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か
が
で
し
ょ
う
。

甲
斐

言
語
活
動
例
の
イ
の
と
こ
ろ
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
対

応
に
な
っ
て
い
ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
を
挙

げ
る
と
、
中
学
一
年
生
の
書
く
こ
と
領
域
を
見
ま
す

と
、「
図
表
な
ど
を
用
い
た
説
明
や
記
録
の
文
章
を
書

く
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
の
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
の
結
果
を
受
け
て
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
ど

う
向
上
さ
せ
る
か
と
い
う
議
論
（
＊
２
）
が
あ
り
ま

し
た
。
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
で
は
、「
国
語
力
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
台
形
を
念
頭
に
置
い
て
横

に
ス
パ
ッ
と
切
っ
て
、
上
が
活
用
能
力
で
、
下
が
活

動
を
支
え
る
た
め
の
知
識
・
技
能
と
い
う
二
重
構
造

（
図
１
）
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
下
の
土
台
を
支
え
と
し

て
、
上
の
表
現
力
、
思
考
力
と
い
っ
た
も
の
を
一
人
ひ

と
り
が
主
体
的
に
高
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

森
山

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導

要
領
に
、「
自
分
」
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
か
ら
「
〜

し
合
う
」
と
い
う
表
現
が
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
話
し
合

い
」「
読
み
合
い
」「
助
言
し
合
い
」「
発
表
し
合
う
」

ま
た
「
自
分
の
考
え
を
出
す
」「
自
分
の
生
き
方
に

つ
い
て
考
え
る
」「
自
分
の
意
見
を
ま
と
め
る
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
司
会
や
提
案
を
す
る
」

な
ど
、「
学
び
合
い
」
の
中
で
「
自
分
」
の
考
え
を

出
し
て
い
く
、
と
い
う
学
習
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

甲
斐
「
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
か
ら
継
承
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
中
で
く
り
返
し

出
て
き
ま
す
。
台
形
の
上
下
に
あ
る
こ
の
二
つ
の
力

を
育
成
す
る
こ
と
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
結
果
か
ら
見
え
た

一
つ
の
課
題
で
あ
り
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
も

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昨
年
四
月
に
実
施
さ
れ
た
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査（
＊
３
）で
も
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力

を
か
な
り
意
識
し
た
問
題
が
出
さ
れ
ま
し
た
ね
。

阿
部

そ
う
で
す
ね
。
Ｂ
問
題
が
そ
れ
で
す
が
、

例
え
ば
、
二
人
の
感
想
文
を
読
ん
で
「
共
通
す
る
よ

い
書
き
方
」
を
問
う
問
題
や
、
ご
み
を
減
ら
す
た
め

に
「
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
よ

う
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
な
ど
は
、
そ
の
典

型
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
語
科
教
育
で
弱
か
っ
た

部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
評
価
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

森
山

秋
田
県
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
成
績
だ
っ
た

そ
う
で
す
が
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

阿
部

今
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
分

析
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
自
分
の
考
え
を
話
さ
せ
た
り
書
か

せ
た
り
す
る
授
業
、
話
し
合
い
や
意
見
交
換
を
さ
せ

る
授
業
が
よ
り
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
質
問
紙
調
査

の
結
果
を
見
て
も
間
違
い
な
い
よ
う
な
ん
で
す
。

ま
ず
は
「
間
違
っ
て
い
て
も
い
い
か
ら
自
分
の

考
え
を
書
い
て
ご
ら
ん
、
話
し
て
ご
ら
ん
。」
と

い
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
意
見
を
出
さ
せ
、
先
生
が
助

言
し
な
が
ら
話
し
合
い
の
中
で
高
め
て
い
く
、
と
い

う
授
業
展
開
を
し
て
い
る
先
生
方
・
学
校
が
、
秋
田

県
は
相
対
的
に
多
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
日
本
は
白
紙
回
答
が
多

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
で
、
秋
田
県
の
子
ど
も
た
ち
は
、
と
に
か
く
自
分

の
考
え
を
書
こ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
無
答
率
が
低

か
っ
た
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
と
も
か
か
わ
っ
て
、

と
て
も
お
も
し
ろ
い
結
果
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

森
山

な
る
ほ
ど
。
ま
さ
に
「
〜
し
合
う
こ
と
」

と
「
自
分
の
考
え
を
出
す
」
こ
と
を
大
切
に
す
る
実

国
語
力
が
す
べ
て
の
学
習
の
基
礎

甲
斐

新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
見
て
、
国
語
科

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
と
い

う
三
領
域
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
う
思
わ
れ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
は
大
き
く
変
わ
っ

て
い
ま
す
。

阿
部

総
則
の
中
に
「
言
語
に
関
す
る
能
力
」
が

位
置
づ
い
た
と
い
う
点
が
新
し
い
し
、
評
価
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
国
語
科
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ

以
外
の
教
科
で
も
「
言
語
」
と
い
う
観
点
を
重
視
す

る
こ
と
で
、
よ
り
質
の
高
い
指
導
が
可
能
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
国
語
科
の
中
で
も
、
こ
れ
ま
で

「
計
画
的
に
話
し
合
お
う
と
す
る
態
度
」
な
ど
と
書

か
れ
て
い
た
も
の
が
、「
計
画
的
に
話
し
合
う
能
力
」

と
い
う
よ
う
に
「
能
力
」
と
い
う
言
葉
が
前
面
に
出

て
き
た
の
も
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

森
山
「
国
語
力
」
が
す
べ
て
の
学
習
の
基
礎
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
意

義
は
大
き
い
で
す
ね
。新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、

そ
れ
が
具
体
的
な
形
で
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
表
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
と
こ
ろ
で
は
、
言
語

活
動
が
内
容
に
示
さ
れ
た
こ
と
と
、
伝
統
的
な
言
語

文
化
が
入
っ
た
こ
と
な
ど
も
注
目
さ
れ
ま
す
ね
。

甲
斐

今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
戦
後
初
め
て

教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
学
校
教

育
法
な
ど
の
教
育
関
連
法
が
改
正
さ
れ
た
後
の
最
初

の
学
習
指
導
要
領
な
ん
で
す
。
そ
の
学
校
教
育
法
の

第
二
十
一
条
五
項
に
も
、「
読
書
に
親
し
ま
せ
、
生

活
に
必
要
な
国
語
を
正
し
く
理
解
し
、
使
用
す
る
基

礎
的
な
能
力
を
養
う
こ
と
」
と
あ
り
、「
国
語
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
三
十
条

二
項
で
は
、「
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思

考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く

み
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
国
語
科
の
主
要
な
育

成
目
標
に
入
っ
て
い
た
も
の
が
、
学
校
教
育
全
体
で

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

学
校
教
育
の
枠
全
体
で
言
語
力
を
育
て
る
と
い

う
こ
と
は
、
社
会
に
出
た
と
き
に
社
会
人
と
し
て
の

言
語
力
が
定
着
す
る
よ
う
に
力
を
つ
け
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
役
立

