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ど
っ
ぴ
ん

　
先
日
、
小
学
校
時
代
に
よ
く
や
っ
て
い

た
「
ど
っ
ぴ
ん
」
と
い
う
ボ
ー
ル
遊
び
に
つ

い
て
、
東
京
の
人
と
話
を
し
よ
う
と
し
た

ら
、
全
く
通
じ
な
か
っ
た
（
私
は
京
都
市
出

身
で
す
）。
地
面
に
ひ
と
り
分
で
一
辺
一
〜

二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
ハ
コ
を
、
二
人
な

ら
「
日
」、
四
人
な
ら
「
田
」
の
よ
う
な
形

で
書
い
て
、
そ
の
中
に
入
っ
て
、
一
度
落
ち

て
（
へ
そ
ぐ
ら
い
の
高
さ
に
）
跳
ね
上
が
っ

た
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
（
両
）
手
で
打
っ
て
相

手
の
ハ
コ
の
中
へ
返
す
遊
び
だ
。
跳
ね
る
と

き
「
ど
っ
」、
手
で
打
つ
と
き
「
ぴ
ん
」
と

い
う
音
が
す
る
。
ほ
か
の
呼
び
方
を
す
る
地

方
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
遊
び
が
な
い
地

方
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
だ
。

　
そ
う
い
え
ば
、
捕
ま
え
る
方
と
逃
げ
る
方

に
分
か
れ
て
遊
ぶ
鬼
ご
っ
こ
の
よ
う
な
遊
び

も
地
方
に
よ
っ
て
名
称
が
違
う
。
警
察
と
泥

棒
に
分
か
れ
る
、「
警け
い

泥ど
ろ

」「
泥ど
ろ

警け
い

」「
泥ど
ろ

巡じ
ゅ
ん

」

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
る
。
私
が
小
さ

い
こ
ろ
は
「
探
偵
」
と
言
っ
て
い
た
。

　
学
校
関
係
の
言
葉
に
も
地
域
差
が
あ
る
。

例
え
ば
、
黒
板
消
し
の
こ
と
を
鹿
児
島
で

は
「
ラ
ー
フ
ル
」
と
呼
ぶ
。
富
山
で
は
模
造

紙
の
こ
と
を
「
ガ
ン
ピ
」
と
い
う
。「
雁が
ん

皮ぴ

紙
」
と
い
う
和
紙
と
の
関
わ
り
は
わ
か
ら
な

い
。
愛
知
で
は
授
業
の
間
の
休
み
時
間
の
こ

と
を
「
放
課
」
と
い
う
。
ほ
か
の
地
方
の
人

が
聞
け
ば
「
放
課
後
」
と
誤
解
し
そ
う
だ
。

　
そ
う
、
方
言
差
は
時
に
誤
解
の
元
と
も
な

る
。
以
前
、
宮
城
県
内
の
お
店
で
「
安
売
り

を
し
て
い
ま
し
た4

」
と
い
う
案
内
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。「
安
売
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
も
う
終
わ
り
。
ざ
ん
ね
ー
ん
！
」
と

い
っ
た
意
地
悪
な
意
味
な
の
か
な
と
一
瞬

思
っ
た
の
だ
が
、
よ
く
見
る
と
、
安
売
り

を
し
て
い
る
最
中
。
東
北
方
言
の
一
部
で
は
、

状
態
を
表
す
述
語
に
「
〜
た
」
を
つ
け
た
表

現
を
、
現
在
の
こ
と
に
つ
い
て
も
使
う
こ
と

が
あ
る
の
だ
。
実
は
、
震
災
の
と
き
、
テ
レ

ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、確
か「
ガ

ソ
リ
ン
欲
し
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
地
元

の
方
言
話
者
の
表
現
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ

る
（
あ
っ
た
？
：
共
通
語
で
も
「
た
」
の
有

無
に
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
）。
直
後
の

段
階
だ
っ
た
か
ら
、
も
し
か
す
る
と
話
し
手

は
「
今
も
欲
し
い
」
と
い
う
意
味
で
言
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
当
の
と
こ
ろ
は

ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
地
方
の
言
葉
や
文
化
の
違
い
を
意
識
化
す

る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
。
誤
解
も
防
げ
る

か
も
し
れ
な
い
。
地
方
の
伝
統
に
し
っ
か
り

敬
意
を
も
ち
つ
つ
、
違
う
こ
と
の
大
切
さ
、

お
も
し
ろ
さ
を
共
有
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思

う
。
つ
い
で
に
「
地
域
の
遊
び
」
も
共
有
し

た
い
。あ
あ
、な
ん
だ
か
、久
し
ぶ
り
に
、ど
っ

ぴ
ん
が
や
り
た
く
な
っ
て
き
た
な
あ
。

	 探検！言葉の森22	 どっぴん──────────────────────────── 森山卓郎

	 巻頭エッセイ	 味わいの向こう側─────────────────────────────────平松洋子
	 言葉と向き合う

	 特集			 「走れメロス」
　　　　　　　　　　　　──その魅力を探る
	 	 	 わたしが思う「走れメロス」の魅力
	 	 	 　　太宰治の驚嘆すべき技巧について─ ──────────── 内田　樹

	 	 	 　　「走れメロス」のスピード感─ ─────────────── 中沢けい

	 	 	 　　耳を澄ます─——太宰治の再出発─────────────── 斎藤理生

	 	 	 　　「学習の手引き」における「不易」と「流行」─ ──────── 藤森裕治

	 	 	 　　子どもたちをひきつけてやまない作品─ ────────── 甲斐利恵子

	 	 	 「走れメロス」さまざまなアプローチ─────────── 宗我部義則
─ ─ ─ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─伊藤彰郎─他

	 	 	 「走れメロス」の世界を広げる

	 教師力講座18　		 名場面・名言発表会「走れメロス」（２年）─ ─────────── 甲斐利恵子

	 書写の世界を─ 漢字の始まり〜古代文字の世界〜──────────────── 鍋島稲子	 広げよう	3	─ ─ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16

20

04

02



巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

エッセイスト。岡山県生まれ。東京
女子大学卒業。食文化と暮らし
をテーマに執筆活動を行う。『買
えない味』（筑摩書房）で第16回
Bunkamuraドゥマゴ文学賞受
賞。『サンドウィッチは銀座で』，『ひ
さしぶりの海苔弁』（以上，文藝
春秋）など著書多数。最新刊は
本についてのエッセイ集『本の花』

（本の雑誌社）。

　

つ
い
先
日
の
こ
と
、
と
も
だ
ち
と
連
れ
だ
っ

て
蕎
麦
屋
の
暖の

簾れ
ん

を
く
ぐ
っ
た
。
冬
の
陽
射
し

は
気
が
早
く
て
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
背
中
を
ぬ

く
ぬ
く
と
温
め
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
ふ
っ
と

気
づ
く
と
冷
え
の
兆
し
が
忍
び
こ
ん
で
い
る
。

翳か
げ
り
が
く
わ
わ
っ
た
陽
射
し
に
寂
し
く
な
っ
て
、

ど
ち
ら
か
ら
と
も
な
く
「
寄
っ
て
い
こ
う
か
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

午
後
四
時
近
い
し
、
日
暮
れ
ど
き
も
す
ぐ
だ

し
。
あ
れ
こ
れ
理
由
を
こ
し
ら
え
て
納
得
を
取

り
つ
け
、
熱あ
つ

燗か
ん

を
二
本
頼
ん
だ
。
い
っ
し
ょ
に

板
わ
さ
、
海
苔
、
蕎
麦
味
噌
。
地
下
鉄
に
乗
っ

て
帰
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
、
思
い
が
け
な

い
成
り
行
き
に
う
れ
し
く
な
っ
て
相
好
を
崩
す
。

平
日
の
日
暮
れ
前
、
神
さ
ま
か
ら
の
贈
り
も
の

で
あ
る
。

　

お
銚
子
を
傾
け
、
蕎
麦
味
噌
を
舐
め
な
が
ら
、

連
れ
が
言
っ
た
。

 「
う
ま
い
な
あ
、
ほ
ん
と
う
に
」

　

わ
た
し
も
蕎
麦
味
噌
に
箸
を
伸
ば
し
て
ひ
と

舐
め
し
、
感
に
堪
え
な
い
ふ
う
に
言
っ
た
。

 「
お
い
し
い
ね
、
ほ
ん
と
う
に
ね
え
」

　

連
れ
が
重
ね
て
言
う
。

 

「
焙あ
ぶ

り
た
て
の
焼
き
海
苔
を
久
し
ぶ
り
に
食
べ

た
ら
う
れ
し
く
な
っ
て
さ
、海
苔
の
香
り
が
ず
っ

と
鼻
の
奥
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
香
り
と
い
っ

し
ょ
に
蕎
麦
味
噌
、
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
こ
た

え
ら
れ
な
い
」

　

一
瞬
、
意
表
を
突
か
れ
て
連
れ
の
顔
に
視
線

を
置
い
た
。
そ
う
か
、
こ
の
ひ
と
は
、
私
と
は

ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
う
蕎
麦
味
噌
を
味
わ
っ

て
い
た
の
だ
。
ち
ょ
っ
と
く
や
し
く
な
っ
て
、

あ
わ
て
て
焼
き
海
苔
に
箸
を
伸
ば
し
た
。

　

た
と
え
肩
を
並
べ
て
お
な
じ
も
の
を
食
べ
て

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
べ
つ
の
も
の
を
食
べ
て
い

る
。
じ
つ
は
異
な
る
味
わ
い
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。
味
覚
が
感
知
し
て
い
る
の
は
、
な
に
も
舌

に
の
せ
て
い
る
味
だ
け
で
は
な
い
。
知
覚
、嗅
覚
、

聴
覚
、
触
覚
、
ま
た
は
記
憶
の
断
片
。
自
分
で

も
気
づ
い
て
い
な
い
遥は
る

か
な
も
の
を
、
ひ
と
は

味
覚
と
し
て
感
知
し
、
受
け
容い

れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
食
べ
も
の
の
味
わ
い
に
奥
深
く
入
ろ
う

と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を

知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
味
覚

は
か
く
も
複
雑
だ
か
ら
こ
そ
、「
お
い
し
い
」「
う

ま
い
」、
表
向
き
は
い
た
っ
て
素
朴
で
簡
単
な
言

葉
で
表
現
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

食
べ
も
の
に
ま
つ
わ
る
表
現
は
、
つ
く
づ
く

難
し
い
。
で
き
る
だ
け
独
り
よ
が
り
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
で
も
自じ

縄じ
ょ
う

自じ

縛ば
く

に
陥
れ
ば
言
葉
の

動
き
が
鈍
く
な
る
。
か
と
い
っ
て
、
ち
ん
ま
り

と
型
通
り
に
収
ま
る
の
も
楽
し
く
は
な
い
。
そ

も
そ
も
「
食
べ
る
」
と
い
う
の
は
、
心
弾
む
楽

し
い
行
為
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。
官
能
の
端
っ

こ
で
も
い
い
か
ら
、
な
に
か
に
「
響
く
」
こ
と

が
で
き
た
ら
、
と
ひ
た
す
ら
願
い
な
が
ら
書
い

て
い
る
。

　

お
な
じ
も
の
を
食
べ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

べ
つ
の
も
の
を
食
べ
て
い
る
、
と
先
に
書
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
は
食
べ
も
の
を
書
く
こ

と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
も

思
う
。

　

