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最
近
、
若
い
人
た
ち
の
間
で
、
新
し
い
接

続
詞
が
で
き
て
い
る
。「
な
の
で
」
で
あ
る
。

話
し
言
葉
だ
け
で
な
く
、
書
き
言
葉
で
の
使

用
も
目
に
す
る
。
意
味
と
し
て
は
、
基
本
的

に
「
だ
か
ら
」
と
よ
く
似
て
い
る
（
違
う
と

こ
ろ
も
あ
る
。な
の
で
取
り
上
げ
ま
し
た
！
）。

　
も
と
は
「
名
詞
＋
な
の
で
」
と
い
う
形

だ
っ
た
が
、「
来
週
、
実
習
が
あ
る
ん
で
す
。

な
の
で
、
出
席
で
き
な
い
ん
で
す
」
と
い
う

よ
う
に
使
う
。「
な
の
で
」
だ
け
で
文
節
に

な
る
か
ら
接
続
詞
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、接
続
詞
と
し
て
の
「
だ
か
ら
」
も
、

「
来
週
は
実
習
だ
か
ら
出
席
で
き
な
い
」
の

よ
う
に
、「
名
詞
＋
だ
＋
か
ら
」
と
い
う
形

か
ら
で
き
て
い
る
点
は
先
輩
だ
。
こ
の「
だ
」

の
部
分
は
、
断
定
の
「
だ
」
が
い
わ
ば
化
石

的
に
残
っ
て
い
て
、
接
続
詞
で
あ
り
な
が
ら
、

「
で
す
か
ら
」
な
ん
て
い
う
丁
寧
形
の
使
い

方
も
あ
る
。

　
た
だ
し
、
接
続
詞
の
「
だ
か
ら
」
自
体
は

あ
っ
ぱ
れ
な
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
な
用
法
を

持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
だ
か
ら
あ
、
言
っ

て
る
で
し
ょ
。
違
う
っ
て
ば
」
の
よ
う
な
使

い
方
だ
。
述
べ
る
内
容
の
順
接
関
係
と
い
う

よ
り
、
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
相
手
に
対
し
て

強
引
に
順
接
的
に
論
理
を
乗
っ
取
っ
て
自
分

の
主
張
に
流
し
込
む
よ
う
な
い
わ
ば
注
釈
用

法
だ
。
話
し
言
葉
専
用
だ
が
。

　
さ
ら
に
、「
は
は
あ
、
だ
か
ら
で
す
か
」

の
よ
う
な
使
い
方
も
あ
っ
て
、
あ
と
に
断
定

の
表
現
を
続
け
て
、
相
手
か
ら
の
情
報
と
自

分
の
思
考
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
新
参
の
「
な
の
で
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な

用
法
は
な
い
。
で
は
、「
な
の
で
」
の
個
性

と
は
何
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が

「
〜
か
ら
」と「
〜
の
で
」の
違
い
だ
。「
の
で
」

に
あ
る
の
は
や
わ
ら
か
さ
だ
。
例
え
ば
、
言

い
訳
を
す
る
場
合
、「
事
故
が
あ
っ
た
か
ら

遅
れ
ま
し
た
」
よ
り
も
「
事
故
が
あ
っ
た
の

で
遅
れ
ま
し
た
」
の
方
が
や
わ
ら
か
い
。
特

に
自
分
の
事
情
を
言
う
よ
う
な
場
合
、「
だ

か
ら
」
で
は
理
が
前
面
に
出
す
ぎ
る
。
そ
の

点
、「
な
の
で
」
は
、「
〜
な
の
だ
」
の
よ
う

に
事
情
を
ま
と
め
る
形
と
「
〜
で
」
と
い
う

少
し
曖
昧
に
続
く
形
と
か
ら
成
り
立
つ
点
で
、

や
や
ほ
ん
わ
か
と
理
由
を
表
せ
る
。
こ
の
接

続
詞
に
も
そ
れ
な
り
の
持
ち
味
は
あ
り
そ
う

な
の
だ
（「
そ
れ
で
」
な
ど
と
の
相
違
点
の

検
討
も
必
要
だ
が
）。

　
な
の
で
、「
な
の
で
」は
、こ
れ
か
ら
も
残
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
の
で
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1954年、熊本県生まれ。俳句結社「古
こ

志
し

」主宰、朝日俳壇選者、季語と歳時
記の会代表。東京大学法学部卒業後、
読売新聞記者を経て俳句に専念。サント
リー学芸賞、読売文学賞を受賞。2004
年から「読売新聞」に詩歌コラム「四季」
を毎日連載。著書に『長谷川櫂全句集』

『古池に蛙は飛びこんだか』『俳句的生活』
『和の思想』などがある。

 

　

中
学
校
の
三
年
間
、
同
じ
先
生
に
国
語
を

習
っ
た
。
そ
の
授
業
で
宮
沢
賢
治
の
詩
や
若
山

牧
水
の
短
歌
を
知
り
、「
言
葉
っ
て
お
も
し
ろ

い
な
あ
」
と
思
っ
た
。
大
学
は
法
学
部
だ
っ
た

が
、
卒
業
す
る
と
新
聞
社
に
就
職
し
た
。
そ
の

新
聞
社
も
い
つ
か
や
め
て
、
気
が
つ
い
て
み
る

と
、
俳
人
に
な
っ
て
い
た
。
不
思
議
な
こ
と
に

中
学
の
国
語
の
授
業
で「
言
葉
は
お
も
し
ろ
い
」

と
思
っ
た
、
そ
の
思
い
の
ま
ま
今
ま
で
言
葉
と

か
か
わ
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
教
師
の

感
化
力
は
か
く
も
偉
大
。

　

俳
句
は
十
代
か
ら
見
よ
う
見
ま
ね
で
作
っ
て

き
た
が
、
あ
る
と
き
（
新
米
の
新
聞
記
者
時
代

だ
っ
た
か
）、
言
葉
に
は
意
味
の
ほ
か
に
風
味

と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
た
と

え
ば
、「
さ
く
ら
」
と
い
う
言
葉
は
植
物
学
上

の
桜
を
さ
す
。
こ
れ
が
「
さ
く
ら
」
の
意
味
で

あ
る
。
し
か
し
、「
さ
く
ら
」
に
は
桜
と
い
う

意
味
し
か
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。
人
の
心
を
ふ
わ
り
と
包
ん
で
優
し
く
さ

せ
る
働
き
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
さ
く
ら
」
と
い

う
言
葉
の
風
味
と
い
う
も
の
だ
。

　

新
聞
も
詩
歌
も
言
葉
を
使
う
。
し
か
し
、
新

聞
記
事
は
言
葉
の
意
味
を
駆
使
す
る
が
、
詩
歌

は
言
葉
の
風
味
を
大
事
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

多
く
の
人
は
俳
句
の
意
味
が
わ
か
っ
た
だ
け
で

そ
の
句
が
わ
か
っ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　

さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
か
な
　
芭
蕉

　

こ
の
句
の
意
味
は
と
問
わ
れ
る
な
ら
、
桜
の

花
を
見
て
い
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
す

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
が

こ
の
句
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
言
葉
の
意
味
は

俳
句
の
出
発
点
で
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
じ

ま
る
風
味
の
世
界
は
頭
で
な
く
心
で
味
わ
う
。

そ
れ
は
意
味
の
よ
う
に
一
通
り
の
も
の
で
は
な

く
、
人
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
人
の
人
生
経

験
に
よ
っ
て
変
幻
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
さ
く
ら
」
の
風
味
の
部
分
、
人
の
心
を
ふ

わ
り
と
包
ん
で
華
や
か
に
す
る
も
の
。
日
本
人

は
昔
か
ら
こ
の
部
分
を
と
り
た
て
て
「
花
」
と

呼
ん
で
き
た
。
た
し
か
に
学
校
で
は
「
古
典
文

学
で
花
と
い
え
ば
桜
の
こ
と
」
と
教
え
る
。
し

か
し
、
桜
と
花
は
違
う
。
違
う
か
ら
こ
そ
別
の

言
葉
が
あ
る
。
人
の
心
を
華
や
か
に
す
る
花
、

そ
の
最
た
る
も
の
が
桜
な
の
だ
。

　

そ
れ
か
ら
何
年
か
た
っ
て
、
俳
句
は
言
葉
だ

け
で
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

た
し
か
に
俳
句
は
言
葉
で
で
き
て
い
る
。
し
か

し
、
言
葉
だ
け
で
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

一
月
の
川
一
月
の
谷
の
中　
　
　

飯
田
龍
太

　

こ
の
句
の
言
葉
が
描
い
て
い
る
の
は
一
月
の

川
が
一
月
の
谷
を
流
れ
て
い
る
と
い
う
、
た
だ

そ
れ
だ
け
の
こ
と
。そ
こ
で
何
人
か
の
人
は「
何

て
つ
ま
ら
ん
句
だ
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

い
う
人
は
こ
の
句
の
ま
わ
り
に
広
が
っ
て
い
る

真
白
な
余
白
に
気
づ
か
な
い
の
だ
。

　

俳
句
、
と
く
に
名
句
の
場
合
、
言
葉
よ
り
言

葉
の
ま
わ
り
に
広
が
る
余
白
こ
そ
が
大
事
で
あ

る
。
む
し
ろ
言
葉
は
余
白
を
引
き
立
た
せ
る
た

め
に
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
俳
句
を
鑑
賞
す

る
と
き
は
言
葉
だ
け
に
気
を
と
ら
れ
て
は
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
句
の
言
葉
が
ど
の

よ
う
な
余
白
を
作
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
一
句

の
中
に
抱
え
こ
ん
で
い
る
か
。
い
つ
も
こ
の
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
何
年
か
た
っ
て
、
言
葉
と
は
通
じ
な

い
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
っ
た
。
外
国
語
の
話

で
は
な
い
。
同
じ
言
葉
を
話
す
者
同
士
の
こ
と

だ
。

　

た
し
か
に
言
葉
は
互
い
に
気
持
ち
を
伝
え
る

た
め
に
あ
る
。
そ
こ
で
言
葉
を
使
え
ば
互
い
の

気
持
ち
が
通
じ
る
は
ず
と
思
っ
て
し
ま
う
。「
だ

か
ら
黙
っ
て
い
な
い
で
、
も
っ
と
み
ん
な
と
話

そ
う
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
昔
、
就
寝
中
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
襲
わ
れ

た
あ
る
首
相
は
銃
口
を
向
け
ら
れ
な
が
ら
「
話

せ
ば
わ
か
る
」
と
い
っ
た
。
非
情
に
も
次
の
瞬

間
、
銃
弾
が
発
射
さ
れ
た
の
で
首
相
と
テ
ロ
リ

ス
ト
は
つ
い
に
話
し
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の

だ
が
、
ほ
ん
と
う
に
話
せ
ば
わ
か
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

あ
た
り
を
見
回
し
て
み
る
と
、
外
交
問
題
か

ら
夫
婦
喧
嘩
に
い
た
る
ま
で
世
の
中
の
も
め
ご

と
の
ほ
と
ん
ど
は
言
葉
が
原
因
で
あ
る
。
言
葉

を
尽
く
し
て
話
し
て
も
わ
か
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、

言
葉
に
よ
っ
て
誤
解
を
招
く
こ
と
さ
え
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
言
葉
を
使
え
ば
互
い
の
気
持
ち
が

