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大
事
な
の
は
、
言
葉
よ
り
事
実
な
ん
で
す
よ
ね
、
き
っ
と
。
出
来
事
を
記
憶

し
た
り
、
経
験
を
人
に
伝
え
た
り
、
そ
の
た
め
に
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
出
来
事

を
ど
れ
ほ
ど
言
語
化
で
き
る
か
、
言
語
化
し
た
と
き
に
何
か
事
実
が
、
ゆ
が
ん

で
し
ま
っ
た
り
、
変
質
し
て
し
ま
っ
た
り
し
な
い
か
、
そ
こ
が
勝
負
な
の
ね
。

　

で
も
一
方
で
、
言
葉
に
で
き
た
こ
と
で
一
瞬
の
こ
と
が
永
遠
に
残
る
思
い
出

に
変
え
ら
れ
る
。

　

言
葉
が
歩
き
出
し
て
、
他
の
出
来
事
と
重
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
生
き
始
め
る
。
事
実
が
は
っ
き
り
と
物
語
に
変
わ
る
瞬
間
！

　

私
は
、
書
い
た
言
葉
よ
り
、
語
ら
れ
た
言
葉
で
育
っ
て
来
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

本
を
読
む
の
は
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
し
、
今
、
思
い
起
こ
し
て
も
、
本
の
中
の
言
葉
と
の
出
逢
い
が
私
を
変
え
た
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。

　

私
の
母
は
、
私
が
も
の
心
つ
い
た
頃
か
ら
、
い
つ
も
誰
か
に
「
語
っ
て
い
る
」
人
で
し
た
。
そ
ば
に
私
を
お
い
て
。

　

自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
、中
国
満
州
に
渡
っ
て
か
ら
の
こ
と
、引
き
揚
げ
の
こ
と
、そ
し
て
私
が
小
さ
か
っ
た
頃
の
こ
と
な
ど
。

　

私
は
小
さ
い
頭
で
、記
憶
に
は
な
い
遠
い
故
郷
を
思
い
描
き
、経
験
し
た
こ
と
を
出
来
事
と
し
て
母
か
ら
受
け
取
ろ
う
と
し
た
。

　
「
戦
争
を
し
て
る
と
き
だ
っ
て
、
人
は
み
な
、
一
対
一
の
人
間
と
し
て
向
き
合
わ
な
く
ち
ゃ
駄
目
な
の
よ
。
敵
と
か
味
方
に

関
係
な
く
、
人
は
み
ん
な
ひ
と
り
の
人
間
な
ん
だ
か
ら
。」

　

終
戦
の
後
、
収
容
所
に
居
た
私
た
ち
は
、
略
奪
に
来
た
ソ
連
兵
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
と
き
、

母
は
、
私
を
お
ん
ぶ
し
て
ソ
連
兵
に
、
ロ
シ
ア
語
で
話
し
か
け
た
そ
う
で
す
。

　
「
こ
ん
に
ち
は
、（
ズ
ド
ラ
ー
ス
ト
ゥ
ヴ
ィ
チ
ェ
！
）
お
元
気
で
す
か
。（
カ
ク
ポ
ジ
ュ
バ
イ
チ
ェ
？
）」

　

人
と
し
て
対
等
に
向
き
合
う
た
め
に
言
葉
が
あ
る
。

　

生
き
る
た
め
に
、
生
き
抜
く
た
め
に
、
そ
し
て
生
き
た
こ
と
を
記
憶
し
、
伝
え
る
た
め
に
、
人
が
真
剣
に
手
繰
り
寄
せ
た
言
葉
。

　

書
く
言
葉
が
文
化
の
中
心
だ
っ
た
日
本
の
社
会
の
中
で
は
、
語
る
言
葉
は
、
女
た
ち
の
言
葉
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

体
温
の
伝
わ
る
言
葉
、
い
の
ち
ま
っ
す
ぐ
の
言
葉
。
大
切
に
し
た
い
で
す
。
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日
本
語
は

古
典
に
親
し
み
や
す
い
言
語

ビ
ナ
ー
ド　
「
古
典
」と
い
う
と
、ぼ
く
は
マ
ー
ク
・

ト
ウ
ェ
イ
ン
（
※
１
）
の
古
典
の
定
義
「
古
典
と
は
、

誰
も
が
褒
め
た
た
え
、
誰
も
読
ま
な
い
作
品
の
こ

と
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
ん
で
す
（
笑
）。

阿
刀
田　

あ
は
は
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　

英
語
で
「T

he Classics

（
古
典
）」

と
い
う
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
古
典
を

指
し
ま
す
。
ホ
メ
ロ
ス
（
※
２
）
と
か
ね
。
だ
か
ら
、

英
米
人
に
と
っ
て
、
古
典
の
原
話
は
敷
居
が
高
い

ん
で
す
。

阿
刀
田　

そ
う
考
え
る
と
、
日
本
人
は
古
典
に
親

し
み
や
す
い
言
語
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
よ

ね
。『
源
氏
物
語
』は
千
年
前
の
文
学
で
す
け
れ
ど
、

「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
、
女に

ょ
う

御ご

・
更こ

う

衣い

あ
ま
た
さ

ぶ
ら
い
給
ひ
け
る
な
か
に
…
」
と
い
う
文
章
は
、

今
の
私
た
ち
が
聞
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
雰
囲
気

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
千
年
前
の
言
語
を

現
代
人
が
聞
い
て
も
わ
か
る
と
い
う
の
は
、
日
本

語
以
外
に
あ
ま
り
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ビ
ナ
ー
ド　

フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
、
も
ち

ろ
ん
英
語
も
千
年
前
に
は
成
立
し
て
い
な
い
で
す

し
。

阿
刀
田　

で
す
か
ら
、
日
本
人
は
も
っ
と
古
典
に

親
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
ん
で
す
。

千
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
日
本
語
。

そ
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
育
ま
れ
た
伝
統
的
な
言
語
文
化
を

子
ど
も
た
ち
が
学
び
親
し
む
こ
と
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
特
集
で
は
、
古
典
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
魅
力
や
、

新
し
い
教
科
書
に
ど
の
よ
う
な
教
材
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

特
集

特
集

古
典
を
題
材
と
し
た
作
品
を
数
多
く
手
が
け
ら
れ
て
い
る
阿
刀
田
高
さ
ん
と
、

日
本
語
を
自
在
に
操
り
、
多
く
の
詩
や
エ
ッ
セ
イ
を
書
か
れ
て
い
る
ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
さ
ん
。

日
本
語
に
造
詣
が
深
い
お
二
人
に
、
古
典
に
み
る
日
本
語
の
魅
力
や
、

子
ど
も
た
ち
に
古
典
を
教
え
る
こ
と
の
よ
さ
に
つ
い
て
、
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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ビ
ナ
ー
ド　

古
典
を
学
ぶ
こ
と
で
、
も
の
の
見
方

が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
「
古
典
レ
ン
ズ
」

を
通
し
て
世
界
を
見
れ
ば
、
今
ま
で
気
づ
か
な

か
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

阿
刀
田　
「
古
典
の
知
識
が
何
の
役
に
立
つ
の
だ
」

と
言
う
人
も
い
る
け
れ
ど
、
実
質
的
に
役
に
立
つ

の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、
深
い
意
味
が
あ
る
と
思

い
ま
す
ね
。

古
典
を
学
ぶ
意
義

ビ
ナ
ー
ド　

日
本
語
に
は
、
英
語
に
な
い
表
現
が

た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
れ
が
古
典
に
な
る
と
さ
ら

に
豊
か
で
す
。
来
日
し
て
二
十
年
ほ
ど
に
な
り
ま

す
が
、
日
本
語
を
学
び
始
め
た
こ
ろ
に
、
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
、
英
語
に
は
な
い
「
感
覚
の
振
り
分

け
」
が
必
要
に
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。

阿
刀
田　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

ビ
ナ
ー
ド　

た
と
え
ば
、「
冷
た
い
」
と
「
寒
い
」

と
い
う
日
本
語
が
あ
り
ま
す
が
、
英
語
で
は
ど
ち

ら
も
「cold

」
で
表
し
ま
す
。
気
温
が
低
い
日
も

「cold day

」
だ
し
、
氷
を
い
っ
ぱ
い
入
れ
た
水

も
「cold w

ater

」。
日
本
語
で
は
、前
者
が
「
寒

い
」、
後
者
は
「
冷
た
い
」
で
す
。
最
初
は
、
そ

の
使
い
分
け
の
基
準
が
わ
か
ら
ず
、ど
う
し
て「
寒

い
水
」
じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
の
が
、
体
全
体
で
感

じ
る
と
き
は
「
寒
い
」、
体
の
一
部
で
感
じ
る
も

の
は
「
冷
た
い
」
を
使
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す

ね
。「
事
業
仕
分
け
」
な
ら
ぬ
「
感
覚
仕
分
け
」
が
、

言
語
習
得
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
。
そ
し
て
、
そ
う

い
う
微
妙
な
表
現
が
日
本
語
に
は
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
古
典
に
分
け
入
る
と
、
さ
ら
に
豊
か
に
な
り

ま
す
。

阿
刀
田　

英
語
と
日
本
語
と
い
う
質
の
違
う
言
語

を
対
比
す
る
と
見
え
て
く
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
現
代
の
日
本
語
と
古
典
語

阿
刀
田　

そ
う
い
え
ば
、
私
は
昔
、
外
国
人
に
日

本
語
を
教
え
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と

き
に
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
テ
キ
ス
ト
代
わ
り
に

使
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
か
な
り
の
上
級
者

で
も
、
コ
ラ
ム
を
そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
は
難
し
い

ん
で
す
よ
。

ビ
ナ
ー
ド　

な
ぜ
で
す
か
。

阿
刀
田　

コ
ラ
ム
の
な
か
に
は
、
古
典
の
言
葉
と

か
、
だ
じ
ゃ
れ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
と
か
、
日
本

人
の
歴
史
的
な
言
語
活
動
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
日
の
コ
ラ
ム
に

は
、「
能
登
は
い
ら
ん
か
い
ね
」
と
い
う
歌
謡
曲

の
一
節
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

「
能
登
半
島
は
要
り
ま
す
か
」
と
い
う
意
味
で
な

く
て
、「
能
登
の
物
産
が
ほ
し
い
で
す
か
」
と
い

う
意
味
で
す
。
正
し
い
日
本
語
で
は
な
い
け
れ
ど
、

味
わ
い
を
出
す
た
め
に
あ
え
て
そ
う
い
う
表
現
を

使
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
外
国
人
に
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
ま
す
が
…
。

ビ
ナ
ー
ド　

授
業
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
説

明
し
て
も
あ
ま
り
御ご

利り

益や
く

な
い
で
し
ょ
う
し
…
。

阿
刀
田　

で
す
か
ら
事
前
に
、
コ
ラ
ム
の
そ
う
い

う
部
分
を
削
っ
て
お
い
て
、
外
国
人
に
読
ま
せ
る

ん
で
す
。
で
も
、
上
級
者
の
外
国
人
は
プ
ラ
イ
ド

を
傷
つ
け
ら
れ
る
よ
う
で
、
怒
る
ん
で
す
（
笑
）。

ビ
ナ
ー
ド　

ぼ
く
で
も
怒
る
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。

阿
刀
田　

つ
ま
り
、
新
聞
の
よ
う
な
ふ
だ
ん
私
た

ち
が
読
ん
で
い
る
文
章
の
な
か
に
も
、
ず
い
ぶ
ん

言
語
の
歴
史
的
背
景
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

知
ら
な
い
と
、
現
代
文
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
日
本
語
を
使
い
こ
な
せ

る
外
国
人
が
、
コ
ラ
ム
を
読
め
な
か
っ
た
よ
う
に
。

ビ
ナ
ー
ド　

今
の
日
本
語
だ
け
を
見
て
い
て
も
、

現
代
の
文
章
を
理
解
す
る
の
に
は
足
り
な
い
。
現

代
社
会
と
歴
史
と
、
同
じ
関
係
で
す
ね
。

を
対
比
す
る
と
、
そ
こ
に
も
や
は
り
違
い
が
あ
る

ん
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
の
違
い
方
は
英
語
と
日
本

語
の
違
い
方
と
は
、
別
種
の
も
の
で
す
。

ビ
ナ
ー
ド　

そ
う
で
す
ね
。
現
代
語
と
古
典
語
に

は
も
っ
と
継
続
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

阿
刀
田　

継
続
性
を
も
ち
な
が
ら
、
違
い
が
あ
る

こ
と
の
意
味
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
日
本
文
化

の
変
遷
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
そ
の
こ
と

を
説
明
す
る
の
に
よ
く
「
を
か
し
」
と
い
う
言
葉

を
使
う
の
で
す
が
。

ビ
ナ
ー
ド　
『
枕
草
子
』
で
す
ね
。

阿
刀
田　

清
少
納
言
の
言
う
「
を
か
し
」
は
、「
趣

が
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
、
今
の
私

た
ち
が
使
う
「
お
か
し
い
」
は
「
を
か
し
」
か
ら

出
た
言
葉
で
す
が
、「
笑
え
る
」
と
か
、「
お
も
し

ろ
お
か
し
い
」
と
い
う
意
味
で
使
う
こ
と
が
多
い

の
で
す
。

ビ
ナ
ー
ド　
「
変
だ
」「
怪
し
い
」
と
い
う
意
味
で

使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。

阿
刀
田　

本
来
「
趣
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
だ
っ

た
言
葉
が
、
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
、
な
ぜ
「
お

も
し
ろ
お
か
し
い
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
の
か
。

お
そ
ら
く
、
趣
の
あ
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
す

る
と
、
ち
ょ
っ
と
受
け
を
狙
わ
な
い
と
い
け
な
く

な
っ
た
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。
松
尾
芭
蕉
が
、
そ

の
あ
た
り
で
悩
ん
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

ビ
ナ
ー
ド　

そ
う
で
す
ね
。
俳
諧
を
経
て
、
コ
メ

デ
ィ
の
方
へ
傾
い
て
い
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

阿
刀
田　

そ
こ
に
、
日
本
人
の
も
の
の
見
方
が
反

映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
ま
で
踏
み
入
っ
て

い
く
と
本
当
に
お
も
し
ろ
い
し
、
日
本
文
化
の
奥

深
さ
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
古
典

を
学
ば
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

ビ
ナ
ー
ド　

日
本
語
の
歴
史
は
脈
々
と
流
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
現
代
と
古
典
と
を
分
け
る
こ
と
が
、

そ
も
そ
も
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。
は
っ
き
り
と
し
た
境
界
線
は
な
い
ん
で
す
か

ら
。

作家。1935 年東京都生まれ。早稲田大学仏文
科卒業。国立国会図書館に司書として勤務する
一方で、執筆活動を続け、1978 年『冷蔵庫より
愛をこめて』でデビュー、1979 年『来訪者』で
日本推理作家協会賞、短編集『ナポレオン狂』
で直木賞、1995 年『新トロイア物語』で吉川英
治文学賞を受賞。現在、日本ペンクラブ会長。

阿
あ

刀
と う

田
だ

  高
たかし

詩人。1967 年米国ミシガン州生まれ。2001年
に詩集『釣り上げて』（思潮社）で中原中也賞、
2005 年に『日本語ぽこりぽこり』（小学館）で講
談社エッセイ賞、2007 年には『ここが家だ――
ベン・シャーンの第五福竜丸』（集英社）で日本
絵本賞を受賞。近著に、詩集『ゴミの日』（理論社）
など多数。
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四
季
折
々
の
豊
か
な
言
葉

ビ
ナ
ー
ド　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

古
典
や
季
節
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

阿
刀
田
さ
ん
が
好
き
な
季
節
の
言
葉
は
何
で
す
か
。

阿
刀
田　

雨
の
言
葉
が
好
き
で
す
ね
。「
五さ

み
だ
れ

月
雨
」、

「
時し

ぐ
れ雨

」、「
菜な

種た
ね

梅づ

雨ゆ

（
※
３
）」、「
卯う

の
花
腐く

た

し
（
※

４
）」。
日
本
は
雨
が
多
い
国
で
、
四
季
と
絡
め
た

雨
の
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
四
季
と
は
関

係
な
い
け
れ
ど
、「
遣や

ら
ず
の
雨
（
※
５
）」
と
い

う
言
葉
も
い
い
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
色
気
が
出
す

ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

ビ
ナ
ー
ド　

小
学
生
に
は
ね
（
笑
）。
ぼ
く
は
時

間
帯
と
動
植
物
を
つ
な
げ
た
言
葉
が
お
も
し
ろ
く

て
、
た
と
え
ば
、「
夜
桜
」。
桜
の
花
と
時
間
帯
と

あ
わ
せ
て
一
語
に
し
て
い
る
の
が
、
実
に
風
流

で
す
。「
夜
桜
」
の
い
い
句
が
あ
る
と
英
訳
し
た

い
の
で
す
が
、「cherry  blossom

s at night

」

と
な
っ
て
し
ま
う
。
言
葉
が
ほ
ぐ
さ
れ
て
し
ま
い
、

何
か
違
う
ん
で
す
ね
。

阿
刀
田　

夜
桜
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
日
本

に
は
月
を
表
す
言
葉
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

「
弓ゆ

み

張は
り

月づ
き

（
※
６
）」
な
ん
て
い
い
と
思
い
ま
せ
ん

か
。「
細
い
月
」
で
は
、実
に
味
気
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
言
葉
を
知
る
こ
と
で
、
物
を
見
る
目
が

豊
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

季
節
の
言
葉
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
は
「
た
そ

が
れ
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
好
き
な
ん
で
す
よ
。

「
誰た

そ
彼か

れ

」
つ
ま
り
「W

ho is he?
」。

ビ
ナ
ー
ド　

she 

で
は
ダ
メ
で
す
か
（
笑
）。

阿
刀
田　

昔
の
女
性
は
、
遅
い
時
間
に
外
出
で
き

ま
せ
ん
か
ら
、
男
性
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。
同
じ

よ
う
な
言
葉
に
「
朝
ま
だ
き
（
※
７
）」
が
あ
り
ま

す
。
慣
用
句
が
状
況
を
表
す
言
葉
に
な
っ
て
い
て
、

そ
れ
も
日
本
語
の
豊
か
さ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ビ
ナ
ー
ド　

そ
の
豊
か
さ
を
考
え
る
と
き
、
ぼ
く

ビ
ナ
ー
ド　

日
本
語
だ
け
で
な
く
、
他
の
言
語
に

お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

言
葉
と
通
貨
に
は
通
じ
る
部
分
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
、ど
ち
ら
も
価
値
が
あ
り
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
り
、
人
を
動
か
す
力
が
あ
る
。

言
葉
で
人
を
動
か
す
か
、
金
で
人
を
動
か
す
か
、

両
方
で
動
か
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ぼ
く
の

母
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
金
で
人
を
動
か
す
こ

と
ば
か
り
求
め
る
た
め
に
、
文
化
が
貧
し
く
な
っ

て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
日
本
も
そ
の
二
の
舞

に
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

阿
刀
田　

そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の

も
つ
力
を
取
り
戻
し
た
い
で
す
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　

古
典
を
教
え
る
の
が
難
し
い
時
代
だ

け
ど
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
古
典
を
教
え
る
こ
と
が

非
常
に
面
白
い
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
今
、
ぼ
く

ら
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

古
典
の
授
業
に 

遊
び
心
を

阿
刀
田　

子
ど
も
た
ち
に
古
典
を
教
え
る
と
し
た

ら
、
ア
ー
サ
ー
さ
ん
は
ど
ん
な
授
業
を
し
て
み
た

い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

ビ
ナ
ー
ド　

子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
つ
な
が
る
授

業
が
し
た
い
で
す
ね
。
小
学
校
で
古
典
を
生
か
す

に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
毎
日
と
ど
う
結
び
つ
け
る

か
と
い
う
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、『
枕
草
子
』
な
ら

リ
ス
ト
が
中
心
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
創
作
を
し
て

み
る
。

阿
刀
田　
「
に
く
き
も
の
（
※
10
）」
な
ん
て
、
い

い
か
も
し
れ
な
い
（
笑
）。

ビ
ナ
ー
ド　

そ
う
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
は
、
す
ぐ
に

は
歳
時
記
が
大
き
な
財
産
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
多
く
の
人
々
が
感
覚
的
に
共
有
で
き
る
季

