
3031

　
せ
ん
せ
い
に
　
よ
ん
で
　
も
ら
っ
て
、

む
か
し
ば
な
し
を
　
た
の
し
み
ま
し
ょ
う
。

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

と
も
だ
ち
と
　
は
な
し
ま
し
ょ
う
。

126
ペ
ー
ジ
を
　
見
ま
し
ょ
う
。

い
な
だ 

か
ず
こ
・
つ
つ
い 

え
つ
こ 

ぶ
ん

な
が
の 

ひ
で
こ 

え

き
い
て
　
た
の
し
も
う

ま
の
　
い
い
　
り
ょ
う
し

6061

▼ 

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

だ
れ
が
、
何
を
し
た
と
こ
ろ
で
す
か
。

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

松ま
つ

谷た
に 

み
よ
子こ 

文
　
蓬よ

も
ぎ

田だ 

や
す
ひ
ろ 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

ば
け
く
ら
べ

130
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

9091

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

▼ 

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

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

　
こ
の
話
は
、
落
語
と
し
て
も

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。126

ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

額ひ
た
い

に
柿か

き

の
木

瀬せ

川が
わ 

拓た
く

男お 

文
　
飯い

い

野の 

和か
ず

好よ
し 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

7475

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

聞
い
て
た
の
し
も
う

三
ま
い
の
お
ふ
だ
せ
た 

て
い
じ
　
文

さ
い
と
う 

た
か
お
　
絵

▼ 

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

友
だ
ち
と
話
し
ま
し
ょ
う
。

「
︱
︱
が
、
︱
︱
す
る
と
こ
ろ
で
す
。」

134
ペ
ー
ジ
を
見
ま
し
ょ
う
。

7475

▼ 

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

感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
話
そ
う
。

聞
い
て
楽
し
も
う

249
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

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

河か

鹿じ
か

の
屛び

ょ
う

風ぶ

岸き
し 

な
み 

文
　
　
村む
ら

田た 

善よ
し

子こ 

絵

162163

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

▼ 

ど
ん
な
様
子
を
思
い
う
か
べ
ま
し
た
か
。
ど
ん
な

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

し
ま
し
ょ
う
。

松ま
つ

谷た
に 

み
よ
子こ 

文

朝あ
さ

倉く
ら 
摂せ
つ 

絵

聞
い
て
楽
し
も
う

252
ペ
ー
ジ
を
見
よ
う

雪
女

新版教科書クローズアップ！新版教科書クローズアップ！　　　　

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
低
学
年
の
指
導

内
容
と
し
て
、
民
話
・
昔
話
の
読
み
聞
か
せ
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
新
版
教
科
書
で
は
、
民
話
や
昔

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

を
六
年
生
ま
で
系
列
化
し
て
位
置
づ
け
ま
し
た
。

　

滑
稽
な
話
、
ス
リ
ル
満
点
な
話
、
落
語
、
怪
談
、

し
み
じ
み
と
し
た
民
話
─
─
子
ど
も
た
ち
が
思

わ
ず
聞
き
入
っ
て
し
ま
う
さ
ま
ざ
ま
な
お
話
を
、

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

　

ま
ず
子
ど
も
た
ち
が
、
絵
を
見
て
想
像
を
ふ
く

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

文
章
に
つ
い
て
は
巻
末
に
配
し
ま
し
た
。
最
初
は

子
ど
も
た
ち
に
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
、
先
生
が
文

章
を
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
子
ど

も
た
ち
が
自
分
で
文
章
を
読
ん
だ
り
、
誰
か
に
読

み
聞
か
せ
た
り
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。　

　

六
年
間
を
通
し
て
、
豊
か
な
語
り
文
化
に
ふ
れ

る
こ
と
で
、
言
葉
の
力
を
育
む
素
地
を
築
い
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