つ
言
語
力
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
こ

と
は
、
国
語
科
で
育
て
る
力
の
位
置
づ
け
が
質
的
に

変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
理
解
と
し
て
、
押
さ
え
て

お
き
た
い
で
す
ね
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
影
響

森
山

今
回
の
改
訂
を
み
る
と
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ（
＊
１
）

の
影
響
が
強
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
い

学
校
教
育
全
体
で
言
語
力
を
育
て
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に

役
立
つ
言
語
力
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

│
│
甲
斐
睦
朗

図１

甲斐睦朗（かいむつろう）

1939年台湾生まれ。愛知教育大学教授、国

立国語研究所言語教育研究部長、日本語教

育センター長、独立行政法人国立国語研究

所長を経て、現在、京都橘大学文学部教授。

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課

程部会国語専門部会主査、文化審議会国語

分科会委員。著書に、『わかむらさき―源氏

物語の源流を求めて』（明治書院／1998年）、

『文学教材の読み方と実際』（明治図書／

1996年）など多数。
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質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
中
学

年
で
は
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
、
ま
た
故
事
成
語
や

慣
用
句
と
い
う
内
容
が
、、
高
学
年
で
は
古
典
と
い

う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
古
来
の
日
本
人
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
「
国
語
」
を
わ
れ
わ
れ
は
継
承
し
て
、
文

化
的
な
蓄
積
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

阿
部

こ
れ
自
体
は
、
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
子
ど
も
た
ち
が
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
、
お

も
し
ろ
い
と
思
え
る
よ
う
な
も
の
に
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
訓
詁
注
釈
型
の

古
典
を
小
学
校
に
お
ろ
し
て
も
だ
め
で
す
。
古
典
作

品
の
も
つ
豊
か
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
発
見
さ
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

森
山

今
、
古
典
を
実
践
し
て
い
る
全
国
の
学
校

で
は
、「
声
に
出
し
て
読
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

と
い
う
実
践
が
多
い
よ
う
で
す
ね
。
確
か
に
、
触
れ

る
と
い
う
意
味
で
は
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り

意
味
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
訓
詁
注
釈
は
必
要
な
い
に
し
て
も
、
ま
ず
は
こ

う
い
う
意
味
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
読
む

こ
と
も
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

阿
部

そ
う
で
す
ね
。
そ
ん
な
に
高
度
で
あ
る
必
要

は
な
い
で
す
が
、
音
読
を
し
な
が
ら
、
こ
こ
は
ち
ょ
っ

と
強
く
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
こ
こ
は
こ

う
区
切
る
ん
だ
と
か
を
考
え
さ
せ
て
い
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
古
典
の
お
も
し
ろ

さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
解
釈
を
し
な

が
ら
音
読
上
の
発
見
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
そ
の
逆
も

あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
授
業
構
築
が
必
要
で
す
ね
。

甲
斐
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
ど
の
よ
う
に
触

れ
さ
せ
る
と
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
。
音
読
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
、

し
か
し
訓
詁
注
釈
型
で
も
な
い
古
典
の
教
材
を
ど
う

構
築
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま

す
。
と
に
か
く
小
学
生
が
音
読
し
て
朗
読
し
て
暗
唱

し
て
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
人

間
性
や
人
格
を
支
え
る
要
素
の
一
つ
に
な
っ
て
く
れ

る
と
い
い
な
と
願
っ
て
い
ま
す
。

言
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る

甲
斐
「
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
２

の
（
１
）
ウ
（
イ
）
に
は
「
当
該
学
年
よ
り
後
の
学

年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
漢
字
及
び
そ
れ
以
外
の
漢
字

に
つ
い
て
は
、
振
り
仮
名
を
付
け
る
な
ど
、
児
童
の

学
習
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
交
ぜ
書
き
を
な
く

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
小
学
生
で

も
常
用
漢
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
新
聞
や
中

学
生
の
読
み
物
な
ど
に
臆
せ
ず
に
正
面
か
ら
向
か
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の

で
す
。

が
問
わ
れ
ま
す
。
言
語
活
動
例
が
具
体
的
に
な
っ
た

分
、
そ
の
活
動
の
中
で
ど
う
い
う
力
を
つ
け
る
の
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

阿
部

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
例
え
ば
、
グ

ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
れ
ば
い
い
ん
だ
と
思
っ
て
、

た
く
さ
ん
話
し
合
わ
せ
る
。
そ
こ
で
意
見
を
述
べ

合
っ
て
、「
い
っ
ぱ
い
話
し
合
え
た
ね
、
み
ん
な
で

意
見
を
述
べ
合
え
て
よ
か
っ
た
ね
。」
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
危
険
が
あ
る
。で
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

や
は
り
大
切
な
の
は
、
そ
の
活
動
で
ど
ん
な
力
を
つ

け
る
の
か
と
い
う
教
師
側
の
方
略
で
す
。
そ
れ
が
な

け
れ
ば
、
一
体
何
を
学
ん
だ
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い

う
授
業
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
身
に
つ
け
た
い
言
語

能
力
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
分
、
そ
れ
に
か
か
わ
る

教
科
内
容
の
具
体
化
、
体
系
化
、
系
統
化
と
い
う
こ

と
が
重
要
で
す
。

学
習
指
導
要
領
は
あ
く
ま
で
も
要
点
に
す
ぎ
ま
せ

ん
か
ら
、
国
語
教
育
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
全
員

で
、
今
ま
で
と
は
違
う
新
し
い
発
想
や
、
表
層
だ
け

で
な
く
深
層
に
ま
で
立
ち
入
る
よ
う
な
具
体
的
な
教

科
内
容
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

中
で
も
文
章
を
吟
味
し
評
価
す
る
力
は
き
ち
っ
と
位

置
づ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

音
読
を
超
え
た
古
典
の
学
習
を

甲
斐

今
回
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

践
を
さ
れ
た
結
果
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。ち
ょ
う
ど
、

中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
の
中
に「
知
識
基
盤
社
会
」

に
対
応
す
る
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
で

は
、
技
術
革
新
が
進
む
中
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
学

習
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝

え
合
う
力
、
自
ら
考
え
る
力
、
自
ら
学
ん
で
い
く
力

と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
事
に
な
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
っ
た
学
力
観
・
教
育
観
の
あ
る
意
味
の

転
回
点
に
わ
た
し
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
せ
よ
、
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
に
せ
よ
、
表
面
的
な
結
果
の
点
数
に
だ
け
こ
だ