直
裁
に
味
を
表
現
す
る
言
葉
よ
り
、
ほ
ん
と

う
は
、
そ
の
前
後
の
文
脈
に
こ
そ
味
わ
い
の
真

実
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
味
に
出
合
う

に
至
っ
た
道
す
じ
が
、
味
わ
い
の
中
身
に
作
用

を
及
ぼ
す
。
い
く
ら
「
お
い
し
い
」
も
の
で
も
、

じ
つ
は
き
わ
め
て
脆も
ろ

く
、
危
な
っ
か
し
い
。
た

と
え
ば
、
さ
っ
き
ま
で
お
い
し
か
っ
た
は
ず
の

も
の
が
あ
っ
と
い
う
ま
に
砂
を
噛か

む
よ
う
な
味

気
な
さ
に
転
ず
る
経
験
は
、
誰
に
も
身
に
覚
え

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

長
年
愛
読
し
て
い
る
短
篇
に
、
岡
本
か
の
子

「
家か

霊れ
い

」
が
あ
る
。
ご
く
短
い
一
篇
だ
が
、
老
い

さ
ら
ば
え
た
老
人
の
人
生
が
小
さ
な
川
魚
の
ど

じ
ょ
う
に
託
さ
れ
て
語
ら
れ
、
掛
け
値
な
し
に

す
ば
ら
し
い
。
少
し
長
く
な
る
が
、
一
節
を
引

い
て
み
た
い
。

 

「
実
を
申
す
と
、
勘
定
を
お
払
い
す
る
目
当

て
は
わ
し
に
も
う
あ
り
ま
せ
ん
の
で
す
。
身

体
も
弱
り
ま
し
た
。
仕
事
の
張は
り

気き

も
失
せ
ま

し
た
。
永
い
こ
と
も
な
い
お
か
み
さ
ん
は
簪
か
ん
ざ
し

は
も
う
要
ら
ん
で
し
ょ
う
し
。
た
だ
た
だ
永

年
夜
食
と
し
て
食
べ
慣
れ
た
ど
じ
ょ
う
汁
と

飯
一
椀
、
わ
し
は
こ
れ
を
摂
ら
ん
と
冬
の
ひ

と
夜
を
凌し
の

ぎ
兼
ね
ま
す
。
朝
ま
で
に
身
体
が

凍こ
ご

え
痺し
び

れ
る
。
わ
し
ら
彫
金
師
は
、
一
た
が

ね
一い

ち

期ご

で
す
。
明
日
の
こ
と
は
考
え
ん
で

す
。
あ
な
た
が
、お
か
み
さ
ん
の
娘
で
す
な
ら
、

今
夜
も
、
あ
の
細
い
小
魚
を
五
六
ぴ
き
恵
ん

で
頂
き
た
い
。
死
ぬ
に
し
て
も
こ
ん
な
霜
枯

れ
た
夜
は
嫌
で
す
。
今
夜
、
一
夜
は
、
あ
の

小
魚
の
い
の
ち
を
ぽ
ち
り
ぽ
ち
り
わ
し
の
骨

の
髄
に
噛
み
込
ん
で
生
き
伸
び
た
い
─
─
」

（『
食
魔
』
岡
本
か
の
子　

講
談
社
文
芸
文
庫
）

　

霜
枯
れ
た
夜
、
小
魚
の
い
の
ち
を
ぽ
ち
り
ぽ

ち
り
骨
の
髄
に
噛
み
込
む
─
─
老
い
の
果
て

に
あ
る
簪
職
人
の
い
の
ち
、
ど
じ
ょ
う
と
い
う

魚
の
い
の
ち
、
ふ
た
つ
が
見
事
に
重
な
り
合
い
、

ど
じ
ょ
う
の
味
わ
い
が
ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
び
上

が
っ
て
ぞ
く
り
と
す
る
。
ど
じ
ょ
う
の
味
の
み

な
ら
ず
、
食
べ
も
の
と
人
間
の
関
わ
り
の
真
実

の
一
端
を
、
岡
本
か
の
子
は
描
き
き
っ
て
い
る
。

　

味
覚
を
語
る
言
葉
は
、
つ
く
づ
く
怖
い
。
味

を
語
り
つ
つ
、
書
く
自
分
と
い
う
人
間
を
語
ら

せ
て
し
ま
う
。
そ
の
深
み
を
覗の
ぞ

き
こ
む
こ
と
に

魅
せ
ら
れ
た
か
ら
、
わ
た
し
は
書
き
続
け
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

平
松
洋
子

エ
ッ
セ
イ
ス
ト

0203

平松洋子
ひら まつ よう    こ 味

わ
い
の

向
こ
う
側



走 れ メロス　──その魅力を探る
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・
神
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院
大
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授

内
田	
樹

─
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力
を
探
る
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わ
た
し
が
思
う「
走
れ
メ
ロ
ス
」の
魅
力

　
光
村
図
書
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
初
め
て
掲

載
さ
れ
て
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
ち
、
学
校
現
場
で
は
こ
れ
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
多
様
な
視
点
か
ら
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
魅
力
を
探
る
中
で
、

あ
ら
た
め
て
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

う
ち
だ
・
た
つ
る

東
京
都
生
ま
れ
。
思
想
家
・
武
道
家
・
神
戸

女
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
東
京
大
学
文
学
部

仏
文
科
卒
業
。『
下
流
志
向
』（
講
談
社
）、『
日

本
辺
境
論
』（
新
潮
社
）
な
ど
著
書
多
数
。『
私

家
版
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
論
』（
文
藝
春
秋
）
で
第

六
回
小
林
秀
雄
賞
を
受
賞
。

　

太
宰
治
は
一
行
目
で
い
き
な
り
読
者
を
わ
し
づ

か
み
に
す
る
。

　
「
死
な
う
と
思
つ
て
ゐ
た
」（『
葉
』）、「
子
供
よ

り
親
が
大
事
、
と
思
ひ
た
い
」（『
桜
桃
』）、「
恥

の
多
い
生
涯
を
送
つ
て
来
ま
し
た
」（『
人
間
失

格
』）。
い
つ
も
太
宰
は
単
刀
直
入
に
、
一
気
に
話

の
本
題
に
入
る
。
こ
ち
ら
は
襟
首
を
つ
か
ま
れ
て
、

い
き
な
り
物
語
の
ど
真
ん
中
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
る
。

自
分
が
「
ど
う
い
う
話
」
の
中
に
連
れ
て
ゆ
か
れ

た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
物
語
は
も
う
始
ま
っ
て
、

ず
ん
ず
ん
進
ん
で
い
る
。
こ
ち
ら
は
早
足
で
歩
く

作
者
の
背
中
を
追
っ
て
ゆ
く
し
か
な
い
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
太
宰
は
一
行
目
か
ら
読
者

を
い
き
な
り
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
市
を
歩
む
ひ
と
り

の
青
年
の
心
の
中
に
放
り
込
む
。
説
明
も
な
に
も

な
い
。
い
き
な
り
見
知
ら
ぬ
男
の
激
情
の
中
に
私

た
ち
は
投
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
「
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。
必
ず
、
か
の
邪
知
暴

虐
の
王
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
し
た
。」

　

読
者
は
困
惑
す
る
。「
メ
ロ
ス
っ
て
誰
だ
？
」

「
王
っ
て
誰
だ
？
」「
邪
知
暴
虐
っ
て
、
何
を
し
た

ん
だ
？
」
と
に
か
く
作
家
の
次
の
言
葉
を
待
つ
し

か
な
い
。
そ
れ
だ
け
が
読
者
に
と
っ
て
の
「
取
り

付
く
島
」
で
あ
る
。

　
「
メ
ロ
ス
は
、
村
の
牧
人
で
あ
る
。」
そ
れ
だ
け

で
は
わ
か
ら
ぬ
。

　
「
笛
を
吹
き
、
羊
と
遊
ん
で
暮
ら
し
て
き
た
。」

だ
か
ら
ど
う
な
ん
だ
。

　
「
け
れ
ど
も
邪
悪
に
対
し
て
は
、
人
一
倍
に
敏

感
で
あ
っ
た
。」
三
行
目
に
し
て
よ
う
や
く
メ
ロ

ス
の
「
激
怒
」
の
所ゆ
え
ん以

が
ほ
の
見
え
て
き
た
。
こ

の
と
き
は
す
で
に
読
者
は
作
家
の
自じ

家か

薬や
く

籠ろ
う

中ち
ゅ
う

に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
掌
中
を
転
が
さ
れ
て
い

る
。
た
い
し
た
力
業
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
短
編
で
の
太
宰
の
工
夫
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
す
で
に
気
づ
い
た
人
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
太
宰
は
物
語
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、

「
韻
文
調
」
を
仕
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
花
嫁
は
、
夢
見
心
地
で
う
な
ず
い
た
。」

　
「
私
は
、
今
宵
、
殺
さ
れ
る
。
殺
さ
れ
る
た
め

に
走
る
の
だ
。」

　
「
私
は
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
私
は
信
頼
さ
れ
て

い
る
。」

　
「
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

七
五
調
で
整
え
る
の
は
こ
れ
が
「
作
り
話
」
だ
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と
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う
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グ
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ル
で
あ
る
。
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も
の
の
は
ず
み
で
「
愛
と
信
実
」
の
話
を
書
く

こ
と
に
は
し
た
が
、
ど
う
に
も
気
恥
ず
か
し
い
。

と
は
い
え
、
こ
ん
な
短
い
物
語
で
作
家
の
含
羞
を

前
面
に
出
し
た
ら
構
成
が
破
綻
す
る
。
だ
か
ら
、

表
層
を
読
み
進
む
限
り
、
何
の
屈
託
も
な
く
、
底

意
も
な
く
、
物
語
は
淡
々
と
展
開
す
る
。
け
れ
ど

も
、
音
韻
の
レ
ベ
ル
で
作
家
は
読
者
に
ひ
そ
や
か

な
「
目
く
ば
せ
」
を
し
て
い
る
。

　

こ
ん
な
話
、
あ
ま
り
真
剣
に
読
む
な
よ
、
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そ
れ
が
こ
の
裏
も
表
も
な
い
は
ず
の
物
語
に
ふ

し
ぎ
な
厚
み
と
奥
行
き
を
与
え
て
、
忘
れ
が
た
い

も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

太
宰
治
の
驚
嘆
す
べ
き
技
巧
に
つ
い
て
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走 れ メロス　──その魅力を探る
特集

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
み
返
し
、
あ
ら
た
め
て
、

そ
の
文
章
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
打
た
れ
た
。
冒
頭
で

早
く
も
メ
ロ
ス
は
暴
虐
な
王
の
殺
害
を
決
心
し
て

い
る
。

　
「
メ
ロ
ス
に
は
政
治
が
わ
か
ら
ぬ
」「
メ
ロ
ス
は
、

村
の
牧
人
で
あ
る
」
と
メ
ロ
ス
の
性
格
を
語
る
短

い
文
章
が
続
く
。
そ
し
て
「
メ
ロ
ス
は
単
純
な
男

で
あ
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
一

文
は
正
義
感
の
強
い
メ
ロ
ス
の
性
格
を
表
す
と
共

に
物
語
の
展
開
を
速
く
し
て
い
る
。
短
く
、
そ
し

て
、
明
瞭
な
一
文
が
作
品
全
体
に
ス
ピ
ー
ド
感
を

与
え
る
の
で
あ
る
。
爽
快
な
ス
ピ
ー
ド
感
で
あ
る
。

　

こ
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
飲
ま
れ
る
と
、
政
治
に

疲
れ
た
王
の
冷
や
や
か
な
心
を
見
逃
し
て
し
ま

う
。
メ
ロ
ス
が
単
純
な
男
で
あ
れ
ば
、
王
は
頭
の

回
転
が
速
す
ぎ
る
男
な
の
だ
。
頭
の
回
転
が
速
い

王
は
「
は
は
。
命
が
大
事
だ
っ
た
ら
、
遅
れ
て
こ

い
。
お
ま
え
の
心
は
、
わ
か
っ
て
い
る
ぞ
」
と
メ

ロ
ス
が
死
を
逃
れ
る
方
法
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
計
算

し
て
、
メ
ロ
ス
の
耳
元
で
さ
さ
や
く
ほ
ど
だ
。
こ

れ
で
、
こ
の
物
語
に
ス
リ
ル
が
生
ま
れ
る
。
メ
ロ

ス
に
さ
さ
や
か
れ
た
王
の
言
葉
は
メ
ロ
ス
に
と
っ

て
は
誘
惑
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
ス
リ
ル
と

な
る
。

　

