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蜂
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あ
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こ
と
ば
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
だ
な
、
と
改
め
て

気
づ
い
た
の
は
、高
校
生
の
こ
ろ
宮
沢
賢
治
の
「
春
と
修
羅
」

を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
で
し
た
。
あ
る
日
、
学
校
の
帰
り
に

横
浜
駅
の
書
店
に
立
ち
寄
り
、
な
ん
と
な
く
手
に
と
っ
た
岩

波
文
庫
の
『
宮
沢
賢
治
詩
集
』。
そ
こ
に
は
、
こ
と
ば
を
覚

え
て
い
く
過
程
の
ど
こ
か
の
段
階
で
い
つ
の
ま
に
か
身
に
つ

い
た
よ
う
な
、
詩
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
と
い
う
思
い
こ

み
を
超
え
た
詩
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

読
ん
で
い
る
と
、
視
覚
的
な
要
素
と
聴
覚
的
な
要
素
が
見

事
に
絡
み
あ
い
、
こ
の
一
編
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
置
き

換
え
の
き
か
な
い
世
界
が
立
ち
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
短

く
、
ま
と
ま
り
の
よ
い
、
一
点
に
感
情
や
感
覚
の
頂
点
を

も
っ
て
く
る
よ
う
な
詩
と
は
ち
が
う
書
き
方
。
あ
る
意
味
で

は
、
ば
ら
ば
ら
で
整
理
さ
れ
て
い
な
い
か
た
ち
に
も
見
え
ま

し
た
。
け
れ
ど
、
歩
き
な
が
ら
メ
モ
し
た
こ
と
ば
か
ら
生
ま

れ
た
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
だ
と
知
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
そ
の

勢
い
と
、
行
か
ら
行
へ
高
ま
っ
て
い
く
熱
に
こ
そ
、
こ
れ
ら

の
詩
の
味
が
あ
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
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春
の
い
ち
れ
つ
」
と
は
詩
集
『
春
と

修
羅
』
の
表
題
作
に
出
て
く
る
一
行
で
す
。
ド
イ
ツ
語
を
ふ

く
ん
で
糸
杉
の
並
木
を
表
し
ま
す
が
、
た
と
え
ば
、
同
様
の

内
容
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
が
「
春
の
空
の
下
、
糸
杉
の
木

が
並
ん
で
い
る
」
だ
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
似
て
は
い
て

も
、
全
然
ち
が
う
も
の
に
な
り
ま
す
。
詩
に
は
、
そ
の
こ
と

ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
ぴ
た
り
と
な
に
か
を
表
す
場

合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
ば
だ
か
ら
こ
そ
出
現
す
る
世
界

が
あ
る
と
は
、
ふ
し
ぎ
で
す
。

　

視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
な
ど
に
働
き
か
け
る
こ
と
ば
の
性
質

が
合
致
を
み
せ
る
瞬
間
。
詩
の
一
行
か
ら
ひ
ろ
が
っ
て
い
く

味
わ
い
は
、
こ
と
ば
に
は
意
味
や
情
報
を
伝
達
す
る
道
具
と

し
て
の
使
い
方
と
は
ま
た
少
し
ち
が
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、

知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
も
の
を
感
じ
と
り
、

感
じ
と
る
こ
と
か
ら
ま
た
考
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
感

覚
と
思
考
に
、
奥
行
き
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
日
常
の
こ
と
ば
の
向
こ
う
に
見
え
る
、
は
じ
め
て
の
表

現
や
、
た
だ
一
度
き
り
の
こ
と
ば
。
詩
の
こ
と
ば
に
は
、
生

き
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
瞬
間
を
、
驚
き
で
満
た
す
力
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
は
心
を
い
き
い
き
と
踊
ら
せ
る
力
が
あ
る

の
で
す
。

詩
人
　
蜂は

ち

飼か
い 

耳み
み

1974年神奈川県生まれ。詩人。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。2000年『いまにもうるおっていく陣地』で第 5 回中原中也賞，06年『食
うものは食われる夜』で平成17年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。著書に絵本『うきわねこ』（ブロンズ新社），エッセイ集『孔雀の羽の目が
みてる』（白水社），『秘密のおこない』（毎日新聞社），童話集『のろのろひつじとせかせかひつじ』（理論社），小説『転身』（集英社）などがある。
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集

実
り
の
あ
る

  「
交
流
」を

     
目
ざ
し
て

　

学
習
指
導
要
領
に
は
、「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
に
「
交
流
」
と
い
う
学
習
過
程
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
そ
の
「
交
流
」
に
焦
点
を
当
て
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
を
意
図
し
、
何
に
気
を
つ
け
て
指
導

を
す
れ
ば
よ
い
か
、
授
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
も
て
る
よ
う
、
髙
木
ま
さ
き
先
生
と
椙
田
萬
理
子
先
生
に
そ
れ
ぞ

れ
ご
提
言
を
い
た
だ
き
、
そ
し
て
、
三
つ
の
実
践
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

特 集

横
浜
国
立
大
学
　
教
授
　
髙
木
ま
さ
き

一
人
で
は
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

提
言   

１

実りのある「交流」を目ざして

し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
人
で
は
気
づ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
、

友
達
の
新
た
な
一
面
を
知
る
─
─
そ
う
考
え
る
と
、

同
じ
教
室
で
、
違
っ
た
価
値
観
、
も
の
の
見
方
・

考
え
方
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考

え
を
交
流
す
る
の
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、「
学
力
の
向
上
」
と
と
ら
え
る
こ

と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
書
い
た
も
の
や

読
ん
で
思
っ
た
こ
と
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
は
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
を
お
も
し

ろ
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
、

結
果
的
に
学
力
向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

他
者
の
視
点
を
入
れ
な
が
ら
書
く

─
「
書
く
こ
と
」
に
お
け
る
交
流
と
い
う
と
、「
書

き
方
」
に
つ
い
て
助
言
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
、

ま
ず
思
い
浮
か
び
ま
す
。

髙
木　

国
語
科
で
す
か
ら
、
書
き
方
に
注
目
す
る

 

自
分
の
考
え
が
も
て
る
よ
う
に

─
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
書
く
こ
と
」

に
「
交
流
」、「
読
む
こ
と
」
に
「
自
分
の
考
え
の

形
成
及
び
『
交
流
』」
と
い
う
学
習
過
程
が
明
示

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
交
流
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
背

景
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

直
接
的
に
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
調
査
結
果
、

そ
れ
を
受
け
た
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結

果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
子
ど
も
た

ち
は
、
海
外
に
比
べ
て
、
自
分
の
考
え
を
書
く
こ

と
が
苦
手
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
は
っ
き
り
し
て

き
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、「
書
い
て
終
わ
り
」「
読

ん
で
終
わ
り
」
で
は
な
く
、
自
分
が
ど
う
考
え
る

か
を
教
室
の
中
で
伝
え
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
の
考
え
の
交
流
と
い
う

の
は
、
本
来
、
自
然
な
行
為
な
ん
で
す
よ
ね
。
例

え
ば
、文
章
を
書
い
た
ら
、「
何
を
書
い
た
の
か
な
」

と
読
み
合
っ
て
み
る
の
は
普
通
の
こ
と
。
読
む
こ

と
に
し
て
も
、同
じ
文
章
を
読
ん
だ
ら
、ど
う
思
っ

た
か
尋
ね
合
う
の
は
、
日
常
生
活
で
当
た
り
前
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
も
し

か
す
る
と
、
戦
後
の
読
解
中
心
の
国
語
の
授
業
で

は
断
ち
切
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
状
況
の
な
か
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど
に
後

押
し
を
さ
れ
て
、
自
然
な
あ
り
方
に
立
ち
戻
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。

　

書
い
た
ら
読
み
合
う
、
読
ん
だ
ら
考
え
を
伝
え

合
う
と
い
う
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
、「
自
分
の

考
え
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
が
身
に
つ
く
は
ず
で

す
。
と
同
時
に
、
や
り
取
り
の
な
か
で
友
達
の
考

え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
自
分
の
考
え

が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

友
達
が
、
違
っ
た
視
点
か
ら
違
っ
た
見
方
を
し
て

い
た
り
、
違
っ
た
視
点
か
ら
同
じ
よ
う
な
考
え
を

も
っ
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
で
生
ま
れ
る
新
た
な
発
見
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
自
分
と
は
違
う
こ
と
を
考

え
る
人
間
も
い
る
ん
だ
な
」
と
い
う
、
も
う
一
段

外
か
ら
見
た
気
づ
き
を
も
つ
子
ど
も
も
い
る
か
も

0203



実りのある「交流」を目ざして
特 

集

こ
と
は
と
て
も
大
事
で
す
。
で
も
、
日
常
の
言
語

生
活
を
考
え
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。
普
通
、
文
章

を
読
む
と
き
に
は
、
ど
ん
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
の
か
な
ど
と
い
っ
た
「
内
容
」
に
目
が
行

き
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
自
然
さ
は
失
っ
て
は
い

け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
内
容
に
つ

い
て
の
助
言
や
意
見
だ
っ
て
あ
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

私
が
思
う
の
は
、
内
容
を
う
ま
く
伝
え
る
た
め

に
は
、
結
局
、
き
ち
ん
と
し
た
書
き
方
が
求
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
内
容
と
書
き
方
は
、
密

接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
す
か
ら
。
例
え
ば
、
内

容
に
つ
い
て
意
見
さ
れ
た
と
き
に
、「
自
分
は
そ

ん
な
こ
と
書
い
た
つ
も
り
は
な
い
の
に
」
と
思
う

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
書
き

方
に
問
題
が
あ
っ
て
、
読
み
手
に
内
容
が
伝
わ
っ

て
い
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
内
容
に
つ
い
て
議
論

す
る
と
、
最
終
的
に
は
書
き
方
の
問
題
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
も
切
り
離
し
て

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
授
業
の
し
か
た
と

し
て
は
、
分
け
て
考
え
た
り
、
ど
ち
ら
か
に
重
き

を
置
い
た
り
し
て
交
流
す
る
の
が
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

　

学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
、
中
学
年
で
「
推
敲

し
て
書
き
終
え
た
文
章
だ
け
で
は
な
く
、
学
習
計

画
や
、
取
材
、
構
成
の
段
階
の
メ
モ
な
ど
書
く
こ

と
の
学
習
過
程
に
つ
い
て
も
発
表
し
合
う
よ
う
に

工
夫
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
図
に
つ
い
て

語
る
の
に
、ま
ず
、「
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
※
）

と
い
う
方
法
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
で
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
方
法
で
、
作

文
の
作
成
過
程
の
な
か
で
積
極
的
に
他
者
と
の
交

流
を
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
記
述
を
す
る
前

に
、
集
め
た
材
料
を
ど
う
並
べ
る
か
友
達
と
話
し

合
っ
て
考
え
る
な
ど
、
日
本
で
も
実
践
さ
れ
て
い

ま
す
ね
。

　