わ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
出
た
と
き
に
社
会
人
と

し
て
の
言
語
力
が
定
着
す
る
よ
う
な
学
習
を
ど
う
積

み
上
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
気

が
し
て
き
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
も
、

そ
う
し
た
根
本
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
い
け
な
い
で

し
ょ
う
ね
。

増
え
た
言
語
活
動

甲
斐

少
し
具
体
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
新
し

い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
領
域
ご
と
に
言
語
活
動
例

を
設
け
、
数
も
増
や
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
ア
、

イ
、
ウ
、
エ
と
分
類
さ
れ
て
、
例
え
ば
中
学
年
の
ア

を
見
る
と
、
読
む
こ
と
で
は
「
物
語
や
詩
を
読
み
、

感
想
を
述
べ
合
う
こ
と
。」
で
、
書
く
こ
と
で
は

「
身
近
な
こ
と
、
想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
基
に
、
詩

を
つ
く
っ
た
り
、
物
語
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。」

と
い
う
よ
う
に
系
統
性
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
も

大
き
く
変
わ
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。

阿
部
「
新
聞
を
読
む
」「
伝
記
を
読
む
」
な
ど
、
か

な
り
具
体
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
討
論
を

す
る
」「
比
べ
る
」
な
ど
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の

視
点
も
、
よ
く
読
む
と
あ
ち
こ
ち
に
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
中
学
校
で
は
、「
評
価
」「
批
評
」
と
い

う
言
葉
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
要
素

は
、も
う
少
し
前
面
に
出
し
て
も
よ
か
っ
た
の
か
な
、

と
も
思
い
ま
す
。

甲
斐

光
村
の
中
学
校
三
年
の
教
科
書
に
、
新
聞

の
読
み
比
べ
の
教
材
「
新
聞
の
特
徴
を
生
か
し
て
書

こ
う
」
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
記
事
で

も
、
新
聞
に
よ
っ
て
切
り
口
が
違
う
。
そ
う
い
う
批

判
的
な
読
み
の
視
点
を
も
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。今
、

全
国
で
Ｎ
Ｉ
Ｅ
（
＊
４
）
の
活
動
が
広
が
っ
て
い
て
、

と
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
新
聞
を
読
む

の
も
、
読
書
の
一
環
で
す
か
ら
ね
。

森
山

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
す
ね
。
高

学
年
の「
読
む
こ
と
」の
イ
と
カ
の
二
箇
所
に「
比
べ

て
読
む
」が
出
て
き
て
い
ま
す
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は「
事
実
と
意
見
」
と

い
う
と
こ
ろ
が
現
行
の
も
の
に
比
べ
て
強
調
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
新
聞
を
読
む
と
い
う
活
動
を
す

る
と
き
に
も
、
何
が
事
実
で
そ
れ
が
ど
う
編
集
さ
れ

て
い
て
、
自
分
が
ど
う
思
う
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
、

し
っ
か
り
と
し
た
も
の
の
見
方
を
つ
け
て
い
く
こ
と

身
に
つ
け
た
い
言
語
能
力
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
分
、
教
科
内
容
の

具
体
化
・
体
系
化
・
系
統
化
が
重
要
で
す
。

│
│
阿
部
　
昇

阿部昇（あべのぼる）

1954年東京都生まれ。茗溪学園中学校・高

等学校教諭、秋田大学助教授を経て、現在

秋田大学教育文化学部教授。秋田大学教育

文化学部附属小学校校長。専門は文章吟味

力の指導に関する研究、メディアリテラシー

教育、文学作品・説明的文章の読み方教育。

著書に『文章吟味力を鍛える-教科書・メディ

ア総合の吟味』（明治図書／2003年）、『授業

づくりのための「説明的文章教材」の徹底批

判（授業への挑戦）』（明治図書／1996年）ほ

か多数。
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大
切
で
す
が
、
下
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
あ

る
、
活
動
を
支
え
る
た
め
の
知
識
・
技
能
な
ど
も
必

要
不
可
欠
な
力
で
す
。
特
に
読
書
活
動
は
土
台
の
部

分
を
柔
軟
に
、
幅
広
く
奥
行
き
の
あ
る
状
態
に
、
つ

ま
り
分
厚
く
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
多
面

的
に
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
支
え
と
し
て
、
上
部
の
思
考
力
、

表
現
力
も
高
め
て
い
き
た
い
、
と
い
う
考
え
方
だ
と

思
い
ま
す
。

阿
部

ま
ず
下
支
え
に
な
る
部
分
が
あ
っ
て
、
活

用
力
が
高
ま
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
活
用
し
な
が
ら
、
下
支
え
の
こ
の
部
分
が
足
り

な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
た
り
も
し
ま

す
。
お
そ
ら
く
両
方
が
相
ま
っ
て
、
行
っ
た
り
来
た

り
し
な
が
ら
高
ま
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐

そ
う
思
い
ま
す
。「
指
導
計
画
の
作
成
と
内

容
の
取
扱
い
」に
、
図
書
館
の
利
用
に
つ
い
て
、「
本
の

題
名
や
種
類
な
ど
に
注
目
し
た
り
、
索
引
を
利
用
し

て
検
索
を
し
た
り
す
る
な
ど
に
よ
り
、
必
要
な
本
や

資
料
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ

と
。」と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で
求

め
る
本
を
探
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
こ
れ
は
読

書
に
お
い
て
大
き
な
力
に
な
る
わ
け
で
す
。
阿
部
先

生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
活
用
力
を
高
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
土
台
が
で
き
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
ま
ず
土
台
あ
り
き
、
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

主
体
的
に
書
く
こ
と
や
、
読
む
こ
と
に
積
極
的
に
向

か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

多
様
な
活
動
と
方
法
知
を

甲
斐

言
語
活
動
例
は
、
各
領
域
へ
の
関
連
が
と

て
も
よ
く
系
統
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
全
学
年
を

通
し
て
見
た
と
き
も
、
体
系
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
は
、
そ
れ
を
押
さ
え
た
上

で
、
具
体
的
に
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。実
は
現
行
の
光
村
の
教
科
書
で
も
、

そ
の
系
統
性
・
体
系
化
は
ほ
ぼ
十
分
に
意
識
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
明
確
に
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

阿
部

も
ち
ろ
ん
現
行
版
の
教
科
書
で
も
意
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
な
お
い
っ
そ
う
明

確
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
学
年
内
だ
け
で
な

く
学
年
間
、
小
学
校
全
体
に
ま
で
目
を
配
る
こ
と
が

大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
小
学
校
一
年
か
ら
中
学

校
三
年
ま
で
の
九
年
間
を
見
通
し
た
教
科
内
容
を
、

知
識
と
方
法
を
中
心
と
し
て
系
統
化
す
る
こ
と
を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
先
生
方
が
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
き
っ
と
増
え
る
と
思
い