通
じ
る
な
ど
と
安
易
に
信
用
せ
ず
、
言
葉
と
は

通
じ
に
く
い
も
の
だ
と
覚
悟
す
る
ほ
う
が
い
い
。

そ
う
す
る
と
、
そ
ん
な
に
通
じ
に
く
い
の
な
ら

使
い
方
に
気
を
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
に
気
づ
き
、
次
に
は
使
い
方
を
自
分
で

工
夫
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
い
加
減
に
話
し
た

り
書
い
た
り
メ
ー
ル
を
打
っ
た
り
す
る
の
を
や

め
て
、
言
葉
に
つ
い
て
も
っ
と
勉
強
し
よ
う
、

書
き
方
や
話
し
方
の
練
習
も
し
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
る
は
ず
だ
。
こ
れ
が
言
葉
の
学
習
の
原

点
だ
ろ
う
。

　

外
国
語
で
あ
れ
ば
初
め
か
ら
通
じ
な
い
と
警

戒
し
て
か
か
る
か
ら
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
こ

と
な
の
だ
が
、
母
国
語
の
日
本
語
と
な
る
と
、

と
た
ん
に
当
た
り
前
で
な
く
な
る
。
子
ど
も
の

こ
ろ
か
ら
使
っ
て
い
る
の
だ
も
の
、
通
じ
な
い

は
ず
が
な
い
と
誰
で
も
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

言
葉
で
失
敗
す
る
。

　

演
説
や
小
説
の
よ
う
に
多
く
の
言
葉
を
費
や

し
て
も
な
か
な
か
通
じ
な
い
の
だ
か
ら
、
短
い

俳
句
は
な
お
さ
ら
通
じ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
万

が
一
、
通
じ
た
と
き
は
何
に
も
増
し
て
う
れ
し

い
。
こ
れ
が
俳
句
の
喜
び
と
い
う
も
の
だ
。

俳
人　

長は

谷せ

川が
わ 

櫂か
い

0203
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新
し
い
分
類

　

こ
れ
ま
で
一
般
的
だ
っ
た
「
尊
敬
・
謙
譲
・
丁

寧
」
と
い
う
三
分
類
に
対
し
て
、
平
成
十
九
年
度

文
化
審
議
会
答
申
「
敬
語
の
指
針
」
で
は
、
五
分

類
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

五
分
類
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、

敬
語
に
関
す
る
研
究
の
進
展
が
あ
り
ま
す
。
「
尊

敬
」
は
「
上
げ
る
」
こ
と
に
よ
る
敬
意
、
「
謙

譲
」
は
「
下
げ
る
」
こ
と
に
よ
る
敬
意
、
と
い
う

考
え
方
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
丁
重
語
」
の
存
在

を
指
摘
す
る
宮
地
裕
博
士
の
研
究
な
ど
で
、
敬
語

表
現
に
は
も
う
少
し
複
雑
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
三
分
類
か
ら
お
さ
ら
い
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
Ｘ
さ
ん
が
、

［
Ａ
と
い
う
人
物
が
Ｂ
と
い
う
人
物
に
会
う
］

と
い
う
こ
と
を
、
聞
き
手
に
伝
え
る
と
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
敬
意
の
関
係
に
よ
っ
て
、
表
現
は
さ

ま
ざ
ま
に
変
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

　

Ａ
さ
ん
が
Ｂ
に
お
会
い
に
な
る
。

と
言
え
ば
、
主
語
の
「
Ａ
さ
ん
」
が
高
く
待
遇
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
お
会
い
に
な
る
」
の

よ
う
に
主
語
を
高
め
た
り
、
「
Ａ
さ
ん
の
お
車
」

の
よ
う
に
持
ち
主
を
高
め
る
の
が
尊
敬
語
で
す
。

　

主
に
元
の
動
詞
に
「
お
〜
に
な
る
」「
ら
れ
る
」

を
付
け
て
表
現
し
ま
す
が
、
個
別
の
語
も
あ
り
ま

す
。「
ご
覧
に
な
る
」（「
見
る
」）、「
召
し
上
が
る
」

（「
食
べ
る
」「
飲
む
」）
な
ど
で
す
。

　

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
例
え
ば
「
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
は
、
「
行
く
」
の
尊
敬
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
来
る
」
の
尊
敬
語
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
い

る
」
の
尊
敬
語
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
明

日
、
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
い
う
文
を
聞
け

ば
、
「
行
く
の
か
、
来
る
の
か
、
い
る
の
か
」
と

い
う
三
通
り
の
意
味
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
謙
譲
語
の
場
合
、

　

Ａ
が
Ｂ
さ
ん
に
お
会
い
す
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
動
き
の
相
手
で
あ
る
「
Ｂ
さ

ん
」
が
高
く
待
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
Ｂ
さ
ん
は
Ａ
さ
ん
よ
り
も
高
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
同
時
に
話
し
手
よ
り
も
高
い
扱
い
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

「
お
目
に
か
か
る
」
（
「
会
う
」
の
謙
譲
語
）

な
ど
の
特
別
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

　

尊
敬
語
も
謙
譲
語
も
話
題
に
登
場
す
る
人
物
に

対
す
る
敬
語
で
、
例
え
ば
独
り
言
の
中
で
も
言
う

こ
と
が
で
き
ま
す
（
話
題
の
登
場
人
物
へ
の
敬
語
な

の
で
素
材
敬
語
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

　

丁
寧
語
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
聞
き
手
に
対
す

る
敬
語
で
、
「
で
す
、
ま
す
、
で
ご
ざ
い
ま
す
」

特集 「
楽
し
い

　
言
葉
の
授
業
」へ
の

　
　
　
ヒ
ン
ト

京
都
教
育
大
学
教
授　

森
山
卓
郎

森
もり

山
やま

卓
たく

郎
ろう

1960 年京都府生まれ。大阪大学文学部助手、
講師、京都教育大学助教授を経て、現職。専攻
は日本語文法。日本語の奥にあるもののとらえ方
や、日本語でのコミュニケーションのあり方など
を研究。著書に、『国語教育の新常識—これだけ
は教えたい国語力—』（共著・明治図書）、『コミュ
ニケーションの日本語』（岩波書店）、『表現を味
わうための日本語文法』（岩波書店）など多数。

　

学
習
指
導
要
領
が
新
し
く
な
っ
て
、
「
言
語
事

項
」
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

「
ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

と
い
う
事
項
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
「
イ　

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項
」
の
重
要

性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
「
言
葉
」
そ

の
も
の
に
対
す
る
理
解
は
、
新
た
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
も
ち
ろ
ん
、
あ

ら
ゆ
る
国
語
科
の
学
習
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
語
彙
力
の
不
足
、
不
十
分
な
構
文

能
力
な
ど
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、
言
葉
と
触
れ
る
絶
対
的
な
機
会
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
し
た
小
話
、
小
さ
な
ゲ
ー

ム
も
大
切
な
学
力
の
基
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
言
葉
の
お

も
し
ろ
さ
、
奥
深
さ
、
（
そ
し
て
、
怖
さ
に
も
）

触
れ
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

今
特
集
で
は
、
敬
語
編
、
語
彙
・
文
字
編
、
文

法
編
、
と
い
う
よ
う
に
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
分

け
て
、
「
授
業
で
使
え
る
小
ネ
タ
」
、
「
実
は

ち
ょ
っ
ぴ
り
聞
き
た
か
っ
た
疑
問
点
」
、
「
言
葉

の
豆
知
識
」
「
ち
ょ
っ
と
し
た
活
動
案
」
な
ど
を

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
言
葉
の
怖
さ
に
ま
で
は
触

れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
言
葉
の
世
界
の
一
端
を

気
軽
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
し
、
明
日
の
授
業
に
活
か
し
て
い
た

だ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

す
っ
き
り
整
理
、

 

疑
問
も
解
消

敬
語
編

0405

ＡさんがＢにお会いになる。

ＡがＢさんにお会いする。

※大きく描かれた人物は、話し手が
立てようとする人物を示す。
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な
ど
で
す
。
こ
れ
は
独
り
言
で
は
使
え
ず
、
聞
き

手
へ
の
敬
語
で
す
（
対
者
敬
語
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
）
。
国
語
科
の
学
習
で
は
最
も
早
く

か
ら
学
習
す
る
敬
語
で
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
の
基

本
で
す
。

　

丁
寧
語
を
使
っ
た
文
体
を
「
敬
体
」
、
そ
う
で

な
い
文
体
を
「
常
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
会
い
ま
す
」
の
よ
う
に
元
の
動
詞
に
「
ま
す
」

を
そ
の
ま
ま
く
っ
つ
け
た
り
、
名
詞
や
形
容
詞
な

ど
に
「
で
す
」
を
つ
け
た
り
し
ま
す
。

　

丁
寧
語
は
尊
敬
語
や
謙
譲
語
と
一
緒
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
Ａ
さ
ん
が
Ｂ

に
お
会
い
に
な
り
ま
す
」
「
Ａ
が
Ｂ
さ
ん
に
お
会

い
し
ま
す
」
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
三
分
類
に
加
え
て
、
美
化
語
、
丁
重
語

（
「
謙
譲
語
Ⅱ
」
と
も
）
と
い
う
敬
語
形
式
も
含

め
た
分
類
が
五
分
類
で
す
。

　

美
化
語
と
は
、
言
葉
を
美
し
く
言
う
と
い
う
機

能
だ
け
が
あ
る
表
現
で
、

　

お
ふ
ろ
に
入
っ
て
か
ら
、
お
茶
を
飲
む
。

の
「
お
ふ
ろ
」
や
「
お
茶
」
の
よ
う
な
表
現
で

す
。
光
村
図
書
の
中
学
校
の
教
科
書
で
は
以
前
か

ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
（
三
年
Ｐ
32
）
。
同

じ
「
お
〜
」
で
も
「
Ａ
さ
ん
の
お
車
」
と
い
う
と

き
に
は
、
相
手
の
持
ち
物
を
高
め
て
表
現
す
る
尊

　

た
だ
し
、
否
定
に
す
る
場
合
に
は
、
「
寒
く
な

い
で
す
」
の
ほ
か
に
、
「
な
い
＋
丁
寧
」
を
「
あ

り
ま
せ
ん
」
で
表
現
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
寒

く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
も
言
え
ま
す
。
で
き
る
だ
け

「
形
容
詞
＋
で
す
」
を
避
け
る
と
い
う
点
で
は

「
寒
く
あ
り
ま
せ
ん
」
の
方
が
洗
練
さ
れ
た
表
現

に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
形
容
動
詞
の
場

合
の
、
「
好
き
で
は
な
い
で
す
」
と
「
好
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」
も
同
じ
で
す
。

　
　
「
お
な
ら
」
の
語
源
は
？

　
　

「
お
な
ら
」
の
語
源
は
「
お
＋
鳴
ら
し
」
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
お
」
は
、
も
と
は
言

葉
を
き
れ
い
に
言
う
「
美
化
語
」
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
「
お
も
ち
ゃ
」
も
「
も
ち
あ
そ
び
」