こ
う
い
う
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
で
な
さ
れ
て
い
る

背
景
に
は
、「
論
理
的
で
あ
る
た
め
に
重
要
な
の

は
、
完
全
で
正
確
な
表
現
か
ど
う
か
で
は
な
く
、

分
か
り
や
す
く
納
得
で
き
る
表
現
か
ど
う
か
だ
」

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
論
理
的

で
あ
る
た
め
に
は
、
相
手
の
思
考
の
流
れ
に
沿
っ

て
伝
え
る
必
要
が
あ
り
、そ
こ
で
は
相
手
と
の「
対

話
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
相
手

に
応
じ
て
、
伝
え
方
の
型
を
工
夫
す
る
わ
け
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
書
く
こ
と
の
過
程
で
、
他
者
の

目
を
入
れ
て
「
こ
れ
で
伝
わ
る
か
な
」
と
や
り
取

り
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
伝
え
る
と
い
う
点
で

重
要
な
こ
と
な
ん
で
す
。
具
体
的
に
は
、
書
い
た

も
の
を
交
換
し
て
読
み
合
っ
た
り
、
教
師
が
選
ん

だ
も
の
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
、
ク
ラ
ス
全
体

で
確
認
し
合
っ
た
り
と
い
う
学
習
活
動
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
ね
。

  

み
ん
な
で
読
む
こ
と
の
意
味

─
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
も
、「
自
分
の
考
え

を
も
つ
こ
と
」
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と

と
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
た
い
で
す
ね
。

　

例
え
ば
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
読
ん
だ
と
き
に
、

多
く
の
子
は
「
ご
ん
」
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
思

う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
い
な
い
と
思
う

子
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
そ
う

思
う
の
か
を
ク
ラ
ス
で
話
し
合
う
こ
と
が
、「
読

み
」
の
深
ま
り
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
経
験
を
通
し
て
気
づ

い
た
、
自
分
と
友
達
と
の
読
み
方
や
解
釈
の
違
い

が
、
自
分
の
「
読
み
方
」
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ

と
に
も
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
ま
た
、
自
分
と

友
達
と
の
違
い
に
気
づ
く
と
い
う
の
は
、
他
者
理

解
に
も
通
じ
ま
す
。「
み
ん
な
で
読
む
」
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
、
こ
う
い
う
点
に
も
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
も
「
書
く
こ
と
」
同

様
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
考
え
を
整
理
す
る
と
か
、
表

現
だ
け
に
着
目
し
て
読
む
と
か
、
自
分
の
考
え
を

も
つ
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
の
交
流
も
想
定
で
き

る
で
し
ょ
う
。
指
導
の
際
に
は
、
な
ん
の
準
備
も

な
く
考
え
を
述
べ
る
の
は
難
し
い
の
で
、
ノ
ー
ト

や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
か
せ
て
か
ら
発
表
さ
せ
る

な
ど
、
段
階
を
踏
む
よ
う
手
立
て
を
工
夫
し
た
い

も
の
で
す
。

　

何
よ
り
重
要
な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
考
え
を

発
表
さ
せ
る
だ
け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
教
師
が
意
味
づ
け
た
り
整
理
し
た
り
し
、
子
ど

も
た
ち
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
子
ど
も
た
ち

は
、
出
て
き
た
考
え
の
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
、

な
ぜ
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
考
え
た
こ
と

は
、
次
の
学
習
へ
と
結
び
付
い
て
い
き
ま
す
。
教

師
は
、
そ
の
交
流
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
何

を
考
え
さ
せ
た
い
の
か
、
何
に
気
づ
か
せ
た
い
の

か
を
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
か
ら
授
業
に
臨
む
よ

う
に
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
役
割

─
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
は
「
交
流
」
と

い
う
学
習
過
程
は
あ
り
ま
せ
ん
。

髙
木　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
い
う
の
は
、

そ
れ
自
体
が
交
流
の
学
習
だ
と
い
え
ま
す
。
話
題

設
定
・
取
材
、
話
す
、
聞
く
、
話
し
合
う
、
す
べ

て
に
交
流
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意

味
で
、
文
言
と
し
て
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
学
習
の

過
程
に
お
い
て
、
当
然
、
考
え
を
交
流
す
る
場
面

が
入
っ
て
き
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学

習
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、「
書
く
こ
と
」「
読
む

こ
と
」
で
の
交
流
が
よ
り
豊
か
に
な
る
と
い
う
考

え
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
自
分
の
考
え
を
安

心
し
て
言
え
る
」
空
間
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
、

考
え
を
交
流
す
る
と
き
に
は
と
て
も
重
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
学
級
経
営
と
密
接
に
関
わ

る
部
分
で
も
あ
り
ま
す
が
、「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
学
習
の
目
的
や
効
果
で
も
あ
る
ん
で

す
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
習
を
通
し
て
、

そ
う
い
う
確
か
な
空
間
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、
話
し
合
う
な
か
で
、
友

達
の
考
え
を
否
定
す
る
よ
う
な
発
言
や
話
し
方
を

す
る
子
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
必

ず
根
拠
と
と
も
に
考
え
を
言
う
と
か
、
よ
く
な
い

と
こ
ろ
だ
け
で
な
く
よ
い
と
こ
ろ
も
言
う
よ
う
に

す
る
と
か
、
そ
の
あ
た
り
は
発
達
段
階
に
応
じ
た

配
慮
を
欠
か
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
、
話
し
方
・
聞
き
方
の
技
術
的
な
側
面

─
─
論
点
を
整
理
し
て
話
す
、
前
の
人
の
考
え

に
関
係
づ
け
て
話
す
な
ど
─
─
で
の
土
台
作
り
も
、

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は
担
っ
て
い
る
と
い

え
ま
す
。
た
だ
、
話
し
方
・
聞
き
方
を
し
っ
か
り

押
さ
え
て
い
て
も
、そ
れ
だ
け
で
は
「
書
く
こ
と
」

「
読
む
こ
と
」
で
の
交
流
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

「
書
く
こ
と
」
の
交
流
で
は
「
書
く
こ
と
」
の
学

習
内
容
・
観
点
が
、「
読
む
こ
と
」
の
交
流
で
は
「
読

む
こ
と
」
の
学
習
内
容
・
観
点
が
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
と
、
話
し
合
い
が
か
み
合
わ
な
い
。
そ
の

場
で
思
い
つ
い
た
こ
と
を
言
い
合
う
の
で
は
、
考

え
が
深
ま
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
教
え
る

側
は
、
そ
の
交
流
で
押
さ
え
た
い
観
点
を
き
ち
ん

と
も
ち
、
話
し
合
い
が
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
く
よ

う
に
手
立
て
を
考
え
る
よ
う
心
が
け
た
い
も
の
で

す
。
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静岡県生まれ。中央教育審議会
国語専門部会委員，全国的な学
力調査の実施方法等に関する専
門家検討会議委員などを歴任す
る。「ことばと学びをひらく会」
会長。著書に『「他者」を発見す
る国語の授業』（大修館書店），

『合科的・総合的な学習のための
読書関連単元100のプラン集』

（共編著　東洋館出版社）など。
光村図書の小学校・中学校「国
語」教科書編集委員を務める。

髙
たか

木
ぎ

まさき

※プロセス・アプローチ
過程を重視した作文指導のこと。書くまでのプロセスを直線的にたどるので
はなく，その一部を何度も繰り返しながら，自分の文章を練り上げていく方法。



実りのある「交流」を目ざして
特 

集

奈
良
女
子
大
学
附
属
小
学
校
　
副
校
長
　
椙
田
萬
理
子

提
言   
２
交
流
活
動
を
充
実
さ
せ
る
教
師
の
は
た
ら
き

書
く
活
動
を

取
り
入
れ
る
こ
と

　

交
流
活
動
の
前
に
大
事
な
こ
と
は
、
書
く
活
動

を
取
り
入
れ
、
自
分
の
考
え
を
も
て
る
よ
う
に
時

間
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

教
科
書
の
手
引
き
に
も
、
一
年
下
か
ら
「
…

を
書
き
ま
し
ょ
う
。」「
…
を
ノ
ー
ト
に
書
き
ま

し
ょ
う
。」と
い
う
文
言
が
多
く
出
て
く
る
。
ま
た
、

そ
の
「
課
題
」
や
「
問
題
」
が
、
児
童
の
意
欲
を

わ
き
立
た
せ
、
真
剣
に
打
ち
込
む
も
の
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
そ
の
後
の
交
流
活
動
は
活
発
に
な
る
。

高
学
年
に
な
る
ほ
ど
、「
…
に
つ
い
て
あ
な
た
は

ど
う
思
う
だ
ろ
う
。」「
…
に
つ
い
て
、
感
じ
た
こ

と
や
気
づ
い
た
こ
と
を
話
し
合
お
う
。」
と
、
自

分
の
考
え
が
も
て
る
よ
う
に
、
手
引
き
に
は
、
問

い
方
を
工
夫
し
た
も
の
が
増
え
て
い
る
。

　

交
流
活
動
中
に
大
事
な
こ
と
は
、
集
団
で
考
え

合
う
態
度
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
社
会

性
が
身
に
つ
く
よ
う
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

交
流
活
動
は
、
学
び
合
い
で
あ
り
、
聞
き
合
い

ま
る
。

　

で
は
、
授
業
の
ど
の
場
面
で
交
流
活
動
を
設
定

し
、
そ
の
指
導
に
お
け
る
観
点
は
ど
う
あ
れ
ば
よ

い
の
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

❶
学
習
過
程
の
初
め
に

　

─
自
分
の
考
え
を
も
て
な
か
っ
た
り
学
習
の

　

イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
て
こ
な
か
っ
た
り
す
る
場
合

　

課
題
に
よ
っ
て
は
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

か
と
ま
ど
う
児
童
が
い
る
。
そ
こ
で
交
流
活
動
を

取
り
入
れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
児
童
の
考

え
を
引
き
出
し
、
聞
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
参

考
に
し
た
り
刺
激
に
し
た
り
す
る
環
境
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い

た
児
童
も
お
互
い
に
比
べ
た
り
見
直
し
た
り
で
き

る
の
で
、
そ
の
後
の
学
習
を
よ
り
納
得
し
て
進
め

て
い
け
る
よ
さ
が
あ
る
。

❷
学
習
過
程
の
途
中
に

　

─
自
分
の
考
え
（
作
品
）
を
も
っ
て
臨
む
場
合

　

読
み
取
り
や
作
文
な
ど
、
学
習
過
程
の
途
中
で
、

友
達
と
考
え
を
交
流
し
合
い
、
自
分
の
考
え
た
こ

と
や
書
い
た
こ
と
を
見
直
し
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ

生
か
す
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

❸
学
習
過
程
の
最
後
に

　

─
完
成
さ
せ
た
も
の
を
発
表
す
る
場
合

　

