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ま
ん
が
で

る
見

青
山

  

由
紀の

「
国
語
教
育
相
談
室
」
で
好
評
連
載
し
て
い
た
、

青
山
由
紀
先
生
の
「
古
典
っ
て
楽
し
い
！
」
が
本
に
な
り
ま
し
た
！

小
学
校
古
典
の
授
業
を
、
ま
ん
が
で
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
。

そ
の
ま
ま
授
業
に
使
え
る
資
料
も
豊
富
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

古
典
の
苦
手
な
先
生
、
若
い
先
生
、

ち
ょっ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
授
業
を
し
た
い
先
生
に
お
す
す
め
で
す
。
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好評
発売中！
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「
わ
た
し
は

 

お
ね
え
さ
ん
」

 

（
二
年
下
）

教
材
の
挿
絵
変
更
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

平
成
26
年
度
用
教
科
書
　
訂
正
箇
所

教
材

研
究

夏
休
み
明
け
の
授
業

悩
み

解
決

書 

写

書
写
と
よ
い
出
会
い
を

さ
よ
な
ら
。   

緒
方
修
一

わ
た
し
と

こ
と
ば

随
筆
を
書
く

　



1963 年，福岡県生まれ。装幀家，アートディレクター。新潮社装幀室を経て独立。これまで，沢木耕太郎，宮部みゆき，宮本輝らの書籍や，「百
年文庫」（ポプラ社），「エクス・リブリス」（白水社），ロアルド・ダールなどのシリーズを手がける。最近の装幀に，平田俊子『スバらしきバス』（幻
戯書房），沢木耕太郎『あなたがいる場所』（新潮社）など。平成 23 年度版小学校『国語』教科書のアートディレクションを担当。

　

岬
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
を
訪
ね
る
の
は
二
度
目
だ
っ
た
。
最
初

は
作
家
と
編
集
者
、
カ
メ
ラ
マ
ン
と
能
登
の
風
土
を
体
感
す
る

男
ば
か
り
の
車
の
旅
で
あ
っ
た
。
貴
重
な
漆
塗
り
や
建
物
を
た

く
さ
ん
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
私
は
夏
の
陽
で
艶
や
か
に
光
る

黒
い
屋
根
瓦
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
泊
ま
っ
た
宿
の
主
が
「
近

く
に
珈
琲
の
飲
め
る
店
が
あ
る
」
と
、
そ
の
カ
フ
ェ
を
教
え
て

く
れ
た
。
や
は
り
自
分
た
ち
は
珈
琲
が
必
要
な
類
の
人
間
に
見

え
る
の
か
と
内
心
苦
笑
し
た
。
女
主
人
の
祖
父
が
使
っ
て
い
た

船
蔵
を
改
装
し
た
店
で
淹い

れ
た
珈
琲
を
、
日
本
海
を
望
む
外
の

原
っ
ぱ
で
飲
ん
だ
。
夏
風
が
気
持
ち
い
い
。「
冬
は
こ
の
風
が

吹ふ

雪ぶ

い
て
ほ
と
ん
ど
営
業
で
き
な
く
な
る
の
で
、
地
元
の
人
は

み
ん
な
お
店
を
や
る
の
は
無
茶
だ
っ
て
言
い
ま
す
」
と
女
主
人

は
言
っ
た
。

　

二
年
後
、
私
は
ま
た
能
登
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
念
願

の
黒
い
屋
根
瓦
に
専
念
で
き
る
取
材
で
あ
っ
た
。
あ
の
カ
フ
ェ

が
遠
く
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
き
っ
と
あ
の
店
は
閉

じ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
不
便
さ
以
上
に
、
あ
の
女
主

人
に
商
売
は
馴な

染じ

ま
な
い
気
が
し
て
い
た
。
確
認
の
つ
も
り
で

岬
に
行
く
と
予
感
は
外
れ
て
、
カ
フ
ェ
は
遠
方
か
ら
来
た
カ
ッ

プ
ル
で
盛
況
、
女
主
人
は
奥
で
忙
し
そ
う
だ
っ
た
。
そ
ん
な
景

色
を
見
る
と
、
す
う
っ
と
流
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
私
に
は

あ
っ
て
、
頼
ん
で
し
ま
っ
た
珈
琲
を
急
い
で
飲
み
干
し
て
勘
定

を
し
た
。
釣
り
銭
を
渡
す
若
い
男
の
店
員
は
「
あ
の
う
、
雑
誌

か
な
に
か
の
取
材
の
方
で
す
か
？　

う
ち
の
主
人
は
店
が
忙
し

く
な
る
ん
で
こ
れ
以
上
取
材
は
お
受
け
し
な
い
と
思
い
ま
す

よ
」
と
言
っ
た
。
誤
解
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
私
が
「
君
は
い
つ

か
ら
働
い
て
い
る
の
？
」
と
聞
く
と
「
ネ
ッ
ト
で
こ
の
店
見
つ

け
て
、
去
年
、
彼
女
と
来
た
ら
気
に
入
っ
ち
ゃ
っ
て
。
す
ぐ
二

人
で
引
越
し
て
来
て
、
今
は
働
か
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
」
と
、

夢
見
た
場
所
に
い
ら
れ
る
こ
と
に
、
に
っ
こ
り
し
た
。

　

車
で
の
移
動
を
再
開
す
る
と
、
赤
信
号
で
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
に

私
た
ち
を
追
い
か
け
て
く
る
車
が
映
っ
た
。
振
る
手
の
感
じ
で

あ
の
店
の
女
主
人
だ
と
わ
か
っ
た
。「
す
、す
み
ま
せ
ん
。
き
っ

と
あ
の
子
が
失
礼
な
言
い
方
を
し
た
と
思
う
ん
で
お
詫
び
に
き

ま
し
た
」。「
ご
挨
拶
し
よ
う
と
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
慌
た
だ

し
く
て
…
。
す
ぐ
に
お
帰
り
に
な
っ
た
と
聞
い
て
…
」
と
言
っ

た
。
額
か
ら
汗
が
一
雫し
ず
くこ
ぼ
れ
落
ち
た
。
私
は
恐
縮
し
た
が
彼

女
の
こ
れ
か
ら
の
旅
を
思
い
「
わ
ざ
わ
ざ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
さ
よ
な
ら
」
と
い
う
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。

　

本
を
作
る
仕
事
を
し
な
が
ら
い
つ
も
、
あ
の
若
者
の
よ
う

に
、
何
か
守
り
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
を
羨
ま
し
く
感
じ
る
反

面
、
私
は
遠
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
た
気
が
す
る
。
固
ま
っ

た
心
は
な
る
べ
く
自
由
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
冊
の
本

を
読
ん
だ
後
も
、
本
を
読
む
前
と
同
じ
生
活
が
で
き
る
よ
う
で

は
、
少
し
ば
か
り
淋
し
い
か
ら
。

装
幀
家
　
緒お

方が
た

修し
ゅ
う

一い
ち
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随 筆 を 書 く

随
筆
を
書
く

　
中
学
校
で
の
「
書
く
こ
と
」
を
見
据
え
な

が
ら
、
小
学
校
高
学
年
で
随
筆
を
書
く
こ
と

の
意
味
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
書
け
れ
ば
よ

い
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、
指
導
の
ヒ
ン
ト

を
探
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

0203

「
か
っ
こ
い
い
書
き
方
」
を
楽
し
も
う

撮
影
：
鈴
木
俊
介

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校 

教
諭

宗そ

我が

部べ

義よ
し

則の
り

　「
随
筆
を
書
く
」
こ
と
は
、
小
学
校
学
習
指

導
要
領
で
明
示
さ
れ
て
い
る
言
語
活
動
で
す
。

し
か
し
、「
い
わ
ゆ
る
作
文
の
指
導
と
、
ど

う
違
う
の
か
、
ど
こ
を
変
え
る
と
よ
い
の
か
」

と
い
う
、
先
生
方
の
声
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

筑
波
大
学
附
属
小
学
校 

教
諭

青あ
お

山や
ま

由ゆ

紀き

対
　談

　
随
筆
を
授
業
に
位
置
づ
け
る
と
き
、
何
を
大
切

に
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
、
ど
ん

な
文
章
が
書
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
ア
イ
デ

ア
あ
ふ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
、
小
学
校
で
さ

れ
て
い
る
青
山
先
生
と
、
中
学
校
で
さ
れ
て
い
る

宗
我
部
先
生
に
、「
随
筆
を
書
く
」
と
い
う
授
業

に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
随
筆
を
書
く
」
実
践
　

青
山　

学
習
指
導
要
領
で
「
随
筆
」
の
明
示
が
あ

る
の
は
、「
書
く
こ
と
」
の
領
域
の
み
で
す
。
で

も
、
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
も
の
は
書
け
ま
せ
ん
か

ら
、
実
際
に
は
、
随
筆
を
読
ん
で
か
ら
書
く
と
い

う
流
れ
で
指
導
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

教
科
書
で
は
ど
の
よ
う
に
教
材
化
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。



随 筆 を 書 く 0405

青
山　

以
前
、五
年
生
の
「
論
語
」
の
学
習
の
中
で
、

随
筆
的
な
文
章
を
書
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

教
科
書
の
論
語
の
意
味
を
確
認
し
た
後
、
自
分
が

選
ん
だ
論
語
を
使
っ
て
、
生
活
の
中
の
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
自
分
の
考
え
を
書
く
と
い
う
も
の

で
す
。
論
語
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
自
分
の
考
え
を
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
こ
と
を
抵
抗

