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「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」（
二
年
下
）

ち
ょ
っ
と
確
認

な
ぜ
今
、
言
語
活
動
な
の
か

　

今
回
は
、「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」（
二
年

下
）
を
例
に
、
指
導
事
項
と
言
語
活
動
・
教
材
・

児
童
の
実
態
か
ら
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く
教

材
研
究
の
し
か
た
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
よ
い
機

会
で
す
か
ら
「
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
」
に
つ

い
て
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
は

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

も
と
も
と
の
背
景
に
は
、
中
央
教
育
審
議
会

「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善

に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
年
一
月
）
答
申
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、「
知
識
・
技
能
の
活
用

な
ど
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
は
ぐ
く

む
」
た
め
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
六
つ
の
学

習
活
動
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

指
導
事
項
・
言
語
活
動
を

確
認
し
よ
う

　
「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

理
由
、
国
語
科
へ
の
期
待
の
大
き
さ
に
つ
い
て

認
識
で
き
た
と
こ
ろ
で
、「
わ
た
し
は
お
ね
え

さ
ん
」
の
教
材
研
究
に
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
、
教
科
書
で
想
定
さ
れ
て
い
る
指
導

事
項
の
確
認
で
す
。
教
科
書
Ｐ
48
冒
頭
、
単
元

名
に
は
、「
お
話
の
じ
ん
ぶ
つ
と
自
分
を　

く

ら
べ
て
読
も
う
」
と
あ
り
ま
す
（
※
１
）。
こ
れ

が
児
童
に
示
さ
れ
た
、
学
習
の
目
標
で
す
。
そ

し
て
、
リ
ー
ド
文
（
※
２
）
に
は
、
こ
の
文
章

を
ど
う
読
ん
で
い
く
か
と
い
う
、
児
童
に
と
っ

て
の
心
構
え
が
二
つ
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
を
促
し
て
い

る
の
か
、
そ
し
て
、
ど
ん
な
指
導
事
項
と
結
び

付
い
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

一
つ
目
、「
す
み
れ
ち
ゃ
ん
は
、
ど
ん
な
こ

と
を
し
ま
し
た
か
。」で
は「
行
動
に
着
目
す
る
」

　

平
成
二
十
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
に
は
こ

の
内
容
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ

け
顕
著
な
の
は
「
総
則
」（
第
４　

２
⑴
）
で
あ
り
、

ど
の
教
科
等
の
指
導
に
お
い
て
も
、
単
な
る
知

識
理
解
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を

活
用
し
て
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
成

す
る
学
習
活
動
、
い
わ
ゆ
る
「
言
語
活
動
」
を

位
置
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
国
語
科
の
役
割
で
す
。
前
述
の
中

央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
、
国
語
科
の
改
善
の

基
本
方
針
が
「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を

一
層
重
視
し
、
…
…
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本

と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
」

と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の「
国
語
の
能
力
」

が
、
学
習
指
導
要
領
に
二
学
年
く
く
り
で
示
さ

れ
た
、
三
領
域
一
事
項
の
指
導
内
容
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
改
訂
の
趣
旨
か
ら
も
、
国
語
科
が

担
う
役
割
の
大
き
さ
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
と
思
い
ま
す
。

※1

※ 2



広
島
県
生
ま
れ
。
二
十
三
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
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か
お
り
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こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
学

習
指
導
要
領
（
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
「
読
む
こ

と
」、
以
下
同
）
の
指
導
事
項
、

ウ
　
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
。

を
、
児
童
に
理
解
し
や
す
い
言
葉
で
表
現
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
続
い
て
二
つ
目
、

「
あ
な
た
な
ら
、ど
う
し
ま
す
か
。」は
、「
私
だ
っ

た
ら
」
と
自
分
に
引
き
付
け
、
自
分
と
比
べ
な

が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

指
導
事
項
、

オ
　
文
章
の
内
容
と
自
分
の
経
験
と
を
結
び
付

け
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
、

発
表
し
合
う
こ
と
。

が
こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
、

思
考
の
面
で
は
、「
比
較
す
る
」
こ
と
を
促
し

て
い
る
の
だ
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
教
科
書
Ｐ
60
、
学
習
の
手
引
き

で
は
、「
じ
ん
ぶ
つ
と
自
分
を
く
ら
べ
て
、
か

ん
そ
う
を
書
こ
う
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
、
全
12
時
間
（
教
科
書
で
想
定
さ
れ
て
い