仕
上
げ
た
も
の
を
発
表
し
て
、
学
習
を
終
え
る

場
面
で
取
り
入
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
発
表
会
形
式

で
終
わ
ら
せ
ず
、
聞
き
手
が
分
か
ら
な
い
こ
と
や

で
あ
る
。
友
達
の
考
え
を
聞
い
て
、
自
分
の
考
え

の
不
備
や
不
十
分
な
点
を
補
っ
て
も
ら
う
時
間
だ

と
い
う
意
識
を
児
童
に
は
っ
き
り
も
た
せ
た
い
も

の
で
あ
る
。
友
達
や
教
師
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
構

え
が
あ
る
と
、
聞
き
方
や
友
達
の
発
言
の
受
け
止

め
方
が
違
っ
て
く
る
。

　

ま
た
、
建
設
的
に
も
の
を
考
え
て
い
く
姿
勢
が

身
に
つ
く
よ
う
、
人
の
揚
げ
足
を
取
っ
た
り
、
話

題
の
中
心
で
な
い
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
り

し
な
い
よ
う
に
実
践
を
通
し
て
学
ば
せ
て
い
き
た

い
。

　

交
流
活
動
の
後
に
大
事
な
こ
と
は
、
聞
い
て
ど

う
だ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
た
め
に
、
書
く
作
業

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
視
点
と
し
て
、

・
自
分
の
考
え
（
作
品
）
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
足 

  

り
な
か
っ
た
こ
と
や
考
え
直
し
た
り
し
た
こ
と

・
聞
い
て
よ
か
っ
た
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と

・
新
し
く
気
づ
い
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と

・
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
は
、「
ノ
ー
ト
と
な
か
よ
く
な
ろ
う
」（
三

も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
を
尋
ね
た
り
、
感
想
を
伝

え
た
り
し
て
交
流
で
き
る
場
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
次
の
新
た
な
学
習
の
深
ま

り
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

日
常
の
継
続
指
導
で

育
て
る
こ
と

　

交
流
活
動
で
は
、
児
童
は
、
話
し
手
に
な
っ
た

り
聞
き
手
に
な
っ
た
り
し
て
聞
き
合
う
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
は
、
話
し
手
と
し
て
の
態
度
や
聞
き
手

と
し
て
の
態
度
を
日
々
の
学
習
の
中
で
育
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

特
に
、
学
び
合
い
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
よ
く

聞
く
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
教
科
書
の
「
よ
い
聞
き
手
に

な
ろ
う
」（
三
年
上
）
32
・
33
ペ
ー
ジ
が
参
考
に
な

る
。「
前
の
人
の
言
っ
た
こ
と
を
う
け
る
言
い
方
」

は
、
ぜ
ひ
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
36

ペ
ー
ジ
に
は
、「
よ
い
聞
き
方
、
よ
い
話
し
方
」

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
五
年
の
教
科
書
に
は
、「
き
い
て
、

き
い
て
、
き
い
て
み
よ
う
」
や
「
話
し
合
う
た
め

に
大
切
な
言
葉
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
聞
き
手
や

話
し
手
の
心
得
が
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
聞
き
手
が
メ
モ
を
す
る
こ
と
や
、
発
表

を
聞
い
て
、
尋
ね
た
り
感
想
を
伝
え
た
り
す
る
こ

年
上
）
23
ペ
ー
ジ
の
「
じ
ゅ
ぎ
ょ
う
の
お
わ
り
に
、

ふ
り
か
え
っ
て
ま
と
め
を
書
く
。」
が
参
考
に
な

る
。
ま
た
、「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」（
三

年
下
）
20
ペ
ー
ジ
で
は
、「
あ
な
た
と
友
だ
ち
の

考
え
で
、
同
じ
と
こ
ろ
、
ち
が
う
と
こ
ろ
は
あ
り

ま
し
た
か
。
友
だ
ち
の
発
表
を
聞
い
て
、
あ
な
た

の
考
え
は
か
わ
り
ま
し
た
か
。
ノ
ー
ト
に
書
き
ま

し
ょ
う
。」
と
あ
り
、「
か
る
た
」（
三
年
下
）
81
ペ
ー

ジ
で
は
、「
友
だ
ち
の
話
を
聞
い
て
、
は
じ
め
て

知
っ
た
こ
と
も
、
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
き
ま
し
ょ

う
。」
と
視
点
を
挙
げ
て
い
る
。

な
ん
の
た
め
に
交
流
活
動
を

行
う
の
か
、
そ
の
ね
ら
い
を

児
童
に
伝
え
る
こ
と

　

交
流
活
動
は
、
ど
の
場
面
で
取
り
入
れ
る
か
に

よ
っ
て
、
そ
の
ね
ら
い
が
違
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、

な
ん
の
た
め
の
交
流
時
間
な
の
か
、
児
童
に
「
め

あ
て
」
を
も
た
せ
、
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
に
臨

ま
せ
る
と
、
自
ら
学
び
取
ろ
う
と
す
る
意
識
が
高

と
は
、「
と
も
こ
さ
ん
は　

ど
こ
か
な
」「
あ
っ
た

ら
い
い
な
、
こ
ん
な
も
の
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
二
年
上
の
教
科
書
か
ら
折
に
触
れ
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
点
を
意
識
し
、
学
習
の
中
に
充

実
し
た
交
流
活
動
を
位
置
づ
け
て
い
き
た
い
も
の

で
あ
る
。

0607

愛媛県生まれ。奈良女子大学附
属小学校 副校長。自律的な学
習法の実践を積み，学校発行
の機関誌に主題・実践論文等を
100編以上執筆。共著に『「学
習力」を育てる秘訣』，『確かな
学習力を育てるすじ道』（以上，
明治図書）など。光村図書の小
学校「国語」教科書編集委員を
務める。

椙
すぎ

田
た

萬
ま

理
り

子
こ

1

3

2
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随
筆
を
書
く
こ
と
は
、
自
分
を
深
く
見
つ
め
直

す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
六
年
生
後
半
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
を
振
り
返
っ
た
り
自
分
の
成
長
に
気
づ

い
た
り
す
る
う
え
で
意
義
あ
る
こ
と
と
い
え
る
。

　

随
筆
は
、
読
み
手
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
読
み
手
を
意
識
し
て
書
く
力
と
は
、

「
伝
え
た
い
こ
と
に
関
わ
る
内
容
を
掘
り
起
こ
し
、

そ
の
と
き
の
様
子
や
気
持
ち
が
読
み
手
に
伝
わ
る

よ
う
に
表
現
を
工
夫
し
て
書
く
力
」
と
考
え
る
。

　

本
単
元
で
は
、
そ
の
力
を
育
て
る
た
め
に
、
取

材
と
推
敲
の
二
つ
の
段
階
で
交
流
の
場
面
を
位
置

づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
取
材
の
段
階
で
は
、
交
流

に
よ
り
、
伝
え
た
い
こ
と
に
関
わ
る
内
容
を
掘
り

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
推
敲
の

段
階
で
は
、
交
流
に
よ
り
、
友
達
の
表
現
の
よ
さ

を
見
つ
け
、
自
分
の
随
筆
に
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
交
流
を
通
し

て
、
読
み
手
を
意
識
し
て
書
く
力
を
育
て
た
い
。

指
導
計
画
（
全
九
時
間
）

指
導
の
実
際

【
取
材
の
段
階
で
の
交
流
】

 

第
二
時

　

自
分
を
変
え
た
○
○
（
言
葉
、
人
物
、
出
来
事

な
ど
）
を
決
め
さ
せ
、
最
初
と
最
後
で
気
持
ち
が

ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
を「
思
い
だ
シ
ー
ト
」

に
書
か
せ
た
。
さ
ら
に
、
伝
え
た
い
こ
と
に
関
わ

る
事
実
を
□
囲
み
、
気
持
ち
を
○
囲
み
、
会
話
を

吹
き
だ
し
で
書
か
せ
た
。

 

第
三
時

　
「
思
い
だ
シ
ー
ト
」
を
基
に
二
人
組
で
質
問
し

合
っ
た
。
質
問
さ
れ
て
答
え
た
こ
と
を
付
せ
ん
に

書
い
て
貼
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
二
人
組
で
の
会
話

を
二
回
行
い
、
多
く
の
内
容
を
掘
り
起
こ
せ
る
よ

う
に
し
た
。
質
問
の
際
に
は
、
内
容
を
深
め
る
た

め
に
「
相
手
の
答
え
の
一
部
を
繰
り
返
し
て
質
問

す
る
」
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

 

第
四
時

　

付
せ
ん
を
貼
っ
た
「
思
い
だ
シ
ー
ト
」
を
基

に
、　
「
書
き
だ
シ
ー
ト
」
に
書
か
せ
た
。
質
問
さ

れ
て
思
い
出
し
た
こ
と
を
整
理
す
る
た
め
で
あ
る
。

友
達
の
質
問
に
よ
っ
て
書
き
た
い
内
容
が
掘
り
起

こ
さ
れ
た
た
め
、「
書
き
だ
シ
ー
ト
」
の
内
容
は
、

よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
推
敲
の
段
階
で
の
交
流
】

 

第
六
時

　

友
達
の
随
筆
を
読
み
、
心
の
動
き
が
分
か
る
表

現
を
学
級
で
紹
介
し
合
っ
た
。
そ
の
後
、
友
達
の

随
筆
や
こ
れ
ま
で
書
き
た
め
て
集
め
て
き
た
言
葉

の
中
か
ら
、
自
分
の
随
筆
に
取
り
入
れ
ら
れ
そ
う

な
表
現
は
な
い
か
考
え
さ
せ
た
。

 

第
七
時

　

二
人
組
で
、
互
い
の
随
筆
を
声
に
出
し
て
読
み

合
い
、
不
自
然
な
表
現
は
な
い
か
確
認
し
合
っ
た
。

　

Ｃ
児
は
、
Ｄ
児
の
表
現
「
あ
の
言
葉
の
お
か
げ

で
、
私
は
こ
ん
な
に
が
ん
ば
れ
た
ん
だ
と
い
う
と

こ
ろ
を
目
に
焼
き
付
け
て
恩
返
し
し
た
い
。」
が

分
か
り
に
く
い
と
話
し
、
Ｄ
児
は
、「
あ
の
言
葉

の
お
か
げ
で
、
私
は
こ
ん
な
に
が
ん
ば
れ
た
ん
だ

と
い
う
と
こ
ろ
を
見
せ
た
い
。
そ
し
て
、
み
ん
な

の
心
に
残
る
よ
う
な
プ
レ
ー
を
し
て
恩
返
し
を
し

た
い
。」
と
書
き
直
し
た
。

お
わ
り
に

　