な
く
書
い
て
い
ま
し
た
ね
。「
何
か
に
か
こ
つ
け

て
」
書
け
る
よ
う
な
状
況
設
定
を
、
教
師
が
用
意

す
る
必
要
は
あ
り
そ
う
で
す
。
随
筆
っ
て
、
自
分

を
さ
ら
け
出
す
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
か
ら
。

宗
我
部　

そ
の
や
り
方
は
、
私
も
考
え
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
中
学
生
だ
と
、
な
お
さ
ら
、
自
分
を

さ
ら
け
出
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
の
で
、
文
体

や
書
き
方
の
ス
タ
イ
ル
を
借
り
る
と
い
う
形
を
と

る
ほ
う
が
い
い
も
の
が
出
て
く
る
。「
こ
う
書
く
」

と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
子

ど
も
た
ち
が
自
分
を
開
く
た
め
の
手
立
て
な
ん
で

す
よ
ね
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
対
象
化
　

宗
我
部　

そ
も
そ
も
「
ど
う
い
う
文
章
が
随
筆
な

の
か
」
が
、
現
場
の
先
生
方
の
一
番
の
悩
み
ど
こ

ろ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
、
授

業
で
子
ど
も
た
ち
に
書
か
せ
る
と
き
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

青
山　

私
は
、
小
学
生
段
階
と
い
う
こ
と
も
踏
ま

え
て
、「
想
定
す
る
相
手
に
伝
え
た
い
思
い
や
考

え
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
の
具

体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う

と
少
し
意
見
文
に
近
い
け
れ
ど
、
随
筆
と
し
て
書

か
せ
る
の
で
、
文
章
全
体
と
し
て
の
主
張
が
明
確

で
な
く
て
も
い
い
。
だ
か
ら
、「
ぼ
ん
や
り
伝
わ
っ

て
く
る
」
と
い
う
文
章
で
も
、
よ
し
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
。

宗
我
部　

中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
は
随
筆
を

書
く
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
多
様

な
文
種
の
文
章
を
書
く
と
い
う
意
味
で
考
え
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
自
身
は
、「
書
こ
う

と
す
る
物
事
を
対
象
化
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
が
、

随
筆
が
、
い
わ
ゆ
る
作
文
と
は
違
う
と
こ
ろ
な
ん

だ
と
思
う
ん
で
す
。
随
筆
に
は
、
自
分
が
あ
る
出

来
事
の
渦
中
に
い
て
思
っ
た
こ
と
を
、
今
、
自
分

は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。こ
の
部
分
が
、先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
当
た
る
ん
で
し
ょ
う
。

青
山　

な
る
ほ
ど
。

宗
我
部　

最
近
の
自
分
の
実
践
を
思
い
返
し
て
、

「
随
筆
」
と
い
え
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
中
学

校
三
年
生
の
『
お
く
の
細
道
』
の
学
習
で
す
。『
お

く
の
細
道
』
を
読
ん
だ
後
、「
私
に
と
っ
て
の
旅

と
は
」「
旅
を
生
き
る
」「
旅
を
思
う
」
な
ど
の
中

か
ら
選
ん
だ
題
名
で
文
章
を
書
く
こ
と
を
、
学
習

の
ゴ
ー
ル
と
し
ま
し
た
。
芭ば

蕉し
ょ
う

の
文
章
や
言
葉

を
必
ず
引
用
し
、
自
分
に
と
っ
て
の
旅
に
つ
い
て

書
く
ん
で
す
。
そ
う
し
て
書
き
あ
が
っ
た
も
の
が
、

ま
さ
に
随
筆
だ
っ
た
ん
で
す
。

　

例
え
ば
、
こ
う
書
い
た
子
が
い
ま
し
た
。「
芭

蕉
の
よ
う
に
、
何
も
か
も
捨
て
て
旅
立
つ
こ
と
に

青
山　
「
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
」（
六
年
Ｐ

182
）

と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
。
初
め
に
「
ふ
わ
ふ
わ

の
雪
」
と
い
う
中
川
李
枝
子
さ
ん
の
短
い
随
筆
と

と
も
に
、
随
筆
に
つ
い
て
の
説
明
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
題
材
探
し
の
た
め
の
語
群
と
児

童
作
例
を
も
と
に
随
筆
を
書
く
と
い
う
流
れ
で
す
。

モ
デ
ル
と
な
る
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
て
か
ら
書

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

宗
我
部　

先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
実
践
を
な
さ
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

青
山　

実
践
と
し
て
初
め
て
取
り
組
ん
だ
の
は
、

十
年
ほ
ど
前
で
す
。
随
筆
を
幾
つ
か
読
ん
だ
後

に
、「
十
二
歳
、
私
の
主
張
」
と
い
う
題
名
で
随

筆
を
書
く
と
い
う
も
の
で
す
。
子
ど
も
が
読
め
る

随
筆
的
な
文
章
が
世
の
中
に
増
え
、
読
書
の
と
き

に
随
筆
を
選
ぶ
子
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
も
あ
っ

て
、
学
習
に
位
置
づ
け
て
み
た
ん
で
す
。

宗
我
部　

子
ど
も
た
ち
は
読
書
を
す
る
中
で
随
筆

に
出
会
っ
て
き
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

青
山　

え
え
。
五
年
生
の
頃
か
ら
、「
天
声
人
語
」

な
ど
を
読
む
こ
と
は
続
け
て
い
ま
し
た
し
ね
。
授

業
で
は
、『「
自
分
の
木
」
の
下
で
』（
大
江
健
三
郎

／
朝
日
新
聞
社
）
と
『
対
訳 

21
世
紀
に
生
き
る
君

た
ち
へ
』（
司
馬
遼
太
郎
／
朝
日
出
版
社
）
を
取
り
上

げ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
、
子
ど
も
に
向
け
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
後
、

自
分
の
生
活
を
ヒ
ン
ト
に
、
伝
え
た
い
相
手
に
向

け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
と
い
う
流
れ
に
し
ま
し

た
。「
卒
業
単
元
」
と
し
て
行
っ
た
実
践
な
の
で
、

や
や
意
見
文
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
分
を
出
さ
せ
る

工
夫
が
必
要
　

青
山　

こ
の
と
き
に
感
じ
た
の
は
、
六
年
生
っ
て
、

そ
ろ
そ
ろ
自
分
を
出
し
た
が
ら
な
く
な
る
時
期
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。「
か
っ
こ
い
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
語
る
の
は
、
か
っ
こ
悪
い
」
と
い
う
雰
囲
気
が

子
ど
も
た
ち
の
中
に
出
て
く
る
ん
で
す
。

宗
我
部　

経
験
上
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。
中
学
生

ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
自
己
開
示
さ
せ
る
工
夫
が
必

要
で
す
。「
自
分
を
開
け
」
と
言
っ
て
も
開
か
な

い
子
ど
も
た
ち
で
す
か
ら
ね
。

青
山　

こ
の
と
き
は
、
ま
ず
伝
え
た
い
相
手
と

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
決
め
て
、
そ
れ
を
伝
え
る
具
体
例

と
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
考
え
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
読
ん
で
き
た
も
の
を
も
と
に
、

誰
の
文
体
に
倣
っ
て
書
く
か
を
決
め
る
。
例
え
ば

「
大
江
健
三
郎
」
風
だ
と
「
―
―
」
が
多
い
と
か
、

子
ど
も
た
ち
な
り
に
特
徴
を
見
つ
け
、
ま
ね
て
書

い
て
い
ま
し
た
。「
○
○
風
」
と
、
誰
か
の
文
体

に
乗
せ
る
こ
と
で
、
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
自
分
を

出
し
て
書
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
と

き
分
か
っ
た
こ
と
で
す
。

宗
我
部　

私
も
よ
く
考
え
て
い
ま
す
。
役
割
や
立

場
な
ど
に
仮
託
し
た
形
で
書
か
せ
る
と
、
自
分
の

中
に
あ
る
も
の
が
全
て
出
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。

青
山　

自
分
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
低
学
年
の
「
し

た
こ
と
作
文
」
と
同
じ
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
言
語
活
動
が
高
学
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
指
導
の
際
に
は
ひ
と
ひ

ね
り
必
要
で
す
ね
。

宗
我
部　

え
え
。 青

あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士
課程修了。私立聖心女子学院初等
科を経て，平成10年より現職。日
本国語教育学会常任理事，全国国
語授業研究会常任理事。著書に『古
典が好きになる』（光村図書），『板書 
きれいで読みやすい字を書くコツ』(ナ
ツメ社／樋口咲子共著）などがある。
光村図書 小学校『国語』教科書編
集委員を務める。

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

埼玉県生まれ。お茶の水女子大学附
属中学校教諭。お茶の水女子大学非
常勤講師。国立教育政策研究所「教
育課程実施状況調査問題（中学校国
語）」作成および分析委員。平成20
年告示「中学校学習指導要領解説国
語編」作成協力者。編著書に『群読
の発表指導・細案』（明治図書出版）
など。光村図書 中学校『国語』教科
書編集委員を務める。
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な
表
現
で
は
、
随
筆
と
し
て
の
価
値
が
軽
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
も
の
ね
。

宗
我
部　

あ
と
は
、「
世
の
中
で
は
こ
う
考
え
ら

れ
て
い
る
。
で
も
、
自
分
は
―
―
」
と
、「
逆
接

の
接
続
詞
を
入
れ
る
」
と
い
う
型
を
も
っ
て
書
く

こ
と
で
も
、
対
象
化
が
進
み
そ
う
で
す
。

青
山　

述
べ
方
の
パ
タ
ー
ン
を
知
っ
て
お
く
の
は

い
い
で
す
ね
。
表
現
力
の
素
地
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
型
の
よ
う
だ
け

