
光村図書
個人情報の取り扱いに関しては、弊社「個人情報保護方針」に則り、適切な管理・保護に努めてまいります。くわしくは、光村図書ホームページ「光村チャンネル」をご覧ください。　
http://www.mitsumura-tosho.co.jp　広報誌の配送停止をご希望の方は、光村図書広報部までご連絡ください。

中学校　国語教育相談室 通巻No.142　2011（平成23）年9月5日発行　定価126円（税込）
発行人＝常田 寛　発行所＝光村図書出版株式会社　東京都品川区上大崎 2-19 -9　〒141-8675　電話 03-3493-2111　
http://www.mitsumura-tosho.co.jp　E-mail:koho@mitsumura-tosho.co.jp　
印刷所＝村田印刷工業株式会社　デザイン＝mint grafix

光
村
図
書

国

語

教

育

相

談

室

66
no.

中学校

義
経
は
な
ぜ
弓
を
拾
う
の
か

古
典
へ
の

扉

言
語
活
動
の
充
実
を
踏
ま
え
た

書
写
の
授
業
開
発

書
写

短
歌
の
鑑
賞
文
を

書
こ
う

教
師
力

講
座

 

機
械
翻
訳
で
広
が
る

 

知
の
世
界
　
長
尾  

真

巻
頭

エッ
セ
イ

特
集

手
紙
を
書
こ
う



15

京
都
教
育
大
学
教
授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

　
暑
い
日
、町
へ
出
た
と
き
な
ど
、コ
ー
ヒ
ー

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
涼
を
と
り
が
て
ら
、
冷
え

た
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
の
が
、
わ
が
さ

さ
や
か
な
贅
沢
で
あ
る
（
ほ
ん
ま
、
さ
さ
や

か
で
す
な
）。

　
そ
こ
で
気
づ
い
た
の
が
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
」。
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
屋
さ
ん
で
は

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
わ
な

い
で
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う

よ
う
に
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
な
っ
て
い
る

ら
し
い
。
私
の
ゼ
ミ
の
学
生
が
バ
イ
ト
を
し

て
い
る
京
都
駅
の
食
堂
で
も
「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」
で
は
な
く
「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う
よ
う
に
指
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。
な
ん
で
も
、「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
」
だ
と
「
過
去
」
の
こ
と
と

し
て
、
お
客
様
と
「
切
れ
」
て
し
ま
う
感
じ

に
な
る
か
ら
だ
そ
う
だ
。
い
つ
も
感
謝
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
確
か
に
過
去
を
表
す
助
動
詞
の
「
た
」
が

あ
る
。
だ
か
ら
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
言
う
の
は
一
件
落
着
し
て
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
に
来
店
し
た

ば
か
り
の
客
に
「
ご
来
店
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
は
ふ
つ
う
言
わ
な
い
。
来

店
だ
け
で
は
、
用
件
が
済
ん
で
は
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
は
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
」
は
、
済
ん
だ
こ
と
と
し
て
表
さ
な
い

点
で
、
少
し
軽
い
表
現
で
も
あ
る
よ
う
に

思
う
。
例
え
ば
、「
あ
、
糸
く
ず
が
付
い
て

ま
す
よ
」
と
、
そ
れ
を
取
っ
て
も
ら
っ
た
と

き
な
ど
、
ふ
つ
う
は
「
あ
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
か
「
す
み
ま
せ
ん
」
と
か
言

い
そ
う
だ
。
私
の
語
感
で
は
、
た
か
が
糸
く

ず
で
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」「
す

み
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
言
う
と
大
げ
さ
な
感

じ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
」
の
場
合
、「
感
謝
す
べ
き
事
態

が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
点
で
、

一
定
の
「
重
み
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
道
を
教
え
て
も
ら
っ
た
場

合
、「
こ
っ
ち
だ
よ
」
と
い
う
程
度
な
ら
「
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
で
済
み
そ
う
だ
が
、

「
わ
か
り
に
く
い
か
ら
一
緒
に
行
っ
て
あ
げ

よ
う
」
な
ど
と
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
と
す

れ
ば
、
終
わ
っ
て
か
ら
「
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
な
ど
と
過
去
形
で
言
い

た
く
な
る
。

　
こ
う
考
え
る
と
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
は
「
関
係
が
切
れ
て
し
ま
う
よ
う

な
水
く
さ
い
挨
拶
」
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
過

去
の
こ
と
と
し
て
、
特
に
認
識
し
た
こ
と
を

表
す
深
い
感
謝
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本

当
に
深
い
感
謝
を
表
す
な
ら
、
件く
だ
んの
接
客
マ

ニ
ュ
ア
ル
は
見
直
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
感
謝
に
も
過
去
形
が
あ
る
日
本
語
は
、

深
い
の
で
あ
る
。

　
今
回
も
、
最
後
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

感
謝
の
過
去
形
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あ
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あ
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あ
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1936 年生まれ。国立国会図書
館長。京都大学名誉教授、工
学博士。京都大学総長、独立
行政法人情報通信研究機構理
事長を経て、2007 年 4 月から
現職。専門は自然言語処理、
画像処理、パターン認識、電子
図書館。主な著書に『「わかる」
とは何か』『電子図書館』『情報
を読む力、学問する心』など。

　

私
は
長
年
機
械
翻
訳
の
研
究
を
や
っ
て
き

ま
し
た
。
機
械
翻
訳
と
い
う
の
は
、
機
械
つ

ま
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
文
章
を
他
の

言
語
の
文
章
に
翻
訳
す
る
技
術
で
す
。
た

と
え
ば
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
与
え
る
と
、
同
じ
内
容
の
英
語

の
文
章
が
出
て
く
る
よ
う
に
す
る
わ
け
で
す
。

　

機
械
翻
訳
に
は
二
、三
の
方
式
が
あ
り
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
原
文
の
文
法
的
な
構
造

を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
相
手

言
語
の
文
の
構
造
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
相
手

言
語
の
文
を
作
り
出
す
の
で
す
。
た
と
え
ば

｢

私
は
本
を
買
い
ま
し
た｣

と
い
う
文
の

主
語
は｢

私｣

で
あ
り
、｢

本｣

は
目
的
語
、

｢

買
う｣

は
動
詞
で
述
語
で
あ
る
と
分
析
し
、

日
本
語
の
「
主
語
＋
目
的
語
＋
動
詞
」
は

英
語
で
は
「
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
」
と
い

う
構
造
に
対
応
す
る
か
ら
「I  bought  a  

book

」
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
す
る
わ

け
で
す
。

　

文
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

日
本
語
と
英
語
の
文
法
体
系
を
で
き
る
だ
け

正
確
に
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
日

本
語
の
あ
る
構
造
が
英
語
の
あ
る
構
造
に
対

応
す
る
と
い
う
、
文
法
構
造
の
対
応
関
係
を

明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

言
語
表
現
は
非
常
に
複
雑
で
ま
た
自
由
な
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
を
全
て
完

全
に
説
明
で
き
る
文
法
体
系
は
、
日
本
語
で

も
英
語
で
も
作
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
す
。

　

文
の
構
造
は
文
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と

と
も
に
、
意
味
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
川
端
康
成
が
行
っ
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
ス
ピ
ー
チ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
美
し
い
日
本

の
私
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
こ
で
美

し
い
の
は
「
日
本
」
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
「
私
」
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

川
端
は
わ
ざ
と
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
あ
い
ま

い
な
表
現
を
企
て
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

機
械
翻
訳
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
明
晰
で
一

度
読
ん
だ
ら
す
ぐ
わ
か
る
と
い
っ
た
文
章
を

書
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。「
美
し
い
着
物

の
娘
」
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
も
し
娘

が
美
し
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
な
ら

ば
、「
着
物
の
美
し
い
娘
」
と
か
「
着
物
姿

の
美
し
い
娘
」
と
書
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

長
い
文
を
書
く
の
も
考
え
も
の
で
す
。
長

い
文
の
解
析
は
機
械
が
最
も
苦
手
と
す
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
人
間
に
と
っ
て
も
理
解
し
に

く
か
っ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
間
違
っ
た

解
釈
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
直
前
の
文
は
一
見
何
ら
問
題
の
な
い

文
に
見
え
ま
す
が
、「
人
間
に
と
っ
て
も
理

解
し
に
く
か
っ
た
り
、（
人
間
に
と
っ
て
も
）

場
合
に
よ
っ
て
は
間
違
っ
た
解
釈
を
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
並
列
の
構
造
だ
と

す
る
と
、
後
半
は
文
法
的
に
少
し
お
か
し
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
文
を
区
切
っ
て
「
人
間
に
と
っ
て
も

理
解
し
に
く
い
も
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て

は
人
間
も

4

4

4

間
違
っ
た
解
釈
を
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す｣

と
主
語
を
挿
入
す
れ
ば
明
確
に
な

る
わ
け
で
す
。
短
い
文
を
書
く
よ
う
心
が
け

て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
気
の
つ
か
な
い
誤

り
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

過
去
半
世
紀
近
く
の
悪
戦
苦
闘
の
結
果
、

今
日
で
は
日
本
語
と
英
語
の
間
の
機
械
翻
訳

は
、
か
な
り
良
質
の
結
果
を
出
す
と
こ
ろ
ま

で
来
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も
翻
訳
の
対

象
と
な
る
原
文
が
文
学
的
な
も
の
で
な
く
、

あ
い
ま
い
で
複
雑
な
構
造
を
し
た
長
い
文
で

な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
で
用
い

る
文
章
や
種
々
の
製
品
の
取
扱
い
説
明
書
な

ど
は
こ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
も
の
が
多

い
の
で
、
機
械
翻
訳
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

日
本
語
と
韓
国
語
の
間
の
機
械
翻
訳
は
か

な
り
よ
く
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
語
と
韓

国
語
の
文
の
構
造
が
非
常
に
近
い
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
文
章
表
現
は
そ
の
背
後

に
あ
る
文
化
や
慣
習
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
日
韓
両
国
の
文
化
や
慣
習
に
は
相
似
性

が
強
く
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
も
翻
訳
の

質
を
高
め
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

同
じ
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
イ
タ
リ
ア
語
の

間
の
翻
訳
に
言
え
ま
す
。
両
言
語
と
も
に
ラ

テ
ン
語
が
背
景
に
あ
る
か
ら
で
す
。
英
語
と

フ
ラ
ン
ス
語
は
成
り
立
ち
が
少
し
違
い
ま
す

が
、
文
化
的
に
は
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
両
言
語
間
の
機
械
翻
訳
の
精
度
も

高
く
、
Ｅ
Ｕ
で
実
用
し
て
い
ま
す
。

　

国
立
国
会
図
書
館
に
は
膨
大
な
図
書
・
資

料
の
蓄
積
が
あ
り
、
こ
れ
は
広
く
国
民
の
利

用
に
供
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
世
界
各

国
の
関
心
の
あ
る
人
た
ち
に
も
使
っ
て
も
ら

い
た
い
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
手
始
め

に
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
属
す
中
国
の
国
家
図

書
館
と
韓
国
の
国
立
中
央
図
書
館
と
協
力
し
、

機
械
翻
訳
を
通
じ
て
図
書
・
資
料
の
相
互
利

用
の
道
を
開
き
ま
し
た
。
日
本
語
の
キ
ー

ワ
ー
ド
（
検
索
語
）
を
入
れ
る
と
、
こ
れ
が

中
国
語
や
韓
国
語
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
変
換
さ

れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
の
図
書
・
資
料

の
検
索
を
し
ま
す
。
該
当
す
る
も
の
が
出
て

く
る
と
、
そ
れ
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
提
示

す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

日
本
語
と
中
国
語
の
間
の
翻
訳
の
質
は
ま

だ
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
語
は
孤
立
語
に

属
し
、
語
形
変
化
が
な
い
の
で
、
そ
の
構
文

解
析
が
非
常
に
難
し
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
何
年
も
か
け
て
解
析
の
質
を
高
め

