


早
稲
田
大
学
教
授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

ル
ン
ち
ゃ
ん
・
シ
ュ
ン
ち
ゃ
ん 

　
翻
訳
っ
て
す
ご
い
と
思
う
。
素
人
の
私
は

あ
こ
が
れ
る
。
翻
訳
で
は
、
原
作
の
意
味
と

雰
囲
気
を
保
存
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
訳

す
と
い
う
超
人
的
な
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
。

英
語
の"yes" 
の
訳
だ
っ
て
、「
う
ん
」「
え

え
」「
は
い
」「
は
っ
」
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

　
魯ろ

迅じ
ん

の
「
故
郷
」
の
場
合
、
原
作
は
中
国

語
だ
。
中
国
語
に
は
日
本
語
の
よ
う
な
敬
語

が
な
い
。
竹た
け

内う
ち

好よ
し
み

訳
で
は
、
少
年
時
代
の

ル
ン
ト
ウ
は「
今
は
寒
い
け
ど
な
、夏
に
な
っ

た
ら
、
お
い
ら
と
こ
へ
来
る
と
い
い
や
」
の

よ
う
に
普
通
体
で
話
す
。
こ
れ
が
、
再
会
の

場
面
で
は
「
こ
れ
が
五
番
目
の
子
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
な
る
。
敬
語
表
現
が
両
者
の
間
の

壁
を
浮
き
立
た
せ
る
。
一
方
、
一
九
三
二
年

の
井い
の

上う
え

紅こ
う

梅ば
い

訳
で
は
、
同
じ
箇
所
が
「
今
は

寒
く
て
い
け
ま
せ
ん
が
、
夏
に
な
っ
た
ら
わ

た
し
の
処と
こ
ろ

へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
な
っ
て
い

る
。
ル
ン
ト
ウ
少
年
は
敬
語
で
話
す
の
だ
。

　「
旦
那
様
」
と
呼
ば
れ
た
後
の
部
分
は
、

竹
内
訳
で
は
「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
が
、
二

人
の
間
を
隔
て
て
し
ま
っ
た
の
を
感
じ
た
」

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
現
場
で
隔
た
っ
た
よ

う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の

藤ふ
じ

井い

省し
ょ
う

三ぞ
う

訳
で
は
「
二
人
の
あ
い
だ
は
す
で

に
悲
し
い
厚
い
壁
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
の

だ
」
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
「
已イ
ー

経チ
ン

（
す

で
に
）」
と
い
う
言
葉
を
反
映
し
て
、
隔
て

ら
れ
て
い
る
状
態
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る

と
い
う
訳
だ
。
さ
ら
に
、
も
し
こ
の
部
分
を

「
す
で
に
隔
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
」
と
す
る

と
、
そ
の
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
よ
う
な
感

じ
に
な
る
。

　「
十
一
、二
歳
の
少
年
」
で
あ
る
ル
ン
ト
ウ

と
「
ま
だ
十
歳
そ
こ
そ
こ
」
の
主
人
公
。
し

か
し
、
原
文
で
は
再
会
の
場
面
で
の
ル
ン
ト

ウ
は
「
閏ル
ン

土ト
ウ

哥コ
ー

（
ル
ン
ト
ウ
兄
ち
ゃ
ん
）」

と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
て
、
ル
ン
ト
ウ
が
年

上
の
よ
う
だ
。
竹
内
訳
で
は「
ル
ン
ち
ゃ
ん
」

だ
が
、
藤
井
訳
で
は
「
閏ル
ン

兄
ち
ゃ
ん
」。
ち

な
み
に
井
上
訳
で
は
「
閏
土
さ
ん
」。
ま
た
、

主
人
公
の
子
ど
も
時
代
の
呼
ば
れ
方
（「
迅シ
ュ
ン

哥コ
ー

儿ル

」）
は
、竹
内
訳
と
井
上
訳
で
は
「
シ
ュ

ン
ち
ゃ
ん
」
だ
が
、
藤
井
訳
で
は
「
迅シ
ュ
ン

坊
っ

ち
ゃ
ん
」。
母
が
昔
の
よ
う
に
、
と
言
う
呼

び
方
だ
が
、
留
学
生
に
聞
く
と
、
こ
の
表
現

に
は
親
し
み
の
ほ
か
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
感
じ
の
軽
い
敬
意
も
あ
る
と
い
う
。
ど

う
訳
す
か
で
、
子
ど
も
時
代
で
の
身
分
差
の

認
識
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
作
品
世
界
は
微

妙
に
変
わ
る
。

　
表
さ
れ
る
内
容
と
表
現
形
式
の
対
応
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
。
翻
訳
で
は
な

い
が
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
も
「
走
ら
ん
か
い
メ

ロ
ス
」（
そ
う
言
い
た
く
な
る
？
）
と
い
う

題
名
だ
っ
た
ら
作
品
の
雰
囲
気
は
違
う
。「
故

郷
」
だ
っ
て
「
ふ
る
さ
と
」
と
す
れ
ば
「
兎
う
さ
ぎ

追
い
し
〜
♪
」
の
連
想
で
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
な
る
。
翻
訳
で
も
創
作
で
も
、
言
語
表

現
の
世
界
は
実
に
奥
深
い
の
だ
。
ね
、
ル
ン

ち
ゃ
ん
！
　
シ
ュ
ン
ち
ゃ
ん
！
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賞。著書に『きのうの神さま』（ポ
プラ社），『映画にまつわるXにつ
いて』（実業之日本社）など。

　

私
は
、
失
言
の
多
い
人
間
で
す
。

　
「
言
っ
て
良
い
こ
と
と
、
悪
い
こ
と
が
あ
る
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
が
、
幼
い
頃
か

ら
、
そ
の
「
言
っ
て
悪
い
こ
と
」
の
ほ
う
を
、

ぽ
ろ
り
、
ぽ
ろ
り
と
こ
ぼ
し
て
し
ま
う
性
分
で
、

私
の
母
親
は
「
あ
な
た
の
言
葉
は
、
ひ
と
を
傷

つ
け
る
凶
器
に
な
る
」
と
、
た
い
へ
ん
危
惧
し

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
「
書
き
言
葉
」
と
い
う
も
の
を
覚
え

て
か
ら
、
そ
の
不
用
意
さ
、
無
防
備
さ
が
多
少

緩
和
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
脳
み

そ
の
中
で
発
生
し
た
電
気
信
号
を
す
ぐ
真
下
の

口
か
ら
つ
る
り
と
喋
る
よ
り
、
少
し
距
離
の
あ

る
指
先
の
ほ
う
か
ら
黙
っ
て
綴つ
づ

り
出
す
く
ら
い

が
、
い
く
ぶ
ん
か
「
寝
か
さ
れ
て
」「
配
慮
の
あ

る
」
も
の
が
上
が
る
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
文

字
と
し
て
記
録
さ
れ
る
と
、
自
分
が
う
っ
か
り

放
つ
「
言
っ
て
悪
い
こ
と
」
も
少
し
は
客
観
性

を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
、
な
ぜ
自
分
が
そ
れ
を
発

す
る
の
か
、
発
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
か
を
考

え
て
、
そ
れ
を
人
に
ど
う
伝
え
る
か
も
吟
味
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ひ
と
の
書
く
も
の
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
小
説
な
ど
の
世
界
で
は
、
楽

し
い
冒
険
や
美
し
い
恋
愛
と
同
じ
く
ら
い
、
人

間
に
内
在
す
る
闇
や
毒
も
ま
た
花
形
の
主
題

で
す
。
一
般
的
に
は
「
言
っ
て
悪
い
こ
と
」
で

も
、
書
き
手
の
腕
次
第
で
笑
え
る
も
の
に
も
な

る
し
、
孤
立
し
て
い
た
心
に
寄
り
添
う
も
の
に

も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
実
感
し
ま

し
た
。
も
し
も
「
読
む
」
と
か
「
書
く
」
と
い

う
行
為
が
な
け
れ
ば
、
私
の
中
か
ら
発
生
す
る

「
言
っ
て
悪
い
こ
と
」
は
内
部
で
ぷ
す
ぷ
す
と
煙

を
上
げ
、
自
家
中
毒
に
陥
っ
て
い
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
次
第
に
、私
に
と
っ
て
は「
書
く
こ
と
」

が
イ
コ
ー
ル
「
考
え
る
こ
と
」
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
ペ
ン
や
鉛
筆
を
持
っ
て
、
初
め
て
自

分
が
何
を
考
え
て
い
る
か
わ
か
っ
て
く
る
ん
で

す
。
ち
ょ
う
ど
中
学
に
入
っ
た
頃
か
ら
始
ま
っ

た
習
慣
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
頃
は
、
ど
こ
か
で
読
み
齧か
じ

っ
た
言
葉
を

す
ぐ
に
真
似
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
漱
石
を

読
め
ば
「
私
は
」
が
「
余
は
」
と
な
り
、
太
宰

を
読
め
ば
「
こ
ひ
を
、
し
ち
や
つ
た
ん
だ
も
の
」

と
。
そ
ん
な
中
学
生
の
文
章
っ
て
あ
り
ま
す
か
。

真
新
し
い
ス
ニ
ー
カ
ー
や
、
ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
の

バ
ッ
グ
を
中
学
生
が
身
に
つ
け
て
い
る
感
じ
だ

と
思
い
ま
す
。
ち
ぐ
は
ぐ
で
、
い
い
気
に
な
っ

て
る
の
は
本
人
だ
け
。
今
で
こ
そ
、
そ
ん
な
自

分
も
な
か
な
か
に
い
じ
ま
し
い
で
す
が
、
当
時

は
一
週
間
も
す
る
と
顔
か
ら
火
が
出
そ
う
な
ほ

ど
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
丸

め
て
捨
て
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
そ
う
い
う

背
伸
び
を
す
る
中
で
、
何
が
ほ
ん
と
う
に
自
分

の
気
に
入
っ
た
ス
ニ
ー
カ
ー
な
の
か
、
バ
ッ
グ

な
の
か
の
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
て
い
く
も
の
で

す
。
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
生
活
の
用
途
に
合
わ
せ
、

好
き
だ
と
思
っ
た
も
の
を
大
事
に
使
い
込
ん
で

い
く
と
、
い
つ
の
ま
に
か
珍
し
い
言
葉
や
古
い

言
葉
で
も
、
そ
の
ひ
と
の
も
の
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
「
そ