れ
ど
、
実
は
、
こ
れ
こ
そ
「
見
方
」
そ
の
も
の
な

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
に
広
く
世
の

中
の
見
方
が
語
れ
る
よ
う
な
経
験
を
も
っ
て
い
な

い
子
ど
も
た
ち
で
す
。「
世
の
中
で
は
―
―
」
と

は
書
い
て
い
て
も
、
そ
れ
は
自
分
の
そ
れ
ま
で
の

見
方
が
投
影
さ
れ
た
も
の
。
だ
か
ら
、
逆
接
を
使

う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
に
改
め
て
考
え
て
気
づ
い

た
見
方
が
引
き
出
さ
れ
て
き
ま
す
。

自
分
を
書
き
表
す

楽
し
さ
を
大
切
に
　

青
山　
『
お
く
の
細
道
』
の
学
習
の
後
、
子
ど
も

た
ち
の
、
も
の
を
見
る
目
に
何
か
変
化
は
あ
り
ま

し
た
か
。

宗
我
部　
「
物
事
を
ち
ょ
っ
と
俯ふ

瞰か
ん

し
て
見
る
」

「
何
気
な
い
も
の
に
目
を
留
め
て
、
意
味
づ
け
す

る
」
な
ど
、「
見
方
」
を
も
ち
帰
っ
て
く
れ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
ね
。
先
生
は
い
か
が
で
し
た
か
。

青
山　

物
事
の
見
方
を
少
し
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
に
は
交
流
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。友
達
の
文
章
を
読
ん
だ
後
の「
こ

ん
な
角
度
か
ら
の
見
方
が
あ
る
の
か
！
」
と
い
う

気
づ
き
は
心
に
残
る
も
の
で
す
か
ら
。
そ
し
て
、

子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
を
楽
し
い
と
思
う
の
で
、
書

く
こ
と
へ
の
抵
抗
が
和
ら
い
だ
よ
う
で
し
た
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
気
づ
き
が
、
中
学
校
へ
と

つ
な
が
る
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
き
っ
と
実
際

は
、
随
筆
を
含
め
た
多
様
な
文
種
を
書
く
う
ち
に
、

徐
々
に
芽
生
え
て
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
一

度
書
い
た
ら
、劇
的
に
変
わ
っ
た
」
と
い
う
、か
っ

こ
い
い
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。

青
山　

随
筆
っ
て
、
書
い
た
こ
と
や
書
く
た
め
に

考
え
た
こ
と
が
全
部
、
自
分
の
内
面
に
返
っ
て
く

る
。
自
己
成
長
が
促
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
小
学

校
高
学
年
か
ら
中
学
生
の
、
揺
れ
動
く
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
、
意
味
の
あ
る
文
種
だ
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
、「
売
り
物
と
な
る
よ
う
な
、
き
ち

ん
と
し
た
形
で
書
く
」
こ
と
を
追
究
す
る
必
要
は

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
を
求
め
る

と
、
先
生
も
苦
し
い
し
、
子
ど
も
も
、
苦
し
く
て

書
く
こ
と
が
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
を
大
事
に

す
る
か
、
し
っ
か
り
見
据
え
て
指
導
し
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
ね
。

宗
我
部　

そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
生
活
で
、

子
ど
も
た
ち
が
随
筆
を
書
く
場
面
は
ほ
と
ん
ど
な

い
で
し
ょ
う
。
生
活
を
支
え
る
力
を
身
に
つ
け
る

と
い
う
よ
り
は
、
随
筆
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、

は
憧
れ
る
け
れ
ど
、
結
局
、
私
た
ち
に
そ
れ
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
旅
に
憧

れ
る
」。
自
分
が
思
う
旅
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
う
思

う
自
分
を
対
象
化
し
て
見
た
と
き
に
思
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
小
学
生
に
は
少
し
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
ね
。

青
山　

一
段
高
い
、「
メ
タ
」
な
視
点
か
ら
自
分

を
見
る
わ
け
で
す
ね
。

宗
我
部　

そ
う
で
す
。
子
ど
も
は
自
覚
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
自
分
を
語
る
」
と
い

う
こ
と
。
お
そ
ら
く
、
対
象
の
見
方
と
表
現
の
し

か
た
（
文
体
・
ス
タ
イ
ル
）、
こ
の
二
つ
が
合
体

し
た
と
き
に
、
い
わ
ゆ
る
随
筆
と
い
う
文
種
が
立

ち
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
先
生
の
ご
実
践
に
も
そ

の
両
面
が
仕
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。「
こ
の
二
つ

を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い

か
」
と
、
開
き
直
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。
な
に
し

ろ
、
一
番
に
味
わ
わ
せ
た
い
の
は
、
自
己
を
表
現

し
て
い
く
楽
し
さ
で
す
。

対
象
化
の
工
夫
　

青
山　

ど
ん
な
出
来
事
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
と

る
か
で
、
小
学
生
で
も
、
あ
る
程
度
の
対
象
化
は

で
き
る
気
が
し
ま
す
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
出
来

事
の
当
事
者
と
し
て
自
分
が
渦
中
に
い
る
も
の
と
、

出
来
事
を
見
聞
き
し
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
見
聞
き
し
た
時
点
で
、
後
者
に
は
す
で

に
「
メ
タ
」
な
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

こ
ち
ら
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
対
象
化
の
ハ
ー

ド
ル
は
ぐ
っ
と
低
く
な
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

宗
我
部　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

と
て
も
難
易
度
の
高
い
こ
と
で
す
か
ら
、
最
初
か

ら
あ
る
程
度
、
対
象
化
で
き
て
い
る
も
の
を
取
り

上
げ
る
と
い
う
の
は
い
い
で
す
ね
。
自
分
の
中
か

ら
あ
ふ
れ
出
す
言
葉
を
自
由
に
紡
が
せ
る
こ
と
も

も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、
自
分
を
出
し
や
す
い
形

を
用
意
す
る
の
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
の
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

青
山　

題
名
の
与
え
方
に
よ
っ
て
も
、
対
象
と
の

距
離
を
作
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
先
生
が
な

さ
っ
た
よ
う
に
、「
私
に
と
っ
て
の
○
○
」
と
す

る
と
、
評
価
や
価
値
づ
け
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

宗
我
部　

な
る
ほ
ど
。「
私
に
と
っ
て
」
と
語
る

と
き
に
、「
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
自
分
は
思
う
」

と
い
う
の
が
よ
り
強
く
出
れ
ば
意
見
文
や
論
説

文
に
近
づ
く
し
、「
こ
ん
な
よ
さ
や
特
徴
が
あ
る
」

と
い
う
の
が
よ
り
強
く
出
れ
ば
評
論
文
に
近
づ

く
感
じ
が
し
ま
す
ね
。
そ
れ
と
、「
私
に
と
っ
て
」

と
書
く
と
き
に
は
、
そ
れ
を
経
験
し
た
り
見
聞
き

し
た
り
し
た
「
自
分
に
し
か
」
書
け
な
い
も
の
を

求
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
見
、
典
型
的
で
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
の
よ
う
で
も
、
そ
の
子
が
自
分
の
経

験
の
中
で
見
つ
け
て
き
た
瞬
間
が
表
れ
て
い
れ
ば
、

文
章
に
な
っ
た
と
き
の
力
は
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
い
う
瞬
間
を
捉
え
ら
れ
る
手
立
て
を
考
え
る

こ
と
が
大
事
で
す
。

青
山　

経
験
が
表
れ
て
い
な
い
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

 
随
筆
っ
て
、

　
書
く
こ
と
で
自
己
成
長
が
促
さ
れ
る
も
の
。

青
山　
　
　
　

自
己
を
表
現
し
て
い
く
楽
し
さ
を

 

　
　
　
　
一
番
に
味
わ
わ
せ
た
い
。
　
宗
我
部
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認
識
や
表
現
が
磨
か
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い

う
指
導
が
し
っ
く
り
き
ま
す
。
中
学
校
の
立
場
と

し
て
は
、
小
学
校
で
は
、「
こ
ん
な
か
っ
こ
い
い

書
き
方
も
自
分
に
で
き
る
ん
だ
」
と
い
う
お
も
し

ろ
さ
、
自
分
を
書
き
表
す
楽
し
さ
を
、
子
ど
も
た

ち
が
味
わ
え
る
よ
う
に
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い

ま
す
。
書
き
方
の
部
分
は
、
中
学
校
で
よ
り
深
め

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
自
分
が
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
文
章
を
ま
ね
し
て
書
く
程
度
で
い
い
。
今
や
、

あ
ま
ん
き
み
こ
さ
ん
、
工
藤
直
子
さ
ん
の
も
の
な

ど
、
子
ど
も
が
読
む
の
に
適
し
た
話
題
と
分
量
の

随
筆
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
モ
デ
ル
に
す
る

文
章
に
は
苦
労
せ
ず
と
も
出
会
え
ま
す
か
ら
ね
。

宗
我
部　

子
ど
も
た
ち
の
関
心
に
触
れ
や
す
い
作

家
の
も
の
か
ら
モ
デ
ル
を
選
ん
で
、
教
室
に
そ
ろ

え
た
り
、
授
業
で
扱
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
は
い

い
で
す
ね
。
幾
つ
も
重
ね
て
読
む
こ
と
で
、「
随

筆
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
な
の
か
な
」
と
、
な
ん

と
な
く
分
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
ら
し
さ
」　

青
山　

随
筆
に
は
、
重
き
の
置
き
方
に
よ
っ
て
、

中
学
校
で
論
説
や
評
論
に
枝
分
か
れ
し
て
い
く

「
入
り
口
」
に
な
る
と
い
う
よ
さ
が
あ
る
ん
で
す

　
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
自
分
の
生
活

の
中
か
ら
題
材
を
探
し
て
書
き
な
さ
い
」
と
い
う

の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
し
か
し
、
な
か
に
は
、

書
き
た
い
こ
と
が
な
か
な
か
決
ま
ら
ず
、
題
材
選

び
に
時
間
が
か
か
る
子
ど
も
も
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
こ
ち
ら
で
テ
ー
マ
を
決
め
て
か
ら
取
り
組
ま