て
ゆ
け
ば
実
用
に
も
っ
て
ゆ
け
る
で
し
ょ
う
。

日
本
語
と
英
語
の
間
の
機
械
翻
訳
は
ま
ず
ま

ず
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ

シ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
な
ど

と
の
間
の
翻
訳
は
将
来
の
課
題
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
努
力
を

す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
語
の
貴
重
な
資
料

が
広
く
外
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
貴
重
な
情
報
を
日

本
で
よ
く
利
用
で
き
る
環
境
を
作
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

国
立
国
会
図
書
館
長　

長な
が

尾お  

真ま
こ
と 

0203

長尾  真
なが  お　まこと

機
械
翻
訳
で

広
が
る

知
の
世
界
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集

手
紙
を
書
こ
う

特
集

　

提
言
に
代
え
て
、「
手
紙
」
を
め
ぐ
っ
て
私
が

関
わ
っ
た
事
例
を
三
つ
紹
介
す
る
。
本
誌
の
八

ペ
ー
ジ
か
ら
紹
介
し
て
い
る
三
つ
の
実
践
提
案
と

併
せ
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
が
も
つ
豊
か
な
教
育
力
を

感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

電
話
か
・
手
紙
か

　

中
高
生
の
大
半
が
携
帯
電
話
を
所
持
す
る
時

代
が
来
る
こ
と
な
ど
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た

一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
国

語
教
師
と
し
て
初
め
て
勤
務
し
た
高
等
学
校
で
、

こ
ん
な
論
題
の
教
室
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
盛
ん
に
行
っ

て
い
た
。

直
接
会
え
な
い
相
手
に
謝
る
に
は
、

電
話
と
手
紙
ど
ち
ら
が
よ
い
か

　

Ａ
か
Ｂ
か
を
排
他
的
に
選
ば
せ
る
右
の
論
題
は
、

命
題
の
是
非
を
検
討
す
べ
き
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
採
用

し
て
は
な
ら
な
い
。
当
時
は
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら

ず
に
、
生
徒
が
議
論
に
熱
中
す
る
の
を
ま
ぶ
し
く

観
察
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
、
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
が
あ
る
。

　

あ
の
日
、
最
初
に
立
論
を
始
め
た
の
は
電
話
派

だ
っ
た
。
彼
ら
は
手
紙
が
通
信
手
段
と
し
て
い
か

に
不
便
で
面
倒
く
さ
く
て
時
間
が
か
か
る
も
の
で

あ
る
か
を
力
説
し
て
い
た
。
手
紙
は
、
相
手
と
直

接
や
り
と
り
が
で
き
な
い
た
め
に
、
謝
る
と
い
う

行
為
が
自
己
満
足
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
も
付
け
加
え
た
。
高
校
生
と
し
て
は
な
か
な
か

隙
の
な
い
立
論
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
批
判
を
受
け
た
手
紙
派
は
、
多
く
の

場
合
、
電
話
の
弱
点
を
指
摘
し
て
対
抗
す
る
。
電

話
は
一
過
性
で
保
存
が
き
か
ず
、
互
い
の
声
を
交

わ
す
う
ち
に
感
情
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
言
っ
た

言
わ
な
い
の
険
悪
な
状
況
を
招
き
か
ね
な
い
…
…
。

と
い
う
の
が
よ
く
あ
る
展
開
で
あ
る
。
そ
の
日
も

き
っ
と
そ
う
い
う
議
論
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
私
は

た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
の
日
の
手
紙
派
は
、
意
外
な
立

論
を
始
め
た
。
電
話
派
に
対
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
、

彼
ら
の
批
判
を
す
べ
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
電
話

派
が
言
う
よ
う
に
、
手
紙
は
書
く
の
が
面
倒
く
さ

い
。
謝
る
言
葉
を
選
び
あ
ぐ
ね
て
時
間
が
た
ち
、

せ
っ
か
く
書
い
て
も
読
み
直
し
て
み
る
と
、
気
に

入
ら
な
く
て
破
り
捨
て
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
郵

便
ポ
ス
ト
に
投
函
し
な
け
れ
ば
届
か
な
い
し
、
届

い
た
と
て
読
ん
で
も
ら
え
る
か
定
か
で
は
な
い
。

自
己
満
足
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
、
と
。

こ
の
立
論
を
聞
い
て
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
の
は
、

も
ち
ろ
ん
電
話
派
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
そ
う
い
う
反
応
を
導
く
こ
と
こ
そ
、

手
紙
派
の
ね
ら
い
だ
っ
た
。
彼
ら
は
こ
う
続
け
た
。

　

こ
れ
ほ
ど
デ
メ
リ
ッ
ト
の
多
い
手
紙
を
、

あ
え
て
使
っ
て
謝
る
こ
と
の
意
味
は
何
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
誠
意
を
表
す
こ
と
で
す
。

手
間
ひ
ま
か
か
る
上
に
、
相
手
に
読
ん
で
も

ら
え
る
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な

手
紙
は
誠
意
の
結
晶
な
の
で
す
。
人
に
謝
る

た
め
の
通
信
手
段
を
選
ぶ
と
き
、
僕
ら
が
最

も
大
事
に
す
べ
き
な
の
は
、
便
利
さ
や
安
さ

で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け
心
を
込
め
ら
れ
る
か

で
す
。

　
信
州
大
学
教
育
学
部
教
授　

藤ふ
じ

森も
り

裕ゆ
う

治じ

手
紙
の
教
育
力
を
め
ぐ
る
三
つ
の
事
例

手
紙
を
書
こ
う

0405

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
二
年
生
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に

「
社
会
生
活
に
必
要
な
手
紙
を
書
く
こ
と
」
が
明
示
さ
れ
ま
し
た
。
国

際
化
や
情
報
化
の
進
展
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
相
手
意
識
や
目

的
意
識
を
重
視
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
実
践
事
例
を
通
し
て
、「
手
紙
」
の
も
つ

学
習
素
材
と
し
て
の
魅
力
、
言
語
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
の
多
様
な
可

能
性
を
探
り
ま
す
。

　

現
代
は
、
離
れ
た
相
手
と
の
文
字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

電
子
メ
ー
ル
が
主
要
な
手
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
切
な
人
に

心
を
込
め
て
ゆ
っ
く
り
肉
筆
で
書
く
「
ス
ロ
ー
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
の

よ
さ
も
見
直
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。



手
紙
を
書
こ
う

特
集

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
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
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
森
裕
治

　
「
自
暴
自
棄
」
と
い
う
四
字
熟
語
を
思
い
浮
か

べ
て
い
た
聴
衆
は
、
こ
の
議
論
を
聞
い
て
「
ど
ん

で
ん
返
し
」
と
い
う
慣
用
句
が
上
書
き
さ
れ
た
よ

う
だ
っ
た
。

　

字
の
な
い
は
が
き

　

向
田
邦
子
「
字
の
な
い
は
が
き
」
は
、
中
学
二

年
の
国
語
教
科
書
に
あ
る
味
わ
い
深
い
エ
ッ
セ
イ

で
あ
る
。
接
続
詞
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
簡
潔

き
わ
ま
る
文
体
で
読
者
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
。「
父
」

の
手
紙
は
「
一
点
一
画
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
大

ぶ
り
の
筆
で
」
表
書
き
さ
れ
、
娘
あ
て
に
「
殿
」

を
使
う
。
手
紙
の
本
文
は
「
折
り
目
正
し
い
時

候
の
あ
い
さ
つ
に
始
ま
り
」、
娘
を
「
貴あ
な
た女
」
と

よ
ん
で
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
し
て
母
や

子
供
た
ち
に
手
を
上
げ
る
父
の
姿
は
ど
こ
に
も
な

く
、
威
厳
と
愛
情
に
あ
ふ
れ
た
非
の
打
ち
ど
こ
ろ

の
な
い
父
親
が
そ
こ
に
あ
っ
た
」
と
述
懐
さ
れ
て

い
る
。

　

大
学
の
ゼ
ミ
で
、こ
の
作
品
と
米
倉
斉
加
年「
大

人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
と
を
引
き

比
べ
、「
泣
け
る
対
決
」
と
称
し
て
教
材
分
析
演

習
を
行
っ
た
。
ど
ち
ら
の
作
品
が
よ
り
涙
を
誘
う

か
と
い
う
、
い
く
ぶ
ん
不
謹
慎
な
演
習
で
あ
る
。

に
心
ひ
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
句
を
詠
ん
で
い
る
か

に
的
を
絞
っ
て
読
み
進
め
る
。

　

こ
の
分
担
学
習
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、「
芭
蕉

は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
旅
を
続
け
て
い
た
の
か
」

と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
っ
て
各
自
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
る
グ
ル
ー
プ
で
は
、
有
名
な
「
夏
草
や
…
…
」

の
句
が
詠
ま
れ
た
直
前
で
芭
蕉
が
「
泪
を
落
と
し

は
べ
り
ぬ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
ん
な
気
持
ち

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
話
題
が
話
し
合
わ
れ
た
。

「
自
然
」
の
窓
を
担
当
し
て
い
た
Ａ
さ
ん
は
「
自

然
は
変
わ
ら
な
い
の
に
人
間
は
ど
ん
ど
ん
移
り
変

わ
っ
て
い
く
、
そ
の
は
か
な
さ
が
哀
し
か
っ
た
の

で
は
」
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
「
古
人
」
の
窓

を
担
当
し
て
い
た
Ｂ
く
ん
か
ら
は
「
僕
は
、
義
経

と
か
昔
の
人
の
心
と
一
体
に
な
れ
た
気
が
し
て
う

れ
し
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
」
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
た
。

　

グ
ル
ー
プ
で
結
論
を
絞
る
こ
と
は
強
制
さ
れ
ず
、

学
習
活
動
の
シ
メ
は
「
こ
れ
ま
で
に
読
み
取
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、芭
蕉
さ
ん
に
手
紙
を
書
こ
う
」

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
ん
な
文
章
が
記
さ
れ
て

い
る
。

　

お
元
気
で
す
か
。
江
戸
を
出
発
し
て
、
平

泉
ま
で
き
た
今
、
何
を
感
じ
て
い
ま
す
か
。

　
「
字
の
な
い
は
が
き
」
派
か
ら
は
、「
泣
け
る
ツ

ボ
」
と
し
て
、
や
せ
細
っ
て
疎
開
か
ら
帰
っ
て
き

た
妹
を
抱
い
て
男
泣
き
す
る
「
父
」
の
描
写
が
紹

介
さ
れ
た
。
我
が
子
に
対
す
る
愛
憐
の
情
が
堰せ
き

を
切
り
、「
大
人
の
男
が
声
を
立
て
て
泣
く
の
を
」

娘
に
目
撃
さ
れ
て
も
か
ま
わ
ず
慟ど
う

哭こ
く

す
る
「
父
」。

わ
ず
か
四
文
に
託
さ
れ
た
「
父
」
の
表
現
に
、
ゼ

ミ
生
一
同
、
胸
を
打
た
れ
た
そ
の
と
き
で
あ
る
。

発
表
班
の
担
当
か
ら
意
外
な
解
説
を
聞
か
さ
れ
た
。

　

通
常
、
こ
こ
に
表
象
さ
れ
た
父
の
心
情
は
、

娘
に
対
す
る
限
り
な
い
愛
情
、
優
し
さ
と
解

さ
れ
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

作
品
の
前
半
部
分
に
あ
っ
た
、
手
紙
の
文
面

と
日
常
生
活
の
言
動
と
で
激
し
く
異
な
る
、

父
の
印
象
の
差
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
私

た
ち
は
、
家
族
へ
の
不
器
用
な
愛
情
だ
け
で

は
な
く
、
激
し
く
な
る
戦
時
下
、
た
っ
た
一

人
で
一
家
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
父
親

自
身
の
弱
さ
、
自
ら
の
ふ
が
い
な
さ
に
泣
く

姿
を
読
み
取
り
ま
す
。

　