た
っ
た
一
人
の
妹
の
婚
礼
の
た
め
に
三
日
間
の

命
乞
い
を
し
た
メ
ロ
ス
は
故
郷
の
村
へ
と
出
発
す

る
。「
初
夏
、
満
天
の
星
で
あ
る
」
と
い
う
一
文

が
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
読
者
は
ま
っ

た
く
気
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
が
大
き
な
も

の
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
一
文
で
味
わ
う
。

伏
線
と
い
う
の
は
、
季
節
が
初
夏
で
あ
り
大
雨
が

降
り
や
す
い
季
節
で
あ
り
、
そ
れ
が
メ
ロ
ス
の
行

く
手
を
阻
む
展
開
が
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の

だ
。

　

何
で
も
な
い
よ
う
な
短
い
文
章
の
中
に
幾
つ
も

の
伏
線
が
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
拾
い
出
せ
ば
キ

リ
が
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
爽
快
な
ス
ピ
ー
ド
感
を

呼
ぶ
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
ピ
ー
ド
感

0607

な
か
ざ
わ
・
け
い

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
作
家
・
法
政
大
学
教
授
。

一
九
七
八
年
に
『
海
を
感
じ
る
時
』（
講
談
社
）

で
群
像
新
人
賞
、八
五
年
に『
水
平
線
上
に
て
』

で
第
七
回
野
間
文
芸
新
人
賞
を
受
賞
。『
豊
海

と
育
海
の
物
語
』（
集
英
社
）、『
動
物
園
の
王

子
』（
新
潮
社
）
な
ど
著
書
多
数
。

さ
い
と
う
・
ま
さ
お

香
川
県
生
ま
れ
。
群
馬
大
学
准
教
授
。
太

宰
治
を
中
心
と
す
る
日
本
近
代
文
学
研
究
者
。

研
究
誌
「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
発
行
の

メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。
著
書
に
『
太
宰
治
の

小
説
の〈
笑
い
〉』（
双
文
社
出
版
）、『
新
世

紀　

太
宰
治
』（
共
著
・
双
文
社
出
版
）が
あ
る
。

が
地
中
海
地
方
の
乾
い
た
風
土
を
語
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
私
が
地
中
海
地
方
を
知

ら
な
い
た
め
だ
ろ
う
か
。

  

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
。

東
京
で
予
定
さ
れ
て
い
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
日
中

戦
争
激
化
の
た
め
に
中
止
さ
れ
た
年
の
こ
と
だ
と

知
っ
た
時
、
太
宰
治
の
中
に
あ
っ
た
憧
れ
が
な
ん

と
な
く
解わ
か

る
よ
う
な
気
が
し
た
。
猜さ
い

疑ぎ

心し
ん

に
よ
っ

て
次
々
と
人
を
殺
す
王
と
い
う
存
在
は
遠
い
昔
の

お
話
の
中
に
い
る
の
で
は
な
く
、
き
っ
と
そ
の
時

代
の
空
気
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

風
を
切
る
文
章
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
楽
し
み
な
が
ら
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。

　

太
宰
治
は
「
無ぶ

頼ら
い

派は

」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
の
数
奇
な
人
生
に
目
を
奪
わ
れ
、
彼
の
作

品
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
見
逃
さ
れ
て
は

な
る
ま
い
。
昭
和
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
創

作
集
『
晩
年
』
に
は
、
小
説
と
い
う
表
現
形
式
を

問
い
直
す
実
験
作
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
道
化
の
華
」
は
、
主
人
公
た
ち
の
世
界

を
書
き
綴つ
づ

る
「
僕
」
が
登
場
す
る
、
小
説
の
小
説

で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
僕
」
が
自

身
の
書
き
方
に
も
言
及
し
、
や
が
て
そ
の
自
己
言

及
そ
の
も
の
に
さ
え
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
、
際
限
の
な
い
相
対
化
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

　

語
り
手
が
自
分
の
言
葉
を
絶
え
ず
疑
う
。
そ
う

し
た
繊
細
な
表
現
は
先
鋭
化
し
て
行
く
に
従
っ
て
、

一
般
の
読
者
に
は
つ
い
て
行
き
難
い
も
の
に
な
る
。

太
宰
は
昭
和
十
二
年
の
秋
か
ら
約
一
年
間
、
小
説

を
発
表
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
私
生
活
上
の
問
題

が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
同

時
に
彼
は
創
作
上
の
壁
に
も
直
面
し
て
い
た
よ
う

な
の
だ
。

　

昭
和
十
四
年
ご
ろ
か
ら
太
宰
は
旺
盛
な
執
筆
活

動
を
再
開
す
る
。
作
家
と
し
て
の
仕
切
り
直
し
に

あ
た
っ
て
、
彼
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
方
法
を
見

つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。十
五
年
に
書
か
れ
た「
走

れ
メ
ロ
ス
」
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
太
宰
の
課
題

を
重
ね
て
読
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
「
単
純
な
男
」
が
変
わ
る

物
語
で
あ
る
。
当
初
メ
ロ
ス
は「
愛
」「
正
義
」「
信

実
」
と
い
っ
た
言
葉
を
支
え
に
し
て
い
た
。
だ
が

帰
り
道
で
力
尽
き
か
け
る
過
程
で
、
そ
れ
ら
の
観

念
を
疑
い
出
す
。
つ
い
に
は
「
正
義
だ
の
、
信
実

だ
の
、
愛
だ
の
、
考
え
て
み
れ
ば
く
だ
ら
な
い
」

と
言
い
放
つ
ま
で
に
な
っ
て
、
意
識
を
失
う
。

　

し
か
し
彼
は
再
び
走
り
出
す
。
そ
し
て
刑
場
に

辿
り
着
く
直
前
に
は
、「
何
一
つ
考
え
て
い
な
い
」

吹
っ
切
れ
た
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　

自
分
が
絶
対
化
し
て
い
た
考
え
を
相
対
化
す
る

こ
と
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
成
熟
で
あ
ろ
う
。
だ
が

相
対
化
は
後
を
引
き
や
す
い
。
自
分
を
疑
い
、
そ

の
疑
っ
た
自
分
を
疑
い
、
そ
の
疑
い
を
疑
い
…
…

と
、
出
口
の
な
い
螺ら

旋せ
ん

に
陥
り
が
ち
だ
。
そ
の
罠わ
な

か
ら
は
ど
の
よ
う
に
抜
け
出
せ
ば
よ
い
の
か
？

　

意
識
を
失
っ
た
メ
ロ
ス
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
は

水
の
音
で
あ
る
。
王
と
議
論
し
、
花
婿
を
説
き
伏

せ
、
懸
命
に
自
身
を
励
ま
し
な
が
ら
走
っ
て
い
た

饒じ
ょ
う

舌ぜ
つ

な
男
が
、
こ
こ
で
は
「
何
か
小
さ
く
さ
さ
や

き
な
が
ら
」
流
れ
る
清
水
に
「
耳
を
澄
ま
し
」
て

い
る
。
太
宰
自
身
は
、
こ
の
作
品
を
含
め
、
十
五

年
ご
ろ
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
を
積
極
的
に
書
く
よ
う
に

な
る
。『
駈
込
み
訴
へ
』『
新し
ん

釈し
ゃ
く

諸し
ょ

国こ
く

噺ば
な
し

』『
お
伽と
ぎ

草ぞ
う

紙し

』
な
ど
の
名
作
が
生
ま
れ
る
。
他
者
の
言
葉

と
い
う
源
泉
に
耳
を
傾
け
る
方
法
。
そ
れ
は
、
自

分
の
言
葉
を
疑
う
あ
ま
り
空
転
し
て
い
く
こ
と
を

抑
止
す
る
役
目
も
果
た
し
た
は
ず
で
あ
る
。

群
馬
大
学
准
教
授

斎
藤
理
生

耳
を
澄
ま
す
─
─
太
宰
治
の
再
出
発

作
家
・
法
政
大
学
教
授

中
沢
け
い

「
走
れ
メ
ロ
ス
」の
ス
ピ
ー
ド
感



走 れ メロス　──その魅力を探る
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「
不
易
流
行
」
と
は
俳
諧
に
お
け
る
美
の
在
り

方
を
言
い
表
し
た
表
現
で
あ
る
。
常
に
新
し
い
も

の
に
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
流
行
性
の
中
に
こ
そ

永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
本
質
（
不
易
）
が
あ

り
、
両
者
は
根
源
に
お
い
て
一
つ
の
在
り
方
に
統

合
さ
れ
る
精
神
を
言
う
。
し
か
し
世
間
で
は
、
こ

の
四
字
熟
語
の
真
ん
中
に
「
と
」
を
入
れ
、
物
事

の
変
わ
ら
な
い
面（
不
易
）と
変
わ
り
ゆ
く
面（
流

行
）
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
保
守
と
革
新
と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
巷こ
う

間か
ん

目
に
す
る
事
象
を
捉

え
る
上
で
は
、
本
義
と
は
異
な
る
使
い
方
も
誤
用

と
は
言
い
切
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
け
る
「
不
易
」

と
「
流
行
」
は
何
か
。
そ
ん
な
問
い
か
ら
注
目
し

た
の
が
「
学
習
の
手
引
き
」
の
変
遷
で
あ
る
。

　

光
村
図
書
の
中
学
校
教
科
書
に「
走
れ
メ
ロ
ス
」

が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
で
あ

る
。
以
後
、
何
度
か
姿
を
消
す
時
期
を
経
て
、
現

在
は
中
学
二
年
の
国
語
科
を
代
表
す
る
文
学
教
材

と
し
て
の
存
在
感
を
誇
示
し
て
い
る
。

　

本
作
品
の「
手
引
き
」に
見
い
出
さ
れ
る「
不
易
」

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
ほ
ど
、
最
初
の
一
読
で
子
ど

も
た
ち
を
ひ
き
つ
け
る
作
品
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

普
段
は
教
師
の
音
読
を
集
中
し
て
聞
け
な
い
子
も
、

こ
の
作
品
だ
と
最
後
ま
で
集
中
し
て
耳
を
傾
け
ま

す
。
そ
れ
は
、
太
宰
の
文
章
の
魅
力
を
、
子
ど
も

た
ち
が
身
体
で
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

声
に
出
し
て
読
ま
せ
、
言
葉
の
世
界
に
浸
ら
せ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
私
は
、「
こ
の
言
葉

が
い
い
」「
作
品
の
こ
こ
が
い
い
」「
な
ぜ
い
い
と

思
う
の
か
」
…
…
と
、
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
を
み

ん
な
で
語
り
合
う
こ
と
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

魅
力
を
よ
り
深
く
味
わ
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
三
年
前
か
ら
「
名
場
面
・
名
言
発