の
ひ
と
ら
し
さ
」
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

使
う
言
葉
こ
そ
が
そ
の
人
物
、
と
言
っ
て
も

良
い
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
は
、
何
を
見
て
、
ど

ん
な
環
境
で
育
ち
、
誰
と
つ
き
合
っ
て
き
た
か
。

そ
う
い
う
も
の
が
、
語
彙
や
語
り
口
に
表
れ
ま

す
。
帰
国
子
女
の
人
は
、
日
本
語
の
言
葉
遣
い

の
中
に
も
そ
の
特
徴
が
に
じ
み
出
ま
す
。
地
方

出
身
者
が
使
う
標
準
語
と
、
東
京
育
ち
の
人
が

話
す
東
京
弁
は
違
い
ま
す
。
趣
味
の
多
い
人
、

少
な
い
人
、
家
庭
の
あ
る
人
、
一
人
暮
ら
し
の

人
、
些
細
で
も
、
必
ず
使
う
言
葉
の
中
に
特
徴

が
ち
り
ば
め
ら
れ
ま
す
。
脚
本
を
書
く
と
き
に

は
、
台
詞
の
上
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
書
き
分
け

る
わ
け
で
す
が
、
一
つ
の
作
品
の
中
で
も
、
二

人
と
し
て
同
じ
言
葉
遣
い
の
人
間
は
出
て
き
ま

せ
ん
。
兄
弟
で
も
、
夫
婦
で
も
、
生
き
る
場
所

や
思
考
に
よ
っ
て
、
言
葉
に
差
異
を
持
た
せ
る
。

そ
の
よ
う
に
書
く
こ
と
で
、
脚
本
を
渡
さ
れ
た

俳
優
た
ち
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た
役
の
人
物
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
掴つ
か

む
の
で
す
。

　

私
は
、
映
画
監
督
に
弟
子
入
り
し
ま
し
た
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
不
安
も
あ
る
し
、

や
っ
ぱ
り
ひ
と
り
書
斎
で
仕
事
の
で
き
る
脚
本

家
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
頃
が
あ
り
ま
し
た
。ひ
っ

そ
り
日
陰
に
居
て
も
、
脚
本
の
中
に
魅
力
的
な

世
界
を
作
り
、
魅
力
的
な
人
物
を
出
せ
ば
、
き
っ

と
お
金
を
出
す
人
も
出
て
来
て
、
力
に
な
っ
て

く
れ
る
ス
タ
ッ
フ
や
、俳
優
も
見
つ
か
る
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
監
督
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
も
、
自
分
の
企
画
の
魅
力
を
話
し
言
葉
で
伝

え
き
る
自
信
が
な
い
の
で
、
映
画
に
関
わ
っ
て

く
れ
る
人
一
人
一
人
の
心
を
掴
む
た
め
の
ラ
ブ

レ
タ
ー
だ
と
思
っ
て
、
脚
本
を
書
い
て
い
ま
す
。

ラ
ブ
レ
タ
ー
は
、
相
手
を
落
と
す
た
め
の
も
の

で
す
か
ら
、
決
し
て
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
い
け

ま
せ
ん
。
こ
の
物
語
と
人
生
を
共
に
し
た
ら
、

絶
対
に
楽
し
く
な
る
、
こ
の
物
語
に
は
、
絶
対

に
自
分
が
必
要
だ
、
こ
の
物
語
を
逃
し
た
ら
、

絶
対
に
後
悔
す
る
│
│
受
け
取
っ
た
相
手
に
そ

う
思
い
込
ま
せ
よ
う
と
、
私
は
台
詞
の
一
言
一

句
、
ト
書
き
の
一
言
一
句
に
心
血
を
注
ぐ
の
で

す
。
そ
こ
に
綴
る
言
葉
は
、
も
う
私
自
身
を
解

放
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
読
む

「
誰
か
」
の
た
め
の
言
葉
な
の
だ
、
と
思
っ
た
と

き
か
ら
、
私
は
自
分
が
プ
ロ
に
な
れ
た
気
が
し

ま
し
た
。
│
│
と
、
そ
れ
ら
し
い
策
士
の
よ
う

な
こ
と
を
書
き
ま
し
た
が
、
本
音
を
打
ち
明
け

る
と
、
そ
の
恋
に
恋
を
し
て
い
る
の
は
、
や
っ

ぱ
り
私
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
分

が
勝
手
に
思
い
つ
き
、
し
つ
こ
く
温
め
た
か
な

し
い
片
思
い
の
相
手
に
な
っ
て
く
れ
る
仲
間
が

ほ
し
く
て
、
し
ゃ
か
り
き
に
権け
ん

謀ぼ
う

術じ
ゅ
っ

数す
う

を
巡
ら

せ
、
錬
金
術
を
学
び
、
机
に
か
じ
り
つ
い
て
い

る
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
言
葉
が
あ
る
の
か
。
当
た
り
前
で
す
が
、

そ
れ
は
他
者
と
わ
か
り
合
い
、
交
わ
る
た
め
で

す
。
誰
と
も
わ
か
り
合
え
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
気

持
ち
を
た
っ
た
ひ
と
り
帳
面
に
書
き
な
ぐ
っ
て
、

解
放
し
て
く
れ
る
の
も
言
葉
で
す
が
、
他
者
に

伝
え
た
い
と
い
う
意
志
が
起
こ
っ
た
と
き
に
初

め
て
、
言
葉
は
磨
か
れ
て
い
き
ま
す
。
一
人
で

こ
も
っ
て
思
索
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
人

間
は
そ
の
思
索
の
言
葉
の
先
に
届
か
ぬ
他
者
を

夢
見
て
い
る
の
で
す
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
世
界

に
他
者
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
も
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

西
川
美
和

映
画
監
督

0203

西川美和
にし かわ   み       わ 言

葉
と

つ
き
あ
う

写真：篠塚ようこ
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「
故
郷
」

 

再
研
究

●
特
集

　
「
歯
切
れ
の
よ
い
」
竹
内
訳

│
│
教
科
書
で
は
、
竹
内
好
（
一
九
一
〇
│

一
九
七
七
）
が
訳
し
た
﹁
故
郷
﹂
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。﹁
故
郷
﹂
は
こ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
な
方

に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
、

竹
内
訳
が
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
、佐
藤
春は
る

夫お

な
ど
二
十
人
近
く
が「
故

郷
」
を
翻
訳
し
て
き
ま
し
た
（
※
１
）。
そ
の
中
で

も
、
竹
内
さ
ん
の
翻
訳
が
多
く
の
人
に
読
ま
れ
て

い
る
理
由
の
一
つ
に
、
読
み
手
に
と
っ
て
の
「
わ

か
り
や
す
さ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

魯
迅
の
文
章
に
は
一
文
が
と
て
も
長
い
と
い
う

特
徴
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
訳
そ
う
と
す

る
と
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ

の
た
め
竹
内
さ
ん
は
、
原
文
に
あ
る
長
い
一
文
を

い
く
つ
も
の
短
文
に
置
き
換
え
て
い
ま
す
。
原
文

と
比
べ
て
数
倍
の
句
点
「
。」
を
使
い
、
歯
切
れ

の
よ
い
文
章
に
し
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
学

生
の
子
ど
も
た
ち
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
読
み
や

す
い
と
思
い
ま
す
。

　

竹
内
さ
ん
は
、「
魯
迅
の
思
想
の
す
ば
ら
し
さ

を
ど
う
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
か
」
に
重
き
を
置

い
て
翻
訳
し
て
い
た
人
で
す
。
そ
の
た
め
、「
魯

迅
の
文
体
」
と
い
う
よ
り
も
、
論
理
的
で
わ
か
り

翻
訳
者
か
ら
見
た「
故
郷
」

東
京
大
学
教
授
・
中
国
文
学
者 

　
藤ふ

じ

井い

省し
ょ
う

三ぞ
う

● 
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ン
タ
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教
科
書
に
長
く
掲
載
さ
れ
、

多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
「
故
郷
」。

本
特
集
で
は
、

「
故
郷
」
を
翻
訳
さ
れ
た
先
生
に
お
話
を
伺
っ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
授
業
実
践
を
紹
介
し
た
り
す
る
中
で
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
視
点
で
、

こ
の
作
品
の
魅
力
を
ひ
も
解
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
五
年
前
に
「
故
郷
」
の
新
訳
を
発
表
し
た
藤
井
省
三
先
生
は
、
魯ろ

迅じ
ん

を
は
じ
め
中
国

文
学
の
研
究
者
と
し
て
広
く
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
教

科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
竹た
け

内う
ち

好よ
し
み

訳
の
特
徴
や
、
藤
井
先
生
が
翻
訳
す
る
と
き
に
心
が

け
た
こ
と
、
作
品
と
し
て
の
「
故
郷
」
の
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

●
特
集

　
「
歯
切
れ
の
よ
い
」
竹
内
訳

写
真
：
鈴
木
俊
介
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魯
迅
の
文
体
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
た
い
│
│

そ
ん
な
思
い
か
ら
翻
訳
を
志
し
ま
し
た
。

や
す
い
「
竹
内
好
の
文
体
」
に
な
っ
て
い
る
と
、

私
は
感
じ
ま
す
。

　

翻
訳
す
る
と
き
に

　

心
が
け
た
こ
と

│
│
藤
井
先
生
が
翻
訳
す
る
と
き
は
、﹁
魯
迅
の

文
体
﹂
を
伝
え
る
こ
と
に
注
力
し
た
そ
う
で
す
ね
。

　

魯
迅
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
日
本
文
学
や

十
九
・
二
十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
非
常
に

よ
く
勉
強
し
て
い
て
、
芸
術
性
の
高
い
文
章
を
書

い
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
の
文
体
の
魅
力
を
十
分

に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
も
述
べ
ま

し
た
が
、
魯
迅
の
文
体
は
、
長
文
に
よ
る
迷
路
の

よ
う
な
思
考
表
現
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
故
郷
」
の
、
語
り
手
が
思
い
悩
む

最
後
の
場
面
（
三
年
教
科
書
Ｐ
121
Ｌ
３
～
７
）。
竹
内

さ
ん
は
「
～
願
わ
な
い
。
～
願
わ
な
い
。
～
願
わ

な
い
。」
と
、
句
点
で
三
つ
に
区
切
っ
て
歯
切
れ

の
よ
い
明
快
な
文
章
に
し
て
い
ま
す
（
右
下
参
照
）。

　

し
か
し
、
原
文
の
こ
の
部
分
は
、
長
い
一
文
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
願
わ
な
い
。」
と
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
ず
、「
願
わ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で

う
ま
く
い
く
の
だ
ろ
う
か
⋮
⋮
」
と
い
う
、
語
り

手
の
迷
い
が
、
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま

す
。
で
す
か
ら
、
私
は
「
望
ま
な
い
し
、
～
望
ま

ず
、
～
望
ま
な
い
。」
と
、
読
点
で
つ
な
ぎ
、
語

る
の
が
印
象
的
で
す
。
例
え
ば
藤
井
先
生
の
訳
で

は
、
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
や
少
年
時
代
の
ル
ン
ト
ウ
は
、

語
り
手
を
﹁
シ
ュ
ン
坊
ち
ゃ
ん
﹂
と
呼
ん
で
い
ま

す
ね
。

　

竹
内
訳
で
は
「
シ
ュ
ン
ち
ゃ
ん
」
と
し
て
い

ま
す
が
、
原
文
は
、「
迅シ
ュ
ン

哥コ
ー
ル儿

」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
魯
迅
は
夏
目
漱
石
の
﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
を