父
は
「
私
」
に
も
疎
開
し
た
妹
に
も
大
量
の
手

紙
と
葉
書
を
渡
し
て
い
る
。
離
れ
て
暮
ら
す
子
ど

も
た
ち
の
こ
と
が
心
配
で
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

大
量
の
手
紙
と
葉
書
は
、
家
族
の
生
活
と
安
全
が

す
べ
て
「
父
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
重
圧
を

…
…
最
初
は
旅
が
好
き
で
、
人
生
の
ま
と
め

と
し
て
出
た
け
れ
ど
、
今
ま
で
旅
を
し
て
き

て
、
古
人
や
自
然
、
歴
史
を
た
く
さ
ん
感
じ

ま
し
た
よ
ね
。
古
人
を
尊
敬
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
旅
に
出
て
自
然
を
感
じ
て
る
の
で
は

な
い
か
な
と
私
は
考
え
ま
し
た
。
…
…
時
の

流
れ
を
考
え
る
と
悲
し
く
な
る
け
れ
ど
、
古

人
と
自
分
と
が
重
な
る
と
思
え
る
と
う
れ
し

い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
す
べ
て
芭
蕉
さ
ん
が

目
指
す
旅
な
ん
で
す
よ
ね
。
芭
蕉
さ
ん
の
人

生
は
、
古
人
を
感
じ
ら
れ
る
人
生
が
い
い
、

だ
か
ら
古
人
を
追
う
旅
に
し
た
ん
で
す
ね
。

残
り
少
な
い
人
生
と
思
わ
ず
、
元
気
に
が
ん

ば
っ
て
く
だ
さ
い
。

暗
喩
す
る
。
こ
の
暗
喩
が
父
の
む
せ
び
泣
き
に
つ

な
が
る
と
い
う
解
釈
だ
。「
日
頃
気
恥
ず
か
し
く

て
演
じ
ら
れ
な
い
父
親
を
、
手
紙
の
中
で
や
っ
て

み
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
「
私
」
は
推
測
す
る

が
、
強
そ
う
に
見
え
て
実
は
弱
い
「
父
」
の
ほ
ん

と
う
の
姿
が
、
手
紙
と
葉
書
に
映
し
出
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

旅
人
芭
蕉
さ
ん

　

信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
長
野
中
学
校
で
は
、

平
成
二
十
三
年
度
の
公
開
研
究
会
と
し
て
「
旅
人

芭
蕉
さ
ん
」
と
題
し
た
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
松

尾
芭
蕉
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら
、「
門
出
」、「
白

河
」、「
壺
の
碑
」、「
松
島
」、「
平
泉
」
を
取
り
上

げ
、
芭
蕉
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と

い
う
大
が
か
り
な
単
元
で
あ
る
。

　

学
習
活
動
は
グ
ル
ー
プ
学
習
を
中
核
に
し
て
進

め
た
。
四
人
で
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
「
古
人
」、「
自
然
」、「
旅
」、「
歴
史
」
と

い
う
観
点
を
割
り
振
り
、
こ
れ
を
「
窓
」
と
称
し

て
作
品
を
捉
え
る
切
り
口
と
し
た
。
例
え
ば
「
古

人
」
を
担
当
し
た
生
徒
は
、
芭
蕉
が
作
品
中
で
ど

の
よ
う
な
古
人
に
言
及
し
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を

寄
せ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
通
読
す
る
。「
自
然
」

を
担
当
し
た
生
徒
は
、
同
じ
く
ど
の
よ
う
な
情
景

　

手
紙
を
書
く
と
い
う
活
動
に
よ
っ
て
、「
芭
蕉

の
思
い
」
を
理
解
す
る
と
い
う
活
動
が
、「
芭
蕉

へ
の
思
い
」
を
表
現
す
る
活
動
に
変
容
し
て
い
る
。

　

以
上
の
事
例
に
お
い
て
、
手
紙
は
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
教
育
力
を
発
揮
し
て
い
る
。「
電
話
か
・
手

紙
か
」
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
考
え
る
素
材

と
し
て
、「
字
の
な
い
は
が
き
」
で
は
、
人
物
の

心
情
を
解
釈
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
そ
し
て

「
旅
人
芭
蕉
さ
ん
」
で
は
、
実
践
提
案
２
（
P. 

10
）

と
同
様
、
古
典
を
身
近
に
感
じ
る
活
動
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

手
紙
に
は
底
知
れ
ぬ
教
育
力
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
再
認
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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目
的
や
場
面
に
応
じ
た
手
紙
を
書
く

実 践
提 案

1

手
紙
を
書
こ
う

特
集

 

学
習
の
流
れ

（
１
）
育
成
を
目
指
す
言
語
能
力
・

　
　

 

主
た
る
評
価
規
準

▼
事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
が
相
手
に
効
果
的

に
伝
わ
る
よ
う
に
、
説
明
や
具
体
例
を
加
え
た

り
、
描
写
を
工
夫
し
た
り
し
て
書
く
能
力

▼
目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、

書
式
を
工
夫
し
て
手
紙
を
書
く
能
力

 

は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
の
二
年
生
の
言
語
活
動
例
と

し
て
「
社
会
生
活
に
必
要
な
手
紙
を
書
く
こ
と
」

が
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
目
的
や
場
面
・
相

手
に
応
じ
た
手
紙
の
書
き
方
、
自
分
の
考
え
や
心

情
を
正
し
く
相
手
に
伝
え
る
力
、
敬
語
の
使
い
方
、

手
紙
の
書
式
、
優
れ
た
手
紙
文
を
味
わ
う
こ
と
な

ど
、「
手
紙
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
総
合
的
な
活
動

が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

手
紙
を
書
く
際
に
は
、
伝
え
る
相
手
の
立
場
や

気
持
ち
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
伝
え
た
い
内
容

の
中
心
を
明
確
に
し
て
、
言
葉
を
選
び
、
気
持
ち

を
込
め
て
書
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
手

紙
を
書
く
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
敬
語
に
つ

い
て
は
、
二
年
生
で
は
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に

関
す
る
事
項
の
中
に
「
敬
語
の
働
き
な
ど
に
つ
い

て
理
解
す
る
こ
と
」、
三
年
生
で
は
「
敬
語
を
社

会
生
活
の
中
で
適
切
に
使
う
こ
と
」
と
あ
る
。
本

実
践
は
二
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
だ
が
、
今

回
は
三
年
生
の
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
で
扱
う
こ
と

と
し
た
。

（
２
）
学
習
計
画
（
全
４
時
間
）

（
３
）
指
導
上
の
留
意
点

①
Ａ
〜
Ｄ
の
四
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
目
的
や
場

面
・
相
手
に
応
じ
て
書
き
分
け
さ
せ
る
。

・
手
紙
は
目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
必
要
な

情
報
が
異
な
る
。

・
い
つ
も
思
う
が
、
気
持
ち
を
言
葉
で
伝
え
る
の

は
難
し
い
。

・
手
紙
の
最
後
に
相
手
の
幸
せ
を
祈
る
一
文
を
添

え
る
の
は
と
て
も
よ
い
。
反
面
、
空
虚
で
形

式
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

・
尊
敬
語
と
謙
譲
語
の
使
い
方
が
難
し
い
。

・
メ
ー
ル
は
要
件
を
簡
潔
に
書
く
の
で
書
き
や
す

い
。
反
面
、
要
件
を
書
く
だ
け
な
の
で
そ
っ

け
な
い
。

 

お
わ
り
に

　

国
際
化
・
情
報
化
の
進
展
、
ま
た
人
間
関
係
の

希
薄
化
、
さ
ら
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

向
上
の
必
要
性
等
、
今
後
ま
す
ま
す
「
手
紙
を
書

く
力
」
や
「
事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
を
相
手

に
効
果
的
に
伝
え
て
い
く
力
」
の
育
成
が
重
要
と

な
っ
て
く
る
。

　

今
回
、
試
み
と
し
て
四
つ
の
事
例
に
つ
い
て
手

紙
を
書
く
こ
と
で
「
手
紙
は
目
的
や
場
面
・
相
手

に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書
式
に
違
い
が
あ
る
こ

と
」
を
学
ん
だ
。
今
後
も
手
紙
を
書
く
機
会
を
設

け
て
、
機
に
応
じ
た
セ
ン
ス
の
よ
い
手
紙
、
さ
ら

に
は
手
紙
だ
け
で
は
な
く
報
告
文
、
案
内
文
等
を

書
く
力
も
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
特
に
時
候
の
挨
拶
や
敬
語
を
適
切
に
使
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
改
ま
っ
た
表
現
や
親
し
み
や
す

い
表
現
等
に
な
る
。

②
内
容
や
表
現
等
を
工
夫
し
、
書
き
手
の
個
性
や

気
持
ち
が
生
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

（
４
）
単
元
を
終
え
て
の
生
徒
の
感
想

　

手
紙
の
書
式
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
そ
の
素

晴
ら
し
さ
に
感
動
・
納
得
す
る
生
徒
も
い
た
が
、

一
部
、
疑
問
を
感
じ
る
生
徒
も
い
た
。
手
紙
を
自

分
の
意
見
や
心
情
を
効
果
的
に
伝
え
る
有
効
な
ツ

ー
ル
と
し
て
熟
知
さ
せ
て
い
き
た
い
。
敬
語
に
関

し
て
は
日
常
的
に
繰
り
返
し
指
導
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

・
手
紙
の
書
式
は
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
で
あ
り
、
由
緒
が

あ
っ
て
よ
い
。

・
時
候
の
挨
拶
の
あ
と
安
否
を
問
う
が
、
「
ご
清

祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
」
と
い

う
の
は
、
本
当
に
そ
う
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い
の
に
、
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
少
し
無
責

任
と
い
う
か
冷
た
い
。

・
手
紙
の
書
式
に
し
た
が
っ
て
書
く
と
気
持
ち
が

う
ま
く
伝
え
ら
れ
て
よ
い
。
反
面
、
堅
苦
し

い
感
じ
が
し
て
、
相
手
に
よ
っ
て
は
自
分
の

気
持
ち
が
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

国
語
へ
の

関
心
・
意
欲
・

態
度

　

自
分
の
意
見
や
心
情
が
相
手
に

効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
手
紙
を

書
い
て
い
る
。

　

目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て

工
夫
し
て
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

書
く
能
力

　

事
実
や
事
柄
、
意
見
や
心
情
が

相
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う

に
、説
明
や
具
体
例
を
加
え
た
り
、

描
写
を
工
夫
し
た
り
し
て
書
い
て

い
る
。

言
語
に
つ
い

て
の
知
識
・

理
解
・
技
能

　

相
手
や
目
的
に
応
じ
て
、
話
や

文
章
の
形
態
や
展
開
に
違
い
が
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
第

二
学
年
イ

（オ）
）

第１時

①
単
元
の
流
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

②
手
紙
の
書
式
に
つ
い
て
学
ぶ
。そ
の
際
、

手
紙
の
書
式
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考

え
る
。

③
既
習
事
項
の
敬
語
（
尊
敬
語
・
謙
譲
語
・

丁
寧
語
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

第２時
　

四
人
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
各
グ
ル
ー
プ

で
次
の
四
つ
の
中
か
ら
一
つ
を
分
担
し
て

手
紙
を
書
く
。

Ａ 

小
学
校
六
年
生
の
と
き
の
担
任
に
近

況
を
知
ら
せ
る
手
紙
。

Ｂ 

保
護
者
に
誕
生
日
祝
い
を
も
ら
っ
た

お
礼
の
手
紙
。

Ｃ 

転
校
し
た
友
達
に
近
況
報
告
を
す
る

手
紙
。

Ｄ 

転
校
し
た
友
達
に
近
況
報
告
を
す
る

メ
ー
ル
。

第３時

①
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
書
い
た
手
紙
を
発

表
す
る
。
そ
の
際
、
次
の
三
つ
の
観
点

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ア 

目
的
や
場
面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語

を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
。

イ 

内
容
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
た
か
。

ウ 

そ
の
他
、
特
徴
的
な
点
。

②
Ａ
〜
Ｄ
の
手
紙
に
つ
い
て
、
目
的
や
場

面
・
相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書

式
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。

第４時
　

前
時
に
学
ん
だ「
手
紙
は
目
的
や
場
面
・

相
手
に
応
じ
て
敬
語
や
内
容
、
書
式
に
違

い
が
あ
る
こ
と
」
に
気
を
つ
け
て
、
実
際

に
手
紙
を
書
き
、
先
方
に
送
る
。

※
便
箋
と
封
筒
、
切
手
を
用
意
す
る
。
生

徒
に
は
先
方
の
住
所
と
正
確
な
氏
名
を

調
べ
て
お
く
よ
う
に
、
事
前
に
指
示
し

て
お
く
。

　