に
「
お
」
が
つ
い
た
美
化
語
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
現
代
語
で
は
、
い
ず
れ
も
「
お
」
の
結

び
つ
き
は
強
く
、
「
お
」
を
取
り
去
っ
た
「
な

ら
」
「
も
ち
ゃ
」
で
は
、
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。

そ
の
点
で
、
「
お
な
ら
」
の
「
お
」
や
「
お
も

ち
ゃ
」
の
「
お
」
は
、
も
は
や
敬
語
表
現
と
し
て

の
働
き
を
付
加
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
語
の
一

部
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
適

切
で
す
。

　
　「
寒
く
な
い
」
の
丁
寧
語
に
は
「
寒
く
あ
り
ま

せ
ん
」
と
「
寒
く
な
い
で
す
」
の
二
つ
が
あ
る
？

　
　

ど
ち
ら
も
正
し
い
表
現
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
形
容
詞
は
も
と
も
と
「
で
す
」
が
つ
き
に

く
い
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。
「
寒
い
で
す
」

の
「
で
す
」
は
「
本
で
す
」
の
「
で
す
」
と
は
働

き
が
違
う
か
ら
で
す
。

　

こ
れ
は
「
で
す
」
を
「
だ
」
に
変
え
て
み
る
と

わ
か
り
ま
す
。
「
本
で
す
」
は
「
本
だ
」
に
な
り

ま
す
が
、
「
寒
い
で
す
」
は
「
寒
い
だ
」
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
「
寒
い
で
す
」
の
「
で
す
」
に
は
丁

寧
に
す
る
と
い
う
働
き
し
か
な
く
、
断
定
の
意
味

は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
ほ
か
に

言
い
よ
う
も
な
い
の
で
（
「
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
」

だ
と
丁
寧
す
ぎ
ま
す
）
、
「
寒
い
で
す
」
と
い
う

表
現
は
普
通
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

敬
語
と
な
る
の
に
対
し
て
、
「
お
ふ
ろ
」
「
お

茶
」
は
誰
を
尊
敬
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ふ
ろ
」
「
茶
」
と
言
え
ば
や
や
乱
暴
に
聞
こ
え

る
の
を
「
お
」
を
つ
け
て
き
れ
い
な
言
葉
遣
い
と

し
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

き
れ
い
な
言
葉
遣
い
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の

敬
語
に
共
通
す
る
の
で
す
が
、
い
わ
ば
そ
の
特
徴

だ
け
を
持
っ
て
い
る
の
が
美
化
語
だ
と
い
え
ま
す
。

　

丁
重
語
（
謙
譲
語
Ⅱ
）
と
は
、
丁
寧
語
と
一
緒

に
使
わ
れ
、
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
も
の

で
す
。
例
え
ば
、

　

私
た
ち
が
連
絡
い
た
し
ま
す
。

な
ど
の
「
い
た
す
」
の
部
分
が
こ
れ
に
当
た
り
ま

す
。
基
本
的
に
「
ま
す
」
と
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ

と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

存
じ
ま
す
（
存
ず
る
）　

申
し
ま
す
（
申
す
）

　

参
り
ま
す
（
参
る
）　
　

お
り
ま
す
（
お
る
）

な
ど
も
そ
う
で
す
。

　

こ
の
丁
重
語
の
注
意
点
は
、
主
語
が
一
段
下
げ

た
言
い
方
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
客
様
が
い
た
し
ま
す
か
。

の
よ
う
に
言
う
と
「
お
客
様
」
を
立
て
た
表
現
に

は
な
ら
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

「
弊
社
」
な
ど
も
こ
こ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
専
門
的
に
は
こ
の
丁
重
語
と
い
う
呼
び

方
が
普
通
で
す
が
、
従
来
は
謙
譲
語
に
入
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
「
敬
語
の
指
針
」
で
は
、
「
謙
譲

語
Ⅱ
（
丁
重
語
）
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
聞
き
手

に
対
す
る
敬
意
を
表
す
「
謙
譲
語
Ⅱ
」
に
対
し
て
、

話
題
の
登
場
人
物
間
の
待
遇
を
表
す
従
来
の
謙
譲

語
は
「
謙
譲
語
Ⅰ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

敬
語        

＆       

コ
ー
ナ
ー

　
　
過
剰
敬
語
（
二
重
敬
語
）
と
は
？

　
　

「
先
生
が
お
話
し
に
な
ら
れ
る
」
の
よ
う
な

形
で
す
。
「
先
生
が
お
話
し
に
な
る
」
に
、
さ
ら

に
「
ら
れ
る
」
を
つ
け
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
実
際
の
受
け
取
り
方
は
少
し
違
う
よ

う
で
、
気
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

　

な
お
、
「
研
究
し
て
い
る
」
に
対
し
て
、
「
研

究
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
は
、
「
研
究
す

る
」
「
て
い
る
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
敬
語
に
な
っ
た

形
な
の
で
、
少
し
重
複
感
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
二
重
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、

「
研
究
な
さ
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
動
詞
（
尊
敬

語
）
＋
て
い
る
」
と
、
「
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
と
い
う
「
動
詞
＋
て
い
る
（
尊
敬
語
）
」
と

い
う
表
現
の
両
方
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
可

能
で
す
（
前
者
の
ほ
う
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
）
。

Q

Q

A

A

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

だ
れ
を
高
め
た
表
現
か
な
？

QA

QA

0607

五
分
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語　
　
　

例

三
分
類

尊
敬
語

お
（
ご
）
〜
に
な
る
、
〜
な
さ
る
、
〜
ら
れ
る
、
お
（
ご
）
＋
名
詞

尊
敬
語

謙
譲
語
Ⅰ

お
（
ご
）
〜
す
る
、
〜
申
し
上
げ
る
、
う
か
が
う　

な
ど

謙
譲
語

謙
譲
語
Ⅱ（
丁
重
語
）
い
た
す
、
存
ず
る
、
申
す
、
お
る　

な
ど
（「
ま
す
」
と
一
緒
に
使
う
）

丁
寧
語

で
す
、
ま
す
、
で
ご
ざ
い
ま
す

丁
寧
語

美
化
語

お
＋
名
詞

■
五
種
類
の
敬
語
を
使
っ
た
文

　
　
　
　
　
　
　

  

美
化
語　

  

尊
敬
語　
　

  

謙
譲
語　

尊
敬
語　
　

    

謙
譲
語　

   

丁
重
語 

丁
寧
語

先
生
が
大
先
生
に　

お
茶  

と  

ご
著
書  

を  

差
し
上
げ   

ら
れ  

た
と  

う
か
が
っ  

て  

お
り   

ま
す
。

お
わ
た
し
す
る

わ
た
さ
れ
る

お
わ
た
し
に
な
る

さ
し
あ
げ
る

※
美
化
語
を
三
分
類
の
丁
寧
語
に
含
め
な
い
考
え
方
も
あ
る
。
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れ
ば
間
違
っ
た
取
り
違
え
で
す
が
、
広
く
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

「
事
物
を
し
っ
か
り
完
成
さ
せ
る
た
め
の
最
後

の
仕
上
げ
」
を
表
す
「
画
竜
点
睛
」
も
「
画
竜
点

晴
」
と
書
く
人
が
あ
り
ま
す
。
「
睛
」
は
「
ひ
と

み
」
で
す
が
、
「
晴
」
と
い
う
字
に
似
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
伝
統
的
な
言
葉
の
使
い

方
か
ら
す
れ
ば
間
違
い
で
す
が
、
常
用
漢
字
に

「
睛
」
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
広
く
使
わ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
表
記
と
い
え
ま
す
。

 

「
雰
囲
気
」は「
ふ
い
ん
き
」？

 

「
ふ
ん
い
き
」？

　

言
葉
の
勘
違
い
と
い
う
点
で
は
、
音
の
入
れ
替

わ
り
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
山
茶
花
」
は

「
さ
ざ
ん
か
」
と
読
み
ま
す
が
、
本
来
は
「
さ
ん

ざ
か
」
で
す
。
ち
ょ
う
ど
漢
字
の
音
読
み
を
対
応

さ
せ
て
い
く
と
そ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

音
の
転
倒
で
「
さ
ん
ざ
か
」
が
「
さ
ざ
ん
か
」
に

な
っ
た
の
で
す
。
歌
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
す
が
、

む
し
ろ
現
代
で
は
「
さ
ざ
ん
か
」
が
普
通
の
言
い

方
で
す
。

　

音
の
転
倒
と
い
う
例
で
は
、
「
新
た
」
と
「
新

し
い
」
も
そ
う
で
す
。
「
新
」
は
「
あ
ら
た
し
」

が
本
来
の
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
が
「
あ
た
ら
し
」

に
な
っ
た
も
の
で
す
。
「
あ
た
ら
し
」
は
本
来
は

「
惜
し
い
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。

　

「
雰
囲
気
」
を
「
ふ
い
ん
き
」
と
言
っ
て
い
る
人

を
と
き
ど
き
見
受
け
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在
、
ま

だ
誤
り
の
意
識
が
あ
る
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
こ
れ
か
ら
何
十
年
か
経
つ
と
、
「
ふ
い
ん

き
」
の
方
が
市
民
権
を
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

言
葉
の
歴
史
に
は
い
ろ
い
ろ
な
勘
違
い
も
あ
り

ま
す
。

 

「
何
」
を
な
ん
と
読
む
？

　

「
何
」
と
い
う
字
で
す
が
、
「
な
に
」
と
も

「
な
ん
」
と
も
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
何
と

言
う
の
」
と
い
う
と
き
、
「
な
に
」
で
も
「
な

ん
」
で
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「
何
時
」
「
何
円
」
「
何
軒
」
な
ど
と
い
う
場
合
、

「
な
に
」
と
読
む
の
は
間
違
い
で
す
。
数
字
が
入

る
場
合
に
は
「
な
ん
」
と
し
か
読
め
な
い
よ
う
で

す
。
例
え
ば
「
何
人
」
は
「
な
に
」
と
読
む
の
か

「
な
ん
」
と
読
む
の
か
で
、
意
味
が
違
い
ま
す
。

「
な
に
じ
ん
」
だ
と
国
を
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
「
な
ん
に
ん
」
だ
と
人
数
を
聞
く
こ
と
に
な

る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
「
何
て
こ
っ
た
！
」
で
は
「
な

ん
」
、
「
何
者
だ
」
で
は
「
な
に
」
と
い
う
よ
う

に
、
語
に
よ
る
読
み
方
の
慣
用
的
な
違
い
も
あ
り

ま
す
。

せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
熟
字
訓
、
生
徒
た
ち
に
身
近
な
も

の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。
ゲ
ー

ム
感
覚
で
楽
し
む
こ
と
も
、
言
葉
や
表
記
に
対
す

る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

【
例
】
案か

か

し
山
子
、
神か
ぐ
ら楽
、
胡く
る
み桃
、
木こ
だ
ま霊
、
河か
っ
ぱ童
、 

　
　
　

秋さ

ん

ま
刀
魚
、
松た
い
ま
つ明
、
足た

び袋
、
心
と
こ
ろ
て
ん太、
土も
ぐ
ら竜
、

　
　
　

浴ゆ
か
た衣
、
行ゆ
く
え方

  

広
く
使
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

  