ま
す
。
で
す
が
、
ぜ
ひ
楽
し
く
豊
か
で
発
見
の
あ
る

国
語
の
授
業
を
方
略
的
に
準
備
し
、
こ
れ
か
ら
の
世

界
を
生
き
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
、
本
当
の
意
味
で

の
国
語
の
力
、
言
葉
の
力
を
育
て
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

甲
斐

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で

い
う
と
、
例
え
ば
５
の
場
面
は
兵
十
と
加
助
の
会
話

で
、
お
寺
に
行
く
ま
で
は
兵
十
が
多
弁
で
、
帰
り
は

加
助
が
多
弁
だ
っ
た
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
が
ど

ん
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
六
つ
の
場
面

が
ど
ん
な
ふ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た

内
容
分
析
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

阿
部

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。「
ご
ん
ぎ
つ

ね
」
は
、
１
か
ら
５
の
場
面
が
、
６
の
場
面
へ
の
布

石
・
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
導

入
部
分
で
登
場
人
物
の
紹
介
を
し
て
い
る
の
は
、
そ

れ
が
あ
と
で
生
き
て
く
る
か
ら
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ

れ
か
ら
、
ご
ん
と
兵
十
の
関
係
が
ど
う
変
容
し
て
い

く
か
が
お
も
し
ろ
い
。
ご
ん
は
兵
十
に
対
す
る
見
方

を
変
え
て
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
兵
十
は
相
変
わ

ら
ず
ぬ
す
っ
と
ぎ
つ
ね
と
思
っ
て
い
て
、
そ
の
す
れ

違
い
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
に
仕
掛
け
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
そ
れ
を

仕
掛
け
と
し
て
読
む
、
と
い
う
観
点
の
指
導
は
意
外

と
少
な
い
。
単
に
心
情
だ
け
を
追
い
か
け
る
の
で
は

な
く
、
作
品
の
書
か
れ
方
、
仕
掛
け
に
ア
ク
セ
ス
し

な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

森
山
「
読
む
方
法
」
を
身
に
つ
け
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。「
読
む
こ
と
」
に
限
ら
ず
、
ど
の
領
域

で
も
、
活
動
が
表
面
的
な
も
の
に
な
ら
な
い
た
め
に

は
、「
方
法
へ
の
意
識
」
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

読
み
取
り
の
場
合
に
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
、

書
く
場
合
は
具
体
的
に
ど
う
し
て
い
け
ば
い
い
か
、

と
い
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
国
語
は
、
こ
れ
ま
で
の
や

自
分
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
思
考
し
て
い
く
、
あ
る

い
は
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
い
く
力
も
大
切
で
す
。
そ

の
三
つ
の
段
階
を
押
さ
え
た
学
習
が
、
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
中
で
、
具
体

的
な
活
動
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

甲
斐

そ
う
で
す
ね
。
先
に
述
べ
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
国
語
力
を
台
形
で
と
ら
え
て
い
ま
す
。
上
の
ほ

う
の
、
思
考
力
、
表
現
力
な
ど
の
言
語
活
動
能
力
も

森
山

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
漢
字
と

い
う
の
は
、
基
本
的
に
語
単
位
で
と
ら
え
る
べ
き
も

の
で
す
か
ら
、
一
部
の
漢
字
だ
け
を
平
仮
名
に
す
る

と
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
な
り
ま
す
。
社
会
で

生
き
て
働
く
力
に
な
る
と
い
う
点
で
も
、
理
解
を

深
め
る
と
い
う
点
で
も
、
今
回
振
り
仮
名
を
付
け

る
表
記
に
な
る
こ
と
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

甲
斐

そ
れ
か
ら
、「
メ
タ
言
語
」（
＊
５
）「
メ
タ

認
識
」
と
い
う
言
葉
を
国
語
教
育
で
ぜ
ひ
と
も
使
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
一
年
に
、「
も

の
の
　
名
ま
え
」
と
い
う
教
材
が
あ
っ
て
、
果
物

屋
さ
ん
に
行
っ
た
り
魚
屋
さ
ん
に
行
っ
た
り
し
ま

す
。
魚
屋
さ
ん
で
、
け
ん
じ
く
ん
が
「
さ
か
な
を

く
だ
さ
い
。」
と
言
っ
た
ら
、
お
じ
さ
ん
が
笑
っ
て

「
さ
か
な
じ
ゃ
　
わ
か
ら
な
い
よ
。」
と
言
う
の
で

す
。
魚
屋
に
は
タ
イ
や
サ
バ
な
ど
た
く
さ
ん
の
魚
が

あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
上
位
語
、
下
位
語
の
関
係
で

す
。「
メ
タ
言
語
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
使
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
メ
タ
認
識
が
展
開

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

阿
部

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
問
題
に
も
、

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
対
象
化
し
て
、
メ
タ
的
に
解

釈
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
よ
う
な
問
題
が
あ
り
ま

し
た
。
言
語
力
育
成
協
力
者
会
議
で
、
小
学
校
英
語

で
メ
タ
認
知
力
を
つ
け
る
、
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま

し
た
が
、
国
語
で
こ
そ
つ
け
て
い
き
た
い
力
だ
と

思
い
ま
す
。

森
山

言
語
に
対
す
る
メ
タ
的
な
考
え
方
は
と
て
も

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
に
つ
い
て
の
意
識
を
高

め
る
こ
と
で
、
実
生
活
で
も
役
に
立
つ
よ
う
な
思
考

力
や
表
現
力
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

国
語
の
学
力
を
構
造
化
し
て
と
ら
え
る

森
山

国
語
の
学
力
に
は
一
定
の
構
造
が
あ
り
ま

す
。
漢
字
が
読
め
な
い
と
か
、
文
の
意
味
が
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で

す
か
ら
、
ま
ず
は
基
盤
の
学
力
と
い
う
も
の
が
ど
う

し
て
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
関
連
性
の
あ
る

ポ
イ
ン
ト
を
記
憶
し
て
お
く
と
か
、
相
手
が
ど
う
い

う
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
を
予
測
す
る
、
と
い
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
の
文
脈
の
力
が
大
事

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を

活
動
が
表
面
的
な
も
の
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、「
方
法
へ
の
意
識
」
が

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

│
│
森
山
卓
郎

森山卓郎（もりやまたくろう）

1960年京都府生まれ。大阪大学文学部助手、

講師、京都教育大学教育学部助教授を経て、

現在京都教育大学教育学部国文学科教授。

専攻は日本語文法。日本語の奥にあるもの

のとらえ方や、日本語でのコミュニケーショ

ンのあり方などの観点から日本語文法を研

究。著書に、『「言葉」から考える読解力－理

論＆かんたんワーク』（明治図書／2007年）、

『コミュニケーションの日本語』（岩波書店／

2004年）ほか多数。
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【
用
語
解
説
】

＊
１
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Program
m
e
forInternationalStudentA

ssessm
ent

（
学
習
到
達
度
調
査
）
の
略
称
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済

協
力
開
発
機
構
）
が
二
〇
〇
〇
年
か
ら
三
年
ご
と
に

行
っ
て
い
る
、
義
務
教
育
修
了
段
階
の
十
五
歳
の
生

徒
を
対
象
に
し
た
学
習
到
達
度
調
査
。
読
解
力
・
数

学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
（
＝
知
識
･
能
力
）・
科
学
的
リ

テ
ラ
シ
ー
の
三
分
野
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
こ
れ
ま

で
、
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
三
年
・
二
〇
〇
六
年
の

三
回
、
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
は
読

解
力
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
我
が
国
は
、
第
一
回
の

二
〇
〇
〇
年
か
ら
参
加
し
て
い
る
が
、
調
査
結
果
は

回
を
追
う
ご
と
に
ス
コ
ア
・
順
位
と
も
低
下
の
傾
向

に
あ
り
、「
学
力
低
下
」
論
議
の
契
機
と
な
っ
た
。

＊
２
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
ど
う
向
上
さ
せ
る

か
と
い
う
議
論

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
結
果
は
学
力
低
下
の
証
拠
と
し
て
大
き