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

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

「まのいいりょうし」（一年下）

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

「三まいのおふだ」
（二年下）

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

「ばけくらべ」
（三年上）

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

「額に柿の木」
（四年下）

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

「河鹿の屏風」
（六年）

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

「雪女」
（五年）

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

1819



3637

▼ 

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

し
ま
し
た
か
。
み
ん
な
で
　
は
な
し
ま
し
ょ
う
。

い
な
ば
の
　
白
う
さ
ぎ

き
い
て
　
た
の
し
も
う

　
先
生
に
　
読
ん
で
　
も
ら
っ
て
、

お
は
な
し
を
　
た
の
し
み
ま
し
ょ
う
。

119
ペ
ー
ジ
を
　
見
ま
し
ょ
う
。

な
か
が
わ 

り
え
こ
　
文

い
と
う 

ひ
で
お
　
え

38

　
日
本
じ
ゅ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
　

お
は
な
し
が
　
つ
た
わ
っ
て
　
い
ま
す
。

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

お
は
な
し
が
　
つ
た
わ
っ
て
　
い
ま
す
か
。

本
は
　
と
も
だ
ち

新版教科書クローズアップ！　　　　

　

短
時
間
の
学
習
で
は
あ
る
が
、
自
分
一
人
で
は

な
か
な
か
手
に
し
な
い
よ
う
な
神
話
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
読
書
を
、「
読
み
聞
か
せ
」
に
よ
っ
て
広

げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

教
師
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
を
主
た
る
活
動
と
し
、

「
だ
れ
が
、
何
を
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
話

し
合
い
活
動
へ
と
つ
な
ぐ
。
さ
ら
に
、「
本
は
と

も
だ
ち
」
で
は
、
地
方
の
昔
話
や
民
話
の
絵
本
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
読
書
活
動
へ
発
展
さ
せ
て
い

る
。指

導
の
実
際

　

こ
の
教
材
で
は
次
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
授
業

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設

さ
れ
、
小
学
校
で
は
平
成
二
十
三
年
か
ら
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
低
学
年
で
は
、「
昔
話
や
神
話
・
伝
承

な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、

発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
い
う
指
導
事
項

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

実
際
の
授
業
を
考
え
て
み
た
い
。

教
材
に
つ
い
て

　

古
事
記
を
原
典
と
す
る
こ
の
神
話
は
、
心
優
し

い
大お

お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
の
成
長
物
語
と
し
て
昔
か
ら
親
し
ま

れ
て
き
た
。
家
庭
や
幼
稚
園
な
ど
で
読
み
聞
か
せ

を
聞
い
て
い
る
子
ど
も
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

見
開
き
二
ペ
ー
ジ
の
挿
絵
は
、
子
ど
も
た
ち
の

興
味
を
引
き
つ
け
、
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
は
、
昔
話

の
語
り
口
を
取
り
入
れ
、
子
ど
も
自
身
が
楽
し
く

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

い
な
ば
の  

白
う
さ
ぎ
（
二
年
上
）　

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

挿
絵
か
ら
ど
ん
な
話
で
あ
る
か
を
考
え
る
。

　

挿
絵
の
み
が
見
開
き
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と

い
う
教
材
の
特
性
を
生
か
し
、
挿
絵
か
ら
予
想

さ
れ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
。

読
み
聞
か
せ
を
す
る
。

　

子
ど
も
た
ち
を
教
師
の
周
り
に
座
ら
せ
、
話
を

聞
く
姿
勢
を
待
っ
て
読
み
始
め
る
。
大
げ
さ
な
声

色
は
必
要
な
く
、
子
ど
も
が
ゆ
っ
た
り
と
聞
け
る

よ
う
に
す
る
。
絵
本
で
は
な
い
の
で
、
挿
絵
を
拡

大
し
て
黒
板
に
貼
っ
た
り
、「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教

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

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

　

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
一
人
で

は
確
か
め
に
く
い
子
ど
も
が
内
容
を
つ
か
む
こ

と
が
で
き
る
。
資
料
１
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

を
準
備
し
て
も
よ
い
。

谷
真
介
作
の
『
い
な
ば
の
白
ウ
サ
ギ
』（
佼
成
出

版
社
）
の
読
み
聞
か
せ
を
行
う
。

　

口
承
文
芸
の
昔
話
、
神
話
・
伝
承
が
、
い
ろ
い

ろ
な
人
の
手
に
よ
っ
て
物
語
と
な
る
こ
と
や
、
そ

の
違
い
に
気
づ
く
こ
と
で
、
現
在
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
心
に
ふ
れ
さ
せ
た
い
。

　