本
来
は
「
漢
」
違
い
？

　

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
「
手
へ
ん
」
と

「
土
へ
ん
」
は
違
い
ま
す
。
例
え
ば
「
掘
る
」
は

前
者
、
掘
っ
て
で
き
た
「
堀
」
は
後
者
で
す
。
し

か
し
、
「
手
へ
ん
」
と
「
土
へ
ん
」
の
混
同
が
広

く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
例
が
「
独
壇
場
」
。
「
投
手
交
代
で
彼
が
投
げ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
す
っ
か
り
彼
の
独
壇

場
で
、
た
ち
ま
ち
ゲ
ー
ム
を
制
し
た
」
の
よ
う

に
、
「
あ
る
人
が
思
い
の
ま
ま
に
活
躍
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
表
す
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は

本
来
は
「
独
擅
場
」
。
「
ほ
し
い
ま
ま
」
と
い
う

「
擅せ
ん

」
が
、
よ
く
使
わ
れ
る
「
壇
」
に
勘
違
い
さ

れ
た
の
で
す
。
一
人
で
壇
の
上
に
上
が
っ
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
で
き
そ
う
だ
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
伝
統
的
な
言
葉
の
使
い
方
か
ら
考
え

ま
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
何
か
し
っ
く
り
こ
な
か
っ

た
、
と
い
う
子
ど
も
た
ち
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
感
覚
は
正
し
い
と
言
え
ま
す
。

　

さ
て
、
中
に
は
変
わ
っ
た
背
景
を
も
っ
た
熟
字

訓
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
春
日
」
は
、
「
は

る
ひ
」
が
「
か
す
か
」
に
か
か
る
枕
詞
と
い
う
こ

と
か
ら
で
き
た
読
み
方
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
春
の

日
は
か
す
ん
で
か
す
か
に
な
る
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
「
春
日
」
を
「
か
す
が
」
と
読
む
と
こ
ろ
に
、

ち
ょ
っ
と
し
た
趣
を
感
じ
ま
す
。
「
飛
鳥
」
も
同

様
。
「
飛
ぶ
鳥
の
」
が
「
明
日
香
（
あ
す
か
）
」

と
い
う
地
名
に
か
か
る
枕
詞
で
、
そ
こ
か
ら
「
飛

鳥
」
を
「
あ
す
か
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

も
と
も
と
古
い
日
本
語
に
は
字
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
語
と
い
う
言
葉
と
漢
字
と
の
つ
き

あ
い
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
を

た
ど
る
こ
と
も
楽
し
い
学
習
に
な
る
か
も
し
れ
ま

  

春
日
は
な
ぜ「
カ
ス
ガ
」？

　

漢
字
の
訓
読
み
と
は
日
本
語
の
「
意
味
」
に
よ

る
読
み
方
で
す
。
訓
読
み
に
は
、
熟
字
訓
と
言
わ

れ
る
よ
う
な
、
語
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
特
別
な
読

み
方
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
土つ
く
し筆
」
は

土
か
ら
生
え
た
と
こ
ろ
が
筆
の
よ
う
に
見
え
る
植

物
で
す
。
そ
れ
で
「
土
筆
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て

ま
す
が
、
言
葉
は
そ
の
ま
ま
「
つ
く
し
」
と
読
む

の
で
す
。
「
く
ら
げ
」
を
「
海
月
」
や
「
水
母
」

と
書
く
の
も
同
様
で
す
。
こ
う
し
た
例
は
ク
イ
ズ

で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
時
計
」
も
「
と
け
い
」
と
読
む
の
は
熟
字
訓

で
、
「
計
」
は
「
け
い
」
と
い
う
音
読
み
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
「
時
」
そ
の
も
の
も
の
は
「
と
」

と
は
読
み
ま
せ
ん
。
意
味
が
ぴ
っ
た
り
な
の
で
気

づ
き
に
く
い
の
で
す
が
、
も
と
は
「
土
圭
」
な
ど

と
書
い
た
言
葉
の
熟
字
訓
で
、
い
わ
ば
漢
字
が
入

れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
時
計
」
を
「
と
け

い
」
と
読
む
と
教
え
ら
れ
て
、
「
じ
け
い
」
と
読

  
漢
字
を

       
楽
し
も
う

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

語
彙
・
文
字
編

0809

　
す
き
ま
の
時
間
な
ど
に
、
漢
字
の
ゲ
ー
ム

を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
辞
典
を
使
っ
て
、
知

ら
な
い
言
葉
や
漢
字
と
出
会
わ
せ
る
の
も
い

い
で
す
ね
。

ど
れ
だ
け
続
け
ら
れ
る
か
な
？

❶ 

同
じ
読
み
を
持
つ
漢
字
（
漢
語
）
を

　 

集
め
よ
う
ゲ
ー
ム

【
　
か
い
　
】
界
会
回
海
解
貝
怪
快
戒
壊
…

【
　
せ
ん
　
】
線
千
戦
選
船
繊
泉
銭
先
専
…

【
こ
う
か
ん
】
交
換
、
高
官
、
鋼
管
、
交
歓
、

　
　
　
　
　 

好
感
、
向
寒
、
公
館
、
交
感
、

　
　
　
　
　 

校
勘
…

【
せ
ん
こ
う
】
選
考
、
専
攻
、
線
香
、
潜
行
、

　
　
　
　
　 

閃
光
、
専
行
、
先
攻
、
選
鉱
、

　
　
　
　
　 

戦
功
…

❷ 

漢
字
し
り
と
り
、

　 

漢
語
し
り
と
り
ゲ
ー
ム

・
留
学
→
学
習
→
習
字
→
字
体
→
体
育
→
…
…

・
入
館
制
限
→
制
限
時
間
→
時
間
短
縮
→
…
…

❷ 

熟
語
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル

　
書
籍
や
雑
誌
な
ど
の
例
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
ク
ラ
ス
の
実
態
に
合
わ
せ
て
作
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。
作
る
楽
し
さ
（
苦
し
さ
？
）

も
味
わ
え
ま
す
よ
。
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う
形
に
も
な
る
。

　

■ 

形
容
動
詞

　

き
れ
い
だ
、
変
だ
、
奇
妙
だ
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
だ
」
、
次
に
名
詞
が
く

　

れ
ば
「
〜
な
」
と
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
現
代
語
で
は
動
詞
の
言
い
切
り
は

「
ウ
」
段
の
音
で
す
が
、
古
典
語
で
は
違
い
ま
す
。

例
え
ば
「
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
終
止
形
が
イ
段

の
音
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

体
言
と
用
言
と
は
、
主
語
・
述
語
の
関
係
に
か

か
わ
る
概
念
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
連
体
修

飾
と
連
用
修
飾
と
い
う
関
係
づ
け
が
ポ
イ
ン
ト
に

な
り
ま
す
。

　

● 

連
体
修
飾

　

「
体
言
」
に
「
連
な
る
」
、
つ
ま
り
名
詞

　

を
修
飾
す
る
こ
と
。

　

白
い
＋
雪
、
歩
く
＋
人
、
変
な
＋
服
装

　

● 

連
用
修
飾

　

「
用
言
」
に
「
連
な
る
」
、
つ
ま
り
述
語

　

を
修
飾
す
る
こ
と
。

　

さ
っ
さ
と
→
歩
く
、
ず
い
ぶ
ん
→
歩
く
、　

　

た
ぶ
ん
→
歩
く
、

ご
は
ん
を
→
食
べ
る

　

こ
こ
で
の
「
修
飾
」
と
い
う
概
念
は
実
は
難
し

い
の
で
す
が
、
素
朴
に
、
ど
の
言
葉
に
関
連
し
て

い
る
か
、
つ
な
が
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
関
係
で

考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日

本
語
で
は
言
葉
の
つ
な
が
り
方
に
よ
っ
て
形
が
変

る
か
述
語
に
な
る
か
と
い
う
考
え
方
で
す
か
ら
、

文
の
構
造
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
当
然
、
体
言
、
用
言
、
そ
れ
以
外
の
言

葉
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
く
と
、
こ
れ
は

品
詞
の
理
解
に
も
役
立
ち
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
連

体
形
」
「
連
用
形
」と
い
う
形
が
あ
る
よ
う
に
、

「
体
言
」
「
用
言
」
と
い
う
こ
と
は
、
活
用
形
の

学
習
に
も
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
体

言
と
用
言
と
い
う
概
念
が
理
解
で
き
れ
ば
、
学
習

の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
す
。

　

で
は
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
体
言
と
は
名
詞
の
こ
と
。
主
語
に
な
れ

る
言
葉
と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
ま
す
。
形
の

上
で
は
「
〜
が
」
「
〜
の
」
と
い
う
形
に
な
る
な
ら

体
言
、
す
な
わ
ち
名
詞
だ
と
一
応
言
え
ま
す
。
主

語
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
助
動
詞
の
「
だ
」
「
で

す
」を
く
っ
つ
け
る
と
、
名
詞
も
述
語
に
な
れ
ま
す
。

　

用
言
と
は
そ
れ
だ
け
で
述
語
に
な
れ
る
言
葉
の

こ
と
で
す
。
品
詞
と
し
て
は
三
つ
の
種
類
が
あ
り
ま

す
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

■ 

動
詞

　

歩
く
、
走
る
、
す
る
、
着
る
、
消
え
る
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
ウ
」
段
の
音
。

　

■ 

形
容
詞

　

白
い
、
明
る
い
、
楽
し
い
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
い
」
。
「
〜
く
」
と
い

 

「
体
言
」と「
用
言
」が
わ
か
る
と

　
文
法
が
わ
か
り
や
す
く
な
る

　

「
名
詞
」
「
動
詞
」
な
ど
の
言
葉
に
比
べ
、

「
体
言｣

「
用
言
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
が
わ
か

り
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
人
的
な

話
で
恐
縮
で
す
が
、
私
が
中
学
生
の
と
き
「
体

言
」
と
「
用
言
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
理
解
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
は
背
景
も
あ
り
ま
す
。
「
名
詞
」
「
動

詞
」
な
ど
の
用
語
は
西
洋
の
文
法
を
翻
訳
し
て
で

き
た
用
語
で
す
。
英
語
な
ど
の
外
国
語
を
学
ぶ
場

合
な
ど
に
「
名
詞
」
「
動
詞
」
と
い
う
言
葉
は
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
一
方
、
「
体
言
」
「
用
言
」
は

古
く
か
ら
の
日
本
の
言
葉
で
す
。
華
道
な
ど
で

「
体
」
「
用
」
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
日
常
の
学
校
生
活
で
は
あ

ま
り
触
れ
な
い
言
葉
で
す
。

　

し
か
し
、
「
体
言
」
「
用
言
」
は
、
主
語
に
な

わ
る
言
葉
が
あ
り
（
活
用
語
）
、
そ
れ
に
は
連
体

形
と
い
う
形
と
連
用
形
と
い
う
代
表
的
な
形
が
あ

る
、
と
言
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
連
用
修
飾
の
場
合
、
「
ご
は
ん
を
」

の
よ
う
に
い
わ
ば
「
目
的
語
」
扱
い
の
も
の
と
、

「
た
ぶ
ん
」
の
よ
う
な
述
べ
方
の
注
釈
を
す
る
も

の
、
「
さ
っ
さ
と
」
な
ど
様
子
を
表
す
も
の
、
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
質
的
な
違
い
が
あ