﹃
哥コ
ー
ル儿

﹄
と
中
国
語
に
訳
し
た
の
で
す
が
、「
哥
儿
」

と
呼
ぶ
側
と
呼
ば
れ
る
側
に
は
、
親
近
感
と
身
分

差
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、私
は「
シ
ュ

ン
坊
ち
ゃ
ん
」
と
し
ま
し
た
。

　

ヤ
ン
お
ば
さ
ん
は
「
シ
ュ
ン
坊
ち
ゃ
ん
」
と
呼

ぶ
こ
と
で
旧
来
の
身
分
差
を
示
唆
し
、
堂
々
と
物

品
を
持
ち
帰
り
ま
す
。
ま
た
、
語
り
手
と
ル
ン
ト

ウ
は
、
少
年
時
代
か
ら
す
で
に
平
等
な
友
人
関
係

で
は
な
く
、
そ
れ
が
二
十
年
後
の
「
旦
那
様
！

⋮
⋮
。」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
顕
在

化
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

魯
迅
は
「
シ
ュ
ン
坊
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
称
に

よ
り
、
裕
福
な
家
に
育
っ
た
語
り
手
の
未
熟
さ
を

示
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、語
り
手
の
一
人
称
に
、「
私
」

で
な
く
、
少
年
性
を
匂
わ
せ
る
「
僕
」
と
い
う
言

葉
を
当
て
ま
し
た
。

　

広
が
る「
故
郷
」の
読
み

│
│
異
な
る
翻
訳
を
読
む
こ
と
で
、﹁
故
郷
﹂
の

読
み
が
広
が
り
そ
う
で
す
ね
。
竹
内
好
も
生
前
、

自
身
の
訳
が
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、﹁
教
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
国

語
の
先
生
は
、（
中
略
）
で
き
る
だ
け
多
数
の
訳
文

を
彼
我
対
照
し
て
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら

自
分
の
解
釈
を
お
決
め
に
な
る
の
が
賢
明
だ
と
思

う
﹂
と
述
べ
て
い
た
よ
う
で
す
（
※
２
）。

　

そ
も
そ
も
、
藤
井
先
生
が
﹁
故
郷
﹂
を
翻
訳
し

よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

私
と
「
故
郷
」
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
や
は

り
竹
内
訳
で
し
た
。
小
学
校
五
年
生
の
と
き
だ
っ

た
の
で
す
が
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
て
、
読
書
感

想
文
の
題
材
に
選
ん
だ
ほ
ど
で
す
︵
笑
︶。
そ
れ

か
ら
、
魯
迅
作
品
に
強
く
惹ひ

か
れ
、
中
学
・
高
校

と
、
竹
内
訳
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
大
学
で
中
国
文
学
を
専
攻
し
、
原
文
で
読

む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
翻
訳
を
読
む
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
十
四
年
前
、
中
学
・
高
校
の
国
語
研
究

会
の
先
生
方
か
ら
「﹃
故
郷
﹄
に
つ
い
て
講
演
を

し
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
、

国
語
の
先
生
方
の
前
で
「
中
国
で
﹃
故
郷
﹄
が
ど

の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
か
」
な
ど
を
お
話
し
し

り
手
の
苦
悩
を
伝
え
る
よ
う
に
訳
し
ま
し
た
。

　

魯
迅
の
文
章
は
、
登
場
人
物
が
悩
ん
だ
り
迷
っ

た
り
す
る
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
ど
ん
文
が
長
く
な
っ

て
い
く
の
が
特
徴
で
す
。
で
す
か
ら
、
翻
訳
す
る

に
あ
た
り
、
ど
ん
な
に
長
い
文
章
で
も
句
点
は
動

か
さ
な
い
こ
と
を
心
が
け
ま
し
た
。
中
国
語
と
日

本
語
で
は
文
法
構
造
が
違
う
の
で
難
し
い
部
分

も
あ
り
ま
し
た
が
、
句
点
を
増
や
さ
ず
、
ダ
ッ

シ
ュ
︵
│
︶
で
言
葉
を
つ
な
ぐ
な
ど
の
工
夫
を
し

て
、
魯
迅
の
文
体
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
し
た
つ
も

り
で
す
。

│
│
藤
井
先
生
の
訳
を
読
む
と
、
竹
内
訳
よ
り
も

登
場
人
物
の
身
分
差
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い

︻
竹
内
訳
︼

彼
ら
が
一
つ
心
で
い
た
い
が
た
め
に
、
私
の
よ
う
に
、
む
だ
の
積
み

重
ね
で
魂
を
す
り
減
ら
す
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
は
願
わ
な
い
。
ま

た
、
ル
ン
ト
ウ
の
よ
う
に
、
打
ち
ひ
し
が
れ
て
心
が
麻
痺
す
る
生
活

を
共
に
す
る
こ
と
も
願
わ
な
い
。
ま
た
、
他
の
人
の
よ
う
に
、
や
け

を
起
こ
し
て
野
放
図
に
走
る
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
も
願
わ
な
い
。

︻
藤
井
訳
︼

彼
ら
が
仲
間
同
士
で
あ
り
た
い
が
た
め
に
、
僕
の
よ
う
に
苦
し
み
の

あ
ま
り
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
生
き
る
こ
と
を
望
ま
な
い
し
、
彼
ら
が

ル
ン
ト
ウ
の
よ
う
に
苦
し
み
の
あ
ま
り
無
感
覚
に
な
っ
て
生
き
る
こ

と
も
望
ま
ず
、
そ
し
て
彼
ら
が
他
の
人
の
よ
う
に
苦
し
み
の
あ
ま
り

身
勝
手
に
生
き
る
こ
と
も
望
ま
な
い
。

　

翻
訳
す
る
と
き
に

　

翻
訳
す
る
と
き
に

　

心
が
け
た
こ
と

　

広
が
る「
故
郷
」の
読
み

│
│
異
な
る
翻
訳
を
読
む
こ
と
で
、﹁
故
郷
﹂
の



「
故
郷
」

 

再
研
究

●
特
集

0809

ま
し
た
。
驚
い
た
の
が
、
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
、

「
竹
内
好
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る

の
か
」
と
い
う
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
質
問
が
実
に

多
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
、
私
は
「
故
郷
」
の
翻
訳
を
改
め
て

読
み
直
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
魯
迅
の
研
究
者
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
感
じ
、
原
文
に
近
い

翻
訳
を
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
発
行
さ
れ
た
の
が
、

新
訳
﹃
故
郷
／
阿
Ｑ
正
伝
﹄︵
光
文
社
古
典
新
訳

文
庫
︶
で
す
。
中
学
校
の
現
場
の
先
生
方
か
ら
ご

質
問
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

生
ま
れ
た
新
訳
と
い
え
ま
す
。「
故
郷
」
を
教
え

る
先
生
方
に
は
、
授
業
の
参
考
に
、
比
べ
て
読
ん

で
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
「
故
郷
」
の
魅
力
と
は

│
│
﹁
故
郷
﹂
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
、
約

五
十
年
が
経
ち
ま
す
。
藤
井
先
生
は
、
こ
の
作
品

を
、
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
ほ
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
か
。

　

中
学
三
年
生
に
な
る
と
、
高
校
受
験
を
控
え
、

徐
々
に
社
会
の
厳
し
さ
に
直
面
し
て
い
き
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
に
「
故
郷
」
を
読
ん
で
、「
迷
っ
て

も
い
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
何
事
も
順
調
に
進
む
わ
け
で
な
く
、
迷
っ

た
り
悩
ん
だ
り
す
る
中
で
人
は
成
長
し
て
い
く
ん

だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
作
品
か
ら
読
み
取
っ
て

ほ
し
い
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
そ
の
後
の
人
生
に
も

生
き
て
い
く
は
ず
で
す
。

　

そ
れ
に
、「
故
郷
」
は
世
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
読
み
方
が
で
き
る
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。
大

人
に
な
っ
て
か
ら
読
む
と
、
ま
た
違
っ
た
感
じ
方

が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
中
学
生
の
段
階
で
は
、

社
会
の
貧
困
の
問
題
や
、
最
後
の
「
希
望
」
の
部

分
に
着
目
し
て
読
む
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
大

人
に
な
る
と
、
希
望
に
つ
い
て
述
べ
る
語
り
手
に

対
し
て
批
判
的
に
読
む
な
ど
、
も
っ
と
複
雑
な
読

み
方
が
で
き
る
。
そ
れ
は
魯
迅
が
、
多
様
な
読
み

が
で
き
る
よ
う
、
巧
み
に
文
章
を
構
成
し
て
い
る

か
ら
で
す
。

　

魯
迅
が
「
故
郷
」
を
書
い
た
の
は
四
十
歳
の
と

き
で
す
。
作
家
と
し
て
円
熟
し
て
き
た
頃
で
す

が
、
混
迷
を
深
め
る
中
華
民
国
の
状
況
に
苦
悩
す

る
い
っ
ぽ
う
、
私
生
活
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

抱
え
て
い
て
、
人
生
に
絶
望
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
悩
み
や
迷
い
を
、
円
熟
し
た
芸
術
性
で
見
事

に
描
き
切
っ
た
の
が
「
故
郷
」
で
す
。

　

私
は
、
研
究
者
と
し
て
迷
い
を
感
じ
る
た
び
に

魯
迅
の
作
品
を
読
み
、
救
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
悩

み
迷
う
こ
と
の
多
い
人
生
で
、
こ
の
作
品
は
、
生

徒
た
ち
に
と
っ
て
も
、
き
っ
と
道
し
る
べ
に
な
っ

て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

悩
み
、迷
う
こ
と
の
多
い
人
生
で
、

「
故
郷
」
は
道
し
る
べ
に
な
って
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

ふ
じ
い
・
し
ょ
う
ぞ
う

一
九
五
二
年
東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
東
京
大

学
文
学
部
教
授
。
現
代
中
国
文
学
者
。
一
九
九
一
年
魯
迅
研
究
に
よ
り
文
学

博
士
。 

二
〇
〇
五
年
よ
り
日
本
学
術
会
会
員
。
著
書
に
﹃
魯
迅
﹁
故
郷
﹂
の

読
書
史
﹄（
創
文
社
）
な
ど
。
訳
書
も
多
数
。

　
「
故
郷
」
の
魅
力
と
は

│
│
﹁
故
郷
﹂
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
、
約

「
故
郷
」の
世
界
を
広
げ
る

● 

さ
ま
ざ
ま
な
翻
訳
に
ふ
れ
る

● 

魯
迅
を
訪
ね
る

﹁
故
郷
﹂
を
翻
訳
し
た
書
籍
は
絶
版
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
い
が
、
次
に
挙
げ
る
四
冊
は
古
書
店
等
で

比
較
的
手
に
入
り
や
す
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
故
郷
﹂
の
冒
頭
部
分
を
抜
粋
し
た
の
で
、
比
較
し
て
読
ま
れ
た
い
。