推
敲
の
段
階
で
は
、
表
現
の
よ
さ
を
友
達
の
随

筆
や
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
集
め
て
き
た
言
葉
の
中

か
ら
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
た
た
め
、
表
現
を
工

夫
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
無
理

に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
不
自
然
な
表
現
に
な

る
児
童
も
見
ら
れ
た
。
取
り

入
れ
た
後
、
声
に
出
し
て
読

み
合
い
、
確
認
し
合
う
こ
と

は
、
不
自
然
な
表
現
に
気
づ

く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
た

だ
、
な
か
に
は
、
表
現
の
不

自
然
さ
に
気
づ
け
ず
、
助
言

が
で
き
な
い
児
童
も
見
ら
れ

た
。
今
後
は
、
多
く
の
表
現

に
触
れ
る
機
会
を
増
や
し
た

い
。

名
古
屋
市
立
柳
小
学
校
　
髙た

か

橋は
し

美み

千ち

代よ

言
葉
に
つ
い
て
考
え
よ
う

書くこと

実践    １

使
用
教
材
：「
自
分
を
見
つ
め
直
し
て
」（
六
年
）　

1

2

34

第
一
時

随
筆
と
い
う
文
章
様
式
を
知
る
。

第
二
〜

　

四
時

取
材

①
「
思
い
だ
シ
ー
ト
」
を
基
に
質
問
し

　

合
う
。

②
「
書
き
だ
シ
ー
ト
」
に
記
入
す
る
。

第
五
時

構
成
・
第
一
記
述

①
モ
デ
ル
文
を
基
に
構
成
に
つ
い
て
考

　

え
る
。

②
下
書
き
を
す
る
。

第
六
・

　

七
時

推
敲

①
友
達
の
随
筆
か
ら
表
現
の
よ
さ
を
見

　

つ
け
る
。

②
互
い
に
声
に
出
し
て
読
み
、
不
自
然

　

な
表
現
は
な
い
か
確
認
し
合
う
。

第
八
時

第
二
記
述

・
表
現
の
よ
さ
を
自
分
の
随
筆
に
生
か

　

し
て
書
く
。

第
九
時

交
流

・
友
達
の
随
筆
を
読
み
、
感
想
を
伝
え

　

合
う
。

〈
Ａ
児
と
Ｂ
児
の
会
話
〉

Ａ 

わ
た
し
を
変
え
た
言
葉
は
「
ま
た
次
」
で
す
。

Ｂ 

ど
ん
な
と
き
の
言
葉
で
す
か
。

Ａ 

大
縄
を
連
続
で
跳
べ
た
と
き
の
言
葉
で
す
。

Ｂ 

な
ぜ
、
連
続
で
跳
べ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
。

Ａ 

が
ん
ば
っ
て
練
習
し
た
か
ら
で
す
。
→
付
せ
ん

Ｂ 

練
習
の
と
き
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
し
た
か
。

Ａ 

い
や
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。  

→
付
せ
ん▶

付
せ
ん
を
貼
っ
た
、
Ａ
児
の
「
思
い
だ
シ
ー
ト
」

▶
書
き
だ
シ
ー
ト

▶
思
い
だ
シ
ー
ト
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児
童
の
日
常
生
活
、
毎
時
間
の
授
業
の
中
で
交

流
は
常
に
行
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
国
語
科
で
求

め
ら
れ
る
「
交
流
」
と
は
何
か
、
ま
た
、「
交
流
」

を
通
し
て
児
童
に
ど
ん
な
力
を
つ
け
る
の
か
、
そ

の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
立
て
が
必
要
か
、
こ

れ
ら
を
意
図
し
て
実
践
を
試
み
た
。

　

本
単
元
で
は
、「
イ
ル
カ
の
ね
む
り
方
」
で
の

学
習
を
基
に
、「
あ
り
の
行
列
」
の
内
容
を
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
る
と
い
う
学
習
活
動
を
設
定

し
て
い
る
。
そ
れ
を
通
し
、
文
章
の
組
み
立
て
を

考
え
た
り
、
段
落
ご
と
の
キ
ー
ワ
ー
ド
や
キ
ー
セ

ン
テ
ン
ス
を
読
み
取
っ
た
り
し
た
後
に
、
読
み

取
っ
た
こ
と
を
ク
ラ
ス
で
出
し
合
う
。

　

中
学
年
に
お
け
る
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
（
指

導
事
項
）
に
基
づ
き
、
自
分
の
読
み
を
よ
り
確
か

な
も
の
に
す
る
た
め
の
「
交
流
」、
そ
し
て
、
文

章
に
対
す
る
互
い
の
感
じ
方
の
違
い
に
気
づ
く
た

め
に
単
元
の
出
口（
第
三
次
）に
位
置
づ
け
た「
交

え
で
、
四
人
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
を
し
、
大
切

な
文
章
か
ら
要
点
を
見
つ
け
て
要
約
で
き
て
い
る

か
を
確
認
し
た
。
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
す
る
前

の
段
階
で
、
個
々
に
自
分
の
考
え
が
も
て
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
個
」

の
読
み
取
り
の
時
間
を
保
障
す
る
こ
と
や
読
み
の

ポ
イ
ン
ト
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
の
後
、要
点
や
要
約
し
た
文
章
を
基
に
、ワ
ー

ク
シ
ー
ト
の
内
容
を
生
か
し
な
が
ら
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
書
き
ま
と
め
る
。
文
章
の
中
で
の
段
落
の
つ

な
が
り
を
考
え
、
第
四
段
落
ま
で
を
一
枚
の
ペ
ー

ジ
に
、
第
五
段
落
以
降
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
と
い
う

よ
う
に
、
文
章
を
区
切
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
接
続
語
を
書
き
出
す
な
ど
、
段
落
相

互
の
関
係
を
意
識
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

本
校
で
は
「
交
流
」
を
支
え
る
手
段
と
し
て
、

話
型
の
系
統
を
探
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
で
の
実

態
に
合
わ
せ
て
指
導
し
た
り
、「
グ
ル
ー
プ
学
習

の
手
引
き
」
を
児
童
に
配
布
し
、
必
要
に
応
じ
て

使
え
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
い
る
。

　
「
グ
ル
ー
プ
学
習
の
手
引
き
」
で
は
、
そ
の
単

元
の
学
習
で
必
要
と
さ
れ
る
話
型
だ
け
で
な
く
、

意
見
交
流
で
大
切
に
し
た
い
態
度
・
考
え
方
に
つ

い
て
も
触
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
話
型
も
「
グ

ル
ー
プ
学
習
の
手
引
き
」
も
、
あ
く
ま
で
も
雛
型

の
一
つ
で
あ
り
、
活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
さ
ら
な

る
発
展
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。　

 

第
三
次　

第
十
一
時

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
い
た
感
想
を
交
流
し
、
文

章
に
対
す
る
考
え
を
確
か
な
も
の
に
す
る
段
階
で

あ
る
。

　

感
想
を
交
流
す
る
際
は
、
教
科
書
の
手
引
き
を

基
に
「
何
が
」「
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
か
」

の
視
点
で
感
想
を
書
く
よ
う
指
導
し
た
。

お
わ
り
に

　

交
流
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
①
何
に
つ
い
て

交
流
す
る
の
か
、
②
交
流
し
て
何
を
求
め
る
の
か
、

に
つ
い
て
の
見
通
し
を
、
教
師
が
事
前
に
明
確
に

も
っ
て
お
く
こ
と
だ
。「
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ

て
ご
ら
ん
」「
思
っ
た
こ
と
を
な
ん
で
も
言
っ
て

ご
ら
ん
」
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

第
二
次
の
読
み
取
り
の
際
に
グ
ル
ー
プ
で
の
交

流
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
自
分
の
読
み
取
り
に

自
信
を
も
っ
た
り
、
ま
た
、
手
直
し
を
し
た
り
す

る
児
童
の
姿
が
見
ら
れ
た
。
交
流
が
「
読
み
」
の

力
の
高
ま
り
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

単
元
の
最
後
に
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
文

章
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
交
流
し
た
こ
と
で
、

児
童
は
、
同
じ
言
葉
や
文
に
着
目
し
て
い
て
も
違

う
感
想
を
も
つ
友
達
が
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
よ

う
だ
っ
た
。
ま
た
、
友
達
が
自
分
と
全
く
同
じ
言

葉
や
文
に
着
目
し
て
、
似
た
よ
う
な
感
想
を
も
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
児
童
も
い
た
。
交
流
を
通

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
に
驚
き
、
そ
し
て
、
喜
ん

で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
「
交
流
」
で
得
た
力
は
、
他
の
単
元
・
他

教
科
・
他
領
域
に
も
つ
な
げ
、
活
用
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
。

流
」。
児
童
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
知
り
、
ね

ら
い
を
明
確
に
し
て
学
習
に
取
り
組
ん
だ
。

指
導
計
画
（
全
十
一
時
間
）

指
導
の
実
際

 

第
二
次　

第
五
〜
九
時

　

段
落
の
要
点
、
内
容
を
要
約
し
た
文
章
が
適
切

か
ど
う
か
グ
ル
ー
プ
で
意
見
交
流
し
、
読
み
を
確

か
な
も
の
に
す
る
段
階
で
あ
る
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
第
一
次

で
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
お
く
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を

使
っ
て
要
点
を
読
み
取
り
、
内
容
を
要
約
す
る
。

そ
の
際
、
①
繰
り
返
し
出
て
く
る
言
葉
を
確
認
す

る
、
②
段
落
内
で
最
も
大
切
だ
と
思
う
文
章
に
線

を
引
く
な
ど
の
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
読
み
取

る
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
、
個
人
で
読
み
取
れ
る
よ
う

に
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
考
え
を
も
っ
た
う

第
一
次

（
三
時
間
）

既
習
の
説
明
的
文
章
に
つ
い
て
、
構
成

や
学
習
内
容
を
想
起
す
る
。「
イ
ル
カ
の

ね
む
り
方
」
の
説
明
の
し
か
た
や
構
成

（「
何
が
」「
ど
の
よ
う
に
」
書
か
れ
て
い

る
か
）
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
基
に
「
あ

り
の
行
列
の
ひ
み
つ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

作
り
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
読
み
合
お

う
」
と
い
う
目
的
を
も
ち
、
学
習
の
計

画
を
立
て
る
。

第
二
次

（
六
時
間
）

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
形
式
を
決
め
る
。「
問

い
」
と
「
答
え
」
の
段
落
を
見
つ
け
て

文
章
の
大
ま
か
な
構
成
を
つ
か
み
、ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
段
落
に
書
か
れ
て

い
る
事
柄
を
要
約
し
、
そ
れ
を
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
ま
と
め
る
。
要
約
し
た
り
要

点
を
読
み
取
っ
た
り
す
る
際
に
、グ
ル
ー

プ
で
意
見
交
流
を
し
て
読
み
を
確
か
な

も
の
と
し
て
い
く
。

第
三
次

（
二
時
間
）

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
形
式

に
ま
と
め
直
し
、
表
紙
・
裏
表
紙
を
つ

け
て
完
成
さ
せ
る
。
そ
れ
を
ク
ラ
ス
の

友
達
と
読
み
合
っ
て
感
想
交
流
を
し
、

単
元
を
振
り
返
っ
て
、
身
に
つ
い
た
力

を
確
認
す
る
。

1

2
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▶
「
グ
ル
ー
プ
学
習
の
手
引
き
」
の
一
例