り
ま
す
。

　

連
体
修
飾
と
連
用
修
飾
と
は
、

　

き
れ
い
な　

泳
ぎ
方
／
き
れ
い
に　

泳
ぐ  

の
よ
う
に
、
表
現
が
対
応
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
う
し
た
例
も
学
習
上
利
用
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

体
言
、
用
言
、
連
体
修
飾
、
連
用
修
飾
が
押
さ

え
ら
れ
る
と
、
品
詞
も
次
の
よ
う
に
少
し
違
う
形

で
整
理
で
き
ま
す
。
品
詞
分
類
を
こ
の
形
で
組
み

直
す
の
も
一
つ
の
学
習
と
し
て
有
効
で
す
。

文
法
教
育
の

      
難
所
越
え

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

　
次
は
西
村
府
子
先
生
（
京
都
教
育
大
学
大
学

院
生
・
京
都
市
立
陶
化
中
学
校
教
諭
）
の
提
案

例
を
も
と
に
考
え
た
も
の
で
、
表
現
技
巧
に
も

関
連
し
ま
す
。

▼
唱
歌
「
と
ん
び
」
を
例
に
し
た
活
用
の
学
習

　

一
、
飛
べ
飛
べ
と
ん
び
空
高
く

　
　
　

鳴
け
鳴
け
と
ん
び
青
空
に　
（
以
下
略
）

　

二
、
飛
ぶ
飛
ぶ
と
ん
び
空
高
く

　
　
　

鳴
く
鳴
く
と
ん
び
青
空
に　
（
以
下
略
）

　
こ
の
歌
詞
は
、一
番
で
は
、「
飛
べ
」「
鳴
け
」と
、

命
令
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
生
徒

た
ち
も
す
ぐ
に
「
命
令
形
」
で
あ
る
こ
と
や
文

の
意
味
も
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　
二
番
で
は
「
飛
ぶ
」「
鳴
く
」
と
連
体
形
な
い

し
終
止
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
意

味
と
活
用
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
ま

す
。

　
連
体
形
だ
と
「
空
高
く
」
の
後
は
省
略
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
飛
ん
で
い
る
と
ん
び
」

と
い
う
名
詞
終
わ
り
の
表
現
に
な
り
ま
す
。

　
終
止
形
だ
と
「
空
高
く
」
は
「
飛
ぶ
」
を
倒

置
し
て
修
飾
す
る
形
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
標
語
、
歌
、
広
告
コ
ピ
ー
な

ど
の
身
の
回
り
の
表
現
か
ら
文
法
を
考
え
る
の

も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
ふ
だ
ん
か
ら
気
に
な

る
表
現
な
ど
メ
モ
し
て
お
い
て
、
生
徒
た
ち
と

一
緒
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

文
法
編
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活
用
す
る（
述
語
で
い
ろ
い
ろ
な
使
わ
れ
方
が
あ
る
）

活
用
し
な
い　
　
　
　
　

付
属
語

助
動
詞

助　

詞　
　
　
　
　

 　
　

自
立
語

動　

詞（
ウ
段
）

形
容
詞（
い
）　　

 　
　
　

用
言
＝
述
語
に
な
る 

形
容
動
詞（
だ
／
な
〜
）   

名　

詞（
が
／
の
〜
）

   

体
言
＝
主
語
に
な
る

連
体
詞
＝
連
体
修
飾

副　

詞
＝
連
用
修
飾

接
続
詞
＝
接
続
関
係

感
動
詞
＝
独
立
し
て
使
う

★
先
生
を
困
ら
せ
る
文
法
の
例
外

　

文
法
に
は
様
々
な
例
外
も
あ
る
と
い
う
の
が
事
実

で
す
。
例
え
ば
「
同
じ
だ
」
は
「
変
だ
」
と
よ
く
似

て
い
て
形
容
動
詞
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、「
同
じ

な
」
と
い
う
連
体
形
が
な
か
っ
た
り
、「
同
じ
く
」
と

い
う
ま
る
で
形
容
詞
の
よ
う
な
形
が
あ
っ
た
り
し
ま

す
（
古
く
は
「
同
じ
い
」
と
い
う
形
も
あ
り
ま
し
た
）。
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東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

「
書
く
こ
と
」の
学
習
の
後
で

A

Q　
生
徒
た
ち
に
何
か
を
書
か
せ
る
と
、
そ

の
後
が
大
変
で
す
。
コ
メ
ン
ト
を
一
人
一

人
に
書
く
と
時
間
が
か
か
る
し
、
そ
れ
を

考
え
る
と
、
書
か
せ
る
こ
と
自
体
が
お
っ

く
う
に
な
り
ま
す
。

　
書
か
せ
た
後
の
指
導
は
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ど
う
や
っ
た
ら
子
ど
も
た
ち
が
書
く
よ
う

に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な

こ
と
で
す
が
、
書
い
た
後
ど
う
す
る
か
も
同

じ
く
ら
い
重
要
な
こ
と
で
す
。

　
作
文
の
処
理
と
い
う
と
、
先
生
の
コ
メ
ン

ト
が
一
番
に
思
い
つ
き
ま
す
ね
。
確
か
に
先

生
の
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
う
と
、
子
ど
も
た
ち

は
嬉
し
そ
う
で
す
。
ま
た
書
こ
う
と
い
う
気

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　

　
し
か
し
、
何
か
を
書
い
た
後
の
事
後
指
導

が
そ
れ
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
し
、

労
力
の
割
に
は
効
果
的
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

事
後
指
導
を
い
ろ
い
ろ
工
夫
す
る
こ
と
は
可

能
で
す
。

　
今
回
は
、
前
号
の
「『
書
く
こ
と
』
の
学
習

の
前
に｣

の
続
編
と
し
て
、「
書
く
こ
と
」
の

学
習
の
後
で
取
り
組
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
例
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
合
う
学
習
を
し
ま
し
た
。

　
発
言
の
中
身
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し

た
。

　
発
言
の
後
、「
今
の
意
見
に
共
感
す
る

　
前
回
紹
介
し
た
「
ウ
ソ
日
記
」
も
「
言

葉
の
小
劇
場
」
も
、
必
ず
書
い
た
後
に
は

い
く
つ
か
の
作
品
を
印
刷
し
て
紹
介
し
て

い
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
を
配
っ
た
瞬
間
の

子
ど
も
た
ち
の
生
き
生
き
し
た
反
応
に
は
、

毎
回
思
わ
ず
ほ
ほ
え
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　
上
手
な
子
ど
も
と
い
う
も
の
は
い
る
も

の
で
、
○
○
君
、
ま
た
ま
た
登
場
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
学

習
で
文
字
数
も
そ
ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
登

場
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最

近
元
気
の
な
い
○
○
さ
ん
は
ど
う
か
し
ら
、

先
日
叱
ら
れ
た
○
○
君
は
、
な
ど
と
生
活

指
導
的
な
観
点
で
選
ぶ
と
き
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
国
語
科
っ
て
い

い
で
す
よ
ね
。

　
書
い
た
も
の
は
形
と
し
て
残
っ
て
い
る

の
で
、
そ
の
ま
ま
学
習
材
と
し
て
使
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ど
ん
な
授
業
を
し
た
と

き
も
、
子
ど
も
の
書
い
た
も
の
は
学
習
材

に
な
る
、
と
い
う
の
が
長
い
間
実
践
し
て

き
て
得
た
結
論
で
す
。
書
か
せ
っ
放
し
に

す
る
な
ん
て
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
こ
と
。

何
か
を
教
え
る
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
の

生
み
出
し
た
も
の
を
材
料
に
す
る
こ
と
は

有
効
な
方
法
で
す
。

　
私
の
教
室
で
は
、
何
か
書
い
た
ら
必
ず

み
ん
な
の
目
に
触
れ
る
可
能
性
あ
り
、
と

い
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
細
か
い
こ
と

で
す
が
、
そ
の
た
め
、
印
刷
で
は
っ
き
り

出
る
よ
う
に
、
常
に
濃
く
書
く
こ
と
を
約

束
事
に
し
て
い
ま
す
。

　
友
達
の
考
え
を
知
る
、
好
み
を
知
る
、

持
っ
て
い
る
言
葉
を
知
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
更
に
自
分
の
知
見
も
広
が
り
、
友

達
と
学
び
合
う
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
す

る
。
そ
う
い
う
学
習
の
時
間
を
通
し
て
、

学
び
を
共
有
す
る
集
団
が
で
き
あ
が
っ
て

く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
何
か
を
発
信
し
た
ら
必
ず
返
信
が
あ
る
。

そ
う
い
う
経
験
は
発
信
の
原
動
力
と
な
り

ま
す
。

　
次
に
示
し
た
も
の
は
、「
春
に
」（
二
年

第
一
単
元
）を
初
め
て
読
ん
だ
後
、「
春
に
」

と
い
う
題
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
書
い

た
も
の
の
一
部
で
す
。
全
員
の
も
の
を
印

刷
し
て
紹
介
し
た
あ
と
、
コ
メ
ン
ト
を
言

子
ど
も
た
ち
は
友
達
の

文
章
を
読
む
こ
と
が
大
好
き

コ
メ
ン
ト
を
言
い
合
う

10

「
春
に
」　　題
を
考
え
る

１　

春
に
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
あ
る
。
卒
業
、
入
学
、
ク
ラ
ス
替
え
に
新
し
い

出
会
い
。
そ
ん
な
と
き
の
気
持
ち
が
、
こ
の
詩
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
い

ろ
ん
な
悩
み
が
で
き
た
り
、
言
い
た
い
こ
と
が
言
え
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ

と
が
つ
ま
っ
て
い
る
。

２　

春
と
い
う
季
節
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
い
っ
ぺ
ん
に
始
ま
り
、
頭
の
中
が
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
気
持
ち
に
な
る
か
ら
ね
。

だ
か
ら
、「
春
に
」
だ
よ
。

３　

自
分
の
周
り
の
様
子
が
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
た
と
き
、
自
分
の
中
に
芽
生
え

た
気
持
ち
が
ど
ん
な
も
の
か
探
る
と
思
う
ん
で
す
。
春
は
い
っ
ぺ
ん
に
様
子

が
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。

４　

春
は
様
々
な
思
い
が
渦
巻
く
も
の
だ
。

５　

大
地
の
い
ろ
ん
な
所
か
ら
感
じ
る
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ま
さ
に
、
い
ろ

ん
な
出
会
い
の
春
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
う
。

■
コ
メ
ン
ト
例

・
１
番
の
○
○
さ
ん
の
意
見
に
つ
い
て
言
い
ま
す
。

　

ク
ラ
ス
替
え
、
新
し
い
出
会
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ホ
ン
ト
だ
！
っ
て
思
っ
た

