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語
彙
を

　
豊
か
に
す
る

　
　
　
　
授
業

特 

集

実
践

2

ド
」「
橄
欖
色
」
は
、「
蘭
」「
オ
リ
ー
ブ
」
と
い
う
、

植
物
を
表
す
語
彙
か
ら
色
彩
語
彙
へ
の
転
用
で
す
。

ピ
タ
リ
と
し
た
表
現
に
は
、
別
の
語
彙（
言
葉
の

集
ま
り
）
か
ら
言
葉
を
持
っ
て
く
る
「
再
活
用
」

の
力
が
鍵
と
な
る
の
で
す
。「
ピ
タ
リ
と
言
い
表

し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
て
こ
に
し
て
、「
既

成
語
の
増
量
」
と
「
言
葉
の
再
活
用
」
の
力
を
育

む
こ
と
が
、「
語
彙
の
豊
か
さ
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

あ
る
コ
ト
（
モ
ノ
・
感
情
な
ど
）
を
ピ
タ
リ
と

言
い
表
す
た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
浮
か
ん
だ
自
分

の
言
葉
に
「
ピ
タ
リ
か
な
？
」「
な
ん
か
ち
ょ
っ

と
…
…
（
違
う
か
な
）」
と
思
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

言
葉
の
選
択
を
意
識
し
始
め
る
と
、
誰
か
の
言
葉

が
自
分
の
選
択
肢
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ

け
、「
そ
う
き
た
か
！
」と
思
え
ま
す
。
そ
ん
な「
そ

う
き
た
か
！
」
に
よ
っ
て
表
現
の
可
能
性
の
広
が

り
を
知
り
、
別
の
何
か
を
表
現
す
る
と
き
も
、「
な

ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
考
え
始
め
る
…
…
。
そ

ん
な
循
環
が
生
ま
れ
れ
ば
、
語
彙
が
充
実
し
て
い

く
は
ず
で
す
。
こ
こ
で
は
、
私
の
中
学
校
現
場
で

の
実
践
か
ら
、
五
つ
の
ア
イ
デ
ア
を
紹
介
し
ま
す
。

❶
「
一
言
自
己
紹
介
」

　

入
学
直
後
の
自
己
紹
介
か
ら
、「
無
難
な
選
択
」

「
選
択
を
意
識
し
な
い
選
択
」
で
は
な
く
、「
な
ん

か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
を
引
き
出
す
活
動
を
組
み
ま

す
。
授
業
冒
頭
に
毎
回
「
一
言
自
己
紹
介
」
の
時

間
を
設
け
、
ク
ラ
ス
全
員
に
、
自
分
の
名
前
と
そ

の
日
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
自
己
紹
介
の
内
容
（
単

語
）
を
発
表
さ
せ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
出
身

小
学
校
」
な
ど
の
負
荷
の
低
い
も
の
か
ら
始
め
、

「
好
き
な
食
べ
物
」
な
ど
へ
と
広
げ
て
い
き
ま
す
。

「
好
き
な
食
べ
物
」
で
は
、「
ラ
ー
メ
ン
」「
寿
司
」

な
ど
が
挙
が
る
な
か
、
あ
る
生
徒
が
「
湯
葉
」
を

挙
げ
ま
し
た
。「
無
難
な
選
択
」で
は
な
い
言
葉
に
、

「
何
そ
れ
？
」
と
、教
室
内
は
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

「
冬
の
匂
い
を
表
す
語
彙
」
が
充
実
す
る
。「
季
節

の
匂
い
」
と
い
う
新
し
い
語
彙
も
意
識
さ
れ
始
め

ま
す
。

❸
「
知
っ
た
か
ぶ
り
」
を
共
有

　