▶
児
童
が
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
を
成
功
さ
せ
よ
う

○
ま
ず
、
グ
ル
ー
プ
み
ん
な
が
発
言
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
少
し
テ
ー
マ

か
ら
は
ず
れ
て
い
て
も
、
最
後
ま
で
し
っ
か
り
聞
い
て
あ
げ
よ
う
。

○
意
見
を
言
う
こ
と
が
と
く
い
な
人
は
、
少
し
ゆ
ず
っ
て
あ
げ
よ
う
。
友
達
の

意
見
が
分
か
り
づ
ら
い
と
き
に
、「
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
？
」
と
、
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
あ
げ
よ
う
。
き
っ
と
、
言
っ
て
も
ら
っ
た
友
達
は
自
信
が
つ

く
で
し
ょ
う
。

○
自
分
と
全
然
ち
が
う
意
見
を
聞
い
た
と
き
、
さ
い
し
ょ
か
ら
ひ
て
い
し
な
い

で
、「
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
か
な
。」
と
考
え
て
み
よ
う
。

○
で
も
、「
ど
う
考
え
て
も
ち
が
う
よ
。」
と
思
っ
た
と
き
は
、
し
っ
か
り
自
分

の
考
え
を
伝
え
て
、
相
手
に
も
う
一
ど
考
え
て
も
ら
お
う
。

横
浜
市
立
大
鳥
小
学
校
　
西に

し

松ま
つ

亮り
ょ
う

介す
け

「
あ
り
の
行
列
の
ひ
み
つ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」を
作
ろ
う

読むこと
（説明文）

使
用
教
材
：「
イ
ル
カ
の
ね
む
り
方
」「
あ
り
の
行
列
」（
三
年
上
）　

実践    ２



実りのある「交流」を目ざして
特 
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❶
自
分
の
考
え
を
つ
く
る

　

❷
小
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る

　

❸
全
体
で
交
流
す
る

指
導
計
画
（
全
十
二
時
間
）

は
じ
め
に

　

本
単
元
は
、
宮
沢
賢
治
の
不
思
議
な
魅
力
あ
る

作
品
と
作
者
自
身
の
生
き
方
を
重
ね
る
こ
と
で
、

文
学
的
な
文
章
へ
の
見
方
・
考
え
方
を
広
げ
る
こ

と
を
ね
ら
う
。

　

こ
こ
で
は
、
単
元
を
通
し
た
読
書
活
動
を
位
置

づ
け
た
。
紹
介
し
た
い
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
選
ん

だ
後
に
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
夢
」
を
読
み
、
作
品

に
対
す
る
賢
治
の
思
い
に
触
れ
、
自
分
の
選
ん
だ

作
品
と
重
ね
る
。
そ
し
て
、「
や
ま
な
し
」
を
読

ん
で
習
得
し
た
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」（
読
み
の

観
点
）
か
ら
、
自
分
の
紹
介
し
た
い
作
品
を
読
み

直
す
こ
と
で
、
作
品
の
新
た
な
よ
さ
を
見
つ
け
る
。

そ
の
後
、
よ
さ
を
伝
え
る
紹
介
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

作
る
。
こ
う
し
た
学
習
を
通
し
て
、
児
童
は
自
分

の
読
み
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

ま
た
、「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
を
習
得
し
、
文

学
的
な
文
章
へ
の
見
方
・
考
え
方
を
広
げ
る
手
段

と
し
て
、
次
の
三
段
階
の
交
流
を
位
置
づ
け
た
。

い
方
の
具
体
例
を
示
し
た
り
、
よ
い
例
と
し
て
児

童
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
た
り
す
る
な
か
で
行
っ
た
。

児
童
一
人
一
人
が
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
な
が
ら
、
自

分
の
考
え
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
有
効
な

指
導
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

❷
小
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る

  

自
分
の
考
え
を
付
加
・
修
正
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
小
グ
ル
ー
プ
（
三
〜
四
人
）
で
の
交
流

を
設
定
し
た
。
初
め
に
、
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
考
え
に
対
し
て
疑
問
に
思
う
こ
と

を
尋
ね
た
り
、
自
分
の
考
え
と
比
較
し
て
考
え
た

り
す
る
。
こ
の
交
流
に
よ
り
、
児
童
が
自
分
の
考

え
を
付
加
・
修
正
し
て
い
き
、
見
方
・
考
え
方
を

広
げ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
た
。

❸
全
体
で
交
流
す
る

　

よ
さ
の
理
由
を
全
体
で
出
し
合
い
、
関
係
づ
け

る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
は
、「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」

を
見
つ
け
て
い
っ
た
。「
や
ま
な
し
」
で
見
つ
け

た
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
は
、「
賢
治
ら
し
い
表
現
」

「
構
成
」「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」「
出
来
事
」「
登
場
人
物
」

「
色
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
言
葉
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
観
点
で
自
分
の
選
ん
だ
作
品
を
読
む
こ
と
で
、

そ
の
作
品
の
さ
ら
な
る
よ
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で

き
た
。

お
わ
り
に

  

最
初
は
、
宮
沢
賢
治
作
品
の
よ
さ
を
「
き
れ
い

な
光
の
世
界
」
な
ど
と
漠
然
と
感
じ
て
い
た
児
童

が
、「
ま
ば
ゆ
い
白
い
火
や
雪
花
石
膏
の
板
な
ど
、

色
を
使
っ
た
言
葉
か
ら
美
し
い
様
子
が
伝
わ
っ
て

く
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
作
品
の
具
体
的

な
よ
さ
に
気
づ
き
、
作
品
へ
の
見
方
・
考
え
方
を

広
げ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
学
習
で
は
、
三
段
階
の
交
流
を
位
置
づ
け

た
。
こ
れ
ら
を
通
し
、
児
童
は
、
自
分
が
読
め
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
自
分
の
選
ん
だ
作

品
の
よ
さ
を
よ
り
深
く
考
え
、
読
む
お
も
し
ろ

さ
を
実
感
し
て

い
た
。
こ
の
実

感
を
伴
っ
た
理

解
が
、
文
学
的

な
文
章
へ
の
見

方
・
考
え
方
を

広
げ
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
と

考
え
る
。

指
導
の
実
際

  

自
分
の
選
ん
だ
宮
沢
賢
治
作
品
の
さ
ら
な
る
よ

さ
を
見
つ
け
る
た
め
、「
や
ま
な
し
」
を
使
っ
て
、

「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
を
習
得
す
る
学
習
（
交
流
）

を
設
定
し
た
。
第
二
次
の
第
三
〜
六
時
に
、
前
述

し
た
三
段
階
の
交
流
を
、
順
に
位
置
づ
け
た
。

❶
自
分
の
考
え
を
つ
く
る

  

「
や
ま
な
し
」
の
よ
さ
を
見
つ
け
る
た
め
に
、

付
せ
ん
を
活
用
し
て
自
分
の
考
え
を
つ
く
る
活

動
を
行
っ
た
。
ま
ず
、「
五
月
」
の
場
面
を
読
み
、

心
に
残
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
黄
色
の
付
せ
ん
（
一

枚
に
一
事
項
）
に
書
く
。
次
に
、
書
い
た
付
せ
ん

を
分
類
し
、
小
見
出
し
を
付
け
る
（
青
色
の
付
せ

ん
）。
そ
し
て
、
各
付
せ
ん
を
矢
印
で
関
係
づ
け
、

気
が
つ
い
た
こ
と
と
「
五
月
」
の
場
面
の
よ
さ
を

ノ
ー
ト
に
書
く
。
こ
の
過
程
を
通
し
、
個
人
差
は

あ
る
も
の
の
、
児
童
は
、
自
分
な
り
の
考
え
を
形

成
し
て
い
っ
た
。

　

自
分
の
考
え
づ
く
り
の
指
導
は
、
付
せ
ん
の
使

第
一
次

学
習
課
題
を
作
り
、
計
画
を
立
て
る
。

（
三
時
間
）

第
二
次

①「
や
ま
な
し
」
を
読
み
、
初
読
の
感
想

を
交
流
す
る
。
（
一
時
間
）

②
感
想
を
基
に
、「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」

を
決
め
る
。
（
一
時
間
）

③「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
に
よ
り
、
「
五

月
」
の
場
面
の
よ
さ
を
見
つ
け
て
紹

介
し
合
い
、
自
分
の
選
ん
だ
作
品
の

よ
さ
を
見
つ
け
る
。
（
二
時
間
）

④「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
に
よ
り
、「
十
二

月
」
の
場
面
の
よ
さ
を
見
つ
け
て
紹

介
し
合
い
、
自
分
の
選
ん
だ
作
品
の

よ
さ
を
見
つ
け
る
。

  

。
（
二
時
間
）

第
三
次

自
分
の
選
ん
だ
宮
沢
賢
治
作
品
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
り
、
作
品
の
す
ば
ら
し

さ
を
五
年
生
に
紹
介
す
る
。
（
三
時
間
）

1
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2い
な
と
こ
ろ
が
よ
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
け

は
、「
波
か
ら
来
る
光
の
あ
み
」
の
よ
う
な

言
葉
か
ら
、
き
れ
い
な
世
界
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

Ｂ 

「
不
思
議
な
世
界
」っ
て
ど
う
い
う
こ
と
で
す

か
。

Ａ 

夢
の
よ
う
な
世
界
で
す
。

Ｃ 

わ
た
し
も
同
じ
考
え
で
す
。「
に
わ
か
に
ぱ
っ

と
明
る
く
な
り･･･

降
っ
て
き
ま
し
た
。」

か
ら
そ
う
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
Ａ
さ
ん
の

理
由
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

Ｂ 

な
る
ほ
ど
。
夢
の
よ
う
な
「
不
思
議
な
世
界
」

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
僕
は
、
宮
沢
賢
治
さ

ん
ら
し
い
言
葉
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し

た
。「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
や
「
つ
う
と
も
ど
っ

て
」
の
よ
う
に
、
僕
た
ち
が
使
わ
な
い
言
葉

を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
も
、
Ａ
さ
ん

た
ち
の
「
不
思
議
な
世
界
」
の
説
明
を
聞
い

て
、「
な
る
ほ
ど
」
と
思
い
ま
し
た
。

〈
小
グ
ル
ー
プ
で
の
交
流
の
一
場
面
〉

Ａ 

「
五
月
」
は
、
不
思
議
な
世
界
が
と
て
も
き
れ

▲付せんを活用したノート

▶
小
グ
ル
ー
プ
で
の
交
流
の
様
子
。
ノ
ー
ト

を
見
せ
な
が
ら
考
え
を
述
べ
る
。

北
九
州
市
立
黒
畑
小
学
校
　
北き

た

川が
わ

尊た
か

士し

宮
沢
賢
治
作
品
の
よ
さ
を
紹
介
し
よ
う

読むこと
（文 学）

使
用
教
材
：「
や
ま
な
し
」「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
夢
」（
六
年
）　