せ
る
よ
う
に
す
る
と
、
随
筆
を
書
く
と
き
に
大
切

に
し
た
い
「
自
分
を
見
つ
め
直
す
」「
出
来
事
を

対
象
化
し
て
見
る
」
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
幾
つ
か
の
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
論
　
語

　

論
語
が
手
が
か
り
と
な
り
、
生
活
の
中
で
の
出

来
事
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
を
導
き
出
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

※
対
談
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
践
の
詳
細
は
『
古 

　

典
が
好
き
に
な
る
』（
光
村
図
書
）
に
掲
載
。

　「
た
の
し
み
は
」

　

教
科
書
教
材
「
た
の
し
み
は
」（
六
年
Ｐ
78
）
を

活
用
し
、「
自
分
が
『
た
の
し
み
』
を
感
じ
る
と
き
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
そ
の
理
由
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

詳
し
く
書
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
随
筆
を
書
く
こ
と

に
つ
な
げ
ら
れ
ま
す
。

　「
季
節
の
言
葉
」

　

教
科
書
教
材
「
季
節
の
言
葉
」
で
季
節
感
を
味

わ
っ
た
後
、「
私
が
そ
の
季
節
を
感
じ
る
と
き
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
随
筆
を
書
か
せ
ま
す
。「
自
分
に

と
っ
て
の
思
い
出
の
夏
は
…
…
」
な
ど
、
低
学
年

で
の
「
夏
見
つ
け
」
と
は
少
し
違
っ
た
、「
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
の
そ
の
季
節
」
を
取
り
上
げ
る
子
も
出

て
き
ま
す
。

　『
枕
草
子
』
の
「
も
の
づ
く
し
」

　
「
も
の
づ
く
し
」
の
段
か
ら
テ
ー
マ
を
と
り
ま
す
。

「
清
少
納
言
ら
し
さ
」
が
よ
り
く
っ
き
り
見
え
る
段

な
の
で
、「
自
分
だ
っ
た
ら
」
と
、
題
材
を
見
つ
け

や
す
い
と
思
い
ま
す
。「
う
つ
く
し
き
も
の
」「
に

く
き
も
の
」
な
ど
、
幾
つ
か
の
段
を
読
ま
せ
た
り

読
み
聞
か
せ
た
り
し
、
そ
こ
か
ら
選
ん
で
書
か
せ

ま
す
。

ね
。「
随
筆
と
は
」
と
突
き
詰
め
る
の
で
は
な
く
、

「
自
分
が
経
験
・
見
聞
き
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中

心
に
」
程
度
の
条
件
を
念
頭
に
置
き
、
あ
と
は
気

楽
に
取
り
組
ん
で
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

そ
れ
か
ら
、
も
の
の
見
方
に
触
れ
る
こ

と
も
。「『
こ
の
人
ら
し
さ
』
の
よ
さ
が
感
じ
ら
れ

る
の
は
ど
こ
か
」
な
ど
と
問
い
返
す
こ
と
で
、
モ

デ
ル
の
文
章
に
、
内
容
的
に
も
触
れ
て
い
く
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
す
。

青
山　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
○
○
ら
し
さ
」
で
す
ね
。

宗
我
部　

え
え
。
モ
デ
ル
の
文
章
を
読
み
、「
い

い
な
」
と
思
う
点
を
指
摘
し
合
う
こ
と
で
、
そ

の
人
の
見
方
や
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
、「
ら
し
さ
」

が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
れ
が
、
随
筆
的
な
も
の

の
見
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
し
、
自

分
が
書
く
と
き
の
モ
デ
ル
に
も
な
っ
て
い
く
は
ず

で
す
。

青
山　

教
科
書
の
「
ふ
わ
ふ
わ
の
雪
」
の
扱
い
方

も
工
夫
が
で
き
そ
う
で
す
。「
随
筆
と
は
こ
う
い

う
も
の
」
と
い
う
た
め
だ
け
に
示
す
の
で
な
く
、

中
川
さ
ん
ら
し
さ
が
ど
こ
に
あ
る
か
立
ち
止
ま
ら

せ
て
か
ら
、
書
く
こ
と
に
入
る
の
が
い
い
で
す
ね
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
こ
と
の
積
み
重
ね
で
、
少
し

ず
つ
、
経
験
を
対
象
化
し
て
見
る
目
が
養
わ
れ
て

い
く
ん
だ
と
も
思
い
ま
す
。

授
業
の
ヒ
ン
ト
今
回
の
対
談
と
こ
れ
ま
で
の
ご
実
践
を
も
と
に
、
青
山
先
生
が
挙
げ
て
く
だ
さ
っ
た
「
随

筆
を
書
く
」
授
業
で
の
手
立
て
の
工
夫
を
、
四
つ
の
プ
ロ
セ
ス
に
分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

腹
立
た
し
き
も
の

　

夜
に
ね
よ
う
と
す
る
と
、
自
分
の
使
っ
て
い

る
枕
に
弟
の
足
が
乗
っ
て
い
る
と
き
。
わ
ざ
わ

ざ
ど
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
上
に
、
持
ち
上

げ
る
と
ぐ
ず
る
。
早
く
ね
た
い
と
思
う
の
に
、

ぐ
ず
ら
れ
る
と
と
て
も
腹
立
た
し
い
。

　

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
電
子
辞
書
で
、
何
度
も

何
度
も
文
字
を
打
ち
ま
ち
が
え
て
し
ま
う
と
き

も
か
な
り
腹
立
た
し
い
。
た
だ
で
さ
え
起
動
に

時
間
が
か
か
る
の
に
、
さ
ら
に
時
間
が
か
か
っ

て
し
ま
い
、
す
ご
く
い
ら
い
ら
す
る
。
特
に
好

き
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
と
き
だ
と
、

さ
ら
に
い
ら
い
ら
す
る
。

▲『枕草子』の「にくきもの」の段からテーマをとって，腹立たしいもの
について子どもが書いた短い文章の例。「自分らしさ」がよく表れている。

題
材
を
決
め
る

1
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題
材
が
決
ま
っ
た
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
を

活
用
し
な
が
ら
、
考
え
を
よ
り
深
く
見
つ
め
て
対

象
化
さ
せ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
く
か

を
考
え
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
子

ど
も
た
ち
の
思
考
を
促
す
手
立
て
と
な
る
よ
う
な

ア
イ
デ
ア
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
伝
え
た
い
相
手
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

　
初
め
に
決
め
る

　

文
章
を
書
き
始
め
る
と
、
途
中
で
軌
道
修
正
を

す
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
構
想
を
練
る
段
階

で
、
伝
え
た
い
相
手
と
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の

自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
の
が
よ
い

で
し
ょ
う
。

　「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」で
構
成
を
考
え
る

　
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
構
成
を
使
っ
て
、
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
自
分
の
考
え
の
整
合
性
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、「
初
め
」
に
話
題
提
示
、

「
中
」
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
、「
終
わ
り
」
に
自
分
の
考

え
を
と
、
尾
括
型
の
構
成
に
す
れ
ば
、
よ
り
随
筆

ら
し
い
文
章
に
近
づ
き
ま
す
。

　
逆
接
の
接
続
詞
を
使
う

　

自
分
の
見
方
を
振
り
返
り
、
物
事
を
対
象
化
す

る
見
方
を
引
き
出
す
と
き
、「
─
─
。
で
も
、
─

─
」
と
い
う
型
を
使
う
こ
と
が
効
果
的
で
す
。
テ
ー

　
文
体
を
ま
ね
る
─
─
「
○
○
」
風

　

誰
か
の
文
体
に
乗
せ
る
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と

が
抵
抗
な
く
書
け
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
普
段
よ

く
目
に
す
る
書
き
手
の
文
章
、「
天
声
人
語
」
な
ど

の
新
聞
コ
ラ
ム
が
モ
デ
ル
と
し
て
使
え
ま
す
。
書

く
と
き
の
テ
ー
マ
を
示
し
た
り
、
題
材
を
決
め
さ

せ
た
り
す
る
段
階
で
、「
こ
ん
な
文
章
を
書
こ
う
」

と
、
モ
デ
ル
に
出
会
わ
せ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

書
か
せ
た
い
テ
ー
マ
に
合
っ
た
モ
デ
ル
を
選
ぶ
こ

と
が
重
要
で
す
。

マ
や
実
態
に
応
じ
て
、「
今
ま
で
は
こ
う
だ
っ
た
。

で
も
─
─
」
な
ど
、
接
続
詞
の
前
に
入
る
文
や

言
葉
を
決
め
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

随
筆
で
は
、
相
手
を
引
き
付
け
、
相
手
に
伝
わ

り
や
す
い
よ
う
に
、
自
分
を
出
し
て
語
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
そ
の
観
点
か
ら
の
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
書
き
だ
し
を
工
夫
す
る

　