く
報
道
さ
れ
、
文
部
科
学
省
で
は
、「
読
解
力
向
上

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
ま
と
め
、
教
科
の
枠
を
こ
え
た
学

校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
「
読
解

力
」
の
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
積
極
的
に
進
め

て
い
く
こ
と
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
中
央
教
育
審
議

会
教
育
課
程
部
会
で
は
、
人
間
力
の
向
上
を
図
る
教

育
内
容
改
善
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
、
言
葉
や
体

験
な
ど
の
学
習
や
生
活
づ
く
り
の
重
視
が
提
言
さ

れ
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
教
科
等
を
横
断

し
た
言
語
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
「
言
語
力
育
成
協

力
者
会
議
」
が
設
置
さ
れ
た
。

＊
３
　
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

日
本
全
国
の
小
学
六
年
生
・
中
学
三
年
生
を
対
象
と

し
て
行
わ
れ
る
テ
ス
ト
の
こ
と
。
テ
ス
ト
は
算
数
・

数
学
と
国
語
の
二
科
目
で
、
そ
れ
ぞ
れ
主
と
し
て

「
知
識
」
に
関
す
る
問
題
（
Ａ
）
と
主
と
し
て
「
活

用
」
に
関
す
る
問
題
（
Ｂ
）
の
二
種
類
に
分
か
れ
て

い
る
。
特
に
「
活
用
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
Ｂ
問
題
に

つ
い
て
は
、
実
践
的
な
問
い
に
対
し
て
の
対
応
力
が

必
要
と
さ
れ
、
普
段
の
学
習
の
中
で
疑
問
に
感
じ
た

こ
と
を
納
得
で
き
る
ま
で
考
え
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

角
度
か
ら
問
題
を
解
く
方
法
を
考
え
、
自
力
で
解
決

で
き
る
訓
練
を
積
ん
で
お
く
こ
と
の
重
要
性
が
求
め

ら
れ
た
。
ま
た
、
国
語
で
は
「
記
述
式
」
の
問
題
が

多
く
出
題
さ
れ
、「
端
的
に
文
章
を
ま
と
め
る
」
こ

と
や
、「
要
点
を
人
に
伝
え
る
」
な
ど
の
表
現
力
が

求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
児
童
・
生
徒
の
学

習
・
生
活
環
境
に
つ
い
て
問
う
質
問
紙
調
査
も

行
っ
て
い
る
。

＊
４
　
Ｎ
Ｉ
Ｅ

Ｎ
Ｉ
Ｅ
（
エ
ヌ
・
ア
イ
・
イ
ー
）
は
、N

ew
spaper

in
E
ducation

（
教
育
に
新
聞
を
）
の
略
称
。
学
校

等
で
新
聞
を
教
材
に
し
て
勉
強
す
る
学
習
運
動
の
こ

と
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
。

日
本
で
は
、
社
団
法
人
日
本
新
聞
協
会
が
教
育
界
に

協
力
す
る
形
で
、
一
九
八
九
年
か
ら
組
織
的
な
取
り

組
み
を
始
め
、
一
九
九
八
年
に
財
団
法
人
日
本
新
聞

教
育
文
化
財
団
に
移
管
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
に
は
横

浜
に
Ｎ
Ｉ
Ｅ
全
国
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
Ｎ
Ｉ
Ｅ
を

推
進
し
て
い
る
。新
聞
を
授
業
に
活
用
す
る
こ
と
で
、

児
童
・
生
徒
ら
の
学
習
意
欲
が
高
ま
り
、
積
極
的
な

学
習
態
度
が
身
に
つ
く
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

＊
５
　
メ
タ
言
語

言
語
自
体
を
論
じ
る
言
語
の
こ
と
。言
葉
を
使
っ
て
、

言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
能
力
を
「
メ
タ
言
語
能
力
」

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
言
語
そ
の
も
の
を
対
象
と
し

た
思
考
や
学
習
内
容
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。

り
方
に
固
執
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
ど
う
い
う
力

を
つ
け
る
の
か
、
そ
の
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
し
っ
か
り
押
さ
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

阿
部

「
読
む
方
法
」、
そ
し
て
「
書
く
方
法
」「
話

す
方
法
」「
聞
く
方
法
」
を
国
語
科
の
教
科
内
容
と

し
て
大
切
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
や
は
り
言
語
活
動
が
大
事
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で

の
よ
う
な
問
答
型
・
一
問
一
答
型
で
は
な
い
、
子
ど

も
た
ち
の
話
し
合
い
や
学
び
合
い
、
討
論
を
豊
か
に

仕
組
む
授
業
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
方
法
は
身
に

つ
か
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
学
力
向
上
に
は
限
界

が
あ
る
。
た
だ
、
活
動
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
注

意
し
つ
つ
、
周
到
に
準
備
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思

い
ま
す
。

甲
斐

国
語
科
に
は
、
目
的
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
文
学
作
品
を
読
む
と
か
文
章
を
書
く
と

い
っ
た
、
そ
の
人
の
人
間
性
や
人
格
と
い
う
内
面
的

な
成
長
に
か
か
わ
る
学
習
で
、
国
語
科
独
自
の
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
が
言
語
力
を
身
に
つ
け

る
こ
と
で
、
こ
れ
は
学
校
教
育
の
枠
で
伸
ば
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

二
つ
の
目
標
が
相
反
し
な
い
形
で
融
合
す
る
こ
と

が
、
国
語
科
の
い
ち
ば
ん
理
想
的
な
姿
だ
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
の
上
に
、
豊
か
な
国
語
の
授
業
が

成
り
立
つ
の
だ
と
思
い
ま
す
。

先
生
方
に
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
正
し
く

理
解
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
正
し
く
理
解
す
る

た
め
に
、
全
体
が
ど
う
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
、

ま
た
、
系
統
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
つ
か
ん
で

ほ
し
い
。
例
え
ば
ひ
と
つ
の
領
域
の
言
語
活
動
例
の

ア
で
も
イ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
低
、
中
、

高
学
年
の
順
に
見
て
い
く
だ
け
で
、
全
体
が
ど
の
よ

う
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
う
え
で
、
こ
の
言
語
活
動
例
に
つ
い
て
、
今
の
教

科
書
の
単
元
や
教
材
を
材
料
と
し
て
、
学
習
指
導
の

略
案
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
国
語
の
授
業
は
、（
１
）
学
習
指
導
要

