内
容
を
盛
り

込
ん
だ
つ
も
り
で
す
の
で
、
来
春
か
ら
の
授

業
計
画
を
練
る
際
の
一
助
に
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
▼
膨
大
な
「
準
備
」
を
経

て
実
現
し
た
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

２
０
２
０
」
が

閉
幕
し
、
少
し
寂
し
い
気
も
す
る
今
日
こ
の

頃
。
コ
ロ
ナ
禍
も
早
く
閉
幕
を
迎
え
、
人
々

が
当
た
り
前
の
日
常
を
取
り
戻
せ
る
日
が
来

れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。（
輔
）

•••••••••••••••••••
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