少
し
書
き
慣
れ
て
く
れ
ば
、
書
き
だ
し
に
つ

い
て
も
、
ま
ね
な
が
ら
工
夫
さ
せ
た
い
も
の
で

す
。
教
材
「
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
」
の
中
で
も
、

書
き
だ
し
の
工
夫
を
促
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、

既
習
教
材「
こ
の
絵
、わ
た
し
は
こ
う
見
る
」（
六
年
）

で
示
さ
れ
て
い
る
書
き
だ
し
の
例
（
Ｐ
144
）
を
活

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
書
い
て
い
る

の
は
鑑
賞
の
文
章
で
す
が
、「
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が

で
き
る
」
と
い
う
観
点
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で

触
れ
さ
せ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

交
流
を
有
意
義
な
も
の
に
す
る
に
は
、

お
互
い
に
読
み
合
う
と
き
の
観
点
を
明
確

に
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

共
通
の
テ
ー
マ
の
も
と
で
書
か
せ
る
と
、

テ
ー
マ
が
同
じ
分
、物
事
の
切
り
取
り
方
・

見
方
の
違
い
が
際
立
ち
、
そ
れ
ら
に
目
を

向
け
さ
せ
や
す
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
の
場
合
は
、「
自
分
の
も
の
の
見
方
と

の
違
い
を
見
つ
け
る
」
と
い
っ
た
観
点
が

生
き
て
き
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
由
な
テ
ー

マ
で
書
か
せ
た
と
し
た
ら
、
表
現
の
し
か

た
や
「
こ
の
出
来
事
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を

感
じ
る
の
か
」
と
い
う
「
そ
の
人
ら
し

さ
」
に
子
ど
も
た
ち
は
着
目
す
る
で
し
ょ

う
。
ね
ら
い
と
学
習
へ
の
取
り
組
ま
せ
方

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
読
み
合
う
と
き
の

観
点
を
示
す
よ
う
に
し
ま
す
。

構
想
を
練
る

2
記
述
す
る

3

交
流
す
る

4

◀対談の中で触れられた「十二歳，
私の主張」で，構想を練るために
使われたワークシートの例。

▲対談の中で触れられた「十二歳，私の主張」で，子どもたちが挙げた文体の特徴
の例（右は，「司馬遼太郎」風）。



その悩み，
解決します！

その悩み，
解決します！

振
り
返
れ
る
よ
う
な
資
料
や
掲
示
物
を
、
子

ど
も
が
常
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

整
え
て
お
く
こ
と
も
効
果
的
で
す
。

高
学
年
女
子
の
発
達
に
伴
う
変
容

　
特
に
高
学
年
の
女
子
に
見
ら
れ
る
傾
向
の

一
つ
に
、
こ
れ
ま
で
活
発
で
幼
い
行
動
を

取
っ
て
い
た
の
に
、
急
に
し
っ
と
り
と
落
ち

着
い
た
行
動
を
取
り
始
め
る
と
い
う
変
容
が

あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
教
師
の
と
こ
ろ
に
あ

ま
り
話
を
し
に
来
な
く
な
っ
た
り
、
ひ
そ
ひ

そ
と
さ
さ
や
き
合
い
な
が
ら
目
配
せ
を
し
た

り
す
る
な
ど
、
陰
湿
と
思
わ
れ
る
行
動
も
目

に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
変
容
は
、
大
人
に
近
づ
く
た
め

の
発
達
段
階
の
一
過
程
と
捉
え
て
、
今
ま
で

以
上
に
、
個
人
や
集
団
に
積
極
的
に
働
き
か

け
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
よ

う
に
し
ま
す
。
同
時
に
、
学
級
全
体
に
働
き

か
け
な
が
ら
、
学
級
行
事
の
計
画
や
実
施
の

機
会
な
ど
を
う
ま
く
使
い
、
明
る
い
学
級
作

り
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

価
値
観
の
多
様
化
に
伴
う
変
容

　
家
庭
や
保
護
者
の
価
値
観
の
多
様
化
は
、

子
ど
も
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。

夏
休
み
明
け
、
一
回
り
た
く
ま
し
さ
を
増
し

た
よ
う
に
見
え
る
子
ど
も
は
、
水
泳
や
祖
父

母
宅
へ
の
訪
問
、
家
族
旅
行
な
ど
、
き
っ
と

夏
を
満
喫
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

色
白
の
ま
ま
登
校
し
て
き
た
子
ど
も
は
、
塾

の
夏
期
講
習
や
屋
内
で
の
ゲ
ー
ム
遊
び
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
り
、
生
活
習
慣
が
乱

れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
夏
休
み
中
の
子
ど
も
た
ち
の
貴
重
な
体
験

を
学
級
経
営
に
活
用
す
る
の
は
当
然
で
す
が
、

そ
の
多
様
さ
に
は
注
意
深
く
対
応
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
体
験
し
た
こ
と
を

ス
ピ
ー
チ
し
た
り
文
章
に
書
い
た
り
す
る
と

い
う
学
習
活
動
は
、
多
く
の
学
級
で
見
ら
れ

る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
話
題
に
で
き
る
よ

う
な
体
験
を
し
て
い
な
い
、
話
題
に
し
た
く

な
い
体
験
ば
か
り
だ
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
活
動
に
入
る
前
に
は
、
子
ど
も

の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。
そ

の
う
え
で
、
体
験
の
内
容
例
を
多
様
に
示
す
、

全
員
に
単
一
の
表
現
方
法
を
課
さ
な
い
な
ど

し
、
学
習
内
容
や
方
法
の
複
線
化
を
考
え
る

こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
。

学
校
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
伴
う
変
容

　
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
長
期
間
、
学
校

生
活
か
ら
離
れ
て
生
活
し
た
こ
と
で
、
夏
休

み
以
前
に
身
に
つ
け
た
学
習
習
慣
が
乱
れ
た

り
、
学
習
意
欲
が
低
下
し
た
り
す
る
と
い
う

傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
特
に
、

一
年
生
で
、
学
校
や
学
級
へ
の
適
応
に
退
行

が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
学
級
崩

壊
的
な
現
象
が
、
一
時
的
に
見
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
ま
ず
大
切
な
の
は
、「
夏
休
み
前

に
で
き
て
い
た
か
ら
、
休
み
明
け
も
同
じ
よ

う
に
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
思
わ
ず
、「
も
う

一
度
や
り
直
そ
う
」
と
い
う
く
ら
い
に
考
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
学
習
や
生

活
の
ル
ー
ル
な
ど
を
再
確
認
し
た
り
、
新
た

に
作
っ
た
り
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
が
必
要

で
し
ょ
う
。
休
み
前
の
生
活
や
学
習
の
跡
が

鹿
児
島
県
生
ま
れ
。
横
浜
市
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
課
程
開
発
課
長
、
学
校
教
育
部
長
、
横
浜
市
立
東
小
学
校
校
長
等
を
経
て
現
職
。「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
」
作
成
協
力
者
。

主
な
編
著
書
に
『
小
学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
授
業 

国
語
科
実
践
事
例
集 

１
年
／
２
年
』（
小
学
館
）
な
ど
。
光
村
図
書 

小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
編
集
委
員
。

松ま
つ

永な
が

立た
て

志し

夏休み明けの授業

お

み
悩

夏
休
み
明
け
の
授
業

1213

　

夏
休
み
明
け
、
子
ど
も
た
ち
は
、
一
学
期
に
積
み
重
ね
た
こ
と
の
多
く
を

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
二
学
期
の
学
習
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
っ

て
、
意
識
の
も
ち
方
や
工
夫
な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

日
々
、
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
先
生
方
が
抱
え
る
お
悩
み
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
、

解
決
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
、
松
永
立
志
先
生
と
安
田
恭
子
先
生
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
す
。

鎌
倉
女
子
大
学 

准
教
授

松
永
立
志

ま
ず
は
、
夏
休
み
後
の
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん
な
状
態
に
あ
る
の
か
、

子
ど
も
た
ち
の
変
化
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

解決
のために

夏
休
み
明
け
、
子
ど
も
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
は
ず
。

そ
の
心
積
も
り
を
も
っ
て
、
微
妙
な
変
容
を
逃
さ
ず
捉
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

１



5

ノ
ー
ト
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
、
児
童
が
自
信

を
も
て
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

二
学
期
の
国
語
び
ら
き
で
し
た
い
こ
と

　
始
ま
り
の
一
週
間
、
何
よ
り
ま
ず
大
切
に

し
た
い
の
は
、
児
童
一
人
一
人
の
不
十
分
さ

を
受
け
止
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
否

定
す
る
こ
と
は
避
け
ま
し
ょ
う
。「
夏
休
み

中
、
何
し
て
い
た
の
」「
ど
う
し
て
、
こ
ん

な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
」
な
ど
と
い
っ
た

言
葉
は
禁
句
で
す
。

　
さ
ら
に
、
毎
授
業
の
冒
頭
三
分
で
、
学
習

の
基
本
と
な
る
ル
ー
ル
を
繰
り
返
し
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
す
。
机
の
上
の
教
科
書
・
筆
記
用
具

