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「読むこと」を焦点化

人
が
「
生
き
る
」
姿
を
読
む

―
「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
―

教
科
書
三
年
第
四
単
元

状
況
に
生
き
る

人
間
の
生
き
る
姿
を
と
ら
え
よ
う

（
読
五
）

故
郷
〈
小
説
〉

二
つ
の
悲
し
み
〈
随
筆
〉

お
辞
儀
す
る
ひ
と
〈
詩
〉

視
野
を
広
げ
、
考
え
を
深
め
よ
う

（
書
三
）

表
現
の
し
か
た
を
工
夫
し
て
書
く

自
分
の
考
え
を
訴
え
よ
う

（
話
・
聞
二
）

聞
き
手
の
心
に
届
く
よ
う
に
ス
ピ
ー
チ
す
る

【
十
時
間
配
当
】

一
　
基
本
的
な
考
え
方

●
学
習
の
と
ら
え
方

こ
の
単
元
で
は
『
故
郷
』（
小
説
）、『
二
つ
の
悲
し
み
』（
随
筆
）、

『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』（
詩
）
の
三
つ
の
学
習
材
が
メ
イ
ン
と
な
り
、

そ
の
学
習
を
も
と
に
し
て
「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
の
学
習
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書

の
中
で
も
最
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
単
元
で
あ
る
の
で
、「
読
む

こ
と
」
を
中
心
と
し
た
学
習
を
計
画
し
た
。

ど
の
学
習
材
も
テ
ー
マ
は
重
く
、
描
写
や
心
情
も
奥
深
い
の
で
、

学
習
者
は
読
み
解
く
糸
口
を
見
つ
け
に
く
い
。
そ
こ
で
、
単
元
全

体
を
読
み
解
く
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
作
品
理
解
と
単

元
の
ね
ら
い
に
導
く
こ
と
を
考
え
た
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

は
、「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
と
を
選
ん
だ
。

学
習
の
進
め
や
す
さ
を
考
え
て
、
学
習
材
の
順
序
を
入
れ
替
え
、

①
『
二
つ
の
悲
し
み
』、
②
『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』、
③
『
故
郷
』

の
順
と
し
た
。
こ
れ
は
「
悲
し
み
」
か
ら
「
希
望
」
へ
と
キ
ー
ワ

ー
ド
を
追
っ
て
い
く
ほ
う
が
効
果
的
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
作
品
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
、「
悲
し
み
」
と
「
希

望
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
る

と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、『
故
郷
』
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
構
成

す
る
の
が
自
然
だ
と
考
え
た
。

『
二
つ
の
悲
し
み
』
で
、
筆
者
が
体
験
し
た
二
つ
の
「
悲
し
み
」。

『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』
で
、
劉り

ゅ
う

桂け
い

琴き
ん

さ
ん
が
日
本
で
感
じ
た
さ
ま

ざ
ま
な
思
い
。『
故
郷
』
の
中
で
、「
わ
た
し
」
が
故
郷
を
去
る
に

際
し
て
感
じ
た
思
い
。
こ
れ
ら
は
、
時
代
も
国
も
状
況
も
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
し
、
決
し
て
「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
に
収
れ
ん
で
き

る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
を

「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
糸
口
と

し
て
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
深
い
読
解
が
可
能
に
な
る

と
考
え
る
。

奥
深
い
表
現
の
読
解
を
通
し
て
、
学
習
者
が
人
間
の
生
き
方
、

社
会
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
よ
う
に
変

容
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

学
習
の
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
材
に
つ
い
て
、
い
つ
の
時
代
の
、
ど
こ
の
国

の
、
ど
ん
な
状
況
が
場
面
に
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
、
そ
の
結

果
を
発
表
し
合
う
。
こ
の
活
動
は
、
文
章
の
概
要
を
と
ら
え
る

読
み
で
あ
る
。
読
み
取
り
が
主
で
あ
る
の
で
、
調
べ
学
習
に
傾

斜
し
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

②「
悲
し
み
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
『
二

つ
の
悲
し
み
』
を
学
習
す
る
。
肉
親
を
亡
く
し
た
二
人
の
描
写

に
注
目
し
、
そ
の
人
物
の
「
悲
し
み
」
の
姿
と
作
者
の
思
い
を

考
え
て
い
き
た
い
。

③『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』
を
学
習
す
る
。
肉
親
に
会
え
な
か
っ
た