絵
本
を
見
せ
な
が
ら
読
み
聞
か
せ
を
す
る
と

き
は
、
子
ど
も
た
ち
を
前
に
集
め
、
楽
な
姿
勢
で

絵
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。
子
ど
も
た

ち
が
教
師
と
の
一
体
感
を
感
じ
て
く
れ
る
。

朝
読
書
の
時
間
に
読
書
活
動
を
広
げ
る
。

　
「
本
は
と
も
だ
ち
」
や
教
師
作
成
の
ブ
ッ
ク

リ
ス
ト
（
資
料
２
）
を
参
考
に
す
る
。
神
話
は

一
人
で
読
む
に
は
難
し
い
表
現
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、「
読
み
あ
い
」（
※
２
）
活
動
を
取

り
入
れ
る
と
よ
い
。

友
達
に
読
み
聞
か
せ
た
い
本
を
選
び
、
読
み
聞

か
せ
を
行
う
。

　

一
時
間
を
前
後
半
に
分
け
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
形
式
で
行
う
方
法
も
あ
る
。
そ
の
本
を
選
ん

だ
理
由
も
明
ら
か
に
し
、
聞
き
手
か
ら
感
想
を

も
ら
う
よ
う
に
す
る
。

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

「いなばの白うさぎ」の後に掲載
される「本はともだち」のページ。

資
料
１
〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
例
〉

資
料
２
〈
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
例
〉

123

412

※
１　

国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

　

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

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

※
２　

読
み
あ
い

　

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

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

提
唱
し
て
い
る
。

第
一
時

第
二
時

2021



新版教科書クローズアップ！　　　　

─
今
回
の
改
訂
で
、
二
年
上
巻
に
「
い
な
ば
の
白

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

以
前
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
お
話
だ
と
う
か
が
い
ま

し
た
。

　

こ
の
神
話
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
知
っ
て
い
ま
す

し
、
昔
は
『
大
黒
様
』
と
い
う
こ
の
話
を
題
材
と

し
た
歌
も
よ
く
歌
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
親
し
み

の
あ
る
話
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
の
あ
わ
た
だ
し

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

昔
話
は
、
人
々
が
素
朴
に
幸
せ
に
人
間
ら
し
く
生

き
る
根
っ
こ
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
教
科
書
に
載
せ
た
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
い
ざ
、
現
代
の
小
学
二
年
生
に
向
け

て
書
く
と
な
る
と
大
変
で
し
た
ね
。

─
ど
ん
な
ご
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
か
。

　

ま
ず
、
原
典
の
『
古
事
記
』
を
そ
の
ま
ま
訳
し

た
の
で
は
、
人
名
や
話
の
背
景
な
ど
複
雑
で
難
し

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
を
わ
か
り
よ
く
表

─
「
読
み
聞
か
せ
」
が
教
科
書
に
位
置
づ
く
こ
と

で
、
ど
ん
な
効
果
が
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

読
み
聞
か
せ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
「
耳
か

ら
の
読
書
」
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
経

験
を
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
積
み
重
ね
る
こ
と
は
、
ま

ず
、
読
書
に
対
す
る
肯
定
的
で
能
動
的
な
態
度
を

養
う
の
に
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
普
通
の

会
話
の
よ
う
な
「
話
し
言
葉
」
で
は
な
く
、「
書

き
言
葉
」
の
文
体
へ
の
な
じ
み
を
深
め
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
将
来
の
自
律
的
な

読
書
習
慣
へ
の
大
事
な
資
本
蓄
積
に
な
る
と
い
っ

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
大
人
に
な
っ
て

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

る
よ
う
に
、
読
書
へ
の
入
門
で
あ
る
と
同
時
に
生

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

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
教
科
書
教
材
と
し
て
全
学

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

　

今
回
の
教
科
書
改
訂
で
は
、
各
学
年
の
「
読
書

案
内
」
も
充
実
さ
せ
ま
し
た
。「
読
ん
で
も
ら
っ

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

─
授
業
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
読
み
聞
か
せ
を

し
て
も
ら
い
た
い
で
す
か
。

　

大
げ
さ
な
演
劇
調
に
す
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な

解
釈
を
入
れ
る
と
か
せ
ず
に
、
こ
の
ま
ま
の
文
章

を
、
先
生
の
い
つ
も
の
声
、
い
つ
も
の
調
子
で
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

わ
た
し
が
小
学
校
の
こ
ろ
、
体
育
が
雨
で
中
止

に
な
る
と
必
ず
先
生
に
本
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ど
ん
な
本
だ
っ
た
か
は
ほ
と
ん
ど
記
憶
に