等
の
置
き
場
所
、
い
す
に
座
る
と
き
や
書
く

と
き
の
姿
勢
（
下
図
）、
き
ち
ん
と
し
た
返

事
や
受
け
答
え
の
し
か
た
な
ど
、
基
本
が
崩

その悩み，
解決します！

×
か
」
な
ど
と
、
学
習
の
初
め
や
終
わ
り
に

一
、二
問
ず
つ
出
題
す
る
の
も
、児
童
に
と
っ

て
は
よ
い
復
習
に
な
り
ま
す
。

体
験
や
思
い
出
の
、

上
手
な
共
有
の
さ
せ
方

　「
夏
休
み
中
、
ど
こ
か
に
連
れ
て
い
か
な

い
と
、
子
ど
も
が
、
学
校
で
肩
身
の
狭
い
思

い
を
す
る
」
と
い
う
、
保
護
者
か
ら
の
声
を

耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
夏
休
み
ス

ピ
ー
チ
大
会
」
な
ど
と
安
易
に
銘
打
っ
て
行

う
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
チ
が
児
童
の
体
験
自
慢

大
会
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
心
し
て
避

け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
、
中
・
高
学
年
で
は
コ
ー
ス
別
ス

ピ
ー
チ
を
行
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

ア
ー
ト
（
絵
、
工
作
等
の
話
）、
サ
イ
エ
ン

ス
（
採
集
、
実
験
等
の
話
）、
フ
ィ
ジ
カ
ル

（
ス
ポ
ー
ツ
の
練
習
、
試
合
等
の
話
）、
カ
ル

チ
ャ
ー
（
読
書
、
歌
、
詩
作
等
の
話
）、
ト

ラ
ベ
ル
（
旅
行
等
の
話
）
な
ど
の
コ
ー
ス
に

分
か
れ
て
グ
ル
ー
プ
内
で
ス
ピ
ー
チ
を
す
る

二
学
期
の
ス
タ
ー
ト
を
好
機
に
！

　
学
校
生
活
に
学
期
の
節
目
が
あ
る
の
は
、

と
て
も
よ
い
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
今
ま

で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ

せ
た
り
、
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
リ

セ
ッ
ト
し
て
、
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
り
す
る

機
会
と
な
る
か
ら
で
す
。

　
例
え
ば
、
新
出
漢
字
の
学
習
に
つ
い
て
、

一
学
期
は
国
語
の
授
業
中
に
全
て
を
丁
寧
に

指
導
し
て
い
た
け
れ
ど
、
二
学
期
か
ら
は
、

筆
順
や
読
み
方
が
特
別
な
も
の
、
組
み
立
て

が
難
し
い
も
の
以
外
は
、
家
庭
学
習
で
取
り

組
む
よ
う
指
示
す
る
こ
と
で
、
日
常
の
授
業

が
充
実
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ノ
ー
ト
の
使

い
方
が
適
切
で
な
か
っ
た
児
童
に
は
、
見
本

を
示
し
、
二
学
期
か
ら
は
そ
れ
を
見
な
が
ら

と
い
っ
た
工
夫
で
す
。
他
に
も
、「
夏
休
み

新
聞
」
を
作
り
、
自
分
の
成
長
を
報
告
し
合

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

掲
示
に
配
慮
す
る

　
夏
休
み
明
け
は
、
ど
の
教
室
で
も
、
休
み

中
に
取
り
組
ん
だ
作
品
が
、「
夏
休
み
作
品

展
」
と
称
し
て
展
示
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

九
月
末
に
教
室
を
訪
れ
て
も
ま
だ
、
展
示
が

そ
の
ま
ま
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
夏
休
み
の

作
品
展
示
は
、
長
く
て
も
二
週
間
。
そ
の
後

は
で
き
る
だ
け
早
く
、
二
学
期
の
学
習
に
関

わ
る
も
の
へ
と
掲
示
を
切
り
替
え
ま
し
ょ
う
。

ひ
と
言
感
想
と
自
分
の
名
前
を
書
い
た
カ
ー

ド
を
貼
る
な
ど
し
て
交
流
を
見
え
る
形
に
す

る
と
、
掲
示
が
学
習
の
場
の
一
つ
と
な
り
ま

す
。学

び
合
い
・
関
わ
り
合
い
を
考
え
て

　
学
校
で
学
ぶ
こ
と
の
よ
さ
は
、
多
く
の
友

人
と
と
も
に
学
び
合
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

夏
休
み
明
け
の
学
習
で
は
、
学
び
合
い
・
関

わ
り
合
い
を
大
切
に
し
て
学
習
を
進
め
ま

し
ょ
う
。

　
例
え
ば
、
教
科
書
に
は
、
二
学
期
初
め
に

詩
教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
人

で
音
読
す
る
だ
け
で
な
く
、
リ
レ
ー
読
み
、

掛
け
合
い
読
み
な
ど
を
多
く
取
り
入
れ
、
み

ん
な
で
協
力
し
て
一
つ
の
音
読
作
品
を
仕
上

げ
る
こ
と
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
漢
字
の
学
習
で
は
、
グ
ル
ー
プ
対
抗
で
問

題
を
出
し
合
っ
た
り
、
得
点
を
競
っ
た
り
し

て
学
ぶ
こ
と
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
、
発
表
・
話
し
合
い
・
討
論
な
ど

の
「
話
す
・
聞
く
」
の
学
習
で
は
、
三
人
程

度
の
グ
ル
ー
プ
内
で
発
表
や
話
し
合
い
を
し

た
り
、
グ
ル
ー
プ
対
抗
で
話
し
合
い
や
討
論

を
し
た
り
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　
協
力
し
て
学
ぶ
場
を
多
く
設
定
す
る
こ
と

で
、
と
も
に
学
ぶ
楽
し
さ
を
味
わ
い
、
心
地

よ
い
国
語
学
習
に
児
童
を
い
ざ
な
っ
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

れ
た
ま
ま
学
習
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
修

正
に
余
計
な
時
間
が
か
か
る
か
ら
で
す
。

　
ま
た
、既
習
の
学
習
用
語
や
教
科
書
の「
た

い
せ
つ
」
コ
ー
ナ
ー
の
内
容
（
身
に
つ
け
さ

せ
た
い
力
）
を
簡
単
な
ク
イ
ズ
形
式
で
振
り

返
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、「
引

用
と
は
、
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
文

章
や
話
の
中
で
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
○
か

福
島
県
生
ま
れ
。
新
宿
区
立
津
久
戸
小
学
校
教
諭
を
ス
タ
ー
ト
に
、
西
東
京
市
、
中
野
区
を
経
て
、
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校
で
定
年
退
職
を
迎
え
る
。
日
本
国
語
教
師
の
会
、
欅
の
会
会
員
。

共
著
に
、『
小
学
校
国
語
科
学
習
指
導
の
研
究
』
シ
リ
ー
ズ
（
東
洋
館
出
版
社
）
な
ど
が
あ
る
。

安や
す

田だ

恭き
ょ
う

子こ

夏休み明けの授業

1415

元
新
宿
区
立
西
戸
山
小
学
校 

教
諭

安
田
恭
子

授
業
の
進
め
方
や
環
境
作
り
な
ど
に
関
し
て
、

意
識
し
た
い
の
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

解決
のために

新
学
期
は
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
の
よ
い
機
会
。
教
室
の
掲
示
や
「
関
わ
り
合
い
」
の

授
業
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
心
地
よ
い
国
語
学
習
へ
の
い
ざ
な
い
を
。

２

書くときの姿勢については，『国語』
教科書の付録（１年上Ｐ122）を参
考にすることができます。



　

玉
川
大
学 

教
師
教
育
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー 

客
員
教
授
　
輿
水
か
お
り

1617

「
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
み
ず
・
か
お
り

1819

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
。



連    
載

子
ど
も
た
ち
を

「
書
写
好
き
」
に

1

子どもたちを「書写好き」に●1

て
も
安
定
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
毛

筆
は
軸
を
立
て
紙
に
対
し
て
垂
直
に
穂
先
を
下

ろ
さ
な
い
と
う
ま
く
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、「
筆
を
立
て
て
書
き
ま
し
ょ
う
」

と
い
う
指
示
を
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
み
ん

な
筆
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
実
際
に

書
き
始
め
る
と
同
時
に
筆
は
傾
い
て
し
ま
い
ま

す
。

　

こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
私
は
、
初
め
て

筆
の
持
ち
方
を
指
導
す
る
と
き
に
ち
ょ
っ
と
し

た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
し
て
い
ま
す
。
垂
直
に

立
て
た
筆
の
軸
の
上
に
「
十
円
玉
」
を
乗
せ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
前
で
筆
を
動
か
し
て
見
せ
る
の

で
す
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
思
わ
ず
歓
声
が
上

が
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
筆
は
、
こ
の
よ
う
に

十
円
玉
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
書
く
よ
。
さ
あ
、

み
ん
な
で
き
る
か
な
。
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
指
示
を
出
し
ま
す
。

　

実
際
に
十
円
玉
を
乗
せ
て
書
か
せ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
十
円
玉
の
イ
メ
ー
ジ
を
頭

に
浮
か
ば
せ
る
こ
と
で
、
軸
を
立
て
る
こ
と
に

意
識
を
集
中
さ
せ
ま
す
。
机
間
指
導
を
し
な
が

ら
「
十
円
玉
が
落
ち
そ
う
」
と
言
う
と
、
子
ど

も
た
ち
は
慌
て
て
軸
を
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
習
慣
に
な
る
ま
で
徹
底
し
て
指
導
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　

⑵ 

肩
と
同
じ
く
ら
い
肘
を
高
く

　

書
写
の
姿
勢
の
留
意
点
は
い
く
つ
か
あ
り
ま

す
が
、
特
に
大
事
に
し
た
い
の
が
「
肘
」
の
高

さ
で
す
。
毛
筆
書
写
は
硬
筆
と
違
っ
て
大
き
な

文
字
を
書
き
ま
す
。
肘
が
下
が
っ
て
脇
が
閉
じ

て
し
ま
う
と
、
腕
を
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で

き
ず
、
右
下
が
り
や
極
端
に
小
さ
な
文
字
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

こ
こ
で
も
イ
メ
ー
ジ
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
の
前
で
、
ま
ず
脇
を
閉
じ
て

筆
を
動
か
し
て
見
せ
、
次
に
肘
を
思
い
っ
切
り

高
く
し
て
大
き
く
筆
を
動
か
し
て
見
せ
ま
す
。

「
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
、
筆
が
の
び
の
び
と
動
い

て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
す
。
肘
を
高
く
上

げ
て
い
る
ほ
う
で
す
ね
」
と
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
自
分
の
姿
は
見
え
な
い
の