地
元
大
学
の
先
生
方
に
よ
る
中
学
生
向
け
ミ
ニ

講
義
を
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
の
講
座
に
分
か
れ
て

学
び
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
「
知
っ
た
か
ぶ

り
」
で
講
義
内
容
の
説
明
を
書
き
、
読
み
合
う
活

動
を
組
み
ま
し
た
。「
古
事
記
」「
地
方
自
治
」「
高

分
子
」
な
ど
に
つ
い
て
、
当
然
、
専
門
用
語
を
使

う
の
で
す
が
、
言
い
換
え
た
り
た
と
え
た
り
も
し

つ
つ
書
い
た
文
章
を
学
級
で
共
有
し
ま
し
た
。
大

人
の
語
彙
を
背
伸
び
し
て
使
う
こ
と
で
、
自
身
の

枠
を
拡
大
す
る
感
覚
を
経
験
で
き
る
学
習
で
す
。

❹
「
学
ぶ
価
値
あ
る
四
字
熟
語
」
を
持
ち
寄
る

　

授
業
冒
頭
の
漢
字
学
習
で
の
実
践
で
す
。「
み

ん
な
が
学
ぶ
価
値
の
あ
る
四
字
熟
語
を
募
集
」
と

題
し
ま
し
た
。
生
徒
全
員
が
、
好
き
な
四
字
熟
語

を
一
つ
選
び
、
読
み
方
・
意
味
・
使
い
方
を
調
べ

て
書
い
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
集
め
て
作
っ
た

「
教
材
」
を
、
み
ん
な
で
覚
え
て
い
き
ま
す
。
出

て
き
た
熟
語
は
、「
魑ち

魅み

魍も
う

魎り
ょ
う

」「
刻
苦
勉
励
」「
融

通
無
碍げ

」「
一
意
専
心
」「
啐そ
っ

啄た
く

同
時
」
な
ど
な
ど

多
様
で
、
学
習
後
、
日
記
や
作
文
を
書
く
と
き
に

使
う
生
徒
の
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

❺ 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
演
習

　

学
年
後
半
で
は
、
全
員
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
演
習
を
行
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
好

き
な
モ
ノ
・
コ
ト
」「
お
す
す
め
の
物
語
」
な
ど

で
す
。
こ
こ
ま
で
の
実
践
に
よ
っ
て
、「
な
ん
か

ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
思
案
し
、「
そ
う
き
た
か
！
」

と
選
択
の
可
能
性
の
広
が
り
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
発
表
内
容
や
方
法

の
工
夫
を
楽
し
み
ま
す
。
発
表
で
は
、
テ
ー
マ
に

応
じ
た
内
容
を
各
自
の
「
語
彙
」
を
用
い
て
披

露
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
文
学
に

つ
い
て
語
る
語
彙
と
し
て
は
、「
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｉ
Ｍ

Ｐ
Ｓ
の
世
界
観
が
好
き
」「
く
ま
の
プ
ー
さ
ん
は
、

解
釈
に
よ
っ
て
は
…
…
」「
あ
の
作
品
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
」
な
ど
の
言
葉
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
友
達
の

発
表
が
刺
激
に
な
り
、
さ
ら
に
言
葉
の
選
択
が
磨

か
れ
ま
す
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
び
手
が
自
ら
学
び

成
長
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
ま
す
。「
語

彙
の
充
実
」
も
、
教
師
が
語
彙
リ
ス
ト
を
与
え
る

よ
り
、
生
徒
が
「
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
思

案
し
、「
そ
う
き
た
か
！
」
と
感
嘆
し
て
共
有
を

楽
し
み
、
自
身
の
語
彙
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。
そ

ん
な
方
向
に
い
ざ
な
う
べ
き
、
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
日
、「
湯
葉
」
を
知
り
、「
お
い
し
そ
う
」
と

感
じ
た
生
徒
の
「
食
べ
物
語
彙
」
に
は
、
こ
の
言

葉
が
加
わ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
何
よ
り
「
選
択
の

お
も
し
ろ
さ
」
を
知
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

❷ 

韻
文
の
空
欄
埋
め
で
試
行
錯
誤

■
「（　
　

）
を
し
て
も
一
人
」

　