節
の
言
葉
が
「
季
語
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、
歳
時

記
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
残
っ
て
い
く
。
歳

時
記
は
た
だ
の
教
養
で
は
な
く
、
感
覚
的
に
尖
っ

た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

阿
刀
田　

そ
う
で
す
ね
。
季
語
の
な
い
俳
句
も
あ

り
ま
す
が
、
私
は
や
は
り
季
語
が
入
っ
た
俳
句
が

好
き
で
す
。
俳
句
と
い
う
芸
術
に
季
語
を
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
季
節
感
が
さ
ら
に
鮮
明

に
な
り
ま
す
か
ら
。

ビ
ナ
ー
ド　

歳
時
記
を
見
て
み
る
と
、
日
常
生
活

で
は
使
わ
な
く
な
っ
た
言
葉
が
季
語
と
し
て
生
き

残
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
ひ
こ
ば
え
」
と
い

う
春
の
季
語
が
あ
り
ま
す
。
木
の
根
っ
こ
な
ど
か

ら
生
え
て
く
る
若
芽
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
ふ
だ

ん
あ
ま
り
使
わ
な
い
言
葉
で
す
。
で
も
、
歳
時
記

に
は
載
っ
て
い
て
、
と
き
ど
き
誰
か
が
「
ひ
こ
ば

え
」
を
入
れ
た
い
い
句
を
ひ
ね
る
の
で
、
言
葉
と

し
て
命
を
保
ち
続
け
て
い
る
。

阿
刀
田　

お
も
し
ろ
い
で
す
ね
、
季
語
と
い
う
の

は
。「
リ
ラ
冷
え
（
※
８
）」
は
北
海
道
で
使
っ
て

い
た
言
葉
で
す
が
、
い
つ
し
か
季
語
に
な
っ
て

い
っ
た
。
地
域
限
定
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
が
季

語
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
い
く
つ
か

の
秀
句
が
出
た
の
で
し
ょ
う
。

ビ
ナ
ー
ド　
「
や
ま
せ
（
※
９
）」
も
そ
う
で
す
ね
。

し
か
し
、
最
近
は
異
常
気
象
で
歳
時
記
の
季
節
の

流
れ
と
合
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

阿
刀
田　

そ
う
な
る
と
、
古
典
文
学
と
の
つ
な
が

り
が
薄
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　

経
済
が
成
長
す
る
一
方
で
、
気
候
が

お
か
し
く
な
り
、
田
園
風
景
も
な
く
な
り
つ
つ
あ

る
。
古
典
を
教
え
る
の
に
困
難
な
時
代
に
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

阿
刀
田　

日
本
語
が
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
豊
か
に

な
っ
て
き
た
の
か
考
え
る
と
、
こ
の
国
は
資
源
が

少
な
く
基
本
的
に
貧
し
い
国
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思

う
の
で
す
。
貧
し
い
な
か
で
心
を
豊
か
に
し
て
い

く
た
め
に
、
言
葉
を
大
切
に
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
言

葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
経
済
が

発
展
し
、
そ
の
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
け

れ
ど
。

特
集

阿
刀
田

ビ
ナ
ー
ド

※６　弓張月
弓の弦を張ったような形をしている月。

※７　朝まだき
「まだき」は未だの意。夜が明けきらない頃。早朝。

※８　リラ冷え
「リラ」はライラックの別名。北海道でライラック
の花が咲く頃（初夏）に気候が冷え込むこと。

※３　菜種梅雨
３月下旬から４月にかけて、菜の花が盛りの頃に降り続く雨。

※４　卯の花腐し
陰暦の４月を卯の花月という。その頃に降り続く雨。卯の花
を腐らせる意。五月雨の別称。

※５　遣らずの雨
人を帰さないかのように降ってくる雨。

※９　やませ（山背）
山を越えて吹く風。特に、夏に東北地方に吹く冷涼な北東の風。

※１０　にくきもの
『枕草子』第 25 段。「にくきもの　いそぐ事あるをりに、長言
するまらうど」で始まる。「硯に髪の毛が入って擦られている
状態」「何か聞こうと思うときに泣く乳飲み子」など、清少納
言の視点による「にくらしいもの」が綴られている。
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で
き
そ
う
で
す
よ
ね
（
笑
）。
子
ど
も
は
お
も
し

ろ
が
っ
て
編
み
出
す
で
し
ょ
う
。
で
も
、
た
だ
嫌

な
も
の
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
ダ
メ
。「
清
少
納
言

は
、
自
分
な
ら
で
は
の
面
白
い
表
現
を
し
て
い
る

ん
だ
よ
」
と
教
え
な
が
ら
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ

に
作
っ
て
い
く
。

阿
刀
田　

い
い
で
す
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
も
創
作
し
た
ら

お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
ね
。
雪
が
二
メ
ー
ト
ル
も

積
も
る
津
軽
平
野
の
子
ど
も
た
ち
が
作
る
「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
は
、
都
で
清
少
納
言
が
書
い
た
も
の

と
は
き
っ
と
違
っ
て
く
る
。
た
だ
た
だ
「
覚
え
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
授
業
で
な
く
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
的
な
作
業
を
し
て
み
た
い
で
す
。
教
え
る
側
も

楽
し
み
な
が
ら
。

阿
刀
田　

先
生
方
が
そ
う
い
う
遊
び
心
を
も
っ
て

く
だ
さ
る
と
い
い
で
す
ね
。
私
は
幼
い
子
ど
も
た

ち
に
、
言
葉
遊
び
を
教
え
た
い
で
す
。
だ
じ
ゃ
れ
、

数
え
歌
、
回
文
、
し
り
と
り
、
い
ろ
は
歌
。
日
本

に
は
た
く
さ
ん
の
言
葉
遊
び
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

ビ
ナ
ー
ド　

和
歌
の
掛
詞
や
枕
詞
も
言
葉
遊
び
と

い
え
ま
す
ね
。

阿
刀
田　

和
歌
や
俳
句
は
、
レ
ベ
ル
の
高
い
言
葉

遊
び
で
し
ょ
う
。
言
葉
遊
び
は
古
典
と
か
か
わ
り

の
あ
る
も
の
が
多
い
の
で
す
。「
だ
じ
ゃ
れ
先
生
」

と
言
わ
れ
て
も
い
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
子
ど
も
た

ち
に
言
葉
遊
び
を
伝
え
て
、
言
葉
へ
の
興
味
を
も

た
せ
た
い
で
す
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　

や
り
す
ぎ
る
と
、
だ
じ
ゃ
れ
先
生
が

「
に
く
き
も
の
」
の
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
る
（
笑
）。

阿
刀
田　

言
葉
遊
び
は
古
典
に
親
し
む
手
始
め
に

な
る
と
思
い
ま
す
よ
。
私
の
家
族
は
言
葉
遊
び
が

好
き
で
、
幼
い
頃
か
ら
よ
く
教
わ
り
ま
し
た
。
そ

れ
と
、
今
思
え
ば
、
小
学
校
高
学
年
で
「
小
倉
百

人
一
首
」
に
出
会
っ
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
姉
貴
た
ち
が
よ
く
百
人
一
首
で
遊
ん

で
い
た
の
で
、
負
け
た
く
な
い
一
心
で
す
べ
て
覚

え
ま
し
た
。
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
覚

え
る
こ
と
で
何
と
な
く
百
人
一
首
の
世
界
に
入
っ

て
い
け
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
あ
の
調
子
を

知
っ
て
お
く
と
、
後
に
古
典
に
ふ
れ
る
と
き
、
心

に
す
っ
と
入
っ
て
く
る
の
で
す
。

か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

大
人
も
古
典
に
親
し
む

阿
刀
田　

や
は
り
古
典
の
授
業
で
は
、
先
生
方
が

ど
こ
ま
で
愉
快
な
も
の
を
心
に
も
っ
て
い
る
か
が

大
事
で
し
ょ
う
ね
。

ビ
ナ
ー
ド　

本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
。
新
し
い
学

習
指
導
要
領
で
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
が
重
視

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
に
「
古
典
に
親
し
み

な
さ
い
」
と
い
う
前
に
、
は
た
し
て
大
人
が
古
典

に
親
し
ん
で
い
る
の
か
、
生
活
の
中
で
活
か
そ
う

と
し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
が
重
要
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

阿
刀
田　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
た
く
さ
ん
の
古

典
が
載
っ
て
い
て
、
そ
れ
自
体
は
よ
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
教
科
書
が
ひ
と
り
で

頑
張
っ
て
い
て
は
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
や
は
り
先

生
方
が
そ
れ
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
教
え
て
く
だ
さ

ら
な
い
と
。

ビ
ナ
ー
ド　

古
典
を
通
し
て
現
代
社
会
を
見
つ
め

れ
ば
、「
今
」
が
よ
り
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
ま

す
。
古
典
と
子
ど
も
た
ち
の
日
常
と
の
接
点
を
探

り
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
、
楽
し
み
な
が
ら
分

け
入
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

阿
刀
田　

日
本
語
に
は
千
数
百
年
の
歴
史
が
あ
っ

て
、
古
典
は
そ
の
原
点
と
い
え
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、「
こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
言
葉
の
も

つ
力
を
取
り
戻
し
た
い
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。

今
、
言
葉
の
も
っ
て
い
る
力
を
取
り
戻
す
た
め
に

は
、
日
本
語
の
原
点
で
あ
る
古
典
を
、
大
人
も
子

ど
も
も
し
っ
か
り
見
つ
め
て
い
く
こ
と
が
、
大
事

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ビ
ナ
ー
ド　

百
人
一
首
は
、
歌
う
よ
う
に
暗
記
で

き
そ
う
で
す
ね
。
学
校
で
「
係
り
結
び
の
法
則
」

を
勉
強
す
る
の
は
イ
ヤ
だ
け
ど
、「
音
で
覚
え
た

あ
の
歌
も
、〝
け
り
〟
じ
ゃ
な
く
て
〝
け
る
〟
だ
っ

た
な
」
と
、
実
例
が
体
内
に
し
み
こ
ん
で
い
る
と
、

強
い
で
す
よ
ね
。

阿
刀
田　

遊
び
と
し
て
頭
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は

す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

ビ
ナ
ー
ド　

た
と
え
ば
、
家
族
の
誰
か
が
謡う

た
い

を

や
っ
て
い
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
謡
の
文
句

も
、
古
典
を
学
ぶ
と
き
に
役
に
立
ち
ま
す
よ
。

阿
刀
田　

そ
の
と
き
に
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も

い
い
ん
で
す
ね
。
後
で
、「
こ
れ
は
こ
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
ん
だ
」
と
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
。
丸
暗

記
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い

し
、
子
ど
も
た
ち
も
嫌
い
で
は
な
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

ビ
ナ
ー
ド　

新
し
い
教
科
書
に
は
「
寿じ

ゅ

限げ

無む

（
※

11
）」
が
載
る
そ
う
で
す
が
、
以
前
あ
る
小
学
校

に
行
っ
た
ら
、
五
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
ば
っ
ち

り
覚
え
て
い
る
ん
で
す
。
下
手
す
る
と
噺

は
な
し

家か

の
前

座
よ
り
う
ま
い
。

　

和
歌
は
歌
う
よ
う
に
、
俳
句
は
リ
ズ
ム
感
で
、

落
語
は
間ま

と
語
り
口
と
笑
い
で
。
そ
う
や
っ
て
覚

え
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。『
枕
草
子
』

だ
っ
た
ら
、
清
少
納
言
の
人
物
像
が
つ
か
め
て
く

る
と
、
暗
記
し
や
す
い
気
が
し
ま
す
。
覚
え
る
こ

と
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
も
つ
背
景
が
お
の
ず
と

見
え
て
き
ま
す
。

阿
刀
田　

え
え
。
た
と
え
ば
百
人
一
首
だ
と
、
自

然
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
で
、
実
は
自
分
の

好
き
な
相
手
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
今
の
子
ど
も
た
ち
は
「
は
っ
き
り
言
っ

て
く
れ
」
な
ん
て
思
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

（
笑
）、「
昔
の
日
本
人
は
こ
う
い
う
も
の
の
言
い

方
し
た
の
か
」と
、当
時
の
時
代
背
景
を
知
る
き
っ

特
集

0809

阿
刀
田

ビ
ナ
ー
ド

※１１　寿限無
古典落語の一つ。「寿限無寿限無…」
で始まる長い名前によっておこる
笑いを主題としたもの。



え
て
き
そ
う
で
す
。
古
典
を
小
学
校
国
語
科
で
扱

う
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
明
確

に
答
え
る
に
は
、
工
夫
が
要
り
そ
う
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
会
話
か
ら
導
か
れ
る
答
え
は
こ
う
で

す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
「
生
」
を
豊
か
に
す
る
知
恵
や

技
術
の
う
ち
、
長
い
間
人
々
に
受
け
継
が
れ
、
語

り
継
が
れ
て
き
た
も
の
に
は
、
未
来
を
照
ら
す
価

値
、
言
い
換
え
れ
ば
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
は
ず

で
す
。
そ
こ
に
は
、
わ
た
し
た
ち
の
祖
先
か
ら
連

綿
と
紡
が
れ
て
き
た
「
生
き
る
こ
と
」
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
、「
日
本
の
心
」
が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
「
心
」
を
、
最
も
美
し
く
磨
き
上
げ
た
状
態

で
子
ど
も
た
ち
に
届
け
る
作
業
は
、
未
来
を
た
く

ま
し
く
照
ら
す
た
め
の
松

し
ょ
う

明め
い

を
手
渡
す
こ
と
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
思
い
か
ら
、
光
村
の
新
し
い
小
学
校

国
語
教
科
書
で
は
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、

〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉
に
ふ
れ
る
教
材
を
ち
り

ば
め
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
未
来
に
向
か

う
子
ど
も
た
ち
の
「
生
」
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

六
年
間
の
学
び
を
終
え
て
中
学
校
に
向
か
う
と
き
、

こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
過
去
を
学
ん
で
き
た
ん

　
　
「
聞
い
て
楽
し
も
う
」

　
　
「
声
に
出
し
て
読
も
う
」

　
　
「
季
節
の
言
葉
（
二
年
よ
り
）」

　
　
「
学
習
を
広
げ
る
」

を
配
す
。
こ
れ
ら
は
四
季
の
巡
り
来
る
ご
と
く
繰

り
返
し
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
情
操

を
育
成
す
る
も
の
な
り
。

　

第
二
は
、
学
期
中
の
独
立
単
元
と
し
て
、
各
学

年
に

　
　
「
む
か
し
ば
な
し
が
い
っ
ぱ
い
（
一
年
）」

　
　
「
か
る
た
に
つ
い
て
知
ろ
う
（
三
年
）」

　
　
「『
こ
と
わ
ざ
ブ
ッ
ク
』
を
作
ろ
う
（
四
年
）」

　
　
「
伝
統
文
化
を
楽
し
も
う
（
六
年
）」

　
　
「
も
の
の
見
方
を
広
げ
よ
う
（
六
年
）」

な
ど
を
配
す
。
こ
れ
ら
は
昔
話
、
か
る
た
、
こ
と

わ
ざ
、
狂
言
、
落
語
、
絵
巻
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
声
、

絵
と
共
に
受
け
継
が
れ
し
言
語
文
化
に
親
し
む
態

度
を
育
て
る
も
の
な
り
。

だ
と
い
う
自
信
と
誇
り
が
、
す
べ
て
の
子
ど
も
た

ち
の
胸
に
こ
み
上
げ
て
く
る
、
そ
の
瞬
間
の
た
め

に
十
冊
の
教
科
書
は
編
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
教
科
書
で
は
、〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉

と
し
て
代
表
的
な
単
元
が
三
十
一
編
も
あ
り
ま
す
。

教
材
総
数
は
こ
の
何
倍
に
も
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
ね
ら
い
と
魅
力
を
す
べ
て
紹
介
す
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
か
ら
、
筆
者
が
特
に
興

味
を
ひ
か
れ
る
単
元
構
成
や
教
材
に
通
し
番
号
を

つ
け
、
紙
幅
の
許
す
限
り
で
そ
の
特
徴
と
魅
力
、

扱
い
方
の
工
夫
を
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
「
文
語

調
」
で
記
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

願
は
く
ば
、
こ
の
紹
介
文
を
し
て
全
国
の
先
生

方
を
宣
揚
せ
し
め
ん
─
─
。
と
こ
ん
な
感
じ
で
す
。

　

そ
れ
で
は
…
…

　
【
全
体
構
成
】
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

光
村
の
新
小
学
校
国
語
教
科
書
の
〈
伝
統
的
な

言
語
文
化
〉
に
関
は
る
単
元
は
主
に
二
つ
の
系
統

を
な
す
。

　

第
一
は
六
年
間
一
貫
し
て
学
ぶ
単
元
と
し
て
、

全
学
年
に

に
す
る
か
、
そ
の
手
が
か
り
や
見
通
し
は
、
過
去

と
い
う
蓄
積
か
ら
、
い
つ
で
も
い
く
ら
で
も
取
り

出
す
こ
と
が
可
能
だ
と
言
い
た
い
の
で
す
。

─
な
ん
だ
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
、
昔
か
ら
「
温
故

知
新
」
と
い
う
じ
ゃ
な
い
か
。

─
そ
う
な
の
で
す
。
た
だ
、
そ
の
格
言
を
引
き
合

い
に
す
る
行
為
こ
そ
、
過
去
を
未
来
に
生
か
そ
う

と
す
る
営
み
だ
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
て

ほ
し
い
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
過
去
と
い
う

蓄
積
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
や
技
術
を
受
け
継
い

で
未
来
に
向
か
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
蓄
積
さ
れ

た
事
柄
は
時
間
と
い
う
し
ば
り
か
ら
解
き
放
た
れ
、

ど
の
時
代
の
も
の
で
も
自
在
に
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
を
生
か
さ
な
い
手
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

冒
頭
か
ら
や
や
哲
学
的
な
会
話
を
出
し
た
の
は
、

〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉
を
小
学
校
で
扱
う
こ
と

の
意
義
を
示
す
た
め
で
す
。〈
伝
統
的
な
言
語
文

化
〉を
端
的
に
言
え
ば
「
古
典
」
で
す
。
読
者
の

皆
さ
ん
は
「
古
典
」
と
聞
く
と
、
ど
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
抱
く
で
し
ょ
う
か
。
読
み
づ
ら
い
、
古

く
さ
い
、
文
法
で
苦
し
ん
だ
。
そ
ん
な
声
が
聞
こ

─
わ
た
し
た
ち
人
間
に
と
っ
て
、「
時
間
」
は
つ

ね
に
未
来
に
向
か
う
感
覚
と
し
て
存
在
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
感
じ
る
「
時
間
」
と

は
、
旅
人
が
目
的
地
に
向
か
っ
て
歩
き
続
け
る
よ

う
な
、
あ
る
方
向
性
を
も
っ
た
動
き
で
あ
り
、
そ

の
方
向
は
必
ず
未
来
を
指
す
か
ら
で
す
。

─
過
去
は
感
覚
と
し
て
の
「
時
間
」
に
入
ら
な
い

の
か
。

─
入
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
と
は
方
向
性

を
も
っ
た
動
き
で
は
な
く
、
経
験
と
知
識
の
蓄
積

だ
か
ら
で
す
。

─
そ
れ
で
何
が
言
い
た
い
の
だ
。

─
未
来
に
向
か
う
わ
た
し
た
ち
の
「
生
」
は
、
後

戻
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
方
向
性
を
持
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
時
間
と
い
う
動
き
に
し
ば
ら
れ