領
、（
２
）
教
科
書
、
そ
し
て
、（
３
）
教
室
の
学
習

者
の
三
者
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
授
業
に

改
善
さ
れ
ま
す
。
教
科
書
は
学
習
指
導
要
領
の
考
え

に
立
脚
し
て
編
集
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
各
教

室
で
学
習
指
導
案
を
作
成
さ
れ
る
際
は
、
先
生
方
も

ま
た
学
習
指
導
要
領
の
各
事
項
を
ひ
も
と
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
教
室
の
一
人
ひ
と
り
の
学
習
者
の
顔
を

思
い
浮
か
べ
て
、
全
員
が
残
ら
ず
十
全
な
学
習
が
で

き
る
よ
う
、
楽
し
く
活
発
な
授
業
案
の
作
成
に
向

か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
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筆
記
具
を
ど
ん
な
姿
勢
で
ど
う
持
っ
て
ど
う
動
か
し
た
ら
よ
い
か
。
今
回

は
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
理
解
し
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
児
童
が
も
っ
と

も
よ
く
使
用
す
る
鉛
筆
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

１
　
文
字
を
書
く
と
き
の
体
の
位
置

正
し
い
姿
勢
が
と
れ
な
い
と
、
体
が
ゆ
が
ん
だ
り
、
視
力
低
下
を
引
き

起
こ
し
た
り
、
字
形
を
斜
め
の
位
置
か
ら
認
識
し
よ
う
と
す
る
癖
が
つ
い

て
し
ま
う
、
な
ど
の
問
題
が
で
て
き
ま
す
。
正
し
い
姿
勢
に
す
る
た
め
に

「
唱
え
歌
」（
※
１
）
を
活
用
し
て
も
、
文
字
を
書
く
前
は
よ
い
姿
勢
な
の

に
、
書
き
始
め
た
と
た
ん
に
姿
勢
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
困
る
、
と
い
う
声

を
聞
き
ま
す
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
文
字
を
書
く
と
き
の
利
き
手
の
位

置
が
あ
り
ま
す
。
右
利
き
の
場
合
、
文
字
は
右
目
の
前
、
つ
ま
り
お
へ
そ

の
位
置
か
ら
右
６
㎝
位
の
と
こ
ろ
で
書
く
と
、
正
し
い
姿
勢
が
と
り
や
す

く
な
り
ま
す
（
図
１
）。
し
か
し
、
書
く
位
置
が
左
側
に
な
れ
ば
な
る
ほ

│
筆
記
具
を
正
し
い
姿
勢
で

正
し
く
持
っ
て
適
切
に
動
か
す
│

千
葉
大
学
准
教
授

樋ひ

口ぐ

ち

咲さ

き

子こ

ど
、
体
が
左
へ
曲
が
っ
た
り
、
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
姿
勢
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
（
図
２
）。
も
ち
ろ
ん
、
鉛
筆
の
持
ち
方
が
悪
く
て
も
、
指
が
邪

魔
を
し
て
鉛
筆
の
先
が
見
え
ず
、
左
側
か
ら
の
ぞ
き
込
む
姿
勢
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

２
　
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方

鉛
筆
の
持
ち
方
は
、
箸
の
持
ち
方
と
関
連
づ
け
て
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
箸
の
、
下
の
一
本
を
抜
き
、
指
の
位
置
を
下
方
に
ず
ら
し
、
持
つ

角
度
を
整
え
る
と
、
正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方
に
な
り
ま
す
（
図
３
）。
正
し

い
鉛
筆
の
持
ち
方
と
は
、
手
指
に
負
担
が
か
か
ら
ず
、
ど
の
方
向
に
も
線
が

書
き
や
す
い
持
ち
方
の
こ
と
で
す
。

鉛
筆
を
持
つ
と
き
は
、
指
で
軸
の
上
部
と
下
部
の
二
点
を
支
え
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
、
指
先
で
持
っ
て
い
る
下
部
に
は
注
意
が
い
く
の
で
す
が
、
上
部

の
位
置
は
意
識
が
向
き
に
く
い
も
の
で
す
。
上
部
は
、
鉛
筆
の
軸
を
人
さ
し

指
に
沿
わ
せ
る
よ
う
に
持
つ
の
で
、
人
さ
し
指
の
付
け
根
の
第
二
関
節
と
第

三
関
節
と
の
間
で
支
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

上
の
絵
は
、
小
学
二

年
生
が
描
い
た
も
の
で
、

指
の
位
置
を
よ
く
観
察

し
て
描
い
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
は
か
お
り
ち
ゃ
ん

の
持
ち
方
。
親
指
が
上

を
向
い
て
い
ま
す
。
け

ん
ち
ゃ
ん
は
親
指
が
中

に
入
っ
て
、
み
さ
ち
ゃ

ん
は
人
さ
し
指
と
親
指

が
す
ご
く
曲
が
っ
て
い

て
ね
、
た
く
や
く
ん
は

な
ん
と
人
さ
し
指
と
中

指
が
並
ん
で
い
ま
す
。」

と
特
徴
も
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
二
年
生

と
い
う
と
、
増
え
た
書
字
量
に
対
応
す
る
た

め
、
持
ち
や
す
い
個
人
の
ス
タ
イ
ル
が
で
き

つ
つ
あ
る
時
期
で
す
。
こ
こ
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
持
ち
方
が
見
ら
れ
ま
す
。「
と
こ
ろ
で
、

み
ん
な
の
鉛
筆
の
軸
の
位
置
は
ど
う
だ
っ
た

か
な
。」
と
聞
い
て
み
る
と
、「
あ
、
そ
こ
は

よ
く
見
て
な
か
っ
た
。
今
度
見
て
み
よ
う
。」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。
後
日
、
上
段
の
絵
の
右
下
の
持
ち
方
で
は
、
図
４
の
よ
う
に
軸
の
位

置
が
親
指
の
付
け
根
に
き
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
見
落
と
し

が
ち
な
軸
の
位
置
で
す
が
、
軸
の
位
置
が
親
指
の
付
け
根
に
き
て
い
る
パ

タ
ー
ン
は
と
て
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
軸
の
位
置
が
親
指
の
付
け
根
に
き
て

し
ま
う
と
、
図
４
の
よ
う
に
人
さ
し
指
と
親
指
が
強
く
折
れ
て
、
鉛
筆
が
よ

く
動
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
手
全
体
を
動
か
し
ま
す
が
、

微
細
な
動
き
を
調
整
す
る
た
め
に
、
腕
に
ま
で
負
担
が
か
か
り
、
手
が
痛
く

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
長
時
間
の
書
写
は
で
き
ま
せ
ん
。

教
員
養
成
課
程
の
学
生
で
も
、
上
部
の
位
置
を
認
識
し
て
い
る
人
は
多
く

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
感
覚
と
し
て
体
験
し
て
も
ら
う
と
効
果
的
な
の
で
、

輪
ゴ
ム
を
使
っ
た
持
ち
方
の
練
習
（
図
５
）
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
今

ま
で
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
さ
し
指
と
鉛
筆
の
一
体
感
に
、
目
を
輝
か
せ

て
「
お
ー
」
と
い
う
声
が
上
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
文
字
を
書
く
こ