括
弧
内
に
ピ
タ
リ
と
く
る
も
の
を
考
え
さ
せ
ま

す
。
生
徒
か
ら
は
、「
お
に
ご
っ
こ
」「
あ
や
と
り
」

や
、「
鍋
」
も
挙
が
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
尾
崎

放
哉
の
俳
句
を
教
え
、「
確
か
に
寂
し
い
」「
心
細

そ
う
」
な
ど
と
鑑
賞
し
ま
す
が
、「
咳
」
が
唯
一

の
正
解
と
教
え
る
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ピ
タ
リ
と
く
る
言
葉
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
、

「
そ
う
き
た
か
！
」
と
選
択
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
、

「
鍋
」「
咳
」
な
ど
を
「
一
人
だ
と
寂
し
い
こ
と
語

彙
」
に
加
え
る
こ
と
な
ど
経
験
さ
せ
た
い
の
で
す
。

■
「
街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時

　

 

（　
　

）
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る
」

　

こ
ち
ら
も
同
様
に
問
い
ま
す
。
生
徒
か
ら
は
、

「
ス
ト
ー
ブ
」「
灯
油
」「
こ
た
つ
」、
そ
し
て
「
た

ん
す
」
と
い
う
言
葉
ま
で
出
て
き
ま
し
た
。「
初

冬
の
セ
ー
タ
ー
の
匂
い
」
と
は
「
そ
う
き
た
か
！
」

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
原
典
で
あ
る
木
下
利
玄
の
短

歌
と
同
じ
「
蜜
柑
」
も
挙
が
り
ま
し
た
。「
初
冬

の
子
ど
も
の
匂
い
」
に
つ
い
て
思
案
し
、
誰
か
の

考
え
に
「
そ
う
き
た
か
！
」
と
感
嘆
す
る
こ
と
で

　
「
語
彙
の
豊
か
さ
」
は
、
単
に
「
語
句
の
量
が

多
い
」
こ
と
と
は
少
し
違
い
ま
す
。「
語
彙
」
と

は
「
言
葉
の
集
ま
り
」
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

色
彩
語
彙
。
色
名
を
多
く
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、「
や
や
赤
み
を
帯
び
た
明
る
い
紫
」
を
「
オ
ー

キ
ッ
ド
」、「
暗
い
緑
」
を
「
橄か
ん

欖ら
ん

色
」
な
ど
と
、

眼
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
ピ
タ
リ
と
表
現
で
き
て

こ
そ
「
色
彩
語
彙
が
豊
か
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

石
黒
圭
は
、「
語
彙
力
＝
語
彙
の
量（
豊
富
な
語

彙
知
識
）×
語
彙
の
質（
精
度
の
高
い
語
彙
運
用
）」

と
論
じ
て
い
ま
す
（
※
）。
ピ
タ
リ
と
表
現
で
き

る
よ
う
「
語
彙
を
豊
か
」
に
す
る
に
は
、「
語
句

の
増
量
」
を
目
ざ
し
て
、
既
成
の
言
葉
を
学
ぶ
必

要
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
世
界
の
事
象
は
多
様
。

有
限
の
言
葉
の
収
集
に
加
え
て
、「
言
葉
の
再
活

用
能
力
」
も
、
語
彙
指
導
の
範
囲
に
入
れ
た
い
と
、

私
は
考
え
ま
す
。
前
述
の
色
彩
語
「
オ
ー
キ
ッ

「
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」「
そ
う
き
た
か
！
」の
循
環

神
戸
親
和
女
子
大
学
教
授
　
齋さ

い

藤と
う

隆た
か

彦ひ
こ

指
導
の
意
図

1

お
わ
り
に

3

表
現
の
可
能
性
を

意
識
す
る

2

※　参照：石黒圭（2016）『語彙力を鍛える』光文社 