東
北
大
学
史
料
館
　

魯
迅
記
念
展
示
室

　
魯
迅
は
二
十
三
歳
の
と
き
、
仙

台
医
学
専
門
学
校︵
現
在
の
東
北
大

学
︶に
入
学
し
た
。
当
時
の
貴
重
な

資
料
か
ら
、
魯
迅
の
学
生
生
活
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

■
ア
ク
セ
ス
…
仙
台
駅
か
ら
バ
ス
で
十

分
。
東
北
大
学
片
平
キ
ャ
ン
パ
ス
内
。

■
開
館
時
間
…
十
～
十
七
時

■
休
館
日
…
…
土
曜
・
日
曜
及
び
祝
日

■
入
館
料
…
…
無
料

『阿
あ

Ｑ
きゅう

正
せい

伝
でん

』

（角川文庫）

増
ます

田
だ

渉
わたる

  訳
　

私
は
厳
し
い
寒
さ
を
冒
し
て
、
二
千
余
里
も
隔
っ
た
、
別
れ
て
二
十
何
年
に
な
る
故
郷
に
帰
っ
た
。

　

時
は
も
う
冬
の
最さ

中な
か

だ
、
だ
ん
だ
ん
故
郷
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
空
模
様
は
暗
く
曇
っ
て
き
て
、

冷
た
い
風
が
船せ
ん

艙そ
う

に
吹
き
込
み
、
ウ
ー
ウ
ー
と
鳴
る
。
篷と
ま

の
隙
間
か
ら
外
を
な
が
め
る
と
、
蒼あ
お

く
黄

ば
ん
だ
空
の
下
に
、
遠
く
近
く
幾
つ
も
さ
び
し
そ
う
な
寒
村
が
横
た
わ
っ
て
い
て
、
一
点
の
活
気
も

な
い
。
私
の
心
は
悲
し
く
、
う
そ
寒
く
な
っ
て
く
る
の
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

『吶
とっ

喊
かん

』

（中公文庫）

高橋和巳 訳
　

厳
し
い
寒
さ
を
お
か
し
て
、
二
千
余
里
を
へ
だ
て
、
二
十
余
年
間
無
沙
汰
を
し
て
い
た
故
郷
へ
、

私
は
帰
っ
た
。

　

季
節
は
真
冬
、
故
郷
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
天
気
も
く
ず
れ
、
冷
た
い
風
が
船
艙
に
吹
き
込
ん
で
、

ウ
ウ
と
鳴
っ
た
。
篷
の
隙
間
か
ら
望
む
と
、
灰
黄
色
の
空
の
下
、
あ
ち
こ
ち
に
さ
び
し
げ
な
村
々
が

横
た
わ
り
、
な
ん
の
活
気
も
な
い
。
と
ど
め
え
ず
し
て
私
の
心
に
悲
哀
が
起
る
。

『故郷／
阿Ｑ正伝』

（光文社古典新訳文庫）

藤井省三  訳
　

僕
は
厳
し
い
寒
さ
の
な
か
、
二
千
里
も
遠
く
、
二
十
年
も
離
れ
て
い
た
故
郷
へ
と
帰
っ
て
い
く
。

　

季
節
は
も
う
真
冬
で
、
故
郷
へ
と
近
づ
く
に
つ
れ
、
空
も
ど
ん
よ
り
と
曇
り
、
寒
風
が
船
内
に
吹

き
込
み
、
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
音
を
立
て
る
の
で
、
苫と
ま

の
隙
間
か
ら
外
を
見
る
と
、
ど
ん
よ
り
し
た
空

の
下
、
遠お
ち

近こ
ち

に
わ
び
し
い
集
落
が
幾
つ
か
広
が
っ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
生
気
が
な
い
。
僕
は
心
の
内

の
悲
し
み
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

『阿Ｑ正伝
    藤野先生』

（講談社文芸文庫）

駒
こま

田
だ

信
しん

二
じ

  訳
　

わ
た
し
は
厳
し
い
寒
さ
の
中
を
、
二
千
余
里
も
遠
く
か
ら
、
二
十
余
年
間
も
別
れ
て
い
た
故
郷
へ

帰
っ
て
い
っ
た
。

　

季
節
は
も
う
真
冬
で
、
故
郷
へ
近
づ
く
に
つ
れ
て
天
気
も
わ
る
く
な
り
、
冷
た
い
風
が
船
艙
の
中

へ
吹
き
込
ん
で
き
て
、
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
と
鳴
っ
た
。
篷
の
隙
間
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
暗
く
黄
色
っ

ぽ
い
空
の
下
に
、
わ
び
し
い
寒
村
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
横
た
わ
っ
て
い
て
、
何
の
活
気
も
な
く
、
わ

た
し
は
心
の
中
に
い
た
ま
し
さ
の
こ
み
あ
が
っ
て
く
る
の
を
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。

※
１　

作
家
の
佐
藤
春
夫
（
一
八
九
二
│
一
九
六
四
年
）
を
は
じ
め
、

中
国
文
学
者
の
高
橋
和
巳
（
一
九
三
一
│
一
九
七
一
年
）
な
ど
、

戦
前
か
ら
数
え
る
と
二
十
名
ほ
ど
が
翻
訳
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

現
在
で
も
翻
訳
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
十
名
ほ
ど
。

※
２　
﹃
教
科
通
信
﹄（
教
育
出
版
・
一
九
六
九
年
十
月
一
日
号
）
に
﹁﹃
故

郷
﹄
の
訳
者
と
し
て
﹂
と
い
う
一
文
で
、
竹
内
好
が
自
身
の
翻
訳

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。



「
故
郷
」
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「
故
郷
」
に
つ
い
て
、「
教
え
る
の
が
難
し
い
」、

「
内
容
が
重
苦
し
く
て
、
あ
ま
り
好
き
に
な
れ
な

い
」
な
ど
の
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

確
か
に
、
テ
ー
マ
が
重
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
私
は
こ
れ
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口

で
授
業
が
で
き
る
教
材
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
故
郷
」
は
、
一
つ
一
つ
の
表
現
が
す
ば
ら
し
く
、

文
章
自
体
に
力
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
作
品
の
構

造
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
、
ど
こ
を
取
り
上

げ
て
も
、
深
い
読
み
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

こ
の
教
材
で
は
、
か
つ
て
美
し
か
っ
た
故
郷
の

変
貌
や
、「
旦
那
様
！ 

⋮
⋮
。」
と
ル
ン
ト
ウ
が

言
う
前
と
後
の
、
語
り
手
の
気
持
ち
の
変
化
な
ど

を
、
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
あ
た
り
を
し
っ
か
り
押
さ
え
つ
つ
、
生
徒
た
ち

が
自
分
な
り
に
作
品
を
解
釈
し
、
言
葉
で
意
味
づ

け
し
て
い
け
る
よ
う
な
切
り
口
を
示
し
て
あ
げ
た

い
も
の
で
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

● 

月
が
出
て
く
る
場
面
を

　
比
較
す
る

　

こ
の
作
品
に
は
、
月
が
出
て
く
る
場
面
が
二
回

あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
少
年
時
代
の
ル
ン
ト
ウ

と
の
思
い
出
を
振
り
返
る
回
想
シ
ー
ン
。
二
つ
目

は
、
希
望
に
つ
い
て
語
る
最
後
の
シ
ー
ン
で
す
。

こ
の
二
つ
の
場
面
を
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
、
深
い

読
み
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

月
の
シ
ー
ン
が
二
回
出
て
く
る
こ
と
に
は
、
多

く
の
生
徒
が
気
づ
き
ま
す
。
し
か
し
、
と
も
す
れ

ば
「
同
じ
シ
ー
ン
が
二
回
出
て
く
る
」
と
思
っ
て

い
る
子
も
多
い
。
そ
こ
で
、
教
師
が
「
本
当
に
同

じ
シ
ー
ン
な
ん
だ
ろ
う
か
」
と
揺
さ
ぶ
り
を
か
け

る
こ
と
が
大
事
で
す
。す
る
と
、生
徒
た
ち
は
次
々

と
、
二
つ
の
場
面
の
違
い
を
挙
げ
て
い
き
ま
す
。

・
回
想
シ
ー
ン
で
は
、「
緑
色
の
す
い
か
畑
」、

最
後
の
シ
ー
ン
で
は
「
緑
の
砂
地
」
と
表

現
し
て
い
る
。

・
回
想
シ
ー
ン
に
ル
ン
ト
ウ
は
い
る
が
、
最

後
の
シ
ー
ン
に
は
い
な
い
。

・
視
線
の
動
き
が
逆
。
回
想
シ
ー
ン
は
、
月

か
ら
す
い
か
畑
へ
（
上
↓
下
）。
最
後
の

シ
ー
ン
は
緑
の
砂
地
か
ら
月
へ︵
下
↓
上
︶

と
視
線
が
動
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
シ
ー
ン
の
相
違
点
を
挙

げ
さ
せ
た
後
、
な
ぜ
違
い
が
あ
る
の
か
、
そ
の
意

味
を
生
徒
た
ち
に
議
論
さ
せ
ま
す
。

　
「
最
後
の
シ
ー
ン
で
は
、
風
景
の
描
写
が
ぼ
ん

や
り
し
て
い
る
。
語
り
手
の
思
っ
て
い
た
ル
ン
ト

ウ
や
故
郷
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
ぼ
ん
や
り
し

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
意
味
づ
け
る

子
が
い
れ
ば
、「
ぼ
ん
や
り
し
た
風
景
に
浮
か
ぶ

月
は
、
形
に
な
ら
な
い
﹃
新
し
い
故
郷
﹄
の
象

徴
な
の
か
も
し
れ
な
い
」「
そ
の
﹃
新
し
い
故
郷
﹄

に
は
ル
ン
ト
ウ
は
い
な
い
」「
ル
ン
ト
ウ
は
い
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
世
代
の
ホ
ン
ル
た
ち

に
は
、
い
い
再
会
を
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
言
う
子
も
い
て
、
議
論

は
多
い
に
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

月
の
シ
ー
ン
を
比
較
さ
せ
る
と
、
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
の
で
、
ぜ
ひ
授
業
の
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

● 

色
彩
表
現
に
着
目
す
る

　　

月
の
場
面
を
比
較
さ
せ
る
と
き
、
生
徒
た
ち
の

反
応
を
見
な
が
ら
、
色
彩
表
現
に
も
着
目
さ
せ

る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
金こ
ん

色じ
き

」
と

い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
い
く
と
、
生

徒
た
ち
か
ら
は
「
金
色
は
希
望
の
象
徴
な
の
で
は

な
い
か
」「
い
や
、
輝
か
し
い
過
去
の
象
徴
だ
ろ

う
」「
い
や
、未
来
の
象
徴
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、

そ
こ
で
も
議
論
が
始
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
の
色
彩
に
関
わ
る
言
葉
に
傍

線
を
引
か
せ
て
い
く
と
、
回
想
シ
ー
ン
に
だ
け
、

「
き
ら
き
ら
光
る
銀
の
首
輪
」「
ラ
ン
ペ
イ︵
藍
背
︶」

「
五
色
の
貝
殻
」
と
、
鮮
や
か
な
色
彩
表
現
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「
語
り
手