る
本
単
元
の
時
間
数
）
の
学
習
を
通
じ
て
取
り

組
む
「
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
」
だ
と
い
う
こ

と
が
見
て
取
れ
る
で
し
ょ
う
。
学
習
指
導
要
領

の
言
語
活
動
例
で
あ
る
、

エ
　
物
語
や
、
科
学
的
な
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た

本
や
文
章
を
読
ん
で
、
感
想
を
書
く
こ
と
。

に
対
応
し
て
い
ま
す
。

児
童
の
実
態
と
教
材
を
勘
案
し
て

　

学
習
指
導
要
領
の
内
容
が
二
学
年
く
く
り
で

あ
る
こ
と
に
は
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
、

ら
せ
ん
的
に
反
復
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
、
各

領
域
の
能
力
の
確
実
な
定
着
を
図
る
と
い
う
意

図
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
学
習
内
容
で
あ
っ
て
も
、

入
学
し
て
間
も
な
い
第
一
学
年
と
、
第
二
学
年

と
で
は
、
で
き
る
こ
と
や
求
め
た
い
こ
と
に
差

が
あ
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。「
文
章
の
内
容

と
自
分
の
経
験
と
を
結
び
付
け
て
」
読
む
に
も
、

経
験
が
あ
る
こ
と
や
知
っ
て
い
る
こ
と
を
見
つ

け
る
な
ど
か
ら
始
ま
っ
て
、そ
れ
に
つ
い
て「
自

分
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
考
え
が
も
て
る
よ
う
に

な
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
化
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
指
導
事
項
を
「
自
分
と
比

べ
て
」
と
言
い
換
え
、「
感
想
を
書
く
」
と
い
う

言
語
活
動
を
通
し
て
、
そ
の
読
み
の
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
第
二
学
年
の
本
単

元
で
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

さ
せ
る
の
で
す
。
教
材
の
分
析
を
も
と
に
、
そ

の
と
き
注
意
さ
せ
た
い
こ
と
を
書
き
出
し
て
み

ま
す
。

・
「
か
り
ん
、
何
し
て
る
の
。」
→
前
行
「
お
ど
ろ

い
て
」
に
着
目
さ
せ
、
抑
揚
・
語
調
を
意
識
さ

せ
る
。

・
「
お
べ
ん
き
ょ
。」
→
「
お
べ
ん
き
ょ
う
。」
と

比
べ
、
か
り
ん
ち
ゃ
ん
の
幼
さ
を
共
有
す
る
。

・
「
も
う
、
か
り
ん
た
ら
、
も
う
。」
→
句
読
点

に
着
目
さ
せ
る
。

・
「
何
よ
、
こ
れ
。」
→
知
り
た
か
っ
た
わ
け
で

も
な
い
の
に
「
何
よ
」
と
言
っ
た
す
み
れ
ち
ゃ

ん
の
様
子
を
、
児
童
自
身
の
体
験
を
通
し
て
想

像
さ
せ
る
。

　
「
じ
っ
と
、ノ
ー
ト
を
見
て
い
ま
し
た
。」（
Ｐ

55
）
と
「
も
う
い
ち
ど
、
ノ
ー
ト
を
見
ま
し
た
。

じ
っ
と
。
ず
っ
と
。」（
Ｐ
57
）
を
比
べ
て
音
読

さ
せ
る
こ
と
で
も
、
句
読
点
の
効
果
的
な
使
わ

れ
方
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

動
作
化
も
取
り
入
れ
れ
ば
、
語
彙
力
の
弱
い
児

童
も
、
主
体
的
に
学
習
に
参
加
で
き
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
児
童
の
実
態
を
考
え
た
と
き
、

「『
人
物
と
自
分
と
を
比
べ
る
』
ほ
ど
に
は
、
す

み
れ
ち
ゃ
ん
に
同
化
で
き
な
い
」
な
ど
、
教
材
が

「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」
だ
け
で
は
不
十
分

な
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と

き
、
並
行
読
書
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
教

科
書
Ｐ
62
の
☆
の
課
題
に
あ
る
よ
う
な
、
等
身

大
の
人
物
が
出
て
く
る
他
の
物
語
や
、「
本
は

友
だ
ち
」
に
あ
る
よ
う
な
、
す
み
れ
ち
ゃ
ん
の

他
の
物
語
を
、
授
業
と
並
行
し
て
読
む
の
で
す
。

　