実践    ３



「
初
雪
の
ふ
る
日
」（
四
年
下
）

子
ど
も
の
視
点
で

　

次
に
、
第
二
の
読
み
に
取
り
か
か
る
。「
学

習
者
」
の
立
場
か
ら
の
読
み
で
あ
る
。

　

今
ま
で
の
学
習
経
験
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は

き
っ
と
、
こ
ん
な
学
習
手
順
や
学
習
内
容
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
一
回
で
は
、「
読
む
こ
と
」
の
教
材
研
究
の

三
つ
の
視
点
（
子
ど
も
の
視
点
・
読
者
の
視
点
・

指
導
者
の
視
点
）を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

実
際
に
教
材
を
読
ん
で
い
く
過
程
を
、
担
任
の

教
師
に
な
っ
た
つ
も
り
で
書
い
て
み
ま
す
。
新

し
い
教
材
、「
初
雪
の
ふ
る
日
」（
四
年
下
）
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

読
者
の
視
点
で

　

ま
ず
、
第
一
の
読
み
、「
読
者
」
の
立
場
で

読
む
。
も
ち
ろ
ん
音
読
。
小
さ
く
声
を
出
し
て
。

　

ペ
ー
ジ
を
追
う
ご
と
に
う
す
ら
寒
く
な
っ
て

き
た
。
迷
子
に
な
っ
た
と
き
の
よ
う
な
心
も
と

な
さ
、
だ
れ
か
に
助
け
を
求
め
た
い
よ
う
な
不

安
感
、
恐
怖
感
が
募
っ
て
き
た
。
112
ペ
ー
ジ
ま

で
読
ん
で
、
挿
絵
の
色
彩
に
救
わ
れ
た
よ
う
な

気
が
し
た
。
な
ん
と
も
不
思
議
な
話
だ
。「
初

雪
が
ふ
る
日
」
に
特
別
に
選
ば
れ
た
子
に
起
こ

る
怖
い
話
。

　

私
も
、
子
ど
も
の
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
、

場
面
分
け
し
、
カ
ギ
の
言
葉
や
表
現
を
書
き
出

し
て
み
る
。
実
際
取
り
か
か
っ
て
み
る
と
、

 

・
全
体
を
何
場
面
に
分
け
た
ら
よ
い
か
。

─

・
場
面
の
様
子
だ
け
で
な
く
、
女
の
子
の
様
子

や
行
動
か
ら
も
読
後
感
が
引
き
出
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。

─

・
書
き
出
す
前
に
、
本
文
に
囲
み
や
サ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
入
れ
て
、
カ
ギ
の
言
葉
や
表
現
に
印

を
付
け
た
ほ
う
が
効
率
的
で
は
な
い
か
。

─

・
ど
ん
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
ノ
ー
ト
を
用
意
す

れ
ば
、
書
き
出
し
や
す
い
だ
ろ
う
か
。

な
ど
、
指
導
展
開
や
配
慮
点
が
自
然
に
浮
か
ん

で
き
た
。

　

ま
た
、
音
読
す
る
こ
と
で
、
辞
書
を
使
っ
て

調
べ
さ
せ
た
い
語
句
や
、「
後
が
つ
か
え
る
」「
息

を
つ
く
」
な
ど
、
注
意
し
た
い
ア
ク
セ
ン
ト
に

も
気
づ
い
た
。
石
け
り
・
唱
え
歌
・
な
ぞ
な
ぞ
・

お
ま
じ
な
い
な
ど
の
遊
び
を
実
際
に
経
験
さ
せ

た
く
な
っ
た
。「
く
わ
し
く
す
る
表
現
（
修
飾

語
）」
の
復
習
の
必
要
性
に
も
思
い
至
り
、
三

年
生
の
学
習
を
振
り
返
ら
せ
た
い
と
思
っ
た
。

　

学
習
者
の
立
場
で
読
ん
で
い
た
は
ず
が
、
い

つ
の
間
に
か
教
材
分
析
や
学
習
活
動
、
指
導
展

開
な
ど
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
自
分
に
気
づ
く
。

本
当
に
、「
教
材
研
究
八
割
達
成
」
と
い
う
感

じ
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
自
分
の
囲
み
や
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
と

朱
書
き
の
指
導
書
を
比
べ
て
み
る
と
ど
う
か
。

驚
く
こ
と
に
、
私
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
書
き
込

み
と
朱
書
き
に
は
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
気
づ
け
な
か
っ
た
点
も
あ
る
が
、
私

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
も
。
例
え
ば
、「
─
─
」
の
使

い
方
に
「
繰
り
返
し
」
と
「
後
に
続
く
言
葉
の

省
略
も
し
く
は
、
途
切
れ
」
の
二
種
類
が
出
て

い
る
こ
と
。
女
の
子（
生
）の
赤
、う
さ
ぎ（
雪
・

静
・
死
）
の
白
、
寒
さ
や
お
び
え
の
青
、
春
（
よ

も
ぎ
）
の
緑
と
い
っ
た
色
彩
の
象
徴
性
も
感
じ

ら
れ
た
こ
と
。
う
れ
し
く
な
っ
て
く
る
。

　

こ
う
し
て
、
朱
書
き
の
指
導
書
と
比
べ
て
み

る
と
、
い
か
に
「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」
こ
と

が
大
切
か
身
を
も
っ
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
ぜ
ひ
こ
う
し
た
体
験

を
さ
せ
た
い
と
思
え
て
く
る
。

指
導
者
の
視
点
で

　

い
よ
い
よ
第
三
の
読
み
、「
指
導
者
」
の
立

場
と
し
て
の
読
み
だ
。

　

こ
の
教
材
は
、「
読
む
」
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
文
学
的
文
章
。
学
習
指
導
要
領
、中
学
年「
読

む
こ
と
」
⑴
ウ
「
場
面
の
移
り
変
わ
り
に
注
意

し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
性
格
や
気
持
ち
の
変

化
、
情
景
な
ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基
に
想
像

し
て
読
む
こ
と
」、
オ
「
文
章
を
読
ん
で
考
え

た
こ
と
を
発
表
し
合
い
、
一
人
一
人
の
感
じ
方

に
つ
い
て
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
」

が
主
な
指
導
の
目
標
に
な
る
だ
ろ
う
。
言
語
活

動
例
ア
「
物
語
や
詩
を
読
み
、
感
想
を
述
べ
合

う
こ
と
」
に
も
相
当
す
る
学
習
だ
と
い
え
る
。

作
者
が
意
図
を
も
っ
て
選
び
抜
い
た
言
葉
を
味

わ
う
と
い
う
意
味
で
は
、
国
語
科
の
目
標
「
…

思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
い
、…
」

に
深
く
関
わ
る
価
値
を
も
つ
教
材
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。

　

実
際
の
授
業
で
の
手
立
て
を
考
え
る
際
に
は
、

こ
れ
ら
の
学
習
要
素
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と

を
念
頭
に
お
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　
い
か
が
で
し
た
か
。
今
回
は
、「
子
ど
も
」
の

視
点
で
の
読
み
に
重
き
を
置
い
て
み
ま
し
た
。

他
教
材
と
関
連
さ
せ
る
、
子
ど
も
た
ち
の
実
態

を
踏
ま
え
る
な
ど
、
次
回
以
降
も
、
重
点
を
さ

ま
ざ
ま
に
変
え
た
教
材
研
究
を
ご
紹
介
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

14

玉
川
大
学 

通
信
教
育
部
教
職
セ
ン
タ
ー 

教
授
　
輿
水
か
お
り

15

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

　

ま
ず
、学
習
活
動
を
確
認
し
よ
う
。「
作

品
の
ひ
み
つ
を
さ
ぐ
ろ
う
」
か
。
こ
の
作

品
に
秘
密
が
あ
る
の
だ
。「
読
み
終
え
た

と
き
に
心
に
残
る
感
じ
は
、
ど
こ
か
ら
来

る
の
で
し
ょ
う
。
場
面
の
様
子
を
表
す
言

葉
や
表
現
に
着
目
し
て
読
み
ま
し
ょ
う
。」

･･･
そ
う
か
、
作
品
の
秘
密
を
解
く
カ
ギ

は
、
場
面
の
様
子
を
表
す
言
葉
や
表
現
に

あ
る
の
だ
な
。
わ
た
し
の
読
後
感
も
、
作

品
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
か
ら
引

き
起
こ
さ
れ
た
の
か･･･
。
場
面
の
様
子

に
着
目
し
て
も
う
一
度
読
ん
で
み
よ
う
。

そ
う
だ
、
そ
の
前
に
「
学
習
の
手
引
き
」

を
開
い
て
、
ど
ん
な
方
法
で
学
習
を
進
め

る
の
か
、
確
認
し
て
か
ら
に
し
よ
う
。

　

→
詳
し
く
読
む
た
め
に
は
場
面
を
分
け

た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
だ
な
。

あ
っ
、
秘
密
の
カ
ギ
を
探
す
方
法

が
あ
っ
た
ぞ
。

　

→
天
気
・
色
や
触
っ
た
感
じ
・
大
き
さ

や
数
・
繰
り
返
し
の
表
現
・
修
飾
語
・

文
末
表
現
。
こ
れ
を
場
面
ご
と
に

書
き
出
し
て
み
よ
う
。
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書
写
で
は
、
多
く
の
事
柄
を
理
解
し
、
注
意

し
な
が
ら
文
字
を
書
く
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
学
習
指
導
要
領
で
は
、

中
学
年
に
「
筆
圧
な
ど
に
注
意
し
て
書
く
」
と

い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
が
、「
筆
圧
」
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
教
え
、
感
覚
的
に
ど
う
と

ら
え
さ
せ
た
ら
よ
い
の
か
、
効
果
的
な
指
導
法

や
具
体
的
教
材
は
あ
る
の
か
、
教
育
現
場
は
困

惑
し
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

指
導
法
や
筆
圧
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
は
多

種
多
様
に
あ
る
。
現
場
で
は
、
児
童
の
実
態
に

応
じ
て
、
創
造
的
な
授
業
を
展
開
す
る
よ
う
に

し
た
い
。
中
学
年
と
い
う
活
動
的
な
発
達
段
階

の
児
童
な
の
で
、「
楽
し
い
書
写
」
を
基
本
と
し
、

考
え
て
み
た
い
。

　

教
科
書
で
の
扱
い
を
見
る
と
、
三
年
の
単
元

１
「
筆
と
な
か
よ
し
に
な
ろ
う
」、
Ｐ
６
「
筆

の
と
く
ち
ょ
う
を
知
ろ
う
。」
か
ら
、
力
の
入

れ
方
、
つ
ま
り
筆
圧
に
つ
い
て
意
識
さ
せ
て
い

る
。「
ほ
」
が
ど
の
く
ら
い
紙
と
接
し
て
い
る

か
で
線
の
太
さ
に
違
い
が
生
じ
る
の
だ
と
理
解

さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
に
な
る
。

　