て
い
ま
す
。で
す
が
、未
来
の「
生
」を
ど
ん
な「
生
」

信州大学教育学部教授。長野県生
まれ。東京都立高等学校教諭を経
て，現職。教育学博士。専門は国
語科教育学（授業研究），日本民
俗学。ＮＨＫラジオ高校講座講師。
著書に『死と豊穣の民俗文化』( 吉
川弘文館 )，『国語科授業研究の深
層—予測不可能事象と授業システ
ム—』( 東洋館出版社 ) など。

藤
ふ じ

森
も り

裕
ゆ う

治
じ

後
戻
り
で
き
な
い
未
来
を
よ
り
よ
く
生
き
る

た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
の
「
生
」
を
豊
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。
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▼ ▼ 

 

◆ 

七
夕

く
行
を
中
の
竹
夕
七
や
さ
し
れ
う

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
正
岡 

子
規

ま
さ
た
ば
な
た

　
権
藤 

・
よ
な
は

林 

柳
波

ら
さ
ら
さ
葉
の
さ
さ

る
れ
ゆ
に
ば
き
の

ら
き
ら
き
ま
さ
星
お

ん
ぎ
ん
き

砂
子

く
ざ
ん
た
の
き
し
五

た
い
か
が
し
た
わ

ら
き
ら
き
ま
さ
星
お

る
て
み
ら
か
空

夕
七　

あ
も
き
い
ち
う
行
に
日
七
月
八

）
り
つ
ま
夕
七
（
り
つ
ま
星

（
星
め
ひ
り
お

織
女
）

（
星
こ
ひ

牽
牛
）

り
ざ
か
夕
七

し
つ
う
星

川
の
天

本
い
た
み
読
に
夕
七

 

」
星
の
光
「

　
　
　

浜
田 

廣
介

 

」
た
ば
な
た
「

　
　

君
島 

久
子

 

「
星
座

」
う
よ
け
つ
見
を

　 

ス
ン
ハ

ト
ス
グ
ウ
ア

イ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

草
下 

英
明 

訳

り
ざ
か
み
あ

竹
さ
さ

く
ざ
ん
た

ん
め
う
そ

ち
も
さ
さ

み
し
楽
の
夏

5

葉
言
の
つ
せ
き

3031

▼ 行
事

　

行
う

み
し
楽
の
春

ご
ん
だ
見
花

ち
も
ら
く
さ

足
遠
の
春

か
ど
の

か
ら
ら
う

え
ぶ
草

の
こ
ば
お
お

う
も
す

り
ま
だ
日

長
日

み
つ
花

り
か
ざ
花

ら
く
ざ
夜

い
か
ん
ま

き
ぶ
ふ
花

う
と
ん
べ
見
花

子
の
竹

び
ら
わ

ノ
シ
ヨ
イ
メ
ソ

ラ
ク
ザ
マ
ヤ

ラ
ク
ザ
ミ
ウ
ヨ
イ
セ

き
し
ち
め
ま
の
つ
せ
き　

き
ま
ち

べ
ら
く
い
せ

い
ご
ひ

い
ご
ま

り
ぼ
の
い
こ

ち
も
わ
し
か

　
　

野
口 

雨
情

　
飛

だ
ん

屋
根

で
ま

　

だ
ん
飛

で
ま
根
屋

　

で
ん
飛

て
れ
わ
こ

　
消

た
え

　

た
え
消

に
ず
ば
飛

　

た
え
消

て
れ
ま
生

　

に
ぐ
す

て
れ
わ
こ

　

た
え
消

風
　
風
　
吹

な
く　

そ
ば
飛

510

葉
言
の
つ
せ
き

6869

▼ 

た
し
表
で
ム
ズ
リ

俳
句

み
し
楽
の
冬

年
末

す
わ
し

じ
う
そ
大

れ
く
の
年

か
そ
み
大

ば
そ
し
こ
年行

年
く

初

人
六
五
四
三
二
一
や
雪

　
小
林 

一
茶

く
白
息
り
か
ば
人
る
来
ら
か
う
こ
向

　
波
多
野 

爽
波

本
い
た
み
読
に
つ
せ
き
の
こ　

」
も
ど
こ
の
冬
「

　
　
　
　
　

那
須 

正
幹

　

」
究
研
大
の
ち
も
お
「

　
　
　

笠
原 

秀

　

雪
な
ん
あ
「

　

」
氷
な
ん
こ

　
高
橋 

喜
平

月
正加

留
多

る
と

皆 

美

く
じ
ま
け
負
く
し

　
高
浜 

虚
子

じ
ふ
一

　

か
た
二

　

び
す
な
三

め
ゆ
初

出
の
日
初元

旦
日
が
三

ち
も
み
が
か

ち
せ
お

に
う
ぞ

こ
る
し

し
回
ま
こ

げ
あ
こ
た

節
分

外
は
に
お

　

内
は
く
ふ

き
ま
豆

て
に
雪
し
近
春

拭
う
靴
の
泥
　
沢
木 

欣
一

き
し
ち
豆
の
つ
せ
き　　

葉
言
の
つ
せ
き

118119

▼

五
十

夜

中
秋

み
し
楽
の
秋き

し
ち
め
ま
の
つ
せ
き　

ぎ
さ
う

ぎ
さ
う

　

ぎ
さ
う

　

る
ね
は
て
見
に
な

ま
さ
月
お
夜
五
十

　

る
ね
は
て
見

を
月
名

取
つ

な
か
子
く
な
と
ろ
れ
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林 

一
茶

月
名
も
い

夜
月

月
名
り
く

長
夜

ご
ん
だ
見
月

　
も
い
ま
つ
さ

う
ど
ぶ

も
い
里

り
く

き
か

月
名
の
秋
中　

後

月
の

　

草
七
の
秋

　

ぎ
は

　
　

き
す
す

　
　

ず
く

　
　

し
え
な
み
お

　
　
　
　
　

ま
か
ば
じ
ふ

　
　

　
　

こ
し
で
な

葉
言
の
つ
せ
き

1617

す
い
ぐ
う

り
ば
ひ

ら
く
さ

花
の
な

う
そ
げ
ん
れ

ち
ば
つ
み

ぽ
ぽ
ん
た

ぎ
も
よ

な
ず
な

虫
う
と
ん
て

れ
み
す

み
ば
た
か

春

が
な
は

　

た
い
さ

　
　
　
　
　

お
ち
み
・
ど
ま

春

が
な
は

　

た
い
さ

が
な
は

　

た
い
さ

へ
ふ
ひ
は

　

ほ
ほ
ほ

が
な
は

　

て
い
さ

い
な
み

　

と
ひ

　

い
な
い

が
な
は

　

た
い
さ

が
な
は

　

た
い
さ

ひ
ふ
へ
ほ

　

は
は
は

が
な
は

　

て
い
さ

る
こ
お

　

と
ひ

　

い
な
い

▼ 

な
ん
ど

　

を
の
も

　

た
見

　

　

　

が
春

 

う
と
の
き
ふ

し
く
つ

の
つ
せ
き

　

ば
と
こ

34 33

す
か
ら
け
ひ
を
識
知
は
汝
ど
れ
け
し
正
は

憾

あ
み

咲
の
花
の
色
黄
や
赤
〈
は
々
花
し
け
か
見
で
園
公

「
は
事
行
る
祈
を
長
生
き
早
の
々
木

成
木

」
め
責

　

 

　

し
れ
ら
げ
上
り
取
に
」
葉
言
の
節
季
「
の
年
二

日
某
し
せ
学
留
に
学
大
の
国
米
「
く
曰
て
り
語
に

　

 

　

面
場
名
の
話
昔
る
は
伝
に
洋
西
と
本
日
に
絵
の
み

に
か
は
に

す
長
生

　

 

　

節

い
と
〉
里
〈『
が
氏

暮
て
ち
持
を
覚
感
ふ
言
と
る
戻
に
時
の
元
ば
て
た

意
の
と
こ
る
す
価
評
再
を
間
時
る
き
生
に
定
安
と

各学年に年間４か所配置。三年では、年中行事をテーマに季節の言葉を紹介している。  季節の言葉

「おはなしがいっぱい」
（一年下）葉

言
の
節
季
「

 
）
上
年
二
（

折り込みの表面は日本の
昔話、裏面は西洋の昔話
の場面が描かれている。

春夏秋冬

集
特

1213



7475

　
お
よ
そ
四
百
年
前
、
外
国
か
ら
日
本
に
、
カ
ー
ド
を
使
う
遊
び
が
つ
た
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、
ま
ね
を
し
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
、
日
本
だ

け
の
遊
び
方
が
く
ふ
う
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
生
ま
れ
た
の
が
、

み
な
さ
ん
も
よ
く
知
っ
て
い
る
、
か
る
た
で
す
。
か
る
た
遊
び
で
は
、
一
人
が
読

み
ふ
だ
を
声
に
出
し
て
読
み
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
に
合
っ
た
取
り
ふ
だ
を

き
そ
い
合
っ
て
取
り
ま
す
。
読
み
ふ
だ
と
取
り
ふ
だ
を
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

合
わ
せ
か
る
た
と
も
よ
ば
れ
ま
す
。
読
み
ふ
だ
に
何
を
書
く
か
に
よ
っ
て
、
か
る

た
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
も
っ
と
も
広
く
、
長
く

遊
ば
れ
て
き
た
の
が
、
い
ろ
は
か
る
た
と
百
人
一
首
で
す
。

　
い
ろ
は
か
る
た
は
、
こ
と
わ
ざ
を
集
め
て
作
っ
た
か
る
た
で
す
。
こ
と
わ
ざ
と

い
う
の
は
、「
花
よ
り
だ
ん
ご
」「
楽
あ
れ
ば
苦
あ
り
」「
わ
ら
う
門か

ど

に
は
福
来き

た

る
」

な
ど
の
短
い
言
葉
で
す
。
短
い
言
葉
の
中
に
、
昔
か
ら
つ
た
わ
る
ち
え
や
教
え
が

百
人
一
首

楽苦福

か
る
た
江
橋 

崇

● かるたについて知ろう4

読む

いろはかるた

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
は
か
る
た
の
読
み
ふ
だ
に
は
、

ふ
つ
う
、「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
の
そ
れ
ぞ
れ
を 

一
文
字
目
と
す
る
こ
と
わ
ざ
が
書
か
れ
ま
す
。
取
り
ふ

だ
に
は
、
そ
の
こ
と
わ
ざ
の
な
い
よ
う
を
表
す
絵
が
か

か
れ
ま
す
。
え
ら
ば
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
に
よ
っ
て
、

い
ろ
は
か
る
た
に
は
、
い
く
つ
か
し
ゅ
る
い
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
、「
犬
も
歩
け
ば
ぼ
う
に
当
た
る
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
入
っ
て
い
る
い
ろ
は
か
る
た
は
、 

かるたについて，どんなことが書いてあるのでしょう。
まとまりごとに，ないようを読み取りましょう。

7879

く
合
い
ま
せ
ん
。
貝
お
お
い
で
は
、
こ
の
こ

と
を
生
か
し
て
、
何
組
も
の
貝
が
ら
を
交
ぜ

て
ち
ら
し
て
お
き
、
色
や
も
よ
う
を
見
て
、

合
う
も
の
を
さ
が
し
ま
す
。
後
の
時
代
に
な

る
と
、
よ
り
美
し
く
、
合
う
貝
が
ら
が
よ
り

分
か
り
や
す
い
よ
う
に
と
、
貝
が
ら
の
内
が

わ
に
、
同
じ
絵
が
か
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
二
ま
い
を
合
わ
せ
て

組
を
作
る
こ
と
と
、
美
し
い
絵
を
か
く
こ
と

が
カ
ー
ド
遊
び
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
か
る

た
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ろ
は
か
る
た
や
百
人
一
首
は
、
今
で
も

多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に

も
、
動
物
か
る
た
、
俳は

い

句
か
る
た
、
わ
ら
べ

歌
か
る
た
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
か
る
た
が
生

み
出
さ
れ
、
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

全
国
の
都
道
府ふ

県
や
市
区
町
村
で
作
ら
れ
る

郷
き
ょ
う

土
か
る
た
も
あ
り
ま
す
。
ち
い
き
の
名
所

や
特と

く

産さ
ん

品
、
人
物
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
て
、

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る

か
る
た
で
す
。

　
か
る
た
は
、
小
さ
く
て
手
軽
な
遊
び
道
具

で
す
。
け
れ
ど
も
、
先
人
の
ち
え
が
つ
ま
っ

た
、
大
き
な
お
く
り
物
で
も
あ
る
の
で
す
。

都
道
府
県

市
区
町
村

後江
橋 

崇

　
一
九
四
二
年
、
東

京
都
生
ま
れ
。
法
学

者
。
か
る
た
研
究
家

で
も
あ
る
。

動物かるた

俳句かるた

さまざまなちいきの郷土かるた

132133

蛇
足

❖ 

意
味
　
必
要
の
な
い
も
の
ま
で
加
え
て
、
そ
の
こ
と
で

全
体
を
だ
め
に
し
て
し
ま
う
こ
と
。

❖ 

言
葉
の
由
来

　
あ
る
集
ま
り
で
、
家
来
た
ち
に
、
大
き
な
さ
か
ず
き
い
っ

ぱ
い
の
お
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
み
ん
な
で
飲

む
に
は
、
量
が
足
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
地
面
に
蛇
の
絵
を

か
き
、
い
ち
ば
ん
先
に
で
き
あ
が
っ
た
者
が
、
こ
の
酒
を
全

部
飲
め
る
こ
と
に
す
る
と
決
め
ま
し
た
。

　
し
ば
ら
く
し
て
、
あ
る
一
人
が
、
真
っ
先
に
蛇
の
絵
を
完

成
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
人
は
、
ほ
か
の
人
の
絵
が
ま
だ
ま
だ

で
き
あ
が
り
そ
う
に
な
い
の
を
見
て
、
右
手
に
さ
か
ず
き
を

持
っ
た
ま
ま
、
左
手
で
、
蛇
に
足
を
か
き
足
し
ま
し
た
。
や

が
て
、
二
番
目
に
完
成
さ
せ
た
人
が
、

「
蛇
に
足
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
蛇
じ
ゃ
な
い
。」

と
言
っ
て
、
さ
か
ず
き
を
う
ば
い
取
り
、
お
酒
を
全
部
飲
ん

で
し
ま
い
ま
し
た
。

五
十
歩
百
歩

❖ 

意
味
　
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ち
が

い
で
は
な
い
こ
と
。

❖ 

言
葉
の
由
来

　
昔
、
孟
子
と
い
う
賢
人
が
い
ま
し
た
。
あ
る
王
様
が
、
孟

子
に
向
か
っ
て
、

「
わ
た
し
の
国
は
正
し
い
政
治
を
行
っ
て
い
る
の
に
、
と
な

り
の
国
と
人
口
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
ど
う
し
て
、
こ

の
国
に
人
々
が
集
ま
っ
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」

と
た
ず
ね
ま
し
た
。
す
る
と
、
孟
子
は
、

「
戦
争
の
と
き
に
、
あ
る
兵
士
が
五
十
歩
に
げ
、
も
う
一
人

が
百
歩
に
げ
た
と
し
た
ら
、
五
十
歩
に
げ
た
兵
士
は
、
百

歩
に
げ
た
兵
士
を
、
お
く
び
ょ
う
者
と
笑
え
る
で
し
ょ

う
か
。」

と
き
き
ま
し
た
。
王
様
が
、

「
ど
ち
ら
も
に
げ
た
こ
と
に
ち
が
い
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は

お
か
し
い
。」

と
答
え
る
と
、
孟
子
は
、

「
王
様
の
お
っ
し
ゃ
る
正
し
い
政
治
も
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と

で
す
。
実
は
、
と
な
り
の
国
の
政
治
と
、
あ
ま
り
ち
が
っ

て
は
い
な
い
の
で
す
。」

と
答
え
ま
し
た
。

知
る
と
楽
し
い「
故こ

事
成
語
」

❖ 

使
い
方

　
せ
っ
か
く
の
文
章
な
の
に
、

最
後
の
一
文
は
蛇
足
だ
っ
た
ね
。

❖ 

使
い
方

　
き
も
だ
め
し
で
泣
い
た
か
ら
っ
て
、
弟

を
か
ら
か
っ
て
は
だ
め
だ
よ
。
君
だ
っ
て
、

と
ち
ゅ
う
で
引
き
返
し
た
の
だ
か
ら
、
五 

十
歩
百
歩
じ
ゃ
な
い
か
。

孟
子

昔
の
中
国
の
思
想
家
。

儒
教
と
い
う
、
政
治

や
道
徳
の
教
え
を
広

め
た
。

5253

5

5

248
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

平へ
い

家け

物
語

祗ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘か

ね

の
声
、

諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常
じ
ょ
う
の
響ひ

び

き
あ
り
。

沙し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花
の
色
、

盛じ
ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
理

こ
と
わ
りを

あ
ら
は（

わ
）

す
。

お
ご
れ
る
人
も
久ひ

さ

し
か
ら
ず
、

た
だ
春
の
夜よ

の
夢ゆ

め

の
ご
と
し
。

た
け
き
者
も
つ
ひ

（
い
）

に
は
滅ほ

ろ

び
ぬ
、

ひ
と
へ

（
え
）
に
風
の
前
の
塵ち

り

に
同
じ
。

枕ま
く
ら
の

草そ
う

子し

　
春
は
あ
け
ぼ
の
。

や（
よ
う
よ
う
）

う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は（

わ
）
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、

紫
む
ら
さ
きだ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

　
夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
、

や
み
も
な
ほ

（
お
）
、
蛍

ほ
た
る
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ（

い
）
た
る
。

ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、

ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
を

（
お
）
か
し
。

雨
な
ど
降ふ

る
も
を

（
お
）

か
し
。

　「
枕
草
子
」
は
、
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

作
者
の
清せ
い

少
し
ょ
う

納な

言ご
ん

が
、
心
に
感
じ
た
こ
と
を
、

自
由
に
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
も
、
夏
の
夜
を
飛
び
か
う
蛍
の
光

に
、
美
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　「
平
家
物
語
」
は
、
平
家
と
よ
ば
れ
る
武ぶ

士
の
一

族
が
、
栄
え
ほ
ろ
ん
で
ゆ
く
さ
ま
を
書
い
た
作
品
で

す
。
作
者
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
移
り
変
わ
る
時
代
と
、
そ
の
中
を
生
き
る
人
々
の

す
が
た
に
、
昔
の
人
は
何
を
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
春
は
明
け
方
。
だ
ん
だ
ん
白
く
な
っ
て

い
く
山
ぎ
わ
の
空
が
、
少
し
明
る
く
な
っ

て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て

い
る
の
が
よ
い
。

　
夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
月
の
な
い
や
み
夜
で
も
、
蛍
が
た

く
さ
ん
飛
び
か
っ
て
い
る
の
は
よ
い
。
た

だ
一
ぴ
き
二
ひ
き
と
、
か
す
か
に
光
り
な

が
ら
飛
ん
で
い
く
の
も
お
も
む
き
が
あ
る
。

雨
な
ど
が
降
る
の
も
よ
い
も
の
だ
。

　
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
は
、「
す
べ
て
の

物
事
は
移
り
変
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
人

に
思
い
起
こ
さ
せ
る
響
き
が
あ
る
。
沙
羅

双
樹
の
花
の
す
が
た
は
、
い
き
お
い
の
さ

か
ん
な
者
も
い
つ
か
は
お
と
ろ
え
る
と
い

う
道
理
を
示
し
て
い
る
。
お
ご
り
高
ぶ
る

人
も
長
く
は
続
か
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢

の
よ
う
に
は
か
な
い
。
強
い
者
も
最
後
に

は
滅
び
る
。
風
に
ふ
き
飛
ぶ
塵
と
同
じ
で

あ
る
。

126127

秋
晴
れ

さ
わ
や
か

水
澄す

む

秋
の
暮く

れ

秋
さ
び
し

身
に
し
む

▼ 

秋
の
空
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
を
見
せ
ま
す
。
天
気
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
記
事
を
新
聞
か
ら
さ
が
し
、
秋
ら
し
い
言