で
、「
肘
を
、
肩
の
高
さ
と
同
じ
く
ら
い
に
高

く
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
少
し
極
端
に
指
示
を
し

ま
す
。
実
際
に
は
子
ど
も
た
ち
の
腕
は
少
し
下

が
り
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
高
さ
に
な
り

ま
す
。
机
間
指
導
を
し
な
が
ら
「
肘
は
肩
」
と

短
い
言
葉
で
注
意
し
て
、
習
慣
に
な
る
ま
で
徹

底
し
ま
す
。

⑴ 

掲
示
の
功
罪

　

子
ど
も
た
ち
が
半
紙
に
毛
筆
で
書
い
た
文
字

を
、
教
室
の
後
ろ
に
一
斉
に
掲
示
し
て
あ
る
光

景
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
授
業
の
評
価
と
し
て

有
効
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
で

書
写
嫌
い
な
子
ど
も
た
ち
を
作
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

図
画
工
作
科
で
制
作
し
た
も
の
と
違
っ
て
、

全
く
同
じ
文
字
が
並
び
ま
す
か
ら
、
誰
が
見
て

も
一
目
で
優
劣
が
分
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
書

写
の
苦
手
な
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
文
字
が

下
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
、
劣
等

感
が
蓄
積
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

掲
示
し
て
あ
る
文
字
の
う
ち
、
う
ま
く
書
け

て
い
な
い
文
字
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
極

端
に
「
小
さ
い
」「
細
い
」「
か
す
れ
た
」
も
の

書
写
と
よ
い
出
会
い
を

書
写
指
導
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
り
、

光
村
図
書 

小
学
校
『
書
写
』
教
科
書
の
編
集
委
員
で
も
あ
る
藤
井
先
生
に
、

六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
回
は
、
書
写
が
好
き
に
な
る
よ
う
な
、

書
写
授
業
と
の
出
会
わ
せ
方
の
ア
イ
デ
ア
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

童
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
高

学
年
に
な
る
に
つ
れ
「
書
写
が
好
き
」
と
答
え

る
子
ど
も
は
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

小
学
校
で
は
、
書
写
以
外
に
も
そ
の
子
の
人

生
に
と
っ
て
初
め
て
の
出
会
い
の
場
面
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
私
は
「
書
写
と
の
よ
い
出
会

い
を
さ
せ
た
い
」
と
、
い
つ
も
心
掛
け
て
授
業

に
臨
ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
「
書
写
と
よ
い
出

会
い
」
を
さ
せ
る
た
め
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
、

毛
筆
書
写
を
中
心
に
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

わ
く
わ
く
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
自
由

に
体
験
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
筆
の
持
ち
方
と
姿
勢
は
書
写
学
習
の
基

礎
・
基
本
で
す
。
こ
れ
を
徹
底
で
き
な
け
れ
ば
、

す
ぐ
に
書
写
嫌
い
な
子
ど
も
た
ち
を
作
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

⑴ 

筆
を
立
て
て
持
た
せ
る
「
十
円
玉
」

　

毛
筆
は
硬
筆
と
違
っ
て
、
穂
先
が
柔
ら
か
い

と
い
う
性
質
が
あ
り
ま
す
。
硬
筆
は
軸
を
傾
け

　

初
め
て
漢
字
を
学
習
す
る
一
年
生
は
、
わ
く

わ
く
ど
き
ど
き
、
少
し
大
人
に
な
っ
た
よ
う
な

気
持
ち
で
、
小
さ
な
指
で
ゆ
っ
く
り
と
ノ
ー
ト

に
書
い
て
い
ま
す
。
早
く
誰
か
に
見
て
も
ら
い

た
く
て
目
が
き
ら
き
ら
し
て
い
ま
す
。
初
め
て

毛
筆
書
写
を
学
習
す
る
三
年
生
。
新
し
い
書
写

用
具
を
机
に
並
べ
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
み
ん

な
の
顔
に
は
「
早
く
書
い
て
み
た
い
」
と
い
う

気
持
ち
が
い
っ
ぱ
い
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
の
研
究
会
で
児

用
具
の
扱
い
方

書
写
大
好
き

2021

筆
の
持
ち
方
と
姿
勢

広
島
県
尾
道
市
立
向
東
小
学
校　

教
頭
　
藤
井
浩
治

藤
ふじ

井
い

浩
こう

治
じ

広島県生まれ。2008 年度
まで広島県尾道市立土堂小
学校に勤務。 山英男校長
在籍の３年間，教務主任と
して土堂改革に取り組み，
数々の成果を上げる。光村
図書 小学校・中学校『書写』
教科書編集委員を務める。

肘の高さを意識して書いている様子。



子どもたちを「書写好き」に●1

徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
筆
の
持
ち

方
・
姿
勢
・
用
具
の
手
入
れ
や
準
備
、
片
づ
け
・

基
本
点
画
の
筆
使
い
等
、
今
回
取
り
上
げ
た
内

容
は
、
全
て
書
写
学
習
の
基
礎
・
基
本
で
す
。

　

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
「
基
礎
的
・
基

本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
」「
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
の
育
成
」「
学
習
意
欲
の
向
上
・

学
習
習
慣
の
確
立
」
の
重
要
性
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
基
礎
・
基
本
の
知
識
・
技
能
を
身
に

つ
け
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
書
写
に
対
す

る
劣
等
感
を
取
り
除
き
、
自
信
を
も
っ
て
学
習

に
臨
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑷ 

用
具
に
関
す
る
そ
の
他
の
留
意
点

●
書
写
バ
ッ
グ
の
置
き
場
所
、
紙
ば
さ
み
の
置

き
場
所
を
決
め
て
お
く
。

●
余
っ
た
反
故
紙
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
箱
を
準
備

し
て
、
反
故
紙
が
不
足
す
る
子
ど
も
に
取
ら

せ
る
よ
う
に
す
る
。

●
小
筆
は
、
根
元
を
の
り
で
固
め
た
状
態
で
使

用
す
る
の
で
、
水
で
洗
わ
な
い
。
墨
の
付
い

た
穂
先
部
分
を
拭
き
取
る
だ
け
に
す
る
。

●
ご
み
箱
や
筆
洗
い
用
バ
ケ
ツ
は
、
教
師
の
見

え
る
場
所
に
置
く
（
捨
て
方
や
洗
い
方
が
乱

雑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
指
導
が
で
き
る
）。

　
　

姿
勢
と
執
筆
、
用
具
の
取
り
扱
い
方
が
定
着

し
た
ら
、
次
は
筆
使
い
で
す
。
漢
字
は
全
て
基

本
点
画
の
組
み
合
わ
せ
で
す
か
ら
、「
横
画
・

縦
画
・
折
れ
・
左
右
の
払
い
・
点
・
曲
が
り
・

反
り
」
な
ど
の
基
本
点
画
は
重
要
で
す
。

　

三
、四
年
生
の
う
ち
に
基
本
点
画
を
書
け
る

よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
本
来
の
授
業
の

ね
ら
い
で
あ
る「
文
字
の
組
み
立
て
方
」や「
点

画
の
組
み
立
て
方
」
の
学
習
に
集
中
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
基
本
点
画
の
復
習
と

習
得
を
ね
ら
っ
て
、
授
業
の
初
め
に
、
自
作
の

基
本
点
画
プ
リ
ン
ト
を
活
用
し
た
「
毛
筆
準
備

に
目
が
止
ま
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
三

点
に
気
を
つ
け
て
指
導
を
す
れ
ば
、
極
端
に

劣
っ
て
見
え
る
文
字
が
な
く
な
り
、
子
ど
も
た

ち
の
劣
等
感
も
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

実
は
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
は
、
用
具
の
取

り
扱
い
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。
筆
の
手
入
れ
が

悪
い
と
、
根
元
が
硬
く
な
っ
て
筆
の
穂
が
開
か

な
く
な
る
と
と
も
に
、
墨
含
み
が
悪
く
な
り
ま

す
。
す
る
と
、
文
字
が
細
く
な
り
、
墨
が
不
足

し
て
す
ぐ
に
か
す
れ
ま
す
し
、
長
い
線
を
引
く

こ
と
が
で
き
ず
文
字
が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

⑵ 

筆
の
手
入
れ

　

筆
は
根
元
に
墨
が
残
ら
な
い
よ
う
に
、
し
っ

か
り
と
洗
わ
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
し
か
し
、

学
校
に
洗
う
場
所
が
な
か
っ
た
り
、
時
間
の
制

約
が
あ
っ
た
り
し
て
十
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
場
合
に
は
、
下
に
雑
巾
を
敷
い
た
筆
洗

い
用
の
バ
ケ
ツ
を
教
室
に
用
意
し
て
洗
わ
せ
ま

す
。
ま
た
は
、
授
業
前
に
水
を
入
れ
た
個
別
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
用
意
さ
せ
て
お
い
て
、
洗
わ

せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
洗
っ
て
か
ら
筆
を
片
づ
け
る
と
い
う
習
慣

を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
月
に

一
回
以
上
は
、
家
で
筆
を
し
っ
か
り
と
洗
う
こ

と
を
宿
題
に
し
て
取
り
組
ま
せ
ま
す
。
こ
れ
で

「
小
さ
い
」「
細
い
」「
か
す
れ
た
」
作
品
が
姿

を
消
し
、
稚
拙
な
作
品
が
目
を
引
く
こ
と
も
な

く
な
り
ま
す
。

⑶ 

用
具
の
準
備
と
片
づ
け

　