そ
の
際
、
目
的
や
場
面
・
相
手
に
つ
い

て
は
生
徒
に
決
め
さ
せ
る
。
決
め
か
ね

て
筆
が
進
ま
な
い
生
徒
に
は
、
第
２
時

の
Ａ
〜
Ｄ
の
中
か
ら
選
ぶ
よ
う
に
支
援

す
る
。
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実 践
提 案

手
紙
を
書
こ
う

特
集

作
者
に
出
会
う
た
め
に 

―
兼
好
法
師
に「
手
紙
」
を
書
く
―

 

は
じ
め
に

　

竹
西
寛
子
氏
は
、「
作
者
に
逢
え
る
か
」（
月
刊

国
語
教
育
研
究
一
九
九
五
年
二
月
号
）
で
、「
古
典
文

学
に
限
ら
な
い
が
、
文
学
作
品
を
読
む
時
の
私
に

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は
、
作
者
に
逢
え
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
、そ
し
て
、「
自

分
の
全
知
識
と
感
受
性
を
全
開
し
て
作
品
を
読
み
、

た
と
え
一
瞬
に
も
せ
よ
作
者
に
逢
え
た
、
と
感
じ

ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
時
か
ら
改
め
て
、
私
の
そ
の

作
品
へ
の
愉た
の

し
い
親
近
や
探
索
が
始
ま
る
の
で
あ

る
。
作
者
が
生
き
て
私
が
生
き
る
。
私
が
生
き
て

作
者
が
生
き
る
。」
と
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
稿
で
は
、
学
習
者
が
古
典
に
興
味
を
も
ち
、

全
力
で
読
み
、
作
品
に
親
近
感
を
も
ち
、
作
品
に

「
愉
し
さ
」
を
感
じ
取
れ
る
方
法
と
し
て
、「
作
者

に
手
紙
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
作
者
に
出
会

う
」
実
践
を
紹
介
し
た
い
。「
作
者
へ
の
手
紙
」
は
、

い
わ
ば
作
者
と
の
対
話
と
も
い
え
よ
う
。
学
習
者

が
作
者
と
向
き
合
う
の
に
適
し
た
方
法
だ
と
思
う
。

　

対
象
が
古
典
で
あ
れ
ば
、
時
代
を
超
え
て
変
わ

ら
な
い
も
の
を
見
つ
け
た
り
、
現
代
と
の
違
い
を

感
じ
た
り
と
、
主
体
的
な
読
み
が
成
立
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

学
習
の
流
れ
（
全
５
時
間
）

▼
生
徒
に
紹
介
し
た
段

①
「
神
無
月
の
こ
ろ
」（
第
十
一
段
）

②
「
同
じ
心
な
ら
む
人
」（
第
十
二
段
）        

③
「
い
づ
く
に
も
あ
れ
」（
第
十
五
段
）

④
「
名
を
聞
く
よ
り
」（
第
七
十
一
段
）           

⑤
「
何
事
も
入
り
立
た
ぬ
」（
第
七
十
九
段
）

⑥
「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
」（
第
九
十
二
段
）

⑦
「
高
名
の
木
登
り
」（
第
百
九
段
）           

⑧
「
双
六
の
上
手
」（
第
百
十
段
）  

⑨
「
友
と
す
る
に
わ
ろ
き
も
の
」（
第
百
十
七
段
）

⑩
「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
」（
第
二
百
三
十
六
段
）

▼
選
ん
だ
視
点

・
今
も
昔
も
人
間
の
思
い
、
弱
点
は
同
じ
な
ん
だ

な
と
共
感
で
き
る
内
容

・
中
学
生
の
興
味
・
関
心
に
合
わ
せ
、
読
み
取
り

や
す
い
内
容

・
類
似
の
経
験
を
思
い
起
こ
せ
る
内
容

▼
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト

『
徒
然
草
』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

　

こ
の
本
は
、
原
文
や
通
釈
の
ほ
か
に
、
テ
ー
マ

を
示
す
見
出
し
や
解
説
、
寸
評
が
付
い
て
い
る
。

総
ル
ビ
で
、
資
料
や
挿
絵
も
豊
富
で
理
解
し
や
す

く
、
興
味
を
も
っ
て
読
め
る
。

▼
口
語
訳
を
読
む
と
き
に

・
内
容
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
読
ま
せ
る
テ
キ

ス
ト
の
段
ご
と
、
訳
者
の
コ
メ
ン
ト
の
脇
に
、

小
さ
な
メ
モ
欄
（
私
も
ひ
と
こ
と
）
を
設
け

て
お
き
、
自
分
の
つ
ぶ
や
き
や
、
同
じ
よ
う

な
体
験
が
な
か
っ
た
か
を
思
い
出
さ
せ
て
書

か
せ
る
。

 

お
わ
り
に

　

班
で
「
手
紙
」
を
見
せ
合
う
姿
は
生
き
生
き
と

し
て
い
た
。
手
紙
を
読
み
、
兼
好
法
師
の
も
の
の

考
え
方
が
よ
く
わ
か
る
と
と
も
に
、
手
紙
の
書
き

手
（
生
徒
）
ど
う
し
に
つ
い
て
新
た
な
発
見
が
あ

っ
た
と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
。

　

作
者
に
「
手
紙
」
を
書
か
せ
る
こ
と
で
見
え
て

く
る
も
の
は
想
像
以
上
に
大
き
い
よ
う
だ
。
ま
さ

に
新
学
習
指
導
要
領
二
年
「
ア　

伝
統
的
な
言
語

文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
「
（
イ
）
古
典
に
表
れ

た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や

作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
」
が
、
そ
の

ま
ま
の
形
で
実
践
で
き
た
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

ま
た
、
作
品
や
作
者
を
身
近
に
感
じ
る
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
体
験
と
比
較
さ
せ
、
関
連
さ
せ
な

が
ら
「
生
き
方
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
き
っ
か

け
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

今
回
は
口
語
訳
を
読
み
な
が
ら
の
学
習
と
な
っ

た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
原
文
に
も
っ
と
触

れ
さ
せ
、
古
文
の
文
体
の
特
徴
や
魅
力
に
気
づ
か

せ
る
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

2

第１・２時
「出会い①」

・
作
品
や
作
者
に
つ
い
て
解
説
。

・
二
年
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

（
第
五
十
二
段
）
の
音
読
、
口
語

訳
を
完
成
さ
せ
る
。

・
こ
の
段
の
作
者
の
思
い
を
想
像

し
、
感
想
を
も
つ
。

第３時
「出会い②」

・
徒
然
草
の
他
の
段
の
口
語
訳
を
読

む
。
（
簡
単
な
感
想
メ
モ
を
と
り

な
が
ら
）

第４時
「手紙を書く」

・
読
み
取
っ
た
段
の
中
か
ら
二
つ
の

段
を
選
び
、
作
者
・
兼
好
法
師
に

手
紙
を
書
く
。
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
書
き
込
む
）

第５時
「交流」

・
班
で
手
紙
を
読
み
合
う
。

・
班
の
代
表
を
決
め
て
、
み
ん
な
の

前
で
発
表
す
る
。
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実 践
提 案

手
紙
を
書
こ
う

特
集

 

は
じ
め
に

　

中
学
校
で
手
紙
を
扱
う
ケ
ー
ス
は
、
①
国
語
の

時
間
で
形
式
を
中
心
に
し
た
指
導
、
②
特
別
活
動

や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
職
場
体
験
等
の
お
礼

な
ど
を
書
く
指
導
と
、
大
き
く
二
つ
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
授
業
が
終
わ
っ
た
後
、「
手
紙
を
た

く
さ
ん
書
き
た
く
な
り
ま
し
た
」「
手
紙
を
書
く

っ
て
楽
し
い
で
す
ね
」
と
い
う
感
想
が
多
く
出
れ

ば
出
る
ほ
ど
教
師
冥
利
に
尽
き
る
が
、
な
か
な
か

そ
う
は
い
か
な
い
。
実
際
は
、「
形
や
決
ま
り
が

た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
覚
え
る
の
が
大
変
」「
自
分

の
書
き
た
い
よ
う
に
書
い
た
ほ
う
が
、
思
い
が
伝

わ
る
」
な
ど
の
感
想
が
多
か
っ
た
。
挙
句
の
果
て

に
「
メ
ー
ル
の
ほ
う
が
楽
で
い
い
」
で
あ
る
。

　

こ
の
原
因
の
一
つ
は
、
自
分
の
思
い
を
ど
の
よ

う
な
言
葉
で
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う

「
内
容
」
の
指
導
よ
り
も
、「
形
式
」
の
指
導
に
重

点
を
置
き
す
ぎ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
原
因
は
、
興
味
・
関
心
の
も
て
る

教
材
を
生
徒
に
提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
教
科
書
や
国
語
便
覧
の
例
を
参
考
に
し
な
が

ら
書
く
の
だ
が
、
形
式
や
主
な
内
容
を
参
考
に
す

る
姿
は
見
ら
れ
て
も
、「
な
ぜ
、
こ
の
表
現
を
使

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」「
な
る
ほ
ど
、
こ
の
表
現

の
ほ
う
が
相
手
に
伝
わ
る
」
と
考
え
な
が
ら
、
注

意
深
く
読
む
姿
は
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

指
導
の
実
際

　

今
回
は
、
二
年
生
で
「
読
む
こ
と
」
を
中
心
に

据
え
た
手
紙
指
導
を
実
践
し
た
。
教
材
と
し
て
用

い
た
の
は
、
お
ま
け
付
菓
子
に
お
ま
け
が
付
い
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
苦
情
に
対
し
て
、
二
社
の
製

菓
会
社
が
作
成
し
た
「
報
告
書
」
で
、
た
ま
た
ま

筆
者
が
入
手
し
た
も
の
。
こ
れ
を
教
材
と
し
て
用

い
た
の
は
、
こ
の
「
報
告
書
」
が
、
正
式
な
形
式

で
書
か
れ
た
本
物
の
文
書
で
あ
り
、
し
か
も
、
相

手
意
識
や
目
的
意
識
が
明
確
な
文
書
だ
か
ら
で
あ

る
。
生
徒
に
と
っ
て
、
お
ま
け
付
菓
子
は
身
近
な

存
在
で
あ
る
の
で
興
味
を
も
ち
な
が
ら
読
み
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
を
含
ん
だ
二
社
の
「
報
告
書
」

の
内
容
や
表
現
の
仕
方
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
評

価
し
な
が
ら
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
教
科
書
や
国
語
便
覧
に
載
っ
て
い
る

「
手
紙
の
例
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
表
現
の
特

徴
や
表
現
の
仕
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
考
え
た
。

■
指
導
の
流
れ
と
留
意
点
・
生
徒
の
反
応

 