葉
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

秋
の
空

鰯
雲

　
小
さ
な
白
い
雲
の
か
た
ま
り
が
、
鰯
が

集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。

天
高
く
馬
肥こ

ゆ
る
秋

　
気
分
が
晴
れ
晴
れ
と
す
る
、
す
み
切
っ
た

秋
の
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

秋
の
日
は

つ
る
べ
落
と
し

　
秋
は
、
日
の
し
ず
む
の
が
早

く
な
り
ま
す
。
そ
の
さ
ま
を
、

い
ど
水
を
く
む
つ
る
べ
が
、

あ
っ
と
い
う
ま
に
落
ち
る
こ
と

に
た
と
え
て
い
ま
す
。 秋

の
夜
長

　
夜
が
長
く
な
っ
て
く
る
秋
に
は
、

空
気
が
す
み
、
月
が
き
れ
い
に
見

え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。星ほ

し

月づ
き

夜よ

弓ゆ
み

張は
り

月づ
き

十い
ざ
よ
い

六
夜

後の
ち

の
月

山
よ
そ
お
う

鰯
雲
天
に
ひ
ろ
ご
り
萩は

ぎ

咲さ

け
り

 

水み
ず

原は
ら 

秋
し
ゅ
う 

櫻お
う

子し

い
わ
し
雲
大
い
な
る
瀬せ

を
さ
か
の
ぼ
る

 

飯い
い

田だ 

蛇だ

笏こ
つ

鰯
い
わ
し
雲
こ
の
一
族
の
大
移
動

 

茨
い
ば
ら

木き 

和か
ず

生お

5

10

5

10

季
節
の
言
葉

威
を
借
る
狐
」
も
、
機
転
と
才
知
で
危
機
を
乗
り

切
る
故
事
を
離
れ
、
力
あ
る
者
に
取
り
入
っ
て
虚

勢
を
は
る
狡
猾
者
を
そ
し
る
意
に
使
ふ
。
か
か
る

言
葉
の
意
味
の
変
遷
も
〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉

の
一
側
面
た
り
。

　

 

【
声
に
出
す
古
典
】…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

五
年
「
今
も
昔
も
」
は
、『
竹
取
物
語
』、『
枕

草
子
』、『
平
家
物
語
』
の
書
き
出
し
を
、
声
に
出

し
て
読
む
単
元
な
り
。
こ
の
年
頃
の
子
ど
も
は
、

文
語
調
の
言
ひ
回
し
を
存
外
好
む
。
文
意
は
知
ら

ず
と
も
、そ
ら
ん
じ
て
読
め
れ
ば
よ
し
と
す
。日
々

の
隙
間
な
る
時
間
に
声
に
出
し
て
読
む
機
会
を
一

年
中
も
つ
こ
と
を
志
す
べ
し
。
小
学
校
に
あ
り
て

〈
伝
統
的
な
言
語
文
化
〉
の
学
び
は
、
子
ど
も
の

声
に
乗
せ
る
こ
と
が
枢
要
な
り
。

　

 

【
自
然
を
詠
む
】…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

五
年
「
季
節
の
言
葉
」
は
「
春
か
ら
夏
へ
、
夏

の
日
、
秋
の
空
、
冬
か
ら
春
へ
」
の
四
編
よ
り
な

る
。
季
節
ご
と
に
自
然
美
を
描
く
詩
歌
を
載
せ
て

あ
り
。
そ
の
う
ち
、
い
づ
れ
の
季
節
に
も
、
地
上

よ
り
空
を
見
上
げ
て
詠
め
る
句
あ
り
。

　
　

花
冷
え
に
欅

け
や
きは
け
ぶ
る
月
夜
か
な

　
　
（
春
か
ら
夏
へ
）

　
　

涼す
ず

風か
ぜ

や
青
田
の
上
の
雲
の
か
げ

　
　
（
夏
の
日
）

　
　

い
わ
し
雲
大
い
な
る
瀬
を
さ
か
の
ぼ
る

　
　
（
秋
の
空
）

　
　

夕
焼
け
て
な
ほ
そ
だ
つ
な
る
氷つ

ら
ら柱

か
な

　
　
（
冬
か
ら
春
へ
）

　

こ
れ
ら
を
比
べ
て
「
日
本
の
空
」
を
題
材
に
開

発
単
元
を
組
む
も
よ
し
。
子
ど
も
ら
に
詞
華
集
を

編
ま
せ
て
綴
じ
る
も
よ
し
。
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
す

べ
き
可
能
性
を
秘
め
た
り
。

ま
な
し
。
と
り
ど
り
の
か
る
た
を
集
め
、
教
室
に

て
遊
び
楽
し
め
ば
、
す
な
は
ち
〈
伝
統
的
な
言
語

文
化
〉
の
学
び
に
な
る
。
富
士
宮
の
小
学
校
に
勤

む
る
野
田
和
洋
氏
の
実
験
に
よ
れ
ば
、
百
人
一
首

の
歌
を
最
も
効
率
的
に
深
く
記
憶
す
る
方
法
は
、

か
る
た
取
り
遊
び
を
繰
り
返
し
楽
し
む
こ
と
に
尽

く
。
小
学
生
の
暗
記
力
は
め
ざ
ま
し
き
も
の
な
れ

ば
、
札
を
よ
り
多
く
取
ら
ん
と
す
る
動
機
づ
け
に

て
多
く
の
詩
歌
、
こ
と
わ
ざ
を
自
然
と
憶
え
さ
せ

る
こ
と
、
益
多
し
。
か
る
た
は
二
年
「
季
節
の
言

葉
」
に
も
見
ゆ
。
か
か
る
伏
線
、
本
教
科
書
に
は

あ
ま
た
あ
り
。

　

 

【
故
事
成
語
】…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

四
年
「
知
る
と
楽
し
い
『
故
事
成
語
』」
は
、

長
じ
て
日
本
と
中
国
の
文
化
交
流
を
理
解
す
る
学

習
へ
と
つ
な
が
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
し
「
蛇
足
」

も
「
五
十
歩
百
歩
」
も
、
中
学
・
高
等
学
校
の
国

語
教
科
書
で
は
漢
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
あ
り
。

子
ど
も
一
人
に
一
つ
づ
つ
故
事
成
語
を
割
り
当
て
、

故
事
の
内
容
・
意
味
・
用
例
を
ま
と
め
て
発
表
す

る
、
故
事
成
語
か
る
た
を
作
り
て
取
り
合
ふ
、
な

ぞ
な
ぞ
遊
び
を
す
る
な
ど
、
子
ど
も
の
語
彙
を
増

や
す
機
会
は
い
く
ら
で
も
あ
り
。
故
事
成
語
に
は
、

も
と
の
意
味
の
転
化
す
る
も
の
も
あ
り
。「
助
長
」

は
、
本
来
わ
ろ
き
意
味
な
る
が
、
今
日
で
は
助
け

伸
ば
す
行
為
に
使
ふ
こ
と
珍
し
か
ら
ず
。「
虎
の

　

 

【
か
る
た
】…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

三
年
に
は
江え

橋ば
し

崇た
か
し

氏
に
よ
る
「
か
る
た
」
の
説

明
文
あ
り
。「
か
る
た
」
の
名
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

に
由
来
す
る
は
周
知
の
こ
と
な
れ
ど
、
江
橋
氏
は

そ
の
元
な
る
遊
び
に
「
貝
お
お
い
」
の
あ
る
こ
と

を
指
摘
せ
り
。
こ
れ
は
蛤

は
ま
ぐ
りの

双ふ
た

身み

を
合
は
せ
て
組

を
作
る
遊
び
に
て
、
い
ろ
は
か
る
た
、
百
人
一
首

の
元
祖
な
り
。
こ
の
他
に
も
動
物
か
る
た
、
俳
句

か
る
た
、
わ
ら
べ
歌
か
る
た
な
ど
、
枚
挙
に
い
と

「かるた」（三年下）

「声に出して楽しもう」（五年）

「知ると楽しい『故事成語』」（四年下）

「季節の言葉 ～秋の空～」（五年）

1415

特
集
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十
二
世
紀
と
い
う
大
昔
に
、
ま
る
で
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
、
こ
ん
な
に
楽
し
く
、
と
び

き
り
モ
ダ
ン
な
絵
巻
物
が
生
み
出
さ
れ
た
と
は
、
な
ん
と
す
て
き
で
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
も
、
筆
で
描
か
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
絵
が
、
実
に
自
然
で
の
び
の
び
し
て
い
る
。

描
い
た
人
は
き
っ
と
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
、
自
由
な
心
を
も
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

世
界
を
見
渡わ

た

し
て
も
、
そ
の
こ
ろ
の
絵
で
、
こ
れ
ほ
ど
自
由
闊か

っ

達
な
も
の
は
ど
こ
に
も
見
つ

か
っ
て
い
な
い
。
描
か
れ
て
か
ら
八
百
五
十
年
、
祖
先
た
ち
は
、
幾い

く

多
の
変
転
や
火
災
の
た
び

に
救
い
出
し
、
そ
の
せ
い
で
一
部
が
失
わ
れ
た
り
破
れ
た
り
し
た
に
せ
よ
、
こ
の
絵
巻
物
を
大

切
に
保
存
し
、
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
た
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、
だ
か
ら
、
国
宝
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
人
類
の
宝
な
の
だ
。

宝
た
か
ら

た

3

自
由
闊
達

物
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

自
分
の
思
う
ま
ま
に
行

動
す
る
さ
ま
。

高
畑 

勲

　
一
九
三
五
年
生
ま
れ
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画

監か
ん

督と
く

。

　
こ
の
文
章
は
、
二
〇 

〇
八
年
に
書
か
れ
た
。

5

「信
し

貴
ぎ

山
さん

縁
えん

起
ぎ

絵巻」飛
とび

倉
くら

の巻より
倉が動き，鉢

はち

が転がり出る。それにおどろいた人々が上を見上げな
がら裏戸を走り出てくる。その行く手に，鉢に乗って倉が空を飛ん
でいく。人々はこの不思議な出来事を追っかけているのである。

「伴
ばん

大
だい

納
な

言
ごん

絵巻」上巻より
人々が大きな門に駆けこんでいく。門の中は左上の方を見上げるやじ馬でいっぱい。何事
だろう。絵の左上に黒いけむりが。実は，さらにこの絵の続きに，燃えさかる大火事が描
かれているのである。

『
鳥
獣
戯
画
』
と
同
じ
時
代
に
生
ま
れ
た
絵
巻
物

66

51015

67

51015

か
ら
よ
ほ
ど
間ま

も
ご
ざ
る
に
よ
っ
て
、
も
は
や
飛
び

そ
う
な
も
の
じ
ゃ
が
、
飛
ば
ぬ
か
知
ら
ぬ
。

山
伏
　
こ
れ
は
い
か
な
こ
と
。
こ
の
高
い
所
か
ら
飛
べ

と
申
す
。

柿
主
　
ち
と
う（う
か
れ
さ
せ
て
）

か
い
て
や
ろ
う
。（
お
う
ぎ
で
左
手
を
打
ち
、

ひ
ょ
う
し
を
取
り
な
が
ら
）
は
あ
、
飛
ぼ
う
ぞ
よ
。

山
伏
　
ひ
い
。

柿
主
　（
だ
ん
だ
ん
速
く
）
飛
び
そ
う
な
。

山
伏
　
ひ
い
。

柿
主
　
飛
ぼ
う
ぞ
よ
。

山
伏
　
ひ
い
。

柿
主
　
飛
び
そ
う
な
。

山
伏
　
ひ
い
、
ひ
い
、
ひ
い
、
ひ
い
、
ひ
い
い
。
よ
ろ
、

よ
ろ
、
よ
ろ
。（
足
を
ち
ぢ
め
て
飛
び
下
り
て
、
転
ぶ
。）

あ
痛い
た

、
あ
痛
、
あ
痛
。

柿
主
　
よ（よ
い
格
好
だ
な
）

い
な
り
の
、
よ
い
な
り
の
。
急
い
で
も
ど
ろ

う
。（
と
、
行
き
か
け
る
。）

山
伏
　
や
い
や
い
、
や
い
そ（そ
こ
に
い
る
）

こ
な
や
つ
。

柿
主
　（
ふ
り
返
っ
て
）
や
あ
。

山
伏
　
や
あ
と
は
、
お
の
れ
、
に
く
い
や
つ
の
。
最
前

か
ら
、
こ
の
尊
い
山
伏
を
、
鳥
類
畜ち
く

類
に
た（た
と
え
る
）

と
う
る

の
み
な
ら
ず
、
あ（そ
の
う
え
さ
ら
に
）

ま
っ
さ
え
と
び
じ
ゃ
と
言
う
。 

総
じ
て
山
伏
の
果
て
は
、
と
び
に
も
な
る
と
い
う
に

よ
っ
て
、そ
れ
が
し
も
、は（早
く
も
）

や
と
び
に
な
っ
た
か
と

思
う
て
、
あ
れ
、
あ
の
高
い
所
か
ら
飛（飛
ん
だ
と
こ
ろ
）

う
だ
れ
ば
、

ま
だ
う（経
験
の
浅
い
）

ぶ
毛
も
生
え
ぬ
山
伏
を
飛
ば
せ
お
っ
て
、 

こ
し
の
骨
を
し（ひ
ど
く
）

た
た
か
に
打
た
せ
た
。
さ
あ
さ
あ
、

お
の
れ
が
宿（家
）へ

連
れ
て
い
て
、
看
病
せ
い
。

柿
主
　
看
病
す
る
は
や（た
や
す
い
け
れ
ど
）

す
け
れ
ど
、
お
の
れ
が
よ
う
に

柿
を
ぬ
す
ん
で
食
ろ
う
山
伏
を
、
た（だ
れ
が
）

が
看
病
す
る 

も
の
か
。

山
伏
　
そ（そ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
こ
と
）

の
つ
れ
を
言
う
て
看
病
せ
ず
は
、
た
め
に

（
お
ま
え
の
た
め
に
）

 

悪
か
ろ
う
。

柿
主
　
た
め
に
悪
か
ろ
う
と
言
う
て
、
何
と
す
る
。

山
伏
　
目（ひ
ど
い
め
に
あ
わ
せ
よ
う
。）

に
も
の
を
見
し
ょ
う
。

柿
主
　
そ
れ
は
た
れ
が
。

山
伏
　
み（自
分
）

ど
も
が
。

柿
主
　
そ（お
ま
え
く
ら
い
の
者
な
ら
、た
い
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。）

ち
が
分
と
し
て
、
深
し
い
こ
と
は
あ
る
ま 

い
ぞ
。

山
伏
　
て（確
か
に
）

い
と
そ
う
言
う
か
。

柿
主
　
お（言
う
ま
で
も
）

ん
で
も
な
い
こ
と
。

山
伏
　
お
の
れ
、
く
や
も
う
ぞ
よ
。

柿
主
　
な
ん
の
。
く
や
む
も
の
か
。

山
伏
　
た
っ
た
今
、
目
に
も
の
を
見
し
ょ
う
。

山
伏
　
そ
れ
、
山
伏
と
言（い
う
の
は
）

っ
ぱ
、
山
に
起
き
伏
す
に

尊
た
っ
と

た

い
山
伏
の
果
て

は
、
と
び
に

も
な
る
と
い

うて
ん
ぐ
が
空
を
飛

ぶ
と
き
に
と
び
に

化
け
る
と
い
う
言

い
伝
え
か
ら
、
山

伏
も
行
力
を
得
て

と
び
に
な
れ
る
だ

ろ
う
と
思
っ
た
。

骨ほ
ねた看カ

ンた

病

132133

510

　
は
っ
け
よ
い
、
の
こ
っ
た
。
秋
草
の
咲さ

き
乱
れ
る
野
で
、
蛙か

え
る

と
兎う

さ
ぎ

が
相す

も
う撲
を
と
っ
て
い
る
。

蛙
が
外
掛が

け
、
す
か
さ
ず
兎
は
足
を
か
ら
め
て
返
し
技わ

ざ

。
そ
の
名
は
な
ん
と
、
か
わ
ず
掛
け
。

お
っ
と
、
蛙
が
兎
の
耳
を
が
ぶ
り
と
か
ん
だ
。
こ
の
反
則
技
に
、
た
ま
ら
ず
兎
は
顔
を
そ
む
け
、

ひ
る
ん
だ
と
こ
ろ
を
蛙
が
︱
︱
。

　
墨す

み

一
色
、抑よ

く

揚よ
う

の
あ
る
線
と
濃の

う

淡た
ん

だ
け
、の
び
の
び
と
見
事
な
筆
運
び
、そ
の
気
品
。
み
ん
な

生
き
生
き
と
躍や

く

動
し
て
い
て
、
ま
る
で
人
間
み
た
い
に
遊
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
に

人
間
く
さ
い
の
に
、
何
か
ら
何
ま
で
本
物
の
生
き
物
の
ま
ま
。
耳
の
先
だ
け
が
ぽ
ち
ん
と
黒
い

の
は
、白
い
冬
毛
の
北
国
の
野
ウ
サ
ギ
。い
ぼ
い
ぼ
が
あ
っ
て
、い
く
筋
か
背
中
が
盛
り
上
が
っ

て
い
る
の
は
ヒ
キ
ガ
エ
ル
。
た
だ
の
空
想
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
動
物
を
観
察
し
た
う
え
で
、

骨
格
も
、手
足
も
、毛
並
み
も
、ほ
ぼ
正
確
に
し
っ
か
り
と

描え
が

い
て
い
る
。だ
か
ら
、こ
の
絵
を
見
る
と
、さ
っ
き
ま
で

四
本
足
で
駆か

け
た
り
跳と

び
は
ね
た
り
し
て
い
た
本
当
の 

兎
や
蛙
た
ち
が
、
今
ひ
ょ
い
と
立
っ
て
遊
び
始
め
た
の
だ

と
し
か
思
え
な
い
。

　
こ
の
絵
は
、『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
甲こ

う

巻
、
通
称し

ょ
う

『
鳥
獣

戯
画
』
の
一
場
面
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
、「
漫ま

ん

画
の
祖
」
と
も

言
わ
れ
る
国
宝
の
絵
巻
物
だ
。
な
ぜ
漫
画
の
祖
と
よ
ば
れ

て
い
る
の
か
、
こ
の
一
場
面
を
見
た
だ
け
で
も
わ
か
る
。

線
の
み
で
描
か
れ
、
大
き
さ
が
ち
が
う
は
ず
の
兎
と
蛙
が

相
撲
を
と
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
、
お
か
し
く
て
、
お
も
し

ろ
い
。
す
ご
く
上
手
だ
け
れ
ど
、
た
し
か
に
漫
画
み
た
い

だ
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
た
め
し
に
、
ぱ
っ
と

ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
ご
ら
ん
。

咲
き
乱み
だみ

れ
る

『
鳥ち

ょ
う

獣じ
ゅ
う

戯ぎ

画が

』
を
読
む
高た

か

畑は
た 

勲
い
さ
お

● ものの見方を広げよう7

読む
　筆者は，「何を」「どのように」感じ，それをどんな言葉

で表現しているのだろう。筆者のものの見方をとらえよう。

5

外
掛
け

か
わ
ず
掛
け

ど
ち
ら
も
、
相
撲
の
足

技
の
一
つ
。

返
し
技

相
手
の
技
を
外
す
と
同

時
に
切
り
返
し
て
掛
け

る
技
。

『
鳥
獣
人
物
戯
画
』

甲
巻

『
鳥
獣
人
物
戯
画
』は
全

四
巻
か
ら
成
る
。
甲
巻

は
そ
の
第
一
巻
。

こ
の
文
章
で
は
、
筆
者

は『
鳥
獣（
人
物
）戯
画
』

の
み
二
重
か
ぎ
（『

』）

を
用
い
、
他
の
か
ぎ

（「

」）
と
区
別
し
て
い

る
。

甲
巻カ
ンみ

国
宝ホ
ウみ

絵
巻ま

きま

物

　