表
会
」
と
い
う
実
践
を
行
っ
て
い
ま
す
（
本
誌
Ｐ

16
─

19
参
照
）。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
中
で
、
特
に
好

き
な
場
面
を
選
び
、
そ
の
場
面
に
つ
い
て
の
自
分

た
ち
の
思
い
を
話
し
合
い
、
ま
と
め
ま
す
。
本
文

を
朗
読
し
、
選
ん
だ
場
面
の
中
で
名
言
だ
と
思
う

文
章
を
抜
き
出
し
、
み
ん
な
で
声
に
出
し
て
読
み

ま
す
。

は
、「
メ
ロ
ス
」
と
「
王
」
の
心
理
と
人
物
像
を

考
え
さ
せ
る
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
か
る
問
い

は
「
手
引
き
」
全
体
の
六
割
強
を
占
め
る
。
も
と

よ
り
登
場
人
物
の
心
理
や
人
物
像
を
問
う
の
は
文

学
の
常
だ
が
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
そ
の
「
変
化
」

に
光
を
当
て
、「
メ
ロ
ス
」
と
「
王
」
と
い
う
存
在

を
比
べ
な
が
ら
読
み
取
ら
せ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

一
方
、「
流
行
」
の
典
型
は
、
読
後
感
に
対
す

る
問
い
の
変
化
で
あ
る
。
昭
和
四
十
四
年
度
版
で
、

「
ど
の
場
面
に
感
動
し
た
か
」
と
問
い
か
け
て
い

た「
手
引
き
」は
、平
成
十
八
年
度
版
に
な
る
と「
メ

ロ
ス
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
共
感
で
き
た
か
、
で

き
な
か
っ
た
か
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
に
な
っ

て
い
る
。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
め
ば
感
動
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
「
手
引
き
」
は
、
平
成
二
年

度
版
が
最
後
で
あ
る
。
近
年
は
P
I
S
A
型
読

解
力
を
育
成
す
る
た
め
、
作
品
を
批
評
す
る
活
動

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

あ
る
時
期
だ
け
登
場
し
た
「
流
行
」
も
少
な
く

な
い
。
例
え
ば
昭
和
四
十
七
年
度
版
か
ら
平
成
二

年
度
版
に
か
け
て
、「
朗
読
し
よ
う
」
と
い
う
課

　

こ
の
授
業
で
大
事
に
し
て
い
る
の
は
、「
文
章

を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
」
と
「
文
学
作
品
を
語

る
語
彙
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」。
こ
の
作
品
を

読
ん
だ
こ
と
で
、
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
い
ろ

い
ろ
な
視
点
で
読
ん
だ
り
語
っ
た
り
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
教
室
で
は
、
一
年
生
の
と
き
に
「
星
の
花

が
降
る
こ
ろ
に
」（
一
年
）
で
、「
作
品
の
よ
さ
を

語
り
合
お
う
」
と
い
う
単
元
を
学
習
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、「
情
景
描
写
」「
人
物
設
定
」「
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
」「
心
情
の
変
化
」
な
ど
、
作
品
の
よ

さ
を
語
る
た
め
の
言
葉
を
学
び
、
自
分
の
考
え
を

二
百
字
で
ま
と
め
さ
せ
ま
し
た
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
、
そ
の
学
習
も
思
い
出

さ
せ
な
が
ら
、
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
を
グ
ル
ー
プ

で
話
し
合
っ
て
ま
と
め
さ
せ
ま
す
。
一
年
生
の
と

き
と
違
い
、
子
ど
も
た
ち
は
登
場
人
物
の
心
情
の

深
い
部
分
ま
で
読
み
取
っ
て
い
き
ま
す
。「
名
場

面
」
と
し
て
多
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
メ
ロ
ス
が

走
る
の
を
諦
め
よ
う
と
す
る
場
面
。
二
年
生
の
三

学
期
に
も
な
る
と
、
登
場
人
物
が
複
雑
な
心
情
を

題
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
学
習
指
導
要
領
は
、
領

域
が
「
表
現
」
と
「
理
解
」の
二
項
で
あ
り
、両
者

を
つ
な
ぐ
言
語
活
動
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
の

が
朗
読
だ
っ
た
。

　

か
く
し
て
「
不
易
」
も
「
流
行
」
も
あ
る
「
走

れ
メ
ロ
ス
」
の
「
手
引
き
」
だ
が
、「
不
易
」
に

お
い
て
も
「
変
化
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
国
語
教
科
書
の
文
学

作
品
中
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
登
場
人
物
が
圧

倒
的
に
多
く
、
延
べ
の
人
称
名
詞
の
数
も
三
五
六

語
と
、
二
位
の
「
故
郷
」
を
一
〇
四
語
も
上
回
る
。

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
は
、
た
く
さ
ん
の
人
物
を
関

係
さ
せ
な
が
ら
「
走
る
＝
変
化
す
る
」
物
語
と
し

て
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
「
不
易
流
行
」
を
体
現
し
た
小
説
の
典
型
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

抱
え
た
、
こ
の
よ
う
な
場
面
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る

の
で
す
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
内
面
も
複
雑

に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
約
束
を
破
ろ
う
と
す
る
な
ん
て
、
メ
ロ
ス
は
弱

い
人
間
だ
。
で
も
、
誰
し
も
そ
う
い
う
部
分
は
あ

る
と
思
う
」
と
、
子
ど
も
た
ち
は
メ
ロ
ス
を
語
り

な
が
ら
、
実
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
語
り
始
め

ま
す
。
メ
ロ
ス
の
お
か
げ
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す

ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は

語
り
が
い
の
あ
る
、す
ば
ら
し
い
作
品
で
す
。
一
・

二
年
生
で
身
に
つ
け
た
国
語
の
力
を
総
動
員
し
て

臨
み
た
い
作
品
だ
と
、私
は
思
い
ま
す
。　　
（
談
）

ふ
じ
も
り
・
ゆ
う
じ

長
野
県
生
ま
れ
。
信
州
大
学
教
育
学
部
教
授
。

専
門
は
国
語
科
教
育
学
（
授
業
研
究
）、
日
本
民

俗
学
。
著
書
に
『
国
語
科
授
業
研
究
の
深
層

─
予
測
不
可
能
事
象
と
授
業
シ
ス
テ
ム
─
』（
東

洋
館
出
版
社
）
な
ど
。
光
村
図
書
中
学
校
『
国

語
』
教
科
書
の
編
集
委
員
を
務
め
る
。

か
い
・
り
え
こ

福
岡
県
生
ま
れ
。
東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学

校
主
任
教
諭
。
専
門
は
国
語
科
単
元
学
習
。

著
書
に
、『
子
ど
も
の
情
景
』（
共
著
・
光
村

教
育
図
書
）、『
聞
き
手
話
し
手
を
育
て
る
』（
共

著
・
東
洋
館
出
版
）
な
ど
。
光
村
図
書
中
学
校

『
国
語
』
教
科
書
の
編
集
委
員
を
務
め
る
。

信
州
大
学
教
授

藤
森
裕
治

「
学
習
の
手
引
き
」に
お
け
る「
不
易
」と「
流
行
」港

区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲
斐
利
恵
子

子
ど
も
た
ち
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
作
品
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特集

走 れ メロス　──その魅力を探る

▲板書例　上段は「走れメロス」，下段は「人質」。場面ごとに違いを書き出していく。

２  

学
習
の
展
開

①
学
習
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
全
文
の
通
読

・
学
習
の
目
標
を
つ
か
む
。

・「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
全
文
を
読
み
、
感
想
を

ま
と
め
る
。

②
感
想
の
交
流
と
「
人
質
」
の
通
読

・
感
想
を
交
流
し
、
読
み
の
視
点
や
受
け
止

め
方
を
広
げ
る
。

・
原
案
の
存
在
を
知
り
「
人
質
」
を
通
読
し

て
、
異
同
に
つ
い
て
自
分
の
気
づ
き
を
ま

と
め
る
。

③
「
人
質
」
と
の
異
同
を
発
表
し
合
い
、
読
み
の

視
点
を
も
つ
。

・
気
づ
い
た
異
同
を
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
展

開
に
沿
っ
て
整
理
す
る
。

・
両
者
の
違
い
か
ら
問
い
を
立
て
る
。

・
モ
デ
ル
を
見
て
、
表
現
の
意
図
や
効
果
に

つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

　

生
徒
た
ち
に
は
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
「
人
質
」

を
全
文
掲
載
し
た
二
枚
の
Ａ
３
の
プ
リ
ン
ト
を
配

布
し
、
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
見
渡
し
て
比
較
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
両
者
の
違
い
を
確
か
め
て
い
く

と
、
や
が
て
メ
ロ
ス
や
王
の
人
間
性
、
メ
ロ
ス
の

葛
藤
や
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
信
実
な
ど
、
太

宰
が
膨
ら
ま
せ
た
内
容
が
鮮
明
に
な
る
。
ま
た
、

山
賊
や
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
な
ど
端
役
に
見
え
る

人
物
の
設
定
ま
で
変
え
て
再
構
成
し
て
い
る
様
子

に
気
づ
き
、「
太
宰
は
な
ぜ
こ
ん
な
ふ
う
に
変
え

た
の
か
」「
味
わ
い
を
深
め
て
い
る
表
現
の
ヒ
ミ

ツ
は
何
か
」
と
い
っ
た
問
い
が
鮮
明
に
な
っ
て
く

る
。
生
徒
た
ち
は
主
体
的
に
テ
キ
ス
ト
を
読
み
込

ん
で
い
き
、
次
の
よ
う
な
意
見
を
出
し
て
い
っ
た
。

○
「
人
質
」
で
は
、
友
・
親
友
と
し
か
書
か
れ
て

１  

単
元
の
ね
ら
い

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
原
案
と
な
っ
た
シ
ラ
ー
の

「
人
質
」（
学
習
指
導
書
２
下　

Ｐ
207
─
210
）
と
比
べ
読

み
を
し
、
太
宰
が
何
を
肉
付
け
し
、
ど
う
書
き
換

え
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
表
現
に
込

め
ら
れ
た
太
宰
の
意
図
や
工
夫
を
探
る
。

い
な
い
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
、「
走
れ
メ
ロ

ス
」
で
は
「
石
工
」
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
固
い
石
さ
え
砕
き
削
る
石
工
か

ら
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
友
を
信
じ
る
こ

と
を
貫
き
通
す
、
信
じ
る
心
の
固
さ
の
イ
メ
ー

ジ
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

○
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
「
人
質
」
で
は
メ
ロ
ス

の
下
僕
。
と
い
う
こ
と
は
メ
ロ
ス
は
シ
ラ
ク
ス

の
町
に
住
ん
で
い
る
。
太
宰
が
「
村
の
牧
人
」

に
設
定
を
変
え
た
の
は
メ
ロ
ス
の
純
粋
性
を

高
め
る
た
め
だ
ろ
う
。
都
市
に
住
み
人
を
信
じ

ぬ
王
と
、
村
に
住
み
信
実
を
信
じ
る
純
朴
な
メ

ロ
ス
の
対
立
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。

○
後
半
「
赤
」
の
情
景
が
増
え
る
の
は
、「
何
か

大
き
な
も
の
の
た
め
に
」
走
る
こ
と
と
関
係
が

あ
る
。
赤
は
勇
気
や
人
の
温
も
り
や
信
実
な
ど

の
象
徴
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

４  

考
察

　

筋
書
き
だ
け
の
原
詩
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
人

物
の
人
間
性
や
心
情
、
作
品
の
主
題
等
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
言
葉
や
表
現
＝
「
文
学
の
言
葉
・
表

現
」
こ
そ
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

表
現
を
作
り
出
し
た
作
者
の
意
図
を
考
え
、
一

つ
一
つ
の
言
葉
や
表
現
を
意
味
づ
け
る
中
で
、
自

分
の
読
み
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
楽
し
む
よ
う

な
読
み
方
を
、経
験
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

④
グ
ル
ー
プ
で
交
流
し
、
各
自
が
考
え
た
表
現
の

意
図
や
効
果
に
つ
い
て
検
討
し
合
う
。

・
表
現
の
意
図
や
効
果
に
つ
い
て
各
自
の
考

え
を
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る
。

・
交
流
に
よ
る
気
づ
き
や
深
ま
り
を
全
体
で

発
表
し
合
う
。

⑤
学
習
の
ま
と
め
を
す
る

・
取
り
上
げ
た
表
現
や
内
容
を
も
と
に
「
走
れ

メ
ロ
ス
の
ヒ
ミ
ツ
」
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
る
。

３  

授
業
の
様
子
・
生
徒
の
反
応
な
ど

　

