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私
が
学
ん
だ
大
阪
の
大
学
の
心
理
学
教
室
に
は
、
学
生
や
教
官

が
、空
い
た
時
間
に
立
ち
寄
っ
て
は
駄だ

弁べ

っ
て
過
ご
す
「
学
生
室
」

と
よ
ば
れ
る
大
部
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
何
気
な
い
会
話

で
し
た
が
、
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
研
究
指
導
を
し
て

も
ら
っ
て
い
た
教
官
の
「
心
理
学
実
験
は
紙
と
鉛
筆
が
あ
れ
ば
で

き
る
」
と
い
う
言
葉
で
す
。

　

私
の
専
門
領
域
の
知
覚
心
理
学
で
は
、
私
が
学
部
生
だ
っ
た

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
画
像
な
ど
を
示

し
、
実
験
参
加
者
に
何
が
見
え
た
か
を
答
え
て
も
ら
っ
た
り
、
何

か
が
見
え
る
ま
で
の
時
間
を
測
定
し
た
り
す
る
実
験
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
か
ら
知
覚
の
特
性
を
検
討
す
る
と
い
う
、
今
で
も
使
わ

れ
て
い
る
研
究
手
法
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
節
、
実
験
を
す
る
た
め
に
必
要
な
環
境
は
？
と
い
う

話
題
に
な
っ
た
際
に
、
先
生
が
「
紙
と
鉛
筆
が
あ
れ
ば
実
験
が
で

き
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。

　

確
か
に
、
実
験
用
の
画
像
は
紙
と
鉛
筆
で
作
れ
な
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
、
紙
と
鉛
筆
だ
け
で
実
験
用
の
画
像
を
作
成
す
る
の

は
手
間
と
時
間
が
か
か
る
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
実
験
を
実
施
す
る

よ
り
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
使
っ
た
ほ
う
が
楽
で
す
よ
、
と
率
直
に

感
想
を
言
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
ほ
ん
ま
に
紙
と
鉛
筆
だ
け
で
実
験
せ
え
と
言
っ
て
る
わ
け

ち
ゃ
う
ね
ん
」
と
苦
笑
し
た
先
生
。
説
明
を
続
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

検
討
対
象
の
知
覚
特
性
は
、
私
た
ち
自
身
の
特
性
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
特
別
な
道
具
が
な
く
て
も
、
自
分
で
実
験
用
の
画
像

を
見
て
、
そ
の
結
果
を
紙
と
鉛
筆
で
記
録
す
れ
ば
実
験
は
成
立
す

る
。
た
だ
し
、
ど
ん
な
画
像
を
見
て
も
有
意
義
な
実
験
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
。
本
当
に
大
事
な
の
は
、
実
験
装
置
な
ど
の
道
具
で

は
な
く
、
知
覚
の
特
性
に
つ
い
て
の
洞
察
と
、
そ
の
特
性
を
可
視

化
す
る
た
め
の
画
像
な
ど
の
実
験
条
件
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
だ
、

と
。

　

な
る
ほ
ど
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
実
験
を
す
る
際
、

そ
の
実
験
に
は
知
覚
や
心
の
特
性
に
関
す
る
洞
察
が
あ
る
の
か
、

自
問
自
答
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
気
が
つ
く
と
、
学
生
に
「
紙
と

鉛
筆
が
あ
れ
ば
実
験
が
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。

紙
と
鉛
筆
が

紙
と
鉛
筆
が

あ
れ
ば

あ
れ
ば

心
理
学
者　

一い
ち

川か
わ  

誠ま
こ
と
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問
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問
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◦
輿
水
か
お
り

【
実
践
１
】 

話
し
合
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
体
感
を
通
し
て
、子
ど
も
一
人
一
人
が

「
問
い
」を
探
究
す
る 

─
─「
は
ん
で
意
見
を
ま
と
め
よ
う
」（
三
下
） 

◦
神
永
裕
昭

【
実
践
２
】 

比
較
を
通
し
て
子
ど
も
自
身
の
問
い
を
生
み
、

主
体
的
な
物
語
創
作
へ 

─
─「
お
話
の
さ
く
し
ゃ
に
な
ろ
う
」（
二
下
） 

◦
曽
根
朋
之

【
実
践
３
】

 

〝
つ
く
り
、つ
く
り
か
え
る
プ
ロ
セ
ス
〟
を
通
し
て
、

問
い
を
更
新
し
て
い
く
文
学
の
学
び 

─
─「
海
の
命
」（
六
年
） 
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そ
の
単
元
の
題
材
の
実
物
や
写
真
を
見
せ
る
こ
と

で
も
、子
ど
も
の
意
欲
が
耕
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
、学
習
の
初
め
に
は
、教
科
書
の

単
元
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
、そ
の
教
材
で

ど
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
の
か
、学
習
課
題
を
確
か
め

て
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
問
い
を
も
つ
活
動

へ
と
導
き
ま
す
。

　

大
切
な
の
は
、子
ど
も
に
問
い
を
も
た
せ
る
前

に
、先
生
自
身
が
よ
く
教
材
研
究
を
し
、た
く
さ

ん
の
問
い
を
も
っ
て
お
く
こ
と
、そ
の
単
元
で
、

ど
ん
な
力
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
か
を
考
え
て
お

く
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
学
習
の
ね
ら
い
を
定
め

た
う
え
で
、子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
言
葉
に
立
ち

止
ま
り
そ
う
か
、立
ち
止
ま
っ
て
ほ
し
い
か
、よ

く
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

子
ど
も
が
真
剣
に
考
え
て
出
し
た

問
い
に
、価
値
の
な
い
問
い
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ど
ん
な
問
い
に
も
耳
を
傾

け
て
、そ
の
解
決
方
法
を
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ

う
。
教
材
の
読
み
間
違
い
か
ら
出
た
問
い
な
ら
ば
、

「
ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
の
」と
理
由
を
き
き
、教

子
ど
も
た
ち
を
見
て
進
め
ま
し
ょ
う
。

　
　

子
ど
も
が
問
い
を
解
決
で
き
た
と

き
の
達
成
感
や
納
得
感
を
、先
生
が

感
動
を
も
っ
て
認
め
、価
値
づ
け
て

あ
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、子
ど
も
た

ち
は
問
い
を
も
つ
こ
と
の
楽
し
さ
、お
も
し
ろ
さ

を
実
感
し
、問
い
続
け
た
く
な
り
ま
す
。

　

疑
問
の
種
か
ら
生
ま
れ
た
根
の
あ
る
学
び
を
、

子
ど
も
た
ち
と
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

問
い
は
、子
ど
も
自
身
の「
な
ぜ
だ

ろ
う
」「
確
か
め
た
い
」「
も
っ
と
深
く

考
え
た
い
」と
い
う
自
然
な
気
持
ち

か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
の
意
欲
を

引
き
出
す
仕
掛
け
を
、用
意
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
、環
境
整
備
で
す
。
た
と
え
ば
、学
級

に
ど
ん
な
本
を
用
意
し
て
お
け
ば
、授
業
で
子
ど

も
の
関
心
を
引
き
出
せ
る
か
を
考
え
ま
す
。
ま
た
、

室
全
体
の
理
解
の
材
料
と
し
ま
す
。
書
き
手
に
き

か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
問
い
は
、教
材
文

か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
し
て
共
有

し
た
う
え
で
、発
展
課
題
と
し
て
と
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
そ
う
し
て
残
っ
た
学
習
の
柱
と
な
る
問

い
を
、追
求
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
学
ぶ
姿
の
表
出
と
し

て
、た
く
さ
ん
の
問
い
が
出
る
こ
と
を
歓
迎
で
き

る
と
い
い
で
す
ね
。

　
　

低
学
年
の
う
ち
は
、先
生
が
問
い

か
け
て
、一
緒
に
考
え
る
と
こ
ろ
か

ら
始
め
ま
す
。
中
学
年
で
は
、子
ど
も

か
ら
出
て
き
た
問
い
を
整
理
し
、価
値
づ
け
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
学
習
の
中
盤
で
扱
う
問
い
か
、

ま
と
め
の
段
階
で
扱
う
問
い
か
、先
生
が
交
通
整

理
を
し
な
が
ら
進
め
ま
す
。
高
学
年
に
な
っ
た
ら
、

「
ｗ
ｈ
ｙ
（
な
ぜ
）」の
問
い
を
子
ど
も
一
人
一
人

が
も
て
る
と
い
い
で
す
ね
。

　

た
だ
し
、問
い
を
立
て
る
こ
と
は
、経
験
の
積

み
重
ね
で
す
か
ら
、学
校
・
学
級
に
よ
っ
て
状
況

が
違
っ
て
当
た
り
前
で
す
。
焦
ら
ず
、目
の
前
の

子
ど
も
の
問
い
か
ら

始
ま
る
学
び　

輿水かおり
広島県生まれ。元玉川
大学客員教授。23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、玉川大
学客員教授等を務める。
光村図書小学校『国語』
教科書編集委員。

子
ど
も
自
身
が
解
決
し
た
い
と
思
う「
問
い
」が
あ
る
と
き
、そ
こ
に
は
、主
体
的
な
学
び
の
姿

が
あ
り
ま
す
。
今
号
の
特
集
で
は
、輿
水
か
お
り
先
生（
元
玉
川
大
学
客
員
教
授
）へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
皮
切
り
に
、子
ど
も
の
問
い
か
ら
始
ま
る
三
つ
の
実
践
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

教
え
て
！　

問
い
か
ら
始
ま
る
学
び

ど
う
す
れ
ば
、子
ど
も
た
ち
が

問
い
を
も
て
る
よ
う
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
か
ら
た
く
さ
ん

の
問
い
が
出
た
と
き
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

何
年
生
く
ら
い
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
問
い
を

立
て
ら
れ
る
と
よ
い
の
で
す
か
。

問
い
続
け
る
子
ど
も

を
育
て
た
い
で
す
。

特
集
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子
ど
も
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
話
し
合
い
の

経
験
を
振
り
返
っ
た
う
え
で
、
問
い
を
設
定

す
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
納
得
で
き
る
話
し

合
い
に
つ
い
て
の
知
識
を
外
か
ら
得
る
の
で

は
な
く
、
一
人
一
人
が
当
事
者
と
し
て
感
じ

た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
出
し
合
い
、
共

有
す
る
こ
と
で
、
問
い
を
探
究
し
て
い
く
。

　

映
像
資
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
話
し
合
い

の
進
め
方
や
、
司
会
の
役
割
、
発
言
の
し
か

た
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
一
度
、

最
後
ま
で
視
聴
し
、
再
度
、
映
像
を
止
め
な

が
ら
視
聴
し
て
、
話
し
合
い
の
と
き
に
大
切

な
こ
と
を
学
級
全
体
で
確
認
し
て
い
く
。

　

本
単
元
は
、「
一
年
生
が
本
を
す
き
に
な
っ
て
く
れ

る
よ
う
な
、読
み
聞
か
せ
を
す
る
」こ
と
を
目
的
に
、「
ど

の
本
を
読
む
か
」
を
決
め
る
こ
と
が
話
し
合
い
活
動
の

ゴ
ー
ル
と
な
る
。
も
の
ご
と
を
一
つ
に
決
め
る
話
し
合

い
（
考
え
を
ま
と
め
る
話
し
合
い
）
は
、
ど
う
し
て
も

意
見
を
そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
展
開
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
自
分
の
意
見
に
固
執
す
る
子
も
出
て
く
る
。
ポ

イ
ン
ト
は
、
話
し
合
い
を
通
し
て
、「
わ
た
し
の
意
見
」

「
◯
◯
さ
ん
の
意
見
」
を
「
わ
た
し
た
ち
の
意
見
」
へ
と
、

参
加
者
の
意
識
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意

識
の
変
容
は
、
話
し
合
い
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
参

加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

子
ど
も
一
人
一
人
が
話
し
合
い
の
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返

り
、「
ど
う
す
れ
ば
み
ん
な
が
納
得
で
き
る
話
し
合
い

に
な
る
の
か
」
と
問
い
続
け
る
こ
と
で
、
話
し
合
い
に

お
け
る
当
事
者
意
識
が
生
ま
れ
、
他
者
と
の
協
働
の
場

と
い
う
話
し
合
い
の
本
質
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。 話

し
合
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
体
感
を
通
し
て
、

子
ど
も
一
人
一
人
が「
問
い
」を
探
究
す
る

―
―
「
は
ん
で
意
見
を
ま
と
め
よ
う
」（
三
下
）

「
問
い
」を
も
ち
な
が
ら
話
し
合
い
に
参
加
す
る

話
し
合
い
の
進
め
方
を
確
か
め
る

足
立
区
立
桜お

う

花か

小
学
校
主
幹
教
諭　

神か
み

永な
が

裕ひ
ろ

昭あ
き

● 

単
元
計
画 （
全
８
時
間
）

１
〜

２
時 • 

学
習
課
題
を
確
認
し
、
単
元
の
学
習
の
見

通
し
を
も
つ
。

 • 

本
単
元
を
通
し
て
探
究
す
る
問
い
を
共
通

理
解
す
る
。

３
時 • 

教
科
書
35
ペ
ー
ジ
の
二
次
元
コ
ー
ド
に
ア

ク
セ
ス
し
、
話
し
合
い
の
映
像
か
ら
、
話

し
合
い
で
大
切
な
こ
と
を
確
認
す
る
。

４
〜

５
時 • 

ど
の
よ
う
な
本
を
読
み
聞
か
せ
る
か
、
グ

ル
ー
プ
の
方
向
性
を
話
し
合
う
。

 • 

「
ど
う
す
れ
ば
み
ん
な
が
納
得
で
き
る
話

し
合
い
が
で
き
る
か
」
を
、
自
分
の
体
感

を
大
切
に
し
な
が
ら
考
え
、
グ
ル
ー
プ
、

学
級
で
交
流
す
る
。

※�

５
時
と
６
時
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
が
本
を
選
ん
で
く
る

６
〜

７
時 • 

ど
の
本
を
読
み
聞
か
せ
る
か
話
し
合
う
。

 • 

「
ど
う
す
れ
ば
み
ん
な
が
納
得
で
き
る
話

し
合
い
が
で
き
る
か
」
を
、
自
分
の
体
感

を
大
切
に
し
な
が
ら
考
え
、
グ
ル
ー
プ
、

学
級
で
交
流
す
る
。

８
時 • 

本
単
元
の
学
習
を
振
り
返
り
、
学
ん
だ
こ

と
を
確
か
め
る
。

ポ
イ
ン
ト

1ポ
イ
ン
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2
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イ
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ト
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イ
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ト
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イ
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イ
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ト
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ポ
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ン
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そ
の
話
し
合
い
に
、
ど
の
よ
う
な
場
面
が

あ
っ
た
か
ら
納
得
で
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う

に
展
開
す
れ
ば
も
う
少
し
納
得
で
き
た
の

か
、
感
じ
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
そ
れ

ぞ
れ
が
言
語
化
し
、
共
有
す
る
。
こ
の
共
有

は
、
二
回
の
話
し
合
い
の
ど
ち
ら
に
対
し
て

も
意
見
を
出
し
合
う
こ
と
に
と
ど
め
、
議
論

す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
納
得
で
き

た
か
ど
う
か
は
個
人
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
振
り
返
り
で
大
切
な
こ
と
は
、
自

分
や
他
者
は
ど
う
す
れ
ば
納
得
で
き
る
の
か

を
情
報
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

話
し
合
い
を
振
り
返
る

ポ
イ
ン
ト

4　

振
り
返
り
は
、
自
分
の
学
び
を
価
値
づ
け

る
行
為
で
あ
る
。
本
単
元
で
設
定
し
た
「
ど

う
す
れ
ば
み
ん
な
が
納
得
で
き
る
話
し
合
い

が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
自

分
の
体
感
か
ら
得
た
気
づ
き
と
と
も
に
、
二

回
の
話
し
合
い
で
の
他
者
の
振
り
返
り
の
内

容
に
も
目
を
向
け
さ
せ
て
、
ま
と
め
さ
せ
た

い
。

本
単
元
の
学
習
を
振
り
返
る

ポ
イ
ン
ト

5 　

二
回
に
分
け
て
話
し
合
い
の
場
を
設
け
て

い
る
。
ま
ず
は
、「
ど
の
よ
う
な
本
を
読
み

聞
か
せ
る
か
」
に
つ
い
て
話
し
合
い
、次
に
、

そ
の
方
向
性
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
本
を
探

し
て
持
ち
寄
り
、「
ど
の
本
を
読
む
か
」
を

決
め
る
話
し
合
い
を
す
る
。子
ど
も
た
ち
は
、

実
の
場
に
お
い
て
「
考
え
を
ま
と
め
る
話
し

合
い
」
を
二
回
、
経
験
す
る
。

話
し
合
い
の
実
の
場
を
二
回
設
定
す
る

ポ
イ
ン
ト

3

みんなが協力でき
た話し合い。

みんなが納得でき
た話し合い。

みんなの意見がま
とまった話し合い。

よい話し合いって、ど
んな話し合いだろう？　
今までの話し合いを振
り返って考えてみよう。

みんなの経験から考え
ると、よい話し合いって、

「 協力」「 納 得 」「 意 見
がまとまる」が大切とい
うことだね。今回は、この

「納得」に注目して、「ど
うすれ ば みんなが 納
得できる話し合いがで
きるか」についてみんな
で考えていきましょう。

ポ
イ
ン
ト
4

ポ
イ
ン
ト
4



特 集特集

※
１　

�

参
考　

山
本
茂
喜�『
一
枚
で
読
め
る
・
書
け
る
・
話

せ
る
！　

魔
法
の「
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ッ
プ
」で
国
語

の
授
業
づ
く
り
』�

東
洋
館
出
版
社
、�

二
〇
一
四
年

06060707
 子どもの問いから
 始まる学び

特
集

　

子
ど
も
が
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
に
沿
っ

て
書
き
始
め
よ
う
と
し
て
も
、
各
場
面
に
ど

の
よ
う
な
内
容
を
書
け
ば
よ
い
の
か
、
イ

メ
ー
ジ
が
湧
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
二
つ
の
「
桃
太
郎
」
の
四
コ
マ

漫
画
を
提
示
す
る
。一
つ
は
、従
来
の「
問
題
」

→
「
解
決
」
の
展
開
で
描
か
れ
て
い
る
も
の

で
、
も
う
一
つ
は
「
問
題
」
が
起
こ
ら
な
い

の
で
「
解
決
」
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
比
較

を
通
し
て
、「
問
題
」
→
「
解
決
」
と
い
う

展
開
の
よ
さ
に
気
づ
か
せ
、
ど
の
よ
う
な
展

開
に
す
る
か
、具
体
的
な
問
い
を
も
た
せ
る
。

　
「
お
話
の
さ
く
し
ゃ
に
な
ろ
う
」
と
い
う
単
元
名
を

見
た
だ
け
で
、「
や
っ
て
み
た
い
！
」
と
子
ど
も
は
目

を
輝
か
せ
る
。
し
か
し
、
書
き
始
め
る
と
簡
単
に
は
い

か
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
何
か
ら
考
え
、
ど
の
よ
う
に

進
め
れ
ば
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
二
つ
の
学
習
材
を
比
較
す
る
こ
と
で
子
ど

も
自
身
の
問
い
を
焦
点
化
し
、
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

を
押
さ
え
た
う
え
で
、
じ
っ
く
り
と
物
語
を
創
作
で
き

る
授
業
展
開
に
し
て
い
く
。

比
較
を
通
し
て
子
ど
も
自
身
の
問
い
を
生
み
、

主
体
的
な
物
語
創
作
へ

―
―
「
お
話
の
さ
く
し
ゃ
に
な
ろ
う
」（
二
下
）

「
問
題
」→「
解
決
」の
展
開
を
知
る

東
京
学
芸
大
学
附
属
竹た

け

早は
や

小
学
校
教
諭　

曽そ

根ね

朋と
も

之ゆ
き

● 

単
元
計
画 （
全
10
時
間
）

１
時
「
お
話
を
作
る
」
と
い
う
本
単
元
の
主
活
動

を
知
り
、
二
つ
の
「
桃
太
郎
」
の
四
コ
マ
漫

画
を
比
較
す
る
。

 • 

「
問
題
」→「
解
決
」の
展
開（
※
１
）を
知
る
。

　

２
時
昔
話
や
教
科
書
教
材
が
、
ど
の
よ
う
な
「
問

題
」
→
「
解
決
」
の
展
開
に
な
っ
て
い
る

か
を
調
べ
る
。

３
時
教
科
書
中
の
挿
絵
か
ら
、
想
像
で
き
る
「
問

題
」
→
「
解
決
」
の
展
開
を
考
え
る
。

４
時
自
分
の
お
話
の
「
問
題
」
→
「
解
決
」
を

考
え
る
。

 • 

登
場
人
物
の
名
前
や
場
所
な
ど
の
設
定
を

考
え
る
。

５
時
二
つ
の
お
話
（
※
２
）
を
読
み
比
べ
、
お
話

を
書
く
と
き
に
気
を
つ
け
る
表
現
を
考
え

る
。

６
〜

９
時
会
話
文
、行
動
、題
名
な
ど
に
気
を
つ
け
て
、

お
話
を
書
く
。

・
昔
話
や
教
科
書
教
材
を
振
り
返
り
、
参
考

に
す
る
。

・
友
達
の
文
章
と
読
み
比
べ
る
。

・
推
敲
す
る
。

10
時
で
き
た
お
話
を
読
み
合
い
、
よ
い
と
思
っ

た
と
こ
ろ
を
伝
え
合
う
。

・
お
話
を
作
る
と
き
に
、
ど
ん
な
工
夫
を
し

た
か
を
振
り
返
る
。

ポ
イ
ン
ト

1

ポ
イ
ン
ト
1

ポ
イ
ン
ト
2

ポ
イ
ン
ト
4

ポ
イ
ン
ト
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昔
話
や
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
物
語

教
材
で
は
、ど
の
よ
う
な「
問
題
」→「
解
決
」

の
展
開
に
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
。
付
箋

に
書
き
出
し
て
、
ク
ラ
ス
で
共
有
し
て
も
よ

い
。「
解
決
」
に
は
、
幸
せ
な
結
末
や
悲
し

い
結
末
と
い
っ
た
違
い
も
あ
る
。
こ
こ
で
、

「
問
題
」
→
「
解
決
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
を
知
り
、
自
分
の
お
話
作
り
に
生
か
し
て

い
く
。

昔
話
や
教
科
書
教
材
を
ヒ
ン
ト
に
す
る

ポ
イ
ン
ト

2　

登
場
人
物
の
名
前
、
登
場
人
物
ら
し
さ
が

伝
わ
る
会
話
文
、
様
子
が
わ
か
る
行
動
、
作

品
の
世
界
が
伝
わ
る
題
名
と
い
っ
た
、
お
話

を
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
表
現
が
使

わ
れ
て
い
る
文
章
と
、
使
わ
れ
て
い
な
い
文

章
を
比
較
す
る
（
※
２
の
資
料
参
照
）。
そ
の

比
較
に
よ
っ
て
、
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を

自
ら
理
解
し
、
自
分
は
ど
う

工
夫
す
る
か
と
い
う
具
体
的

な
問
い
を
も
た
せ
る
。

二
つ
の
お
話
を
比
較
し
、表
現
の
特
徴
を
知
る

ポ
イ
ン
ト

3　

書
く
過
程
の
順
番
や
進
度
は
、
子
ど
も
に

よ
っ
て
異
な
る
。
書
き
始
め
て
か
ら
、
も
う

一
度
構
想
を
練
り
直
す
こ
と
も
あ
る
。
書
き

終
え
た
後
に
、
友
達
と
読
み
合
っ
た
り
、
声

に
出
し
て
読
ん
だ
り
す
る
と
、
推
敲
し
た
く

な
る
こ
と
も
あ
る
。
書
く
時
間
に
幅
を
も
た

せ
、
次
の
時
間
に
何
を
す
る
か
を
考
え
る
時

間
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
自
分
で
活
動
を
選

択
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

個
別
最
適
化
で
き
る
よ
う
、書
く
時
間
に
幅
を
も
た
せ
る

ポ
イ
ン
ト

4
鬼が悪さをするという問題

を桃太郎が解決する、
本来の筋書き。

鬼が悪さをするという問題
がなく、桃太郎たちと

鬼が仲よく過ごす筋書き。

※
２　

二
つ
の
お
話

マンガ��kamicat
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自
分
の
問
い
を
見
い
だ
す
う
え
で
大
切
に

し
た
い
の
は
、「
ま
ず
つ
く
っ
て
み
る
」
こ
と

で
あ
る
。単
元
の
ま
と
め
と
し
て
で
は
な
く
、

第
一
時
か
ら
、「
こ
れ
は
―
―
物
語
だ
」
と

い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
の
語
り
だ
し
を
考
え
る

場
を
設
け
る
。
多
く
の
場
合
、「
こ
れ
は
海

の
命
に
つ
い
て
の
物
語
だ
」
な
ど
曖
昧
な
表

現
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
生
じ
る

困
り
感
や
納
得
が
い
か
な
い
思
い
を
取
り
上

げ
、「
よ
り
よ
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
す
る
に
は
、

ど
ん
な
問
い
の
解
決
が
必
要
か
」
を
考
え
さ

せ
る
。
そ
の
際
、
既
習
事
項
に
立
ち
返
ら
せ

る
こ
と
で
、「
太
一
の
心
情
の
変
化
」
や
「
お

と
う
・
与
吉
じ
い
さ
の
人
物
像
」
な
ど
が
「
物

語
の
全
体
像
」
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
着

目
し
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
通
し

を
共
有
す
る
こ
と
で
、
必
要
感
を
も
っ
て
自

分
の
問
い
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

　
「
海
の
命
」
は
、
先
述
の
と
お
り
空
所
が

多
く
、
会
話
文
や
描
写
も
少
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
問
い
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、「
根

拠
が
見
つ
か
ら
な
い
」「
こ
れ
だ
け
で
は
わ

か
ら
な
い
」と
い
う
困
り
ご
と
が
出
て
く
る
。

そ
れ
ら
を
共
有
し
た
う
え
で
、「
少
な
い
描

　

ポ
イ
ン
ト
②
で
挙
げ
た
中
で
も
、「
村
一

番
・
本
当
の
一
人
前
」
は
、
太
一
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
捉
え
直
し
て
い
く
う
え

で
、
特
に
鍵
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
言

葉
に
対
す
る
問
い
を
も
っ
て
い
る
子
ど
も
を

取
り
上
げ
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
語
り
だ
し
に
立

ち
返
ら
せ
て
い
く
こ
と
で
、
場
面
と
場
面
を

比
較
し
た
り
、
関
連
付
け
た
り
し
な
が
ら
、

自
分
の
問
い
の
更
新
を
促
し
て
い
く
。

写
の
中
で
鍵
と
な
る
言
葉
は
ど
れ
か
」
と
投

げ
か
け
、「
村
一
番
・
本
当
の
一
人
前
」「
海
で

生
き
ら
れ
る
・
海
に
帰
る
」「
海
の
め
ぐ
み
・

海
の
命
」
な
ど
の
言
葉
へ
の
着
目
を
促
す
。

そ
れ
ら
を
関
係
す
る
人
物
と
結
び
付
け
な
が

ら
板
書
で
整
理
し
、「
○
○
と
は
」「
○
○
と

□
□
の
違
い
は
」
の
よ
う
に
、
自
分
の
問
い

を
更
新
し
て
い
く
姿
を
生
み
出
し
て
い
く
。

　
「
海
の
命
」は
空
所
が
多
く
、さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で「
な

ぜ
」
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
の
多
く
は
、「
行
動
の
理
由
」
や
「
心
情
」
に
関
す

る
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
個
別
に
解
決
し
て
い
く
だ
け
で

は
、
低
・
中
学
年
の
指
導
事
項
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。

高
学
年
で
は
、
そ
れ
ら
を
、「
物
語
の
全
体
像
を
具
体

的
に
想
像
す
る
」
こ
と
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
が
、「
全
体
像
を
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
投
げ

か
け
て
も
、
子
ど
も
は
何
を
考
え
、
ど
う
表
現
す
れ
ば

よ
い
か
捉
え
づ
ら
い
。

　

そ
こ
で
本
単
元
で
は
、
映
画
の
予
告
編
の
よ
う
な
、

「『
太
一
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
』
を
つ
く
る
」
と
い
う
言
語
活

動
を
設
定
し
、
三
、四
人
の
グ
ル
ー
プ
で
協
働
し
て
そ

の
制
作
に
取
り
組
む
よ
う
に
す
る
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
は

人
物
の
独
白
の
こ
と
で
、
太
一
の
視
点
か
ら
「
こ
れ
は

―
―
物
語
だ
」
と
い
う
語
り
で
始
ま
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
を

つ
く
っ
て
い
く
。
そ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
〝
つ
く
り
、
つ

く
り
か
え
る
プ
ロ
セ
ス
〟
を
通
し
て
、一
人
一
人
が
「
物

語
の
全
体
像
」
へ
つ
な
が
る
問
い
を
見
い
だ
し
、
そ
の

解
決
と
更
新
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
考
え

を
広
げ
深
め
て
い
く
文
学
の
学
び
を
生
み
出
し
て
い
く
。

〝
つ
く
り
、つ
く
り
か
え
る
プ
ロ
セ
ス
〟を
通
し
て
、

問
い
を
更
新
し
て
い
く
文
学
の
学
び

―
―
「
海
の
命
」（
六
年
）

「
ま
ず
つ
く
っ
て
み
る
」こ
と
で
、

必
要
感
の
あ
る
問
い
を
引
き
出
す

鍵
と
な
る
言
葉
に
立
ち
止
ま
ら
せ
、

問
い
の
更
新
を
促
す

鍵
と
な
る
言
葉
の
比
較
か
ら
、

「
語
り
だ
し
」の
再
考
へ
と
繋
げ
る

熊
本
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
教
諭　

溝み
ぞ

上か
み

剛た
か

道み
ち

● 

単
元
計
画 （
全
８
時
間
）

１
時
初
読
の
感
想
を
交
流
し
、「
太
一
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
」
づ
く
り
を
言
語
活
動
と
し
て
設

定
す
る
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
づ
く
り
の
試
し
の

活
動
に
取
り
組
み
、
物
語
の
全
体
像
に
つ

な
が
る
問
い
を
立
て
る
。

２
〜

３
時
人
物
像
を
捉
え
、
太
一
に
影
響
を
与
え
た

人
物
に
つ
い
て
の
、「
太
一
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
」

を
書
く
。

４
時
心
情
の
変
化
や
相
互
関
係
を
捉
え
、
山
場

に
つ
い
て
の
、「
太
一
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
を

書
く
。

５
〜

６
時
人
物
や
山
場
に
つ
い
て
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を

も
と
に
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
語
り
だ
し
を
再

考
し
、「
太
一
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
を
仕
上
げ

る
。

７
〜

８
時
立
松
和
平
に
よ
る「
―
―
の
い
の
ち
」シ
リ
ー

ズ
で
、
同
じ
よ
う
に
中
心
人
物
の
モ
ノ
ロ
ー

グ
を
つ
く
り
、
身
に
つ
け
た
力
を
振
り
返

る
。

ポ
イ
ン
ト

1ポ
イ
ン
ト

2ポ
イ
ン
ト

3

ポ
イ
ン
ト
1

ポ
イ
ン
ト
2

ポ
イ
ン
ト
3

実 践
3

▲  ウェブサイトで「太一のモノローグ」
のワークシートをご覧になれます。

「村一番」と「本当の一人前」の違
いは？

そうだとすると、太一はこの物語を
「どんな物語」だと語ると思う？

「一人前の漁師」と言っているのは
太一だけでしょ。太一以外から見たら

「村一番」なんだけど、太一はまだ
一人前とは思えないんじゃない。

「僕が一人前になれなかった物語」
となるけど、それでは終わらないは
ず。太一の価値観が山場で変わって
いったんじゃないかな。

そうすると、太一の価値観は物語を
通してどう変わったんだろう。
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第

回

抽
出
で
日
本
語
指
導
を
受
け
て
い
る
児
童
の
場

合
、
日
本
語
指
導
の
授
業
と
連
携
す
る
こ
と
で
効

果
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
少
数
指

導
な
ら
、
指
導
者
と
口
頭
で
や
り
と
り
し
な
が
ら
、

表
現
す
る
内
容
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

ま
ず
、
児
童
に
質
問
を
投
げ
か
け
、
書
く
内
容

を
引
き
出
し
ま
す
。
出
て
き
た
内
容
を
箇
条
書
き

に
ま
と
め
短
冊
に
書
き
ま
す
。
短
冊
を
並
べ
替
え

た
り
、
つ
な
ぐ
言
葉
を
加
え
た
り
し
な
が
ら
一
緒

に
整
理
し
、
文
章
を
構
成
す
る
力
を
養
い
ま
す
。

在
籍
学
級
の
交
流
活
動
へ
の
参
加
を
目
ざ
し
て
、

日
本
語
指
導
の
授
業
と
の
連
携
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

在
籍
学
級
で
の
表
現
活
動
に
参
加
し
、
伝
え
合

う
経
験
を
重
ね
る
こ
と
は
、
日
本
語
を
学
ん
で
い

る
児
童
の
自
尊
感
情
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
学

級
全
体
の
つ
な
が
り
を
も
強
め
ま
す
。

社
会
に
生
き
る
全
て
の
人
が
「
声
」
を
も
つ
た

め
に
は
、
そ
の
声
を
聞
き
取
る
「
耳
」
も
必
要
で

す
。
ま
ず
は
学
級
の
中
で
、
日
本
語
を
学
ん
で
い

る
児
童
の
「
声
」
を
聞
き
取
る
「
耳
」
が
も
て
る

よ
う
に
、
一
緒
に
工
夫
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
本
語
指
導
と
の
連
携
を

伝
え
合
う
こ
と
の
大
切
さ

図
書
の
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
「
読
む
こ

と
」
単
元
に
は
、
挿
絵
だ
け
を
プ
リ
ン
ト
で
き
る

機
能
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
を
使
う

と
手
軽
に
取
り
組
め
ま
す
。

登
場
人
物
の
気
持
ち
を
考
え
、
そ
れ
を
書
い
た

り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
は
、
感
情
を
表
す
語
彙

の
習
得
が
十
分
で
な
い
児
童
に
は
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、「
こ
の
と
き
の
人
物
の
気

持
ち
を
せ
り
ふ
に
し
て
言
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う

活
動
な
ら
ば
、
取
り
組
み
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
、
絵
で
表
現
す
る

活
動
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
図
工
と
教
科
横
断

的
に
取
り
組
ん
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

最
近
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
よ
っ
て
、図
、写
真
、動
画
等
、

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
表
現
が
容
易
に
な
り
ま

し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
伝
え

合
う
力
、「
マ
ル
チ
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
、
こ
れ
か

ら
の
時
代
を
生
き
る
全
て
の
子
ど
も
に
と
っ
て
必

要
な
力
で
す
。
授
業
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ

ア
を
併
用
し
て
、
言
語
表
現
を
支
援
し
ま
し
ょ
う
。

教
科
書
で
は
、
多
く
の
単
元
で
「
考
え
を
ま
と

め
よ
う
」
と
い
う
学
習
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

「
書
く
こ
と
」
に
慣
れ
る
ま
で

の
サ
ポ
ー
ト
を

す
。
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
子
ど
も
は
、
一
般
に
、

書
く
力
よ
り
も
話
す
力
が
先
に
伸
び
ま
す
。
お

し
ゃ
べ
り
は
得
意
で
も
、
考
え
を
書
く
こ
と
に
は

多
く
の
児
童
が
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
に
難

し
さ
を
感
じ
ま
す
。

・
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
を
区
別
す
る
こ
と

・ 

文
末
を
「
〜
で
す
／
だ
」「
〜
し
ま
し
た
／

し
た
」
と
最
後
ま
で
言
い
切
る
こ
と

・�

主
語
と
述
語
を
一
致
さ
せ
る
こ
と

・�

一
つ
の
文
に
た
く
さ
ん
の
情
報
を
詰
め
込
ま

ず
、
一
文
を
適
当
な
長
さ
で
切
る
こ
と

・�

項
目
の
関
係
性
を
考
え
な
が
ら
、
順
序
よ
く

内
容
を
構
成
し
、
ま
と
め
る
こ
と

書
く
こ
と
に
慣
れ
な
い
間
は
、「
お
も
し
ろ
い

と
思
っ
た
と
こ
ろ
は

で
す
。」
の
よ
う
に

空
欄
を
埋
め
れ
ば
文
章
に
な
る
よ
う
な
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
用
意
す
る
、
モ
デ
ル
に
な
る
よ
う
な
文

章
を
提
示
し
、
そ
れ
を
ま
ね
て
書
け
る
よ
う
に
す

る
、
と
い
っ
た
方
法
で
書
き
言
葉
に
慣
れ
る
こ
と

を
目
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

支
援
を
受
け
な
が
ら
表
現
す
る
経
験
を
数
多
く

重
ね
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
自
分
の
力
で
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

表
現
す
る
こ
と
は
、
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
日
本
語
を
学
ん
で
い
る

児
童
が
表
現
す
る
機
会
を
、
ぜ
ひ
授
業
の
中
で
作

り
ま
し
ょ
う
。

た
だ
、
中
に
は
、
な
か
な
か
日
本
語
で
話
そ
う

と
し
な
い
時
期
が
長
く
続
く
子
ど
も
も
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
「
沈
黙
期
」
で
す
。
話
さ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
何
も
学
ん
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

目
や
耳
か
ら
入
っ
て
く
る
日
本
語
を
理
解
し
よ
う

と
必
死
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
安

心
し
て
日
本
語
を
話
せ
る
心
の
準
備
が
で
き
て
い

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
沈
黙
期
か
な
と
思
っ

た
ら
、
無
理
に
話
さ
せ
よ
う
と
せ
ず
温
か
く
見
守

り
、
話
せ
る
よ
う
に
な
る
の
を
待
ち
ま
し
ょ
う
。

大
切
な
の
は
「
安
心
感
」

児
童
に
表
現
を
促
す
と
き
、
ま
ず
は
、
子
ど
も

に
届
く
「
問
い
か
け
」
を
工
夫
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
問
わ
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
思
考
が
動
き

始
め
、
表
現
す
る
こ
と
が
動
機
付
け
ら
れ
ま
す
。

児
童
の
日
本
語
の
力
に
合
わ
せ
て
、
ど
の
よ
う

な
表
現
方
法
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
の
考
え
を
引
き

出
せ
る
の
か
を
考
え
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
問
い
か

け
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
日
本
語
が
ほ
と
ん
ど
話
せ

な
い
児
童
で
も
、
賛
成
か
反
対
か
に
手
を
挙
げ
た

り
、「
Ａ
で
す
か
？　

Ｂ
で
す
か
？
」
と
示
さ
れ

た
選
択
肢
の
中
か
ら
選
ん
で
答
え
た
り
す
る
方
法

で
あ
れ
ば
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ま
ず
は
「
問
い
か
け
」
か
ら

次
に
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
学
習
活
動
な
ら
そ

の
子
が
表
現
し
や
す
い
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
日

本
語
の
力
が
十
分
で
な
い
児
童
に
と
っ
て
は
、
全

体
の
前
で
一
人
で
発
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
ペ
ア
活
動
で
隣
の
児
童
と
伝
え

合
う
形
態
な
ら
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
使
っ
た
り
、

相
手
の
児
童
の
支
援
を
得
た
り
し
て
自
分
の
考
え

を
伝
え
や
す
く
な
り
ま
す
。

�

「
読
む
こ
と
」
の
教
材
文
の
内
容
を
理
解
し
て

い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
き
に
、
児
童
に
言

葉
で
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
か
な
り
難

度
が
高
い
で
す
。
代
わ
り
に
、
教
材
文
の
挿
絵
を
、

話
の
順
序
に
従
っ
て
並
べ
替
え
る
活
動
を
通
し
て

理
解
を
確
認
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
光
村

取
り
組
み
や
す
い
表
現
法
を

日
本
語
を
学
ん
で
い
る
児
童
の
学
習
参
加　
後
編

「
表
現
す
る
こ
と
」を
支
援
す
る

京都教育大学教授（日本語教
育、異文化間教育）。文部科
学省「外国人児童生徒等の
教育の充実に関する有識者会
議」委員（令和元年度）、文
部科学省外国人児童生徒等
教育アドバイザーなど歴任。

全
員
参
加
の
教
室
を
実
現
す
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
く
連
載
で
す
。 京

都
教
育
大
学
教
授　

浜は
ま

田だ

麻ま

里り
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子
ど
も
の
文
字
か
ら

子
ど
も
の
文
字
か
ら

わ
か
る
こ
と

わ
か
る
こ
と

文
字
を
通
し
て
子
ど
も
を
理
解
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

ご
紹
介
す
る
連
載
、
最
終
回
で
す
。

1964 年、千葉県生まれ。専
門は書写書道教育。光村図書�
小学校・中学校『書写』教科
書編集委員。著書に『筆順の
はなし』（中央公論新社）、『「書
くこと」の学びを支える国語
科書写の展開』（三省堂）など。

��

最
終
回
は
、「
❸
子
ど
も
の
書
く
（
書
い
た
）

文
字
に
対
す
る
理
解
」
の
視
点
か
ら
、
子
ど
も
の

文
字
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
の
指
導
へ
の
生
か
し

方
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

文
字
を「
形（
運
動
）」　
　

文
字
を「
形（
運
動
）」　
　

と
し
て
捉
え
て
い
る
か

と
し
て
捉
え
て
い
る
か

　

生
活
の
中
で
読
み
書
き
を
す
る
場
合
、
私
た

ち
は
文
字
を
「
記
号
」
と
し
て
捉
え
ま
す
。「
完
」

の
場
合
は
、「
完
」
と
い
う
文
字
を
「
終
え
る
、

終
わ
る
」
を
意
味
す
る
記
号
と
し
て
捉
え
て
使
う

わ
け
で
す
。
い
っ
ぽ
う
、
字
形
や
運
筆
の
学
習
で

あ
る
書
写
で
は
、
文
字
を
「
形
（
動
き
）」
と
し

て
捉
え
な
け
れ
ば
学
習
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
児
童
Ａ
の
「
完
」
の
字
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
点
画
を
書
く
際
の
始
筆
、
送
筆
、
終
筆

の
意
識
が
乏
し
い
こ
と
、
長
短
、
方
向
な
ど
の
字

形
を
整
え
る
た
め
に
必
要
な
要
素
へ
の
意
識
が
不

1

　

本
連
載
は
、
書
写
指
導
に
お
け
る
「
子
ど
も
理

解
」
の
方
法
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
次
の
三
点
か

ら
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

❶  

子
ど
も
の
文
字
や
書
写
の
学
習
に
対
す
る
メ

ン
タ
ル
の
理
解

❷  

子
ど
も
の
文
字
を
書
く
過
程
に
対
す
る
理
解

❸  

子
ど
も
の
書
く
（
書
い
た
）
文
字
に
対
す
る

理
解

十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
見
て
取
れ
ま
す
。
特
に

二
画
目
を
見
る
と
、「
止
め
」
を
払
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
う
や
ら
児
童
Ａ

は
、
文
字
を
「
記
号
」
と
し
て
捉
え
て
い
て
、「
形

（
動
き
）」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
う
ま
く
で
き
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
は
な
ぜ「
形（
動
き
）」

と
し
て
う
ま
く
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
そ

も
そ
も
書
写
学
習
に
興
味
が
な
い
と
い
う
理
由
で

す
。
児
童
の
意
識
と
し
て
は
「
面
倒
だ
か
ら
と
り

あ
え
ず
『
完
』
を
書
い
た
だ
け
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
手
本
の
字
形
を
分
析

的
に
見
る
視
点
が
も
て
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で

す
。
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
や
技
能
が
不
足
し

て
い
る
た
め
に
、
手
本
を
字
形
と
し
て
捉
え
よ
う

と
し
て
も
焦
点
化
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
状
態

が
長
く
続
く
と
、
一
つ
目
の
理
由
で
あ
る
学
習
意

欲
の
乏
し
さ
に
つ
な
が
り
ま
す
。
意
義
の
感
じ
ら

れ
な
い
つ
ま
ら
な
い
学
習
と
し
て
毛
筆
書
写
を
捉

見
し
た
と
き
に
、「
な
ぜ
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
？
」

と
原
因
を
考
え
る
習
慣
を
つ
け
る
と
、
そ
こ
に
指

導
の
方
向
性
が
見
え
て
き
ま
す
。

子
ど
も
の
文
字
を
　
　
　
　

子
ど
も
の
文
字
を
　
　
　
　

追
体
験
し
よ
う

追
体
験
し
よ
う

　

以
上
の
よ
う
に
、
子
ど
も
が
書
い
た
文
字
に
は
、

指
導
に
つ
な
が
る
た
く
さ
ん
の
情
報
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
日
々
の
指
導
に
生
か
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
お
す
す
め
す
る
の
が
、「
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
形
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
考
え
な
が
ら
、

子
ど
も
の
書
い
た
字
形
を
手
本
と
し
て
教
師
が
同

じ
よ
う
に
書
い
て
み
る
こ
と
で
す
。
筆
の
軸
の
角

度
、
筆
圧
、
筆
速
な
ど
を
要
素
と
し
て
変
え
な
が

ら
追
求
し
て
い
く
と
、
子
ど
も
が
書
い
た
形
に
た

ど
り
つ
け
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
子

ど
も
の
字
を
見
た
と
き
に
指
導
が
必
要
な
点
や
効

果
的
な
指
導
の
し
か
た
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
「
子
ど
も
理
解
」
を
踏
ま
え
た
書
写
指
導
に
関

す
る
連
載
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。「
子
ど
も
理

解
」
を
踏
ま
え
た
個
別
の
対
応
は
、
一
見
手
間
の

よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
コ
ツ
さ
え
つ
か
め
ば
す
べ

て
が
効
率
的
・
効
果
的
に
回
り
出
し
ま
す
。
ぜ
ひ

取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

4

本
人
の
心
を
大
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

仮
に
習
字
教
室
で
の
指
導
が
教
師
自
身
の
指
導
と

異
な
っ
て
い
て
も
、
学
校
教
育
の
指
導
と
大
き
く

矛
盾
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
静
観
す
る
こ
と
も
方
法

で
す
。

子
ど
も
に
共
通
す
る
　
　
　

子
ど
も
に
共
通
す
る
　
　
　

字
形
の
傾
向

字
形
の
傾
向

　

子
ど
も
の
文
字
を
た
く
さ
ん
観
察
し
て
い
る
と
、

複
数
の
子
ど
も
に
共
通
す
る
字
形
の
傾
向
が
見
え

て
き
ま
す
。
例
え
ば
左
図
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。「
計
」
の
例
は
、
水
平
・
垂
直
の
感
覚
に

影
響
さ
れ
や
す
い
、「
群
」
の
例
は
、「
三
」
の
二

画
目
は
短
い
と
い
う
頭
の
中
の
基
準
形
に
引
き
ず

ら
れ
や
す
い
と
い
う
、
子
ど
も
に
よ
く
見
ら
れ
る

傾
向
が
表
れ
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
た
く
さ
ん
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
発

3

え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
負
の
ス
パ
イ
ラ

ル
の
完
成
で
す
。
こ
こ
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
部

分
的
に
で
も
「
書
け
た
！
」
と
い
う
成
功
体
験
が

必
要
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

習
字
教
室
な
ど
で
の
　
　
　

習
字
教
室
な
ど
で
の
　
　
　

書
写
学
習
の
経
験

書
写
学
習
の
経
験

　

次
に
児
童
Ｂ
と
児
童
Ｃ
の
「
完
」
を
比
べ
て
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
児
童
Ｂ
の
文
字
は
、
教
材
文
字

（
手
本
）
の
書
き
方
を
理
解
し
、
忠
実
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
一
方
、
児
童
Ｃ
の
文
字
は
、
教
材
文

字
（
手
本
）
よ
り
も
右
上
が
り
が
強
く
、
線
の
太

い
細
い
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、
運
筆
に
勢
い
が
あ

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
上
手
に
見
せ
る
コ
ツ
を
心

得
て
い
る
書
き
方
で
あ
り
、そ
れ
は
教
材
文
字（
手

本
）
で
求
め
ら
れ
て
い
る
範
囲
を
超
え
て
い
ま
す
。

こ
の
児
童
は
習
字
教
室
な
ど
で
指
導
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
児
童
に
は
、
不
幸
な
葛
藤
を
生
じ

さ
せ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
。
習
字
教
室
と
書
写

で
は
、
そ
の
目
的
が
異
な
る
た
め
、
時
に
矛
盾
が

生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
習
字
教
室
の
先
生
が

学
校
の
先
生
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
、
学

校
の
先
生
は
習
字
教
室
の
こ
と
は
学
校
に
持
ち
込

む
な
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
児
童
の
気
持
ち
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
？　

児
童
Ｃ
の
よ
う
な
場
合
は
、

2

※  

ご
ん
べ
ん
の
横
画

を
右
上
が
り
に
書

く
よ
う
に
指
導
す

る
と
左
に
傾
い
て

し
ま
う
。

※  「
三
」の
形
の
二
画

目
が
極
端
に
短
く

な
っ
て
し
ま
う
。

児童A

児童B

児童C

教材文字

広
島
大
学
大
学
院
教
授　

松ま
つ

本も
と

仁ひ
と

志し
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太
お お

田
た

  剛
つよし

四国大学文学部書道文化
学科教授。朝鮮半島書道
史、近世近代日本書道史、
地域社会と学校との連携
による書道教育について
研究している。

藤
ふ じ

井
い

浩
こ う

治
じ

元広島県尾道市立御調西
小学校校長。光村図書�
小学校・中学校『書写』
教科書編集委員。

「
試
し
書
き
」
を
さ
せ
ま
す
。「
日
常
の
自
分
の
書

き
方
の
課
題
」
を
知
る
た
め
で
す
。
そ
し
て
、
授

業
の
終
末
で
「
ま
と
め
書
き
」
を
し
、「
試
し
書
き
」

と
「
ま
と
め
書
き
」
を
比
較
し
て
振
り
返
り
を
し

ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
毎
時
間
、
自
分
の
成

長
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
水
書
板
」
は
ど
こ
で
も
手
軽
に
準

備
し
、
範
書
で
き
る
便
利
な
教
具
で
す
。

水
書
板
の
使
用
で
、
特
に
教
育
効
果
の
高
い
場
面

は
、
基
本
点
画
の
学
習
で
す
。
三
年
生
に
な
り
人

生
で
初
め
て
筆
を
持
つ
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
わ
く
わ
く
、
ど
き
ど
き
す
る
非
常
に
楽
し

み
な
学
習
活
動
で
す
。
し
か
し
、
筆
使
い
が
上
手

く
で
き
な
い
と
、
一
気
に
「
楽
し
み
」
は
「
劣
等

感
」
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
筆
使
い
の
技

能
の
定
着
を
支
援
す
る
た
め
に
、
水
書
板
を
使
っ

て
基
本
点
画
に
焦
点
化
し
て
指
導
を
し
ま
す
。「
始

の
中
心
と
な
る
学
習
内
容
」
の
指
導
は
、「
既
習

の
学
習
内
容
」
の
確
認
と
区
別
し
て
行
い
、
授
業

の
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
ま
す
。
そ
の
絞
っ
た
ポ
イ
ン

ト
（
授
業
の
ね
ら
い
）
が
で
き
て
さ
え
い
れ
ば
そ

の
時
間
の
目
標
は
達
成
で
す
。
机
間
指
導
の
際
に

も
ポ
イ
ン
ト
の
み
に
絞
っ
て
声
掛
け
を
し
ま
す
。

「
〇
〇
が
で
き
て
い
ま
す
。
よ
く
書
け
た
ね
。」
と

短
い
言
葉
で
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
に

肯
定
的
な
言
葉
を
掛
け
ま
し
ょ
う
。
他
の
子
ど
も

に
聞
こ
え
る
よ
う
に
褒
め
る
こ
と
で
、
で
き
て
い

な
い
子
に
で
き
て
い
な
い
と
指
摘
し
な
く
て
も
、

自
分
で
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❷ 

自
分
で
気
づ
く
学
習
活
動
を
設
定
す
る

　

絞
っ
た
ポ
イ
ン
ト
（
授
業
の
ね
ら
い
）
を
意
識

し
て
書
い
た
後
は
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
自

己
評
価
さ
せ
ま
す
。
そ
の
際
、「
割
り
ば
し
」
な

ど
を
使
っ
て
長
さ
や
傾
き
な
ど
を
調
べ
る
よ
う
に

す
る
と
、
で
き
て
い
な
い
箇
所
に
自
分
で
気
づ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
気
づ
き
を
、
自
分
の
手

本
に
書
き
こ
む
よ
う
に
し
ま
す
。
こ
れ
を
習
慣
づ

け
る
こ
と
で
、
課
題
を
主
体
的
に
解
決
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

❸「
試
し
書
き
」と「
ま
と
め
書
き
」を　
　

　

 

比
較
す
る

　

授
業
の
最
初
に
、
手
本
を
見
な
い
で
、
ま
ず
は

筆
」「
送
筆
」「
終
筆
」
の
筆
使
い
を
具
体
的
に
丁

寧
に
示
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
他
、
子
ど
も
た
ち
が
つ
ま
ず
き
や
す
い
筆

使
い
と
し
て
①
「
縦
画
」の「
は
ね
」
②
「
曲
が

り
」の「
は
ね
」
③
平
仮
名
の「
む
す
び
」
な
ど

が
あ
り
ま
す
。「
は
ね
」
の
手
前
で
「
穂
先
の
向

き
」
を
変
え
た
り
、「
む
す
び
」
の
途
中
で
「
穂

先
」
を
裏
返
し
た
り
す
る
な
ど
の
細
か
な
筆
使
い

は
、
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

水
書
板
で
ゆ
っ
く
り
示
範
し
、
空
書
き
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
で
練
習
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
示
範

の
際
に
は
、
課
題
文
字
を
全
部
書
い
て
し
ま
わ
ず
、

ポ
イ
ン
ト
を
焦
点
化
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　　

二
回
に
わ
た
っ
て
、
四
国
大
学
の
み
な
さ
ん
の

質
問
に
お
答
え
し
て
き
ま
し
た
。
自
分
な
り
に
で

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
工
夫
を
し
な
が
ら
、

私
は
、
子
ど
も
た
ち
の
書
写
に
対
す
る
劣
等
感
を

取
り
除
き
、
子
ど
も
た
ち
の
や
る
気
と
集
中
力
を

高
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
子
ど
も
た
ち
が
、
ど
う
し
て
「
書
写
」
と