 
【
擬
声
語
・
擬
態
語
】
…
…
…
…
…
…
…
…

　

六
年
「
柿
山
伏
」
は
、
狂
言
な
り
。
狂
言
は
物

音
す
べ
て
言
葉
に
て
表
す
た
め
、
擬
声
語
・
擬
態

語
の
宝
庫
な
り
。「
柿
山
伏
」
に
も

　
　

こ
か
あ
、
こ
か
あ
、
こ
か
あ
（
カ
ラ
ス
）

　
　

き
ゃ
あ
、
き
ゃ
あ
、
き
ゃ
あ
（
猿
）

　
　

ひ
い
よ
ろ
、
ひ
い
よ
ろ
（
ト
ビ
）

　
　

ぼ
ろ
ん
ぼ
ろ
、
ぼ
ろ
ん
ぼ
ろ
（
呪
文
）

な
ど
、
お
も
し
ろ
き
も
の
多
し
。
擬
声
語
・
擬
態

語
は
世
界
広
し
と
い
へ
ど
も
日
本
語
に
特
に
多
き

語
な
り
。
平
成
十
七
年
度
版
光
村
国
語
教
科
書
全

体
に
も
約
千
あ
り
。
そ
の
う
ち
、
低
学
年
は
言
葉

の
調
子
に
親
し
む
も
の
目
立
ち
、
中
学
年
は
物
語

の
情
景
・
人
物
の
心
情
を
描
く
も
の
目
立
ち
、
高

学
年
は
独
創
的
な
る
も
の
目
立
つ
（
信
州
大
学
・

見
村
友
里
氏
の
調
査
に
よ
る
）。
宮
澤
賢
治
の「
や

ま
な
し
」
に
も
お
も
し
ろ
き
擬
声
語
・
擬
態
語
あ

れ
ば
、
こ
の
語
彙
を
主
題
に
「
柿
山
伏
」
と
比
較

し
つ
つ
、
古
典
よ
り
現
代
に
通
づ
る
日
本
人
の
言

語
感
覚
に
思
ひ
を
馳
せ
る
な
ど
面
白
し
。

　

 

【
視
覚
的
表
現
と
古
典
】
…
…
…
…
…
…
…

　

同
じ
く
六
年
「『
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」
は
、

著
名
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督
の
高
畑
勲い

さ
お

氏

が
筆
を
執
る
。『
鳥
獣
戯
画
』
は
一
連
の
絵
巻
な

れ
ど
、
教
科
書
で
は
相
撲
と
る
兎
と
蛙
の
画
を
二

つ
の
場
面
に
区
切
り
て
前
後
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
、

素
早
く
め
く
れ
と
促
し
て
『
戯
画
』
の
動
き
を
感

受
さ
せ
ん
と
す
。
文
末
に
は
『
戯
画
』
と
同
時
期

の
絵
巻
と
し
て
「
信し

貴ぎ

山さ
ん

縁
起
絵
巻
」、「
伴ば

ん

大だ
い

納な

言ご
ん

絵
巻
」
を
載
せ
、
描
か
れ
し
人
々
の
素
敵
に
躍

動
す
る
さ
ま
を
示
す
。
こ
れ
ら
は
、
絵
と
と
も
に

物
語
を
語
る
日
本
文
化
の
特
徴
を
知
る
に
よ
き
資

料
な
り
。
か
の
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
も
、
貴
族

の
子
女
が
絵え

草ぞ
う

紙し

を
眺
め
つ
つ
、
女
房
に
物
語
を

読
ま
せ
親
し
め
る
風
景
の
描
か
れ
て
あ
り
。
樺
島

忠
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
の
文
字
に
漢
字
・
か

な
・
カ
タ
カ
ナ
・
ロ
ー
マ
字
な
ど
あ
る
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
字
の
視
覚
的
印
象
に
よ
る
。
新
学
習
指

導
要
領
は
、
随
所
に
視
覚
的
に
読
み
書
く
活
動
の

記
述
あ
り
。

　

以
上
、
さ
て
も
多
彩
な
る
〈
伝
統
的
な
言
語
文

化
〉
教
材
を
こ
そ
連
ね
た
れ
。
こ
れ
ら
を
用
ひ
て

明
日
の
国
語
教
室
が
い
ま
一
層
豊
か
な
ら
ん
こ
と

を
祈
る
。

…
…
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
初
め
は
読
み

づ
ら
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
読
み
い
た

だ
く
と
、
文
語
調
も
案
外
捨
て
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
感
じ
を
抱
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
こ
の
構
成
は
柳
田

國
男
の
名
著
『
遠
野
物
語
』
を
ま
ね
た
も
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
翻
作
も
、〈
伝
統
的
な
言
語
文

化
〉
を
学
ぶ
際
に
は
、
た
い
へ
ん
面
白
い
も
の
で

す
。
ご
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

「『鳥獣戯画』を読む」（六年）

「柿山伏」（六年）

特
集

1617
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せ
ん
せ
い
に
　
よ
ん
で
　
も
ら
っ
て
、

む
か
し
ば
な
し
を
　
た
の
し
み
ま
し
ょ
う
。

▼ 
ど
ん
な
　
と
こ
ろ
が
　
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
か
。

と
も
だ
ち
と
　
は
な
し
ま
し
ょ
う
。

126
ペ
ー
ジ
を
　
見
ま
し
ょ
う
。

い
な
だ 

か
ず
こ
・
つ
つ
い 

え
つ
こ 

ぶ
ん

な
が
の 

ひ
で
こ 

え

き
い
て
　
た
の
し
も
う

ま
の
　
い
い
　
り
ょ
う
し

6061

▼ 

お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
み
ん
な
で
出
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

だ
れ
が
、
何
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
か
。

先
生
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
む
か
し
話
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

松ま
つ

谷た
に 

み
よ
子こ 

文
　
蓬よ

も
ぎ

田だ 

や
す
ひ
ろ 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

ば
け
く
ら
べ

130
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

9091

　
人
物
や
場
面
の
様
子
を
思
い
う
か
べ
な
が
ら
、
昔
話
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。

▼ 

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
同
じ
よ
う
に

楽
し
め
る
話
を
、
ほ
か
に
も
知
っ
て
い
ま
す
か
。
友
達
と
話
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
話
は
、
落
語
と
し
て
も

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。126

ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

額ひ
た
い

に
柿か

き

の
木

瀬せ

川が
わ 

拓た
く

男お 

文
　
飯い

い

野の 

和か
ず

好よ
し 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

7475

　
先
生
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
む
か
し
話
を
た
の
し
み
ま
し
ょ
う
。

聞
い
て
た
の
し
も
う

三
ま
い
の
お
ふ
だ
せ
た 

て
い
じ
　
文

さ
い
と
う 

た
か
お
　
絵

▼ 

い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
。

友
だ
ち
と
話
し
ま
し
ょ
う
。

「
︱
︱
が
、
︱
︱
す
る
と
こ
ろ
で
す
。」

134
ペ
ー
ジ
を
見
ま
し
ょ
う
。

7475

▼ 

情
景
や
人
物
像
に
つ
い
て
、
あ
な
た
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
て
た
だ
ろ
う
か
。

感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
話
そ
う
。

聞
い
て
楽
し
も
う

249
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

　
人
物
や
場
面
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
、
昔
話
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。

河か

鹿じ
か

の
屛び

ょ
う

風ぶ

岸き
し 

な
み 

文
　
　
村む
ら

田た 

善よ
し

子こ 

絵

162163

　
人
物
や
場
面
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
、
昔
話
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。

▼ 

ど
ん
な
様
子
を
思
い
う
か
べ
ま
し
た
か
。
ど
ん
な

言
葉
や
表
現
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
か
。
友
達
と
話

し
ま
し
ょ
う
。

松ま
つ

谷た
に 

み
よ
子こ 

文

朝あ
さ

倉く
ら 
摂せ
つ 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

252
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

雪
女

新版教科書クローズアップ！新版教科書クローズアップ！　　　　

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
低
学
年
の
指
導

内
容
と
し
て
、
民
話
・
昔
話
の
読
み
聞
か
せ
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
新
版
教
科
書
で
は
、
民
話
や
昔

話
を
聞
い
て
楽
し
む
学
習
材「
聞
い
て
楽
し
も
う
」

を
六
年
生
ま
で
系
列
化
し
て
位
置
づ
け
ま
し
た
。

　

滑
稽
な
話
、
ス
リ
ル
満
点
な
話
、
落
語
、
怪
談
、

し
み
じ
み
と
し
た
民
話
─
─
子
ど
も
た
ち
が
思

わ
ず
聞
き
入
っ
て
し
ま
う
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
、

子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
子
ど
も
た
ち
が
、
絵
を
見
て
想
像
を
ふ
く

ら
ま
す
よ
う
に
、
見
開
き
で
挿
絵
を
入
れ
ま
し
た
。

文
章
に
つ
い
て
は
巻
末
に
配
し
ま
し
た
。
最
初
は

子
ど
も
た
ち
に
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
、
先
生
が
文

章
を
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
子
ど

も
た
ち
が
自
分
で
文
章
を
読
ん
だ
り
、
誰
か
に
読

み
聞
か
せ
た
り
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。　

　

六
年
間
を
通
し
て
、
豊
か
な
語
り
文
化
に
ふ
れ

る
こ
と
で
、
言
葉
の
力
を
育
む
素
地
を
築
い
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
新
版
教
科
書
の
新
し
い
試
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

今
号
は
、
各
学
年
に
位
置
づ
け
た
「
聞
い
て
楽
し
も
う
」
の
教
材
を
一
挙
ご
紹
介
！

「まのいいりょうし」（一年下）

猟師・百一つぁんが、カモやイノシシを運よく手に入れていくという
楽しい昔話。百一つぁんの情感あふれる方言も魅力的。

「三まいのおふだ」
（二年下）

和尚さんから三枚のおふだを
もらって山に出かけた小僧
は、やまんばにつかまってし
まう。おふだを使って切り抜
けようとするが…。スリリン
グななかにもユーモアあふれ
る昔話。擬声語や擬態語が多
用されているのも楽しい。

「ばけくらべ」
（三年上）

“ごんべえだぬき”と“へら
こいぎつね”の化けくらべ。
さあ、うまく化かせるのは
どっち？たぬきときつねのや
りとりが愉快な昔話。

「額に柿の木」
（四年下）

酒飲みの三太郎の頭に柿の
実が当たり、そこから柿の
木が生えてくるという不思
議な民話。落語「あたま山」
としても親しまれている。

「河鹿の屏風」
（六年）

河鹿の住む山を売らずに守
り続けた菊三郎。あると
き、菊三郎が持つ白い枕屏
風に、あざやかな河鹿の絵
が描かれていた…。静岡県
伊豆地方に伝わる民話。

「雪女」
（五年）

吹雪の日に雪女に助けられた
箕吉は、「今見たことを決し
て人に言ってはいけない」と
言われるが…。せつなさが残
る小泉八雲原作の怪談。

1819
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▼ 

だ
れ
が
　
出
て
　
き
ま
し
た
か
。
だ
れ
が
、
何
を
　

し
ま
し
た
か
。
み
ん
な
で
　
は
な
し
ま
し
ょ
う
。

い
な
ば
の
　
白
う
さ
ぎ

き
い
て
　
た
の
し
も
う

　
先
生
に
　
読
ん
で
　
も
ら
っ
て
、

お
は
な
し
を
　
た
の
し
み
ま
し
ょ
う
。

119
ペ
ー
ジ
を
　
見
ま
し
ょ
う
。

な
か
が
わ 

り
え
こ
　
文

い
と
う 

ひ
で
お
　
え

38

　
日
本
じ
ゅ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
　

お
は
な
し
が
　
つ
た
わ
っ
て
　
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
の
　
す
む
　
と
こ
ろ
に
は
、
ど
ん
な
　

お
は
な
し
が
　
つ
た
わ
っ
て
　
い
ま
す
か
。

本
は
　
と
も
だ
ち

新版教科書クローズアップ！　　　　

　

短
時
間
の
学
習
で
は
あ
る
が
、
自
分
一
人
で
は

な
か
な
か
手
に
し
な
い
よ
う
な
神
話
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
読
書
を
、「
読
み
聞
か
せ
」
に
よ
っ
て
広

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

教
師
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
を
主
た
る
活
動
と
し
、

「
だ
れ
が
、
何
を
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
話

し
合
い
活
動
へ
と
つ
な
ぐ
。
さ
ら
に
、「
本
は
と

も
だ
ち
」
で
は
、
地
方
の
昔
話
や
民
話
の
絵
本
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
読
書
活
動
へ
発
展
さ
せ
て
い

る
。指

導
の
実
際

　

こ
の
教
材
で
は
次
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
授
業

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設

さ
れ
、
小
学
校
で
は
平
成
二
十
三
年
か
ら
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
低
学
年
で
は
、「
昔
話
や
神
話
・
伝
承

な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、

発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
い
う
指
導
事
項

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
年
生
を
例
に
、

実
際
の
授
業
を
考
え
て
み
た
い
。

教
材
に
つ
い
て

　

古
事
記
を
原
典
と
す
る
こ
の
神
話
は
、
心
優
し

い
大お

お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
の
成
長
物
語
と
し
て
昔
か
ら
親
し
ま

れ
て
き
た
。
家
庭
や
幼
稚
園
な
ど
で
読
み
聞
か
せ

を
聞
い
て
い
る
子
ど
も
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
挿
絵
は
、
子
ど
も
た
ち
の

興
味
を
引
き
つ
け
、
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
は
、
昔
話

の
語
り
口
を
取
り
入
れ
、
子
ど
も
自
身
が
楽
し
く

読
み
進
め
て
い
け
る
構
成
や
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

い
な
ば
の  

白
う
さ
ぎ
（
二
年
上
）　

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

挿
絵
か
ら
ど
ん
な
話
で
あ
る
か
を
考
え
る
。

　

挿
絵
の
み
が
見
開
き
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
教
材
の
特
性
を
生
か
し
、
挿
絵
か
ら
予
想

さ
れ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
。

読
み
聞
か
せ
を
す
る
。

　

子
ど
も
た
ち
を
教
師
の
周
り
に
座
ら
せ
、
話
を

聞
く
姿
勢
を
待
っ
て
読
み
始
め
る
。
大
げ
さ
な
声

色
は
必
要
な
く
、
子
ど
も
が
ゆ
っ
た
り
と
聞
け
る

よ
う
に
す
る
。
絵
本
で
は
な
い
の
で
、
挿
絵
を
拡

大
し
て
黒
板
に
貼
っ
た
り
、「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教

科
書
」（
※
１
）
で
拡
大
提
示
し
た
り
し
て
も
よ
い
。

登
場
人
物
と
そ
の
行
動
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

　

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
一
人
で

は
確
か
め
に
く
い
子
ど
も
が
内
容
を
つ
か
む
こ

と
が
で
き
る
。
資
料
１
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
準
備
し
て
も
よ
い
。

谷
真
介
作
の
『
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
』（
佼
成
出

版
社
）
の
読
み
聞
か
せ
を
行
う
。

　

口
承
文
芸
の
昔
話
、
神
話
・
伝
承
が
、
い
ろ
い

ろ
な
人
の
手
に
よ
っ
て
物
語
と
な
る
こ
と
や
、
そ

の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
で
、
現
在
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
心
に
ふ
れ
さ
せ
た
い
。

　

絵
本
を
見
せ
な
が
ら
読
み
聞
か
せ
を
す
る
と

き
は
、
子
ど
も
た
ち
を
前
に
集
め
、
楽
な
姿
勢
で

絵
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
子
ど
も
た

ち
が
教
師
と
の
一
体
感
を
感
じ
て
く
れ
る
。

朝
読
書
の
時
間
に
読
書
活
動
を
広
げ
る
。

　
「
本
は
と
も
だ
ち
」
や
教
師
作
成
の
ブ
ッ
ク

リ
ス
ト
（
資
料
２
）
を
参
考
に
す
る
。
神
話
は

一
人
で
読
む
に
は
難
し
い
表
現
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、「
読
み
あ
い
」（
※
２
）
活
動
を
取

り
入
れ
る
と
よ
い
。

友
達
に
読
み
聞
か
せ
た
い
本
を
選
び
、
読
み
聞

か
せ
を
行
う
。

　

一
時
間
を
前
後
半
に
分
け
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
形
式
で
行
う
方
法
も
あ
る
。
そ
の
本
を
選
ん

だ
理
由
も
明
ら
か
に
し
、
聞
き
手
か
ら
感
想
を

も
ら
う
よ
う
に
す
る
。

泳げないうさぎは、さめを一列に並ばせてその上を渡ろうとするが…。
古くから伝わる出雲神話の一つ。

「いなばの白うさぎ」の後に掲載
される「本はともだち」のページ。

資
料
１
〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
例
〉

資
料
２
〈
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
例
〉

123

412

※
１　

国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

　

教
科
書
を
拡
大
投
影
す
る
こ
と
で
、
全
員
で
同
じ
画
面
に
注

目
し
な
が
ら
学
習
で
き
る
指
導
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
。

※
２　

読
み
あ
い

　

一
対
一
で
、
一
人
が
絵
本
を
声
に
出
し
て
読
み
、
相
手
が
そ

れ
を
聞
く
と
い
う
も
の
。
児
童
文
学
作
家
の
村
中
李
衣
氏
が

提
唱
し
て
い
る
。

第
一
時

第
二
時
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新版教科書クローズアップ！　　　　

─
今
回
の
改
訂
で
、
二
年
上
巻
に
「
い
な
ば
の
白

う
さ
ぎ
」
を
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

以
前
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
お
話
だ
と
う
か
が
い
ま

し
た
。

　

こ
の
神
話
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
知
っ
て
い
ま
す

し
、
昔
は
『
大
黒
様
』
と
い
う
こ
の
話
を
題
材
と

し
た
歌
も
よ
く
歌
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
親
し
み

の
あ
る
話
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
の
あ
わ
た
だ
し

い
社
会
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
と
、
神
話
や
民
話
、

昔
話
は
、
人
々
が
素
朴
に
幸
せ
に
人
間
ら
し
く
生

き
る
根
っ
こ
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
教
科
書
に
載
せ
た
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
い
ざ
、
現
代
の
小
学
二
年
生
に
向
け

て
書
く
と
な
る
と
大
変
で
し
た
ね
。

─
ど
ん
な
ご
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
か
。

　

ま
ず
、
原
典
の
『
古
事
記
』
を
そ
の
ま
ま
訳
し

た
の
で
は
、
人
名
や
話
の
背
景
な
ど
複
雑
で
難
し

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
を
わ
か
り
よ
く
表

─
「
読
み
聞
か
せ
」
が
教
科
書
に
位
置
づ
く
こ
と

で
、
ど
ん
な
効
果
が
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

読
み
聞
か
せ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
「
耳
か

ら
の
読
書
」
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
経

験
を
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、
ま

ず
、
読
書
に
対
す
る
肯
定
的
で
能
動
的
な
態
度
を

養
う
の
に
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
普
通
の

会
話
の
よ
う
な
「
話
し
言
葉
」
で
は
な
く
、「
書

き
言
葉
」
の
文
体
へ
の
な
じ
み
を
深
め
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
将
来
の
自
律
的
な

読
書
習
慣
へ
の
大
事
な
資
本
蓄
積
に
な
る
と
い
っ

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
大
人
に
な
っ
て

も
オ
ー
デ
ィ
オ
ブ
ッ
ク
を
聞
い
て
楽
し
む
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
、
読
書
へ
の
入
門
で
あ
る
と
同
時
に
生