当
初
、
生
徒
た
ち
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
そ
の
ま

ま
の
内
容
の
「
人
質
」
の
存
在
に
戸
惑
い
を
隠
せ

な
い
様
子
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
作
品
が

お
も
し
ろ
い
か
尋
ね
る
と
「
断
然
メ
ロ
ス
の
ほ
う

が
お
も
し
ろ
い
」
と
答
え
る
。
そ
こ
か
ら
、「
で

は
、
な
ぜ
メ
ロ
ス
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
ん
だ
ろ

う
。
そ
の
秘
密
を
解
き
明
か
し
て
い
こ
う
」
と
投

げ
か
け
た
。

学
校
現
場
で
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
使
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
そ
の
中
で
も
特
色
あ
る
実
践
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ

1011

シ
ラ
ー
の「
人
質
」と

比
較
し
て
読
む

単
元
名

「
走
れ
メ
ロ
ス

─
─
文
学
の
言
葉
と
表
現
の
意
図
」

実
践
１

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗
我
部
義
則
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語
り
手
の
視
点
に

着
目
し
て
読
む

単
元
名

「
文
学
作
品
で
の

語
り
手
の
視
点
を
読
む
」

実
践
２

鹿
児
島
市
立
明
和
中
学
校
教
諭

伊
藤
彰
郎

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式

で
読
み
を
深
め
る

単
元
名

「
メ
ロ
ス
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
よ
う
」

実
践
３

札
幌
市──

中
学
校
教
諭

Ｙ
先
生

１  

単
元
の
ね
ら
い

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品

の
語
り
手
の
視
点
を
読
み
比
べ
、
文
学
作
品
に
お

け
る
語
り
手
の
視
点
の
重
要
性
を
考
え
る
。

２  

学
習
の
展
開

①　
学
習
の
流
れ
を
知
り
、
全
文
を
通
読
す
る
。

②　
二
種
類
の
語
り
手
（
一
人
称
・
三
人
称
）
に

よ
る
他
の
作
品
を
通
読
し
、
語
り
手
の
立
場
の

違
い
に
気
づ
く
。

③　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
語
り
手
の
立
場
が
三
人

称
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

④　
②
で
通
読
し
た
三
人
称
の
文
章
と
、「
走
れ

メ
ロ
ス
」
の
語
り
手
の
異
同
に
つ
い
て
考
え
、

グ
ル
ー
プ
で
意
見
を
交
流
す
る
。

１  

単
元
の
ね
ら
い

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
描
写
や
会
話
に
着
目
し
、

登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
と
場
面
の
関
係
性
を
捉

え
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
の
発

表
を
行
う
こ
と
で
、
作
品
を
よ
り
豊
か
に
味
わ
う
。

２  

学
習
の
展
開

①　
学
習
の
流
れ
を
知
り
、
全
文
を
通
読
す
る
。

②　
四
人
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
表
現
に
着
目
し
、

場
面
の
変
化
を
読
み
取
る
。

③　
メ
ロ
ス
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
二
人
と
司
会
者

を
決
め
る
。
ど
の
場
面
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中

心
に
す
る
か
話
し
合
う
。

④　
グ
ル
ー
プ
で
読
み
を
深
め
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

発
表
の
原
稿
を
完
成
さ
せ
る
。

⑤　
各
グ
ル
ー
プ
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
発
表
を
す
る
。

⑤　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
の
語
り
手
の
効
果
や
作

者
の
意
図
を
考
え
、
交
流
す
る
。

３  

授
業
の
様
子
・
生
徒
の
反
応
な
ど

　

一
人
称
（
語
り
手
＝
中
心
人
物
）・
三
人
称
（
第

三
者
）
に
よ
る
、
視
点
や
立
場
の
違
い
に
着
目
さ

せ
て
い
く
つ
か
の
文
章
を
通
読
さ
せ
る
と
、
生
徒

た
ち
は
す
ぐ
に
語
り
手
の
視
点
の
違
い
を
認
識
し

た
。
ま
た
、
一
年
の
と
き
に
「
少
年
の
日
の
思
い

出
」
で
、
語
り
手
の
視
点
を
変
え
て
書
く
学
習
も

し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
再

度
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
み
返
し
、「
第
三
者
に

よ
る
語
り
で
あ
り
な
が
ら
も
、『
メ
ロ
ス
ほ
ど
の

男
』
等
の
表
記
か
ら
、
か
な
り
メ
ロ
ス
に
肩
入
れ

し
た
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
と
根

拠
が
、
グ
ル
ー
プ
で
の
意
見
交
流
か
ら
表
出
し
た
。

「
三
人
称
＝
客
観
的
な
語
り
手
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
生
徒
た
ち
は
、「
な
ぜ
太
宰
は
、
そ
の

よ
う
な
語
り
手
を
設
定
し
た
の
か
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
、
意
欲
的
に
解
答
を
導
き
出
そ
う
と
し
、

次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

○
あ
え
て
メ
ロ
ス
に
好
意
的
な
表
現
で
述
べ
る
こ

と
で
、
読
み
手
に
「
勇
者
と
は
何
か
」
と
い
う

こ
と
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

○
メ
ロ
ス
は
完
璧
で
は
な
く
欠
点
も
あ
る
人
間
だ

が
、
そ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
だ
。
太
宰
自
身
、

３  

授
業
の
様
子
・
生
徒
の
反
応
な
ど

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
み
、
生
徒
に
一
次
感
想

を
聞
く
と
「
王
様
の
ひ
ど
さ
」
や
「
メ
ロ
ス
の
強

さ
」、「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
潔
さ
」
な
ど
が
述

べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
深
く
読
み
込
む
生
徒
か
ら

は
「
王
様
／
メ
ロ
ス
／
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
弱

さ
」
も
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
感
想

を
も
と
に
、
ど
の
場
面
で
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
心
情

が
変
化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
い
を
示
し
た
。

　

激
怒
か
ら
始
ま
る
物
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で

心
情
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒

は
場
面
ご
と
に
分
担
を
決
め
、読
み
込
み
、グ
ル
ー

プ
で
交
流
し
、
心
情
の
変
化
や
人
物
像
を
捉
え
た
。

　

そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
で
印
象
的
だ
っ
た
場
面
を

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
発
表
の
場
面
に
選
ん
だ
。「
妹
の

結
婚
式
の
場
面
」
や
「
山
賊
に
待
ち
伏
せ
さ
れ
走

れ
な
く
な
る
場
面
」、「
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
会

い
走
り
続
け
る
場
面
」、「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の

頬
を
殴
る
場
面
」
な
ど
が
多
く
選
ば
れ
た
。

メ
ロ
ス
の
よ
う
な
正
直
な
人
間
に
対
し
て
憧

れ
を
抱
い
て
い
て
、
そ
れ
が
勇
者
と
い
う
評
価

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

４  

考
察

　

文
学
作
品
に
お
い
て
、「
語
り
手
＝
作
者
」
で

あ
る
と
安
直
に
認
識
し
て
い
る
生
徒
は
少
な
く
な

い
。
文
学
作
品
に
お
け
る
語
り
手
の
立
場
を
意
識

し
て
読
む
学
習
を
経
て
、
作
者
の
意
図
や
表
現
の

効
果
に
つ
い
て
読
み
深
め
よ
う
と
す
る
姿
が
現
れ

た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
、
人
間
の
在
り
方
に
対
す

る
深
い
考
察
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
で
、
作
品
の

魅
力
や
奥
深
さ
を
味
わ
お
う
と
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
と
思
う
。

　

発
表
で
は
、
メ
ロ
ス
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
二
人
・

司
会
者
と
い
う
四
人
で
構
成
し
、
メ
ロ
ス
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
す
る
形
式
で
各
グ
ル
ー
プ
の
読
み
を
発

表
し
た
。
根
拠
に
な
る
言
動
を
物
語
の
中
か
ら
拾

い
、
解
釈
を
述
べ
た
。
同
じ
言
動
で
も
捉
え
方
が

異
な
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、
発
表
後
さ
ら
に
意
見

を
求
め
、
全
体
で
内
容
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

授
業
の
振
り
返
り
で
は
、「
物
語
を
読
み
込
む

こ
と
で
、
自
分
と
メ
ロ
ス
が
一
体
化
し
て
い
く
感

じ
が
し
た
」「
メ
ロ
ス
が
大
切
に
し
て
い
る
も
の

は
、
自
分
も
大
切
に
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
共
感

が
も
て
た
」「
登
場
人
物
の
喜
怒
哀
楽
に
引
き
込

ま
れ
、も
っ
と
作
品
を
読
み
深
め
た
い
と
思
っ
た
」

な
ど
の
感
想
を
も
つ
生
徒
が
多
か
っ
た
。

４  

考
察

　

学
習
指
導
要
領
の
第
二
学
年 

「
読
む
こ
と
」

（
イ
）「
文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係
、
例
示
や
描

写
の
効
果
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
を
考

え
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
」【
文
章
の

解
釈
】
に
沿
っ
て
授
業
を
進
め
た
が
、
メ
ロ
ス
の

言
動
を
読
み
込
み
、
深
め
る
こ
と
で
作
品
の
全
体

像
が
よ
り
鮮
明
に
直
接
的
に
読
者
に
伝
わ
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
四
人
グ
ル
ー
プ
で

学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考
え
と
他
者

の
考
え
の
相
違
点
を
交
流
し
、
よ
り
深
い
読
み
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
感
じ
ら
れ
た
。

▲司会とメロス役の生徒が前
に立ち，インタビュアーの二
人は，自席から質問を投げか
ける。記者会見のイメージ。
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読
む
こ
と
で

自
分
と
向
き
合
う

単
元
名

「
走
れ
メ
ロ
ス
」に
映
る

自
分
を
見
つ
め
よ
う

実
践
４

横
浜
市──
中
学
校
教
諭

Ｍ
先
生

１  

単
元
の
ね
ら
い

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
扱
う
と
き
は
、
次
の
二
点

を
学
習
の
軸
に
据
え
る
。

⑴
物
語
に
よ
っ
て
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
読
み
手
＝

自
分
自
身
を
見
つ
め
る
こ
と

⑵
多
く
の
人
が
同
様
に
感
じ
る
こ
と
と
、
自
分
を

振
り
返
っ
て
見
つ
め
た
と
き
に
感
じ
る
こ
と

の
両
方
を
た
ど
り
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と

２  

学
習
の
展
開

　

第
一
次
で
は
、
あ
え
て
通
読
せ
ず
、
物
語
の
進

行
に
シ
ン
ク
ロ
し
な
が
ら
、
場
面
ご
と
に
次
の
活

動
を
行
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
一
つ
一
つ
の
表
現
に

即
し
た
自
分
な
り
の
考
え
が
出
や
す
く
な
る
。

①
印
象
に
残
る
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
疑
問
を
も
つ
。

例
え
ば
、「
お
ま
え
の
兄
の
い
ち
ば
ん
嫌
い
な

も
の
は
、…
」（
Ｐ
186
）
に
注
目
し
た
場
合
、〈
で

は
メ
ロ
ス
が「
好
き
な
も
の
」は
何
だ
ろ
う
？
〉

と
考
え
る
。
全
体
を
六
つ
の
場
面
に
分
け
、
疑

問
の
答
え
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
る
。

②
場
面
ご
と
に
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
を
考

え
る
。
メ
ロ
ス
、
王
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
な

ど
と
比
べ
、
自
分
を
振
り
返
り
、
な
ぜ
そ
う
す

る
の
か
根
拠
を
も
っ
て
ま
と
め
る
。

　