劉
さ
ん
の
状
況
か
ら
そ
の
「
悲
し
み
」
を
想
像
し
、
作
者
の
劉

さ
ん
へ
の
思
い
を
考
え
て
い
き
た
い
。

④
『
故
郷
』
を
学
習
す
る
。
二
つ
の
学
習
材
で
学
習
し
た
人
間
の

「
悲
し
み
」
を
考
え
な
が
ら
作
品
を
読
み
進
め
、
最
後
に
「
希

望
」
に
つ
い
て
、
個
々
の
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
学
習

を
進
め
て
い
き
た
い
。

な
お
、
こ
こ
で
は
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
だ
け
に
内
容
を
絞
り
、

「
書
く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
関
し
て
は
、
ほ
か
の

単
元
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。

●
こ
の
学
習
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力

学
習
指
導
要
領
（「
読
む
こ
と
」）

ウ
　
表
現
の
仕
方
や
文
章
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
。

エ
　
文
章
を
読
ん
で
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、

自
分
の
意
見
を
も
つ
こ
と
。

読
む
こ
と
の
目
標

・
登
場
人
物
の
描
写
や
心
情
の
変
化
に
注
意
し
て
読
み
、
作
者

の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
。

・
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
な
か
で
生
き
る
人
間
と
社
会
と
の
関
係

に
つ
い
て
理
解
し
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
。

二
　
観
点
別
評
価
の
進
め
方

●
「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」
状
況
と
判
断
す
る
た
め
の
視
点

「
読
む
こ
と
」
を
焦
点
化
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「読むこと」を焦点化

関
心
・
意
欲
・
態
度
…
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
人
々
の
生
き
る

社
会
や
生
き
方
に
つ
い
て
、
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。

読
む
こ
と
…
登
場
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
・
心
情
を
理
解

し
、
人
間
と
社
会
に
つ
い
て
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

●
「
努
力
を
要
す
る
」
状
況
に
あ
る
学
習
者
へ
の
対
応

作
品
に
出
て
く
る
登
場
人
物
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
描
か
れ
方

を
具
体
的
に
読
み
取
ら
せ
る
。

第一次
（一時間～二時間）

第二次
（二時間～三時間）

第三次
（四時間）

第四次
（一時間～二時間）

①
三
つ
の
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
調
べ
る
。

・
い
つ
の
時
代
か
　
・
ど
こ
の
国
か
　
・
ど
ん
な
状
況
か

②
そ
れ
ぞ
れ
発
表
す
る
。

＊
評
価：

作
品
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
調
べ

る
こ
と
が
で
き
た
か
。

①『
二
つ
の
悲
し
み
』
を
読
ん
で
、
二
人
の
登
場
人
物
の
描
写

を
読
み
取
り
、
そ
の
「
悲
し
み
」
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し

た
作
者
の
思
い
を
と
ら
え
る
。（
一
〜
二
時
間
）

②『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』
を
読
み
、
劉
さ
ん
の
置
か
れ
て
い
る

状
況
、
行
動
か
ら
思
い
を
読
み
取
り
、
作
者
の
思
い
を
と

ら
え
る
。（
一
時
間
）

＊
評
価：

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
悲
し
み
を
読
み

取
り
、
作
者
の
思
い
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

①『
故
郷
』
を
読
み
、「
わ
た
し
」
が
故
郷
で
感
じ
た
「
悲
し

み
」
と
、
立
ち
去
る
と
き
に
考
え
た
「
希
望
」
に
つ
い
て

読
み
取
り
、
作
者
の
思
い
を
と
ら
え
る
。

②
全
文
を
通
読
し
、
あ
ら
す
じ
を
と
ら
え
る
（
語
句
調
べ
は

課
題
）。

③
表
現
の
し
か
た
に
注
意
し
て
、「
わ
た
し
」
の
感
じ
た
悲

し
み
を
各
場
面
か
ら
読
み
取
る
。

・
冒
頭
の
部
分
…
「
も
と
も
と
故
郷
は
こ
ん
な
ふ
う
な
の
だ
」

「
や
る
せ
な
い
」
な
ど
の
表
現
に
注
意
す
る
。

・
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
の
変
化
…
「
豆
腐
屋
小
町
」「
コ
ン
パ
ス
」

