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は
じ
め
に

■
「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」

　

本
作
品
は
、
現
実
の
生
活
の
中
に
、
不
思
議
な

存
在
が
入
っ
て
く
る
タ
イ
プ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と

い
え
ま
す
。
不
思
議
な
男
の
子
の
正
体
は
、「
種

明
か
し
」
的
に
物
語
の
結
末
で
明
か
さ
れ
ま
す
が
、

物
語
が
終
わ
っ
た
後
も
そ
の
存
在
が
続
い
て
い
く

の
か
ど
う
か
は
、
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
、
等
身
大
の
人
物
と

自
分
を
重
ね
て
、
入
り
込
み
や
す
い
よ
さ
が
あ
る

作
品
で
す
。
た
だ
、
ワ
タ
ル
の
変
容
が
は
っ
き
り

と
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
比
喩
表
現
が
多
く

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
読
め
ば
い
い
の

か
と
つ
ま
ず
く
子
が
出
て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
別
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
を
導
入

と
し
て
読
む
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

■
導
入
教
材
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」

　

導
入
教
材
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
の
は
、

「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」（
岡
田
淳
／
偕
成
社
『
ふ
し

ぎ
の
時
間
割
』
収
録
）。
小
学
生
の
女
の
子
、
み

ど
り
の
前
に
不
思
議
な
猫
が
現
れ
る
、
猫
の
存
在

が
消
え
な
い
ま
ま
結
末
を
迎
え
る
な
ど
の
点
で
、

「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」
と
共
通
し
た
構
造
を
も
つ

物
語
で
す
。
さ
ら
に
、
比
喩
表
現
が
少
な
く
、
繰

り
返
し
や
平
易
な
表
現
が
多
い
た
め
、
導
入
と
し

て
読
む
際
、「
不
思
議
」
の
内
容
と
構
造
に
着
目

し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

通
読
し
た
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
物
語
の

中
で
、
み
ど
り
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
た
め
、
そ
の
後
は
「
み
ど
り
は
、
何
に

よ
っ
て
変
わ
っ
た
の
か
」
を
考
え
な
が
ら
読
み
進

め
て
い
き
ま
し
た
。
低
学
年
の
頃
か
ら
繰
り
返
し

行
っ
て
き
た
、
場
面
ご
と
に
み
ど
り
の
行
動
や
気

持
ち
な
ど
を
「
～
し
た
み
ど
り
」
で
整
理
し
て
い

く
と
い
う
方
法
を
取
り
ま
し
た
。

指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

①
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」（
二
時
間
）

　

・
全
文
の
通
読
後
、
場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が

ら
読
み
進
め
る
。

　

・
人
物
の
変
容
を
読
み
取
る
。

②
「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」（
五
時
間
）

　

・
全
文
の
通
読
後
、
場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が

ら
読
み
進
め
る
。

　

・「
不
思
議
」
の
役
割
を
手
が
か
り
に
、
人
物

の
変
容
を
読
み
取
る
。

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

○
全
文
の
通
読

　

ま
ず
は
私
が
全
文
を
範
読
し
、
子
ど
も
た
ち
に

聞
か
せ
ま
す
。
導
入
教
材
か
ら
の
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
た
め
、「
白
い
ぼ
う
し
に
青
い
服
の
、
ち
っ

ち
ゃ
な
子
」
が
現
れ
た
あ
た
り
で
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
は
「
あ
、ま
た
『
不
思
議
』
が
出
て
き
た
」「
な

ぜ
急
に
出
て
き
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
声
が
上
が

り
ま
し
た
。
そ
の
「
不
思
議
」
を
楽
し
む
雰
囲
気

を
保
つ
よ
う
、「
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ

い
あ
る
、
不
思
議
な
話
だ
ね
」
な
ど
と
、
意
識
し

て
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

雰
囲
気
作
り

　
分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
抵
抗
を

感
じ
る
子
も
い
ま
す
。「
分
か
ら
な
い
！
」
で

思
考
が
停
止
し
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
く
の

  

文
学
の
一
教
材

　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、「
入
り
口
と
出
口
が
あ
る
」

な
ど
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
国
語
の
授
業

で
扱
う
と
き
に
目
ざ
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
を
見
つ

け
、
指
摘
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
も
、
文
学

的
な
文
章
の
一
つ
。
文
学
の
読
み
の
力
を
つ
け
る

た
め
の
一
教
材
と
考
え
、
授
業
を
組
み
立
て
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

  

授
業
が
し
や
す
い

　