涯
続
く
読
書
の
方
法
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
教
科
書
教
材
と
し
て
全
学

年
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
教
科
書
改
訂
で
は
、
各
学
年
の
「
読
書

案
内
」
も
充
実
さ
せ
ま
し
た
。「
読
ん
で
も
ら
っ

て
聞
く
」
と
い
う
と
、
一
見
、
受
け
身
の
活
動
で
、

─
授
業
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
読
み
聞
か
せ
を

し
て
も
ら
い
た
い
で
す
か
。

　

大
げ
さ
な
演
劇
調
に
す
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な

解
釈
を
入
れ
る
と
か
せ
ず
に
、
こ
の
ま
ま
の
文
章

を
、
先
生
の
い
つ
も
の
声
、
い
つ
も
の
調
子
で
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

わ
た
し
が
小
学
校
の
こ
ろ
、
体
育
が
雨
で
中
止

に
な
る
と
必
ず
先
生
に
本
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ど
ん
な
本
だ
っ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
に

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
と
き
の
う
れ
し
さ
は
今
で

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
の
子
ど
も
だ
っ
て
、
本
を
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
や
先
生
と
の
交
流
が
嫌
い
な
は
ず
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
時
間
を
作
っ
て
子
ど
も
た

ち
に
本
を
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

ん
で
あ
げ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
教
材
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
昔
話
や
民
話
の
お
お
ら
か
で

楽
し
い
世
界
は
入
門
と
し
て
最
適
で
す
。
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
に
よ
っ
て
好
き
な
ジ
ャ
ン
ル
は

違
い
ま
す
か
ら
、
物
語
に
限
ら
ず
、
科
学
的
な
読

み
物
で
も
い
い
で
す
し
、
学
年
に
よ
っ
て
は
新
聞

記
事
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
朝
の
会
、
昼
休
み
、
放
課
後
な
ど
、
機

会
も
で
き
る
だ
け
多
く
設
け
て
や
る
こ
と
が
大
事

で
す
。
そ
の
中
で
、「
先
生
、
こ
れ
読
ん
で
」
と

い
う
要
求
が
出
て
き
た
ら
、
不
公
平
に
な
ら
な
い

よ
う
配
慮
し
な
が
ら
、
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

　
「
読
み
聞
か
せ
」
の
場
は
、
声
と
耳
を
通
し
て

読
書
を
共
有
し
た
り
、
交
流
し
た
り
し
て
楽
し
む

場
で
す
。
先
生
が
「
読
み
聞
か
せ
」
を
す
る
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
が
「
読
み
聞
か
せ
」
を
す
る
場

を
工
夫
し
て
も
よ
い
で
す
ね
。

現
す
る
た
め
に
、
書
き
だ
し
と
結
び

に
い
ち
ば
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
書
き

だ
し
で
は
、「
む
か
し
、
む
か
し
、
大

む
か
し
」「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
な

ど
と
表
現
す
る
こ
と
で
昔
話
と
は
違
っ
た
も
っ
と

も
っ
と
昔
の
こ
と
、
神
話
な
ら
で
は
の
感
じ
を
出

し
た
つ
も
り
で
す
。
結
び
も
、
原
典
に
そ
っ
て
、

こ
こ
ま
で
で
ひ
と
ま
ず
完
結
し
た
話
に
な
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
生
の
朗
読
を
前
提
と
し
た
教
材
化
と

い
う
点
で
も
工
夫
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
自
身
も

経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
聞
き
手
の
子
ど
も
た
ち

が
、
次
に
何
が
起
き
る
の
か
わ
く
わ
く
し
な
が
ら

お
話
を
聞
く
様
子
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
子

ど
も
た
ち
を
し
っ
か
り
ひ
き
つ
け
る
よ
う
に
、
場

面
の
展
開
を
は
っ
き
り
と
表
し
、
情
景
が
子
ど
も

た
ち
の
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
簡
潔
な
表
現
を
心
が

け
、
一
文
を
あ
ま
り
長
く
せ
ず
テ
ン
ポ
よ
く
話
が

展
開
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

読
書
と
は
正
反
対
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
ま
す
が
、
子
ど
も
が
自
分
か
ら
頼

ん
で
読
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
場
合

に
は
、
き
わ
め
て
能
動
的
な
読
書
体
験
と
な
り
ま

す
。
読
み
聞
か
せ
教
材
を
入
り
口
と
し
て
、
さ
ら

に
先
に
広
が
る
豊
か
な
本
の
世
界
へ
の
道
筋
も
し

っ
か
り
と
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

─
読
み
聞
か
せ
を
す
る
う
え
で
、
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

最
初
は
教
師
の
側
か
ら
働
き
か
け
な
が
ら
の
読

み
聞
か
せ
で
い
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
「
先
生
、

こ
れ
読
ん
で
」
と
言
っ
て
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
を

作
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
聞
い
た
後
に
必
ず
感
想
を
求

め
た
り
、
話
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
る
だ
け
し
な
い
。
聞
き
手
の
心
を
自

由
に
、
楽
に
し
て
作
品
の
世
界
に
没
頭
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
種
多
彩
な
本
を
読

神
話
は

   
人
間
ら
し
く
生
き
る
根
っ
こ

読
み
聞
か
せ
の
場
は
、

   

共
に
読
む
こ
と
を
楽
し
む
場

児童文学作家。北海道生まれ。光村図書 国語教
科書の「はる」「いちねんせいのうた」（一上）、「くじ
らぐも」（一下）、「いなばの白うさぎ」（二上）の作
者。『いやいやえん』『ぐりとぐら』シリーズ（以上、
福音館書店）など多数の作品で親しまれている。

中
な か

川
が わ

李
り

枝
え

子
こ

千葉大学教授。旧満州に生まれ、大分県別府市
で育つ。秋田大学、文教大学を経て、現職。日
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東洋館出版社）など。

首
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と う
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よ し
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１
．
特
別
支
援
教
育
と
は

　

そ
も
そ
も
特
別
支
援
教
育
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
か
。
平
成
十
五
年
三
月
に
、
文
部
科
学

省
調
査
研
究
協
力
者
会
議
「
今
後
の
特
別
支
援

教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
最
終
報
告
）」
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
特
別
支
援
教
育

と
は
、「
従
来
の
特
殊
教
育
の
対
象
の
障
害
だ

け
で
な
く
、Ｌ
Ｄ
、Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
、
高
機
能
自
閉
症

を
含
め
て
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
自
立
や
社

度
だ
け
で
な
く
、
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ

に
視
点
を
当
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

近
年
、
子
ど
も
た
ち
を
巡
る
教
育
の
諸
課
題

に
対
応
し
て
、
協
力
者
会
議
や
モ
デ
ル
事
業
等

の
取
り
組
み
が
各
所
で
な
さ
れ
、
さ
ら
に
教
育

基
本
法
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
に
関
連
す
る
法

改
正
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
に

改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
で
は
、
小
中
学
校
等

に
お
い
て
、
学
習
障
害
・
注
意
欠
陥
多
動
性
障

害
等
を
含
む
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
に
対
し

会
参
加
に
向
け
て
、
そ
の
一
人
一
人
の
教
育
的

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
、
そ
の
持
て
る
力
を
高
め
、

生
活
や
学
習
上
の
困
難
を
改
善
又
は
克
服
す
る

た
め
に
、
適
切
な
教
育
や
指
導
を
通
じ
て
必
要

な
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
特
別
支
援
教
育
の
対

象
が
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
て
い
る
Ｌ
Ｄ（
学

習
障
害
）、Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ（
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
）・

高
機
能
自
閉
症
等
の
子
ど
も
た
ち
も
含
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
障
害
の
種
類
や
程

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
教
材
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
視
覚
的
、

聴
覚
的
に
教
材
を
示
せ
る
「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教

科
書
」
の
活
用
も
考
え
ら
れ
ま
す
。「
国
語
デ

ジ
タ
ル
教
科
書
」
は
、
文
章
を
ま
と
ま
り
ご
と

に
示
せ
た
り
、
音
声
で
読
ま
せ
た
り
、
イ
ラ
ス

ト
等
の
拡
大
等
々
、
そ
の
使
い
方
に
よ
っ
て
は
、

支
援
の
必
要
な
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
非
常

に
有
効
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
活
用

し
な
が
ら
、
先
生
方
が
工
夫
し
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、「
わ
か
る
授
業
」
を
展
開
し

や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

３
．
今
、
教
科
書
に

　
　

  

求
め
ら
れ
る
こ
と
は

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
十
年
六
月
に
「
障
害
の

あ
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図

書
等
の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
の
目
的
は
「
教
育

の
機
会
均
等
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
あ

る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書

等
の
普
及
を
促
進
し
、
障
害
等
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
児
童
及
び
生
徒
が
十
分
な
教
育
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
学
校
教
育
を
推
進
す
る
こ

と
」
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
教
科
用
特
定
図

て
適
切
な
教
育
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
平

成
二
十
年
に
告
示
さ
れ
た
幼
稚
園
教
育
要
領
、

小
学
校
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
、
翌
二
十
一

年
に
告
示
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
も
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
記
載
さ
れ

て
お
り
、
す
べ
て
の
学
校
に
お
い
て
、
特
別
支

援
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

２
．
わ
か
る
授
業
を

　
　

  

展
開
す
る
た
め
に

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
特
別
支

援
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
体
制
整
備

（
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
名

や
校
内
委
員
会
の
設
置
等
）
は
急
速
に
進
ん
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
具
体
的
な
指
導

方
法
と
な
る
と
苦
慮
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
の

も
否
め
ま
せ
ん
。
学
校
と
い
う
中
で
は
、
や
は

り
ど
の
子
に
と
っ
て
も
「
授
業
が
わ
か
る
」
と

い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
三
十
人
以
上
の
児
童

生
徒
が
在
籍
し
て
い
る
ク
ラ
ス
で
、
支
援
の
必

要
な
子
ど
も
を
含
め
て
「
わ
か
る
授
業
」
を
展

開
す
る
た
め
に
は
、
何
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う

か
。
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
ま
ず
は
、
特
別
支
援
教
育
の
視
点

を
取
り
入
れ
た
、
誰
に
で
も
見
や
す
い
、
わ
か

り
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
が
基
本
と

し
て
あ
る
こ
と
で
す
。と
は
い
え
、個
々
の
ニ
ー

ズ
に
よ
り
支
援
の
方
法
や
配
慮
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
す
べ
て
を
満
た
し
た
教
科
書
は
で
き
ま

せ
ん
。し
か
し
、「
教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
配
慮
」

（
p. 

27
参
照
）
で
示
し
た
具
体
例
等
を
考
慮
し

て
い
く
こ
と
は
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
先
生
方

は
、
そ
の
教
科
書
を
使
い
、
個
々
の
障
害
特
性

に
応
じ
た
支
援
方
法
や
配
慮
を
加
味
し
た
指
導

計
画
を
立
て
、
授
業
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
授
業
の
始
ま
り
に
一
時
間
の
流

れ
を
視
覚
的
に
わ
か
る
よ
う
に
提
示
し
て
見
通

し
を
持
た
せ
た
り
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
で
具
体

的
な
言
葉
を
使
っ
て
授
業
を
進
め
る
、
わ
か
り

や
す
い
板
書
の
工
夫
や
質
問
・
指
示
の
出
し

方
、
ま
た
、
苦
手
な
課
題
が
予
測
さ
れ
る
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
支
援
方
法
を
考
え
て
お

く
等
々
、
日
々
の
授
業
を
見
直
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
わ
か
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
日
々
の
事
務

処
理
が
多
く
、
な
か
な
か
教
材
研
究
等
に
時
間

が
取
れ
な
い
の
も
事
実
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
、
障
害
特
性
に
応

じ
た
支
援
方
法
や
配
慮
、
授
業
で
の
ヒ
ン
ト
や

教
材
例
等
が
示
さ
れ
て
い
る
指
導
書
や
指
導
案

例
等
が
あ
る
と
、
非
常
に
参
考
に
な
る
の
で
は

国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所

総
括
研
究
員

特
別
支
援
教
育
の
視
点
か
ら

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
を
目
指
し
て

2425

澤さ
わ

田だ

真ま

弓ゆ
み

す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
が
「
学
ぶ
楽
し
さ
」
に
ふ
れ
、
確
か
な
学
力
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
に
、
教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、先
生
方
が
授
業
さ
れ
る
際
に
心
に
留
め
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
。

お
二
人
の
先
生
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
を
目
指
し
て



175 174

の
た
ち
は
、
い
っ
せ
い
に

か
わ
の
む
ち
を
ふ
り
ま
し

た
。
馬
は
、
と
ぶ
よ
う
に

か
け
ま
す
。
で
も
、
先
頭

を
走
っ
て
い
く
の
は
、
白

馬
で
す
。
ス
ー
ホ
の
の
っ

た
白
馬
で
す
。

「
白
い
馬
が
一
等
だ
ぞ
。

74

175 174

の
た
ち
は
、
い
っ
せ
い
に

か
わ
の
む
ち
を
ふ
り
ま
し

た
。
馬
は
、
と
ぶ
よ
う
に

か
け
ま
す
。
で
も
、
先
頭

を
走
っ
て
い
く
の
は
、
白

馬
で
す
。
ス
ー
ホ
の
の
っ

た
白
馬
で
す
。

「
白
い
馬
が
一
等
だ
ぞ
。

74

110111

は
、も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぶ
つ
園
の
ど
う
ぶ
つ
は
、犬
や

ね
こ
な
ど
の
　
ペ
ッ
ト
と
ち
が
っ
て
、
も
と
も
と
、
し
ぜ
ん
の

中
で
　
く
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し
ぜ
ん
の
中
で
は
、
ど
う
ぶ
つ

た
ち
は
、
弱
っ
て
い
る
す
が
た
を
見
せ
ま
せ
ん
。
見
せ
る
と
、

て
き
に
　お
そ
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、
ど
う
ぶ
つ

園
に
い
て
も
、
ど
う
ぶ
つ
た
ち
は
、
い
た
い
と
こ
ろ
や
　つ
ら
い

こ
と
を
　
か
く
そ
う
と
し
ま
す
。
と
く
に
、
よ
く
知
ら
な
い
人

に
は
　
か
く
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん
か
ら
　
わ
た
し
の 

か
お
を
見
せ
て
、
な
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
　
大
切
な
の
で
す
。

「
お
は
よ
う
。」
と
言
い
な
が
ら
　
へ
や
の
中
へ
入
り
、
こ
え
も

お
ぼ
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

弱よ
わよ

る
大た

いた

切せ
つた

7071

　
む
か
し
、
あ
る
　
山
お
く
に
、

き
こ
り
の
　
ふ
う
ふ
が
　
す
ん
で
　

い
ま
し
た
。
山
お
く
の
　
一
け
ん
や

な
の
で
、
ま
い
ば
ん
の
よ
う
に

た
ぬ
き
が
　
や
っ
て
　
き
て
、

い
た
ず
ら
を
　
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
き
こ
り
は

わ
な
を
　
し
か
け
ま
し
た
。

　
あ
る
　
月
の
　
き
れ
い
な
　

ば
ん
の
　
こ
と
、
お
か
み
さ
ん
は
、

糸
車
を
　
ま
わ
し
て
、

糸
を
　
つ
む
い
で
　
い
ま
し
た
。

　
キ
ー
カ
ラ
カ
ラ
　
キ
ー
カ
ラ
カ
ラ

　
キ
ー
ク
ル
ク
ル
　
キ
ー
ク
ル
ク
ル

た
ぬ
き
の
　
糸
車

お
は
な
し
を
　
た
の
し
も
う

よ
む

き
し 

な
み 

さ
く

む
ら
か
み 

ゆ
た
か 

え

糸い
とい

車
ぐ
る
ま

ぐ

3

糸
車

書
等
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
教
科
用
拡
大

図
書
、
教
科
用
点
字
図
書
、
そ
の
他
障
害
の
あ

る
児
童
及
び
生
徒
が
学
習
す
る
た
め
に
作
成
し

た
教
材
で
あ
っ
て
、
検
定
用
教
科
図
書
等
に
代

え
て
使
用
し
得
る
も
の
で
す
。

　

弱
視
児
童
生
徒
の
た
め
の
拡
大
教
科
書
を
例

に
と
れ
ば
、
拡
大
教
科
書
は
、
弱
視
児
童
生
徒

の
視
認
特
性
を
考
慮
し
て
、
原
本
教
科
書
（
検

定
用
教
科
図
書
）
を
見
や
す
い
よ
う
に
、
文
字

や
図
を
大
き
く
し
た
り
、
フ
ォ
ン
ト
や
行
間
、

色
彩
や
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
変
更
、
囲
み
線
を
入

れ
各
領
域
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
等
々
の
工
夫
が

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
工
夫
を
し
て
作

成
さ
れ
た
拡
大
教
科
書
は
、
弱
視
児
童
生
徒
の

み
な
ら
ず
、
他
の
障
害
の
子
ど
も
た
ち
に
も
見

や
す
く
、
わ
か
り
や
す
い
教
科
書
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
文
字
等
を

拡
大
教
科
書
の
よ
う
に
大
き
く
し
な
い
ま
で
も
、

拡
大
教
科
書
作
成
の
技
術
的
知
識
や
情
報
を
含

め
て
、
特
別
支
援
教
育
の
視
点
か
ら
原
本
教
科

書
を
作
成
し
て
い
く
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、

す
べ
て
の
子
ど
も
に
と
っ
て
見
や
す
く
わ
か
り

や
す
い
教
科
書
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
指
導
者

の
配
慮
等
と
相
ま
っ
て
、「
わ
か
る
授
業
」
さ

ら
に
は
「
学
力
向
上
」
に
も
繋
が
っ
て
い
く
の

で
す
。

拡大教科書
光村図書では、他社に先がけて平成 4 年度より拡大
教科書を発行。その蓄積された経験や使用者の意見
などをもとに、平成 23 年度版教科書でも、さらに読
みやすい拡大教科書を目指す。

「スーホの白い馬」（平成17〜 22年度版／二年下）

行の終わりで単語や文節が切れないよう、
文章の折り返しに配慮している。

「たぬきの糸車」（平成23年度版／一年下）

一つひとつの写真がはっきり
区別できるように、写真の境
目を広くとっている。

「どうぶつ園のじゅうい」（平成23
年度版／二年上） 実際の文字の大きさ。

（26 ポイント）
本文の文字は、大きくゴシッ
ク体で再編集されている。

教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
配
慮
（
具
体
例
）

　

色
づ
か
い

　

・
使
用
す
る
色
数
は
適
当
か

　

・
ま
ぎ
ら
わ
し
い
色
づ
か
い
と
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
な
い
か

　

・
色
覚
に
特
性
の
あ
る
子
ど
も
に
配
慮
し
た
色
づ
か
い
と
そ
の
対
応

　

文
字
の
大
き
さ
、
フ
ォ
ン
ト
、
行
間
、
ル
ビ

　

・
見
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
か

　

文
章

　

・
説
明
、
指
示
等
の
文
章
は
簡
潔
か

　

・
イ
ラ
ス
ト
や
図
解
等
の
併
用
に
よ
り
理
解
を
促
す
等
の
工
夫

　

・
文
節
の
途
中
で
行
移
し
を
し
な
い
（
特
に
低
学
年
）

　

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
等
の
表
し
方

　

・
書
体
を
大
き
く
し
た
り
太
く
し
た
り
す
る

　

・
問
題
や
ま
と
め
等
を
枠
囲
み
し
、
わ
か
り
や
す
く
す
る

　

・
内
容
ご
と
に
箇
条
書
き
す
る

　

図
等
の
背
景
色
や
飾
り

　

・
内
容
理
解
に
必
要
な
背
景
色
や
飾
り
か
ど
う
か

　