の
思
い
出
の
中
に
だ
け
、﹃
美
し
い
故
郷
﹄が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
、
生
徒
た
ち
は
気
づ
い
て
い
き
ま

す
。
色
彩
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
表
現
に

込
め
ら
れ
た
意
味
を
身
体
感
覚
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

● ﹁
旦
那
様
！ 

…
…
。﹂
の

　
読
み
方
を
考
え
る　

　

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
作
品
で
い
ち
ば
ん

印
象
的
な
の
は
、
や
は
り
、
ル
ン
ト
ウ
が
「
旦
那

様
！ 

⋮
⋮
。」
と
言
う
場
面
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
三
年
教
科
書
P 
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9
の
「
あ
あ
、
ル

ン
ち
ゃ
ん
│
│
よ
く
来
た
ね
⋮
⋮
。」
と
、「
旦
那

様
！ 

⋮
⋮
。」、
こ
の
二
つ
の
会
話
の
言
葉
を
ど

う
読
む
か
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
考
え
、
朗
読
さ
せ

る
と
い
う
学
習
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
上
手

に
朗
読
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、「
ど

ん
な
思
い
を
ど
う
表
現
す
る
か
」
を
大
事
に
し
て

い
る
学
習
で
す
。

　

作
品
の
中
で
、「
旦
那
様
！ 

⋮
⋮
。」
と
言
わ

れ
た
語
り
手
「
私
」
は
、
身
震
い
し
、
言
葉
を
失

い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
朗
読
を
さ
せ
る
場
合
、
ル

ン
ト
ウ
役
の
読
み
方
が
軽
く
感
じ
ら
れ
る
と
き
に

は
、
語
り
手
役
が
「
よ
せ
よ
、
シ
ュ
ン
ち
ゃ
ん
で

い
い
よ
」
と
い
う
言
葉
を
返
す
よ
う
に
さ
せ
ま
す
。

す
る
と
、
生
徒
た
ち
は
、
相
手
が
言
葉
を
失
う
よ

う
な
読
み
方
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
読
み
方

だ
ろ
う
と
真
剣
に
検
討
し
始
め
ま
す
。

　

ま
た
、
ル
ン
ト
ウ
役
の
読
み
方
を
聞
い
て
、「
自

分
だ
っ
た
ら
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
読
む
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
と
き
の
ル
ン
ト
ウ
に
は
迷
い
が
あ
る
は
ず
だ

か
ら
」
な
ど
と
、
ル
ン
ト
ウ
の
気
持
ち
も
考
え
な

「
故
郷
」さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　 

　

宗そ

我が

部べ 

義よ
し

則の
り

「『
故
郷
』
は
、
教
え
る
た
び
に
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
す
」
と
話
す
宗
我
部
先
生
は
、
こ
れ
ま
で
に

い
ろ
い
ろ
な
切
り
口
で
実
践
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
中
か
ら
、一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
：
田
上
千
晶



そ
が
べ
・
よ
し
の
り

一
九
六
二
年
埼
玉
県
生
ま
れ
。
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
。
お
茶
の
水

女
子
大
学
非
常
勤
講
師
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
﹁
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
問
題

（
中
学
校
国
語
）﹂
作
成
お
よ
び
分
析
委
員
を
経
て
、
平
成
二
十
年
告
示
中
学
校
学
習

指
導
要
領
解
説
国
語
編
作
成
協
力
者
。
光
村
図
書
中
学
校
﹁
国
語
﹂
教
科
書
編
集
委

員
を
務
め
る
。

▲生徒がつくった人物関係図

旧知 （友人？）

主従

友人

（主従）

友人

（？）

ヤン　　　　　　　　母　　　　父

私

ホンル

ルントウの父
（マンユエ）

ルントウ

シュイション 六番目の女の子

いやみ

おじ
親子

甥

「
故
郷
」

 

再
研
究

●
特
集
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が
ら
、
読
み
方
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

ル
ン
ト
ウ
役
が
、
低
く
静
か
な
声
で
、
ゆ
っ
く

り
と
「
旦
那
様
！ 

⋮
⋮
。」
と
読
む
よ
う
に
な
る

と
、
最
初
は
、「
よ
せ
よ
、
シ
ュ
ン
ち
ゃ
ん
で
い

い
よ
」
と
言
っ
て
い
た
語
り
手
役
が
、
何
も
言
え

な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
語
り
手
の
追
体
験
を

し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

単
に
、「﹃
旦
那
様
！ 

⋮
⋮
。﹄
と
言
っ
た
と
き

の
ル
ン
ト
ウ
の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
」
と
投
げ
か

け
る
よ
り
も
、
ル
ン
ト
ウ
や
語
り
手
の
気
持
ち
に

寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

● 

人
物
関
係
図
を
つ
く
る

　　

　

小
説
に
は
、
必
要
の
な
い
人
物
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
少
し
し
か
登
場
し
な
い
人
物
で
も
、
必
ず
何

ら
か
の
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
登

場
人
物
を
整
理
し
て
関
係
図
を
つ
く
る
と
、
そ
こ

か
ら
作
品
全
体
の
構
造
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

生
徒
た
ち
に
は
、
ま
ず
「
故
郷
」
に
登
場
す
る

人
物
を
挙
げ
さ
せ
ま
す
。
私
・
ル
ン
ト
ウ
・
母
・
父
・

ヤ
ン
お
ば
さ
ん
・
ホ
ン
ル
・
シ
ュ
イ
シ
ョ
ン
・
マ

ン
ユ
エ
・
六
番
目
の
女
の
子
、
の
計
九
人
が
登
場

す
る
こ
と
を
押
さ
え
さ
せ
た
後
、
グ
ル
ー
プ
ご
と

に
話
し
合
っ
て
、
関
係
図
を
つ
く
ら
せ
ま
す
。

　

関
係
図
を
つ
く
ら
せ
る
前
に
は
、
見
本
と
な
る

も
の
を
見
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
人
気
の
あ
る

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、

人
物
関
係
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
そ
う
い
う
図
を
見
せ
る
と
、
生
徒
た
ち
は
お

も
し
ろ
が
っ
て
取
り
組
み
ま
す
。「
世
代
の
違
い

は
上
下
で
表
す
」「
友
人
関
係
は
横
に
つ
な
い
で

表
す
」
な
ど
、
あ
る
程
度
の
ル
ー
ル
を
示
し
て
あ

げ
る
と
、
よ
り
取
り
組
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

　

下
図
は
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
こ
の
図
を
見
て
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
生
徒

が
「
私
と
ル
ン
ト
ウ
は
、﹃
友
人
﹄
で
な
く
、
今

は
﹃
主
従
﹄
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
発
言
し

ま
し
た
。
す
る
と
、
他
の
生
徒
た
ち
か
ら
「
も
し

か
し
た
ら
、
父
と
マ
ン
ユ
エ
も
、
昔
は
友
人
関
係

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」「
じ
ゃ
あ
、
ホ
ン
ル

と
シ
ュ
イ
シ
ョ
ン
も
、
将
来
は
主
従
関
係
に
な
っ

て
し
ま
う
の
か
な
」
と
い
う
発
言
が
出
始
め
、
同

じ
こ
と
が
三
世
代
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
⋮
⋮
と
い
う
議
論
に
発
展
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
ま
た
別
の
生
徒
が
「
い
や
、
三
世

代
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
私
と
ホ
ン
ル
は
親
子
関

係
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う

で
、
そ
う
で
は
な
い
展
開
が
あ
る
と
い
う
伏
線
で

は
な
い
か
」
と
発
言
し
、
議
論
は
大
い
に
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
関
係
図
を
見
る
と
、「
六
番
目
の

女
の
子
」
の
存
在
も
気
に
な
り
ま
す
。
こ
の
人
物

に
つ
い
て
議
論
さ
せ
る
と
、「
ル
ン
ト
ウ
が
、
シ
ュ

イ
シ
ョ
ン
と
ホ
ン
ル
を
仲
良
く
さ
せ
な
い
た
め
に
、

六
番
目
の
子
を
連
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」
と

か
、「
ル
ン
ト
ウ
は
自
分
た
ち
と
同
じ
思
い
を
さ

せ
た
く
な
か
っ
た
ん
だ
」「
ル
ン
ト
ウ
も
つ
ら
い

気
持
ち
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
な
ど
と
い
う
発
言

が
出
て
議
論
が
深
ま
り
ま
す
。

　

作
品
の
構
成
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
「
故
郷
」

だ
か
ら
こ
そ
、
人
物
関
係
図
を
つ
く
る
こ
と
で
、

こ
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
き
れ
ば
一
・
二
年
生
の
と
き
に
、「
人
物
設
定

を
確
認
し
よ
う
」
と
い
う
課
題
で
、
人
物
関
係
図

を
つ
く
る
練
習
を
し
て
お
く
と
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ

に
授
業
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

● 

語
り
手
の
立
場
を

　
変
え
て
読
む　

　
「
故
郷
」
は
、
語
り
手
「
私
」
の
一
人
称
で
語

ら
れ
て
い
る
作
品
な
の
で
、多
く
の
生
徒
は
「
私
」

に
感
情
移
入
し
て
読
ん
で
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
作
品
を
、
ル
ン
ト
ウ
の
立
場
で
読
ん
で
書
き

換
え
た
り
、
三
人
称
で
書
き
換
え
た
り
す
る
と
、

「
私
」
を
批
評
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

立
場
を
変
え
て
読
む
と
、
碗
や
皿
を
灰
に
埋
め

た
の
が
ル
ン
ト
ウ
な
の
で
は
と
疑
い
の
目
が
向
け

ら
れ
た
と
き
、
ど
う
し
て
「
私
」
は
ル
ン
ト
ウ
を

か
ば
わ
な
か
っ
た
の
か
⋮
⋮
と
疑
問
を
も
っ
た

り
、「
心
ひ
そ
か
に
彼
の
こ
と
を
笑
っ
た
も
の
だ

が
」
と
い
う
、
ル
ン
ト
ウ
を
少
し
見
下
し
た
よ
う

な
表
現
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
り
し
ま
す
。
そ

う
す
る
と
、
希
望
に
つ
い
て
語
る
最
後
の
部
分
を
、

「﹃
私
﹄が
一
人
で
勝
手
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
な
」

と
感
じ
る
生
徒
が
出
て
き
ま
す
。
あ
る
生
徒
は

「
結
局
、﹃
私
﹄
は
、
碗
や
皿
を
あ
げ
た
こ
と
以
外
、

ル
ン
ト
ウ
に
し
て
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
何
も
な
い

の
で
は
な
い
か
」
と
読
み
ま
し
た
。

　