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
私
が
感
じ
て
い
る
の
は
、

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
授
業
が
し
や
す
い
」
と
い

う
こ
と
。
読
む
力
の
定
着
に
は
、
子
ど
も
た
ち
自

身
の
「
読
み
た
い
・
知
り
た
い
」
と
い
う
思
い
か

ら
生
ま
れ
る
課
題
で
学
習
を
進
め
る
の
が
有
効
な

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
は
、
み
ん
な
が
、「
不
思
議
」
と
い
う
土

台
に
立
ち
、「
誰
も
が
不
思
議
だ
と
思
う
の
は
な

ぜ
か
」
と
い
う
共
通
の
課
題
を
も
っ
て
読
ん
で
い

く
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
課

題
の
共
有
が
自
然
に
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

教
師
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、「
不
思
議
」
に
つ
い
て
、
思
っ
た
こ
と
を
話

し
合
え
る
と
い
う
よ
さ
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

物
語
を
読
む
と
き
の
観
点
の
一
つ
と
し
て
、「
人

物
や
物
事
な
ど
の
変
容
を
読
み
取
る
」
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
物
語
の
初
め
と
終
わ
り
で

変
容
し
た
も
の
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た

原
因
を
読
み
取
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
お
け
る
そ
う
し
た
変
容
に
は
、「
不
思
議
」

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、

「
不
思
議
」
に
よ
っ
て
、
変
容
の
原
因
が
分
か
り

や
す
く
、
読
み
取
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
も
、
教
材
と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
よ
さ
で
す
ね
。

  

三
年
生
で
、
ま
ず
出
会
わ
せ
た
い 

　

授
業
で
は
、
登
場
人
物
に
同
化
し
て
不
思
議
の

世
界
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
と
、そ
の
「
不
思
議
」

の
内
容
と
構
造
を
、
外
か
ら
「
読
者
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
の
、
両
面
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
不
思
議
の
世
界
に
入
っ
た
り
、
そ
こ
か

ら
出
た
り
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
の
経
験
上
、
そ
れ
が
最
も
す
ん
な
り
で
き

る
の
が
、
三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
。
登
場
人
物
に

な
り
き
っ
た
読
み
方
だ
け
で
な
く
、「
読
者
」
と

し
て
作
品
を
俯ふ

瞰か
ん

し
、
価
値
づ
け
る
よ
う
な
読
み

方
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
頃
な
ん
で

す
。
こ
の
時
期
に
、
等
身
大
の
人
物
が
出
て
く
る

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
出
会
わ
せ
、
読
み
の
力
の
定
着

を
図
っ
て
お
く
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
次
の

ペ
ー
ジ
よ
り
、
私
の
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。（
談
）

読
み
方
の
つ
ぼ

授
業
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
む
と
き
に

「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」（
三
年
上
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
教
諭 

青
山
由
紀
先
生
の
授
業
実
践
を
通
し
て
、
国
語
の

授
業
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
む
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

青
山
先
生 
と

　
　
　
　

考
え
る

青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士
課程修了。聖心女子学院初等科教諭
を経て，現職。日本国語教育学会常
任理事。「ことばと学びをひらく会」
役員。著書に『古典が好きになる』（光
村図書，近日発売）など。
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ぶ
ん
、
こ
の
正
体
は
こ
う
な
の
で
は
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
に
「
た
ぶ
ん
」
を
想
像
で
き
る
の
は
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
作
品
に
も
よ
り
ま
す
が
、
読
者
が
そ
の
よ

う
に
想
像
で
き
る
の
は
、
そ
う
さ
せ
る
仕
掛

け
が
、
作
品
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
仕
掛
け

を
根
拠
に
、
そ
の
作
品
の
「
不
思
議
」
の
役

割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
人
物
の
変
容
、「
不
思

議
」
の
内
容
や
構
造
が
、
よ
り
際
立
っ
て
見

え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

内
容
や
構
造
が
共
通
す
る
導
入
教
材
を
位
置
づ

け
た
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
抵
抗
な
く
不

思
議
の
世
界
に
入
り
込
み
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
で
、
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
文
学
の
読
み
の
力
を
、
効
果
的
に

指
導
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

学
習
後
、
家
庭
学
習
の
時
間
を
使
っ
て
、「
不

思
議
な
物
語
」（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
）
を
読
み
、
読

書
記
録
を
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
気
に
入
っ
た
作
品
を
友
達
に
紹
介
す
る
ポ
ス