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
と
き
の
う
れ
し
さ
は
今
で

も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

今
の
子
ど
も
だ
っ
て
、
本
を
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
や
先
生
と
の
交
流
が
嫌
い
な
は
ず
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
時
間
を
作
っ
て
子
ど
も
た

ち
に
本
を
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

ん
で
あ
げ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
教
材
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
昔
話
や
民
話
の
お
お
ら
か
で

楽
し
い
世
界
は
入
門
と
し
て
最
適
で
す
。
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
に
よ
っ
て
好
き
な
ジ
ャ
ン
ル
は

違
い
ま
す
か
ら
、
物
語
に
限
ら
ず
、
科
学
的
な
読

み
物
で
も
い
い
で
す
し
、
学
年
に
よ
っ
て
は
新
聞

記
事
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
朝
の
会
、
昼
休
み
、
放
課
後
な
ど
、
機

会
も
で
き
る
だ
け
多
く
設
け
て
や
る
こ
と
が
大
事

で
す
。
そ
の
中
で
、「
先
生
、
こ
れ
読
ん
で
」
と

い
う
要
求
が
出
て
き
た
ら
、
不
公
平
に
な
ら
な
い

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

　
「
読
み
聞
か
せ
」
の
場
は
、
声
と
耳
を
通
し
て

読
書
を
共
有
し
た
り
、
交
流
し
た
り
し
て
楽
し
む

場
で
す
。
先
生
が
「
読
み
聞
か
せ
」
を
す
る
だ
け

で
な
く
、
子
ど
も
が
「
読
み
聞
か
せ
」
を
す
る
場

を
工
夫
し
て
も
よ
い
で
す
ね
。

現
す
る
た
め
に
、
書
き
だ
し
と
結
び

に
い
ち
ば
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
書
き

だ
し
で
は
、「
む
か
し
、
む
か
し
、
大

む
か
し
」「
八
十
人
も
の
か
み
さ
ま
の
兄
弟
」
な

ど
と
表
現
す
る
こ
と
で
昔
話
と
は
違
っ
た
も
っ
と

も
っ
と
昔
の
こ
と
、
神
話
な
ら
で
は
の
感
じ
を
出

し
た
つ
も
り
で
す
。
結
び
も
、
原
典
に
そ
っ
て
、

こ
こ
ま
で
で
ひ
と
ま
ず
完
結
し
た
話
に
な
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
生
の
朗
読
を
前
提
と
し
た
教
材
化
と

い
う
点
で
も
工
夫
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
自
身
も

経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
聞
き
手
の
子
ど
も
た
ち

が
、
次
に
何
が
起
き
る
の
か
わ
く
わ
く
し
な
が
ら

お
話
を
聞
く
様
子
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
子

ど
も
た
ち
を
し
っ
か
り
ひ
き
つ
け
る
よ
う
に
、
場

面
の
展
開
を
は
っ
き
り
と
表
し
、
情
景
が
子
ど
も

た
ち
の
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
簡
潔
な
表
現
を
心
が

け
、
一
文
を
あ
ま
り
長
く
せ
ず
テ
ン
ポ
よ
く
話
が

展
開
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

読
書
と
は
正
反
対
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
ま
す
が
、
子
ど
も
が
自
分
か
ら
頼

ん
で
読
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
場
合

に
は
、
き
わ
め
て
能
動
的
な
読
書
体
験
と
な
り
ま

す
。
読
み
聞
か
せ
教
材
を
入
り
口
と
し
て
、
さ
ら

に
先
に
広
が
る
豊
か
な
本
の
世
界
へ
の
道
筋
も
し

っ
か
り
と
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

─
読
み
聞
か
せ
を
す
る
う
え
で
、
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

最
初
は
教
師
の
側
か
ら
働
き
か
け
な
が
ら
の
読

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

こ
れ
読
ん
で
」
と
言
っ
て
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
を

作
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
聞
い
た
後
に
必
ず
感
想
を
求

め
た
り
、
話
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
す
る

こ
と
は
で
き
る
だ
け
し
な
い
。
聞
き
手
の
心
を
自

由
に
、
楽
に
し
て
作
品
の
世
界
に
没
頭
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。

　

そ
れ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
種
多
彩
な
本
を
読

神
話
は

   
人
間
ら
し
く
生
き
る
根
っ
こ

読
み
聞
か
せ
の
場
は
、

   

共
に
読
む
こ
と
を
楽
し
む
場
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