・
図
表
中
の
文
字
や
数
字
が
見
や
す
い
か
ど
う
か

　

ペ
ー
ジ
構
成

　

・
指
導
の
順
、
思
考
の
順
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
か

　

写
真
・
図
・
内
容
ご
と
の
区
別

　

・
各
領
域
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か

　

学
習
の
目
標
や
手
順

　

・
何
を
す
る
の
か
等
の
見
通
し
が
も
て
る
か

　

・
学
習
の
振
り
返
り
が
で
き
る
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
設
け
る
等

　

イ
ラ
ス
ト

  

・
本
文
に
合
っ
た
イ
ラ
ス
ト
か

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
を
目
指
し
て

2627



42

▼ 

ま
い
ご
の
　
お
知
ら
せ
を
　
よ
く
　
聞

い
て
、
ま
え
の
　
ペ
ー
ジ
の
　
え
の
　
中
か

ら
、
と
も
こ
さ
ん
を
　
さ
が
し
ま
し
ょ
う
。

　
聞
き
お
と
し
て
は
　
い
け
な
い
　
だ
い
じ

な
　
こ
と
は
、
な
ん
で
す
か
。

▼ 

だ
い
じ
な
　
こ
と
に
　
気
を
　
つ
け
て
、

ま
い
ご
の
　
お
知
ら
せ
を
　
し
て
　
み
ま

し
ょ
う
。

▼ 

つ
ぎ
の
　
ペ
ー
ジ
の
　
え
を
　
見
て
、

え
ん
そ
く
の
　
も
ち
も
の
を
、
と
も
だ
ち
に
　

れ
ん
ら
く
し
ま
し
ょ
う
。

　
聞
く
　人
は
、
ノ
ー
ト
に
　書
き
ま
し
ょ
う
。

え
ん
そ
く
の
　
も
ち
も
の
を
　

れ
ん
ら
く
し
ま
す
。

も
っ
て
　
く
る
　
も
の
は
、

ぜ
ん
ぶ
で
　
五
つ
で
す
。

何
を
　
も
っ
て
　

い
る
の
か
な
。

何
色
の
　

ぼ
う
し
か
な
。

　
ま
い
ご
の
　
お
知
ら
せ
を
　
し
ま
す
。
　

　
や
ま
む
ら
と
も
こ
さ
ん
と
　
い
う
　
四
さ
い
の
　
女
の
子
が
、

ま
い
ご
に
　
な
っ
て
　
い
ま
す
。

　
と
も
こ
さ
ん
は
、
青
い
　
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
　
き
て
、

リ
ボ
ン
の
　
つ
い
た
　
白
い
　
ぼ
う
し
を
　
か
ぶ
り
、

う
さ
ぎ
の
　
ぬ
い
ぐ
る
み
を
　
も
っ
て
　
い
ま
す
。

　
見
か
け
た
　
人
は
、
か
か
り
ま
で
　
お
知
ら
せ
　
く
だ
さ
い
。

4041

と
も
こ
さ
ん
は 

ど
こ
か
な

話
す
・
聞
く

だ
い
じ
な
　
こ
と
を
　
お
と
さ
ず
に
、　
話
し
た
り
　
聞
い
た
り
　
し
よ
う

話は
な

す
聞き

く

心
に
色
が
つ
く
前
に

─
小
学
校
低
学
年
で
の
色
覚
特
性
へ
の
配
慮
─

　
「
色
・
形
・
大
き
さ
」
の
概
念
を
習
得
す
る

こ
と
は
、
小
学
校
二
年
生
、
三
年
生
で
の
大
切

な
学
習
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
や
が
て
抽
象
的
な

思
考
と
な
り
、
人
生
を
歩
む
上
で
の
大
切
な
力

と
な
り
ま
す
。「
色
・
形
・
大
き
さ
」の
う
ち
、「
形
」

は
指
で
な
ぞ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

丸
は
角
が
な
い
、
三
角
形
は
角
が
三
か
所
、
四

角
形
は
角
が
四
か
所
と
い
う
よ
う
に
。「
大
き

さ
」
も
う
さ
ぎ
を
腕
に
抱
い
た
り
、
子
ど
も
ど

う
し
で
背
の
高
さ
を
比
べ
合
っ
た
り
し
て
、
実

感
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
つ
ま
り
、「
形
」

と
「
大
き
さ
」
は
、
物
理
的
に
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
概
念
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、「
色
」
は
違
い
ま
す
。
色
は
目
を

つ
ぶ
っ
た
ら
見
え
ま
せ
ん
。
暗
闇
で
も
見
え
ま

せ
ん
。
私
は
目
の
見
え
な
い
方
に
も
色
彩
学
を

教
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
暖
炉
に

手
を
か
ざ
し
、
暖
か
い
と
感
じ
た
と
き
、
世
界

に
は
暖
か
い
色
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
伝

え
ま
す
。
同
様
に
冷
た
い
水
に
触
れ
た
と
き
に

の
花
を
色
鉛
筆
で
描
く
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
説

明
文
を
付
け
加
え
る
と
き
、
色
刺
激
と
色
名
が

結
び
つ
か
ず
、
不
思
議
な
色
名
が
書
か
れ
て
い

て
も
先
生
方
に
は
驚
か
な
い
で
欲
し
い
の
で
す
。

オ
レ
ン
ジ
を
描
い
て
、
オ
レ
ン
ジ
色
と
書
い
て

あ
っ
て
も
誰
も
不
思
議
に
は
思
い
ま
せ
ん
。
で

は
、
レ
ン
ゲ
を
描
い
て
レ
ン
ゲ
色
、
タ
ン
ポ
ポ

を
描
い
て
タ
ン
ポ
ポ
色
と
書
く
の
で
は
、
な
ぜ

正
解
で
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
多
数
派
の
色

覚
の
先
生
は
、こ
れ
は
ピ
ン
ク
、こ
れ
は
黄
色
と

単
純
に
教
え
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
う
し
て
、

ピ
ン
ク
は
赤
の
仲
間
、
朱
色
と
エ
ン
ジ
色
も
赤
の

仲
間
と
教
え
て
、
赤
と
い
う
箱
を
作
り
、
そ
こ

に
要
素
の
色
を
入
れ
て
い
き
ま
す
。
子
ど
も
は

こ
こ
で
、
概
念
の
集
合
化
を
学
習
す
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
赤
と
緑
を
混
同
す
る
タ
イ
プ
の
色

覚
特
性
を
持
っ
て
い
る
子
ど
も
は
、
違
う
カ
テ

ゴ
リ
ー
（
箱
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
箱

に
水
色
の
花
と
ピ
ン
ク
の
花
を
入
れ
て
も
こ
う

い
う
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
決
し
て
そ
れ
は

不
正
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
顔
に
緑
色
が
塗
ら

れ
て
い
た
り
、
桜
の
花
は
灰
色
と
言
う
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
は
そ
の

冷
た
い
色
を
、
顔
い
っ
ぱ
い
に
太
陽
の
光
を
浴

び
た
と
き
に
昼
間
の
光
は
黄
色
い
こ
と
を
伝
え

ま
す
。「
色
」は
、
感
覚
的
な
も
の
と
物
理
的
な

も
の
を
併
せ
持
っ
た
抽
象
的
な
概
念
な
の
で
す
。

　

五
歳
か
ら
八
歳
く
ら
い
の
間
に
色
覚
に
多
様

性
が
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
色
を
教
え
る
仕
事
は

興
味
深
く
、
な
お
か
つ
大
変
な
仕
事
で
す
。

　
「
赤
と
緑
」
を
混
同
す
る
タ
イ
プ
の
色
覚
特

性
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
「
赤
と
緑
」、「
オ
レ

ン
ジ
と
黄
緑
」、「
水
色
と
ピ
ン
ク
と
灰
色
」、「
青

と
紫
」
を
混
同
す
る
タ
イ
プ
の
色
覚
特
性
を
持

つ
子
ど
も
は
、
日
本
人
の
場
合
、
男
子
で
約

５
％
、
女
子
で
0.2
％
い
ま
す
。
こ
の
数
は
多
様

性
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
欧
米

で
は
男
性
の
約
10
％
が
相
当
し
ま
す
。
ほ
ぼ
左

利
き
の
子
ど
も
の
数
で
す
ね
。
一
ク
ラ
ス
に
一

人
か
ら
三
人
く
ら
い
は
、
赤
と
緑
を
混
同
す
る

タ
イ
プ
の
色
覚
特
性
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

色
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
い
う
頭
の
中
を
整
理
す
る
箱
を
教
え
る
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
観
察
力
を
伸
ば
す
た
め
に
野

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

色
覚
に
多
様
性
が
あ
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
す
。
人
と
異
な
る
色
覚
特
性
を
も
つ
が

ゆ
え
に
鋭
い
観
察
力
を
生
か
し
て
科
学
者
に

な
っ
た
り
、
優
れ
た
感
受
性
に
育
て
て
芸
術
家

に
な
っ
て
い
る
大
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
少
数
派
の
色
覚
の
子
ど
も
た
ち
に
も
自

分
の
感
覚
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自

分
の
大
切
な
個
性
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
あ
げ

て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
に
と
っ
て
は
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
。

よ
く
観
察
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
タ
イ
プ

の
色
覚
特
性
を
持
っ
て
い
る
子
ど
も
は
、
多
数

派
の
色
覚
の
人
間
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
も
の

を
見
つ
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
草
む
ら
の
中

の
バ
ッ
タ
や
川
の
中
の
魚
影
を
見
つ
け
る
の
は
、

多
数
派
の
色
覚
の
子
ど
も
よ
り
早
か
っ
た
り
し

ま
す
。

　

小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も
に
色
を
使
っ
て
場

所
や
も
の
を
指
摘
す
る
と
き
に
は
注
意
が
必
要

で
す
。「
教
科
書
の
赤
い
と
こ
ろ
を
見
て
」
と

言
い
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
赤
と
緑
を
混
同
す

る
子
ど
も
た
ち
が
ク
ラ
ス
に
一
人
か
ら
三
人
い

る
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
水
色
の

ボ
タ
ン
の
数
は
い
く
つ
で
す
か
？
」
と
聞
く
と

き
も
、
同
じ
ペ
ー
ジ
に
ピ
ン
ク
や
灰
色
の
同
じ

形
の
ボ
タ
ン
が
載
っ
て
い
な
い
か
、
一
秒
で
い

い
で
す
か
ら
見
て
く
だ
さ
い
。
小
学
校
低
学
年

で
は
、
目
に
見
え
る
色
刺
激
と
色
の
名
前
が
直

接
に
結
び
つ
く
時
期
で
す
。
こ
の
時
期
に
色
名

を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
際
に

は
、
少
し
だ
け
注
意
を
払
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
教
科
書
に
も
そ
の
よ
う
な
配
慮
が

必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
成
長
は
と
て
も
早
く
、
小
学

校
五
年
生
で
は
も
う
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
必
要

な
く
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
た
ち
は

心
に
色
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
す
。
情
熱
の

色
は
赤
、
悲
し
み
は
青
、
平
和
の
色
は
緑
と
い

う
よ
う
に
。
情
熱
も
平
和
も
目
に
見
え
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
人
は
心
情
や
象
徴
を
色
で
表
現
し
ま
す
。

見
え
な
い
色
が
あ
る
こ
と
を
知
る
小
学
校
高
学

年
で
は
、
も
っ
と
抽
象
的
な
概
念
が
学
べ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
世
の
中
に
は
見
え
な
い
色
の

方
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
大
人
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
心
情
の
表
現
に
色
彩
を
用
い

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
あ
な
た
の
情

熱
の
赤
と
わ
た
し
の
情
熱
の
赤
が
同
じ
色
で
あ

図１を見た場合、多数派の色覚では赤とオレンジ
が同じカテゴリーに入っているため「57」の数字
が読みやすい。一方、少数派の色覚ではある種の
赤と緑が同じカテゴリーに入り、ある種のオレン
ジとウグイス色が同じカテゴリーに入るため「35」
の数字が読みやすい。

（出典）The Ishihara Pseudoisochromatic plates: 
　　　  the transformation designs in the 38-plate version.

少数派の色覚 多数派の色覚 図１

教科書では、色だけに頼らずに
理解できるよう、色以外の情報
も入れて示している。

「ともこさんはどこかな」（平成23年
度版／二年上）

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
を
目
指
し
て
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書 写 の 時 間 を
考 え よ う  
 特 別 編

山梨大学教育人間科学部教授、大東文
化大学講師。静岡県生まれ。光村図書
の小・中学校書写、高等学校書道の編
集委員。著書に、『書写なんでも百科第３・
４巻』（岩崎書店）、『毛筆書写墨場必携』

（日本習字普及協会）など多数。
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井
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宮
澤　

発
問
研
究
で
す
ね
。
他
教
科
で
は
普

通
に
行
わ
れ
て
い
る
発
問
研
究
が
、
書
写
の

時
間
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。

　

藤
井
先
生
は
「〝
金
〟
が
〝
か
ね
へ
ん
〟
に

な
る
と
、
ど
こ
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
な
」

と
発
問
し
、「
右
上
が
り
に
な
る
」「
右
は
し

が
そ
ろ
う
」
な
ど
の
「
へ
ん
の
原
則
」
や
、「
ぶ

つ
か
ら
な
い
、
ゆ
ず
り
合
う
」
と
い
う
「
へ

ん
の
原
理
」
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
て

い
ま
し
た
。
発
問
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

に
思
考
さ
せ
、
書
写
の
「
原
理
・
原
則
」
を

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言

語
活
動
の
充
実
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

書
写
の
時
間
で
も
子
ど
も
た
ち

に
話
し
合
い
を
さ
せ
た
り
、
自

分
の
意
見
を
発
表
さ
せ
た
り
す

る
場
を
積
極
的
に
つ
く
っ
て
い

き
た
い
で
す
ね
。

宮
澤　
「
書
写
」は
、
高
校
芸
術
科
「
書
道
」
の

よ
う
に
、
高
度
な
技
術
や
表
現
方
法
を
学
ぶ
場

で
は
な
く
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
た
め

の
知
識
「
原
理
・
原
則
」を
理
解
し
、
そ
れ
ら
を

ふ
ま
え
た
技
能
を
養
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
す
。

　

私
は
、
大
学
の
「
書
道
」
の
授
業
で
は
、
約

半
分
は
「
書
写
」
の
学
習
内
容
で
あ
る
筆
使
い
、

字
形
、
配
列
な
ど
の
「
原
理
・
原
則
」
を
徹
底

し
て
考
え
さ
せ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
整
っ
た
字
形
と
整
っ
て
い
な
い
字

形
を
並
べ
て
見
せ
て
、「
ど
っ
ち
の
字
形
が
整
っ

て
書
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
全
員
が
整
っ
た
字
形
を
指
差
し
ま
す

が
、「
な
ぜ
、
整
っ
て
い
る
と
思
う
の
？
」
と

聞
く
と
、「
何
と
な
く
そ
う
思
う
」
と
か
「
そ

う
教
わ
っ
て
き
た
」
と
か
、
あ
ま
り
上
手
く
答

え
ら
れ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
教
師
を
目
指
す
学

生
た
ち
で
す
が
、小
・
中
学
校
で
学
ぶ
べ
き
「
原

理
・
原
則
」
に
関
し
て
意
識
を
し
て
こ
な
か
っ

た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
理
解
し
て

書
く
と
た
ち
ま
ち
字
形
が
整
い
や
す
く
、
他
の

文
字
に
も
応
用
で
き
る
こ
と
に
深
く
感
動
す
る

よ
う
で
す
。

　
「
な
ぜ
整
っ
た
字
形
に
見
え
る
の
か
」
の
「
な

ぜ
」
の
部
分
を
、
小
学
生
の
頃
か
ら
追
究
さ
せ

て
い
き
た
い
と
強
く
思
い
ま
す
。

宮
澤　
「
書
道
」
と
の
混
同
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。
私
は
、
書
写
の
力
と
い
う
の
は
、

ど
ん
な
筆
記
具
で
あ
れ
「
全
員
が
達
す
る
こ
と

の
で
き
る
レ
ベ
ル
の
字
形
、
そ
の
書
き
方
」
と

考
え
て
い
ま
す
。
文
字
の
造
形
性
を
求
め
た
り
、

高
度
な
技
術
に
よ
る
線
を
出
し
た
り
す
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
ん
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
み
ん
な
が
共
有
で
き
る
知
識

と
技
能
を
身
に
付
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
す
か
ら
、

書
道
の
心
得
が
な
く
と
も
書
写
の
授
業
は
「
誰

に
で
も
で
き
る
」
と
と
ら
え
、
自
信
を
も
っ
て

指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
す
が
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
も

う
、
ま
と
め
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
（
笑
）。

思
考
す
る
場
や
時
間
の
設
定
が
少
な
い
の
が

ち
ょ
っ
と
残
念
で
す
ね
。

　

思
考
し
て
書
く
と
、
一
枚
目
と
三
枚
目
の
筆

使
い
や
字
形
は
明
ら
か
に
変
化
し
ま
す
。た
っ
た

一
時
間
の
授
業
で
成
果
が
目
に
見
え
る
の
で
課

題
解
決
型
授
業
に
し
や
す
い
。
ま
た
メ
タ
認
知

（
※
１
）
の
最
た
る
も
の
だ
と
言
う
方
も
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
も
、「
表
現
力
・

思
考
力
・
判
断
力
」
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
書
写
の
時
間
で
も
ぜ
ひ
思
考
す
る
場
や
時

間
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

宮
澤　
「
考
え
て
書
く
」
と
変
わ
る
ん
で
す
よ
。

藤
井
先
生
の
授
業
で
は
、「
な
ぜ
こ
う
な
る

の
？
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、
子
ど
も
た
ち
に

考
え
さ
せ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
「
思

考
す
る
場
」
を
、
き
ち
ん
と
つ
く
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。

　

書
写
の
時
間
っ
て
、
先
生
も
子
ど
も
も
思
考

が
停
止
し
が
ち
な
ん
で
す
。「
今
日
、
書
く
字

の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
だ
よ
。
じ
ゃ
あ
、
お
手
本

見
な
が
ら
書
い
て
み
よ
う
」
と
説
明
し
、
子
ど

も
は
手
本
や
教
科
書
を
見
な
が
ら
ひ
た
す
ら
手

を
動
か
し
、
先
生
は
そ
の
様
子
を
眺
め
て
い
た

り
、
と
き
に
は
手
を
取
っ
て
指
導
し
た
り
も
し

前
号
（
小
学
校
国
語
教
育
相
談
室
68
号
）
で
、
藤
井
浩
治
先
生
の
授
業
を
レ
ポ
ー
ト
し
、

書
写
授
業
の
魅
力
を
目
の
当
た
り
に
し
た
、
ピ
ッ
ち
ゃ
ん
と
ペ
ン
ち
ゃ
ん
。

今
回
は
、
教
科
書
の
編
集
委
員
で
あ
る
宮
澤
正
明
先
生
に
、

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
や
、

新
し
い
教
科
書
の
魅
力
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
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書
写
の
授
業
で
は
、

「
原
理
・
原
則
」
を

子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に

考
え
よ
う
！

書
写
の
授
業
を
変
え
よ
う

前 回 の 授 業 レ ポ ー ト、
とてもおもしろかった
ね。書写についてもっ
と知りたくなったよ。 

そうだね。宮澤先生に
いろいろ聞いてみよう！

ペンちゃんピッちゃん

子
ど
も
た
ち
を
思
考
さ
せ
る

た
め
に
、
書
写
授
業
で
心
が

け
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

「
原
理
・
原
則
」
を
身
に
付

け
さ
せ
る
こ
と
は
、
な
ぜ

大
事
な
の
で
し
ょ
う
か
。

書
写
の
授
業
は
「
難
し
い
」

と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先

生
も
多
い
よ
う
で
す
が
…
。

藤
井
先
生
の
授
業
を
見
て
、
た
っ
た
45
分
で
子
ど
も
た
ち
の
字
が

ぐ
ん
と
う
ま
く
な
っ
た
の
で
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

か
ね
へ
ん
の
「
原
理
・
原
則
」
を
子
ど

も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
る
。
こ
の

よ
う
な
場
面
を
授
業
の
な
か
に
た
く
さ

ん
つ
く
り
た
い
（
写
真
は
藤
井
先
生
の

授
業
の
一
コ
マ
）。

※１　メタ認知 : 自分の行動や思考を、客観的に判断し認識すること。



書 写 の 時 間 を
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の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
る
か
な
。