語
り
手
の
立
場
を
変
え
る
と
、
ル
ン
ト
ウ
︵
当

時
の
民
衆
︶
の
思
い
や
生
活
が
浮
か
び
上
が
る
こ

と
に
も
つ
な
が
り
、
読
み
を
深
め
た
り
広
げ
た
り

で
き
ま
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

私
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
実
践
を
い
く
つ
か

ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。「
故
郷
」
は
さ
ま
ざ
ま

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
る
魅
力
的
な
教
材
で
す
。

今
ま
で
に
何
十
回
と
教
え
て
い
ま
す
が
、
生
徒
に

よ
っ
て
読
み
方
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
い
つ
も
新
し
い

発
見
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
生
徒
た
ち
が
お
も
し

ろ
が
っ
て
取
り
組
む
よ
う
な
切
り
口
を
探
し
て
、

授
業
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
︵
談
︶



▲授業びらきでノートの取り方を指導したときのノート
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新
学
期
の
子
ど
も
た
ち
は
、
輝
く
ば
か
り
の
表

情
を
し
て
い
ま
す
。
授
業
び
ら
き
で
は
、
こ
の
や

る
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
「
伸
び
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

■
自
己
紹
介

　

最
初
の
授
業
で
は
、
教
師
が
自
己
紹
介
を
す
る

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
「
国
語
の
授

業
で
の
自
己
紹
介
」
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
行
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
後
で
行
う
「
名
前
の
本
」

と
い
う
単
元
（
P 
15
参
照
）
を
意
識
し
、
黒
板
に
名

前
を
書
い
て
「
一
分
で
自
己
紹
介
を
し
ま
す
」
と

言
っ
て
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　

私
の
名
前
は
、
甲
斐
と
い
い
ま
す
。
ア
サ
リ
と
か

シ
ジ
ミ
の
貝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
や
り
甲
斐
が
あ

る
と
か
、
や
っ
た
甲
斐
が
あ
っ
た
ね
と
い
う
と
き
の

甲
斐
で
す
。

　

利
恵
子
と
い
う
名
前
は
自
分
で
は
「
利
益
に
恵
ま

れ
る
子
」
と
い
う
意
味
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

る
と
き
、
母
に
尋
ね
て
み
た
ん
で
す
。

　

「
利
益
に
恵
ま
れ
る
子
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
つ
け
た
ん
だ
よ
ね
。
お
金
持
ち
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
い
う
意
味
で
し
ょ
？
」
と
。
そ
し
た
ら
母
が
言
う

ん
で
す
。
「
確
か
に
そ
う
だ
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
違
う
。

利
益
に
恵
ま
れ
る
子
に
も
な
っ
て
ほ
し
い
け
ど
、
で

き
れ
ば
利
益
を
恵
む
子
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
こ
の
人

に
出
会
え
て
よ
か
っ
た
と
、
周
り
の
人
に
思
っ
て
も

ら
え
る
人
に
な
れ
る
と
い
い
ね
」
と
。

　

み
な
さ
ん
が
甲
斐
先
生
に
出
会
え
て
よ
か
っ
た
と

思
え
る
授
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
語
の
授
業
で
は
時
間
を
決
め
て
発
表
す
る
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
は
じ
め
の

一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
、
小
さ
な
学
習
で
す
。

教
師
の
言
動
は
す
べ
て
教
材
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
て
行
い
た
い
も
の
で
す
。

■
名
前
を
材
料
に
し
た
学
習

　

名
前
を
覚
え
て
い
な
い
教
師
に
、
子
ど
も
た
ち

が
心
を
開
く
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
も
早
く

名
前
を
覚
え
る
た
め
に
も
、
名
前
を
材
料
に
し
た

小
さ
な
学
習
を
行
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

私
は
「
名
前
の
本
」
と
い
う
単
元
を
よ
く
行
い

ま
す
。
漢
和
辞
典
で
自
分
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い

る
漢
字
を
調
べ
さ
せ
、
ミ
ニ
本
を
作
成
し
て
、
一

分
間
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
名

前
が
平
仮
名
だ
け
の
子
ど
も
や
、
外
国
籍
の
子
ど

も
に
は
、
「
も
し
、
漢
字
で
書
く
と
し
た
ら
ど
ん

な
字
が
い
い
？
」
と
聞
い
て
調
べ
さ
せ
ま
す
。

甲
斐
先
生
の
授
業
ア
イ
デ
ア
集

　
本
連
載
「
教
師
力
講
座
」
が

ス
タ
ー
ト
し
て
七
年
が
経
ち
、

今
号
で
最
終
回
を
迎
え
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
こ
れ
ま
で
ご
紹
介

し
た
授
業
の
ア
イ
デ
ア
の
中
で
、

毎
日
の
授
業
に
す
ぐ
取
り
入
れ

ら
れ
そ
う
な
も
の
を
、
ジ
ャ
ン

ル
ご
と
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

最
終回

■
ノ
ー
ト
指
導

　

新
学
期
の
新
鮮
な
気
持
ち
の
と
き
に
、
授
業
記

録
を
取
る
こ
と
の
大
切
さ
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ

る
こ
と
が
大
事
で
す
。
ノ
ー
ト
は
板
書
を
写
す
だ

け
で
な
く
、
メ
モ
を
取
っ
た
り
し
な
が
ら
、
自
分

の
学
習
の
足
跡
を
残
す
こ
と
、
学
ん
だ
こ
と
を
き

ち
ん
と
言
葉
に
し
て
、
自
分
だ
け
の
ノ
ー
ト
作
り

を
す
る
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
早

い
時
期
か
ら
丁
寧
に
指
導
し
、
授
業
記
録
を
習
慣

づ
け
さ
せ
た
い
で
す
ね
。

授
業
び
ら
き

▲「名前の本」の生徒作品

日付と回数

学習の予定

授業記録

メモ欄

最初なので，教師が
評価項目を書いた。

授業前の休み時間に，
国語係が板書する。

初めての記録なので，時間を多めに取っ
て書かせた。「事実」「学んだこと」「感
想」の三本柱。板書もここに記入する。

授業中に辞書を引いたり，調べたりした
言葉があれば，ここにメモする。



▲聞き取りメモシート

最終回
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ハ
ー
サ
ル
を
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
聞
き
手

を
意
識
し
た
発
表
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

声
の
大
き
さ
や
間
の
取
り
方
な
ど
の
技
能
面
は
も

ち
ろ
ん
、
聞
き
手
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
言
葉

で
話
し
て
い
る
か
、
聞
き
取
り
や
す
い
順
番
で
話

し
て
い
る
か
な
ど
、
内
容
面
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
聞
き
手
側
に
は
、

「
こ
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
て
聞
く
よ
う
に
」
と

い
う
「
聞
く
観
点
」
を
示
す
こ
と
も
大
事
で
す
。

随
筆
を
書
く
た
め
に

■
﹁
聞
き
取
り
メ
モ
シ
ー
ト
﹂

　

「
聞
く
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
私
は
短

い
お
話
を
し
、
子
ど
も
た
ち
に
メ
モ
を
取
ら
せ
る

と
い
う
学
習
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と

き
に
は
、
聞
き
取
り
メ
モ
シ
ー
ト
（
下
参
照
）
を

使
用
し
ま
す
。
こ
の
シ
ー
ト
は
、
縦
書
き
で
も
横

書
き
で
も
、
図
を
書
い
て
も
自
由
。
子
ど
も
た
ち

に
は
「
メ
モ
を
取
る
と
き
は
、
聞
い
た
ま
ま
を
だ

ら
だ
ら
と
文
章
で
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と

伝
え
ま
す
。
お
話
を
聞
き
終
わ
っ
た
ら
、
「
ま
と

め
の
欄
に
、
お
話
の
内
容
を
一
文
で
ま
と
め
な
さ

い
」
と
指
示
し
、
要
約
を
さ
せ
た
り
し
ま
す
。
十

分
も
あ
れ
ば
で
き
ま
す
。

　

要
約
さ
せ
た
後
は
、
子
ど
も
た
ち
が
書
い
た

シ
ー
ト
を
コ
ピ
ー
し
、
教
え
た
い
こ
と
に
焦
点
を

絞
っ
て
講
評
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。　

　

聞
い
て
要
約
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
聞
い

て
そ
の
こ
と
に
対
し
て
意
見
を
書
く
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
学
習
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
で
い
ち
ば

ん
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
活
動
の
場
面
を
設
定
す

る
だ
け
で
な
く
、
何
を
学
ぶ
の
か
を
明
確
に
し
て

取
り
組
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち

が
、
活
動
の
中
で
何
を
学
習
す
る
の
か
意
識
で
き

る
よ
う
に
工
夫
し
て
指
導
し
た
い
も
の
で
す
。

■
リ
ハ
ー
サ
ル
の
学
習

　

私
は
、
子
ど
も
た
ち
に
発
表
を
さ
せ
る
場
合
、

必
ず
リ
ハ
ー
サ
ル
の
時
間
を
確
保
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が

発
表
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
、
こ
の
学
習
で

何
が
大
切
な
の
か
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。

　

私
は
ま
ず
、
一
斉
に
発
表
の
練
習
を
さ
せ
ま
す
。

自
分
の
発
表
内
容
が
、
実
際
に
ど
の
く
ら
い
の
時

間
を
要
す
る
の
か
を
体
感
し
、
内
容
を
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
で
す
。
教
師
が
「
残
り

○
秒
」
と
声
を
か
け
て
、
時
間
を
意
識
さ
せ
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
机
間
指
導
を
し
、
発
表

内
容
の
再
検
討
に
つ
い
て
、
助
言
を
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

一
斉
に
練
習
を
し
た
後
は
、
ペ
ア
を
組
ん
で
リ

　
書
く
こ
と
に
苦
手
意
識
を
も
つ
子
ど
も
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
な

「
書
く
」
学
習
を
行
い
、
書
く
こ
と
に
対
し
て
抵

抗
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
「
書
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に

な
る
よ
う
な
学
習
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
﹁
言
葉
の
小
劇
場
﹂

　

「
言
葉
の
小
劇
場
」
は
、
教
材
文
に
出
て
く
る

言
葉
を
取
り
上
げ
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
百
字
程

度
の
お
話
を
つ
く
る
と
い
う
学
習
で
す
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
か
ま
い
ま
せ
ん
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」

に
出
て
く
る「
色
あ
せ
る
」「
身
に
し
み
る
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
、
子
ど
も
が
書
い
た
も
の
で
す
。

　

「
ア
ル
バ
ム
な
ど
が
入
っ
て
い
る
段
ボ
ー

ル
の
中
か
ら
、
色
あ
せ
た
一
冊
の
本
が
出
て

き
た
。
昔
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
も
ら
っ
た

も
の
だ
。
そ
の
本
を
ギ
ュ
ッ
と
抱
き
し
め
る

と
、
温
か
さ
が
身
に
し
み
た
。
」

　

子
ど
も
た
ち
は
辞
書
で
調
べ
、
用
例
を
参
考
に

し
て
、
文
章
を
書
い
て
い
き
ま
す
。
書
い
た
後
は
、

互
い
の
文
章
を
読
み
合
う
こ
と
で
、
自
分
が
取
り

上
げ
な
か
っ
た
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
学
習
は
、
語
彙
の
拡
充
に

も
た
い
へ
ん
役
立
ち
ま
す
。
ぜ
ひ
み
な
さ
ん
に
も

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
学
習
で
す
。

■
﹁
ウ
ソ
日
記
﹂

　