第
二
次
で
は
、
意
見
を
交
流
す
る
。
①
に
つ
い

て
は
多
く
の
人
の
考
え
や
想
像
が
意
外
に
も
似

通
っ
て
い
る
こ
と
、
②
に
つ
い
て
は
読
み
手
に

よ
っ
て
考
え
方
や
そ
の
背
景
が
多
様
で
あ
る
こ
と

な
ど
に
気
づ
き
な
が
ら
話
し
合
い
が
進
む
。

　

第
三
次
で
は
、
文
章
を
再
読
し
考
え
を
ま
と
め

る
。
①
、
②
そ
れ
ぞ
れ
印
象
的
な
と
こ
ろ
を
取
り

上
げ
る
。
他
の
人
の
考
え
と
比
べ
た
り
、
自
分
自

身
を
振
り
返
っ
た
り
し
な
が
ら
ま
と
め
る
。

３  

授
業
の
様
子
・
生
徒
の
反
応
な
ど

　

再
読
後
に
ま
と
め
た
文
章
か
ら
は
、
次
の
よ
う

な
感
想
が
聞
か
れ
た
。

　
「
私
も
今
以
上
に
友
と
向
き
合
い
た
い
」「
王
は

目
に
見
え
な
い
恐
れ
か
ら
人
を
疑
っ
た
。
そ
う
い

う
弱
さ
は
僕
に
も
あ
る
」「
私
も
逃
げ
た
く
な
る

こ
と
が
あ
る
。
で
も
裏
切
り
者
に
な
る
よ
り
、
王

を
見
返
し
て
死
ぬ
よ
う
な
生
き
方
の
ほ
う
が
よ
っ

ぽ
ど
よ
い
」「
命
を
か
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
友
人
は

自
分
に
は
い
な
い
。
で
も
裏
切
ら
れ
る
つ
ら
さ
は

痛
い
ほ
ど
わ
か
る
」「
メ
ロ
ス
は
い
つ
も
自
分
を

信
じ
た
。僕
に
な
い
勇
気
や
誇
り
を
も
っ
て
い
る
」

「
約
束
を
守
る
こ
と
や
人
の
命
以
上
に
大
き
な
も

の
と
は
何
か
。
メ
ロ
ス
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら

走
れ
た
の
だ
と
思
う
と
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な

も
の
な
の
だ
。
僕
も
そ
れ
を
見
つ
け
た
い
と
思
っ

た
」

４  

考
察

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
、
教
室
で
扱
う
前
に
一
読

し
て
い
る
生
徒
も
多
い
が
、
自
分
自
身
と
向
き
合

い
な
が
ら
読
む
こ
と
で
何
度
も
読
め
る
作
品
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
は
読
む
た
び
に
新
た
な
発

見
が
あ
り
、
い
つ
し
か
座
右
に
置
く
こ
と
と
な
る
。

　

作
品
が
長
年
読
み
続
け
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の

も
つ
普
遍
的
な
価
値
観
を
根
底
に
有
し
て
い
る
と

同
時
に
、
い
つ
で
も
読
み
手
の
人
生
を
映
す
鏡
と

な
る
か
ら
だ
。
こ
の
学
習
を
通
し
て
、
文
学
的
文

章
が
も
つ
そ
ん
な
価
値
に
気
づ
か
せ
、
生
徒
た
ち

の
自
発
的
な
読
書
の
幅
を
広
げ
さ
せ
た
い
。

中
学
生
が
楽
し
め
る
、

書
籍
や
D
V
D
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

の
世
界
を
広
げ
る 

読
む

観
る
・
聴
く

訪
れ
る

若いうちに読みたい
太宰治
（齋藤孝／筑摩書房）

悩み多き青春時代に読みた
い18の太宰作品を，齋藤氏
ならではの切り口で紹介。

【CD】
国語指導CD　２年
（光村教育図書）

教科書教材の朗読音声を収録。
「走れメロス」は，俳優・橋爪功
が朗読。深みのある声が，作品世
界にさらなる奥行きを与える。

新釈　走れメロス
他四篇
（森見登美彦／祥伝社）

大胆に生まれ変わった現代版
「走れメロス」。京都を舞台に
大学生が疾走する，痛快な１冊。

知っておきたい日本の文学
太宰治
（角川学芸出版）

太宰治の作品と彼自身の魅力
を１冊で味わうことのできる，
ダイジェスト版の文学案内。

【DVD】
青い文学シリーズ「走れメロス」
（株式会社ハピネット）

人気漫画家・許
このみ

斐剛
たけし

がキャラク
ターの原案を務めたアニメ。迫力
ある映像で作品が楽しめる。メロ
スの声を俳優・堺雅人が担当。

太宰治	文学サロン
（東京都三鷹市）

三鷹での太宰の写真，初版本などの
資料が展示されている。ガイドボラ
ンティアが展示ガイドを行ってくれ
る。定期的に作品朗読会も開催。

───アクセス：JR三鷹駅南口より徒歩３分。
───H　　───P：─http://mitaka.jpn.org

太宰治記念館「斜陽館」
（青森県五所川原市）

太宰治の生家。執筆用具，直筆原稿など
が展示されている。太宰の息づかいが聞
こえるような趣のある木造建築は，築
100年を超える国の重要文化財である。

──アクセス：津軽鉄道金木駅から徒歩７分
──H　　───P：http://dazai.or.jp/modules/
　　　　　─contents/class-a01.html

Ⓒ
「
青
い
文
学
」
製
作
委
員
会

イラスト：田上千晶



18

1617

　

単
元
び
ら
き
に
は
い
つ
も
「
学
習
の
流
れ
」
と

い
う
プ
リ
ン
ト
を
配
り
ま
す
（
図
１
）。
そ
れ
に
よ

り
、
ど
ん
な
学
習
を
し
て
、
何
時
間
か
け
て
、
ど

ん
な
発
表
を
す
る
の
か
、
教
師
と
子
ど
も
が
「
学

習
の
流
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
、
今
回
は
そ
の
プ
リ
ン

ト
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
が
ど
ん
な
ふ
う
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
も
明
記
し
ま
し
た
。
一
年
の

と
き
に
学
習
し
た
「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お

う
〜『
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
』〜
」
、
「
『
竹

取
物
語
』
名
場
面
発
表
会
」
、
二
年
で
学
習
し
た

「『
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
』
〜
ぐ
う
ち
ゃ
ん
の
魅

力
〜
」
、
「
短
歌
の
世
界
〜
鑑
賞
文
を
書
く
〜
」

な
ど
の
単
元
で
身
に
つ
け
た
力
を
使
っ
て
学
ん
で

い
く
と
い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
意
識
さ
せ

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
入
り

ま
す
。
「
場
面
を
選
ぶ
」
と
い
う
意
識
で
読
み
、

各
自
に
、
名
場
面
の
候
補
を
考
え
さ
せ
ま
す
。
そ

し
て
、
名
場
面
を
決
定
し
ま
す
。

　

私
は
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
を
常
に
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

事
前
に
「
発
表
の
て
び
き
」
と
い
う
台
本
の
例
を

つ
く
り
ま
し
た
（
図
２
）。
台
本
形
式
に
す
る
こ
と

で
発
表
の
様
子
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
、
押
さ
え

て
お
き
た
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
教
師
が

あ
ら
か
じ
め
、
発
表
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ

こ
と
は
、
指
導
す
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

朗
読
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
あ
り
、
名
言
探
し
あ
り

で
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
す
が
、
今
ま
で
の
積

み
重
ね
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
判
断
し
ま
し
た
。

台
本
を
み
ん
な
で
読
み
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学

習
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
楽
し
い
も
の
で
す
。

図
１　
「
学
習
の
流
れ
」
の
内
容

図
２　
「
発
表
の
て
び
き
」
プ
リ
ン
ト
の
一
部

名
場
面
・
名
言
発
表
会

　
使
用
教
材
：「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
二
年
）

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
魅
力
は
な
ん
と
言
っ

て
も
「
言
葉
」「
文
章
」
で
す
。
圧
倒
的
な
力

が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
ぐ
ん
ぐ
ん
ひ
き
つ

け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
言
葉
」
や
「
文

章
」
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
よ
う
な
授
業
に
し

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
授
業
は
、
昨
年
度
に
取
り
組
ん
だ

「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お
う
～
『
星
の
花

が
降
る
こ
ろ
に
』
～
」
の
流
れ
を
踏
ま
え
て

い
ま
す（
弊
誌
№
69
参
照
）。
文
学
を
語
り
合
う

楽
し
さ
を
よ
り
い
っ
そ
う
実
感
し
、
文
学
を

語
る
語
彙
を
習
得
で
き
る
単
元
を
設
定
し
ま

し
た
。

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ
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学
習
の
流
れ
と
目
標
の
確
認

名
場
面
を
考
え
る

第
一
時

発
表
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む

名
場
面
を
決
め
る

第
二
時

【
学
習
の
流
れ
】

一
、
学
習
の
流
れ
を
知
る
（
単
元
に
つ
い
て
の
説
明
） 

…
…
…
…
…
一
時
間
目

二
、
発
表
の
概
要
を
知
る

三
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
む
（
名
場
面
の
候
補
を
考
え
る　

個
人
で
）

四
、
グ
ル
ー
プ
分
け

五
、
発
表
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
（
台
本
形
式
で
）
…
…
…
…
…
…
二
時
間
目

六
、
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
う
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
時
間
目
〜
五
時
間
目

      

▼
名
場
面
を
選
ぶ
（「
竹
取
物
語
」
名
場
面
発
表
会
）

      　
（
ど
ん
な
場
面
か
…
○
○
が
○
○
で
○
○
す
る
場
面
で
す
）

      

▼
群
読
の
工
夫
を
話
し
合
う　

　
　
　

※
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
す
る
（「
朝
の
リ
レ
ー
」）

      

▼
内
容
把
握
＋
作
品
の
よ
さ
＋
批
評

        

・
人
物
像
を
つ
か
む
・
心
情
を
つ
か
む
・
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
う

　
　

 　
（「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」）＋（
短
歌
他
）＋（「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」）

　
　
　
　
　

批
評

　
　

▼
発
表
用
の
原
稿
を
検
討
す
る　

　
　

▼
名
言
を
選
ぶ

　
　

▼
レ
ジ
ュ
メ
の
清
書
・
発
表
の
分
担
を
決
め
る

七
、
発
表
の
練
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
・
発
表
会
…
…
…
…
六
時
間
目
〜
七
時
間
目

八
、
発
表
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
時
間
目

九
、
ま
と
め

　
　
　

・
講
評

　
　
　

・
学
習
の
振
り
返
り　

【
目
標
】

■
文
章
を
読
ん
で
、
場
面
を
つ
か
む
・
心
情
を
つ
か
む
・
作
品
を
分
析
す
る

   

（
批
評
す
る
）。

■
朗
読
の
工
夫
を
し
、
堂
々
と
し
た
発
表
を
す
る
。

■
効
率
的
な
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。
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■ 
場
面
説
明
を
ど
う
す
る
か

　

自
分
た
ち
の
選
ん
だ
場
面
を
100
字
で
説
明
す
る

文
章
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
を
持
ち
寄
っ
て
、
グ

ル
ー
プ
と
し
て
の
原
稿
を
仕
上
げ
ま
す
。

■ 

朗
読
・
群
読
の
工
夫
を
ど
う
す
る
か

　

群
読
は
、
一
年
の
最
初
に
谷
川
俊
太
郎
の
「
朝

の
リ
レ
ー
」
と
い
う
詩
で
練
習
済
み
で
す
。
ま
た
、

「
の
は
ら
う
た
」
の
朗
読
発
表
会
も
経
験
し
て
い

ま
す
。
古
典
の
朗
読
も
含
め
て
、
教
室
で
大
真
面

目
に
声
を
出
す
習
慣
が
つ
い
て
い
る
と
い
い
発
表

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

■ 

コ
メ
ン
ト
を
ど
う
す
る
か

　