そ
の
後
、単
元
３
「
力
の
入
れ
方
を
知
ろ
う
」

で
の
、「
払
い
」
の
筆
使
い
の
学
習
を
皮
切
り
に
、

折
れ
・
は
ね
・
そ
り
・
点
・
曲
が
り
な
ど
、
送

筆
や
終
筆
部
分
の
力
の
入
れ
方
に
つ
い
て
扱
っ

て
い
き
、
評
価
に
も
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
書
い
て
い
る
と
き
の
力
の
入
れ
方
の

感
覚
は
、
他
人
で
は
評
価
し
に
く
い
た
め
、
自

己
評
価
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
授
業
の
形
態
か
ら
、

❶
硬
筆
指
導
を
柱
に
、
筆
圧
に
つ
い
て
考
え
る
。

❷
毛
筆
指
導
を
柱
に
、
筆
圧
に
つ
い
て
考
え
る
。

❸
硬
筆
と
毛
筆
の
両
者
を
関
連
さ
せ
て
、
筆
圧

に
つ
い
て
考
え
る
。

と
い
う
三
つ
の
観
点
で
、
指
導
法
の
工
夫
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

学
習
指
導
要
領
に
は
「
毛
筆
を
使
用
し
て
筆

圧
な
ど
に
注
意
し
て
書
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

そ
も
そ
も
毛
筆
を
、
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力

の
基
礎
を
養
う
た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
意
味
で
、
硬
筆
で
の
筆

圧
の
実
態
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア
❶　

書
き
取
り

　

下
敷
き
な
し
で
、
漢
字
ノ
ー
ト
や
国
語
ノ
ー

ト
に
一
〜
二
行
の
書
き
取
り
を
し
、
そ
の
下
の

ペ
ー
ジ
や
裏
の
ペ
ー
ジ
に
凸
凹
が
な
い
か
調
べ

て
み
る
。

　

手
で
触
っ
て
、
紙
の
裏
側
が
ぼ
こ
ぼ
こ
と
飛

び
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

 

・
鉛
筆
を
強
く
握
っ
て
書
い
て
い
る
。

 

・
鉛
筆
の
芯
を
紙
に
強
く
当
て
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
姿
勢
・
執
筆
に
着
目
し
て
も
、
新

た
な
発
見
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア
❷　

ク
イ
ズ

　

次
の
よ
う
な
ク
イ
ズ
を
提
示
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
紙
に
力
の
入
れ
方
を
変
え
て
文
字
を
書
い
て

み
る
。

〈
ク
イ
ズ
〉

　

え
ん
ぴ
つ
を
強
く
持
つ
、
ま
ぬ
け
な
ど

ろ
ぼ
う
の
話
で
す
。
ボ
ス
か
ら
た
か
ら
物

の
あ
り
か
を
聞
か
さ
れ
、
わ
が
家
か
ら
の

道
じ
ゅ
ん
を
、
し
っ
か
り
力
強
く
メ
モ
を

し
た
ど
ろ
ぼ
う
は
、
メ
モ
ど
お
り
の
場
所

か
ら
た
か
ら
物
を
ぬ
す
み
、
メ
モ
し
た
紙

は
用
心
深
く
す
て
、
に
こ
に
こ
顔
で
家
に

帰
り
ま
し
た
。
で
も
、
数
日
後
、
何
も
書

い
て
い
な
い
メ
モ
帳
を
調
べ
ら
れ
、
け
い

さ
つ
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

え
ん
ぴ
つ
を
強
く
持
つ
ど
ろ
ぼ
う
は
、
ど

う
し
て
つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

児
童
は
、
筆
圧
に
よ
っ
て
、
道
順
を
メ
モ
し

た
下
の
紙
に
そ
の
跡
が
残
っ
て
い
た
の
だ
と
い

う
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
次
の
よ

う
な
学
習
活
動
を
設
定
し
、
ど
の
く
ら
い
の
力

で
書
く
と
ど
の
よ
う
な
跡
が
残
る
の
か
、
実
際

に
試
し
て
み
さ
せ
る
と
よ
い
。

 

・
い
ろ
い
ろ
な
紙
を
下
敷
き
に
し
て
書
く
。

 

・
カ
ー
ボ
ン
紙
を
敷
い
て
書
く
。

強
く
書
く
、
普
通
に
書
く
、
弱
く
書
く
と
い
う

三
種
類
の
力
の
入
れ
方
で
書
く
と
比
較
し
や
す

い
。
そ
の
際
、
筆
記
具
に
よ
る
違
い
が
出
な
い

よ
う
、
鉛
筆
は
２
Ｂ
前
後
で
統
一
し
て
お
く
。

　

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
鉛
筆
を
紙
に
強

く
押
し
付
け
、
文
字
が
濃
く
な
る
よ
う
に
漢
字

10
文
字
を
書
く
、
鉛
筆
を
軽
く
握
り
、
紙
に
対

し
て
軽
い
タ
ッ
チ
で
漢
字
10
文
字
を
書
く
な
ど

と
い
っ
た
こ
と
を
試
し
て
み
て
も
よ
い
。
時
間

を
計
る
な
ど
し
、
書
く
速
さ
と
の
関
係
を
考
え

て
み
る
の
も
興
味
深
い
。

　

こ
う
し
た
学
習
活
動
を
通
し
、
児
童
の
筆
圧

の
実
態
を
把
握
し
た
り
、
児
童
の
目
を
筆
圧

に
向
け
る
土
台
を
作
っ
た
り
し
て
お
き
た
い
。

　「
こ
の
子
は
筆
圧
が
強
い
ね
」「
こ
の
文
は
、
文
字
が
薄
く
て
弱
々
し
い
ね
。

書
い
た
子
は
、
優
し
く
て
お
と
な
し
い
性
格
な
の
か
な
」
な
ど
と
、
筆
圧
は
、

硬
筆
文
字
を
見
て
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
毛
筆

と
な
る
と
、
筆
圧
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
半
紙
に
書
か
れ
た
毛
筆

文
字
に
つ
い
て
も
、
そ
の
評
価
は
字
形
や
組
み
立
て
方
に
集
中
し
て
き
ま
す
。

　
筆
圧
（
力
の
入
れ
方
）
を
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
教
え
、
考
え
さ
せ
た
ら

よ
い
の
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

筆
圧
─
─
力
の
入
れ
方
を
考
え
よ
う

1617

1
は
じ
め
に

2
硬
筆
に
よ
る
指
導

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

▲右から，３種類の力の入れ方で書いた紙，下敷きにした段ボール，
下敷きにしたボール紙。力の入れ方による文字の太さ・濃さの違い，
跡の残り方の違いがよく分かる。

▶
カ
ー
ボ
ン
紙
を
敷
い
て
書
い
た
紙
を
裏
か
ら
見
た
も
の
。
カ
ー
ボ
ン

紙
を
使
う
と
、
書
い
た
紙
の
裏
に
力
の
入
れ
方
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
。
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硬
筆
に
比
べ
、
毛
筆
は
筆
圧
の
変
化
を
視
覚

的
に
と
ら
え
や
す
い
。
線
の
太
さ
等
に
そ
の
変

化
が
分
か
り
や
す
く
表
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
手
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
微
妙
な
筆
の

上
下
運
動
に
よ
り
、
力
の
入
れ
方
（
筆
圧
）
を

感
じ
取
り
、
身
に
つ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
に

難
し
い
。

　

教
科
書
三
年
の
単
元
３
「
力
の
入
れ
方
を
知

ろ
う
」
で
は
、
左
払
い
と
右
払
い
が
示
さ
れ
、

力
の
入
れ
方
を
説
明
し
て
い
る
。
穂
先
マ
ー
ク

で
、
穂
が
ど
の
く
ら
い
紙
と
接
し
て
い
る
か
、

始
筆
・
送
筆
・
終
筆
の
部
分
ご
と
に
示
し
て
い

る
が
、
こ
れ
を
書
き
手
の
感
覚
と
し
て
ど
う
伝

え
る
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
書
く
動
作
に
関
心
を
も
た
せ
、

児
童
自
身
が
力
の
入
れ
方
を
数
字
で
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
、
実
験
的
な
取
り
組
み
を
紹
介

し
た
い
。
家
庭
に
あ
る
体
重
計
や
計
量
器
を

使
っ
て
、
筆
圧
を
数
量
化
し
て
み
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア
❶　

体
重
計
の
上
で
書
く　

　

セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
等
で
、
紙
を
体
重
計
の
上

に
固
定
し
、
左
手
の
力
が
加
わ
ら
な
い
よ
う
に

し
て
か
ら
、
毛
筆
で
左
払
い
や
右
払
い
を
書
く
。

　

教
科
書
三
年
Ｐ
26
・
27
「
曲
が
り
」
に
お
け

る
、
硬
毛
関
連
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

①
「
曲
が
り
」
の
部
分
を
空
書
き
し
て
、
力
の

入
れ
方
を
確
か
め
る
。

②
既
習
漢
字
の
中
か
ら
「
曲
が
り
」
を
含
む
も

の
を
探
し
、
硬
筆
で
書
く
。

　

一
年
生
…
九
、
見
、
七
、
先

　

二
年
生
…
丸
、
記
、
兄
、
元
、
光
、
色
、
親
、 

　
　
　
　
　
切
、
電
、
読
、
売
、
北
、
毛
な
ど

③
カ
ー
ボ
ン
紙
等
を
用
い
て
、
硬
筆
で
「
曲
が

り
」
を
含
む
漢
字
を
書
く
と
き
の
、
力
の
入

れ
方
を
検
証
す
る
。

④
「
力
の
入
れ
方
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
毛
筆

で
書
い
て
み
よ
う
」
と
促
し
、「
曲
が
り
」

を
含
む
漢
字
「
光
」
を
毛
筆
で
何
度
も
書
い

て
、
練
習
す
る
。

　

※
六
画
目
の
「
曲
が
り
」
の
筆
使
い
に
着
目

　

し
、
力
の
入
れ
方
を
考
え
る
。

⑤
学
習
を
生
か
し
て
、「
曲
が
り
」
を
含
む
漢

字
を
硬
筆
で
複
数
ま
と
め
書
き
す
る
。

　

 