新
出
漢
字
を
使
っ
て
日
記
を
書
く
と
い
う
活
動

で
、
内
容
は
﹃
は
れ
と
き
ど
き
ぶ
た
﹄
︵
矢や

玉だ
ま

四し

郎ろ
う

／
岩
崎
書
店
︶
の
よ
う
に
、
ウ
ソ
で
よ
い
の
で

す
。
と
に
か
く
、
時
間
内
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
新

出
漢
字
を
使
え
た
か
が
鍵
。
多
少
は
無
理
の
あ
る

話
の
展
開
も
O
K
で
す
。

　

「
ウ
ソ
を
書
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
最
初

は
驚
い
て
い
た
子
ど
も
た
ち
も
、
今
で
は
、
は
り

き
っ
て
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
書
き
終
わ
っ

た
後
に
作
品
を
読
ん
で
発
表
す
る
と
、
聞
き
手
は

新
出
漢
字
を
頭
に
浮
か
べ
な
が
ら
聞
く
よ
う
で
す
。

「
ウ
ソ
日
記
」
を
始
め
て
か
ら
、
漢
字
力
も
つ
い

た
よ
う
で
、
ま
さ
に
一
石
二
鳥
の
学
習
で
す
。　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

書
く
こ
と

使った新出漢字をこの
欄に改めて書き出す。

使った新出漢字に傍線をつける。

新出漢字を何個使
えたか，個数を書く。
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「
読
む
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
や
は
り

子
ど
も
た
ち
に
は
多
く
の
本
と
出
会
わ
せ
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
私
が
、
日
頃
ど
の
よ
う
な
工
夫

を
し
て
子
ど
も
た
ち
と
本
と
を
出
会
わ
せ
て
い
る

か
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

■
本
の
紹
介
を
す
る

　

私
は
、
月
に
二
回
ほ
ど
、
「
国
語
教
室
通
信
」

と
い
う
プ
リ
ン
ト
を
子
ど
も
た
ち
に
配
布
し
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
必
ず
「
今
週
の
本
棚
」

と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
（
左
参
照
）。

　

本
は
子
ど
も
た
ち
と
の
対
話
を
生
み
出
し
て
く

れ
ま
す
。
定
期
的
に
子
ど
も
た
ち
へ
本
を
紹
介
し

た
い
と
決
意
し
て
作
っ
た
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
こ
の

コ
ー
ナ
ー
の
お
か
げ
で
、
私
は
書
店
へ
行
く
の
が

習
慣
に
な
り
ま
し
た
。
教
師
が
常
に
ア
ン
テ
ナ
を

張
り
、
本
に
関
す
る
情
報
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
は

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

本
の
紹
介
と
い
っ
て
も
、
毎
回
同
じ
パ
タ
ー
ン

で
は
印
象
に
残
り
に
く
い
の
で
、
あ
る
と
き
は
あ

ら
す
じ
を
、
あ
る
と
き
は
作
者
を
、
あ
る
と
き
は

主
人
公
を
⋮
⋮
と
ア
プ
ロ
ー
チ
の
し
か
た
を
変
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
作
品
に
合
っ
た
紹

介
の
し
か
た
を
考
え
る
こ
と
で
、
教
師
自
身
の
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
力
も
つ
く
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

　

本
の
紹
介
を
す
る
と
、
必
ず
子
ど
も
た
ち
は
反

応
し
ま
す
の
で
、
で
き
れ
ば
す
ぐ
に
手
に
取
っ
て

読
め
る
よ
う
、
実
物
を
用
意
し
て
お
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

■
﹁
朗
読
劇
場
﹂

　

こ
の
取
り
組
み
は
、
私
の
所
属
す
る
勉
強
会
の

メ
ン
バ
ー
が
考
え
た
も
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
読

み
聞
か
せ
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
「
読
み
聞

か
せ
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
幼
い
感
じ
が
し
ま

す
の
で
、
「
朗
読
劇
場
」
と
い
う
中
学
生
に
ふ
さ

わ
し
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
「
劇
場
」
な
の
で
、
読
ん
で

い
る
間
に
注
意
さ
れ
た
り
、
後
で
感
想
を
聞
か
れ

た
り
し
な
い
の
が
人
気
の
よ
う
で
す
。
た
だ
聞
い

て
い
る
だ
け
。
そ
う
い
う
時
間
が
あ
っ
て
も
い
い

で
す
よ
ね
。
私
は
「
朗
読
劇
場
」
の
名
に
ふ
さ
わ

し
い
よ
う
に
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
、
電
気
も
黒
板

の
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
け
て
、
朗
読
し
ま
す
。

　

本
を
全
部
読
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
続
き
は
自
分
で
読
ん
で
く
だ
さ
い
と
言
う

と
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
本
を
借
り
に
き

ま
す
。
ほ
ん
の
少
し
の
時
間
で
実
現
で
き
る
「
読

書
」
の
時
間
で
す
。

読
む
こ
と

連
載
を
終
え
て

か
い
・
り
え
こ

福
岡
県
生
ま
れ
。
東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
主
任
教
諭
。
光
村
図
書
中
学
校
﹁
国

語
﹂
編
集
委
員
。
専
門
は
国
語
科
単
元
学
習
。
著
書
に
、﹃
子
ど
も
の
情
景
﹄（
共
著・

光
村
教
育
図
書
）、﹃
聞
き
手
話
し
手
を
育
て
る
﹄（
共
著
・
東
洋
館
出
版
社
）
な
ど
。

　

私
が
大お
お

村む
ら

は
ま
（
※
）
と
い
う
人
物
に
出
会
っ

た
の
は
二
十
歳
の
と
き
で
し
た
。
﹃
教
え
る
と
い

う
こ
と
﹄
と
い
う
本
で
す
。
そ
の
と
き
の
衝
撃
は
、

今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
以
来
、
現
場
の

教
師
に
な
っ
て
も
大
村
は
ま
の
著
書
を
読
み
あ
さ

り
、
講
演
が
あ
る
と
い
っ
て
は
出
か
け
、
全
集
を

何
度
も
読
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
も
大
村

は
ま
の
背
中
を
追
い
か
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
、
実
践
を
重
ね
、
年
齢
を
重
ね
て
も
、

大
村
は
ま
は
遠
く
な
る
ば
か
り
。
と
て
も
追
い
つ

き
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
年
齢
に
な
っ
て
も
ま
だ
ま
だ

な
ん
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
た
と
き
に
、
「
教
師
力

講
座
」
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
自
分
に

で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

当
時
、
﹃
国
語
教
育
相
談
室
﹄
を
担
当
し
て
い

た
広
報
部
の
K
さ
ん
は
、
私
の
教
室
で
起
こ
る
さ

ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
本
当
に
お
も
し
ろ
そ
う
に
聞

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
？  

そ
れ
で
？ 

っ
て
。
そ
し
て
、
話
が
一
段
落
す
る
と
、
「
そ
れ
、

書
い
て
く
だ
さ
い
。
と
っ
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す

よ
」
「
失
敗
を
お
も
し
ろ
く
語
れ
る
っ
て
い
い
で

す
ね
」
と
妙
な
励
ま
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

し
た
。

　

K
さ
ん
に
背
中
を
押
し
て
も
ら
っ
た
私
は
、

数
々
の
失
敗
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
と
、
大
村
は
ま

の
言
葉
を
重
ね
て
語
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
七
年
。
多
く
の
方
々
に
た
く
さ
ん
の
励

ま
し
を
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
続
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
K
さ

ん
を
は
じ
め
広
報
部
の
皆
様
、
い
つ
も
熱
心
に
話

を
聞
い
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

連
載
第
一
回
の
文
章
を
読
み
直
し
て
、
こ
の
と

き
書
い
た
、
次
の
言
葉
が
私
の
教
室
を
貫
く
基
本

的
な
考
え
方
だ
っ
た
と
再
認
識
し
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
は
「
自
分
を
伸
ば
し
て
く
れ
る

教
師
」
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
生
徒
自
ら

が
「
○
○
し
た
い
」
と
思
う
よ
う
に
、
ま
ず

は
教
師
自
身
が
楽
し
ん
で
や
り
ま
し
ょ
う
よ
。

　　

私
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
楽
し
く
な
る
こ
と
を

大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ

り
、
子
ど
も
た
ち
が
「
読
み
た
い
」
「
書
き
た

い
」
「
話
し
た
い
」
「
聞
き
た
い
」
「
考
え
た

い
」
と
思
え
る
魅
力
的
な
教
室
を
、
実
現
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
連
載
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、

再
度
、
こ
の
言
葉
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
し
て
終

わ
り
ま
す
。

※
大
村
は
ま
（
一
九
〇
六
│
二
〇
〇
五
年
）

国
語
教
育
研
究
家
。
東
京
女
子
大
学
卒
業
。
実
践
の
中
か
ら
﹁
大
村
単

元
学
習
﹂
を
生
み
だ
し
た
。
著
書
に
﹃
大
村
は
ま
国
語
教
室
﹄﹃
教
え

る
と
い
う
こ
と
﹄
な
ど
。
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│
│
そ
れ
は
意
外
で
す
ね
。
な
ぜ
液
体
墨
は
生

ま
れ
た
の
で
す
か
。

　

や
は
り
、
も
っ
と
手
軽
に
墨
を
使
い
た
い

と
い
う
声
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
昭
和

二
十
五
年
に
水
で
溶
か
し
て
使
う
ペ
ー
ス
ト
状

の
「
練ね
り

墨ず
み

」
が
で
き
、
そ
の
後
に
液
体
墨
が
開

発
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
固
形
墨
の
代
用
品

と
い
う
位
置
づ
け
で
し
た
が
、
今
で
は
固
形
墨

よ
り
も
使
う
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

│
│
固
形
墨
と
液
体
墨
で
は
、
書
き
味
に
ど
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
す
か
。

　

固
形
墨
は
自
分
で
磨
る
た
め
、
濃
淡
を
つ
け

た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
表
情
を
出
し
た
り
す
る
こ

2

︵
紀
元
前
二
〇
六
～
二
二
〇
年
︶
に
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
。
日
本
で
は
、﹃
日
本
書
紀
﹄
に
「
推

古
天
皇
十
八
年
三
月
、
高
麗
王
、
僧
曇ど
ん

徴ち
ょ
う

を

貢
上
す
。
曇
徴
よ
く
紙
墨
を
つ
く
る
」
と
あ
り
、

実
際
は
推
古
天
皇
の
時
代
よ
り
少
し
前
に
、
墨

が
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
と
き
に
都
が
あ
っ
た
奈
良
を
中
心
に
、
墨

は
徐
々
に
全
国
へ
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
現
在
で
も
墨
作
り
を
し
て
い
る
メ
ー

カ
ー
は
、
奈
良
に
多
い
ん
で
す
よ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
固
形
墨
に
は
二
千
年
以
上
の