選
ん
だ
場
面
に
つ
い
て
、
350
〜
400
字
で
コ
メ
ン

ト
を
ま
と
め
ま
す
。
今
回
の
取
り
組
み
で
い
ち
ば

ん
ね
ら
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
い
ち
ば
ん
難
し

い
こ
と
で
し
た
。

　

文
学
を
語
る
に
は
そ
れ
な
り
の
語
彙
力
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
内
容
を
し
っ
か
り
と
読
み
取
る

語
彙
力
と
、
文
学
を
語
る
た
め
の
語
彙
力
、
そ
の

両
方
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
一
年
の
と
き
か
ら
ど

れ
く
ら
い
言
葉
を
意
識
し
て
指
導
し
て
き
た
か
が

問
わ
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。
一
年
の
「
星
の
花
が

降
る
こ
ろ
に
」
の
単
元
で
使
っ
た
言
葉
を
中
心
に
、

「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
、
二
年
の
「
ア
イ
ス
プ

ラ
ネ
ッ
ト
」
、
「
平
家
物
語
」
な
ど
、
今
ま
で
の

文
学
の
単
元
で
使
っ
た
言
葉
を
振
り
返
り
、
そ
れ

を
意
識
し
て
使
う
よ
う
に
指
導
し
ま
し
た
。
一
人

一
人
が
コ
メ
ン
ト
を
書
き
、
「
持
ち
寄
っ
て
い
い

も
の
に
仕
上
げ
て
い
く
」
と
い
う
場
面
説
明
の
と

き
と
同
じ
や
り
方
で
行
い
ま
し
た
。

■ 

ど
の
言
葉
を
「
名
言
」
に
す
る
か

　

こ
の
話
し
合
い
は
お
も
し
ろ
い
も
の
で
し
た
。

「
メ
ロ
ス
、
君
は
、
真
っ
裸
じ
ゃ
な
い
か
」
を
選

ぼ
う
と
し
た
子
に
反
論
す
る
子
の
理
由
が
立
派
な

も
の
だ
っ
た
り
、
「
や
ん
ぬ
る
か
な
」
の
ひ
と
言

の
重
さ
を
語
る
子
が
い
た
り
、
ま
さ
に
小
さ
な
読

書
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
選
ば
れ
た
名
言
に

は
「
え
い
、
え
い
と
大
声
上
げ
て
、
自
身
を
し
か

り
な
が
ら
走
っ
た
」
「
ふ
と
耳
に
、
せ
ん
せ
ん
、

水
の
流
れ
る
音
が
聞
こ
え
た
」
「
い
や
、
ま
だ
日

は
沈
ま
ぬ
」
「
間
に
合
う
、
間
に
合
わ
ぬ
は
問
題

で
な
い
の
だ
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
こ
を

と
っ
て
も
「
名
言
」
に
な
る
の
が
こ
の
作
品
の
力

だ
と
思
い
ま
す
。

■ 

発
表
の
流
れ
・
分
担
を
ど
う
す
る
か

　

私
は
、
子
ど
も
た
ち
が
一
年
生
の
頃
か
ら
、
何

か
発
表
す
る
と
き
に
は
、
自
分
た
ち
で
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
役
割
分

担
の
決
め
方
も
、
友
達
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
二

年
生
な
ら
で
は
の
話
し
合
い
で
し
た
。

人
は
誰
し
も
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
が
混

ざ
り
合
い
、
ひ
と
言
で
は
言
い
難
い
感
情
を
抱
え

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
メ
ロ
ス
を
現

実
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
の

で
は
な
く
、
読
者
が
広
く
共
感
で
き
る
人
物
と
し

て
描
い
た
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
さ
ら
に
厚
み
が

出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
人
間
の
心
理
を
描
く
こ
と
で
、
読

者
は
感
情
移
入
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
の
場
面

　

次
は
、
メ
ロ
ス
が
走
る
の
を
諦
め
る
場
面
を
選

ん
だ
グ
ル
ー
プ
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

こ
の
場
面
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
メ
ロ
ス

が
友
と
の
約
束
を
諦
め
そ
う
に
な
っ
て
い
る
場
面

で
す
。
こ
こ
で
は
口
に
は
出
し
て
い
な
い
は
ず
の

彼
の
心
の
叫
び
が
ま
る
で
、
大
き
な
鐘
の
音
と

な
っ
て
鳴
り
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
メ
ロ
ス
の
心
情
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変

わ
る
の
で
す
。
正
義
を
貫
こ
う
と
す
る
自
分
と
、

諦
め
よ
う
と
す
る
自
分
。
葛
藤
を
す
る
メ
ロ
ス
は
、

正
義
を
貫
く
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
終
わ
ら
ず
、
人
間
ら

し
い
黒
い
部
分
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
長
く
愛

さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
も
、
場
面
説
明
の
100
字
の
文
章

も
、
す
べ
て
朗
読
の
練
習
を
し
、
い
い
発
表
に
な

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

大
き
く
息
を
吸
う
、
声
を
前
に
出
す
、
声
の

「
張
り
」
を
意
識
す
る
、
話
す
よ
う
な
自
然
の
流

れ
で
読
む
─
─
そ
の
練
習
で
す
。
司
会
を
担
当
す

る
子
も
同
じ
で
す
。
朗
読
の
部
分
は
一
グ
ル
ー
プ

ず
つ
、
私
の
前
で
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し
ま
す
。
最
後

の
仕
上
げ
と
し
て
、
実
際
の
発
表
と
同
じ
よ
う
に

行
い
ま
す
。

　

図
３
は
、
講
評
の
と
き
の
プ
リ
ン
ト
で
す
。

「
文
学
を
読
み
、
味
わ
う
た
め
の
表
現
集
」
と
し

て
、
子
ど
も
た
ち
が
実
際
に
使
っ
た
言
葉
を
明
記

し
た
も
の
で
す
。
コ
メ
ン
ト
の
中
に
あ
っ
た
言

葉
・
表
現
に
着
目
す
る
と
、
文
学
を
読
む
力
に
つ

な
が
る
語
彙
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
意
識

化
・
顕
在
化
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

私
は
、
単
元
を
終
わ
る
と
き
は
必
ず
、
こ
の

「
ま
と
め
」
の
時
間
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
単
元
で
何
を
学
び
、
何
が
で
き
て
何
が
課
題

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
か
を
き
ち
ん
と
言
葉
に
す

る
仕
事
で
す
。
教
師
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を

言
語
化
し
、
蓄
積
し
て
い
く
と
い
う
意
識
を
も
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
ま
と
め
」
の
時
間
が

な
い
と
、
「
活
動
あ
っ
て
、
力
な
し
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
私
た
ち
教
師
が
常
に

「
言
葉
を
教
え
る
仕
事
」
を
し
て
い
る
の
だ
と
自

覚
し
た
い
も
の
で
す
。

発
表
の
準
備

第
三
時
〜
第
五
時

発
表
会
・
ま
と
め
・
講
評

第
七
時
〜
第
八
時

◀
図
３　

講
評
の
と
き
に
配
布
す
る
プ
リ
ン
ト
（
一
部
）

発
表
の
練
習
・
リ
ハ
ー
サ
ル
・
発
表
会

第
六
時
〜
第
七
時
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❻
最
後
に
、
占
っ
た
内
容
と
そ
の
結
果
を
甲
骨

に
書
き
、
刻
し
ま
す
。

　

図
１
・
２
に
示
し
た
甲
骨
文
は
、
天
候
に
関

す
る
占
い
で
、「
雨
が
降
る
か
ど
う
か
」
と
尋

ね
て
（
図
１
）、
占
っ
た
結
果
、「
雨
が
降
る
」

と
判
断
し
て
い
ま
す
（
図
２
）。
こ
の
甲
骨
文
に

あ
る
「
雨
」
と
い
う
字
の
形
は
、
空
か
ら
水
が

し
た
た
り
落
ち
て
く
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
卜
」
と
い
う
字
は
訓
読
み
で
「
う

ら
な
う
」
と
読
み
、
こ
れ
は
ひ
び
割
れ
の
形
を

表
し
て
い
ま
す
。「
ボ
ク
」
と
い
う
音
読
み
は
、

骨
が
ひ
び
割
れ
た
と
き
に
発
す
る
音
か
ら
き
た

も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
卜
」
字
は
、

甲
骨
の
占
い
か
ら
生
ま
れ
た
漢
字
な
の
で
す
。

　

甲
骨
文
は
、
用
い
ら
れ
た
字
形
や
書
体
の
特

徴
か
ら
、
五
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
殷
墟
の

発
掘
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
考
古
学
者
、

董と
う

作さ
く

賓ひ
ん

（
一
八
九
五
〜
一
九
六
三
）
で
す
。
で

は
、
五
期
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
、
流
れ
を
追

い
な
が
ら
簡
単
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

最
初
は
の
び
の
び
と
力
強
く
（
第
一
期
：
雄ゆ
う

偉い

）、
だ
ん
だ
ん
お
と
な
し
く
な
り
（
第
二
期
：

謹き
ん

飭ち
ょ
く

）、
慣
れ
も
加
わ
っ
て
次
第
に
堕
落
の
傾

3

表
面
に
亀
裂
（
ひ
び
割
れ
）
が
生
じ
ま
す
。
貞て
い

人じ
ん

（
占
い
師
）
た
ち
は
、
そ
の
亀
裂
の
形
状
に

よ
っ
て
事
の
吉
凶
を
占
い
、
そ
の
結
果
を
亀
裂

の
そ
ば
に
刻
し
た
の
で
す
。

　

で
は
簡
単
に
、
占
い
の
方
法
を
記
し
て
み
ま

す
。

❶
ま
ず
、
亀
の
甲
や
牛
の
肩
胛
骨
の
表
面
を
な

め
ら
か
に
し
て
、
占
い
に
使
い
や
す
い
よ
う

整
え
ま
す
。

❷
次
に
、
甲
骨
の
裏
面
に
小
さ
な
穴
（
鑽
、
鑿
）

を
ほ
り
ま
す
（
図
２
）。

❸
占
う
内
容
を
決
め
ま
す
。

❹
穴（
鑽
）
の
部
分
に
熱
を
加
え
ま
す
（
図
２
に
、

焦
げ
跡
が
あ
り
ま
す
）。

❺
そ
の
熱
に
よ
っ
て
甲
骨
の
表
面
に
で
き
た
ひ

び
割
れ
を
見
て
、
吉
か
凶
か
を
判
断
し
ま
す
。

三
千
二
百
片
、
第
二
位
が
東
京
大
学
東
洋
文
化

研
究
所
の
約
一
千
三
百
片
、
第
三
位
が
天
理
大

学
参
考
館
の
約
七
百
片
、
第
四
位
が
東
洋
文
庫

の
約
六
百
片
、
そ
し
て
第
五
位
が
台
東
区
立
書

道
博
物
館
の
約
五
百
片
で
す
。

　

甲
骨
文
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
実
は
こ
れ
、
殷
時
代
に
行
っ
た

占
い
の
記
録
な
の
で
す
。
殷
王
朝
で
は
、
天
候
、

農
業
、
軍
事
や
王
の
行
動
な
ど
、
王
家
に
か
か

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
占
う
習
慣
が
あ
り
ま

し
た
。
甲
骨
の
裏
側
に
、
鑽さ
ん

や
鑿さ
く

と
呼
ば
れ
る

小
さ
な
穴
を
ほ
り
、
そ
こ
に
熱
を
加
え
る
と
、

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
最
古
の
漢
字
は
、
殷い
ん

時
代

の
紀
元
前
十
三
世
紀
前
後
よ
り
十
一
世
紀
中
頃

ま
で
、
二
百
数
十
年
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た

甲
骨
文
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
甲
骨
文
と

は
「
亀
甲4

獣
骨
文
4

4

」
の
略
で
、
そ
の
名
の
通
り

亀
の
甲
（
腹
甲
）
や
獣
の
骨
（
主
に
牛
の
肩け
ん

胛こ
う

骨こ
つ

）
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
す
。

　