読
書
の
時
間
な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
並
行
読
書

を
進
め
、
魅
力
的
な
等
身
大
の
人
物
を
探
す
こ
と

で
、「
自
分
と
比
べ
な
が
ら
読
み
、
そ
の
感
想
を

交
流
す
る
」
と
い
う
言
語
活
動
が
さ
ら
に
充
実
し

た
も
の
と
な
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

身
に
つ
け
さ
せ
た
い
「
読
む
こ
と
」
の
力
の
よ
り

確
実
な
定
着
に
結
び
付
き
ま
す
。
た
だ
、
並
行
読

書
を
取
り
入
れ
る
か
ど
う
か
は
、
単
元
の
構
想
時

に
、
ね
ら
い
と
児
童
の
実
態
に
照
ら
し
て
し
っ
か

り
考
え
、
意
図
的
な
計
画
に
基
づ
い
て
判
断
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。●　

　
　

●　
　
　

●

　
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
て
、
自
主
的
な
問

題
解
決
を
図
る
─
─
「
生
き
る
力
」
は
、
こ
う

し
た
授
業
展
開
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
支
え
る
の
は
教
材
研
究
で
す
。
児
童
の

姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
反
応
を
予
想
し
、
気

づ
か
せ
た
い
言
葉
を
厳
選
し
、
支
援
の
手
立
て

を
工
夫
し
て
授
業
に
臨
み
ま
し
ょ
う
。

気
持
ち
ま
で
ぴ
か
ぴ
か
輝
く
よ
う
に
思
え
る
す

み
れ
ち
ゃ
ん
に
、「
私
と
似
て
い
る
な
」
な
ど
と
、

自
分
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
読
み
進
め
る
児
童

の
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。「
読
ん
で
い
る
う

ち
に
、
幸
せ
な
気
持
ち
が
湧
い
て
き
ま
す
」
と

い
う
感
想
も
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

実
際
に
読
ん
で
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
過

去
に
も
何
度
か
取
り
上
げ
ま
し
た
（
※
３
）
の

で
今
回
は
省
き
ま
す
が
、
残
り
の
部
分
も
同
様

に
読
み
進
め
て
い
き
ま
す
。
物
語
の
山
場
や
、

学
習
の
手
引
き
に
あ
る
課
題
の
使
い
ど
こ
ろ
に

つ
い
て
も
意
識
し
な
が
ら
読
む
と
、
よ
り
授
業

が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

授
業
を
組
み
立
て
る

　

分
析
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
授
業
を
組
み
立

て
て
み
ま
す
。
人
物
と
自
分
を
比
べ
て
読
む
た

め
に
は
、「
そ
の
場
面
に
自
分
を
置
い
て
み
る
」

学
習
が
有
効
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
出
来
事
・

他
の
人
物
・
周
り
の
状
況
と
の
関
わ
り
が
顕
著

な
場
面
を
、
役
割
読
み
す
る
と
い
う
手
立
て
を

考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
科
書
Ｐ
54
〜
57
を
、

す
み
れ
ち
ゃ
ん
、
か
り
ん
ち
ゃ
ん
、
地
の
文
役

の
三
人
一
組
で
、
交
代
し
な
が
ら
何
度
も
音
読

　

も
ち
ろ
ん
、「
わ
た
し
は
お
ね
え
さ
ん
」
と

い
う
教
材
が
、
児
童
と
同
じ
二
年
生
の
子
を
主

人
公
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、指
導
事
項
・

言
語
活
動
の
設
定
に
大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

主
人
公
が
等
身
大
の
人
物
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

感
情
移
入
や
み
ず
み
ず
し
い
想
像
力
が
期
待
で

き
、
自
分
と
比
べ
な
が
ら
読
む
こ
と
が
自
然
に

で
き
る
の
で
す
。
教
材
の
特
徴
と
学
習
の
ね
ら

い
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

児
童
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ

し
な
が
ら
読
む

　

で
は
、
実
際
に
教
材
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。

当
然
、
そ
の
と
き
に
は
自
分
の
ク
ラ
ス
の
児
童

の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

「
ど
の
場
面
で
、
ど
ん
な
感
想
を
も
つ
だ
ろ
う
」

な
ど
と
想
像
し
な
が
ら
、
児
童
の
気
持
ち
に

な
っ
て
全
文
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
歌
に
は

自
分
で
節
を
つ
け
て
音
読
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
児
童
が
反
応
し
そ
う
な
叙
述
に
立
ち
止
ま

り
な
が
ら
、
読
み
進
め
ま
す
。

　

例
え
ば
、
教
科
書
Ｐ
48
〜
51
で
、
児
童
の

共
感
を
誘
い
そ
う
な
叙
述
に
線
を
引
き
ま
し

た
（
前
ペ
ー
ジ
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
歌
を
歌
う
と
、

※
３
「
教
材
研
究
の
ス
ス
メ
」
１
（
小
誌
74
号
）、
２
（
小
誌
75
号
）
で
特
に
詳
し
く
ご
説
明
し
て
い
ま
す
。


