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特
集

昔
話
を
聞
い
て
楽
し
も
う

　

挿
絵
を
拡
大
し
て

読
み
を
深
め
る

デ
ジ
タ
ル

書 

写

書
写
指
導
は
、

ね
ら
い
を
絞
っ
て

「
分
か
ら
な
い
」っ
て
言
お
う
！

国
語

指
導

自
分
を
愛
す
る

大
宮
エ
リ
ー

わ
た
し
と

こ
と
ば
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自
分
を
愛
す
る
、
と
書
く
と
、
な
ん
だ
か
自
己
啓
発
と
か
宗
教

み
た
い
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
が
怖
い
の
で
す
が
、
全
然
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
。
自
分
を
愛
す
る
、
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
知
人

に
言
わ
れ
た
こ
と
で
、
そ
う
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
の
で
、
ガ
ー

ン
と
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

正
確
に
言
う
と
、
言
わ
れ
た
言
葉
は
「
自
分
の
こ
と
を
愛
し
て

い
な
い
あ
な
た
は
人
の
こ
と
な
ん
て
愛
せ
な
い
」。
も
う
び
っ
く

り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
学
校
で
も
家
で

も
教
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
世
の
た
め
人
の
た
め
、
っ
て
習
っ
て

き
た
の
に
、
い
き
な
り
三
十
五
歳
を
過
ぎ
て
、「
自
分
を
愛
し
な

さ
い
」
っ
て
言
わ
れ
た
の
で
す
か
ら
。

　
「
え
？　

そ
れ
っ
て
エ
ゴ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？　

そ
れ
っ
て

わ
が
ま
ま
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
聞
き
返
し
ま
し
た
。
す
る

と
、「
わ
が
ま
ま
と
は
違
う
。
で
も
、
人
に
迷
惑
を
か
け
て
も
い

い
か
ら
自
分
を
大
切
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
き
が
あ
る
。
自
分

の
気
持
ち
を
一
番
に
考
え
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
と
き
が
あ

る
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
自
分
の
こ
と
を
守
っ
て
あ
げ
ら
れ
る

の
は
自
分
し
か
い
な
い
の
だ
よ
と
。

　

な
る
ほ
ど
な
ぁ
と
思
っ
た
訳
で
す
。
今
ま
で
自
分
の
こ
と
な
ん

て
二
の
次
、
三
の
次
に
し
て
い
た
か
ら
自
分
が
本
当
に
ど
う
し
た

い
の
か
、
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
て
は
い

ま
し
た
。
哀
し
い
の
か
、辛
い
の
か
、虚
し
い
の
か
、寂
し
い
の
か
。

そ
う
い
う
感
情
を
う
や
む
や
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
な
と
。

　

そ
も
そ
も
薬
学
部
に
入
っ
た
の
も
、
父
の
病
気
を
治
し
た
い
と

思
っ
た
か
ら
。
で
も
結
局
向
い
て
い
な
く
て
、
誰
か
の
役
に
立
て

な
く
て
も
自
分
が
楽
し
い
と
思
え
る
仕
事
を
、
と
薬
学
の
道
を
断

念
し
、
広
告
代
理
店
に
。
言
葉
の
仕
事
を
み
つ
け
た
の
で
す
。
そ

し
て
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
に
な
っ
た
の
に
、
今
度
は
会
社
の
た
め
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
た
め
に
働
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と

思
っ
て
い
た
し
、
そ
う
い
う
側
面
も
正
し
い
の
で
す
。

　

で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
自
分
を
大
事
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
お
ろ

そ
か
に
す
る
と
全
て
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。
と
は
い
え
間
違
っ
て

は
い
け
な
い
の
は
、
自
分
を
愛
す
る
こ
と
は
、
人
に
依
存
す
る
こ

と
で
は
な
い
ん
で
す
。
自
分
の
気
持
ち
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
は
け
口

を
他
者
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
中
で
完
結
さ
せ
る
こ
と

な
ん
で
す
。

　

森
の
中
を
歩
い
た
り
、
朝
の
空
気
を
吸
っ
た
り
、
芝
生
に
寝
転

が
っ
た
り
、
花
を
飾
っ
て
み
た
り
、
音
楽
を
聴
い
た
り
、
お
風
呂

に
ゆ
っ
く
り
入
っ
た
り
、
香
り
の
い
い
オ
イ
ル
で
体
を
マ
ッ
サ
ー

ジ
し
た
り
。
自
分
で
自
分
を
癒
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
自
分
を

愛
す
る
こ
と
な
ん
だ
な
ぁ
と
、
や
っ
と
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

お
金
か
か
ら
な
い
し
、
な
ん
だ
か
自
立
し
た
感
じ
で
す
よ
ね
。

な
か
な
か
で
き
な
い
け
ど
、
そ
れ
と
格
闘
し
て
い
る
日
々
で
す
。

四
十
歳
ま
で
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

作
家
・
演
出
家
　
大お

お

宮み
や

エ
リ
ー
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特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

　

語
り
継
が
れ
て
き
た
民
話
や
昔
話
を
聞

い
て
楽
し
む
教
材
「
聞
い
て
楽
し
も
う
」。

耳
か
ら
入
っ
て
く
る
言
葉
か
ら
物
語
の
世

界
を
想
像
し
、
民
話
や
昔
話
を
楽
し
む
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
な
力
が
育
ま
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
提
言
や
実
践
紹
介
、
Ｑ
＆
Ａ

を
通
し
て
探
り
、
指
導
の
工
夫
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

0203

「
聞
く
」こ
と
で
想
像
力
を
養
う

特集

１
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

お
茶
の
水
女
子
大
学 

名
誉
教
授

内う
ち

田だ

伸の
ぶ

子こ

日
本
語
と「
聞
く
」こ
と

─
─
教
科
書
で
は
、
六
学
年
を
通
し
て
、
昔
話
を

聞
い
て
楽
し
む
教
材
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

聞
く
こ
と
と
想
像
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
に
は
、

と
て
も
重
要
な
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ご

説
明
す
る
前
に
、
ま
ず
、
日
本
語
の
特
徴
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

　

実
は
、
日
本
語
は
、
語
を
構
成
す
る
音
声
の
最

小
単
位
で
あ
る
「
音
素
」
が
き
わ
め
て
少
な
い
言

語
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
音
素
を
組
み
合

わ
せ
て
作
ら
れ
る
語
も
、
当
然
少
な
く
な
る
。
同

音
異
義
や
異
字
同
訓
の
言
葉
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
が
分
か
り
ま
す
。「
語
を
作
る
」
と
い
う
点

で
は
、
不
利
な
言
語
と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

で
は
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
補
っ

て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
活
躍
し
て
い
る
の
が
、
オ

ノ
マ
ト
ペ
（
擬
声
語
・
擬
態
語
）
で
す
。
例
え
ば
、

犬
の
鳴
き
声
「
ワ
ン
ワ
ン
」
を
、「
犬
」
と
い
う

名
詞
の
代
わ
り
に
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ

ん
な
ふ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
名
詞
・
形
容
詞
・

副
詞
と
し
て
使
い
、
音
・
様
子
な
ど
を
模
し
て
表

す
こ
と
で
、
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て
い
る
の
で

す
。
豊
富
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
こ
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

─
─
私
た
ち
は
、
音
や
様
子
な
ど
を
感
覚
的
に
表

し
た
言
葉
を
、
敏
感
に
聞
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

音
の
響
き
を
感
知
す
る
力
が
磨
か
れ
て
い
る
、

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
小
さ
な
頃
か
ら
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
音
楽
的
効
果
を
も
つ
言
葉
に

囲
ま
れ
て
育
つ
わ
け
で
す
か
ら
。

　

以
前
、
二
歳
ぐ
ら
い
の
子
を
対
象
に
、
こ
ん
な

実
験
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
子
ど
も

に
、
人
が
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
ま
す
。
一

方
は
、
さ
っ
さ
と
歩
き
、
も
う
一
方
は
、
ド
タ
バ

タ
と
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
。「『
ド
タ
バ
タ
歩
く
』

は
ど
っ
ち
？
」
と
尋
ね
る
と
、
多
く
の
子
が
、
正

し
く
、
ド
タ
バ
タ
歩
い
て
い
た
ほ
う
を
指
し
ま
し

た
。
二
歳
の
子
で
も
、
音
の
響
き
を
様
子
と
結
び

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、
音
調
や
リ
ズ
ム
な
ど
と
い
っ
た
、

音
楽
的
な
刺
激
を
受
け
取
る
感
覚
器
は
、
胎
児
期

の
ご
く
初
期
の
段
階
で
発
達
し
ま
す
。
受
胎
し
て

十
八
週
頃
に
は
、
手
足
を
動
か
す
運う
ん

動ど
う

野や

と
と
も

に
、
聴
覚
神
経
系
が
機
能
し
始
め
、
耳
が
働
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
お
母
さ
ん
の
お
な

か
の
中
に
い
る
と
き
か
ら
、
音
を
聞
い
て
い
る
ん

で
す
ね
。
そ
ん
な
時
期
か
ら
ず
っ
と
、
日
本
語
を

耳
に
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
音
の
響
き
と
そ
れ

が
表
す
様
子
を
、
直
感
的
に
結
び
付
け
て
聞
く
力

に
た
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

想
像
す
る
っ
て
、

ど
う
い
う
こ
と
？

─
─
小
さ
な
頃
か
ら
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
聞

い
て
想
像
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
て
い
る
の

で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
想
像
す
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　

想
像
と
は
、
目
の
前
に
あ
る
情
報
か
ら
、
そ
こ

に
な
い
部
分
を
思
い
描
く
こ
と
で
す
。
こ
の
と



特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

楽
し
い
経
験
で
す
。
そ
れ
は
、
読
み
聞
か
せ
や
朗

読
に
は
、
読
み
手
の
解
釈
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、

抑
揚
や
音
調
、リ
ズ
ム
な
ど
と
い
っ
た
、韻
律
（
プ

ロ
ソ
デ
ィ
ー
）
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

四
歳
と
五
歳
の
子
を
対
象
に
し
た
実
験
が
あ
り

ま
す
。
あ
る
絵
本
を
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
を
つ
け
て

読
ん
だ
と
き
と
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
は
つ
け
ず
、
速

さ
は
同
じ
ま
ま
一
本
調
子
に
読
ん
だ
と
き
と
で
、

内
容
理
解
が
ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
調
べ
た
実
験

で
す
。
結
果
、
話
の
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
と

い
う
点
で
は
、
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
主
人
公
の
心
情
を
理
解
す
る
と
い

う
点
で
は
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
が
あ
る
も
の
を
聞
い

た
子
の
ほ
う
が
、
得
点
が
高
か
っ
た
の
で
す
。

─
─
読
み
手
の
声
に
含
ま
れ
る
抑
揚
や
リ
ズ
ム

も
、
想
像
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

韻
律
な
ど
の
音
に
関
わ
る
も
の
は
感
性
に
働
き

か
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
幼
児

の
実
験
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
大
人
で
も
同
じ
こ
と

　