お
わ
り
に

　
「
次
の
時
間
は
手
紙
の
授
業
で
す
」
と
言
っ
た

と
き
、「
え
ー
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
二
時
間
の
授
業
を
終
え
、「
こ
れ
で
手

紙
の
授
業
を
終
わ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
と
き
、
ま

た
「
え
ー
」
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。「
手
紙
を

書
き
た
く
な
っ
て
き
た
の
に
、
書
か
な
い
で
終
わ

り
な
の
？
」「
苦
情
を
受
け
た
つ
も
り
で
報
告
書

を
書
い
て
み
た
い
」「
相
手
が
喜
ん
で
く
れ
る
手

紙
を
書
き
た
い
」
な
ど
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
の

は
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

生
徒
に
と
っ
て
興
味
・
関
心
の
も
て
る
内
容
の

報
告
書
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
社
の
報
告
書
を
比
較
し

な
が
ら
、
表
現
の
細
部
ま
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

あ
え
て
書
く
指
導
を
省
い
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て

生
徒
の
意
欲
も
湧
い
た
よ
う
だ
。

「
報
告
書
を
読
む
」
手
紙
指
導

3

第１時

①
報
告
書
の
意
味
と
内
容
を
理
解
す
る
。

・
不
具
合
が
生
じ
た
原
因
や
、
今
後
の
対

策
等
を
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
手
紙
。

・
会
社
の
信
用
問
題
に
関
わ
る
た
め
、
細

心
の
注
意
で
、
言
葉
を
選
ん
で
書
か
れ
る
。

②
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
を
読
み
、
感
想
を

書
く
。

［
Ａ
社
］

・
専
門
用
語
や
難
し
い
語
句
が
多
く
、
読

み
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
文
書
と

は
言
え
な
い
。

・
項
目
別
に
書
い
て
あ
る
の
で
わ
か
り
や

す
い
。

［
Ｂ
社
］

・
平
易
な
文
章
で
書
か
れ
て
お
り
、
子
ど

も
に
も
わ
か
り
や
す
い
。

第２時

①
二
社
を
比
較
し
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を

書
く
。

・
謝
罪
文
な
の
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
の
堅

苦
し
さ
は
必
要
。
Ｂ
社
の
よ
う
に
、
口

語
体
に
近
い
文
章
は
好
ま
し
く
な
い
。

・
Ｂ
社
は
、
「
こ
ち
ら
側
に
原
因
は
な

か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
。

・
お
客
様
相
談
セ
ン
タ
ー
よ
り
も
、
工
場

の
人
が
書
い
た
文
書
の
ほ
う
が
気
持
ち

が
伝
わ
る
。
（
お
菓
子
を
作
っ
て
い
る

人
が
直
接
謝
っ
て
い
る
感
じ
が
す
る
の

で
）

②
教
科
書
や
国
語
便
覧
の
手
紙
例
と
比
較

し
な
が
ら
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

・
普
通
の
手
紙
に
は
時
候
の
挨
拶
が
あ
る

の
に
、
こ
れ
ら
の
報
告
書
に
は
な
い
の

は
な
ぜ
か
。

・
報
告
書
に
時
候
の
挨
拶
を
書
く
の
は
失

礼
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

・
そ
も
そ
も
時
候
の
挨
拶
は
、
親
し
い
間

柄
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
相
手
や
書
く
内
容
に
よ
っ
て
、
書
き
方

を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。

・
手
紙
や
報
告
書
の
他
に
も
特
徴
の
あ
る

文
書
の
書
き
方
が
あ
る
の
か
知
り
た
く

な
っ
た
。

◀手紙の全文は、光村図書のホームペー
ジから参照できます。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
soudan/houkokusho.html/

【A 社】

平成○年○月○日
○○○○○様

株式会社○○○　○○工場
生産技術担当課長

報告書
拝啓
　平素より○○製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
　この度は、弊社製品「○○○○○○」におきまして、大変ご迷惑をお掛け致しました。
誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
　日頃から、品質第ーに業務を進めて参りましたが、今回の様なご指摘を頂きまして、
工場関係者一同、深く反省致している次第でございます。
　就きましては、下記の通りご報告申し上げます。

敬具

記
１．ご指摘内容
　　製品名：○○○○○○
　　製造日：平成○年○月○日
　　内　容：シールが入っていなかった
２．発生原因
　当該製品は生地を焼板に定量充填後、オーブンで焼き上げたウェハースにアーモン
ドとチョコレートを塗布し、2 枚に合わせて冷却致します。その後カッターで切断、

【Ｂ社】

平成○年○月○日
○○○○○様

○○株式会社
お客様相談センター

拝啓　いつも商品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。
　このたびは弊社商品「○○○○○」をせっかくお買い求めいただきましたにもかか
わらず、カードの欠品にてご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげま
す。また、ご報告までにお時間をいただきましたことを重ねてお詫び申しあげます。
　さっそくですが、カード欠品につきまして、調査結果のご報告をさせていただきます。
　本商品は、カード欠品及びグミの充填不足を防ぐため、商品梱包後にウエイトチェッ
カーによる重量全数チェック工程にて、重量の過不足品の排除を行っております。今
回お送りいただきましたグミの重量を測定したところ規定の分量でございました。カー
ド欠品商品であれば、本来排除されるべき商品でございますので、当日の作業に問題
が発生していないか、ロット番号より作業日報を確認いたしました。作業当日は、ウ
エイトチェッカーの始業時、午後開始時、終了時に動作確認を行っており、作業中に
もトラブルの発生はなく、欠品の原因を追究することができませんでした。
　しかしながら、○○○○○様のお手元にこのような商品が渡ってしまった事実を真
摯に受けとめ、更なる品質管理の徹底を行う所存でございます。
　今後におきましでも、お客様に安心してお買い求めいただける商品づくりに努めて
まいる所存でございますので、引き続き商品をご愛用くださいますとともに、お気づ
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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

短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
こ
う

A

Q　
先
日
、
短
歌
の
単
元
で
鑑
賞
文
を
書

く
と
い
う
学
習
を
し
ま
し
た
。

　
鑑
賞
文
を
書
く
た
め
に
は
短
歌
自
体
を
理
解

し
て
い
な
く
て
は
書
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、

一
つ
一
つ
の
短
歌
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
、
ま

と
め
て
い
き
ま
し
た
。

　
解
説
が
終
わ
っ
て
「
鑑
賞
文
を
書
き
ま
し
ょ

う
」
と
言
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
え
っ
、
ま

だ
や
る
の
」
と
う
ん
ざ
り
し
た
様
子
。
で
き
上

が
っ
た
鑑
賞
文
も
今
ひ
と
つ
で
、
解
説
が
ほ
と

ん
ど
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
が
っ
か
り
し
ま
し

た
。
ど
う
し
た
ら
意
欲
を
も
っ
て
取
り
組
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
、
自
分
な
り
の
鑑
賞
文
が
書
け

る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　「
短
歌
を
鑑
賞
す
る
」
と
い
う
こ
と
自

体
、
子
ど
も
た
ち
に
は
少
々
難
し
く
、
骨

が
折
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ

れ
に
加
え
て
「
鑑
賞
文
を
書
く
」
こ
と
も

加
わ
る
の
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
は

相
当
き
つ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
く
」
と
い
う
学

習
活
動
に
は
、

　
①
短
歌
を
理
解
す
る
こ
と

　
②
短
歌
を
鑑
賞
す
る
こ
と

　
③
鑑
賞
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と

の
三
つ
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
教
師

が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ど
れ
も
完
璧
に
や
ろ
う
と
し
て
、
欲
張

り
す
ぎ
た
目
標
を
立
て
て
し
ま
う
と
子

ど
も
た
ち
に
は
負
担
感
が
強
く
な
り
、
や

ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
抱
い
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、「
鑑
賞
し
た
こ
と
を
表
現
す

る
（
書
く
）」
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置

い
た
場
合
の
授
業
例
を
紹
介
し
ま
す
。

・
場
面
設
定

・
演
技
力

・
音
楽

・
そ
の
他

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ジ
ャ
ン
ル
特
有
の「
鑑
賞
の
言
葉（
語
彙
）」

を
使
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
鑑

賞
文
」
は
で
き
上
が
る
と
考
え
ま
し
た
。

　「
鑑
賞
文
と
は
何
で
す
か
」
と
聞
か
れ

た
ら
、
私
は
「
そ
の
作
品
の
『
よ
さ
』
を

語
っ
た
も
の
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
書
籍
で
も
、
映
画
で
も
、

絵
画
で
も
、
い
い
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
、

そ
れ
を
誰
か
に
伝
え
た
く
な
る
も
の
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
鑑
賞
文
は
、
ま
さ
に
そ

の
「
よ
さ
」
を
実
感
で
き
た
人
が
、
そ
の

魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
文
章
だ
と

い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、「
す
ば
ら
し
か
っ
た
」「
よ
か
っ

た
」「
感
動
し
た
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
、

相
手
に
自
分
が
感
じ
た
「
よ
さ
」
を
伝
え

る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　
い
い
映
画
を
見
た
後
、
ど
ん
な
こ
と
を

私
た
ち
は
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

・
主
人
公
が
と
に
か
く
か
っ
こ
い
い
。

・
相
手
役
の
○
○
も
い
い
味
を
出
し
て
い

る
。

・
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
す
ば
ら
し
い
。
ど

き
ど
き
は
ら
は
ら
の
連
続
。

・
背
景
の
美
し
さ
が
何
と
も
言
え
な
い
。

・
光
る
せ
り
ふ
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
だ
よ

ね
。

・
泣
け
る
。

・
演
技
が
う
ま
い
。

・
音
楽
が
本
当
に
よ
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
、
映
画
の
よ
さ

を
語
る
に
は
特
有
の
観
点
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

  

【
映
画
を
語
る
観
点
】

・
主
人
公
の
人
物
設
定

・
俳
優
の
魅
力

・
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

・
背
景
と
な
る
風
景

・
せ
り
ふ

「
鑑
賞
文
」っ
て
何
？
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■学習の流れ
　単元　「短歌の世界」鑑賞文を書く

■目標

○短歌についての知識を獲得し、短歌を解
釈するための情報を得て、まとめる。

○テーマに沿って深めるための話し合い
をする。（意見を重ねていく力）

○鑑賞文を書く。

第
１・２
時

一、現代短歌の基礎知識
　①聞き取りメモ・まとめ
　②友達のメモから学ぶ

二、暗唱合格シート
　▶教科書を読む
　▶暗唱タイム

第
３・４
時

三、短歌を読む
　①学習ノート作成（製本）
　②資料集を読む

第
５・６
時

四、作品鑑賞会
　①話し合う作品を決める
　　（第三希望まで）
　②グループ作り（三人〜四人）
　③作品鑑賞会
　　【話し合いのテーマ】　
　　・どういう情景か
　　・作者の心情は
　　・作品のよさはどこか

五、鑑賞会のまとめ

第
７
時

六、鑑賞文を書く
　①下書き
　②清書（二百字）　

第
８
時

七、鑑賞文を読む
　①友達の鑑賞文を読む
　②まとめ（あとがき）・講評・
　　学習のふりかえり

第
１・２
時

  

第
３・４
時

第
５・６
時

第
７
時

第
８
時
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鑑
賞
文
の
基
本
は
そ
の
作
品
の
よ
さ
を

表
現
す
る
こ
と
。
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
く

に
は
、
そ
の
短
歌
の
よ
さ
に
気
づ
き
、
魅

力
を
語
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
ら
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
解
釈
を
聞
き
、
理
解

で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
作
品
に
魅

力
を
感
じ
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
に
難

し
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
解
釈
し
、
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

者
の
創
作
意
図
や
感
動
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
作
品
の
正
確
な
読
み
取
り
に