ど
ん
な
と
き
に
そ
う
な
る
の
か
な
。

点
画
の
組
み
立
て
方
を
考
え
て
書
こ
う

２

画
の

接せ
っ

し
方

書
い
て
た
し
か
め
よ
う
。

学
習
を
生
か
し
て
書
こ
う
。

ふ
り
返
ろ
う

●「
口
」
と
「
田
」
の
最さ
い

後
の
画
の

　
接
し
方
の
ち
が
い
が
分
か
っ
た
。

●
画
の
接
し
方
に
気
を
つ
け
て
、

　「
虫
」
な
ど
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

画
の
接
し
方
の
ち
が
い

た
て
画
が
出
る
。

中
に
点
画
を
書
い
て
か
ら

「
□
」の
形
を
と
じ
る
と
き
、

横
画
が
出
る
。

た
て
画
が
出
る
。

中
に
何
も
書
か
ず
に

「
□
」の
形
を
と
じ
る
と
き
、

横
画
が
出
る
。

少
し
で
も

早
く
次
の
画
に

近
づ
き
た
い
な
。

次
は
内
側が
わ

の

「
口
」
を
書
く
か
ら
、

い
っ
た
ん
お
休
み

し
よ
う
。

同
じ
よ
う
な

「
口
」の
形
で
も

接
し
方
が

ち
が
う
ね
。

8

8

9

9

じ
く

ほ
先 ほ

は
ら

や
っ
て
み
よ
う

ほ
先
の
向
き
は
、
時と

計け
い

の
短
い
は
り
が

指
し
て
い
る
方
向こ

う

と
同
じ
だ
よ
。

横
画
を
書
く
と
き
の
ほ
先
の
向
き
を
知
ろ
う
。

ほ
先
の
向む

き
を
知
ろ
う

２

横よ
こ

画

ほ
先
の
向
き

筆
の
部ぶ

分
の
よ
び
方

筆
で
書
く
前
に
、
大
き
く
空
書
き
し
て
み
よ
う
。

ほ先の向き

○

△

△

③終
しゅう

筆（書き終
お

わり）

○

△

と止める。

筆を止めてから，ほ先の
方へ少しおし上げる。

下におさえない。

ほ先がさい後に
はなれる。

○

△

筆のじくは回さずに，
同じ力で運

はこ

ぶ。

②送
そう

筆（書いているとちゅう）

ほ先の向きをかえない。

と下ろす。

ほ先の向きに気をつけて，
筆をゆっくり下ろす。

①始
し

筆（書き始め）

ほ先を横に向けない。

ほ先を上に向けない。 始
筆
・
送
筆
・

終
筆
の
書
き
方

の
こ
と
を
、

「
筆
使
い
」

と
い
う
よ
。

と動
うご

かす。

手
を
筆
の
ほ
に

し
た
つ
も
り
で

書
い
て
み
よ
う
。

10

10

11

11

左
右
や
上
下
の
組
み
立
て
方
に
気
を
つ
け
て
、
字
形
を
整
え
て
書
こ
う
。

わ
く
わ
く
★
漢
字
教
室
〔
左
右
・
上
下
の
組
み
立
て
方
〕

国
語

左
の
部
分
を
せ
ま
く
書
く
。

上
下
の
組
み
立
て
方

左
右
の
組
み
立
て
方

部
分
の
大
き
さ

上
の
部
分
を
せ
ま
く
書
く
。

上
下
を
同
じ
く
ら
い
に
書
く
。

上
の
部
分
を
広
く
書
く
。

右
の
部
分
を
少
し
せ
ま
く
書
く
。

左
右
を
同
じ
く
ら
い
に
書
く
。

次
の
よ
う
な
書
き
方
も

あ
る
よ
。

同
じ
左
右
・
上
下
の

組
み
立
て
方
で
も
、

い
ろ
い
ろ
な
書
き
方

が
あ
る
ん
だ
ね
。

点
画
の
つ
な
が
り
に

気
を
つ
け
て
書
く
と
、

字
形
が
整
う
ん
だ
っ
た
ね
。

22

22

3233

理
」
も
載
せ
ま
し
た
（
※
２
）。
こ
う
す
る
こ
と

で
、「
口
・
田
」
以
外
の
文
字
を
書
く
と
き
に

応
用
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
今
ま
で
先
生
方

が
「
な
ぜ
？
」
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
答
え

が
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
発
問
も
し
や

す
い
。
こ
れ
は
大
き
な
進
歩
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

主
教
材
を
墨
の
濃
淡
で
示
し
、
穂
先
の
流
れ
が

視
覚
的
に
と
ら
え
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い

ま
す
（
※
３
）。
ま
た
、
絵
解
き
を
多
く
入
れ
た

り
、「
ト
ン
・
ス
ー
ッ
・
ト
ン
」
の
よ
う
に
擬

音
語
で
示
し
た
り
（
※
４
）、
こ
ん
な
ふ
う
に
基

本
点
画
の
横
画
を
見
開
き
で
ワ
イ
ド
に
示
し
た

り
も
し
て
い
ま
す
（
※
５
）。

　

ほ
か
に
も
、
手
軽
に
自
己
評
価
で
き
る
「
ふ

り
返
ろ
う
」（
※
６
）
や
、
国
語
の
教
科
書
と
の

連
携
を
重
視
し
、
漢
字
指
導
と
直
接
リ
ン
ク
し

た
「
わ
く
わ
く
漢
字
教
室
」（
※
７
）
な
ど
も
新

し
い
試
み
で
す
ね
。

宮
澤　

書
写
の
授
業
は
、
開
発
の
余
地
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
他
教
科
で
行
っ
て
い

る
発
問
研
究
や
教
材
研
究
な
ど
を
、
そ
の
ま
ま

書
写
に
当
て
は
め
て
実
践
し
て
み
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
が

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
て
、
書
写
は

そ
の
一
翼
を
担
う
重
要
な
学
習
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
と
楽
し
み
な
が
ら
、
い
っ
し
ょ

に
考
え
、
学
ん
で
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す

ね
。
新
し
い
教
科
書
が
そ
の
一
助
に
な
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

宮
澤　

や
は
り
書
写
の
授
業
で
は
「
原
理
・
原

則
」
を
考
え
た
り
教
え
た
り
し
て
い
き
た
い
の

で
、
そ
う
い
う
紙
面
構
成
に
し
て
い
ま
す
。

　

書
写
の
教
科
書
は
「
見
開
き
の
右
側
に
主
教

材
（
手
本
）、
左
側
に
解
説
」
と
い
う
構
成
に

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
光
村
の
教

科
書
は
、
ま
ず
「
原
理
・
原
則
」
を
理
解
し
た

後
に
、
大
き
く
書
い
て
そ
の
確
認
に
入
る
た
め
、

右
側
に
「
原
理
・
原
則
」、
左
側
に
「
主
教
材
」

と
い
う
構
成
に
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
新
し
い
教
科
書
で
特
筆
す
べ
き

は
、「
原
理
」
つ
ま
り
「
な
ぜ
そ
う
い
う
書
き

方
を
す
る
の
か
」
を
随
所
に
載
せ
て
い
る
点
で

す
。
今
ま
で
の
教
科
書
で
は
「
原
則
」
は
掲
載

し
て
い
ま
し
た
が
「
原
理
」
的
解
説
や
そ
こ
ま

で
追
究
す
る
内
容
は
載
せ
て
い
な
か
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。

　

例
え
ば
、「
口
」「
田
」
の
よ
う
に
、
囲
ま
れ

た
四
角
の
右
下
に
は
二
通
り
の
接
し
方
が
あ
り

ま
す
。「
口
」
で
は
横
画
の
終
筆
が
、「
田
」
で

は
縦
画
の
終
筆
が
そ
れ
ぞ
れ
外
に
出
ま
す
。
今

ま
で
の
教
科
書
は
、
そ
の
「
原
則
」
だ
け
を
載

せ
て
い
ま
し
た
が
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、「
原

宮
澤
先
生
が
考
え
る
新
版

教
科
書
の
魅
力
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

最
後
に
、現
場
の
先
生
方
へ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
！

新
版
教
科
書
で
、

書
写
の
授
業
を
変
え
よ
う
！

主教材（手本） 原理・原則

墨の濃淡で、穂先の動きがわかりやすい。これら
の文字は、宮澤先生の筆によるもの。きれいな濃
淡を出すまで、一文字につき何回も試行錯誤を繰
り返したそうだ。先生の苦労の賜物。

「口」は、次の画へ短い距離で移動しようとする「近道の原理」
が働くため、二画目の終筆が内側に入り、横画の終筆が外に出
る。「田」は、内部に画があるため、二画目で「いったん停止する」
という原理が働き、縦画が外に出る。
　それらの原理を、「回」を使って、わかりやすく解説している。

主なページに自己評価欄
「ふり返ろう」を入れた。

見開きページを使って、大胆にレイアウト。
このようなビジュアルの工夫が随所に見られる。

漢字指導と連携した「わ
くわく漢字教室」。この
コーナー以外にも、国語
の教科書との連携を図る
コーナーが随所にある。

絵解きが多いのも特長。
ピッちゃん、ペンちゃん
が大活躍。

※
３

※
２

※
６

※
５

※
７

※
４

（
平
成
23
年
度
版
／
四
年
）

（
平
成
23
年
度
版
／
五
年
）

（
平
成
23
年
度
版
／
三
年
）

●新版教科書のポイント
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広報部便り

お知らせ

　特集「日本の心、日本の言葉」はいかが
でしたか。阿刀田さんとアーサーさんの対
談では、紙面に紹介しきれないほど、たく
さんの面白いお話をお聞きしました。
　何より印象的だったのが、お二人が、と
ても楽しそうに古典を語っていらっしゃっ
たこと。「まず大人が古典に親しむ」という
お話もありましたが、こんなにも楽しく古
典を語る大人が近くにいたら、子どもは自
然と古典が大好きになるだろうな…と感じ
ました。
　23年度版教科書では、数多くの「伝統的
な言語文化」に関する教材を１年から６年
まで系統的に配し、折にふれて古典に親し
めるようにしています。子どもたちも先生

方も古典に楽しんでいただけるよう、さま
ざまな工夫しておりますので、ぜひご覧い
ただければと思います。
　次号でも引き続き、23年度版教科書を特
集いたします。「国語力を伸ばす」というテー
マで、今求められる国語力とは何か、その
力をつけるために教科書にどのような工夫
がされているのか、具体的にご紹介する予
定です。
　また、青山由紀先生（筑波大学附属小学校）
の古典授業をリポートする新連載がスター
トします。子どもたちが古典と出会ったと
きの面白いエピソードや、古典を教えるこ
との楽しさをお伝えしたいと考えておりま
す。どうぞご期待ください。

移行期関連資料について
弊社ホームページに、「移行期関連資料」が掲載されていますので、ぜひご活用ください。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/Data/ikou/

■国語

■書写

移行期の年間計画
（１〜６年）

現行教科書の単元・教材について、時数や扱い方が変わるとこ
ろをわかりやすく示した年間計画です。

移行措置資料付「学習材例」
（１〜６年）

現行教科書の単元・教材の扱いに、新しい学習活動・指導内容
を組み込んで、指導の展開例などを示しました。

移行期の指導に向けて（学年共通） 新学習指導要領の特徴や、移行措置の要点をまとめた資料です。

学習指導要領新旧対照表
（低・中・高学年）

新旧の学習指導要領を並べて表示し、変更された部分や、新規
で加わった点をわかりやすく示しました。

移行期の指導のために
（学年共通）

「古典を楽しむ」「知って安心『PISA型読解力』」…など、新学
習指導要領の特徴的な部分をピックアップし、解説しました。

移行措置のポイント（学年共通） 学習指導要領の＜新・旧＞対照表や、低・中・高学年それぞれ
の移行措置のポイントを示しました。

移行措置資料（１〜６年） 移行措置に関連する指導要領の新規事項をわかりやすく示した
年間指導計画です。

このコーナーでは、全国の国語教育に関する取り組みをご紹介します。
今回は群馬県です。

全国 国語教育活動リポート  >>
Gunma

「本との出会い　ぐんまの子どもにすすめたい本
２００選（平成 21 年度改訂版）」は、群馬県教育
委員会のホームページよりダウンロードできる。

（現在、印刷物での配布は行っていない。）

　
「　
　
　

つ
る
舞
う
形
の 

群
馬
県
」

　

こ
れ
は
群
馬
県
の
子
ど
も
た
ち
が
親
し
む
郷

土
か
る
た
「
上じ

ょ
う
も
う毛
か
る
た
」
の
中
の
一
枚
で
あ

る
。
ほ
か
に
は
、「　

い　

伊
香
保
温
泉 

日
本

の
名
湯
」「　

わ　

和
算
の
大
家 

関
孝
和
」
な

ど
、
県
内
の
名
物
や
歴
史
な
ど
が
四
十
四
枚
の

か
る
た
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
か
る
た
は
財

団
法
人
群
馬
文
化
協
会
が
、
子
ど
も
た
ち
の
郷

土
愛
を
育
む
た
め
に
作
成
し
、
す
で
に
六
十
年

以
上
の
歴
史
を
も
つ
。

　
　
　
　
　
　

＊　

＊　

＊

　

歴
史
の
長
さ
で
は
「
上
毛
か
る
た
」
に
及
ば

な
い
も
の
の
、
子
ど
も
た
ち
に
向
け
た
取
り
組

み
で
今
年
で
十
年
目
を
迎
え
る
も
の
が
あ
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
「
本
と
の
出
会
い　

ぐ

ん
ま
の
子
ど
も
に
す
す
め
た
い
本　

二
〇
〇

選
」
だ
。

　

平
成
十
二
年
に
、「
子
ど
も
た
ち
が
良
書
を

読
む
手
が
か
り
を
つ
く
り
た
い
」
と
い
う
思
い

か
ら
、教
育
委
員
会
が
「
読
書
活
動
推
進
事
業
」

を
ス
タ
ー
ト
。
子
ど
も
た
ち
に
読
ん
で
ほ
し
い

本
を
選
ぶ
た
め
に
、
選
定
委
員
会
が
設
置
さ
れ

た
。

学
校
か
ら
の
貸
し
出
し
依
頼
も
多
い
。
ま
た
、

県
内
の
学
校
図
書
館
や
公
立
図
書
館
で
は
「
二

○
○
選
コ
ー
ナ
ー
」
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
広

く
定
着
し
て
き
て
い
る
。

　
「
子
ど
も
た
ち
が
本
と
い
い
出
会
い
を
す
る

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
今
年
で
十

年
目
に
な
り
ま
す
が
、
定
期
的
に
見
直
し
を
行

い
な
が
ら
、
長
く
続
け
て
い
き
た
い
。
将
来
的

に
は
『
上
毛
か
る
た
』
の
よ
う
に
、
地
元
に
根

づ
い
た
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
、
こ
の
取
り
組
み
に
携
わ
っ
た
義
務
教
育
課

の
井
田
明
子
先
生
は
言
う
。

　

群
馬
県
で
育
っ
た
人
な
ら
、
誰
で
も
「
上
毛

か
る
た
」
を
そ
ら
ん
じ
て
言
え
る
よ
う
に
、
誰

も
が
「
二
○
○
選
」
に
載
っ
た
本
を
読
ん
で
い

る
─
─
そ
ん
な
日
も
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

委
員
は
、
県
内
の
小
中
学
校
関
係
者
、
学
識

経
験
者
（
大
学
教
授
な
ど
）、
地
元
新
聞
社
・

書
店
関
係
者
、
公
立
図
書
館
職
員
、
学
校
の
読

み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
総
勢
三
十
四
名
で

構
成
さ
れ
、委
員
が
数
あ
る
本
の
な
か
か
ら「
日

本
の
物
語
」、「
自
然
と
科
学
」、「
歴
史
・
地
理
・

伝
記
」
な
ど
九
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
、
計

二
百
冊
を
選
定
し
た
。
選
ん
だ
本
に
は
紹
介
文

を
加
え
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
。
県
内
の
子

ど
も
た
ち
に
配
布
さ
れ
た
。

　

昨
年
度
は
、
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
改
訂
し

た
。
改
訂
す
る
に
あ
た
り
、
県
内
の
小
中
学
校
、

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
一
般
県
民
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、「
引
き
続
き
残
し
た
い

本
」、「
差
し
替
え
た
い
本
」、「
新
た
に
載
せ
た

い
本
」
な
ど
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
、

新
た
な
「
二
○
○
選
」
を
作
成
。
現
在
、
教
育

委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

選
ば
れ
た
本
を
見
て
み
る
と
、『
路
傍
の
石
』、

『
指
輪
物
語
』
な
ど
の
お
な
じ
み
の
も
の
か
ら
、

『
群
馬
県
の
こ
と
ば
』、『
尾
瀬
は
ぼ
く
ら
の
自

然
塾
』、『
和
算
で
遊
ぼ
う
』
な
ど
、
郷
土
に
関

す
る
良
書
も
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
二
百
冊
の
貸
し
出

し
を
行
っ
て
お
り
、
図
書
の
購
入
を
検
討
す
る

つ

い

わ

本
と
の
い
い
出
会
い
を



今
日
か
ら
始
め
る

古
典
の
授
業

画面を見ながらの音読特長

1

暗唱するための工夫がいっぱい特長

2

昔話や神話・伝承の読み聞かせ特長

3

豊富な資料映像特長

4

プリント教材の作成特長

5

全学年で活用可能特長

6

音読・暗唱・読み聞かせ

新学習指導要領対応

光村の提示型デジタル教材シリーズ

www.mitsumura-tosho.co.jp/digital/
TEL:03-3493-5741( お客様窓口 )

【価格】学校フリーライセンス 小学校版 低学年用（読み聞かせ・言葉遊び編） 中学年用（短歌・俳句，故事成語編）  高学年用（古文・漢文編）

 各26,250円（本体価格 各 25,000円）⑤　 For Windows®

 ※学校フリーライセンスは，校内でご利用になるパソコンの台数を制限しない契約です。※価格には，サーバやパソコンへのインストール費用は含まれておりません。

〒141-8675 東京都品川区上大崎 2-19-9
E-mail:digital-info@mitsumura-tosho.co.jp

▼「わくわく古典教室」について，詳しくはこちらまで

□ 毎日の授業に役立つ資料がさらに充実！
□ 必要な情報にすぐにたどり着けるシンプルな構成！
□ 親しみやすく、わかりやすいデザイン！

http://www.mitsumura-tosho.co.jp

ホームページ「光村チャンネル」
全面リニューアルしました！

必要な情報に
スムーズにアクセス
できるようになりました。

教科の部屋には、
教科書の基本データ、
授業に役立つ資料など、
日々の実践をサポート
する情報が満載！

タイムリーな話題、
注目のコンテンツなど
お知らせが切り替わる
楽しい画面を
配置しました。

　新コーナー「シーズン・インタビュー」では、
さまざな分野で活躍されている方をゲストに
お招きして、お話をうかがいます。
　第１回は、バルセロナ五輪陸上 400m の
ファイナリスト高野進さんに、走ることの魅
力や、子どもたちに伝えたいことなどをお話
しいただきました。
　高野さんは、平成 23 年度版 小学校国語４
年上巻の説明文「動いて、考えて、また動く」
を執筆されています。