「
毛
筆
を
使
用
し
て
筆
圧
な
ど
に
注
意
し
て

書
く
」
学
習
で
、
児
童
の
主
体
的
な
追
究
を
促

す
に
は
、
硬
筆
に
よ
っ
て
自
分
の
書
い
て
い
る

と
き
の
力
の
入
れ
方
（
筆
圧
）
に
関
心
を
も
た

せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

カ
ー
ボ
ン
紙
を
使
用
し
た
際
、
児
童
か
ら
は
、

「
何
、
こ
れ
？
」「
こ
れ
で
書
く
と
、
お
も
し
ろ

い
！
」
と
い
う
声
が
上
が
っ
た
。
書
い
た
文
字

が
用
紙
の
裏
側
に
写
り
、
さ
ら
に
、
力
の
入
れ

方
に
よ
っ
て
そ
こ
に
濃
淡
が
生
じ
る
。
児
童
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
新
し
い
発
見
で
あ
る
。
ク
ラ

ス
中
が
、
書
く
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
楽
し
み
、

関
心
・
意
欲
を
高
め
た
授
業
と
な
っ
た
。

3
毛
筆
に
よ
る
指
導

4
硬
筆
と
毛
筆
の
両
者
を

関
連
さ
せ
た
指
導

　

右
払
い
で
あ
れ
ば
、
筆
を
軽
く
置
く
始
筆
部

分
の
0.2
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
始
ま
り
、
0.4
→
0.6
キ

ロ
グ
ラ
ム
と
徐
々
に
力
を
加
え
な
が
ら
筆
を
運

ぶ
様
子
と
、
徐
々
に
力
を
抜
い
て
右
方
向
に
筆

を
運
ぶ
、
0.4
→
0.2
→
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て

い
く
様
子
を
、
体
重
計
の
目
盛
り
や
表
示
に

よ
っ
て
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

授
業
の
ア
イ
デ
ア
❷　

計
量
器
の
上
で
書
く　

　

体
重
計
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
計
量
器
の
上

で
硬
筆
で
文
字
を
書
く
。

　

硬
筆
で
の
力
の
入
れ
方
を
見
る
に
は
、
10
グ

ラ
ム
単
位
で
計
れ
る
、
台
所
に
あ
る
計
量
器
を

用
い
る
の
が
よ
い
。
微
妙
な
力
の
入
れ
方
の
変

化
を
と
ら
え
て
示
し
て
く
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
数
値
化
す
る
こ
と
で
、
児
童
に

力
の
入
れ
方
（
筆
圧
）
へ
の
関
心
を
も
た
せ
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
大
切
な
こ
と

は
、
こ
の
後
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
文

字
を
書
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
数
値
化
に
よ
り

自
覚
し
た
力
の
入
れ
方
に
つ
い
て
の
感
覚
を
、

何
度
も
文
字
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
の

手
の
動
き
と
結
び
付
け
る
必
要
が
あ
る
。

▲右払いの書き始めの送筆部分。0.4キロ
グラムの力がかかっている。

▲授業で使用した
ワークシート

▶「曲がり」の
部分を全員で
空書きする。

◀カーボン紙を
用いて，力の入
れ方について考
える。普通の力
で→強い力で→
軽いタッチで。

◀教科書は，穂
先の向きの学習
も含んでいる。
しかし，ここで
は，縦から横に
筆が運ばれる際
の，徐々に力が
加わる感覚に焦
点化して指導し
た。 ▲計量器を用いれば，硬筆の力の入れ方の変化が視覚化できる。

▼右払いのいったん止める，
いちばん力が入る部分。0.6キ
ログラムの力がかかっている。
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俳句作り古典って楽しい！ 第6回

文
章
が
で
き
た
ら

言
葉
を
短
く
し
た
り

言
い
換
え
た
り
し
て

あ
ら
削
り
で
も
い
い
の
で

一
句
作
ら
せ
ま
す
。

表
現
の
工
夫
を
促
す
た
め

伝
え
た
い
感
覚
や
気
持
ち
を

そ
の
ま
ま
言
葉
で
表
さ
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。

今
回
は

俳
句
作
り
の
授
業
を

ご
紹
介
し
ま
す

古
典
と

ど
う
や
っ
て

結
び
付
け
る
の
？

十
七
字
で

表
現
す
る
の
は

難
し
く

な
い
か
し
ら

ほ
か
の

言
葉
に

言
い
換
え
て

み
よ
う

み
ん
な
は
六
年
生
だ
か
ら

「
○禁
ワ
ー
ド
」
を
設
定
し
ま
す

詠
み
手
の
気
持
ち
を

直
接
的
に
表
す
言
葉
が

○禁
ワ
ー
ド
で
す

み
ん
な
で
こ
の
俳
句
を

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
よ
う

た
と
え
も
使
っ
て
み
よ
う

「
い
ち
ょ
う
落
ち
葉
」
は

ど
う
た
と
え
る
？

言
葉
の
順
序
を
入
れ
換
え
て
も

感
じ
は
変
わ
る
よ

小
さ
な
子
落
ち
葉
の
プ
ー
ル
に

ダ
イ
ビ
ン
グ

冬
近
し
金
色
の
山
に

飛
び
こ
む
子

○禁
ワ
ー
ド
は

ど
れ
か
な
？

ほ
ほ
え
ま
し
い
！

…
…
…
…

か
わ
い
ら
し
い
！

金
色
の
山
！

え
〜
っ
と

え
〜
っ
と

そ
れ
も

○禁
だ
よ

俳
句
の
ル
ー
ル
は

何
か
な
？

俳
句
作
り
に
先
立
っ
て

教
科
書
に
あ
る

「
季
節
の
言
葉
」
で

季
節
の
感
覚
を
耕
し

俳
句
の
リ
ズ
ム
に

親
し
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う

俳
句
を
作
る
た
め
に
、
ま
ず
は

伝
え
た
い
内
容
を
一
〜
二
文
で

書
い
て
み
よ
う

五・七・五

季
語
を
入
れ
る
！

「
○禁
ワ
ー
ド
」
っ
て
？─

い
も
掘
り
の

こ
と
を

書
こ
う
か
な

作・画／吉永直子

筑波大学附属小学校	
青山由紀先生
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古典って楽しい！

おわり

今
度
は

自
分
の
俳
句
を
見
直
し
て

三
バ
ー
ジ
ョ
ン
ぐ
ら
い
ま
で

作
っ
て
み
よ
う

い
ち
ば
ん

気
に
入
っ
た
句
を

選
ん
で

句
会
に
出
そ
う

こ
れ
は

だ
れ
の

句
か
な
？

で
も

気
持
ち
が

伝
わ
っ
て

く
る

自
分
で
俳
句
を

作
る
こ
と
に
よ
っ
て

よ
り
深
い
鑑
賞
が

で
き
る
ん
で
す
ね

自
分
で
表
現
を
工
夫
し
て
み
た

経
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

感
覚
の
伝
わ
り
方
、

文
字
に
表
れ
な
い
意
を
く
み
取
る

こ
と
に
敏
感
に
な
れ
る
ん
で
す

古
典
の
授
業
の
楽
し
さ
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た

も
う
大
丈
夫
で
す
ね

ど
ん
ど
ん

楽
し
い
授
業
を

考
え
て
い
っ
て

く
だ
さ
い
ね

さ
す
が
だ
な

そ
う

チ
ャ
リ
で

か
っ
と
ば
し
た
り

す
る
ん
だ

え
ー
っ
⁉

意
外
‼

○禁
ワ
ー
ド
が

入
っ
て
な
い
！

選
ん
だ

理
由
は
？

わ
た
し
も

金
木
犀
の

香
り
が

好
き
だ
か
ら

香
り
で

気
づ
い
た
と
き
の

う
れ
し
さ
が

伝
わ
っ
て

く
る
か
ら

い
ち
ば
ん
人
気
だ
っ
た
の
は

「
か
く
れ
ん
ぼ

か
お
り
で
見
つ
け
る

き
ん
も
く
せ
い
」

で
し
た

句
会
で
は
、
名
前
を
入
れ
ず
に

み
ん
な
の
俳
句
を
印
刷
し
た

プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
ま
す
。※

こ
こ
か
ら

好
き
な
句
を
選
ば
せ
て

人
気
の
順
を
決
め
ま
す
。

だ
れ
が
詠
ん
だ
か
を
知
る
こ
と
で
、

友
達
の
意
外
な
一
面
を

発
見
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

俳
句
作
り
を
経
験
さ
せ
た
後
、

「
季
節
の
言
葉
」
や
、
こ
れ
ま
で

学
習
し
た
俳
句
の
ペ
ー
ジ
に

戻
っ
て
み
ま
す
。

で
き
た
っ
！

※普通，句会では詠んだ人とは別の人が句を清書して提示します。
　40人学級では時間節約のため，この形をとりました。

「古典って楽しい！」は，今号が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。



「光村チャンネル」をご存じですか？

　「光村チャンネル」という言葉を耳にさ
れたことはありますか？
　「光村チャンネル」とは，光村図書の
ホームページ全体を指したよび名のこと。
そこでは，日常の指導や教材研究に役立つ
資料や情報をふんだんにご用意しています。
多くの方にお役立ていただけるよう，その
主なコーナーをご紹介したいと思います。
■各教科のページ
　教科書・副読本ごとにページを設け，そ
の内容や特色などをご紹介しています。年
間指導計画資料などの指導用資料について
も，こちらでご覧いただいたりダウンロー
ドしていただいたりすることができます。
■シーズン・インタビュー
　さまざまな分野で活躍されている方をゲ
ストに迎え，３回にわたってお話をうかが
うコーナーです。これまで，松谷みよ子氏
（童話作家），本川達雄氏（生物学者），石
井琢朗氏（プロ野球選手）といった方々に
ご登場いただいています。ゲストの方のも

のの見方・考え方の一端を知り，子どもた
ちへの思いに触れることができます。
■光村コミュニティ
　こちらは，会員専用のページです。アイ
デア豊かな指導案・実践事例（「わたしの
授業」）や，「国語教育相談室」のバック
ナンバーなど，より価値ある情報をご用意
しています。登録フォームに，ご住所・ご
氏名などを入力していただくだけで，簡単
に会員登録をすることができます。ぜひ，
ご活用いただければと思います。

光村チャンネル
http://www.mitsumura-tosho.co.jp

研究会のご案内

第57回　全国国語教育研究大会
開催日　平成 24年 2 月3 日（金）・2 月 4 日（土）
会　場　京都市総合教育センター・京都市立明徳小学校
テーマ　言語活動を通して，豊かに学ぶ子 ⑵　

内　容　（１日目）基調提案／オリエンテーション
   講話：京都市教育委員会指導主事　橋本真千子氏
   提案授業（１〜６年）
   研究協議会（１〜６学年部会）
 （２日目）講演 I ：文部科学省教科調査官　水戸部修治氏
   講演 II：狂言師　茂山千五郎氏
会　費　3,500 円
連絡先　京都市立明徳小学校内　全国国語教育研究大会本部
　　　　〒606– 0021　京都市左京区岩倉忠在地町 221
　　　　TEL：075–701–0111　FAX：075–701–0112

  その他の研究会情報については，光村図書ホームページ内，
「全国研究会情報」のページでご覧いただけます。
  http://www.mitsumura-tosho.co.jp/Data/Kenkyu/