と
を
試
し
た
が
り
ま
す
。
す
る
と
、
今
度
は
が
っ
か
り
し
た
よ
う
に
、「
書

き
に
く
い
、
こ
れ
で
は
数
字
も
書
け
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

指
先
を
動
か
し
て
文
字
を
書
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
固
く
持
っ
て
手
首
全

体
で
書
い
て
し
ま
い
、
指
先
の
微
細
な
動
き
を
調
整
す
る
指
の
力
が
育
っ
て

い
な
い
の
で
す
。

体の中心

約６cm 図１

図２

図４ 図３
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の
指
の
腹
で
つ
ま
む
と
い
う
関
係
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が

で
き
て
い
な
い
と
、
鉛
筆
の
可
動
域
は
狭
ま
り
、
も
し
く
は
固
定
し
て
し
ま

う
た
め
、
手
首
や
腕
全
体
に
力
が
入
り
、
疲
労
の
度
合
い
が
高
く
な
り
ま
す
。

市
販
の
練
習
具
と
し
て
、
指
の
位
置
を
確
か
め
な
が
ら
三
点
を
し
っ
か
り
持

つ
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
ゴ
ム
状
の
グ
リ
ッ
プ（
図
１１
）な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で

活
用
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
表
１
の
よ
う
な
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
で
自

分
や
友
達
の
持
ち
方
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
、
理
解
が
深
ま

る
と
、
日
常
か
ら
お
互
い
に
気
を
つ
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

17 16

今
度
は
、
下
部
の
指
の
状
態
を
考
え
て
み
ま
す
。
鉛
筆
の
削
り
際
か
ら
の

親
指
・
人
さ
し
指
・
中
指
の
位
置
関
係
は
、
削
り
際
に
人
さ
し
指
の
腹
と
中

指
の
第
一
関
節
付
近
、
そ
れ
よ
り
上
に
親
指
の
腹
が
き
ま
す
。
こ
う
す
る
こ

と
で
、
微
細
な
動
き
の
調
整
が
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
鉛
筆
の
先

の
側
か
ら
見
た
と
き
、
親
指
・
人
さ
し
指
・
中
指
の
位
置
が
図
６
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
三
本
の
指
で
均
等
に
持
て
る
よ
う
に
、

多
く
の
鉛
筆
の
軸
は
三
の
倍
数
の
六
角
形
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
毛
筆
の
二
本
が
け（
双
鉤
法
）の
よ
う
な
持
ち
方（
図
７
）を
す
る
児

童
が
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
左
右
の
払
い
の
線
が
書
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
親
指
が
上
を
向
い
て
い
た
り（
図
８
）、
親
指
の
側
面
で
支
え
て
い

る
持
ち
方（
図
９
）や
親
指
を
握
り
込
ん
だ
持
ち
方（
図
１０
）も
あ
り
ま
す

が
、
親
指
と
人
さ
し
指
は
ち
ょ
う
ど
ＯＫ
マ
ー
ク
を
作
る
よ
う
な
形
で
、
双
方

３
　
正
し
い
鉛
筆
の
動
か
し
方

せ
っ
か
く
正
し
く
持
つ
こ
と
が
で
き
て
も
、
正
し
く
動
か
せ
な
く
て
は
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
正
し
い
動
か
し
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。
指
を
固
め
て
筆
記
具
を
持
ち
、
手
全
体
を
動
か
す
の
で
は
な
く
、

指
の
関
節
を
屈
伸
さ
せ
て
指
先
を
動
か
す
（
手
首
を
支
点
と
し
て
多
少
手
も

動
く
）
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
線
や
点
画
を
書
く
と
き
に
、
上
か
ら
下
へ
の

縦
方
向
は
人
さ
し
指
、
左
か
ら
右
へ
の
横
方
向
は
親
指
、
下
か
ら
上
へ
の
は

ね
は
中
指
が
主
に
よ
く
働
く
、
と
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
最
近
は
、

次
に
示
す
大
学
生
の
書
字
例
の
よ
う
に
、
叩
き
つ
け
る
書
き
方
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
書
き
方
は
、
左
斜
め
４５
度
（
十
時
半
の
方
向
）
か
ら
入
筆
せ
ず
、
始

筆
の
入
筆
角
度
が
、
逆
入
筆
（
○
印
参
照
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的

で
す
。
平
成
１８
年
度
の
千
葉
大
学
教
育
学
部
の
学
生
と
千
葉
大
学
教
育
学
部

附
属
中
学
校
の
生
徒
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
が
中

学
生
で
は
１
％
、
大
学
生
で
は
２０
％
に
み
ら
れ
ま
し
た
。（
※
２
）
七
年
近

い
年
齢
差
の
こ
と
で
す
か
ら
、
世
代
間
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
動
か
し
方
の

悪
い
く
せ
が
、
書
字
量
が
多
く
な
り
個
人
の
書
字
リ
ズ
ム
を
獲
得
し
て
い
く

中
で
表
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
適
切
な
書
字
リ
ズ
ム
の
形
成
の