し
、
何
か
言
葉
に
な
ら
な
い
季
節
だ
よ
ね
、
と
思
い
ま
し
た
。　

・
５
番
の
○
○
さ
ん
の
文
の
中
に
、
「
大
地
の
い
ろ
ん
な
所
か
ら
感
じ
る
新
し

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
カ
ッ
コ
イ
イ
表
現
だ

な
っ
て
思
い
ま
し
た
。　
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10

人
、手
を
挙
げ
て
」

と
言
う
と
、
ど
の
考

え
に
も
た
く
さ
ん
の
子

ど
も
た
ち
が
手
を
挙
げ
ま

す
。
書
い
た
本
人
は
少
し
照

れ
く
さ
そ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、

書
い
て
よ
か
っ
た
な
と
思
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
を
言
い
合
う
の

も
い
い
で
す
し
、
時
間
が
な
い
と
き
は
心

に
留
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
線
を
引
か
せ
る
だ

け
で
も
「
返
信
」
は
で
き
ま
す
。
コ
メ
ン

ト
を
言
わ
な
く
て
い
い
の
で
短
い
時
間
で

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ど
こ
に
線
を
引
い
た

か
だ
け
を
発
表
さ
せ
て
も
、
い
い
雰
囲
気

に
な
り
ま
す
。

　
次
に
示
し
た
も
の
は
二
百
字
の
作
文
で

「
私
は
ひ
と
言
で
言
う
と
○
○
な
子
ど
も

で
し
た
」
と
い
う
題
の
作
品
で
す
。
最
初

に
定
義
付
け
を
し
て
、
そ
の
具
体
例
を
述

べ
て
い
く
学
習
で
す
。
そ
の
作
文
を
書
い

て
文
集
に
し
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
学

習
を
し
ま
し
た
。
自
己
紹
介
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
、
一
年
の
一
学
期
に
や
っ

た
も
の
で
す
。

　
私
は
可
能
な
限
り
、
こ
う
し
た
文
集
づ

く
り
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
形
に
な
っ
て

残
る
こ
と
で
、
学
習
材
と
し
て
使
え
ま
す

し
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
学
習
が
可
能

に
な
る
か
ら
で
す
。

　
コ
メ
ン
ト
は
、
今
の
友
達
で
は
な
く
、

昔
の
友
達
の
様
子
に
対
し
て
書
く
の
で
、

あ
ま
り
遠
慮
せ
ず
書
け
る
よ
う
で
す
。
受

け
取
る
方
も
、
楽
し
く
な
る
よ
う
な
温
か

い
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
。

【
生
徒
の
作
文
例
】

【
コ
メ
ン
ト
例
】」

　
私
は
、
ど
ん
な
単
元
で
も
、
最
後
は
必

ず
「
ま
と
め
」
の
時
間
を
設
定
し
て
、
講

評
の
時
間
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き

使
う
の
が
子
ど
も
た
ち
の
書
い
た
も
の
で

す
。
あ
る
と
き
は
文
章
の
最
後
に
書
い
た

「
あ
と
が
き
」
だ
っ
た
り
、
授
業
記
録
だ
っ

た
り
、
コ
メ
ン
ト
集
だ
っ
た
り
、
作
品
集

だ
っ
た
り
し
ま
す
。つ
け
た
い
力
が
何
だ
っ

た
の
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
学
習
の
振
り

返
り
の
材
料
に
な
る
文
章
を
使
い
ま
す
。

　
こ
の
「
ま
と
め
」
の
時
間
は
単
元
の
仕

上
げ
と
し
て
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
子
ど

も
た
ち
は
実
際
に
自
分
た
ち
が
書
い
た
こ

と
に
対
す
る
講
評
な
の
で
真
剣
に
聞
い
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
い
か
げ
ん
な

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
講
評
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
講
評
す
る
た
め
の
観
点
を
し
っ

か
り
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
観
点
と
は
、
ど
ん
な
力
を

つ
け
る
た
め
に
こ
の
単
元
を
や
っ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
常
に
意

識
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
よ
い
講
評
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

子
ど
も
の
書
い
た
も
の
の
い
い
点
を
見
つ

け
て
、
言
葉
で
表
現
で
き
る
力
を
つ
け
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
ど
ん
な
文
章
を
見
る

時
も
、
い
い
点
は
ど
こ
か
な
と
考
え
な
が

ら
読
む
習
慣
を
つ
け
る
と
い
い
で
す
ね
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り

ま
す
。

　「
い
い
ね
え
、
す
ご
い
ね
、
う
ま
い
ね
、

え
ら
い
ね
」
な
ど
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た

言
葉
で
は
な
く
、
も
っ
と
具
体
的
に
指
摘

で
き
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
中
学
生
と
も

な
れ
ば
、
ほ
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
説
得

力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
す
ぐ
に
気
づ
く
も

の
で
す
。

　
ほ
め
る
言
葉
が
豊
か
に
出
て
く
る
こ
と

は
、
教
師
と
し
て
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
ぐ
に
上
手
に
な
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
に
子
ど
も
た

ち
の
書
い
た
も
の
を
講
評
す
る
場
を
設
定

し
て
、
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
左
に
あ
げ
た
俳
句
の
鑑
賞
文
は
、
子
ど

も
が
書
い
た
も
の
で
す
。
あ
な
た
な
ら
ど

ん
な
ふ
う
に
講
評
し
ま
す
か
。

【
私
の
講
評
例
】

　

鑑
賞
文
ら
し
い
作
品
が
で
き
上
が
り
ま
し
た
。「
作
品
の
よ
さ
」
を
表
現
す
る
、
と

い
う
目
標
が
し
っ
か
り
達
成
で
き
て
い
ま
す
ね
。

　

ま
ず
は
書
き
だ
し
が
キ
リ
リ
と
し
て
い
て
、
か
っ
こ
い
い
で
す
ね
。「
〜
に
違
い
な

い
」と
い
う
表
現
が
緊
張
感
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
解
説
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
、

話
し
合
い
で
出
て
き
た
こ
と
が
上
手
に
文
章
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
思
い
も
「
ま
る
で
〜
の
よ
う
だ
」
と
い
う
表
現
で
巧
み
に
入

れ
て
あ
り
ま
す
。
最
後
の
「
万
感
の
思
い
」
が
全
体
を
引
き
締
め
て
い
ま
す
よ
。

講
評
す
る
力
を
つ
け
る

コ
メ
ン
ト
を
書
く

　

僕
は
、
ひ
と
言
で
言
う
と
不
思
議
な
子
ど
も

で
し
た
。

　

僕
は
、
ひ
ま
で
、
や
る
こ
と
が
な
い
と
な
ぜ

か
、
い
つ
も
何
も
持
た
ず
に
散
歩
に
出
る
の
で

す
。
何
と
な
く
、
い
つ
も
散
歩
を
す
る
の
で
す
。

長
い
と
き
は
、
二
時
間
半
も
歩
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
行
き
先
を
考
え
ず
に
、
た
だ
歩
く

の
で
す
。
周
り
の
景
色
や
音
を
楽
し
み
な
が
ら
。

と
き
に
は
、
公
園
の
ベ
ン
チ
で
休
息
を
し
て
。

　

僕
は
こ
ん
な
感
じ
で
、
散
歩
を
楽
し
ん
で
い

ま
し
た
。

・
字
が
き
れ
い
で
い
い

・
こ
ん
な
漢
字
や
言
葉
を
使
っ
て

い
る
の
が
す
ば
ら
し
い

・
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
い
い

・
書
き
出
し
が
い
い

・
楽
し
ん
で
書
い
て
い
る
と
こ
ろ

が
い
い

・
テ
ー
マ
に
ぴ
っ
た
り

・
こ
こ
ま
で
深
く
登
場
人
物
の
心

情
を
読
み
取
れ
て
い
る

だ
れ
の
作
文
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
か
名
前
を
書
く

い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
尋
ね
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
岡
子
規
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松
まつ

野
の

洋
ひろ

人
と ＜＜

　

も
う
一
つ
は
、
音
声
は
発
す
れ
ば
す
ぐ
消
え

る
（
一
過
性
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
性
質

を
、
学
習
の
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
克
服
す

る
の
か
、
と
り
わ
け
評
価
場
面
に
お
い
て
は
工

夫
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
要
素
を
も
含
め
、「
話
す
・
聞
く
」

学
習
を
支
え
る
技
能
等
に
つ
い
て
、
簡
略
な
図

（
Ｐ
19
）
に
し
て
み
ま
し
た
の
で
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

（
１
）
教
材
の
位
置
づ
け

　

光
村
の
教
科
書
で
は
、「
話
す
・
聞
く
」
学

習
は
、「『
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
』
の
基
本
」

と
「
話
し
合
い
・
討
論
」
と
、
二
つ
の
系
統
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
各
学
年
に
そ

れ
ぞ
れ
一
教
材
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

標
題
の
教
材
（
三
学
年
）
は
後
者
の
系
統
に

属
す
る
も
の
で
、「
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
」
形
式
で
話
し
合
い
を
行
う
と
い
う
も
の
で

す
。
因
み
に
、一
学
年
に
は
「
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」、
二
学
年
に
は
「
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本

教
材
は
、「
話
し
合
い
・
討
論
」
学
習
の
、
中

学
校
に
お
け
る
総
仕
上
げ
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
広
く
「
話
す
・
聞
く
」
学
習
の
集
大

成
と
い
う
性
格
を
も
有
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
教
材
の
活
用
と
留
意
点

　

教
材
は
、
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の

　

本
シ
リ
ー
ズ
は
今
回
で
十
回
を
数
え
ま
す

が
、
今
回
は
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
こ
と
の
な

い
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
領
域
の
教
材
を

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
話
す
・
聞
く
」

学
習
に
は
、「
書
く
」
学
習
や
「
読
む
」
学
習

と
大
き
く
異
な
る
性
質
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
は
、「
話
す
（
表
現
）」
と
「
聞
く

（
理
解
）」
と
が
原
則
同
時
的
に
展
開
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ

か
と
い
う
と
、
学
習
の
場
に
お
い
て
言
葉
を
や

り
と
り
す
る
人
間
同
士
の
関
係
が
好
ま
し
い
状

態
に
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
、
こ
の
種
の
学
習

は
成
立
が
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
授
業
の
成
否
は
討
論
の
質
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
は
、
話
し

合
い
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
討
論
参
加
者
全
員
の

意
識
水
準
と
保
有
情
報
量
で
す
。
と
り
わ
け
各

パ
ネ
ラ
ー
が
、
自
身
の
意
見
に
つ
い
て
、
ど
れ

だ
け
説
得
力
の
あ
る
根
拠
や
理
由
を
提
示
で
き

る
か
が
重
要
で
す
。
そ
の
準
備
に
つ
い
て
は
、

教
師
も
し
っ
か
り
か
か
わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
か
と
い
う

こ
と
も
、
討
論
を
深
め
る
上
で
重
要
で
す
。
教

科
書
に
は
、「
言
葉
の
使
い
方
」
に
関
す
る
テ
ー

マ
が
四
例
示
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
中
か

ら
選
ん
だ
り
、
生
徒
や
学
校
、
地
域
に
存
在
す

る
問
題
、
時
事
問
題
な
ど
広
い
範
囲
か
ら
、
生

徒
が
強
い
興
味
・
関
心
を
示
す
問
題
を
選
ん
だ

り
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

⑥
の
「
討
論
を
振
り
返
る
」
ス
テ
ッ
プ
も
極

め
て
重
要
で
す
。
一
人
一
人
の
討
論
参
加
者
が
、

こ
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、

取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
考
え

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
結
果
が

こ
の
授
業
の
評
価
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

教
科
書
に
は
、
巻
末
に
「
話
し
合
う
手
だ
て

　

討
論
と
会
議
」
と
い
う
資
料
が
あ
り
、「
バ

ズ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
」「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」「
デ
ィ

ベ
ー
ト
」
等
に
つ
い
て
の
説
明
が
さ
れ
て
い
ま

す
。
本
教
材
と
関
連
し
て
取
り
上
げ
、
さ
ま
ざ

ま
な
話
し
合
い
の
形
態
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

さ
せ
る
こ
と
も
効
果
的
で
す
。

　

ま
た
、
教
科
書
に
は
文
字
教
材
と
い
う
制
約

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
音
声
言
語
関
連
の
学
習
で

は
、
音
声
や
映
像
等
の
教
材
に
つ
い
て
も
、
適

当
な
も
の
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
活
用
す
る
姿
勢

が
必
要
で
す
。
可
能
な
ら
、
教
材
を
自
作
す
る

と
い
う
こ
と
に
も
挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

手
順
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
項
立
て
を
し
て

丁
寧
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

①
テ
ー
マ
を
決
め
る
／
②
意
見
を
も
ち
、

根
拠
と
な
る
事
柄
を
調
べ
る
／
③
係
を
決

め
る
／
④
係
同
士
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
う

／
⑤
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う

／
⑥
討
論
を
振
り
返
る
（
表
現
を
簡
略
化
）

　

さ
ら
に
、
各
項
目
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
例

や
、
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
注
意
点

等
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が

ら
計
画
す
れ
ば
、
形
と
し
て
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
る
で

「
話
す
・
聞
く
」教
材
の
取
り
扱
い

は
じ
め
に

1

お
わ
り
に

3

　
　「
話
し
合
っ
て
考
え
を

　
　   

深
め
よ
う
」
を
例
に

2

人間関係
風土，心理

技　能

前提条件

1617

10
教
材
の
径こ

み
ち

話し合う力
情報処理能力

（受容，要約，整理，既有知
識との擦り合わせ　等）

音声表現能力
（想の生成，発言　等）

即時的・連続的

話す力・聞く力
切り取る要素（内
容），順序（構成），言
葉遣い（相手意識），
態度（視線・表情・
姿勢）等
集中力，注意力，持
続力，処遇（相手意
識），内容（必要意識・
目的意識），取捨選
択，メモ　等

音読・朗読力
抑揚，強弱，

速度，間　等

基礎的技能
発声，発音，音量　等

知識・情報
質，量



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 2

書
写
指
導
の
可
能
性
を
探
る

2

連 

載

　

本
稿
で
は
、
わ
た
し
が
授
業
で
実
践
し
て
き

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
身
の
回
り
で
使
用
さ
れ

て
い
る
文
字
に
興
味
を
も
た
せ
、
日
常
生
活
で

目
的
に
応
じ
て
適
切
に
使
用
で
き
る
よ
う
な
指

導
の
提
案
を
し
た
い
。

❶
文
字
に
は
い
ろ
い
ろ
な
書
体
が
あ
る
こ
と
に

　

気
づ
く

　

初
め
に
、光
村
図
書「
中
学
書
写　

二
・
三
年
」

教
科
書
の
見
返
し
〜
２
ペ
ー
ジ
「
文
字
は
何
に

書
か
れ
て
き
た
の
か
」を
見
な
が
ら
、同
じ「
馬
」

と
い
う
文
字
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
せ
る
。

　

こ
の
教
材
は
、
書
か
れ
た
素
材
に
つ
い
て
の

解
説
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
実
践
で
は

「
馬
」
の
書
体
の
違
い
に
着
目
さ
せ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
中
学
校
の
書
写
で
は
学
習
す
る
内
容
で

書
」「
行
書
」「
楷
書
」と
、活
字
の「
明
朝
体
」「
ゴ

シ
ッ
ク
体
」
を
一
覧
に
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
の
変
遷
や
大
ま
か
な
特

徴
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
。

　

時
代
性
と
書
写
材
料
の
変
化
に
よ
っ
て
文
字

が
変
遷
し
て
き
た
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
成
立
し
た
書
体
が
、
今
も
な
お
使
わ
れ
続
け

て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。

❷
身
の
回
り
に
あ
る
文
字
を
集
め
る

　

校
内
、
家
庭
内
、
街
中
な
ど
で
見
か
け
た
さ

ま
ざ
ま
な
文
字
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
す

る
。
そ
の
際
、
文
字
の
も
つ
表
情
や
効
果
に
つ

い
て
生
徒
に
興
味
や
関
心
を
よ
り
高
く
も
た
せ

る
よ
う
、
今
回
は
、「
毛
筆
風
書
体
」（
そ
れ
に

近
い
活
字
書
体
も
含
め
る
）
と
い
う
テ
ー
マ
を

決
め
て
文
字
収
集
を
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
制
約

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
意
識
的
に
文

字
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
使
わ
ず
、
紙
に

鉛
筆
で
メ
モ
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

今
回
は
、「
骨
書
き
（
※
③
）」「
籠か
ご

字
（
※
④
）」

と
い
う
方
法
も
合
わ
せ
て
取
り
入
れ
た
。
こ
の

方
法
は
記
録
に
時
間
は
か
か
る
が
、
き
ち
ん
と

一
字
一
字
の
字
形
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
徒
た
ち
は
、
お
互
い
に
書
き
取
っ
た
字
形
を

比
べ
な
が
ら
、
楽
し
ん
で
取
り
組
ん
で
い
た
。

❸
集
め
た
文
字
を
分
類
す
る

　

班
ご
と
に
、
収
集
し
て
き
た
文
字
の
書
体
分

類
を
行
う
。
基
本
的
に
は
❶
で
学
習
し
た
書
体

に
基
づ
い
て
分
類
す
る
が
、
仮
名
文
字
や
デ
ザ

イ
ン
書
体
な
ど
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
、「
そ

の
他
」「
仮
名
」
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
必
要

に
応
じ
て
設
け
る
。

　

こ
こ
で
は
厳
密
な
分
類
は
目
的
で
は
な
い
の

で
、
似
て
い
る
書
体
で
の
グ
ル
ー
プ
分
け
と
考

え
、
あ
え
て
生
徒
の
判
断
に
異
論
を
差
し
挟
む

こ
と
は
し
な
い
。

❹
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
が
ど
ん
な
意
図
や
効
果
が 

　

あ
る
か
考
え
る

　

ま
と
め
方
と
し
て
は
、
光
村
図
書
「
中
学
書

写　

二
・
三
年
」
教
科
書
の
「
四　

生
活
に
生

か
そ
う
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
「
修
学
旅
行
新
聞
」

（
Ｐ
29
）
な
ど
を
参
考
に
、
新
聞
形
式
、
パ
ネ

ル
発
表
な
ど
考
え
ら
れ
よ
う
。
今
回
は
、
時
間

の
都
合
上
、
班
ご
と
に
自
由
な
方
法
で
発
表
を

す
る
形
式
を
と
っ
た
。

　

本
実
践
の
目
的
は
、
書
体
の
分
類
を
知
る
こ

と
で
は
な
く
、
多
様
な
書
体
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
書
体
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
を
理
解
す
る

こ
と
に
あ
る
。
書
体
ご
と
の
特
徴
や
与
え
る
印

象
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
れ
を
今
後
の
文
書
作
成

な
ど
で
生
か
せ
る
よ
う
な
指
導
を
し
た
い
。

は
な
い
が
、
後
に
集
め
た
文
字
を
比
較
・
分
類

す
る
と
き
の
目
安
と
し
て
軽
く
触
れ
る
よ
う
に

し
た
。

　

各
書
体
の
特
徴
が
よ
り
分
か
り
や
す
い
よ
う

に
、「
甲
骨
文
字
」「
金
文
」「
篆
書
」「
隷
書
」「
草

　

現
代
で
は
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
等
の
普
及
に

よ
り
、
文
書
作
成
時
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
体

（
※
①
）
や
文
字
修
飾
（
※
②
）
を
用
い
て
表
現

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
自
由

度
が
高
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
内
容
や
意
図
が
伝

わ
り
に
く
い
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
選
択
を
適
切
に
す
る
た
め
の
指
導
も

必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
三
月
告
示
の
新
し
い
中
学
校
学

習
指
導
要
領
「
国
語
」
で
も
、第
三
学
年
で
「
身

の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果

的
に
文
字
を
書
く
こ
と
」
が
新
た
に
加
え
ら
れ

た
。
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら
「
文
字
」
に

興
味
・
関
心
を
も
ち
、
理
解
を
深
め
る
た
め
の

指
導
は
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

二
松
學
舎
大
學　

非
常
勤
講
師　

内う
ち

田だ

征ま
さ

志し

身
の
回
り
の
文
字
を

見
つ
め
直
し
て
み
よ
う

─
看
板
文
字
の
息
づ
か
い
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は
じ
め
に

指
導
の
流
れ

商
店
街
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
の
文
字
が
あ
ふ
れ
て
い
る

■
さ
ま
ざ
ま
な
「
馬
」
の
書
体

馬馬
甲骨文字金　文

行　書

篆　書

楷　書

隷　書

明朝体

草　書

ゴシック体



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 2
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一
文
字
と
向
き
合
い
、
比
べ
た
り
模
写
し
た
り

す
る
活
動
は
、
生
徒
の
限
り
な
い
可
能
性
を
引

き
出
す
。
取
材
メ
モ
で
は
あ
る
が
、
作
品
と
よ

ん
で
も
差
し
支
え
な
い
な
い
く
ら
い
の
完
成
度

に
驚
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
文
字
」
は
記
録
す

る
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
文
字
そ
の

も
の
が
生
命
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
訴
え
か

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。

わ
た
し
は
、
ま
さ
に
「
文
字
の
歴
史
は
、
人
間

の
歴
史
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

本
実
践
は
単
純
に
い
え
ば
、
校
内
、
家
庭
内
、

街
の
中
な
ど
日
常
生
活
の
中
で
普
段
見
か
け
て

い
る
看
板
文
字
を
集
め
て
み
る
と
い
う
、
た
だ

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
文
字
」
に

対
し
て
の
生
徒
の
意
識
は
随
分
変
わ
っ
て
き
た

よ
う
に
思
え
る
。
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に

関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
書
写
指
導
の
原
点

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
文
字
と
遊
ぶ
」
と
い
う
感
覚
で
、
一
文
字

　

そ
れ
ぞ
れ
の
班
で
、
集
め
た
文
字
と
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
感
想
を
発
表
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
、

特
徴
的
な
例
を
二
例
紹
介
す
る
。（
生
徒
作
品
の

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
画
像
は
、
商
標
権
に
抵
触
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
た
め
、
一
部
改
変
し
て
掲
載
）

Ａ
班　

同
じ
文
字
で
異
な
る
書
体
を
集
め
る

「
鮮
魚
」
…
流
れ
る
よ
う
な
書
き
方
、
わ
ざ

と
太
さ
を
変
え
た
書
き
方
、
勢
い
の
よ
い

は
ね
な
ど
で
、
魚
の
生
き
の
良
さ
を
表
し

て
い
る
。

「
珈
琲
」
…
漢
字
で
表
し
、
書
き
文
字
に
す

る
と
、
特
別
な
感
じ
が
す
る
。

「
そ
ば
」
…
仮
名
に
は
い
ろ
い
ろ
な
書
体
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
そ
ば
の
太
さ
や
味
が

表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

同
じ
も
の
を
売
っ
て
い
る
店
で
も
、
看

板
の
書
体
や
文
字
の
色
が
違
う
だ
け
で
印

象
が
違
っ
て
く
る
。

　

学
校
の
表
札
を
魚
屋
さ
ん
や
珈
琲
店
と

同
じ
書
体
で
書
い
た
ら
変
だ
と
思
う
。
そ

れ
ぞ
れ
の
商
店
や
会
社
な
ど
は
、
そ
こ
に

ふ
さ
わ
し
い
書
体
を
使
っ
て
い
る
ん
だ
な

と
思
っ
た
。

　

こ
の
班
で
は
、
同
じ
商
品
の
書
体
に
よ
る
表

し
方
の
違
い
に
目
を
つ
け
て
い
る
。
生
徒
た
ち

は
、
文
字
を
集
め
な
が
ら
、
書
体
ご
と
に
違
う

表
情
を
的
確
に
と
ら
え
、
さ
ら
に
、
ゴ
シ
ッ
ク

体
や
明
朝
体
な
ど
の
活
字
で
の
表
現
と
の
違
い

に
気
づ
く
こ
と
も
で
き
て
い
た
。

Ｂ
班　

隷
書
に
注
目
し
、
鉛
筆
に
よ
る
メ
モ
を

　
　
　

も
と
に
特
徴
を
考
え
る

　
「
隷
書
」
を
選
ん
だ
の
は
、
他
の
文
字
と

違
っ
て
き
れ
い
で
整
っ
た
印
象
を
受
け
た

か
ら
。
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
結
構
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
い
た
。

　

ま
た
、
同
じ
隷
書
で
も
、
太
さ
や
形
が

違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ

た
。

　

隷
書
は
、
楷
書
や
行
書
と
比
べ
て
、
な

に
か
正
式
で
も
の
も
の
し
い
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
ま
た
、
は
ら
い
の
部
分
が
独
特
で
、

き
り
っ
と
し
た
ス
ピ
ー
ド
が
感
じ
ら
れ
る
。

格
式
を
重
ん
じ
る
お
店
や
商
品
な
ど
で
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

Ｂ
班
で
は
、
看
板
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
隷

書
を
中
心
に
集
め
た
。
こ
の
実
践
の
冒
頭
で
、

各
書
体
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
解
説
は
し
た
が
、

隷
書
の
特
徴
に
つ
い
て
細
か
な
説
明
は
し
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
収
集
し
た
文
字
の
中

に
は
ポ
ッ
プ
文
字
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
活
字
も
含

ま
れ
て
い
た
が
、
あ
え
て
区
別
さ
せ
る
指
導
は

避
け
た
。

　

生
徒
は
こ
れ
ら
の
文
字
を
模
写
す
る
な
か
で
、

帰
納
的
に
隷
書
の
特
徴
を
探
り
出
し
、波は

磔た
く

（
※

⑤
）
を
強
調
し
た
気
品
や
、
美
し
い
姿
を
感
じ

取
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
両
班
に
限
ら
ず
、
生
徒

た
ち
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
の
文
字
を
集
め

て
き
た
。
そ
れ
を
使
っ
て
、
自
分
た
ち
が
好
き

な
書
体
、
使
っ
て
み
た
い
書
体
な
ど
考
え
さ
せ

る
こ
と
で
、
文
字
の
形
や
効
果
に
対
す
る
興
味

が
高
ま
っ
て
き
た
。
生
徒
の
中
か
ら
自
発
的
に
、

こ
れ
ら
の
書
体
を
生
か
し
た
作
品
作
り
を
し
た

い
と
い
う
声
も
出
て
き
た
こ
と
で
、
本
実
践
の

目
的
は
、
ま
ず
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

今
回
は
時
間
の
都
合
で
で
き
な
か
っ
た
が
、

こ
こ
で
学
ん
だ
書
体
に
よ
る
効
果
を
応
用
し
て
、

本
の
帯
や
ポ
ス
タ
ー
作
り
な
ど
、
人
目
を
引
き

つ
け
る
必
要
の
あ
る
表
現
活
動
に
結
び
付
け
ら

れ
れ
ば
、
さ
ら
に
文
字
に
対
す
る
意
識
は
高

ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

指
導
の
実
際

お
わ
り
に

※
①
「
書
体
」

　

楷
書
・
行
書
・
草
書
な
ど
、
特
定
の
様
式
で
統

一
さ
れ
た
字
形
。
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
で
用
い

ら
れ
る
「
フ
ォ
ン
ト
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
。

※
②
「
文
字
修
飾
」

　

太
字
や
斜
体
、
影
付
き
、
白
抜
き
、
縁
取
り
な

ど
、
そ
の
文
字
を
目
立
た
せ
た
り
区
別
し
た
り
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
法
。

※
③
「
骨
書
き
」

　

画
の
中
心
を
線
で
示
す
方
法
。

※
④
「
籠
字
」

　

文
字
の
輪
郭
を
写
し
取
る
こ
と
。

※
⑤
「
波
磔
」

　

横
画
の
終
筆
に
見
ら
れ
る
、
隷
書
独
特
の
三
角

状
の
払
い
。

■
Ａ
班
の
集
め
た
文
字
群

■
Ｂ
班
の
集
め
た
文
字
群



>> 初級編 >> 上級編>> 中級編

いつ？

ど
こ
で
？

だ
れ
が
？

な
に
を
？

ど
う
や
っ
て
？

な
ぜ
？ い

く
つ
？
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　「初級編」は何も見ないでやる……つまり、「自分の知っている知識だけ！」を使ってテーマを
決めるやりかたでした。これは小学校２年生からでもできる方法です。
　厳密に言えば、このやりかたは正確だ、とはいえません。
　が、たとえ中学生、高校生であっても、まず一回は初級編からやってください。
　なぜかというと、もう中学生なのだから中学生らしい方法でといって、いきなり中級編から始
めてしまうと、理解できなくなってしまうからです。
　初級編の「テーマの３点決め」は、物事を考えるときの基本です。まず、これが完全に自分の
ものになっていないと何もできません。
　ただし、小学校２年生なら 20 分かかるところを中学生は３分で駆け抜けます。中学生は頭が
働くようになっているからです。
　でもその３分をやらないと、次にはいけないのです。
　たった３分です。
　ですから、必ず省略しないでやってください。

　初級編が理解できたら、いよいよ「中級編」
ですが、中級編は、テーマ決めに百科
事典を使います。
　まず一番目のキーワードを、たとえば「料
理」と決めたら、まず、それを百科事典で引
きます。
　そして、その百科事典の記述の中から二番
目のキーワードを決めます。
　たとえば、「調味料（コショウ）」「調理器
具（なべ）」「調理法（ゆでる）」など。
そして、それが決まったら、またその二番目
のキーワードも百科事典で調べる…。

　こうして、テーマに関する基礎知識を
きちんと押さえます。
　最後に、初級編と同様に“ミステリーカー
ド”をつかってテーマを絞り込みます。

　なぜ一番最初に百科事典を使うのかとい
うと、百科事典には、まず初めにその言葉
の定義が書いてあります。
　たとえば“料理”を引くと、

「食べられる食材を、食べられるように加工すること」
と書いてあります。
　この定義を知っているかどうかが調べ学習の質を決めるのです。
　さらに、自分の持っている知識に間違いがないかどうか確認し、自分が知らない知識を手に入
れます。

　調べ学習「中級編」は “百科事典を二度引くことで、基礎知識をきち
んとおさえる ”です。

　ここまで理解できたら、次は、百科事典＋ほかの本を使ったテーマ決めにいきましょう。
　一番目のキーワードを決めて百科事典で定義を押さえたら、次に、そのキーワードを、ほかの
本（つまりは専門書ですね。たとえば料理なら、ここでようやく図書館の料理の棚に行くのです）
や、インターネットで情報収集をします。
　定義を押さえているから、専門書を読んでも理解しやすくなっているのです。
　しかし、インターネットの情報を自分の発表に使うわけにはいきませんから、インターネット
は、このテーマに関してなにか面白いネタはないかなあ、ということを探すためだけに使います。

　そうやって情報を集めてから、二番目のキーワードを決め、そのキーワードについても情報を
集めるわけですから、うん、これでいける！　とテーマが確定したときにはたっぷり情報が集ま
り、結論も出ていて、あとは書くだけ！　になっているはずなのです。

　では次回は、「そうやって情報は集めた。あとはそれをどうやって書くか」の、レポートの書
き方にいきましょう。

	　	　					赤木かん子	の

「図書館を利用した
“調べ学習”のしかた」
　今回は、テーマの決めかたを、もう少し中学生らしくしていきましょう。

>> 中級編



教科書編集部便り
日常に生きる言葉を！
　新版教科書の編集を始めたころ、監修者
の樺島忠夫先生・宮地裕先生・渡辺実先生
が共通しておっしゃったのが、「『豊かな語
彙』といったとき、量的な豊かさだけでな
く、質的な豊かさを求めなければならない」
ということでした。
　テレビを見ていると、おいしくても、怖
くても、楽しくても「ヤバイ」という感想
をよく耳にします。電車で中高生の会話が
聞こえてくると、そこにはたいてい「ヤバイ」
が入っています。「ヤバイ」と言っておけば、
具体的な感想を考えなくていいし、友達と
意見の相違がないから楽なのかもしれませ
ん。しかし、「ヤバイ」ですましていると、
自分の感情の機微に気づけなくなるのでは
ないかと心配になります。本当に伝えたい
気持ちが、友達や親に伝わっていないので
はないかとも。

　また、連日のように報じられる悲惨な事
件を見ていると、言葉で気持ちを伝えられ
なかったり、うまくコミュニケーションが
とれなかったりして、凶行に及んでしまっ
たと見受けられる事件が少なくありません。
たとえいろいろな言葉を知っていても、そ
れが偏っていたり、誰かの受け売りだった
り、一方的だったりすると、相手に届かず、
結局、意思疎通が図れないのではないかと
感じることもあります。
　生徒には、ぜひ、たくさんの言葉にふれ
てほしいと思います。そして、それを自分
の言葉として、相手に届くように使えるよ
うになってほしいと思います。教科書がそ
のきっかけになるよう、新版の編集では、
言葉の学習に終わることのない、日常に生
きる教材作りに尽力しました。どうぞ、ご
期待ください。

平成23年度「言語教育振興財団」研究助成金　一般公募

　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために、理論と実践の分野について優
れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 23 年４月〜 24 年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う小・
中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位も含む）

助成件数及び金額 助成件数は 80 件まで。助成金額は１件につき 20 万〜 50 万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上、研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書
等の参考書類を添えて、平成 22 年 12 月 22 日（水）必着で、当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は、直接又は返信用封筒を同封の上、当財団事務局までお申し
込みください。

・この応募要項については、都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い、選考結果を平成 23 年２月末までに通知。
平成 23 年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 財団法人「言語教育振興財団」事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9  TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174