「
行
き
が
け
の
駄
賃
」
な
ど
の
表
現
に
注
意
す
る
。

・
ル
ン
ト
ウ
と
の
再
会
…
「
不
思
議
な
画
面
」「
銀
の
首
輪

の
小
英
雄
」「
で
く
の
ぼ
う
み
た
い
な
人
間
」「
悲
し
む
べ

き
厚
い
壁
」
な
ど
の
表
現
に
注
意
す
る
。

④
こ
れ
ま
で
の
読
み
取
り
を
踏
ま
え
て
、「
わ
た
し
」
が
故

郷
を
立
ち
去
る
場
面
で
の
「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
を
読

み
取
る
。

＊
評
価：

故
郷
の
様
子
や
人
々
の
変
化
を
ま
と
め
、「
わ
た

し
」
の
「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
を
読
み
取
り
、
作
者
の

思
い
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

①
故
郷
を
立
ち
去
る
「
わ
た
し
」
の
「
希
望
」
に
つ
い
て
、

自
分
の
考
え
を
文
章
に
ま
と
め
る
。

＊
評
価：

「
わ
た
し
」
が
い
う
「
希
望
」
に
つ
い
て
、
考
え

た
こ
と
を
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
指
導
と
評
価
の
計
画
例
（
十
時
間
）

四
こ
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ

●
学
習
材
を
扱
う
順
序
に
つ
い
て

「
悲
し
み
」
と
「
希
望
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
糸
口
に
し
て

作
品
を
読
み
解
い
て
い
く
た
め
、「
悲
し
み
」
が
は
っ
き
り
表
現

さ
れ
て
い
る
『
二
つ
の
悲
し
み
』
を
初
め
に
学
習
し
、
そ
の
後

『
お
辞
儀
す
る
ひ
と
』、
最
後
に
「
悲
し
み
」「
希
望
」
が
は
っ
き

り
表
現
さ
れ
て
い
る
『
故
郷
』
を
学
習
し
た
ほ
う
が
生
徒
に
も
わ

か
り
や
す
く
、
学
習
も
進
め
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。

●
主
題
と
意
見
に
つ
い
て

三
年
生
の
二
学
期
で
の
学
習
で
あ
る
の
で
、「
社
会
や
人
生
に

対
し
て
自
分
な
り
の
意
見
を
も
つ
」
こ
と
を
大
き
な
目
標
と
し
て

授
業
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
学
習
活
動
を
通
し
て
意
見
を
も
つ
こ
と

で
あ
ろ
う
。
太
平
洋
戦
争
や
強
国
の
侵
略
に
よ
る
社
会
変
動
な
ど
、

こ
の
学
習
を
通
し
て
知
っ
た
こ
と
か
ら
出
発
し
た
「
自
分
な
り
の

意
見
」
を
期
待
し
た
い
。

イ
ラ
ク
戦
争
な
ど
の
報
道
に
じ
か
に
接
し
て
い
る
学
習
者
た
ち

で
あ
る
の
で
、
学
習
材
の
読
み
取
り
と
は
別
の
知
識
や
情
報
を
も

と
に
考
え
た
り
、
テ
レ
ビ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
意
見
を
自
分
の

も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
。

●
表
現
の
し
か
た
に
つ
い
て

登
場
人
物
の
描
写
や
心
情
の
変
化
は
、
作
者
の
意
図
や
思
い
が

読
み
取
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
よ
り
広
く
、
よ
り
深
く

読
み
始
め
る
と
き
り
が
な
い
。
学
習
活
動
で
は
、
ね
ら
い
が
ぼ
や

け
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
場
面
や
人
物
、
心
情
な
ど
を
限
定
し

た
う
え
で
読
み
深
め
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
ま
た
、
自
分
と
は

異
な
る
読
み
取
り
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
学
習
形
態

も
工
夫
し
た
い
。
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