た
め
に
は
、
入
門
期
か
ら
正
し
く
筆
記
具
を
持
っ
て
、
正
し
く
動
か
す
こ
と

が
重
要
な
の
で
す
。

【
参
考
文
献
】

・
高
島
　
喩
『
だ
れ
で
も
で
き
る
幼
児
・
児
童
の
書
き
方
指
導
硬
筆
編
』（
あ
ゆ
み
出
版
）

一
九
九
四
年

・
樋
口
咲
子
他
「
教
員
養
成
課
程
学
生
の
鉛
筆
の
持
ち
方
に
関
す
る
考
察
」『
書
写
書
道
教

育
研
究
第
１８
号
』
８２
頁
〜
９１
頁
（
萱
原
書
房
）
二
〇
〇
四
年

【
補
注
】

※
１
　
光
村
図
書
「
し
ょ
し
ゃ
　
一
ね
ん
」
３
頁
参
照

※
２
　
樋
口
咲
子
「
書
字
過
程
に
注
目
し
た
行
書
指
導
に
関
す
る
考
察
―
教
員
養
成
課
程

の
学
生
の
硬
筆
に
お
け
る
書
字
リ
ズ
ム
の
実
態
を
手
が
か
り
に
―
」
第
４７
回
全
日

本
書
写
書
道
教
育
研
究
会
東
京
（
杉
並
）
大
会
研
究
集
録
６３
頁
〜
６９
頁
（
文
書
館
）

二
〇
〇
六
年

表１ 鉛筆の持ち方チェックシート

【輪ゴムを使った持ち方練習法】

図７

図５

図８

図９

図１０

図１１

①輪ゴムを二重にする。③鉛筆を入れる。

④下部の指の位置を
整える。

②人さし指の付け根に
はめる。

図6

拡大図

小国相談室_63  08.4.22 7:01 PM  ページ 19



19 18

小国相談室_63  08.4.22 7:01 PM  ページ 21



21 20

小国相談室_63  08.4.22 7:02 PM  ページ 23



23 22

研
究
会
の
ご
案
内

■
愛
知
教
育
大
学
附
属
名
古
屋
小
学
校

第
55
回
　
小
学
校
教
育
研
究
協
議
会

開
催
日

平
成
二
十
年
六
月
四
日
（
水
）

テ
ー
マ

「
未
来
を
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
子
」
の

育
成
を
め
ざ
し
て
【
最
終
年
次
】

内
　
容

公
開
授
業
（
各
教
科
、
英
語
活
動
、
帰
国
児
童
教
育
）

研
究
発
表
協
議
会
（
各
教
科
、
帰
国
児
童
教
育
）

英
語
活
動
情
報
交
換
会

講
演
「
活
動
主
義
か
ら
学
力
形
成
主
義
へ

―
授
業
の
改
善
策
―
」

日
本
教
育
技
術
学
会
理
事
・
名
誉
会
長

千
葉
経
済
大
学
短
期
学
部
講
師

野
口
芳
宏
氏

連
絡
先

愛
知
教
育
大
学
附
属
名
古
屋
小
学
校

〒
四
六
一
‐
〇
〇
四
七
　
名
古
屋
市
東
区
大
幸
南
一
丁
目
一
二
六
番

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
五
二
（
七
二
二
）
四
六
一
六

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
五
二
（
七
二
二
）
三
六
九
〇

http://w
w
w
.np.aichi-edu.ac.jp/

新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
特
集
で
は
、
三
人
の
先

生
方
に
、
鼎
談
と
い
う
形
で
、
そ
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
読
み
解
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

お
話
し
の
中
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
目
に
見
え
て
変
わ
っ
た
部
分
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、
根
底
に
流
れ
る
基
本
的
な
理
念
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
と
変
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
発
展
さ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
移
行
期

間
を
経
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
の
完
全
実
施
に
向
け
て
、
こ
の
新
し
い
学
習
指

導
要
領
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
日
々
の
授
業
に
ど
う
反
映
さ
せ
て
い
く
の
か
、

学
校
現
場
で
も
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
の
特
集
が
そ
の
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導

要
領
に
つ
い
て
、「
識
者
に
よ
る
解
説
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

ご
意
見
・
ご
感
想
、
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ

広
報
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
三
（
三
四
九
三
）
五
四
八
三

E-m
ail:koho@

m
itsum

ura-tosho.co.jp

編
集
後
記

世
代
を
超
え
て
　
│
長
年
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
に
つ
い
て
│

小
社
「
国
語
」
教
科
書
に
は
、
親
子
で
と
も
に
学
ん
だ
り
、
教
材
を
学
ん
だ
子

ど
も
が
大
き
く
な
り
先
生
に
な
っ
て
教
え
て
い
た
り
し
て
、
世
代
を
超
え
て
多
く

の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
教
材
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、「
読

む
こ
と
」
の
力
を
つ
け
、
読
書
の
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
優
れ
た
学
習
材
で
あ
る
と

同
時
に
、
学
習
者
の
人
間
形
成
に
も
か
か
わ
り
、
根
底
で
「
生
き
る
力
」
を
育
て

る
存
在
で
も
あ
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
で
は
現
行
の
教
科
書
教
材
で
い
ち
ば
ん
長
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
な

ん
で
し
ょ
う
。

平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
四
月
現
在
、
小
社
教
科
書
で
三
十
年
以
上
に
渡
っ

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
は
十
三
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
、「
く
じ
ら
ぐ
も
」「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」「
白

い
ぼ
う
し
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
や
ま
な
し
」
が
初
め
て
光
村
図
書
の
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
ま
し
た
。

作
家
中
川
李
枝
子
先
生
は
、「
く
じ
ら
ぐ
も
」
を
執
筆
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

「
何
と
し
て
で
も
一
年
生
に
い
や
が
ら
れ
な
い
、
苦
痛
を
与
え
な
い
、
学
校
ぎ
ら

い
に
さ
せ
な
い
『
楽
し
い
話
』
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
肝
に
銘
じ
ま
し

た
。」（
小
社
学
習
指
導
書
一
年
下
よ
り
）
と
強
い
決
意
を
も
っ
て
臨
ま
れ
た
そ
う

で
す
。
そ
う
し
て
完
成
さ
れ
た
「
く
じ
ら
ぐ
も
」
は
、
三
十
七
年
間
変
わ
ら
ず
、

全
国
の
教
室
や
校
庭
で
「
天
ま
で
と
ど
け
、
一
、
二
、
三
」
と
い
う
楽
し
い
声
を

響
か
せ
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
四
十（
一
九
六
五
）年
、「
白
い
馬
」と
い
う
題
名
の
作
品
が
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。「
白
い
馬
」は
、
昭
和
四
十
九（
一
九
七
四
）年
度
版
教
科
書
の
改

訂
時
に
大
塚
勇
三
先
生
が
再
話
し
直
し
、
表
現
、
用
語
に
い
た
る
ま
で
克
明
に

検
討
を
加
え
、
題
名
を
改
め
て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」で
す
。

「
白
い
馬
」
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
願
い
が
こ
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
児
童
の
読
む
物
語
の
多
く
は
、
日
本
、
欧
米
の
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
物

語
に
よ
っ
て
、
草
原
の
国
モ
ン
ゴ
ル
に
も
、
変
わ
り
の
な
い
人
と
動
物
の
愛
情
が

息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
昭
和
四
十
年
度
版
小
社

学
習
指
導
書
二
年
よ
り
）

今
で
も
日
本
の
子
ど
も
の
多
く
は
、
こ
の
作
品
で
初
め
て
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
国

や
馬
頭
琴
を
知
り
ま
す
。
そ
し
て
、
物
語
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
親
し
み
は
一
生
続

く
の
で
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
い
ち
ば
ん
長
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
は
何
か
と
い

え
ば
、「
く
じ
ら
ぐ
も
」「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」「
白
い
ぼ
う
し
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

「
や
ま
な
し
」
と
い
う
の
が
正
解
と
も
い
え
ま
す
し
、「
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
」
が
正

解
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
今
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
教
科
書
改
訂

の
作
業
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
す
。
新
版
教
科
書
が
お
手
元
に
届
く
の
は
平
成
二

十
三
年
四
月
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
三
年
間
、
こ
れ
ら
の
教
材

と
と
も
に
、
い
っ
そ
う
よ
い
授
業
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十

（
一
九
六
五
）
年
初
出
「
白
い
馬
」（
昭
和
四
十
九（
一
九
七
四
）年
よ
り
「
ス
ー

ホ
の
白
い
馬
」）

昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
初
出
「
く
じ
ら
ぐ
も
」「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」「
白
い
ぼ
う
し
」

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」「
や
ま
な
し
」

昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
初
出
「
あ
り
の
行
列
」

昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年
初
出
「
じ
ど
う
車
の
な
か
ま
」（
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年

よ
り
「
じ
ど
う
車
く
ら
べ
」）「
た
ぬ
き
の
糸
車
」「
ス
イ
ミ
ー
」

「
モ
チ
モ
チ
の
木
」「
一
つ
の
花
」「
わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
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