タ
ー
（
左
図
）
を
作
り
、
掲
示
し
て
交
流
さ
せ
ま

し
た
。
導
入
教
材
か
ら
の
つ
な
が
り
の
岡
田
淳
作

品
、
海
外
の
作
品
な
ど
、
友
達
の
ポ
ス
タ
ー
を
見

て
、
感
想
を
交
わ
し
た
り
、
自
分
の
読
書
に
生
か

そ
う
と
し
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
、
多
く
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
触
れ
、
そ

の
世
界
に
親
し
ん
だ
よ
う
で
し
た
。

不
思
議
な
物
語
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
ま
ず
は
「
不
思
議
」
を
存

分
に
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
、
よ
く
分
か
ら
な

い
、
不
思
議
な
も
の
を
楽
し
む
雰
囲
気
作
り

は
重
要
で
す
。「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
否
定

的
な
言
葉
で
は
な
く
、「
不
思
議
」
と
い
う
言

葉
で
、
子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
捉
え
ら
れ
る

よ
う
、
声
の
か
け
方
や
言
葉
の
使
い
方
を
意

識
し
た
い
も
の
で
す
。

○
中
心
人
物
「
ワ
タ
ル
」
で
整
理

　

導
入
教
材
と
同
じ
よ
う
に
、
場
面
ご
と
に
、
中

心
人
物
ワ
タ
ル
の
行
動
や
様
子
な
ど
を
整
理
し
て

い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
範
読
を
聞
い
て
い

る
と
き
か
ら
、「
ワ
タ
ル
が
『
不
思
議
』
に
よ
っ
て
、

何
か
変
わ
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
て
い
た
様
子
。

場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
、「
ワ
タ
ル
は
何
に

よ
っ
て
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
」「
ど
ん
な
『
不

思
議
』
が
出
て
く
る
の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

本
教
材
は
、
物
語
の
筋
を
追
う
だ
け
な
ら
、
三

年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
難
し
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
文
中
に
は
比
喩
表
現
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
読

み
取
る
に
は
、
そ
の
比
喩
表
現
で
た
と
え
ら
れ
て

い
る
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
は
、
丁
寧
な
指
導
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
挿
絵
の
拡
大
コ
ピ
ー
を
示
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。
挿
絵
に
よ
っ
て
場
面
の
様
子
が
想
像
し
や

す
く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
比
喩
表
現
に
対
す
る

ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特

に
、
教
科
書
Ｐ
72
・
73
の
挿
絵
で
、
ワ
タ
ル
か
ら

見
え
て
い
る
景
色
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
で
、

「
観
客
の
顔
が
ば
ら
色
」「
ア
ド
バ
ル
ー
ン
も
ま
っ

か
っ
か
」
が
示
す
様
子
が
捉
え
や
す
く
な
り
ま
し

た
。

挿
絵
の
活
用

　
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
文
章
の
み
か
ら
想

像
す
る
の
は
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
と
き
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
挿
絵
で
す
。

特
に
、
非
現
実
的
な
こ
と
が
描
か
れ
る
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
で
は
、
挿
絵
を
有
効
に
使
い
、
文

章
と
合
わ
せ
て
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
た
だ
、
挿
絵
の
印
象
が
強
す
ぎ
る
と
、
そ

の
情
報
の
み
か
ら
想
像
し
て
し
ま
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
の
挿
絵
に
立
ち
止
ま
ら

せ
る
の
か
、
よ
く
考
え
て
活
用
す
る
こ
と
が

大
切
だ
と
い
え
ま
す
。

○
人
物
の
変
容
を
読
む

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
教
材

に
は
、
ワ
タ
ル
の
変
容
が
は
っ
き
り
と
は
描
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ワ
タ
ル
に
働
き
か
け
る

人
物
、「
波
の
子
ど
も
」
の
役
割
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
で
、
そ
れ
が
読
み
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