毛
筆
書
写
は
用
具
の
準
備
・
後
片
づ
け
に
時

間
が
か
か
る
と
、
学
習
時
間
を
十
分
保
障
で
き

な
か
っ
た
り
、
書
写
を
億
劫
に
思
っ
て
し
ま
う

子
ど
も
を
作
っ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
で
き

る
だ
け
準
備
や
片
づ
け
を
パ
タ
ー
ン
化
し
、
手

順
を
写
真
に
し
て
「
見
え
る
化
」
を
図
り
、
定

着
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【
準
備
の
一
例
】

①
書
写
係
が
筆
洗
い
用
の
バ
ケ
ツ
に
水
を
く
み
、

雑
巾
を
敷
い
て
準
備
す
る
。

②
机
の
上
に
、
下
敷
き
、
す
ず
り
、
筆
、
鉛
筆

等
を
準
備
し
、
本
時
に
使
用
す
る
枚
数
の
半

紙
を
机
の
中
に
入
れ
る
。

③
バ
ケ
ツ
の
水
で
筆
を
軽
く
湿
ら
せ
る
と
、
硬

く
な
っ
た
筆
が
な
じ
ん
で
書
き
や
す
く
な

る
。

④
紙
ば
さ
み
（
下
図
）
を
机
の
横
に
掛
け
る
。

体
操
」
を
し
て
い
ま
す
。「
学
習
指
導
書
」
付

録
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

（
左
図
）
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
繰
り

返
す
こ
と
で
、
始
筆
の
角
度
や
穂
先
の
通
り
道

な
ど
が
、
自
然
に
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

書
写
と
よ
い
出
会
い
を
さ
せ
、
そ
の
意
欲
を

継
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
基
礎
・
基
本
を

【
片
づ
け
の
一
例
】

①
す
ず
り
に
残
っ
た
墨
を
大
筆
に
付
け
て
反ほ

故ご

紙
（
練
習
し
終
わ
っ
た
半
紙
）
で
拭
う
。

②
反
故
紙
を
た
た
ん
で
、
す
ず
り
の
墨
を
拭
き

取
る
。

③
反
故
紙
を
一
枚
持
っ
て
筆
洗
い
用
の
バ
ケ
ツ

の
場
所
に
行
き
、
大
筆
の
穂
を
水
の
中
で
す

す
ぐ
。
水
を
滴
ら
せ
な
い
よ
う
に
反
故
紙
で

拭
う
。

④
拭
っ
た
反
故
紙
で
小
筆
の
穂
先
の
墨
を
拭
き

取
る
（
小
筆
は
水
で
洗
わ
な
い
）。

⑤
大
筆
と
小
筆
を
筆
巻
き
に
収
め
る
。

⑥
書
写
バ
ッ
グ
に
用
具
を
入
れ
る
。

⑦
書
写
係
が
バ
ケ
ツ
の
水
を
捨
て
、
雑
巾
で
床

を
拭
く
。
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書
写
の
準
備
体
操

終
わ
り
に

『書写』教科書３年Ｐ３より。「学習指導書」付録 DVD に収録されているワークシート。



　

国語　平成26年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成26年度用教科書では，平成25年度用から以下の箇所を訂正しております。校内の先
生方でご確認のうえ，ご指導の際には，十分ご留意くださいますようお願い申し上げます。

学年 巻 ページ 行など 25年度 26年度

2年 上 46-55 挿絵 原典に合わせて変更。

4年 上 108 筆者紹介 大島健甫
　一九二四年、岡

おか

山
やま

県生ま

れ。作家。視
し

覚
かく

障
しょう

害者のテー

プ雑
ざっ

誌
し

を作っている。

大島健甫
　一九二四〜二〇一三年。岡

おか

山
やま

県生まれ。作家。視
し

覚
かく

障
しょう

害

者のテープ雑
ざっ

誌
し

を作っていた。

6年 220 右 4 段目
解説 「肝

きも

だめしの夜に」 「肝
きも

だめしの夜」

252 筆者紹介 一九一三年、静岡県生まれ。 一九一二年、静岡県生まれ。

■
挿
絵
の
変
更
に
つ
い
て

　

本
年
四
月
に
発
行
し
ま
し
た
、「
小
学
校
国
語
教

育
相
談
室
79
号
」
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う

に
、
教
科
書
会
社
に
対
し
、
著
作
権
管
理
会
社
よ
り
、

絵
本
を
原
典
と
す
る
作
品
の
挿
絵
利
用
に
関
し
て
、

＊
「
同
一
性
保
持
権
」
の
観
点
か
ら
、
原
典
の
絵
と

同
様
の
使
用
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
弊
社
と
し
ま
し

て
は
、
著
作
者
の
権
利
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
学
習

者
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
教
材
と
し
て
教
科
書
で
提
示

す
る
こ
と
へ
の
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、
交
渉
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
前
号
で
お
知
ら

せ
し
た
二
作
品
に
加
え
、
次
の
作
品
に
つ
き
ま
し
て

も
、
平
成
二
十
六
年
度
用
供
給
本
よ
り
、
挿
絵
の
使

用
を
原
典
と
合
わ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

・
二
年
上
巻
『
ス
イ
ミ
ー
』
（
レ
オ=

レ
オ
ニ 

作
・
絵
）

　

先
生
方
に
は
ご
指
導
の
際
に
ご
配
慮
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

■
『
ス
イ
ミ
ー
』
掲
載
の
こ
れ
ま
で
と

　		

著
作
権
保
護
の
今
日
的
な
観
点
か
ら

　

こ
れ
ま
で
弊
社
は
、
絵
本
を
原
典
と
し
て
教
科
書

に
掲
載
す
る
際
に
は
、
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に

す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
世
界
に
十
分

浸
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。『
ス
イ
ミ
ー
』
も
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
一
つ

で
す
。

　

本
作
品
は
、
昭
和
五
十
二
年
度
版
が
初
め
て
の
掲

載
に
な
り
ま
す
。
当
初
は
、
か
す
や
昌
宏
先
生
の
挿

絵
に
よ
り
教
材
化
を
は
か
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
、
原
典
で
あ
る
『
ス
イ
ミ
ー
』
が
、
横
書
き
で

書
か
れ
た
絵
本
で
あ
り
、
絵
の
中
の
ス
イ
ミ
ー
が
、

話
に
沿
っ
て
左
か
ら
右
へ
進
ん
で
い
く
よ
う
に
描
か

れ
て
い
た
た
め
で
す
。

　
「
国
語
」
教
科
書
は
、
日
本
語
学
習
の
特
性
を
配

慮
し
て
、
基
本
的
に
縦
書
き
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
横
書
き
で
書
か
れ
た
絵
本
の
絵
を
教
科

書
に
そ
の
ま
ま
掲
載
し
よ
う
と
す
る
と
、
登
場
人
物

の
動
き
な
ど
が
、
話
の
流
れ
と
逆
行
し
て
見
え
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

当
初
、
絵
本
の
絵
を
反
転
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
か
す
や
先
生
に
教
科
書

の
た
め
に
絵
を
描
い
て
い
た
だ
き
、
掲
載
し
て
お
り

ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
作
者
で
あ
る
レ
オ=

レ

オ
ニ
氏
と
も
交
渉
を
重
ね
、
絵
本
の
絵
を
反
転
し
た

形
で
使
用
す
る
こ
と
に
ご
了
承
を
い
た
だ
い
た
の
が
、

昭
和
六
十
一
年
度
版
の
こ
と
で
す
。
以
降
、
レ
オ=

レ
オ
ニ
氏
の
文
章
と
絵
で
、『
ス
イ
ミ
ー
』
を
掲
載

し
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

挿
絵
の
反
転
使
用
は
、
描
か
れ
た
登
場
人
物
な
ど

が
、
話
が
進
む
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
よ
う

に
見
え
る
よ
う
に
と
い
う
、
学
習
上
の
配
慮
の
見
地

か
ら
行
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
冒
頭
に
も

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
た
び
、
著
作
権
管
理
会

社
か
ら
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
原
典
の
同
一
性
保
持

に
関
し
て
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
の

判
断
か
ら
、
弊
社
で
は
、
平
成
二
十
六
年
度
教
科
書

よ
り
、
挿
絵
の
使
用
を
改
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。

　

書
籍
だ
け
で
成
立
し
て
い
た
時
代
と
は
異
な
り
、

今
日
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
世
界
的
な
広
が
り
や
、

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
般
化
の
中
で
、
著
作
権

は
よ
り
い
っ
そ
う
厳
密
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
状
況
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

先
生
方
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
な
に
と
ぞ
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

絵
本
を
原
典
と
す
る
教
材
の
挿
絵
変
更
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
　
　											

第
一
編
集
部
小
学
校
国
語
課

＊
「
同
一
性
保
持
権
」
は
、
著
作
権
法
の
一
つ
で
、「
著
作
者

は
、
そ
の
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一
性
を
保
持
す
る

権
利
を
有
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
ら
の
変
更
、
切
除
、

そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。」（
第
二
〇
条
）

と
い
う
も
の
で
す
。
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　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野に
ついて優れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

平成26年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 26年４月〜平成 27年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語，英語，日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う
小・中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む）

助成件数及び金額 助成件数は50件まで。助成金額は１件につき20万〜 40万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上，研究開発活動についての企画書または実施した実践報告
書等の参考書類を添えて，平成 25年12月20日（金）必着で，当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は，返信用封筒（80 円切手添付）を同封の上，当財団事務局
までお申し込みください。

・この応募要項については，都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い，選考結果を平成26年２月末までに通知。
平成 26年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先
財団法人言語教育振興財団  事務局　　〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9
TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174　E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp


