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新
し
い
国
語
の
教
材
化
を
考
え
る
会

「
短
歌
・
俳
句
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
」（
二
年
）

―
小
冊
子
を
作
っ
て
短
歌
・
俳
句
に
出
会
う
―

連
載
―
教
材
化
の
工
夫

短
歌
・
俳
句
に
「
出
会
う
」

今
ま
で
、
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
作
品
を
順
番
に
解
説
し
て
終
わ
る
と
い
う
教
師
主

導
の
授
業
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
授
業
時
数
が
週
四
時
間
か
ら

三
時
間
と
減
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
形
の

授
業
を
持
続
す
る
の
が
無
理
に
な
っ
た
。
ま
た
、
今
回
の
教
科
書

改
訂
で
、
二
年
生
に
短
歌
と
俳
句
が
い
っ
し
ょ
に
、
し
か
も
読
み

物
教
材
と
し
て
登
場
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
思
い
切
っ
て
従
来
の
授
業
の
形
を
改
め
、

「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
両
方
を
取
り
入
れ
、
生
徒
が

い
き
い
き
と
活
動
す
る
授
業
を
提
案
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の

際
、
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
は
、
日
ご
ろ
、
短
歌
や
俳
句
に
ふ
れ

る
機
会
の
少
な
い
生
徒
に
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
短
歌
・

俳
句
と
出
会
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う

に
、
作
品
に
広
く
浅
く
と
い
う
扱
い
で
は
、
ど
の
歌
（
句
）
も
漠

然
と
し
た
印
象
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
大
切
な
の
は
、
歌
（
句
）

に
込
め
ら
れ
た
思
い
に
き
ち
ん
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
だ
と
思
う
。

作
品
に
感
動
を
も
っ
て
出
会
う
に
は
、
表
現
を
深
く
味
わ
い
、

さ
ら
に
は
作
者
の
思
い
に
ふ
れ
る
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
凝
縮
さ
れ
た
表
現
形
式
で
あ
る
だ
け
に
、
豊
か
な
想
像

力
も
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
育
て
る
た
め
に
は
、
指
導
者
の
解

説
は
最
小
限
に
し
て
、
生
徒
一
人
一
人
に
一
つ
一
つ
の
作
品
の
表

現
と
て
い
ね
い
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

短
歌
や
俳
句
に
親
し
も
う
と
い
う
気
持
ち
が
育
つ
こ
と
を
願

い
、
次
の
三
点
を
ふ
ま
え
て
単
元
を
構
想
し
た
。

１
「
短
歌
と
俳
句
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
」の
特
徴
を
理
解
す
る

教
科
書
に
「
短
歌
は
喜
び
を
歌
い
、
悲
し
み
を
歌
い
、
ま
た
人

生
観
な
ど
も
歌
い
ま
す
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
短
歌
は
人
の
思
い

と
生
活
感
を
表
す
こ
と
を
得
意
と
す
る
。
一
方
、
俳
句
は
「
写
真

の
よ
う
な
も
の
だ
」「
対
象
と
作
者
の
心
と
が
触
れ
合
う
瞬
間
を
、

ま
る
で
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
詩
だ
」
と
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
特
徴
を
教
科
書
収
載
の
短
歌
と
俳
句
の
全

文
か
ら
読
み
取
ら
せ
た
い
。

２

短
歌
・
俳
句
の
「
作
者
と
の
出
会
い
」

近
代
短
歌
の
革
新
運
動
を
お
こ
し
た
正
岡
子
規
の
短
歌
と
俳
句

を
例
に
し
て
、
作
者
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
作
品
を
読
む
と
、

漫
然
と
読
む
の
と
は
違
っ
た
味
わ
い
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を

理
解
さ
せ
た
い
。

３
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
練
習
・
導
入
と
し
て
、
短
歌
・

俳
句
の
小
冊
子
を
作
り
、

紹
介
し
合
う

本
校
で
は
、
総
合
的
な
学

習
の
時
間
に
「
自
分
の
好
き

な
テ
ー
マ
で
調
べ
学
習
を
し

て
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く

伝
え
る
力
を
つ
け
る
」
と
い

う
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
国
語
の
授
業
が
ま
ず

そ
の
糸
口
と
な
る
よ
う
に
と

思
い
、
短
歌
・
俳
句
に
つ
い
て
自
分
が
調
べ
た
こ
と
を
小
冊
子
の

形
に
ま
と
め
、
紹
介
し
合
う
と
い
う
実
践
を
計
画
し
た
。

指
導
の
実
際
〈
全
４
時
間
扱
い
〉

○
単
元
名
―
小
冊
子
を
作
っ
て
短
歌
・
俳
句
に
出
会
う

○
指
導
目
標

一
、
韻
文
の
特
質
を
学
び
、
親
し
む
態
度
を
育
て
る
。

二
、
好
き
な
歌
、
テ
ー
マ
に
合
う
短
歌
や
俳
句
を
求
め
て
、
資

料
集
や
学
校
図
書
館
を
利
用
す
る
な
ど
広
い
範
囲
か
ら
情

報
を
集
め
、
情
報
を
効
果
的
に
活
用
さ
せ
る
能
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
読
書
生
活
を
豊
か
に
し
よ
う
と

す
る
態
度
を
養
う
。

三
、
収
集
し
た
情
報
を
も
と
に
創
作
を
し
、
編
集
し
て
わ
か
り

や
す
く
伝
え
る
力
を
育
て
る
。

●
指
導
の
流
れ

第
一
次
　
短
歌
と
俳
句
の
表
現
の
特
徴
を
知
る〈
１
・
５
時
間
〉

①
「
短
歌
と
俳
句
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
」
を
読
み
味
わ
う
。

②
短
歌
と
俳
句
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

③
短
歌
と
俳
句
の
革
新
―
「
聞
き
取
り
メ
モ
」
を
書
く
。
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第
二
次
　
テ
ー
マ
を
も
ち
、
小
冊
子
を
作
る
〈
１
・
５
時
間
〉

①
自
分
の「
テ
ー
マ
」を
も
っ
て
、
多
く
の
作
品
を
読
み
味
わ
う
。

教
科
書
や
資
料
集
の
活
用
、
図
書
館
の
利
用（
情
報
収
集
）

②
そ
の
中
か
ら
好
き
な
作
品
を
三
つ
選
ぶ
。（
選
択
）

③
小
冊
子
を
作
る
。（
Ａ
３
の
コ
ピ
ー
用
紙
を
八
つ
折
り
に

し
て
使
用
）（
課
題
解
決
）

〈
小
冊
子
作
り
の
手
順
〉

・
選
ん
だ
作
品
に
共
通
す
る
「
タ
イ
ト
ル
」
を
考
え
、
そ
れ

を
小
冊
子
の
表
紙
に
書
く
。

・
解
説
書
な
ど
を
読
み
、
自
分
の
「
読
み
」
を
批
正
す
る
。

・
選
ん
だ
三
つ
の
作
品
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
他
の
文
体
に
変
換

さ
せ
て
、
冊
子
に
て
い
ね
い
に
書
き
込
み
、
イ
ラ
ス
ト
な

ど
を
入
れ
る
。

※
選
ん
だ
作
品（
一
首
・
一
句
）と
そ
れ
を
文
体
交
換
さ
せ
る
と

は
、
短
歌
・
俳
句
を
次
の
よ
う
な
形
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

詩
に
書
き
直
し
た
り

四
こ
ま
漫
画
に
し
た
り

歌
物
語
に
し
た
り

す
る
こ
と
。（
感
想
を
書
い
て
も
よ
い
。）

・
最
後
に
「
あ
と
が
き
」
を
添
え
る
。

※
時
間
が
な
い
場
合
は
、
家
庭
学
習
な
ど
に
す
る
。

第
三
次
　
で
き
あ
が
っ
た
小
冊
子
を
紹
介
し
合
う
（
情
報
交
換
）

①
小
冊
子
を
紹
介
し
合
う
。〈
０
・
５
時
間
〉

②
感
想
を
交
換
す
る
。

③
「
学
習
を
振
り
返
っ
て
」
を
書
き
、
学
習
内
容
を
整
理
す
る
。

（
ま
と
め
）

●
学
習
を
振
り
返
っ
て

私
は
俳
句
が
こ
ん
な
に
奥
深
い
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
人
の
気
持
ち
や
考
え
が
よ
く
わ
か
る
も

の
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
五
・
七
・
五
の
中
に
短
く
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
て
、
と
て
も
味

わ
い
深
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
を
う
ま
く
感
じ
と
れ

る
よ
う
に
な
り
た
い
。

俳
句
は
人
の
素
直
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
と
思
う
。

ど
ん
な
こ
と
で
も
気
持
ち
が
入
る
こ
と
に
よ
り
俳
句
と

い
う
も
の
が
成
り
立
つ
ん
だ
と
思
っ
た
。（
女
子
生
徒
）

こ
の
よ
う
な
「
学
習
を
振
り
返
っ
て
」
を
読
み
な
が
ら
、
テ
ー

マ
に
合
う
歌
（
句
）
を
多
数
の
作
品
か
ら
選
ぶ
の
は
短
歌
や
俳
句

を
真
剣
に
「
読
む
こ
と
」
に
繋
が
り
、
そ
れ
を
他
の
文
体
に
「
書

き
直
す
こ
と
」
で
作
者
に
出
会
え
る
の
だ
と
感
じ
た
。
た
と
え
一

句
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
作
者
の
心
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
な
ら
、

得
る
も
の
は
大
き
か
っ
た
と
感
じ
る
。

本
実
践
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
導
入
の
役
割
を
果
た
し
、

小
冊
子
は
、
文
化
祭
で
展
示
し
た
と
こ
ろ
、
好
評
で
あ
っ
た
。

聞
き
取
り
メ
モ

二
年
　
　
組
　
　
番
　
　
氏
名

話
を
聞
き
取
り
、
メ
モ
を
完
成
さ
せ
よ
う
。

〈
短
歌
と
俳
句
の
革
新
―
正
岡
子
規
〉

１

革
新
と
は
…

①
「
写
生
」
論

②
正
岡
子
規
は
今
ま
で
に
な
い
題
材
を
取
り
上
げ
た

そ
の
一
「（

）
く
へ
ば
　
鐘
が
鳴
る
な
り
　
法
隆
寺
」

そ
の
二
「
今
や
か
の
　
三
つ
の（

）（

）（

）に
　

人
満
ち
て

そ
ぞ
ろ
に
胸
の

う
ち
さ
わ
ぐ
か
な
」

ど
う
新
し
い
の
か
（
一
は

二
は

）

２

正
岡
子
規
が
病
気
を
患
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
、

短
歌
・
俳
句
を
資
料
の
中
か
ら
選
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き

な
さ
い
。
ま
た
、
そ
う
思
う
理
由
も
述
べ
な
さ
い
。

短
歌

（
理
由
）

俳
句

（
理
由
）

３

子
規
と
い
う
雅
号
は
（

）
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