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
、
鑑
賞
す
る
立
場
の

自
由
な
発
想
も
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
本
当
に
難
し

い
で
す
ね
。

　
と
は
い
え
、
や
は
り
中
学
生
の
幼
い
感

性
や
知
識
だ
け
で
は
作
品
の
世
界
に
近
づ

け
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
は
、
①
「
聞
き
取
り
メ

モ
」
で
短
歌
の
基
礎
知
識
を
短
時
間
で
お

さ
え
、
②
「
暗
唱
タ
イ
ム
」
を
と
る
こ
と

で
短
歌
に
親
し
み
、
③
「
作
品
の
簡
単
な

解
説
資
料
」
を
用
意
し
、
そ
れ
を
も
と
に

④
「
学
習
ノ
ー
ト
」
を
作
っ
て
作
品
を
コ

ン
パ
ク
ト
に
理
解
す
る
と
い
う
時
間
を
と

り
ま
し
た
。

①
聞
き
取
り
メ
モ

　
知
識
を
伝
え
る
と
き
に
は
、
短
時
間
で

で
き
る
「
マ
シ
ン
ガ
ン
ト
ー
ク
※
」
タ
イ

ム
を
取
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

現
代
短
歌
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
聞
き
取

り
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

十
五
分
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
。
何
人
か

の
子
ど
も
た
ち
が
ま
と
め
た
も
の
を
印
刷

し
て
確
認
し
ま
す
。

②
暗
唱
タ
イ
ム

　
意
味
が
は
っ
き
り
分
か
ら
な
く
て
も

「
読
書
百
遍
意
自
ず
か
ら
通
ず
」
で
す
。

暗
唱
し
な
が
ら
言
葉
の
美
し
さ
や
語
感
の

よ
う
な
も
の
に
気
づ
き
、
短
歌
を
鑑
賞
す

る
と
き
の
観
点
に
も
近
づ
い
て
ほ
し
い
と

考
え
ま
し
た
。

③
作
品
の
簡
単
な
解
説
資
料

　
教
科
書
掲
載
の
短
歌
を
は
じ
め
、
い
く

つ
か
の
短
歌
に
つ
い
て
簡
単
で
わ
か
り
や

す
い
解
説
の
資
料
を
用
意
し
ま
し
た
。
今

回
は
次
の
二
冊
を
参
考
に
し
て
作
成
し
ま

し
た
。

・『
は
じ
め
て
で
あ
う
短
歌
の
本
』（
あ
す

作
品
の
よ
さ
の
部
分
で
盛
り
上
が
っ
た
り
。

友
達
と
学
ぶ
こ
と
は
楽
し
く
て
た
め
に
な

る
と
い
う
実
感
を
も
っ
た
よ
う
で
し
た
。

こ
の
話
し
合
い
は
、ポ
イ
ン
ト
が
明
確
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出

て
、
報
告
会
も
充
実
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
話
し
合
い
の
内
容
を
も
と
に
、
鑑

賞
文
を
書
く
学
習
に
入
り
ま
す
。

　
鑑
賞
文
の
条
件
と
し
て
次
の
こ
と
を
設

定
し
ま
し
た
。

・
内
容
は
話
し
合
い
を
参
考
に
、

情
景
・
心
情
・
作
品
の
魅
力
に

つ
い
て
書
く
こ
と
。

・
二
〜
三
段
落
で
書
く
。

・
最
初
の
段
落
で
作
品
の
解
釈

（
解
説
・
説
明
）
を
書
く
。

・
後
半
、
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て

書
く
。

・
常
体
で
書
く
。

・
「
思
っ
た
」
「
す
ご
い
」
を
使

わ
な
い
。

　
条
件
を
示
し
た
後
、
専
門
家
が
書
い

た
鑑
賞
文
と
し
て
、『
現
代
短
歌
の
鑑
賞

事
典
』（
馬
場
あ
き
子
監
修
／
東
京
堂
出
版
）

の
中
か
ら
い
く
つ
か
示
し
、
書
き
方
の
手

引
き
を
示
し
ま
し
た
。

　
生
徒
の
書
い
た
鑑
賞
文
は
、
ま
だ
ま
だ

の
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
自
分
で
選
び
、

自
分
で
書
き
た
い
と
思
っ
て
書
い
て
い
る

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
新
し
い
試
み
で

し
た
が
手
応
え
の
あ
る
学
習
で
し
た
。

な
ろ
書
房
）

・『
光
村
の
国
語
の
ワ
ー
ク
』（
光
村
教
育
図
書
）

④
学
習
ノ
ー
ト
の
作
成

　
解
説
資
料
を
読
み
な
が
ら
、
子
ど
も
た

ち
は
「
通
釈
」「
句
切
れ
」「
表
現
技
法
」

「
作
者
」「
そ
の
他
」
に
つ
い
て
書
き
込
ん

で
い
き
ま
す
。
写
す
だ
け
の
単
純
な
作
業

と
し
ま
し
た
。

　
短
歌
の
解
釈
や
理
解
は
、
今
回
、
簡
単

な
解
説
文
を
読
む
と
い
う
こ
と
だ
け
に
絞

り
ま
し
た
。
時
間
的
な
負
担
を
な
く
す
こ

と
に
加
え
、
少
な
い
情
報
だ
か
ら
こ
そ
、

自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
話

し
合
え
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
同
じ
短

歌
を
選
ん
だ
者
ど
う
し
で
話
し
合
い
ま
す
。

話
し
合
う
内
容
は
次
の
三
つ
で
す
。
　

　

・
ど
う
い
う
情
景
か

　

・
作
者
の
心
情
は

　

・
作
品
の
よ
さ
は
ど
こ
か

　
友
達
が
考
え
た
情
景
に
驚
い
た
り
、
同

じ
心
情
を
考
え
て
う
な
ず
き
合
っ
た
り
、

鑑
賞
文
に

た
ど
り
着
く
前
に

鑑
賞
文
を
書
く
た
め
の

話
し
合
い

鑑
賞
文
を
書
く

13

◀学習ノート

▼生徒の書いた鑑賞文

▲聞き取ったことをまとめたメモ

※「マシンガントーク」少し速いテンポで一方的に話すことをこう呼んでいます

　
　
　
　
　
　
　
　

俵　

万
智　

「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ

　

こ

の

短

歌

は

、

日

常

的

で

身

近

な

言

葉

で

で

き

て

い

る

。

作

者

自

身

の

体

験

が

素

直

に

語

ら

れ

、

情

景

が

く

っ

き

り

と

イ

メ

ー

ジ

で

き

る

作

品

で

あ

る

。

　

「

寒

い

ね

」

で

始

ま

り

、

「

あ

た

た

か

さ

」

で

終

わ

る

と

こ

ろ

に

、

こ

の

作

品

の

よ

さ

が

あ

る

。

反

対

の

言

葉

に

よ

る

ギ

ャ

ッ

プ

が

生

ま

れ

、

こ

の

ギ

ャ

ッ

プ

に

よ

っ

て

読

む

側

は

小

さ

な

幸

せ

が

大

き

な

喜

び

と

な

る

こ

と

を

実

感

で

き

る

。

ま

た

、

最

後

を

体

言

止

め

に

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

あ

た

た

か

さ

に

余

韻

が

残

る

の

も

し

み

じ

み

し

て

よ

い

。



古 典 へ の 扉

3

大
阪
府
生
ま
れ
。
論
文
に
「『
奥
義
抄
』
か
ら
『
僻
案
抄
』
へ
─
「
そ
が
菊
」
注
に
み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
─
」（『
国
語
国
文
』）
な
ど
。

共
著
書
に
「
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
義
部
・
作
法
部
」（
片
桐
洋
一
編
・
和
泉
書
院
）、「
宴
曲
索
引
」（
伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

東
野
泰
子

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師　

東ひ
が
し

野の

泰や
す

子こ
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現
代
の
我
々
が
使
う
こ
と
ば
に「
矢
継
ぎ
早
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
難
し
い
こ
と
ば
で
は
な
い

の
で
、
ふ
だ
ん
は
深
く
考
え
ず
に
使
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
「
矢
を
次
々
に
素
早
く

つ
が
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
は
軍

記
物
語
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

　

競
き
ほ
ふは

も
と
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
つ
よ
弓
・
精

兵
、
矢
つ
ぎ
ば
や
の
手
き
き
、
大
ぢ
か
ら

の
剛
の
物
、「
廿
四
さ
い
た
る
矢
で
ま
づ
廿

四
人
は
射
殺
さ
れ
な
ん
ず
。
お
と
な
せ
そ
」

と
て
、
向
ふ
物
こ
そ
な
か
り
け
れ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
物
語
四
・
競
）

　

渡
辺
（
源
）
競
は
以も
ち

仁ひ
と

王
を
奉
じ
て
挙
兵
し

た
源
頼
政
の
郎
党
で
あ
る
。
強
弓
（
強
く
張
っ

た
弓
を
引
け
る
こ
と
）
の
う
え
、
矢
継
ぎ
早
に

射
る
こ
と
が
で
き
、
二
十
四
本
の
矢
で
、
き
っ

と
二
十
四
人
を
射
て
し
ま
う
と
い
う
。「
矢
継

ぎ
早
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
マ
シ
ン
ガ
ン
の
よ

う
に
次
々
と
放
た
れ
る
矢
が
目
に
浮
か
ぶ
。

　

渡
辺
競
は
速
射
の
名
人
だ
が
、
軍
記
物
語
に

は
様
々
な
タ
イ
プ
の
弓
矢
の
名
人
が
描
か
れ
て

い
る
。
な
か
で
も
有
名
な
の
は
、
頼
朝
・
義
経

の
叔
父
に
あ
た
る
源
為
朝
で
あ
ろ
う
。

　

其そ
の

長た
け

七
尺
ば
か
り
也
。
生う
ま
れ
つ付
き
た
る
弓
取

な
れ
ば
、
矢
つ
か
、
ゆ
ん
で
の
か
ゐ
な
四
寸

ま
さ
り
て
長
し
。
是
に
よ
り
て
矢
つ
か
を
引ひ
く

事こ
と

十
八
束
、
弓
の
長た
け

は
八
尺
五
寸
、
ふ
と
さ

は
な
が
持
朸わ
う
この

如
し
。

（
保
元
物
語
上
・
新
院
御
所
各
門
々
固
メ
ノ
事
）

　

身
長
が
七
尺
（
約
二
メ
ー
ト
ル
）、
右
腕
よ

り
左
腕
が
長
く
、十
八
束（
約
一
・
二
メ
ー
ト
ル
）

の
長
さ
の
矢
を
引
く
こ
と
が
で
き
た
。
矢
の
長

さ
の
標
準
は
十
二
束
（
約
八
十
四
セ
ン
チ
）
で

あ
る
か
ら
、
一
・
五
倍
で
あ
る
。
用
い
る
弓
も

八
尺
五
寸
（
約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
長
さ
で

朸
（
長
持
ち
の
か
つ
ぎ
棒
）
の
よ
う
に
太
い
と

い
う
か
ら
恐
ろ
し
い
。
そ
の
一
矢
で
鎧
武
者
二

人
を
射
通
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
ど
の
程
度
史

実
を
反
映
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
保

元
の
乱
で
生
け
捕
ら
れ
た
と
き
に
は
、
肘
の
関

節
を
外
し
て
遠
流
に
さ
れ
た
と
い
う
の
も
な
る

ほ
ど
と
思
わ
れ
る
。

　

弓
矢
の
名
手
は
、
お
お
む
ね
為
朝
の
よ
う
に

怪
力
の
大
男
と
し
て
描
か
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、

那
須
与
一
は
小
兵
（
小
柄
）
で
あ
っ
た
。

　

小
兵
と
い
ふ
ぢ
や
う
、
十
二
束
三
伏
、
弓

は
強
し
。　
　
　
　
（
平
家
物
語
十
一
・
那
須
与
一
）

　