十
九
世
紀
の
末
に
河か

南な
ん

省
安あ
ん

陽よ
う

市
付
近
の
殷い
ん

墟き
ょ

（
殷
王
朝
の
遺
跡
）
か
ら
出
土
し
、
そ
の
数

は
十
万
片
以
上
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
約
一

割
が
日
本
国
内
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
国

内
で
の
大
き
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
五
つ
あ
り
、

第
一
位
が
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
約

甲
骨
文
の
内
容

最
古
の
漢
字
は
甲こ

う

骨こ
つ

文ぶ
ん

書
写
の
教
科
書
で
は
、「
漢
字
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」（
Ｐ
３
）
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
で
、
漢
字
の
始
ま
り
か
ら
現
代
の

文
字
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
連
載
の
最
終
回
と
な
る
今
号
で
は
、
漢
字
の
原
点
に
立
ち
返
り
、

古
代
文
字
の
不
思
議
な
形
と
そ
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

漢
字
の
始
ま
り
　
〜
古
代
文
字
の
世
界
〜

連    
載

　
広
げ
よ
う

書
写
の
世
界
を

甲
骨
文
の
書
体
区
分

2021

王

曰
。
其
雨
。

【
読
み
】

王う
ら
な
ひ
み

て 

曰
の
た
ま
わく
、「
其そ

れ
雨
ふ
ら
ん
。」

庚
辰

 

ト
。
賓
貞
。

丁
亥
其

　

雨
。

【
読
み
】

庚こ
う

辰し
ん

に

トう
ら
な

へ
り
。
賓ひ
ん

が
貞と

ふ
。

「
丁て
い

亥が
い

に
其そ

れ

雨
ふ
ら
ん
か
。」
と
。

図
１
〜
６
す
べ
て
台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵

図
２　

牛
肩
胛
骨（
第
一
期
）の
裏
面

裏

図
１　

牛
肩
胛
骨（
第
一
期
）の
表
面

表

鑽

鑿
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源
流
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

秦
時
代
の
始
皇
帝
は
、
大
篆
を
基
礎
に
文
字

を
統
一
し
、
正
式
な
篆
書
体
で
あ
る
小
篆
を
制

定
し
ま
し
た
。
小
篆
の
代
表
的
な
も
の
と
し

て
「
泰た
い

山ざ
ん

刻こ
く

石せ
き

」（
図
６
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
秦

の
始
皇
帝
に
よ
る
全
国
統
一
の
偉
業
を
た
た
え

た
記
念
碑
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
始
皇
帝
は
、
度ど

量り
ょ
う

衡こ
う

も
整
備
し
、
重
さ
や
容

積
に
関
し
て
一
定
の
単
位
ご
と
に
基
準
器
を
作

り
ま
し
た
。「
権け
ん

」
は
、
重
さ
を
は
か
る
分ふ
ん

銅ど
う

、

「
量り
ょ
う

」
は
容
積
を
は
か
る
枡ま
す

で
す
。
基
準
器
に

は
、
ど
れ
も
始
皇
帝
の
全
国
統
一
を
た
た
え
る

四
十
字
の
詔し
ょ
う

勅ち
ょ
く

（
皇
帝
の
文
書
）
が
小
篆
で
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

占
い
に
用
い
た
最
古
の
漢
字
で
あ
る
甲
骨
文

に
始
ま
り
、
王
室
の
権
威
を
誇
示
し
た
青
銅
器

の
銘
文
、
そ
し
て
春
秋
戦
国
時
代
の
動
乱
期
を

経
て
、
秦
の
始
皇
帝
が
文
字
を
統
一
し
て
制
定

し
た
正
式
な
篆
書
ま
で
、
古
代
文
字
は
さ
ま
ざ

ま
に
変
化
を
遂
げ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

文
字
の
不
思
議
な
形
を
通
し
て
、
限
り
な
い
広

が
り
を
も
っ
た
漢
字
の
世
界
に
興
味
を
も
っ
て

く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
り
、
銘
文
（
青
銅
器
の
文
字
）
も
長
文
化
し

ま
す
。
こ
の
時
期
の
銘
文
は
、
西
周
の
王
室
あ

る
い
は
上
層
貴
族
な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
人
た

ち
に
よ
る
も
の
で
、
文
字
の
統
一
性
が
比
較
的

保
た
れ
て
お
り
、
端
正
か
つ
堂
々
と
し
た
書
き

ぶ
り
で
す
。
紀
元
前
九
世
紀
頃
に
作
ら
れ
た
小し
ょ
う

克こ
く

鼎て
い

（
図
３
）
に
は
、
優
美
で
洗
練
さ
れ
た
書

体
の
銘
文
が
鋳
込
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
４
）。

　

周
の
権
力
が
衰
え
る
と
、
多
数
の
国
が
興
る

春
秋
戦
国
時
代
に
入
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
文

字
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
り
、
南
方
の
楚そ

系け
い

文

字
や
西
方
の
秦し
ん

系け
い

文
字
な
ど
、
種
々
の
字
形
が

存
在
し
ま
す
。
ま
た
青
銅
器
以
外
に
、
石
に
刻

さ
れ
た
文
字
も
新
た
に
出
現
し
ま
す
。
現
存
す

る
最
古
の
石
刻
文
字
で
あ
る
「
石せ
っ

鼓こ

文ぶ
ん

」（
図
５
）

は
、
大
篆
あ
る
い
は
籀ち
ゅ
う

文ぶ
ん

と
い
わ
れ
、
篆
書
の

現
在
の
漢
字
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
今
の

私
た
ち
に
も
解
読
で
き
る
甲
骨
文
が
あ
る
の
は
、

実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
漢
字
の
と

て
も
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
他
の
国
々

の
文
字
に
は
な
い
特
徴
で
す
。
甲
骨
文
の
不
思

議
な
世
界
は
、
漢
字
の
始
ま
り
の
秘
密
を
解
き

明
か
す
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

甲
骨
文
に
次
ぐ
古
い
文
字
は
、
青
銅
器
に
鋳い

込
ま
れ
た
金き
ん

文ぶ
ん

で
す
。
青
銅
器
は
殷
時
代
よ
り

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
西せ
い

周し
ゅ
う

時
代
（
紀
元
前

十
一
〜
八
世
紀
）
に
そ
の
製
作
が
最
も
盛
ん
に

本館にてさまざまな甲骨文，青銅器を展示しています。
■アクセス：ＪＲ鶯谷駅北口から徒歩５分
■ H　　 P：http://www.taitocity.net/taito/shodou

東洋館８室では，特集陳列「中村不折と高島菊次郎」において書道博物館の所蔵品
が展示されます。
■会　　期：2014年２月４日（火）〜３月30日（日）
■アクセス：ＪＲ上野駅公園口，鶯谷駅南口から徒歩10分
■ H　　 P：http ://www.tnm. jp
■主な展示作品：石鼓文−安国本−（戦国／前５〜前４世紀頃）台東区立書道博物館蔵
　　　　　　　　泰山刻石−百六十五字本−（秦／前219）　  台東区立書道博物館蔵

今回ご紹介した甲骨文や青銅器は，
下記の博物館でご覧いただくことができます。

甲
骨
文
の
重
要
性

向
と
な
り
ま
す
が
（
第
三
期
：
頽た
い

靡び

）、
一
種

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
り
一
時
的
に
も
ち
直
し
、

第
一
期
の
よ
う
な
強
さ
が
再
び
現
れ
て
（
第
四

期
：
勁け
い

峭し
ょ
う

）、
最
後
に
は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と

ま
り
ま
す
（
第
五
期
：
厳げ
ん

整せ
い

）。
こ
の
よ
う
に
、

最
初
は
粗
削
り
で
野
性
的
だ
っ
た
も
の
が
次
第

に
整せ
い

斉せ
い

さ
れ
、
同
時
に
す
が
す
が
し
さ
を
失
っ

て
い
っ
た
ん
は
退
廃
し
、
ま
た
立
ち
直
っ
て
ま

と
ま
り
始
め
、
最
後
は
完
成
に
向
け
て
き
れ
い

に
整
っ
て
い
き
ま
す
。

　

甲
骨
文
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
八
九
九
年
、

つ
ま
り
約
百
十
年
前
の
こ
と
で
す
。
日
本
で
は

明
治
三
十
二
年
に
あ
た
り
ま
す
か
ら
、
江
戸
時

代
や
明
治
初
め
の
人
た
ち
は
、
甲
骨
文
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
甲
骨
文
の
出
現
に
よ
っ
て
、
三
千
年
以
上
も

前
の
中
国
の
人
々
の
生
活
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
書
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
世
界

の
歴
史
に
と
っ
て
も
重
大
な
発
見
だ
っ
た
の
で

す
。

　

私
た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
漢
字
の
始
ま
り

は
、
こ
う
し
た
絵
文
字
の
よ
う
な
、
自
由
で
楽

し
い
も
の
で
し
た
。
古
代
の
中
国
で
使
わ
れ
た

文
字
が
、
少
し
ず
つ
姿
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら

篆て
ん

書し
ょ

が
完
成
す
る
ま
で

　
─
金
文
、大だ

い

篆て
ん

、小し
ょ
う

篆て
ん

─

台東区立
書道博物館

東京国立
博物館

漢字の世界にふれよう

◀
図
４　

小
克
鼎
の
内
側
に
鋳
込
ま
れ
た
銘
文

▶
図
５　

石
鼓
文
─
安
国
本
─

▶
図
６　

泰
山
刻
石
─
百
六
十
五
字
本
─

◀
図
３　

小
克
鼎

鍋な
べ

島し
ま

稲と
う

子こ

台
東
区
立
書
道
博
物
館
主
任
研
究
員
。
筑
波
大
学
大
学
院
芸

術
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
芸
術
学
）。
東
京
国
立

博
物
館
客
員
研
究
員
。
大
阪
教
育
大
学
非
常
勤
講
師
。



　2013年９月，光村図書を含む教科書会社12社と株式会社

日立ソリューションズからなるコンソーシアム「 CoNETS

（コネッツ）」が発足しました。

　「 CoNETS 」のコンセプトは，「デジタル教科書のスタン

ダードを目ざす」。これまで，教科や教科書会社によって異

なっていたデジタル教科書の操作性を統一し，さまざまな端

末で使用できるマルチプラットフォームを開発します。それ

により，教科や学年を超えた新たな学びが生まれます。

　2015年４月の小学校の教科書改訂時をスタートに，中学

校，高等学校の順で，製品をリリースしていきます。

　「 CoNETS 」は，教科書づくりで培ったノウハウで，デ

ジタル教科書の新たな可能性をかたちにし，これからも子ど

もたちの学びと教育現場をサポートしていきます。

www.conets.jp

リョウ＆ナオ
川端裕人──著

定価：本体1,600円＋税
ISBN978-4-89528-689-3

さんぱつやきょうこさん
長谷川義史──作

定価：本体1,200円＋税
ISBN978-4-89528-687-9 「飛ぶ教室」は，子どもの本

と子どもの文化を掘り下げ
る総合誌を目ざして，昭和
56年に発刊した児童文学
雑誌です。作家の個性があ
ふれる童話や短編，絵本の
書きおろし作品のほか，作
家や作品の魅力に迫るイン
タビューや座談会など，読
みごたえある企画満載です。
定価：本体952円＋税

年４回発行
（1・4・7・10月の25日）
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特集──「手紙」
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