そ
う
し
た
思
考
の
操
作
を
促
す
意
味
で
も
、
想

像
に
結
び
付
け
や
す
い
読
み
聞
か
せ
と
い
う
方
法

を
、
ぜ
ひ
高
学
年
で
取
り
入
れ
て
も
ら
え
た
ら
と

考
え
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
読

ん
で
聞
か
せ
る
と
き
に
、
言
葉
に
解
説
を
加
え
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
発
的

に
考
え
ま
す
。
た
だ
真
心
込
め
て
、
語
り
か
け
る

よ
う
に
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

低
学
年
の
と
き
に
出
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
お
話
を
、

高
学
年
で
も
う
一
度
聞
く
と
い
う
の
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
感
じ
方
は
全
く
違
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
か
ら
。

聞
く
こ
と
で
、浸
れ
る

─
─
読
ん
で
く
れ
る
人
の
読
み
方
し
だ
い
で
、

感
じ
る
こ
と
が
違
っ
て
き
そ
う
な
の
も
、
読
み
聞

か
せ
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

誰
か
に
物
語
を
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
、

お
話
の
世
界
に
浸
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
と
て
も

だ
と
思
い
ま
す
。
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
、
聞

い
た
こ
と
を
直
感
的
に
意
味
に
結
び
付
け
た
り
、

心
情
を
踏
ま
え
て
共
感
的
に
理
解
し
た
り
し
や
す

い
。
き
っ
と
、
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
聞
く
と

き
、
物
語
の
世
界
に
よ
り
浸
れ
る
と
感
じ
る
人
は

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
折
に
触
れ
、
読
み
聞
か
せ

の
楽
し
い
経
験
を
重
ね
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
大
切
な
の
は
、
抑
揚
や
リ
ズ

ム
、
間ま

を
意
識
し
て
、
語
り
か
け
る
よ
う
に
読
み

聞
か
せ
る
と
い
う
こ
と
。
子
ど
も
た
ち
は
、
き
っ

と
真
剣
に
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
く
は
ず
で
す
。

き
、
目
の
前
の
出
来
事
や
言
葉
か
ら
類
推
を
働
か

せ
、
連
想
さ
れ
る
経
験
を
記
憶
の
中
か
ら
引
っ
張

り
出
し
て
複
合
し
、
脈
絡
を
つ
け
る
─
─
そ
う

い
う
作
用
が
私
た
ち
の
脳
内
で
は
起
こ
っ
て
い
る

ん
で
す
。
経
験
、
つ
ま
り
、
自
分
の
五
官
（
感
覚

器
官
）
を
使
っ
た
体
験
と
、
人
か
ら
聞
い
た
り
本

で
知
っ
た
り
し
た
疑
似
体
験
が
、
想
像
す
る
と
き

の
材
料
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
経
験

が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
作
り
出
す
イ
メ
ー

ジ
は
豊
か
に
な
り
ま
す
。

─
─
そ
の
想
像
の
材
料
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
出

会
っ
た
物
語
に
よ
っ
て
、
感
じ
た
り
考
え
た
り
し

た
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
や
っ
て
獲
得
し
た
知
識
も
想

像
の
材
料
と
な
り
ま
す
。
読
書
や
読
み
聞
か
せ
を

聞
く
こ
と
を
重
ね
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
想
像
力
は
豊

か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

一
方
で
、
想
像
す
る
と
き
に
欠
か
せ
な
い
「
類

推
の
力
」
を
養
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、「
類
推
を
働
か
せ
て
想
像
す
る
」
と
い
う

行
為
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

当
然
、
こ
れ
は
読
書
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
も
の

で
す
ね
。
た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
、
踏
ま
え
て
お
き

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、「
文
字
を
読
む
」

と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
負

担
が
大
き
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
読
ん
で
想

像
す
る
に
は
、
文
字
を
処
理
す
る
こ
と
と
、
類
推

を
働
か
せ
る
こ
と
と
い
う
、
二
つ
の
作
業
を
同
時

に
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
処
理
の

容
量
が
小
さ
い
子
ど
も
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
変

な
こ
と
な
ん
で
す
。

　

そ
の
点
、「
聞
く
」こ
と
は
、乳
幼
児
期
か
ら
ず
っ

と
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
と
。
類
推
を
働
か
せ
る

た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
、
聞
い
て
想
像
す

る
こ
と
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
た

ち
の
負
担
を
軽
減
す
る
、
よ
い
手
立
て
だ
と
思
い

ま
す
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
な
の
は
、
低
学
年

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み
聞
か
せ

を
聞
く
時
間
は
、
高
学
年
に
な
っ
て
も
大
切
に
し

て
ほ
し
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

高
学
年
で
も

読
み
聞
か
せ
を

─
─
読
み
聞
か
せ
は
、
高
学
年
の
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
も
意
味
が
あ
る
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　

そ
う
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
認
知
発
達
と
い
う

点
か
ら
い
え
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
九
歳
の
終
わ

り
頃
、
ち
ょ
う
ど
高
学
年
に
差
し
か
か
る
時
期
で

す
ね
。
第
三
次
認
知
革
命
と
私
が
呼
ぶ
変
化
が
起

こ
り
、
抽
象
的
な
思
考
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
意
思
の
力
、
判
断
力
、
モ
ラ
ル
や
情

緒
が
育
っ
て
き
ま
す
。

　

言
語
を
対
象
化
し
て
捉
え
る「
メ
タ
言
語
意
識
」

が
強
く
な
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
言
葉
の
意
味

や
働
き
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ゴ
ー
ゴ
ー

と
山
を
揺
す
っ
て
、
風
が
吹
い
て
き
た
」
と
い
う

表
現
に
出
会
っ
た
と
き
、「
な
ぜ
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー

で
は
な
い
の
か
な
」「
ゴ
ー
ゴ
ー
と
い
う
の
は
、

次
か
ら
次
へ
と
風
が
吹
い
て
く
る
感
じ
を
表
し
て

い
る
の
か
な
」
と
考
え
る
。
言
葉
を
分
析
的
に
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

─
─
そ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
も
目

を
向
け
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
う
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
が
、
想
像
力
に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
ま
す
。

メ
タ
言
語
意
識
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
考
え
た
こ
と

を
も
と
に
し
て
、
よ
り
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま

れ
る
の
で
す
。
こ
の
二
つ
は
、
行
っ
た
り
来
た
り

し
な
が
ら
高
ま
っ
て
い
く
と
い
え
ま
す
。

0405

乳
幼
児
期
か
ら
親
し
ん
で
き
た
「
聞
く
」
こ
と
。

　

想
像
力
を
養
う
た
め
に
、

　
　
　

ぜ
ひ
取
り
入
れ
た
い
で
す
ね
。
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特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

0607

な
民
族
の
昔
話
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
主
人
公
の
身

の
安
全
で
す
。
そ
し
て
富
の
獲
得
。
第
三
に
結
婚

で
す
。
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。生

の
声
の
魅
力

　

耳
で
聞
か
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
か
ら
私
た
ち

が
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
第
二
は
、
語
っ
て
く
れ
る

大
人
の
ご
く
近
く
に
い
た
幼
い
聞
き
手
は
、
安
心

感
を
も
ち
、
そ
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う

実
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

語
っ
て
く
れ
る
大
人
の
生
の
声
に
も
支
え
ら
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
体
温
が
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
近
く

に
い
る
こ
と
と
、
生
の
声
の
魅
力
が
大
切
な
の
で

す
。
近
頃
は
テ
レ
ビ
が
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
あ
り
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
耳

に
機
械
を
通
し
た
声
で
物
語
が
届
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
で
し
ょ
う
が
、
本
当
に
大
切
な
の
は
人
間

の
生
の
声
で
す
。
親
を
は
じ
め
自
分
の
身
の
回
り

に
い
る
、
大
人
の
生
の
声
が
子
ど
も
の
成
長
を
支

え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昔
話
も
、
ぜ
ひ
生
の
声
で
聞
か
せ
て
や
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
お
話
を
読
ん

で
み
ん
な
で
聞
く
の
も
い
い
で
し
ょ
う
し
、
先
生

が
読
ん
で
み
ん
な
で
聞
く
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

昔
の
学
校
で
は
、
雨
で
体
育
が
で
き
な
い
と
、
先

生
が
お
話
を
読
ん
で
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
子
ど
も
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
し
た
。

　

子
ど
も
は
お
話
を
言
葉
で
聞
き
な
が
ら
、
登
場

人
物
や
場
面
を
頭
の
中
で
描
い
て
み
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
言
葉
か
ら
絵
へ
の
変
換
を
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
変
換
す
る
力
を
養
う
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
創
造
的
な
想
像
力
は
、
生

き
て
い
く
う
え
で
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
必
要
な
力
で

す
。
こ
の
力
を
養
う
に
は
、
た
だ
た
だ
お
話
を
た

く
さ
ん
聞
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
相
手
の
話
を
集

中
し
て
聞
け
る
こ
と
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
学
力
の

基
礎
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
す
。

　

た
だ
私
は
、
学
力
を
つ
け
る
た
め
に
お
話
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
は
言
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
子
ど
も
が
お
話
を
楽
し
ん
で
聞

く
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
昔
話
は

聞
い
て
楽
し
め
る
文
体
な
の
で
、
そ
う
い
う
本
を

選
ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
し
、
先
生
が
生
の
声
で
読

ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。

　

本
に
な
っ
て
い
る
昔
話
は
、
ほ
と
ん
ど
が
共
通

語
で
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
が
、

そ
の
土
地
の
日
常
の
言
葉
（
い
わ
ゆ
る
方
言
）
に

直
し
て
読
ん
で
聞
か
せ
た
ら
、
な
お
す
ば
ら
し
い

と
思
い
ま
す
。
昔
話
は
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

で
、
そ
の
土
地
の
日
常
の
言
葉
で
語
り
伝
え
ら
れ

て
き
た
の
で
す
か
ら
。
た
だ
し
、
わ
ざ
と
作
っ
た

「
方
言
み
た
い
な
言
葉
」
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
本

当
の
そ
の
土
地
の
言
葉
は
、
ど
の
子
ど
も
に
と
っ

て
も
、
自
分
が
育
っ
た
土
地
の
風
景
や
水
や
空
気

と
同
じ
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
昔
話
は
私
た
ち
の

祖
先
が
、
何
百
年
も
口
伝
え
し
て
き
た
伝
承
文
化

財
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
伝
承
の
途
中
に
い
る
の

で
す
。
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
壊
さ
な
い
で
こ
れ
か

ら
の
世
代
に
伝
え
る
責
任
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
、

自
然
や
水
や
空
気
を
守
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。

　

昔
話
は
口
伝
え
の
文
芸
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
口
伝
え
と
は
耳
で
聞
か
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
事
実
が
大
切
で
、
私
た
ち
は
こ
こ

か
ら
、
二
つ
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

耳
で
聞
き
や
す
い

　

第
一
は
、
昔
話
は
、
耳
で
聞
い
て
分
か
り
や
す

い
、
シ
ン
プ
ル
で
ク
リ
ヤ
ー
な
文
体
を
獲
得
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
が
、
目
で
読
む
た

め
に
書
か
れ
た
創
作
文
学
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
昔
話
を
読
み
聞
か
せ
る
と
き
に
は
、

な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
な
文
章
の
も
の
を
選
ん
で
く

だ
さ
い
。昔
話
は
、出
来
事
を
速
い
テ
ン
ポ
で
語
っ

て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
風
景
や
人
物
の
気
持
ち

を
感
情
移
入
的
に
、
詳
し
く
語
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
同
じ
場
面
は
同
じ
言
葉
で
語
る
も
の

で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
同
じ
も
の
に
ま
た

出
会
う
の
は
、
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
子

ど
も
は
同
じ
お
話
を
何
回
も
聞
か
せ
て
く
れ
と
言

う
し
、
同
じ
絵
本
を
何
回
も
見
た
が
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
子
ど
も
の
魂
の
安
定
し
た
成
長
に
と
っ
て

大
切
な
こ
と
で
、
昔
話
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、

同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
の
で
す
。

　

昔
話
は
ま
た
、
話
の
リ
ズ
ム
を
大
事
に
し
ま
す
。

特
に
、
出
来
事
を
三
回
繰
り
返
す
こ
と
を
好
み
ま

す
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
グ
リ
ム
童
話
の
「
白

雪
姫
」
で
す
。
白
雪
姫
は
、
悪
い
女
王
に
よ
っ
て

三
回
殺
さ
れ
ま
す
。
最
初
は
紐ひ
も

で
、
二
回
目
は
き

れ
い
な
毒
の
櫛く
し

で
、
三
回
目
は
毒
の
リ
ン
ゴ
で
。

グ
リ
ム
兄
弟
は
こ
の
三
回
の
出
来
事
を
ほ
と
ん
ど

同
じ
言
葉
で
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
生

き
返
ら
な
い
三
回
目
が
い
ち
ば
ん
重
要
で
、
そ
こ

に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
、「
タ
ン
、
タ
ン
、
タ
ン
」
と
い
う
リ
ズ

ム
な
の
で
す
。
子
ど
も
が
耳
で
聞
く
と
き
、
こ
の

リ
ズ
ム
の
楽
し
さ
も
一
緒
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
昔
話
は
耳
で
聞
く
文
芸
な
の
で
、

音
楽
と
き
わ
め
て
似
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で

す
。
音
楽
で
は
、
こ
の
形
を
バ
ー
フ
ォ
ー
ム
と
呼

び
ま
す
。

　

昔
話
は
時
に
残
酷
な
場
面
を
語
り
ま
す
が
、
決

し
て
残
虐
に
は
語
り
ま
せ
ん
。「
馬
方
や
ま
ん
ば
」

と
い
う
話
で
は
、
馬
の
脚
が
切
ら
れ
ま
す
が
、
決

し
て
血
が
流
れ
た
と
は
語
ら
れ
ず
、
馬
は
平
気
で

駆
け
て
い
き
ま
す
。「
手
な
し
娘
」
で
は
娘
が
両

手
を
切
り
落
と
さ
れ
て
追
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
血

が
流
れ
た
と
は
語
ら
れ
ず
、
娘
は
子
ど
も
を
背

負
っ
て
平
気
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
子

ど
も
が
水
に
落
ち
そ
う
に
な
る
と
、
あ
っ
と
い
う

間
に
娘
の
両
手
は
回
復
し
、
子
ど
も
を
抱
き
留
め
、

ま
た
平
気
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。
決
し
て
リ
ア
ル

に
、
血
な
ま
ぐ
さ
く
は
語
ら
ず
、
ま
る
で
切
り
紙

細
工
の
よ
う
に
語
る
の
が
昔
話
で
す
。

　

そ
し
て
残
酷
な
出
来
事
は
、
主
人
公
が
最
後
に

幸
せ
に
至
る
た
め
の
途
中
の
試
練
な
の
で
す
。
子

ど
も
は
お
話
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
と
き
、

自
分
を
主
人
公
と
重
ね
合
わ
せ
て
お
話
を
体
験
し

て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も
に
と
っ
て
、
途

中
で
怖
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
主
人
公
が
話
の
最

後
で
幸
せ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
満
足
な
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
幸
せ
と
は
何
か
。
広
く
い
ろ
い
ろ

語
ら
れ
、耳
で
聞
か
れ
て
き
た
文
芸

口
承
文
芸
学
者

小お

澤ざ
わ

俊と
し

夫お

２

おざわ・としお
中国長春生まれ。口承文芸学者。筑
波大学名誉教授。グリム童話の研究
から出発し，マックス･リュティの口
承文芸理論を日本に紹介。その後，
日本の昔話の分析的研究を行い，昔
話全般の研究を進めている。1998年，
独自の昔話研究と実践，若手研究者
の育成を目的として，「小澤昔ばなし
研究所」を設立。季刊誌『子どもと昔
話』を刊行し，昔話の研究と語りの
現場を結び付ける活動を続ける。
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教
諭

舛ま
す

元も
と

夕ゆ
う

子こ

１

は
じ
め
に

　

岩
手
県
遠
野
市
で
、
そ
こ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る

話
を
、
語か
た

り
部べ

の
方
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

話
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
、
語
ら
れ
る
言
葉
を

集
中
し
て
聞
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
独
特
の

言
い
回
し
や
方
言
な
ど
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
言

葉
も
あ
っ
た
が
、
響
き
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ

か
っ
た
。

　

学
習
指
導
要
領
（
一
・
二
年
）
の
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
は
、
児
童
が
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
し
て
の
古
典
に
出
会
い
、
親
し

ん
で
い
く
始
ま
り
と
し
て
、
昔
話
な
ど
の
読
み
聞

か
せ
を
聞
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
児
童
は
こ

れ
ま
で
、
絵
本
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
昔
話
と
出
会
っ
て
い
る
が
、
最
近
で

は
、「
一
寸
法
師
」
な
ど
の
有
名
な
昔
話
を
知
ら

な
い
子
も
い
る
。
児
童
に
、
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を

知
っ
て
ほ
し
い
、
ま
た
、
私
自
身
が
遠
野
市
で
体

験
し
た
「
聞
い
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
想
像
を
広

げ
る
」
と
い
う
、
昔
話
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
方

を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

楽
し
い
話
を
作
っ
て
い
た
。「
む
か
し
む
か
し
」

か
ら
始
め
る
、「
め
で
た
し
、
め
で
た
し
」
で
終

え
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
出
会
っ
て
き
た
語
り
の
特

徴
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
使
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

「
本
当
は
ど
ん
な
話
な
の
か
な
」「
早
く
聞
き
た
い
」

と
、
教
師
の
読
み
聞
か
せ
を
と
て
も
楽
し
み
に
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。

■
読
み
聞
か
せ
─
─
音
声
言
語
の
特
徴
を
生
か
す

　

教
師
が
語
る
言
葉
か
ら
、
物
語
の
世
界
を
豊
か

に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意

識
し
て
読
み
聞
か
せ
を
し
た
。

⑴ 

独
特
の
言
い
回
し
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で

昔
話
の
世
界
に
引
き
込
む
。

　

本
教
材
は
、
方
言
の
語
り
口
が
お
も
し
ろ
い
。

「
見
せ
っ
ぺ
」「
な
じ
ょ
し
て
」
な
ど
、
音
声
独
特

の
表
現
に
気
づ
か
せ
る
よ
う
に
し
た
。
語
り
の
参

考
と
し
て
、
学
習
指
導
書
付
録
Ｃ
Ｄ
を
活
用
し
た
。

⑵ 

児
童
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
語
る
。

　

聞
き
手
と
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

図
れ
る
と
い
う
音
声
言
語
の
特
徴
を
生
か
し
、
児

童
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
語
る
よ
う
に
し
た
。

⑶ 

児
童
の
知
り
た
い
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
強
調

し
な
が
ら
語
る
。

　

読
み
聞
か
せ
を
聞
く
前
に
、
想
像
を
広
げ
て

作
っ
た
話
か
ら
、
児
童
が
本
教
材
の
ど
の
点
に
注

目
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
を
も
と
に
、
強
弱
、
抑
揚
、
間ま

の
取

り
方
を
工
夫
し
て
読
み
聞
か
せ
を
す
る
こ
と
で
、

作
っ
た
話
と
関
連
す
る
部
分
、
本
教
材
の
あ
ら
す

じ
を
捉
え
る
の
に
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
、
意
識

さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

⑷ 

挿
絵
の
有
効
活
用
に
よ
っ
て
、
音
声
言
語
の

即
時
消
滅
性
を
補
完
す
る
。

　

黒
板
に
貼
っ
た
挿
絵
の
前
に
立
っ
て
読
み
聞
か

せ
を
す
る
こ
と
で
、
今
、
語
ら
れ
て
い
る
場
面
が

ど
こ
な
の
か
、
児
童
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

「
山
芋
」「
あ
け
び
」
な
ど
、
分
か
り
づ
ら
い
と
思

わ
れ
る
言
葉
は
、
絵
を
指
し
な
が
ら
読
む
よ
う
に

し
、
話
の
内
容
が
つ
か
め
る
よ
う
配
慮
し
た
。

⑸ 

リ
ズ
ム
や
響
き
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
か
せ

る
た
め
に
、
結
句
を
大
切
に
す
る
。

　

一
般
的
に
、
昔
話
の
最
後
に
は
、「
め
で
た
し
、

め
で
た
し
。」「
と
っ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
の
ぷ
う
。」
な

ど
の
結
句
が
入
っ
て
い
る
。
本
教
材
の
結
句
「
こ

れ
で
、
い
ち
ご
、
さ
け
た
。」
は
、
児
童
に
は
耳

慣
れ
ず
、興
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
た
。最
後
に
ゆ
っ

く
り
、
そ
っ
と
読
む
と
、
児
童
は
初
め
て
聞
く
言

葉
に
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

こ
の
結
句
を
何
度
も
ま
ね
し
て
言
う
姿
が
見
ら
れ
、

リ
ズ
ム
や
響
き
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

い
つ
も
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る
絵
本
と
違
っ

て
、
本
教
材
は
、
挿
絵
だ
け
を
手
が
か
り
に
し
て

内
容
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
話
の
内
容
を
つ

か
む
た
め
に
、児
童
は
、教
師
が
語
る
言
葉
を
し
っ

か
り
聞
く
必
要
が
あ
っ
た
。
読
み
聞
か
せ
の
と
き

の
表
情
か
ら
、
児
童
が
、
挿
絵
や
教
師
を
見
な
が

ら
、
集
中
し
て
聞
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

「
百
一
つ
ぁ
ん
は
、
鉄
砲
を
一
発
し
か
撃
っ
て
い

な
い
の
に
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
手
に
入
れ
た
の
か

あ
」「
い
の
し
し
を
焼
い
た
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

山
芋
だ
っ
た
ん
だ
ね
」
な
ど
と
い
う
感
想
の
言
葉

に
は
、
聞
く
目
的
を
も
っ
た
主
体
的
な
聞
き
手
と

し
て
の
姿
が
表
れ
て
い
た
。
音
声
言
語
の
特
徴
を

生
か
し
た
指
導
は
、
低
学
年
か
ら
行
う
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
読
み
聞
か
せ
の
教
材
こ
そ
、
そ
の
特

徴
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

語
り
（
音
声
言
語
）
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
、
こ

れ
ら
を
生
か
し
た
実
践
を
試
み
た
。

【
音
声
言
語
の
特
徴
】

①
即
時
消
滅
性
が
あ
る
。

②
相
手
が
目
の
前
に
い
る
の
で
、
直
接
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

→
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
身
振
り
・

　

表
情
）
の
活
用
。

③
難
語
・
同
音
異
義
語
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ

　

う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

指
導
計
画
（
全
二
時
間
）

 

第
一
時　

①
教
科
書
Ｐ
30
・
31
の
四
枚
の
挿
絵
か
ら
、
話

を
想
像
す
る
。　
　

②
「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」
の
読
み
聞
か

せ
を
聞
く
。　

③
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
出
し
合
う
。

 

第
二
時　

①
図
書
室
で
、
昔
話
の
絵
本
を
探
し
て
読
む
。

指
導
の
実
際
（
第
一
時
）

■
導
入
─
─
「
聞
く
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
る

　

低
学
年
の
「
聞
く
こ
と
」
の
指
導
で
は
、
知
り

た
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
、
主
体
的
に
聞
く
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
児
童
の
聞
く

目
的
や
意
欲
を
育
み
、
聞
く
視
点
を
明
確
に
す
る

た
め
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
前
に
、
挿
絵
か
ら
話

を
想
像
す
る
と
い
う
学
習
活
動
を
位
置
づ
け
た
。

【
児
童
が
挿
絵
か
ら
想
像
し
た
話
】

　

む
か
し
む
か
し
、
男
の
人
が
い
ま
し
た
。

男
の
人
は
、
鉄
砲
で
鳥
を
撃
ち
、
洋
服
を
作

り
ま
し
た
。
横
を
見
た
ら
、
い
の
し
し
が
い

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
お
し
ま
い
。

　

む
か
し
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
泥
棒
が

い
ま
し
た
。
泥
棒
は
、
た
く
さ
ん
鉄
砲
を

撃
っ
て
、
鳥
を
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

今
度
は
死
ん
だ
い
の
し
し
を
見
つ
け
ま
し
た
。

い
の
し
し
を
焼
い
て
食
べ
ま
し
た
。
め
で
た

し
、
め
で
た
し
。

　

こ
の
よ
う
に
、
児
童
は
挿
絵
か
ら
想
像
を
広
げ
、

使
用
教
材
：「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」（
一
年
下
）　

教科書にある挿絵を拡大コピーし，
黒板に貼って児童に示した。
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童
の
想
像
が
広
が
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

【
用
意
し
た
台
本
の
冒
頭
部
分
】

　

昔
、
白
馬
岳
と
い
う
険
し
い
山
の
麓
に
、

茂
作
、
箕
吉
と
い
う
、
親
子
の
猟
師
が
住
ん

で
お
っ
た
。

　

木
々
の
色
も
鮮
や
か
に
な
っ
た
秋
の
日
の

こ
と
、
茂
作
と
箕
吉
は
、
連
れ
立
っ
て
山
へ

猟
に
出
か
け
た
。

「
し
っ
か
し
箕
吉
、
今
日
は
全
く
獲
物
が
捕

れ
ね
え
な
あ
」

「
お
っ
と
さ
ま
、
こ
っ
ち
だ
、
こ
っ
ち
だ
、

獲
物
だ
。
次
は
逃
さ
ね
え
」

　

焦
っ
て
獣
を
追
う
う
ち
に
、
ず
う
ん
と
山

深
く
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

（
傍
線
は
台
本
の
た
め
に
加
え
た
部
分
）

⑵ 

イ
メ
ー
ジ
を
文
章
と
絵
で
整
理
す
る

　

語
り
聞
か
せ
を
聞
く
前
に
、
雪
女
に
つ
い
て
想

像
す
る
こ
と
で
、
昔
話
「
雪
女
」
へ
の
期
待
感
が

生
ま
れ
、
児
童
を
よ
り
物
語
に
引
き
込
む
こ
と
が

で
き
る
。
頭
の
中
に
、
紙
芝
居
の
よ
う
に
絵
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
聞
く
と
よ
い
こ
と
を
助
言
し
て

か
ら
、
語
り
聞
か
せ
を
行
っ
た
。
児
童
が
想
像
し

た
雪
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
か
ら
、
語
り
聞
か
せ

を
聞
き
、
雪
女
の
優
し
さ
や
人
間
ら
し
い
と
こ
ろ

に
気
づ
く
児
童
が
増
え
た
こ
と
が
分
か
る
。

【
児
童
が
想
像
し
た
雪
女
の
イ
メ
ー
ジ
】

▼
語
り
聞
か
せ
を
聞
く
前

・
と
て
も
美
人
だ
け
ど
、
襲
う
と
き
の
顔
は

も
の
す
ご
く
怖
い
。

・
雪
の
よ
う
に
心
が
冷
た
い
人
で
、
背
が
高

く
や
せ
細
っ
て
い
る
。

・
絶
対
に
笑
顔
を
見
せ
ず
、
口
か
ら
冷
た
い

息
を
吐
く
。

　
　
　
　
　
　

▼
語
り
聞
か
せ
を
聞
い
た
後

・
怖
い
け
ど
、
優
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

・
最
後
に
助
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
ま
で
悪
い
人
で
は
な
い
。

 

第
二
時　
（「
雪
女
」
か
ら
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
話

　

を
作
る
）

　
「
雪
女
」
の
世
界
を
よ
り
豊
か
に
想
像
さ
せ
る

た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
自
分
が
作
っ
た
話
を
書

く
活
動
を
取
り
入
れ
た
。
語
り
聞
か
せ
で
聞
い
た

「
雪
女
」
の
話
か
ら
想
像
を
膨
ら
ま
せ
、
こ
の
話

の
前
後
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
そ
う
か
思
い
浮

か
べ
た
り
、
話
の
中
の
出
来
事
を
よ
り
詳
し
く
思

い
浮
か
べ
た
り
し
て
、
作
っ
た
話
を
ノ
ー
ト
に
書

か
せ
る
。

　

日
常
の
活
動
に
よ
り
、
児
童
は
、
こ
の
よ
う
な

創
作
文
を
書
く
こ
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
。
教

師
か
ら
は
、
初
め
に
季
節
や
場
所
、
出
来
事
な
ど

の
設
定
を
考
え
、
文
章
の
長
さ
を
決
め
た
後
に
書

き
始
め
る
よ
う
指
示
し
た
。

　

児
童
の
作
っ
た
話
に
は
、
箕
吉
の
そ
の
後
・
雪

女
誕
生
の
秘
密
・
雪
女
の
子
ど
も
の
成
長
に
関
わ

る
話
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
雪
女
の
人
間
性
を
感
じ

る
内
容
の
も
の
が
多
か
っ
た
。

【
児
童
の
作
例
（
一
部
）】（「
箕
吉
の
そ
の
後
」）

　

あ
る
雪
の
降
る
夜
の
こ
と
、
箕
吉
は
子
ど

も
た
ち
を
寝
か
せ
、
う
と
う
と
し
て
い
た
。

扉
の
隙
間
か
ら
冷
た
い
風
が
吹
い
た
か
と
思

う
と
、
目
の
前
に
あ
の
雪
女
が
立
っ
て
い
た
。

箕
吉
は
突
然
の
こ
と
で
体
も
動
か
ず
、
声
も

出
ず
、
雪
女
は
子
ど
も
た
ち
と
風
の
よ
う
に

消
え
て
し
ま
っ
た
。
次
の
日
、
箕
吉
は
必
死

で
子
ど
も
た
ち
を
探
し
た
。

お
わ
り
に

　

昔
話
の
語
り
聞
か
せ
・
読
み
聞
か
せ
を
す
る
と

き
に
は
、
昔
話
の
中
に
あ
る
「
人
間
の
あ
る
べ
き

姿
」
を
伝
え
た
い
。
昔
話
を
通
し
て
、
生
き
て
い

く
う
え
で
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

児
童
に
と
っ
て
、
将
来
へ
の
大
き
な
財
産
と
な
る

こ
と
だ
ろ
う
。

み
ん
な
で
昔
話
を
語
ろ
う
よ

昭
和
女
子
大
学
附
属
昭
和
小
学
校 

教
諭

工く

藤ど
う 

豪ご
う

２

は
じ
め
に

■
昔
話
に
親
し
み
を
も
た
せ
る
た
め
に

　

児
童
が
、
昔
話
に
つ
い
て
ど
の
く
ら
い
知
っ
て

い
る
の
か
を
調
べ
て
み
た
。「
桃
太
郎
」
を
知
っ

て
い
る
児
童
は
100
％
、「
浦
島
太
郎
」
は
90
％
、「
金

太
郎
」
は
65
％
、「
鶴
の
恩
返
し
」「
か
ち
か
ち

山
」「
花
咲
か
爺じ
い

」「
こ
ぶ
と
り
爺
」
な
ど
は
20
％

だ
っ
た
。
加
え
て
、
い
く
つ
か
の
昔
話
を
混
同
し

て
い
た
り
、
話
の
結
末
を
曖
昧
に
し
か
覚
え
て
い

な
か
っ
た
り
す
る
児
童
が
数
多
く
い
た
。

　

本
単
元
で
は
、
昔
話
を
聞
い
て
場
面
を
想
像
す

る
こ
と
で
、
昔
話
に
親
し
み
を
も
た
せ
た
い
と
考

え
、
教
師
が
聞
き
手
の
目
を
見
て
話
す
「
語
り
聞

か
せ
」
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
語

り
聞
か
せ
の
魅
力
は
、
言
葉
を
通
し
て
、
語
り
手

と
聞
き
手
の
心
の
通
い
合
い
が
で
き
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
魅
力
を
最
大
限
に
生
か
し
、
聞
い
て
想

像
す
る
楽
し
さ
や
大
切
さ
を
伝
え
た
い
と
考
え
た
。

■
年
間
を
通
し
た
本
学
級
の
取
り
組
み

　

本
学
級
で
は
、「
私
の
お
話
」
と
い
う
記
録
ノ
ー

ト
に
自
分
の
作
っ
た
話
を
書
く
活
動
を
、
年
間
の

中
で
随
時
取
り
入
れ
て
い
る
。
自
主
的
に
家
庭
学

習
を
す
る
児
童
の
姿
も
見
ら
れ
、
自
分
の
作
っ
た

話
を
、
寝
る
前
に
保
護
者
に
聞
か
せ
る
な
ど
、
意

欲
的
な
態
度
が
育
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組

み
と
の
連
携
を
図
り
、
本
単
元
で
の
学
習
を
き
っ

か
け
に
、
自
分
た
ち
で
昔
話
を
作
り
、
語
り
聞
か

せ
を
行
う
準
備
を
し
て
、
朝
の
会
や
帰
り
の
会
な

ど
で
発
表
す
る
活
動
へ
の
発
展
を
意
図
し
た
。
交

代
で
発
表
し
合
う
こ
と
で
、
語
り
聞
か
せ
の
楽
し

さ
を
共
有
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

指
導
計
画
（
全
三
時
間
）

 

第
一
時　

想
像
し
な
が
ら
聞
く

①
雪
女
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
す
る
人
物
像

を
、
文
章
と
絵
で
表
現
す
る
。

②
「
雪
女
」
の
語
り
聞
か
せ
を
聞
く
。

③
語
り
聞
か
せ
を
聞
い
た
後
、
教
科
書
Ｐ
162
・

163
の
絵
を
見
て
、
雪
女
に
つ
い
て
想
像
し

た
こ
と
を
、
文
章
と
絵
で
表
現
す
る
。

 

第
二
時　
「
雪
女
」
か
ら
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
話

　

を
作
る

①
話
を
作
る
た
め
の
場
面
設
定
を
す
る
。

②
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
、
話
を
書
く
。

③
早
く
書
け
た
児
童
の
話
を
み
ん
な
で
聞
く
。

 

第
三
時　

昔
話
を
読
み
広
げ
る

①
「
雪
女
」
を
き
っ
か
け
に
、
興
味
の
あ
る
昔

話
を
読
ん
で
、
感
想
を
書
く
。

指
導
の
実
際

 

第
一
時　
（
想
像
し
な
が
ら
聞
く
）

⑴ 

語
り
聞
か
せ
に
あ
た
っ
て

　

本
来
、
語
り
聞
か
せ
は
、
語
り
手
が
覚
え
た
話

を
自
分
の
言
葉
で
語
っ
て
い
く
も
の
だ
が
、
本
単

元
で
は
、
聞
き
手
が
想
像
し
や
す
い
よ
う
に
、
大

き
な
場
面
ご
と
に
文
章
を
考
え
て
台
本
を
用
意
し
、

そ
れ
を
も
と
に
語
る
こ
と
に
し
た
。
よ
り
躍
動
感

が
増
す
よ
う
に
、
山
の
雰
囲
気
、
人
物
の
息
づ
か

い
な
ど
に
関
わ
る
表
現
を
加
え
た
。

　

間ま

や
話
す
速
さ
は
、
聞
き
手
の
反
応
を
見
な
が

ら
変
え
て
い
く
。
余
韻
を
残
し
た
い
と
こ
ろ
は
、

ひ
と
呼
吸
お
い
て
語
る
、
緊
迫
感
を
出
し
た
い
と

こ
ろ
で
は
少
し
速
く
語
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
児

使
用
教
材
：「
雪
女
」（
五
年
）　



特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」

で
は
、
出
て
く
る
獲
物
が
違
う
話
も
あ
り
ま
す
。

「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
で
は
、
最
後
に
火
事
が
出

る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

　

教
科
書
と
違
う
話
を
知
っ
て
い
る
児
童
が
い
れ

ば
、
そ
れ
を
み
ん
な
に
話
し
て
も
ら
う
の
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
教
科
書
と
違
う
原
話
を
再
話
し
た
絵

本
や
昔
話
集
を
、
図
書
館
で
借
り
て
き
て
読
む
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
教
科
書
で
の
学
習
を
読
書

に
つ
な
げ
る
と
い
う
点
で
も
、
昔
話
は
よ
い
材
料

に
な
る
は
ず
で
す
。

擬
態
語
・
擬
声
語
や
唱
え
言
葉
、
唄
の
よ
う
な
部

分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
回
の

繰
り
返
し
は
、
昔
話
に
特
有
の
も
の
で
す
。
そ
れ

ら
を
楽
し
む
に
は
、
聞
く
の
が
一
番
で
す
。

　

今
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
声
の
文
化
と
し
て
、
昔

話
は
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
と
い
え
ま
す
。
現
代

社
会
で
は
、
人
間
の
生
の
声
、
話
す
人
の
思
い
や

心
の
籠
も
っ
た
言
葉
・
物
語
な
ど
、
音
と
し
て
の

「
言
葉
の
力
」
に
触
れ
る
機
会
は
、
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
幼
児
期
か
ら
、
テ
レ
ビ
は
も
ち
ろ
ん
、

携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
当
た
り
前

に
あ
る
時
代
で
す
。
想
像
力
を
育
て
る
と
い
う
意

味
で
も
、
そ
の
機
会
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を
耳
で
聞
い
て
、
想
像
し

て
楽
し
む
こ
と
を
ぜ
ひ
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

昔
話
は
、
も
と
も
と
絵
が
付
い
て
い
な
い
も
の

で
す
が
、
教
科
書
に
は
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
物
語
の
ど
の
場
面
な
の
か
、
自
分
が

印
象
に
残
っ
た
場
面
は
ど
こ
な
の
か
な
ど
、
聞
い

て
楽
し
ん
だ
後
に
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。

　

教
科
書
一
年
下
巻
「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う

し
」の
後
に
は
、「
む
か
し
ば
な
し
が　

い
っ
ぱ
い
」

と
い
う
教
材
が
続
き
ま
す
。
こ
れ
を
使
っ
て
、
教

科
書
に
あ
る
、
日
本
や
外
国
の
昔
話
の
登
場
人
物

が
描
か
れ
た
絵
の
中
か
ら
、
好
き
な
も
の
を
選
ん

で
読
む
と
い
う
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

同
じ
昔
話
を
今
度
は
自
分
で
読
む
、
読

書
と
関
連
づ
け
て
別
の
昔
話
を
読
む
な

ど
と
、
学
習
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

先
生
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
楽
し
ん
だ
後
、
児
童

は
、
自
分
で
も
読
ん
で
み
た
く
な
る
も
の
で
す
。

声
に
出
す
と
、
日
常
と
は
違
う
言
葉
の
お
も
し
ろ

さ
や
響
き
、
繰
り
返
し
な
ど
が
、
い
っ
そ
う
よ
く

分
か
り
、
目
で
読
む
の
と
は
全
く
違
う
楽
し
さ
が

味
わ
え
ま
す
。
ま
た
、
創
作
や
説
明
文
を
読
ん
だ

と
き
よ
り
も
、
読
み
手
に
よ
る
違
い
が
出
る
の
で
、

一
人
一
部
分
ず
つ
で
も
読
み
、
互
い
に
聞
き
合
う

こ
と
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
。

　

教
科
書
に
あ
る
昔
話
と
題
名
は
同
じ
で
も
、
話

の
展
開
や
出
来
事
な
ど
が
少
し
違
う
昔
話
も
あ

　

少
々
間
違
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
先

生
自
身
が
楽
し
む
気
持
ち
を
も
ち
、
心

を
込
め
て
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

昔
話
は
、
語
る
こ
と
で
残
っ
て
き
た
も
の
で
す

か
ら
、
特
定
の
作
者
は
い
ま
せ
ん
。
同
じ
話
で
も
、

語
る
人
や
地
域
に
よ
っ
て
、
言
葉
や
言
い
回
し
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
違
い
が
あ
る
も
の
で
す
。
読
み
方

が
少
々
違
っ
た
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
自
分
流
だ
っ

た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
創
作
も
の

と
違
っ
て
、
昔
話
に
は
、
昔
話
と
し
て
の
様
式
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
勝
手
に
壊
さ
な
い
と
い

う
こ
と
は
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

Ｃ
Ｄ
は
、
何
度
聞
い
て
も
毎
回
同
じ
こ
と
の
繰

り
返
し
で
、
こ
れ
は
昔
話
を
楽
し
む
こ
と
に
は
つ

な
が
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
何
度
も
聞
け
ば
覚

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
の
籠
も
ら
な
い
暗

記
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
生
は
、
児
童
に

と
っ
て
何
よ
り
も
身
近
な
存
在
で
す
。
そ
の
先
生

の
声
と
気
持
ち
で
読
ん
で
い
た
だ
く
の
が
一
番
で

す
。
読
み
手
と
聞
き
手
の
心
が
通
じ
合
え
る
の
も
、

昔
話
の
読
み
聞
か
せ
の
よ
さ
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
大
切
な
の
は
、
先
生
が
、
児
童
と
一

緒
に
楽
し
も
う
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
分
で
繰
り
返

し
素
直
に
声
に
出
し
て
読
み
、
人
物
像
や
情
景
を

思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

も
っ
て
、
児
童
に
読
ん
で
あ
げ
る
こ
と
で
す
。
そ

う
す
れ
ば
、
少
々
分
か
り
に
く
い
言
葉
が
あ
っ
て

も
、
児
童
は
、
情
景
や
人
物
像
を
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

学
年
に
応
じ
て
読
み
方
を
変
え
る
必
要
は
、
特

に
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
昔
話
に
は
、
方
言
の
多

い
も
の
、
共
通
語
の
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
方

言
に
慣
れ
な
い
地
域
の
児
童
に
、
方
言
の
多
い

昔
話
を
聞
か
せ
る
と
き
に
は
、
少
し
意
識
し
て
、

ゆ
っ
く
り
読
む
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
方
言
で
表
現

さ
れ
た
、
話
の
背
景
や
人
物
の
気
持
ち
、
日
本
語

の
豊
か
さ
な
ど
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
年
齢
に
関
係
な
く
、「
間ま

」
を

大
切
に
し
て
読
む
こ
と
は
、
聞
き
手
の
理
解
を
助

け
、
想
像
を
広
げ
る
の
に
役
立
ち
、
昔
話
を
い
っ

そ
う
お
も
し
ろ
く
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

ま
ず
は
付
録
に
あ
る
本
文
を
聞
い
て
楽

し
み
、
そ
れ
か
ら
挿
絵
を
使
っ
て
感
想
を

交
流
す
る
と
い
う
活
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、

ま
ず
は
、「
聞
い
て
楽
し
む
」
こ
と
を
大
切
に
し

て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
昔
話
に
は
、

1213

昔
話
の
読
み
聞
か
せ

岡
山
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
研
究
会
代
表

筒つ
つ

井い

悦え
つ

子こ

「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」（
一
年
下
）
の
作
者
の
一
人
で
あ
り
、

長
年
、
昔
話
の
語
り
の
活
動
を
さ
れ
て
い
る
筒
井
悦
子
さ
ん
に
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

つつい・えつこ
山形県生まれ。岡山大学卒
業。1974 年より岡山で家
庭文庫「草の実文庫」をひ
らき，子どもに昔話などを
語り始める。そのかたわら，
地域の数々の教育活動・図
書館活動に携わる。著書に

『子どもに語る 日本の昔話１
〜３』（こぐま社），『「昔話」
とその周辺（一）〜（五）』（私
家版）などがある。

昔
話
の
読
み
方
に
自
信
が
あ
り
ま

せ
ん
。
朗
読
Ｃ
Ｄ
な
ど
を
使
っ
て

も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

教
科
書
は
、
ど
の
よ
う
に
活
用
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

教
師
が
読
ん
で
聞
か
せ
た
後
に
、

ど
ん
な
学
習
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。



1

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
こ
な
そ
う

デジタル教科書を使いこなそう 1

▲図2：図１の挿絵を，くまさんを中心にして部分拡大した画面。
移動ツールを使って拡大部分を動かしながら，くまさんから袋へと
子どもたちの視点を移動させた。

1

5 4

3
単
元
の
指
導
目
標

◎
場
面
の
様
子
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動

を
中
心
に
想
像
を
広
げ
な
が
ら
読
む
こ
と

が
で
き
る
。（
読
む
⑴
ウ
）

○
語
の
ま
と
ま
り
や
言
葉
の
響
き
な
ど
に
気
を

つ
け
て
音
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
読
む

⑴
ア
）

単
元
の
指
導
計
画

（
全
六
時
間
）

▼
第
一
時

　
「
は
な
の　

み
ち
」
の
範
読
を
聞
き
、
挿
絵

を
手
が
か
り
に
し
て
、
話
の
大
体
を
つ
か
む
。

▼
第
二
〜
六
時

　
動
物
た
ち
の
様
子
や
会
話
を
想
像
し
て
、

　

簡
単
な
劇
遊
び
を
す
る
。

挿
絵
を
拡
大
提
示
す
る

手
立
て

　

文
章
の
読
み
を
深
め
る
た
め
に
、
大
き
く
し

た
挿
絵
を
見
せ
る
手
立
て
は
、
従
来
の
国
語
の

授
業
で
も
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
教
師
が

手
描
き
で
準
備
し
た
大
き
な
挿
絵
を
黒
板
に
掲

示
し
な
が
ら
、
学
習
を
展
開
す
る
様
子
が
よ
く

見
ら
れ
ま
し
た
。
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を

使
え
ば
、
従
来
と
は
違
う
学
習
効
果
が
得
ら
れ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

以
前
、
一
年
一
学
期
の
物
語
教
材
「
は
な
の

み
ち
」
で
、「『
は
な
の　

み
ち
』
の
劇
遊
び
を

し
よ
う
」
と
い
う
単
元
を
実
践
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
拡
大
提
示
し
た

挿
絵
を
使
い
な
が
ら
想
像
を
広
げ
て
文
章
を
読

み
、
そ
れ
を
も
と
に
簡
単
な
劇
遊
び
を
す
る
と

い
う
学
習
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
実
践
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

目
に
入
る
情
報
を
絞
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で

す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
、
く
ま
さ
ん

と
袋
の
関
係
を
言
語
化
し
て
い
き
ま
す
。

「
く
ま
さ
ん
、
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
」

「
何
だ
ろ
う
っ
て
、
思
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」

　

そ
の
後
も
、
挿
絵
の
部
分
拡
大
に
よ
っ
て
、

物
語
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
、
く
ま
さ
ん
の

表
情
に
も
し
っ
か
り
と
気
づ
き
、
様
子
に
つ
い

て
豊
か
に
想
像
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

発
言
が
落
ち
着
き
、「
他
の
と
こ
ろ
も
見
て

み
た
い
」
と
言
う
子
が
出
て
き
た
ら
、
元
の
表

示
に
戻
し
た
挿
絵
を
提
示
し
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
は
、
新
た
な
こ
と
に
気
づ
き
、
ま
た
発
言
が

続
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

⑵	

挿
絵
を
叙
述
と
対
応
さ
せ
て
イ
メ
ー
ジ
化

　

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
よ
く
、「
こ
れ
」「
あ

れ
」
と
、
指
示
語
を
使
っ
て
話
を
し
ま
す
。
特

に
一
学
期
の
こ
の
時
期
は
、
語
彙
が
十
分
で
な

い
た
め
、
指
示
語
の
内
容
を
言
葉
で
表
す
と
い

う
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

電
子
黒
板
の
画
面
上
で
、
挿
絵
に
印
を
付
け
た

り
本
文
に
線
を
引
い
た
り
さ
せ
、
視
覚
的
な
表

現
と
と
も
に
話
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
大
き
な
助

け
と
な
り
ま
す
。

　

電
子
黒
板
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
画
面
に
印

を
付
け
、
み
ん
な
か
ら
「
へ
え
」「
そ
う
か
あ
」

と
い
う
反
応
を
も
ら
う
だ
け
で
、
満
ち
足
り
た

気
分
に
な
る
子
が
多
い
の
も
こ
の
時
期
の
特

徴
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、「
自
分
も
や
り
た
い
」

と
い
う
他
の
子
の
意
欲

を
生
み
、
授
業
の
活
性

化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

授
業
で
は
、
く
ま
さ

ん
の
家
に
あ
る
ス
ト
ー

ブ
を
指
し
、「
火
が
つ

い
て
い
る
」
と
話
し
た

子
が
い
ま
し
た
。
す
ぐ

に
そ
の
部
分
を
拡
大
し
、

み
ん
な
で
確
認
し
ま
し

た
。
自
分
の
目
で
確
か

め
る
こ
と
で
納
得
が
生

ま
れ
ま
す
。
季
節
が
冬

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

⑴	

挿
絵
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
言
語
化

　

第
二
時
に
は
、
教
科
書
Ｐ
26
の
挿
絵
か
ら
、

く
ま
さ
ん
が
何
を
し
て
い
る
の
か
を
想
像
し
て

言
語
化
す
る
学
習
活
動
を
設
定
し
ま
し
た
。
教

師
は
、「
こ
こ
は
、
く
ま
さ
ん
の
お
う
ち
で
す

ね
。
中
の
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ

て
、
電
子
黒
板
で
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
挿
絵

を
提
示
し
ま
し
た
。
か
わ
い
い
く
ま
さ
ん
の
挿

絵
（
図
１
）
が
大
き
く
映
さ
れ
る
だ
け
で
、
教

室
は
大
騒
ぎ
で
す
。

　
「
あ
っ
。
く
ま
さ
ん
、
袋
を
持
っ
て
い
る

よ
！
」。
そ
ん
な
声
が
聞
こ
え
た
ら
、
し
め
た

も
の
で
す
。
す
ぐ
に
挿
絵
を
部
分
拡
大
し
、
く

ま
さ
ん
の
情
報
だ
け
が
画
面
に
映
る
よ
う
に
し

ま
し
た
（
図
２
）。
話
題
を
焦
点
化
し
た
い
と
き

に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
不
必
要
な
も
の
を
隠
し
、

で
あ
る
と
押
さ
え
る
こ
と
も
、
こ
の
場
面
で
は

重
要
で
す
。

　

そ
の
後
の
学
習
で
も
、
挿
絵
を
部
分
拡
大
し

た
り
動
か
し
た
り
、
第
二
場
面
と
第
四
場
面
の

挿
絵
を
比
較
し
た
り
し
な
が
ら
、
場
面
の
様
子

へ
の
想
像
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。

実
践
か
ら
分
か
る
こ
と

　

挿
絵
の
拡
大
提
示
に
よ
り
、
挿
絵
か
ら
分

か
っ
た
こ
と
と
叙
述
を
引
き
合
わ
せ
な
が
ら
想

像
を
広
げ
る
、
と
い
う
言
語
活
動
が
よ
り
活
発

に
展
開
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

高
学
年
で
は
、
挿
絵
な
ど
使
わ
な
い
と
お
考

え
の
先
生
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

高
学
年
で
も
、
そ
れ
に
適
し
た
挿
絵
の
活
用
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、六
年
「
や
ま
な
し
」

で
は
、
挿
絵
を
も
と
に
、
五
月
と
十
二
月
、
昼

と
夜
の
違
い
や
、
谷
川
の
深
さ
な
ど
を
想
像
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
の
経
験
で
は
、
こ

れ
に
よ
り
、「
わ
け
が
分
か
ら
な
い
」
と
、
教

材
と
距
離
を
置
い
て
い
た
子
が
、
関
心
を
示
す

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
、
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
情
報
を
読
む

こ
と
に
生
か
し
た
り
、
挿
絵
と
文
章
と
を
関
連

さ
せ
た
り
す
る
授
業
に
取
り
組
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

2

ここで
 活用！

1415

◀図 1：教科書Ｐ 26
の挿絵を表示したデジ
タル教科書の画面。

東京都生まれ。横浜国立
大学大学院教育学研究科
修了。横浜市内の公立小
学校教諭，主幹教諭を経
て，現職。専門分野は，
教育工学（授業設計，情
報 教育），教 科 教育法。
共著書に『タブレット端末
で表現する協働的な学び』

（フォーラムＡ）など。

　
活
用
が
広
が
る
「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」。
し
か
し
、
そ
れ
を
た
だ
提
示
す
る
だ
け
で
は
、

子
ど
も
た
ち
に
学
び
を
も
た
ら
す
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
本
連
載
で
は
、
事
例
を
も
と
に
、
デ

ジ
タ
ル
教
科
書
の
効
果
的
な
活
用
の
し
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
今
回
は
、
挿
絵
を
拡

大
提
示
し
て
読
み
を
深
め
る
手
立
て
に
着
目
し
ま
す
。

金
沢
星せ
い

稜り
ょ
う

大
学 

教
授

　
佐さ

藤と
う

幸ゆ
き

江え

挿
絵
を
拡
大
し
て
読
み
を
深
め
る



連    
載

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」
に

子どもたちを「書写好き」に●3

3
で
す
。

　

例
え
ば
、
図
２
の
よ
う
な
「
三
」
を
見
せ
て

「
こ
の
『
三
』
を
ど
の
よ
う
に
直
せ
ば
、
よ
り

整
っ
た
字
に
な
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
発
問

を
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
、「
横
画
の
長

さ
を
変
え
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
意
見
が
出

た
と
こ
ろ
で
、「
そ
れ
で
は
、
三
つ
の
画
の
う

ち
、
い
く
つ
の
画
を
長
く
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
か
」
と
発
問
し
、
考
え
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、「
三
本
の
横
画
の
う
ち
、
一
本
だ
け

を
長
く
す
る
」
と
い
う
原
則
を
自
ら
発
見
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

続
け
て
、
図
３
の
よ
う
な
二
種
類
の
「
三
」

を
提
示
し
ま
す
。「
Ａ
と
Ｂ
の
字
の
、
ど
ち
ら

が
よ
り
整
っ
て
い
ま
す
か
」
と
発
問
し
、
二
つ

の
字
形
を
比
較
さ
せ
、
Ａ
の
ほ
う
の
字
形
が
よ

り
整
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
ま
す
。
こ
の

こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、「
長
く
し
な
い
横

画
は
、
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
す
る
」
と
い
う
原
則

に
た
ど
り
着
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
分
で
「
そ

う
だ
っ
た
の
か
！
」
と
原
則
を
発
見
す
る
か
ら

こ
そ
、納
得
し
、深
い
理
解
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

❸
原
則
を
試
し
書
き
に
当
て
は
め
さ
せ
る

　
「
幸
福
」
の
「
幸
」
の
字
は
、
複
数
の
横
画

を
も
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
原
則
を
理
解
し
た

と
し
て
も
、
具
体
的
に
は
ど
の
一
画
を
長
く
す

る
の
が
よ
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
教
師
は
「『
幸
』
の
字
を
整
え
る

に
は
、
ど
の
横
画
を
長
く
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
横
画
は
、
ど
の
よ

う
に
書
く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
投
げ
か

け
ま
す
。
す
る
と
、「『
幸
』
の
場
合
に
は
、
上

か
ら
二
番
目
の
横
画
だ
け
を
長
く
し
、
そ
の
他

の
横
画
は
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
書
く
」
と
い
う
こ

と
に
、
子
ど
も
た
ち
は
気
づ
く
は
ず
で
す
。

　

そ
の
後
、
自
ら
発
見
し
、
理
解
し
た
原
則
を
、

自
分
が
書
い
た
試
し
書
き
に
当
て
は
め
て
み
よ

う
と
促
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自
己
評
価
を
さ

せ
る
こ
と
は
、
横
画
の
長
短
を
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
認
識
す
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
そ
れ
が
、「
前
は
で
き
て
い

な
か
っ
た
。
で
も
、
次
は
も
っ
と
整
え
て
書
け

そ
う
だ
」
と
い
う
意
欲
へ
と
結
び
付
く
の
で
す
。

❹
原
則
に
気
を
つ
け
て
書
か
せ
る

　

こ
こ
で
、
理
解
し
た
原
則
を
さ
ら
に
確
か
な

も
の
に
す
る
た
め
に
、
原
則
を
音
読
さ
せ
た
り
、

課
題
文
字
に
原
則
を
書
き
込
ま
せ
た
り
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
音
読
や
書
き
込
み
は
、

書
写
を
苦
手
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
支
援
に
も

有
効
で
す
。

　

そ
の
後
、
原
則
に
気
を
つ
け
て
、
再
度
、
課

題
文
字
を
書
か
せ
、
今
度
も
、
書
い
た
字
を
原

則
に
当
て
は
め
て
自
己
評
価
を
さ
せ
ま
す
。
こ

書
写
指
導
は
、ね
ら
い
を
絞
っ
て

　
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
書
写
の
基
礎
・
基
本
を
し
っ
か
り
指
導
す
る
た
め
に
は
、

学
習
要
素
を
焦
点
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
、
書

写
へ
の
苦
手
意
識
を
抱
か
せ
な
い
た
め
に
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
ね
ら
い
を
絞
っ
た

指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
授
業
例
を
も
と
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

❶
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
と
授
業
の
ね
ら
い

　

そ
れ
で
は
、「
幸
福
」と
い
う
課
題
文
字
で「
画

の
長
短
」
に
つ
い
て
学
習
す
る
授
業
を
例
に
説

明
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
授
業
で
子
ど
も
た

ち
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
は
、「
画
の
長
短

を
意
識
し
て
文
字
を
書
く
能
力
」
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
は
、「
横
画
が
複
数
あ
る
場

合
は
、
そ
の
う
ち
一
画
だ
け
を
長
く
し
て
、
他

の
横
画
は
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
す
る
」
と
い
う
原

則
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

試
し
書
き
の
と
き
、
あ
る
子
が
「
幸
福
」
を

図
１
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。「
幸
」を
見
る
と
、

全
て
の
横
画
が
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
子
が
「
複
数
あ
る
横
画

は
一
画
だ
け
長
く
す
る
」
と
い
う
原
則
を
理
解

し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
福
」
の

組
み
立
て
方
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ

の
授
業
の
ね
ら
い
は
、
横
画
の
長
さ
で
す
。
そ

れ
を
焦
点
化
す
る
た
め
に
、
教
師
は
こ
こ
で
、

ね
ら
い
以
外
の
こ
と
に
は
触
れ
な
い
よ
う
に
留

意
し
ま
す
。

❷
原
則
を
発
見
さ
せ
る

　

次
に
教
師
が
考
え
る
こ
と
は
、「
複
数
あ
る

横
画
の
う
ち
一
画
だ
け
を
長
く
す
る
」
と
い
う

原
則
を
子
ど
も
た
ち
に
発
見
さ
せ
る
た
め
の
手

立
て
で
す
。
こ
こ
で
有
効
な
の
が
、「
比
較
法
」

　

私
が
、
書
写
の
授
業
中
に
決
し
て
言
わ
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
教

科
書
の
文
字
と
そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
に
書
き
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
体
育
の
水
泳
の

授
業
で
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
が
泳
ぐ
映
像
を

見
せ
て
、「
こ
れ
と
そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
に
泳

ぎ
な
さ
い
」
と
指
示
し
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。

　

そ
の
単
元
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
こ
と
を
焦

点
化
し
、
課
題
文
字
の
ど
の
部
分
に
子
ど
も
た

ち
の
意
識
を
向
け
さ
せ
る
の
か
、
ね
ら
い
を
絞

る
こ
と
こ
そ
重
要
な
の
で
す
。

課
題
文
字
へ
の
意
識
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ね
ら
い
を
絞
っ
た
授
業

広
島
県
尾
道
市
立
向む
か
い

東ひ
が
し

小
学
校　

教
頭

　
藤ふ

じ

井い

浩こ
う

治じ

広 島 県生まれ。2008
年度まで広島県尾道市
立土堂小学校に勤務。

山英男校長在籍の３
年間，教務主任として土
堂改革に取り組み，数々
の成果を上げる。光村
図書 小学校・中学校『書
写』教科書編集委員を
務める。

図 2

図 3

図 1：試し書き
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子どもたちを「書写好き」に●3

　

ね
ら
い
を
徹
底
し
た
、
ぶ
れ
な
い
授
業
に
つ

い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
書
写
の
授
業
に
は
、

ね
ら
い
以
外
の
こ
と
を
指
摘
し
す
ぎ
る
傾
向
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
、
書
写
へ
の
劣

等
感
を
生
む
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
課
題
文
字
と
比
較
し
、「
こ
こ

が
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
否
定
の
言
葉
を
積

み
重
ね
る
の
で
は
な
く
、
ね
ら
い
を
焦
点
化
す

る
こ
と
で
「
こ
こ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
い
う
肯
定
的
な
評
価
を
積
み
上
げ
る
よ
う
に

し
て
い
き
た
い
と
、
い
つ
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ね
ら
い
以
外
の
こ
と
を
全
く
指

導
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
習
事
項

を
活
用
し
、
文
字
を
さ
ら
に
整
え
る
こ
と
も
必

要
な
力
で
す
。
ね
ら
い
と
同
様
、
既
習
事
項
の

活
用
に
つ
い
て
も
、
肯
定
的
な
評
価
を
積
み
上

げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

大
き
く
成
長
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
子

ど
も
自
身
、
自
分
の
成
長
に
気
づ
き
、
書
写
の

学
習
が
役
に
立
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
で
し
ょ

う
。
ま
さ
に「
幸
福
」を
感
じ
る
ひ
と
と
き
で
す
。

　
❽
原
則
に
照
ら
し
て
振
り
返
ら
せ
る

　

グ
ル
ー
プ
や
全
体
で
、
授
業
の
振
り
返
り
を

行
い
ま
す
。
数
名
の
子
の
試
し
書
き
と
ま
と
め

書
き
を
黒
板
に
掲
示
し
、
振
り
返
っ
て
考
え
た

こ
と
を
発
表
さ
せ
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
教

師
は
、
こ
こ
で
も
、
ね
ら
い
か
ら
外
れ
た
評
価

を
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
ま
す
。
必
ず
原
則
に

照
ら
し
て
、
よ
く
な
っ
た
こ
と
、
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
発
言
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
子
が
、
原
則
に
沿
っ
て

書
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
は
ず
で
す
。

❺
書
写
が
苦
手
な
子
ど
も
に
配
慮
す
る

　

子
ど
も
た
ち
の
技
能
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、

練
習
の
時
間
を
取
り
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
こ

と
は
、「
原
則
を
理
解
で
き
て
も
、
書
く
と
き

に
そ
れ
を
生
か
せ
な
い
」
と
い
う
、
書
写
技
能

が
十
分
で
な
い
子
へ
の
支
援
で
す
。
こ
の
と
き

に
助
け
と
な
る
の
が
、
練
習
用
紙
で
す
。

　

学
習
指
導
書
の
付
録
Ｃ
Ｄ
─
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
は
、

練
習
用
紙
が
各
種
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
を
活
用
す
れ
ば
、「
穂
先
マ
ー
ク
」「
骨
書
き
」

「
か
ご
字
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
ガ
イ
ド
を
組
み

合
わ
せ
た
練
習
用
紙
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
の
場
合
、
授
業
の
ね
ら
い
は
、
横
画
の

長
さ
に
つ
い
て
の
原
則
を
理
解
す
る
こ
と
な
の

で
、
図
４
の
よ
う
な
「
骨
書
き
」
の
練
習
用
紙

を
使
う
の
が
適
切
で
し
ょ
う
。
穂
先
の
向
き
を

意
識
さ
せ
た
い
と
き
に
は
「
穂
先
マ
ー
ク
」
の

練
習
用
紙
、
力
の
入
れ
方
を
定
着
さ
せ
た
い
と

き
に
は
「
か
ご
字
」
の
練
習
用
紙
な
ど
、
ね
ら

い
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

適
切
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
書
写
の

苦
手
な
子
で
も
、
な
ぞ
り
書
き
の
要
領
で
、
原

則
に
沿
っ
た
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
、
新
た
な

自
信
に
つ
な
が
り
ま
す
。
教
室
に
は
、
子
ど
も

た
ち
の
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

❻
原
則
に
照
ら
し
て
机
間
指
導
を
す
る

　

子
ど
も
た
ち
が
練
習
を
し
て
い
る
間
、
教

師
は
机
間
指
導
を
行
い
ま
す
が
、
こ
の
と
き

も
、
原
則
に
照
ら
し
た
評
価
の
言
葉
を
短
く
伝

え
る
に
と
ど
め
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

「『
幸
』
の
横
画
を
、
一
画
だ
け
長
く
書
け
て
い

て
、
字
形
が
整
っ
て
い
る
ね
」「
他
の
横
画
を

ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
書
け
て
い
て
い
い
ね
」
と
、

肯
定
的
な
評
価
を
繰
り
返
し
ま
す
。「
少
し
細

い
か
ら
気
を
つ
け
よ
う
」「
も
う
少
し
大
き
く

書
こ
う
」
な
ど
と
、
ね
ら
い
か
ら
外
れ
た
評
価

を
決
し
て
し
な
い
よ
う
、
留
意
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

❾
原
則
の
応
用

　

こ
の
授
業
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
は
「
画

の
長
短
を
意
識
し
て
文
字
を
書
く
能
力
」
で
す

か
ら
、「
幸
福
」
を
書
く
だ
け
で
授
業
を
終
わ

ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
日
常
の

場
面
に
お
い
て
も
、
書
写
で
学
習
し
た
原
則
を

意
識
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　

そ
こ
で
、
図
６
の
よ
う
な
カ
ー
ド
を
見
せ

て
、「
そ
れ
ぞ
れ
、
横
画
を
ど
の
よ
う
に
直
せ
ば
、

文
字
が
整
う
で
し
ょ
う
か
」
と
発
問
し
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
、「『
青
』
は
上
か
ら
三
つ

目
の
横
画
だ
け
を
長
く
し
て
、
他
は
、
ほ
ぼ

同
じ
長
さ
に
す
る
と
整
い
ま
す
」「『
書
』
は

…
…
」
と
い
う
発
言
が
出
た
ら
、
図
７
の
よ
う

な
正
解
の
カ
ー
ド
を
見
せ
ま
す
。
そ
し
て
、「
横

画
が
複
数
あ
る
漢
字
を
書
く
と
き
に
は
、
今
日

学
習
し
た
こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
ね
」
と
、

原
則
を
押
さ
え
て
か
ら
授
業
を
終
わ
り
た
い
も

の
で
す
。

❼
ま
と
め
書
き
と
試
し
書
き
を
比
較
さ
せ
る

　

原
則
に
留
意
し
な
が
ら
、
ま
と
め
書
き
を
し

た
ら
、
そ
れ
を
試
し
書
き
と
比
較
さ
せ
ま
す
。

机
の
上
に
二
つ
を
並
べ
て
置
く
な
ど
す
れ
ば
、

字
形
の
違
い
が
明
確
に
な
り
、
原
則
に
照
ら
し

て
、
自
分
の
字
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
が

は
っ
き
り
と
自
覚
で
き
ま
す
。

　

図
５
は
、
図
１
を
書
い
た
子
に
よ
る
ま
と
め

書
き
で
す
。「
幸
」
の
字
に
着
目
す
る
と
、「
複

数
あ
る
横
画
の
う
ち
一
画
だ
け
を
長
く
し
て
、

他
の
横
画
は
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
に
す
る
」
と
い
う

原
則
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く

分
か
り
ま
す
。
わ
ず
か
四
十
五
分
間
の
授
業
で
、

否
定
で
は
な
く
肯
定
を

図 6

図 7
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図 4：「骨書き」の練習用紙の例。学習指導書付録 CD-
ROM には，このような練習用紙が収録されている。

図 5：まとめ書き



国語指導 「分からない」って言おう！

山
下
先
生

教
師
二
年
目

三
年
生
の
担
任

キ
ャ
ー
!?

僕
の
授
業
の

ど
こ
が
い
け
な
い

ん
だ
ろ
〜
〜
!!

国
語
の
妖
精
？

コ
ラ

コ
ラ
っ
!!

え
え

作・画／あべかよこ　監修／輿水かおり

広島県生まれ。玉川大学教師教育リサーチセンター客員教授。23年の教員生活の後，港区教育委員会指導主事，
東京都教育庁主任指導主事，小学校校長等を経て，現職。光村図書小学校『国語』教科書の編集委員を務める。

こしみず・かおり

1

2021

だ
だ
だ

誰
で
す
か
？

ひ
え
っ
!?

何
よ
！

急
に
大
声
出
さ

な
い
で
よ
！

は
あ
〜
〜

は
あ
〜
〜

は
い
！

学
校
に
不
審
者

で
す
!!

こ
っ
ち
の

欲
し
い
答
え
を

言
わ
な
い
し

子
ど
も
の
発
言
を

す
く
い
あ
げ
て

生
か
す
の
が

授
業
で
し
ょ

先
輩
の
先
生
に
も

相
談
し
た
ん

で
す
け
ど

で
も

時
間
的
に
も

余
裕
が
な
く
て
…

ど
う
言
っ
た
の
？

ち
ょ
っ
と

ち
ょ
っ
と

わ
た
し
は

コ
ッ
シ
ー

国
語
の

妖
精
な
の

あ
な
た
が
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を

発
し
て
た
か
ら

来
た
の
よ

い
い
か
ら

何
で
も
話
し
て

ご
ら
ん
な
さ
い

い
つ
も
…

授
業
が
う
ま
く

い
か
な
い
っ
て

い
う
か

国
語
の
授
業
の

相
談
の
み
っ
！

実
は
彼
女
が

欲
し
い
ん

で
す
が

子
ど
も
は

ノ
リ
が

悪
い
し
…

か
と
い
え
ば

思
い
つ
き
で

脈
絡
な
い
こ
と

言
う
し

え
え
っ
!?

ふ
ん
ふ
ん

い
い
ん

で
す
か
？



指導の問題点は，具体的な事例から探るのがおすすめ。先輩にとっても「いつか来た道」。
経験上のアドバイスがあるはず。次回は，「国語って何でもあり？」の巻。お楽しみに！（コッシー）
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は
い
っ

先
輩
の
先
生
な
ら

経
験
も
豊
富
だ
し

い
い
助
言
を

し
て
く
れ
る
わ
よ

も
ち
ろ
ん
！

先
生
も

子
ど
も
も
同
じ
よ

子
ど
も
が
分
か
ら

な
い
こ
と
が
あ
っ
て

困
っ
て
い
た
ら

相
談
し
て
ほ
し
い

で
し
ょ
？

え
ー
っ

そ
し
て
あ
な
た
が

「
こ
こ
が
分
か
り
ま
せ
ん
」

「
教
え
て
く
だ
さ
い
」っ
て

ど
ん
ど
ん

言
う
と
い
い
の

先
生
な
の
に

「
分
か
ら
な
い
」

な
ん
て

言
え
な
い
…

自
分
が

こ
う
言
っ
た

と
き
に
…

そ
れ
は

発
問
の

し
か
た
が
…

キ
ミ
が
何
に

困
っ
て
い
る
の
か

が
分
か
ら
な
い

は
い
ッ
ス

　

そ
り
ゃ

そ
う
だ
わ

ち
ょ
っ
と
し
た

空
き
時
間
に

相
談
で
き
る

よ
う
に
な
れ
ば

助
言
を
も
ら
っ
た
ら

そ
の
後
の
報
告
も

忘
れ
な
い
で
ね

そ
れ
が
相
談
す
る

と
き
の
マ
ナ
ー

は
い
っ
！

先
生
！

授
業
が
盛
り

上
が
っ
て
る
！

国
語
の
妖
精

コ
ッ
シ
ー

あ
り
が
と
う
!!

ふ
ふ
ふ

さ
ー
て
次
の

お
悩
み
先
生
は

ど
こ
か
な
〜
？

は
い
！

不
審
者
で
す
！

だ
か
ら

違
う
っ
て
ば
！

分
か
り
ま
せ
ー
ん

私
も
同
じ

意
見
で
す
！

え
え
？

「
分
か
ら
な
い
」っ
て

言
え
る
ク
ラ
ス
に
な
る

あ
な
た
が

「
分
か
ら
な
い
」っ
て

言
え
る
よ
う
に
な
る
と

子
ど
も
た
ち
も

変
わ
っ
て
く
る
わ
よ

子
ど
も
か
ら

意
見
が
た
く
さ
ん

出
ま
し
た
！

す
み
ま
せ
ん

明
日
の
授
業
の

こ
と
で
…

周
り
の
先
生
も

参
加
す
る
よ
う
に

な
る
わ

あ
、
そ
れ
、

私
も
困
っ
て

た
ん
で
す

…
そ
れ
だ
け
？

な
ー
ん
か
う
ま
く

い
か
な
い
ん
ス
よ
ね
ー

っ
て

そ
し
た
ら

っ
て
言
わ
れ
て

そ
の
後
─
─
─

　

相
談
す
る
と
き
は
、

子
ど
も
と
の

や
り
取
り
、

板
書
の
内
容

な
ど
を
見
せ
て

具
体
的
に
聞
く
と

い
い
わ

そ
う
す
れ
ば
問
題
点
が

見
え
や
す
く
な
る

国語指導
1



　一般財団法人「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体
等を対象とし，今後の情報化・国際化の進展を踏まえ，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。

　「聞いて想像する」という切り口から，
昔話の読み聞かせについて特集した「昔話
を聞いて楽しもう」は，いかがだったで
しょうか。提言や実践，Q&Aを通し，昔話
の魅力の一つとして，「人の生の声を聞く
よさ」が浮かび上がってきたことを興味深
く感じます。昔話を聞くとき，聞き手は，
その話自体がもつおもしろさやメッセージ

だけでなく，語り手から注がれる温かなま
なざしをも感じ取っているということなの
でしょう。
　さて，今号から，「デジタル教科書を使い
こなそう」「なるほど 国語指導」という二
つの新連載が始まりました。楽しく読んで
役に立つ。そんな内容を目ざしていきたい
と思います。次号も，どうぞお楽しみに。

平成27年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募のお知らせ

広報部便り

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 27年４月〜 28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・教科単位を含む）

助成件数及び
金額

助成件数は50件まで。
助成金額は１件につき20万〜 40万円

（団体の場合は40万円まで，個人の場合は30万円まで）
研究期間が２年にわたる場合は初年度だけの支給となります。

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 26年12月22日（月）必着で，当財団事
務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は，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，選考結果は平成27年２月末までに文書
にて通知します。平成 27年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 一般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
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