強
弓
で
は
あ
っ
て
も
小
柄
な
た
め
、
用
い
る

矢
の
長
さ
は
標
準
的
で
、
競
や
為
朝
の
よ
う
な

屈
強
な
も
の
の
ふ
で
は
な
い
。
し
か
し
「
扇
の

的
」
の
場
面
で
必
要
と
さ
れ
た
の
は
一
発
必
中

の
的
中
力
で
あ
る
。
与
一
は
飛
ぶ
鳥
を
狙
っ

て
「
三
に
二
は
必
ず
射
落
と
す
」
腕
前
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
沖
に
平
家
、
陸
に
源
氏
が
対
峙
す

る
な
か
で
の
最
初
の
一
矢
は
、
勝
敗
の
行
方
を

占
う
神
聖
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
勇
猛

な
武
将
で
は
な
く
、
二
十
歳
ば
か
り
と
ま
だ
若

く
、
小
柄
な
与
一
が
こ
の
役
目
を
担
う
こ
と
で
、

場
面
の
神
聖
さ
と
悲
壮
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

源
義
経
も
ま
た
小
柄
で
あ
り
、
し
か
も
強
弓

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
「
弓
流
」
の
段

に
よ
っ
て
、
平
家
物
語
読
者
に
は
明
ら
か
に
な

る
。
け
れ
ど
も
、
当
時
、
平
家
方
の
武
士
た
ち

が
義
経
の
体
格
・
容
貌
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
壇
浦
合

戦
の
お
り
、
平
家
方
で
義
経
の
容
貌
を
知
る

武
者
が
、「
義
経
は
色
白
で
背
が
小
さ
く
、
前

歯
が
出
て
い
る
」
と
味
方
に
説
明
し
て
、
義
経

を
探
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
平
教の
り

経つ
ね

も
、
立
派
な

鎧よ
ろ
い
か
ぶ
と甲
を
目
印
に
義
経
を
探
し
て
い
る
。
メ
デ
ィ

ア
の
な
い
当
時
は
敵
の
体
格
・
容
貌
を
知
る
す

べ
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

義
経
が
弓
と
い
は
ば
、
二
人
し
て
も
張
り
、

も
し
は
三
人
し
て
も
張
り
、
叔
父
の
為
朝
が

弓
の
や
う
な
ら
ば
、
わ
ざ
と
も
落
と
し
て
取

ら
す
べ
し
。
尫わ
う

弱じ
ゃ
く

た
る
弓
を
、
敵
の
取
り
持

つ
て
、「
こ
れ
こ
そ
源
氏
の
大
将
九
郎
義
経

が
弓
よ
。」
と
て
、
嘲て
う

哢ろ
う

せ
ん
ず
る
が
口
惜

し
け
れ
ば
、
命
に
か
へ
て
取
る
ぞ
か
し
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
平
家
物
語
十
一
・
弓
流
）

　

義
経
の
弓
が
敵
の
手
に
渡
れ
ば
、
源
氏
軍
の

大
将
が
小
兵
で
非
力
だ
と
い
う
こ
と
の
動
か
ぬ

証
拠
に
な
る
。
敵
の
知
り
得
て
い
な
い
秘
密
を

知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
義
経

の
名
を
汚
す
の
み
な
ら
ず
、
平
家
軍
を
増
長
さ

せ
、
戦
を
不
利
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
義
経
は
危
険
を
か
え
り
み
ず
、
戦
の

最
中
に
海
に
流
し
て
し
ま
っ
た
弓
を
拾
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

平
家
物
語
で
は
武
者
の
弓
矢
や
刀
、
身
に
着

け
て
い
る
鎧
甲
が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
が
そ
の
人
物
の
身
分
・
年
齢
・
腕
力
な

ど
の
人
と
な
り
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。
お
互
い

見
知
ら
ぬ
敵
味
方
は
身
に
着
け
る
も
の
を
見
て

相
手
を
判
断
し
て
い
た
。
現
代
の
読
者
で
あ
る

我
々
も
、
装
束
に
注
目
し
て
平
家
物
語
の
登
場

人
物
た
ち
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
徴
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

那
須
与
一
は
、
濃
紺
染
の
生
地
で
襟
と
袖
に

赤
い
錦
で
縁
取
り
を
し
た
直ひ
た

垂た
れ

に
萌も
え

黄ぎ

威お
ど
し（

明

る
い
緑
色
の
ひ
も
で
鎧
の
板
を
綴
り
合
わ
せ
た

も
の
）
の
鎧
で
あ
る
。
十
七
歳
で
討
た
れ
た
平

敦
盛
は
、
白
絹
地
に
鶴
の
刺
繍
の
直
垂
で
萌
黄

匂に
お
い

（
萌
黄
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
）
の
鎧
で
あ
る
。

若
武
者
は
萌
黄
の
鎧
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　

七
十
歳
を
過
ぎ
て
戦
を
し
た
源
頼
政
は
白
絹

の
直
垂
に
紺
地
に
白
く
草
模
様
を
染
め
た
皮
で

威お
ど

し
た
鎧
の
上
品
な
い
で
立
ち
。
平
家
方
で
剛

の
者
と
い
わ
れ
た
平
忠た
だ

度の
り

は
紺
地
の
錦
の
直
垂

に
黒
の
鎧
と
い
う
ダ
ー
ク
な
色
合
い
で
力
強
さ

を
感
じ
さ
せ
る
。

　

ま
た
、
旭
将
軍
と
い
わ
れ
た
源
義
仲
の
最
期

の
装
束
は
、
赤
地
の
錦
の
直
垂
に
唐か
ら

綾あ
や

威
の
鎧
、

屋
島
合
戦
で
の
源
義
経
は
、
赤
地
の
錦
の
直
垂

に
紫
裾す
そ

濃ご

（
紫
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
）
の
鎧
で

あ
る
。
錦
は
格
の
高
い
武
士
の
た
め
の
も
の
で
、

特
に
赤
地
の
も
の
は
大
将
が
身
に
着
け
る
こ
と

が
多
く
、
ぜ
い
た
く
で
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
忍
者
赤
影
、
ウ
ル
ト
ラ

マ
ン
、
戦
隊
も
の
の
○
○
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
リ
ー

ダ
ー
、
ガ
ン
ダ
ム
の
シ
ャ
ア
専
用
ザ
ク
な
ど
、

ヒ
ー
ロ
ー
の
色
は
赤
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
こ

の
話
題
は
生
徒
の
興
味
を
喚
起
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

弓
矢
の
名
手

一

義
経
は
な
ぜ
弓
を
拾
う
の
か

小
兵
で
あ
っ
た

与
一
と
義
経

二

装
束
描
写
の
重
要
性

三



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 3

書
写
指
導
の
可
能
性
を
探
る

3

連 

載

徒
が
効
果
的
に
文
字
を
書
き
、文
字
を
書
く「
楽

し
さ
」
を
追
求
で
き
る
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
全
十
一
時
間
の
う
ち
、
第
５
時
ま
で

を
書
写
の
時
間
で
、
第
６
〜
11
時
を
国
語
の
時

間
で
指
導
し
た
。
国
語
と
の
関
連
で
は
、
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
利
用
し
た
「
書
く
」
活
動
、
調
査

し
た
結
果
を
発
表
し
合
う
「
話
す
・
聞
く
」
活

動
と
い
っ
た
言
語
活
動
と
積
極
的
に
リ
ン
ク
さ

せ
、
今
ま
で
の
書
写
の
既
習
事
項
と
国
語
科
全

般
の
学
習
を
総
合
し
た
学
習
に
取
り
組
む
こ
と

で
、「
文
字
を
書
く
喜
び
」「
自
己
表
現
力
」
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
文
字
文
化
を
理
解
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
「
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
」

は
三
年
生
の
内
容
で
あ
る
が
、
休
み
中
の
課
題

も
設
定
し
た
関
係
で
、
時
間
的
に
ゆ
と
り
の
あ

る
二
年
生
で
指
導
し
た
。

　

全
体
を
詳
説
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
の
で
、

指
導
の
要
点
と
生
徒
の
反
応
を
中
心
に
取
り
上

げ
る
。

 

第
２
・
３
時 　

文
字
探
検
と
集
約

　

生
徒
た
ち
は
、
最
初
は
め
ん
ど
く
さ
が
っ
て

い
た
が
、
次
第
に
「
楽
し
さ
」
に
変
わ
り
、
次

回
の
課
題
や
学
習
に
期
待
を
も
て
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
他
国
（
異
文
化
）
の
文
字
に

も
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
、
手
書
き
文

字
と
活
字
そ
れ
ぞ
れ
の
「
意
味
」
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
成
果
も
あ
っ
た
。
そ
の

反
面
、
文
字
が
日
常
生
活
に
あ
ま
り
に
も
密
着

し
す
ぎ
て
い
て
、
意
識
や
興
味
が
も
て
な
い
生

徒
の
姿
も
見
ら
れ
た
の
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

 

第
４
・
５
時 　

文
字
の
効
果
の
ま
と
め

　

文
字
探
検
発
表
会
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
資
料
づ
く
り
を
行
う
。
四
つ
切
り
画
用
紙
を

　

新
学
習
指
導
要
領
の
三
年
生
に
「
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
。
私

た
ち
の
生
活
圏
内
に
は
文
字
が
あ
ふ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
身
近
な
た
め
に
、
風

景
の
一
部
と
し
て
と
ら
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

る
。
活
字
な
ど
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
に

関
心
を
も
っ
た
り
、
手
書
き
文
字
の
よ
さ
を
見

直
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
文
字
文
化
（
言
語
文

化
）
に
関
す
る
認
識
を
改
め
て
形
成
す
る
重
要

な
活
動
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
実
践
で
は
、
校
内
や
校
外
な
ど
で
多
く

の
活
字
（
フ
ォ
ン
ト
）
や
手
書
き
の
文
字
を
集

め
、
分
類
し
て
そ
の
効
果
を
考
え
、
今
ま
で
の

学
習
を
総
合
し
た
発
表
会
を
行
う
こ
と
で
、
生

■
指
導
計
画
（
11
時
間
＋
課
題
）

名
古
屋
市
立
長
良
中
学
校　

戸と

田だ　

真ま
こ
と

言
語
活
動
の
充
実
を
踏
ま
え
た

書
写
の
授
業
開
発

 
―
「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
と
関
連
さ
せ
て

2021

は
じ
め
に

指
導
の
流
れ

授
業
の
実
際

時

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

１
【
文
字
の
意
識
調
査
】
・
手
書
き
文
字
や
活
字
の

特
徴
を
踏
ま
え
、
使
わ

れ
て
い
る
場
所
や
そ
の

理
由
、
手
書
き
文
字
を

使
用
す
る
機
会
や
必
要

性
を
考
え
さ
せ
る
。

２
【
校
内
文
字
探
検
】

校
内
か
ら
、
多
く
の

手
書
き
文
字
や
活
字

文
字
を
見
つ
け
る
。

・
身
の
回
り
の
多
様
な
文

字
に
興
味
・
関
心
を
も

た
せ
る
。

・
手
書
き
文
字
と
活
字
の

使
い
分
け
を
調
べ
、
そ

の
特
徴
を
理
解
さ
せ
る
。

【
校
外
文
字
探
検
】

 

※
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
課
題

３
【
文
字
探
検
の
集
約
】

集
め
た
文
字
を
種
類

ご
と
に
ま
と
め
る
。

・
場
面
や
目
的
な
ど
に
応

じ
て
手
書
き
文
字
と
活

字
文
字
を
使
い
分
け
て

い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ

る
。

・
手
書
き
文
字
と
活
字
の

効
果
に
つ
い
て
理
解
さ

せ
る
。

４・５
【
文
字
の
効
果
の
ま

と
め
】

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
形
式
に
ま
と
め
る
。

・
調
べ
た
こ
と
、
わ
か
っ

た
こ
と
な
ど
を
わ
か
り

や
す
く
一
枚
の
紙
に
ま

と
め
さ
せ
る
。

６
文
字
探
検
発
表
会
で

の
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方

に
つ
い
て
の
学
習

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①

・
次
時
の
ス
ピ
ー
チ
原
稿

の
構
成
を
意
識
さ
せ
、

ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
を
考

え
さ
せ
る
。

・
教
師
の
ス
ピ
ー
チ
を
通

し
て
、「
正
し
く
」
聞
き

取
り
、「
自
分
ら
し
く
」

話
す
方
法
を
身
に
付
け

さ
せ
る
。

７
文
字
探
検
発
表
会
の

た
め
の
「
組
み
立
て

メ
モ
」
作
成

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

・
相
手
に
わ
か
り
や
す
く
、

個
性
的
に
話
す
た
め
に
、

「
何
を
」
「
ど
の
よ
う

に
」
話
す
か
を
考
え
る

た
め
の
「
組
み
立
て
メ

モ
」
を
書
か
せ
る
。

８
ス
ピ
ー
チ
原
稿
作
成

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③

・
身
の
回
り
の
多
様
な
文

字
に
興
味
・
関
心
を
も

た
せ
る
。

・
手
書
き
文
字
と
活
字
の

使
い
分
け
を
調
べ
、
そ

の
特
徴
を
理
解
さ
せ
る
。

９・10
【
文
字
探
検
発
表
会
】

グ
ル
ー
プ
で
の
発
表

会
と
、
自
己
評
価
・

相
互
評
価

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
④

・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形

式
で
発
表
さ
せ
、
そ
の

後
、
交
流
に
よ
り
自
分

の
考
え
を
深
め
さ
せ
る
。

・
今
ま
で
の
学
習
内
容
や
、

 

「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」

活
動
の
自
己
評
価
・
相

互
評
価
を
さ
せ
る
。

11
学
習
の
振
り
返
り 

・
文
字
の
見
方
・
考
え
方

に
つ
い
て
、
自
分
な
り

の
考
え
を
も
た
せ
る
。

■
夏
休
み
課
題

　

①
字
源
・
語
源
調
べ
と
外
国
の
文
字
調
査

　

②
暑
中
見
舞
い
葉
書
を
書
く

▼「文字探検」をまとめたプレゼンテーション用の生徒作品
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一
学
期
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
今
は
「
自
分

は
成
長
し
た
な
」
と
い
う
自
信
を
も
て
て
い

る
。

　

今
回
の
実
践
全
体
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
は
、

文
字
調
査
や
集
約
な
ど
の
活
動
を
通
じ
、
自
分

が
ど
の
よ
う
に
課
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
ら
よ

い
か
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
、
生
徒
が
主
体

的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
実
践
を
終
え
た
と
き
、
生
徒
た

ち
か
ら
「
も
っ
と
字
が
う
ま
く
な
り
た
い
」「
大

人
字
（
行
書
）
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
」

と
い
う
声
が
上
が
り
、
文
字
に
対
す
る
興
味
が

膨
ら
み
、
書
字
へ
の
意
欲
が
湧
い
た
。
こ
れ
を

受
け
、
二
学
期
で
は
行
書
の
特
徴
や
ル
ー
ル
な

ど
の
基
礎
・
基
本
に
も
う
一
度
取
り
組
み
、
そ

こ
か
ら
日
常
生
活
へ
の
応
用
に
つ
な
が
る
よ
う

な
指
導
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
は
、

文
字
へ
の
興
味
・
関
心
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

文
字
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
リ

テ
ラ
シ
ー
の
育
成
を
目
指
す
研
究
、
実
践
を
考

え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

・
外
国
の
文
字
探
検
（
調
査
）
も
し
て
み
た
い

と
い
う
意
欲
が
湧
い
た
。

・
文
字
の
歴
史
に
も
興
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き

た
。

・
小
学
校
の
書
写
の
授
業
は
、
手
本
を
た
だ
写

す
だ
け
で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の

学
習
も
、
最
初
は
全
然
魅
力
を
感
じ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
学
習
を
積
み
重
ね
る
う
ち
に

今
ま
で
に
な
い
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
普
段
あ
ま
り
行
く
機
会
が
な
い
図
書
室

に
行
き
、
興
味
の
あ
る
本
の
中
か
ら
文
字
を

見
つ
け
た
り
、
校
外
文
字
探
検
で
見
つ
け
た

文
字
を
種
類
ご
と
に
ま
と
め
た
り
、
文
字
の

発
表
会
の
交
流
の
場
面
で
、
級
友
の
発
表
の

よ
か
っ
た
と
こ
ろ
や
改
善
し
て
ほ
し
い
と
こ

ろ
を
言
い
合
っ
た
り
…
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
「
こ
れ
っ
て
本
当
に

書
写
の
授
業
な
の
」
と
い
う
感
覚
に
な
っ
た
。

い
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

・
発
表
の
と
き
、
緊
張
し
て
声
が
小
さ
か
っ
た

の
で
も
っ
と
自
分
に
自
信
を
も
ち
た
い
と

思
っ
た
。

・
発
表
の
と
き
、
も
っ
と
自
分
ら
し
い
言
葉
で

説
明
で
き
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た

と
思
っ
た
。

 

第
11
時 　

学
習
の
振
り
返
り

▼
生
徒
の
反
応

・
自
分
が
経
験
し
た
書
写
の
授
業
と
全
て
が

違
っ
て
い
て
、
と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。

・
書
写
の
授
業
な
の
に
、
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方

（
話
し
方
）
が
勉
強
で
き
た
こ
と
に
驚
い
た
。

・
文
字
の
発
表
会
で
級
友
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い

た
と
き
、
自
分
が
校
外
文
字
探
検
で
調
べ
た

と
き
よ
り
も
、
も
っ
と
興
味
・
関
心
が
も
て
、

「
文
字
っ
て
お
も
し
ろ
い
な
」
と
思
っ
た
。

使
い
、
新
聞
形
式
は
じ
め
、
視
覚
に
訴
え
る
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
で
ま
と
め
さ
せ
る
。

▼
生
徒
の
コ
メ
ン
ト
か
ら

・
文
字
の
こ
と
を
意
識
し
て
見
て
い
る
と
、

思
っ
た
よ
り
文
字
の
形
や
種
類
が
多
く
、
色

や
大
き
さ
の
工
夫
も
あ
り
楽
し
く
な
っ
た
。

・
身
の
回
り
に
は
た
く
さ
ん
の
文
字
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
車
や
看
板
、
地
面
な
ど
見

渡
す
限
り
た
く
さ
ん
の
文
字
が
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
全
て
に
意
味
が
あ
り
、
人
々
に
何
か
を

伝
え
て
い
て
、
文
字
は
と
て
も
す
ご
い
も
の

だ
な
と
思
っ
た
。

 

第
６
時 　

文
字
探
検
発
表
会
の
た
め
の

ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
の
学
習

　

本
時
か
ら
第
10
時
の
発
表
会
ま
で
を
四
段
階

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
※
）
を

利
用
し
た
「
書
く
」
学
習
を
取
り
入
れ
た
。

　

教
師
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
き
取
る
学
習
を
通
し

て
、「
正
し
く
」「
自
分
ら
し
く
」
聞
く
方
法
を

身
に
付
け
さ
せ
る
。
本
時
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で

は
、①

「
へ
ぇ
ー
」
「
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
」
（
新

た
な
発
見
、
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

②
「
上
手
だ
な
」
「
説
得
力
が
あ
る
な
」

「
自
分
も
ま
ね
し
て
み
た
い
な
」
（
わ
か

り
や
す
く
論
理
的
な
説
明
技
術
）

③
「
と
て
も
先
生
ら
し
い
な
あ
」
（
そ
の
人

ら
し
さ
の
発
見
と
共
感
、
人
間
的
な
想
像

力
）

④
「
あ
れ
」
「
ど
う
し
て
か
な
」
「
も
っ
と

聞
い
て
み
た
い
な
」
（
も
っ
と
深
め
る
た

め
の
疑
問
・
質
問
）

⑤
「
こ
う
し
た
ほ
う
が
も
っ
と
よ
く
な
る

な
」
（
こ
れ
か
ら
の
学
習
に
生
か
す
た
め

の
課
題
発
見
・
批
評
す
る
力
）

と
い
っ
た
観
点
に
分
け
て
メ
モ
を
さ
せ
る
。

 

第
７
・
８
時 　

発
表
会
の
た
め
の
「
組

み
立
て
メ
モ
」「
ス
ピ
ー
チ
原
稿
」

　

相
手
に
「
わ
か
り
や
す
く
」「
個
性
的
に
」

伝
え
る
た
め
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
、
経
験
や

感
想
な
ど
を
整
理
さ
せ
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

使
っ
た
。

①
文
字
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
、
大
切

に
し
て
い
る
こ
と

②
そ
の
こ
と
で
何
を
伝
え
た
い
か

③
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

　

「
特
徴
」「
思
い
出
」「
出
会
い
の
き
っ
か
け
」

な
ど

④
モ
デ
ル
を
示
し
、
自
分
な
り
の
組
み
立
て

を
考
え
さ
せ
る

■
「
組
み
立
て
メ
モ
」
の
モ
デ
ル

 

第
９
・
10 
時 　

文
字
探
検
の
発
表
会（
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
形
式
）

▼
生
徒
の
反
応

・
交
流
の
と
き
に
質
問
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
知
っ
た
の
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
も
の
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
た
い
と
思
っ
た
。

・
校
外
文
字
探
検
の
と
き
、
お
店
の
人
な
ど
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
れ
ば
も
っ
と
文
字
の
特

徴
な
ど
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
、
級
友
か
ら

の
質
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

3
お
わ
り
に

構
成

ポ
イ
ン
ト

内
容
（
簡
単
に
）

は
じ
め
話
題
の
提
示
手
書
き
文
字
・
活
字
と
の

出
会
い
。

な
か
１
文
字
と
の
出

会
い

校
内
・
外
文
字
探
検
の
と

き
、
○
○
で
出
会
っ
た
。

な
か
２
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
そ
の
と
き

の
様
子

（
二
つ
）

手
書
き
文
字
は
、
書
い
た

人
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝

え
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

な
か
３

活
字
は
、
形
が
整
っ
て
い

て
見
や
す
い
こ
と
を
知
っ

た
。

ま
と
め
思
い
・
考
え
手
書
き
文
字
と
の
出
会
い

が
今
の
自
分
の
心
を
支
え

て
い
る
。

む
す
び
今
後
の
思
い
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
大
切

に
し
て
い
き
た
い
。

題
名

思
い
・
判
断
今
の
自
分
の
心
を
支
え
て

い
る
手
書
き
文
字
と
の
出

会
い
。

※本実践で使用したワークシートは、愛知教育大学の佐藤洋一教授の説に基づいて筆者が作成したもの。



　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。

光村図書が発行している「国語｣ ｢書写｣ ｢英語｣「美術」の平成 24 年度新版
中学校教科書の内容を教科ごとにご紹介するサイトを開設しています。
動画を使って３分で教科書の魅力をご紹介するコンテンツや、「年間指導計
画資料」「新版教科書Ｑ＆Ａ」など豊富なダウンロード資料も収録しています。

平成24年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募

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 24 年４月〜 25 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
小学校・中学校・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む）

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 23 年 12 月 22 日（木）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 24 年２月末までに通知。
平成 24 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
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp

「平成24年度版中学校教科書のご案内」	特設サイト
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/24ckyokasho/

これさえ見れば、新版教科書が丸ごと
分かります！　映像とナレーションで
内容と魅力を３分でご紹介します。

３分で分かる
 動画

新版教科書に対応した年間指導計画・
評価計画資料など、ダウンロードして
すぐにご活用いただける資料も豊富。

豊富な
ダウンロード

資料

新版の特長を３つのポイント、プラス
１で解説します。それぞれのボタンか
ら、さらに詳しい内容をご覧いただけ
ます。

ポイントは 
３つ＋１