長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
液
体
墨
が

で
き
た
の
は
、
昭
和
三
十
六
年
。
ご
く
最
近
な

ん
で
す
。

│
│
そ
も
そ
も
墨
は
い
つ
頃
で
き
た
の
か
、
教

え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

中
学
生
の
み
な
さ
ん
が
「
墨
」
と
い
う
と
、

思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
液
体
の
墨
で
し
ょ
う
か
。

│
│
は
い
。
学
校
の
授
業
で
は
墨
液
を
使
う
こ

と
が
多
い
の
で
⋮
⋮
。

　

中
学
校
の
書
写
の
授
業
で
は
、
手
軽
に
使
え

る
「
液え
き

体た
い

墨ぼ
く

」︵
墨
液
︶
を
使
う
こ
と
が
多
い

で
す
ね
。
墨
に
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
、
硯す
ず
り

で

磨す

っ
て
使
う
「
固こ

形け
い

墨ぼ
く

」
も
あ
り
ま
す
。

　

墨
は
、
固
形
墨
か
ら
始
ま
り
、
中
国
か
ら
伝

わ
り
ま
し
た
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
漢
の
時
代

固
形
墨
と

液
体
墨
の
違
い

墨
の
歴
史

今
回
は
、
墨
の
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
墨ぼ

く

運う
ん

堂ど
う

・
東
京
店

（
千
葉
県
松
戸
市
）
に
伺
い
ま
し
た
。
墨
運
堂
の
本

社
は
奈
良
県
に
あ
り
、
文
化
二
年
に
創
業
、
そ
の
歴

史
は
な
ん
と
二
百
年
以
上
で
す
。
東
京
店
店
長
の
松

井
昭あ

き

光み
つ

さ
ん
に
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

教
え
て
！ 

墨
の
こ
と

連    
載

　
用
具
研
究

書
写
の
　

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
粒
子
が
細
か
い
た
め
、

見
た
目
は
艶
っ
ぽ
く
優
雅
に
な
る
こ
と
が
多
い

で
す
ね
。

　

い
っ
ぽ
う
液
体
墨
は
、
一
定
の
濃
度
で
製
造

さ
れ
て
い
る
の
で
、
見
た
目
が
や
や
平
板
に
な

り
ま
す
が
、
粒
子
が
粗
い
た
め
、
墨
を
黒
く
、

力
強
く
見
せ
た
い
と
き
に
い
い
。
豪
快
さ
を
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
品
に
よ
っ
て
固
形
墨
と
液
体
墨
を
使
い
分

け
る
書
家
の
先
生
も
い
ま
す
。
ま
た
、
大
き
な

作
品
を
書
く
と
き
は
、
大
量
に
墨
を
磨
る
の
が

大
変
な
の
で
、
液
体
墨
を
使
う
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
固
形
墨
を
使
っ
て
大
き
な

作
品
を
書
き
た
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
の
で
、

自
動
で
墨
を
磨
る
機
械
が
あ
る
ん
で
す
よ
︵
右

写
真
︶。
高
校
の
書
道
部
な
ど
で
も
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。

│
│
固
形
墨
と
液
体
墨
で
、
扱
い
方
に
違
い
は

あ
り
ま
す
か
。

　

固
形
墨
に
は
、「
墨
は
成
長
す
る
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
、
年
数
を
経
る
こ
と
で
、
書
き
味

が
よ
く
な
っ
て
い
く
の
が
特
徴
で
す
。
二
十
～

五
十
年
経
っ
た
固
形
墨
を
「
古こ

墨ぼ
く

」
と
呼
び
、

も
の
に
よ
っ
て
は
、
た
い
へ
ん
価
値
が
あ
り
ま

す
。

　

固
形
墨
を
硯
で
磨
る
と
き
は
、
左
図
の
よ
う

に
垂
直
に
せ
ず
少
し
斜
め
に
し
、
時
々
、
裏
返

し
て
磨
り
口
が
Ｖ
字
の
形
に
な
る
よ
う
に
す
る

と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
力
を
入
れ
す
ぎ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
使
い
終
わ
っ
た

ら
、
反ほ

故ご

紙
な
ど
で
き
れ
い
に
拭
き
取
り
、
桐

箱
に
入
れ
、
直
射
日
光
が
当
た
ら
な
い
涼
し
い

場
所
で
保
管
し
ま
し
ょ
う
。
よ
い
条
件
で
保
管

す
れ
ば
、
何
十
年
と
使
い
続
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
丁
寧
に
扱
い
た
い
も
の
で
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
液
体
墨
は
製
造
さ
れ
て
か
ら
、

ゆ
っ
く
り
と
腐
敗
が
始
ま
り
ま
す
。な
ぜ
か「
墨

2021

▲固形墨

▲墨
すみ

磨
すり

機
き

機械に固形墨をはさみ，水を入れて電源
を入れると，自動的に墨を磨ってくれる。

▲墨の磨り方

固形墨は桐箱に入れて売られていることが多い。

▲液体墨

▲固形墨と液体墨の違いについて説明す
る松井さん。

イ
ラ
ス
ト
：
北
村
ケ
ン
ジ

墨のことって，
意外と何も知ら
ないなあ。

どんなお話が聞けるの
か，楽しみだね。
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液
は
腐
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
る
の

で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︵
笑
︶。

も
の
に
も
よ
り
ま
す
が
、
大
体
五
年
以
内
に
使

い
切
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

液
体
墨
は
、
原
料
の
煤す
す

が
沈
殿
し
や
す
い
の
で
、

軽
く
振
っ
て
か
ら
使
う
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
硯
に
余
っ
た
液
体
墨
を
、
元
の

容
器
に
戻
す
人
が
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
絶
対
に

や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
。
硯
に
入
れ
た
時
点
で
、

ほ
こ
り
や
雑
菌
が
入
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
戻

す
と
容
器
に
入
っ
て
い
る
墨
ま
で
ダ
メ
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

│
│
固
形
墨
と
液
体
墨
の
原
料
は
同
じ
な
の
で

す
か
。

　

基
本
的
に
は
同
じ
で
、
原
料
は
、
煤
・
膠に
か
わ

・

香
料
で
す
。
液
体
墨
の
場
合
、
そ
れ
に
水
が
加

わ
り
、
防
腐
剤
が
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
膠

で
な
く
合
成
樹
脂
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

煤
に
は
、
油ゆ

煙え
ん
・
松し
ょ
う

煙え
ん

・
工
業
煙
の
三
種
類

が
あ
り
、
油
煙
は
、
菜
種
油
な
ど
植
物
性
の
油

を
燃
や
し
て
採
取
し
ま
す
。
松
煙
は
、
松
の
木

を
燃
や
し
て
採
取
す
る
の
で
す
が
、
今
で
は
自

然
保
護
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
工

業
煙
は
、
軽
油
な
ど
を
燃
や
し
て
採
取
し
ま
す
。

│
│
膠
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す

か
。

　

動
物
の
骨
や
皮
な
ど
を
、
水
を
加
え
て
煮
沸

し
て
つ
く
る
、
コ
ラ
ー
ゲ
ン
を
含
む
ゼ
ラ
チ
ン

を
主
成
分
と
し
た
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
の
一
種

で
す
。
膠
は
、
墨
作
り
に
欠
か
せ
な
い
原
料
で

す
が
、
非
常
に
強
い
臭
気
が
す
る
の
で
、
墨
を

作
る
と
き
は
、
必
ず
香
料
を
加
え
ま
す
。
私
た

ち
は
龍り
ゅ
う

脳の
う

と
い
う
天
然
香
料
や
人
口
香
料
を

使
う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
固
形
墨
を
磨
っ
た

と
き
に
感
じ
る
い
い
香
り
は
、
香
料
に
よ
る
も

の
で
す
。

│
│
墨
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
る
の
で

す
か
。

　

煤
を
採
取
す
る
「
採
煙
」
に
始
ま
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
工
程
を
経
て
作
ら
れ
ま
す
（
Ｐ
23
参
照
）。

特
に
、
墨
を
練
っ
た
り
、
型
に
入
れ
た
り
す
る

の
は
、
経
験
を
積
ん
だ
職
人
に
し
か
で
き
な
い
、

緻
密
な
作
業
で
す
。

　

ま
た
、
膠
が
動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
で
腐
敗
し

や
す
い
た
め
、
墨
は
暑
い
時
期
に
作
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
毎
年
十
月
か
ら
翌

年
の
四
月
に
製
造
し
て
い
ま
す
。

　

墨
運
堂
本
社
に
は
「
墨
の
資
料
館
」
が
あ
り
、

墨
の
製
造
期
間
中
は
墨
づ
く
り
の
工
程
の
展
示

を
見
た
り
、
墨
の
型
入
れ
を
見
学
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
予
約
し
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

│
│
ぜ
ひ
見
学
に
伺
い
た
い
で
す
。
今
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

墨
ぼく

運
うん

堂
どう

本社　　奈良県奈良市六条 1 - 5 - 35
　　　　TEL：0742- 52- 0310 
東京店　松戸市小金きよしケ丘4- 10- 2
　　　　TEL：047- 347- 5100 
ＵＲＬ：www.boku-undo.co.jp

墨
が
で
き
る
ま
で
　

今
回
は
固
形
墨
が
で
き
る
ま
で
の
主
な
工
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

墨
運
堂
で
は
、
墨
の
製
造
期
間
中
に
工
場
見
学
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
（
要
予
約
）。

実
際
に
墨
づ
く
り
の
現
場
を
見
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
墨
へ
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

煤を採取する
（採煙）

素焼きの器に植物性油を入れ，灯芯を燃
やし，蓋に付いた煤を採取する。

1

煤と膠を
混ぜて練る

膠を長時間煮て液体にし，液状になった
膠と煤を「混和機」という機械にかけて
練り合わせる。その後，混和機から取り
出し，さらに職人が手で練って，香料を
加える。

2

型に入れる

墨を入れる木型は四つほどのパーツに分
かれている。そのパーツを組んで，練っ
た墨を型に入れる。繊細で緻密な作業の
ため，職人の腕が試される。その後，プ
レスし，墨の形にする。

3

乾燥させる　
木型から取り出した墨は，1 日目は水分
の多い木灰に埋め，2 日目以降は少しず
つ水分の少ない木灰に埋めてゆっくりと
乾燥させる。灰の乾燥が終わったら，無
風の室内で１～２か月乾燥させる。

4

彩色・包装

乾燥したら水洗いし，墨の表面を磨く。
再び乾燥させ，その後，金粉・銀粉など
で一つずつ彩色していく。紙で包み箱に
入れて完成。小さな墨でも型入れから包
装まで最低３か月はかかる。

5

墨
の
原
料
と
作
り
方

～
固
形
墨
編
～

◀煤

▲香料

▲膠
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平成27年度用教科書　訂正のお知らせ
平成27年度用教科書では，平成26年度用教科書から以下の箇所を訂正しております。
校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には，十分ご留意くださいますよう，お願いいた
します。

■国語

学年 ページ 行 26年度 27年度

3 93  下2 りゅうず（「扇面流図屏風」のルビ） ながしず（「扇面流図屏風」のルビ）

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。

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

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）

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