聞
い
た
だ
け
で
嫌
な
顔
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。私
の
経
験
か
ら
は
、「
書
写
」

へ
の
劣
等
感
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
教
科
書
の
手
本
（
以
下
、「
手
本
」）
と
全
く

似
て
い
な
い
」「
友
達
と
比
べ
て
自
分
は
下
手
だ
」

な
ど
、
マ
イ
ナ
ス
の
体
験
を
積
み
上
げ
て
き
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
す
。
そ
こ
で
、

　

三
年
生
で
初
め
て
「
新
し
い
筆
」
を

持
っ
た
と
き
の
子
ど
も
た
ち
は
、
本
当

に
い
い
顔
を
し
て
い
ま
す
。
初
め
て
筆
に
墨
を
つ

け
て
書
い
た
と
き
に
は
、
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

「
成
功
体
験
を
積
み
上
げ
る
」
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら
次
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

❶ 

ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
指
導・評
価
す
る

　

子
ど
も
た
ち
に
力
を
つ
け
た
い
と
一
生
懸
命
に

な
る
あ
ま
り
、
手
本
と
違
う
箇
所
を
指
摘
し
す

ぎ
て
し
ま
う
と
、「
自
分
は
こ
ん
な
に
で
き
な
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
も
た
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
の
授
業
の
ね
ら
い
と
な
る
「
単
元

書
写
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い

る
子
の
や
る
気
を
引
き
出
す
コ
ツ
は
あ

り
ま
す
か
。

水
書
板
の
効
果
的
な
使
い
方

を
教
え
て
く
だ
さい。
授
業
の
ど
ん
な
と

き
に
使
う
と
よ
いの
か
知
り
た
い
で
す
。

QQ

QQ

▲  第１回の疑問と回答は、
　こちらからご覧いただけます。

　
書
写
教
育
に
つ
い
て
学
ぶ
未
来
の
先
生

た
ち
の
疑
問
に
、
藤
井
浩
治
先
生
が
お
答

え
す
る
本
連
載
。
初
回
に
続
き
、
徳
島
県

吉
野
川
の
ほ
と
り
、
四
国
大
学
を
た
ず
ね

ま
し
た
。
書
道
文
化
を
総
合
的
に
探
究
で

き
る
書
道
文
化
学
科
に
は
、
教
員
や
書
塾

の
指
導
者
を
目
ざ
す
学
生
が
多
数
在
籍
し

て
い
ま
す
。
学
生
か
ら
の
疑
問
に
お
答
え

す
る
、
第
二
回
で
す
。

四
国
大
学
文
学
部
書
道
文
化
学
科

太
田
剛
先
生
の
も
と
で
学
ぶ
み
な
さ
ん 

回 

答  
藤
井
浩
治

　
　  

（
元
広
島
県
尾
道
市
立
御
調
西
小
学
校
校
長
）

教
え
て！
先
輩

未
来
の
先
生
か
ら
の
疑
問
を
ず
ば
っと
解
決

第
２
回

「自分が書けることと教える
ことはまったく別のこと。子
どもの意欲を喚起する楽し
い指導方法を、自分なりに
考えてほしい」という太田先
生。



カンジー博士から、小学校で学習する
漢字に関するクイズが届きました。
子どもたちにも話したくなる解説付きです。

京都大学名誉教授
阿辻哲次 あつじ・てつじ

専門は中国文化史、中国文字
学。著書に『戦後日本漢字史』
（筑摩書房）、『漢字のはなし』
（岩波書店）など。光村図書小学
校・中学校『国語』編集委員。

解説

カンジー博士の挑戦状

令和5年度「言語教育振興財団」研究助成金
一般公募のお知らせ

一般財団法人「言語教育振興財団」では、令和5年度も小・中・高等学校、大学、教育
研究団体等を対象として、今日の情報化・国際化・多様化の進展を踏まえ、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を行います。

助成内容 ❶言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
❷言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
❸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 令和 5年 4月～令和 6年 3月（原則 1年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語、道徳等）に関して研究開発を行う小・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）、上記に準ずると見なされ
る団体及び個人

助成件数及び金額
助成件数は 60件程度
助成金額は 1件につき原則として、
学校・団体 20万～�35万円、個人 15万～ 25万円

助成金使途の制限
助成金の使途は、研究に直接関係するものに限ります。インフラ整備のための
機器・物品購入は対象となりません。研修出張費は、交付額の 30％を限度とし、
研究に関係ない研修出張費は助成の対象とはなりません。

応募方法・
締め切り

・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、別に定める「助成金交付申請書」を、令和4年 12月 20日（火）必着で、
当財団事務局に郵送してください。
・「助成金交付申請書」を希望される方は、返信用切手（120円）を同封のうえ、
当財団事務局までお申し込みいただくか、財団ウェブサイトから申請書をダウ
ンロードのうえ送付してください。

決定・発表・交付 令和 5年 2月に当財団「選考会」にて選考を行い、選考結果は 3月末までに文
書にて通知します。ただし、選考結果の内容は公表しません。交付は、4月末
までに指定された金融機関に振り込みます。

問い合わせ先 一般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＆FAX�03-3493-7340
E-mai l :gengo-k@star.ocn .ne . jp

※詳細につきましては，財団のウェブサイト（https://gengo-k.jp/）をご覧ください。

1616

「
自
」は
も
と
も
と
何
を
表
し
て
い
る

漢
字
で
し
ょ
う
か
。

①
目
　
②
口
　
③
鼻
　
④
耳 

い
ち
ば
ん
古
い
漢
字
で
あ
る「
甲
骨
文
字
」

に
見
ら
れ
な
い
漢
字
は
、ど
れ
で
し
ょ
う
か
。

①
山
　
②
海
　
③
川
　
④
天

　「
自
」は
、顔
の
真
ん
中
に
あ
る「
は
な
」の
頭
を
か
た

ど
っ
た
象
形
文
字
で
、中
国
最
古
の
字
書『
説せ

つ

文も
ん

解か
い

字じ

』に

「
自
は
鼻
な
り
、鼻
の
形
に
か
た
ど
る
」と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
れ
が
、日
本
や
中
国
で
は
、人
さ
し
指
で
鼻
の
頭
を

指
す
し
ぐ
さ
で「
わ
た
し
」を
表
す
こ
と
か
ら
、「
自
分
」

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。や
が

て
、本
来
の「
は
な
」と
い
う
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
っ
た
た
め
、《
自
》に「
ヒ
」と
い
う
発
音
を
表
す《
畀
》を

つ
け
た「
鼻
」と
い
う
漢
字
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
ち
な
み
に
、欧
米
人
が
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
自
分
を
表
す

と
き
に
は
、て
の
ひ
ら
を
胸
に
当
て
る
こ
と
が
多
く
、指

で
鼻
の
頭
を
指
す
習
慣
は
な
い
そ
う
で
す
。

　
現
在
確
認
で
き
る
中
国
最
古
の
王
朝「
殷い

ん

」で
は
、亀
の

甲
羅
や
、牛
な
ど
の
骨
を
使
っ
て
占
い
を
行
い
、国
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。そ
の
甲
羅
や
骨
に
刻
ま

れ
た
漢
字
を「
甲
骨
文
字
」と
い
い
ま
す
。そ
れ
は
今
か
ら

三
千
年
以
上
も
前
の
漢
字
で
す
が
、そ
こ
に「
海
」を
表
す

漢
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
甲
骨
文
字
を
使
っ
て
い
た
王
朝
は
、黄
河
の
中
流
地
域
に

あ
り
、海
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
た
め
、人
々
は
海
の
存

在
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。知
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
、そ
れ

を
表
す
漢
字
が
作
ら
れ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

③
鼻

②
海

イラスト　川口澄子

甲
骨
文
字（
上
か
ら
、山
、川
、天
）
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