「
不
思
議
」
の
内
容
と
構
造
に
も
理
解
が
及
ぶ
は

ず
で
す
。
そ
こ
で
、「
な
ぜ
、『
波
の
子
ど
も
』
な

の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「
ワ
タ
ル
が
、
海
に
来

れ
ば
い
つ
で
も
応
援
し
て
も
ら
え
る
気
持
ち
に
な

れ
る
か
ら
」「
波
の
子
ど
も
な
ら
い
つ
で
も
海
に

い
る
し
、
ま
た
練
習
に
来
れ
ば
、
出
て
こ
な
か
っ

た
と
し
て
も
見
て
い
て
く
れ
る
感
じ
が
す
る
か

ら
」
な
ど
、
多
く
の
考
え
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
な

か
に
は
、「『
海
に
来
る
と
、
波
の
子
ど
も
が
出
て

く
る
の
で
は
と
い
う
気
持
ち
に
支
え
ら
れ
、
ワ
タ

ル
は
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
』
と
読
者
に
思
わ
せ

る
た
め
」と
い
う
、客
観
的
な
読
者
の
見
方
に
立
っ

た
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
こ

と
で
、
結
果
、「
練
習
を
し
続
け
る
強
い
気
持
ち

に
な
れ
た
」
な
ど
と
、
子
ど
も
た
ち
は
ワ
タ
ル
の

変
容
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

「
不
思
議
」
の
役
割

　
不
思
議
な
世
界
や
出
来
事
に
つ
い
て
、「
た

▼『びりっかすの神さま』（岡田淳）
を紹介したポスター。ポスターには，
タイトルと作者名，「何が不思議なの
か」を必ず入れることとし，その他は
子どもたちの自由に任せた。

▲『チョコレート工場の秘密』（ロア
ルド・ダール）を紹介。作品の中の「不
思議」に着目し，読み取っている。
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れ
ら
は
、
女
の
子
の
出
現
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
女
の

子
の
会
話
な
ど
、
女
の
子
の
行
動
に
関
す
る
こ
と

が
主
で
し
た
。

　

そ
の
な
か
で
、「
夏
み
か
ん
と
夏
み
か
ん
の
間

に
、『
不
思
議
』
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う

気
づ
き
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
が
夏

み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
場
面
（
教
科

書
Ｐ
12
）
と
、
結
末
の
一
文
「
…
…
夏
み
か
ん
の

に
お
い
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。」（
Ｐ
16
）
と
の
間

に
、
不
思
議
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る
と
い
う
の

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
目
は
、
夏
み
か
ん
の
役
割

に
も
向
き
始
め
ま
し
た
。

始
ま
り
と
終
わ
り

　「
不
思
議
」
の
中
で
起
こ
る
出
来
事
や
変
容

を
捉
え
る
た
め
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を

見
つ
け
る
の
は
意
味
あ
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
れ
が
ど
ん
な
始
ま
り
方
・
終
わ

り
方
な
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
仕
掛
け

を
読
む
こ
と
に
結
び
付
い
て
い
き
ま
す
。

○
人
物
像
を
捉
え
る

　

松
井
さ
ん
の
人
物
像
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
も
、

伏
線
の
読
み
取
り
、
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
「
不
思

議
」
に
大
き
く
関
わ
り
ま
す
。
そ
の
人
柄
が
、
優

し
く
誠
実
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は

「
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
前
だ
か
ら
女
の
子
が
現
れ

た
」
と
も
読
め
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を

印
象
づ
け
る
も
の
の
一
つ
、
夏
み
か
ん
に
関
わ
る

描
写
に
着
目
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、「
こ
れ
は
、
レ
モ

ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
か
ら
始
ま
る
冒
頭
の
場

面
。
物
語
の
筋
に
関
係
す
る
場
面
で
は
な
い
た
め
、

私
は
「
こ
の
場
面
は
、い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
問
い
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か

ら
は
「
お
母
さ
ん
に
対
す
る
思
い
か
ら
、
松
井
さ

ん
が
優
し
い
人
だ
と
分
か
る
部
分
で
必
要
だ
」「
松

井
さ
ん
像
を
読
者
に
伝
え
る
大
事
な
場
面
」
と
い

う
意
見
が
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
「
ま
る

で
、
…
…
見
事
な
色
で
し
た
。」（
Ｐ
12
）
と
い
う

詳
し
い
描
写
に
も
目
を
向
け
さ
せ
、
松
井
さ
ん
の

温
か
な
人
柄
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

○
全
体
を
見
通
す

　

作
品
の
「
不
思
議
」
を
よ
り
不
思
議
に
、
味
わ

い
深
く
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
が
、
結
末
の
一
文
で

す
。
物
語
の
構
成
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
仕
掛
け
を

捉
え
る
う
え
で
、
重
要
な
役
割
を
も
ち
ま
す
。
最

後
に
、
こ
の
一
文
が
必
要
か
ど
う
か
を
検
討
し
ま

し
た
。
意
見
の
交
流
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
は
、

こ
の
一
文
に
は
「
あ
り
え
な
い
よ
う
な
不
思
議
な

出
来
事
が
起
き
た
後
に
、
現
実
に
存
在
し
て
い
た

夏
み
か
ん
の
香
り
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、『
や
っ

ぱ
り
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
か
も
』
と
思
わ
せ

る
」
意
味
が
あ
る
の
だ
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

伏
線
、
人
物
像
、
色
や
香
り
の
表
現
、
鍵
と
な

る
も
の
な
ど
、
着
目
し
た
い
多
く
の
要
素
を
も
つ

教
材
が
、「
白
い
ぼ
う
し
」
だ
と
思
い
ま
す
。
押

さ
え
る
べ
き
こ
と
を
絞
っ
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

作
品
全
体
を
俯
瞰
し
、
構
成
や
表
現
の
意
味
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
、

「
作
者
の
意
図
」
へ
の
意
識
が
芽
生
え
て
き
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

読
み
方
の

　
　

 

つ
ぼ
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は
じ
め
に

　

本
作
品
は
、
巧
み
な
伏
線
、
色
や
香
り
の
表
現

が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
物
の
変
容

を
追
う
の
で
は
な
く
、
伏
線
に
着
目
し
て
読
み
深

め
た
い
作
品
で
す
。
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た

文
学
の
読
み
の
学
習
の
中
で
も
、「
海
を
か
っ
と

ば
せ
」（
三
年
上
）
で
は
、
そ
の
初
歩
を
経
験
し

て
い
ま
す
。
結
末
の
「
種
明
か
し
」
を
受
け
、
そ

れ
以
前
の
「
波
の
子
ど
も
」
の
行
動
や
様
子
に
立

ち
戻
り
、
つ
な
が
り
を
確
か
め
る
読
み
で
す
。
こ

こ
で
は
、
そ
れ
を
生
か
し
、
よ
り
深
く
伏
線
を
読

む
学
習
を
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
作
品
の
「
不
思
議
」
の
構
造
を
読

む
う
え
で
は
、
登
場
人
物
の
人
物
像
を
捉
え
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
、
色
や

香
り
の
表
現
に
つ
い
て
も
着
目
さ
せ
な
が
ら
、
読

み
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

つ
な
が
り
か
ら
伏
線
へ

　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は
、
伏
線
が
巧
み
に
用

い
ら
れ
、
伏
線
に
着
目
し
て
読
む
学
習
を
設

定
し
や
す
い
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。「
種
明
か
し
」
か
ら
つ
な
が
り
を
確
認
す

る
、
伏
線
を
追
う
、
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
、

物
語
の
仕
掛
け
と
し
て
の
伏
線
を
読
む
目
を

養
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

①
課
題
を
設
定
す
る
（
一
時
間
）

　

・
全
文
を
読
み
、
人
物
の
設
定
を
確
認
す
る
。

　

・
読
み
の
課
題
を
も
つ
。

②
課
題
に
沿
っ
て
場
面
ご
と
に
読
む
（
三
時
間
）

　

・
仕
掛
け
と
思
え
る
言
葉
や
表
現
に
つ
い
て
発

表
・
交
流
し
な
が
ら
読
む
。

③
学
習
を
振
り
返
り
、
ま
と
め
る
（
一
時
間
）

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

○
課
題
の
設
定

　

通
読
後
、「
女
の
子
が
白
い
ち
ょ
う
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
た
人
？
」
と
問
う
と
、
全
員
が
手

を
挙
げ
ま
し
た
。
全
員
が
思
う
こ
と
は
、
課
題
と

し
て
焦
点
化
し
や
す
い
も
の
。「
女
の
子
が
白
い

ち
ょ
う
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
で
も
、
み
ん

な
が
そ
う
思
う
の
は
な
ぜ
か
。
き
っ
と
証
拠
が
あ

る
は
ず
。
そ
の
証
拠
を
探
そ
う
」
と
、
仕
掛
け
探

し
の
課
題
を
設
定
し
ま
し
た
。

み
ん
な
が
思
う
の
に
は
わ
け
が
あ
る

　
文
章
に
明
示
が
な
い
こ
と
を
、「
本
当
は
ど

う
な
の
か
」
と
議
論
し
て
も
、
答
え
は
出
ま

せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、「
明
示
さ
れ
て
い
な
い

の
に
多
く
の
人
が
そ
う
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
」

と
い
う
思
考
で
、
そ
の
要
因
と
な
る
仕
掛
け
・

伏
線
に
着
目
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
有
意

義
で
す
。
誰
も
が
同
様
に
感
じ
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
誘
う
表
現
や
構
造
の
工
夫
が
必
ず
あ

る
は
ず
な
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
意
欲
的

に
読
む
う
え
で
も
有
効
で
す
。

○
課
題
に
沿
っ
て
読
む

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
女
の
子
と
ち
ょ
う
を
関

連
づ
け
る
証
拠
が
い
く
つ
も
挙
が
り
ま
し
た
。
そ

「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
年
上
）


