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わたし
と

ことば

に
囲
ま
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
孤
島
に
は
四
季
折
々

に
恵
み
の
雨
や
雪
が
降
り
ま
す
。
豊
か
な
水
は

森
山
に
蓄
え
ら
れ
、
川
に
集
ま
り
流
れ
、
肥
沃
な
大
地
と

豊
潤
な
海
を
人
々
に
授
け
ま
し
た
。
人
々
は
湧
水
池
に

居
を
定
め
、
縄
文
土
器
で
煮
炊
き
し
て
、
自
然
と
共
存
共

鳴
す
る
よ
う
な
暮
ら
し
を
一
万
二
千
年
間
も
続
け
ま
し

た
。
古
代
の
人
々
は
、
山
も
、
森
も
、
猪
い
の
し
し

も
、
魚
も
、
お

芋
も
、
災
い
を
も
た
ら
す
雷
も
地
震
も
、
良
い
こ
と
悪
い

こ
と
、
強
い
も
の
、
弱
い
も
の
、
速
い
も
の
、
怖
い
も
の
、

す
べ
て
を
神
様
だ
と
信
じ
、
神
様
と
い
っ
し
ょ
に
居
る
よ

う
に
暮
ら
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、毎
度
の
「
た
べ
ご
と
」
は
、

神
様
と
交
わ
る
大
事
。
ま
ず
手
を
洗
い
清
め
る
こ
と
か
ら

始
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
周
り
を
見
渡
し
て
も
、
こ
れ
ほ

ど
清
潔
に
注
意
す
る
国
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
れ
い
な
水
は

あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
、
嫌
な
こ
と
も
水
に
流
し
て
、
澄
ま

せ
ま
し
た
。
サ
ッ
パ
リ
気
持
ち
よ
い
毎

日
の
風
呂
と
毎
度
の
手
洗
い
は
、
私
た

ち
の
習
慣
に
な
り
ま
し
た
。
清
潔
は
美

徳
と
な
っ
て
、
抗
菌
グ
ッ
ズ
や
清
潔
に

ま
つ
わ
る
商
品
が
溢あ
ふ

れ
、
観
光
客
を
驚

か
せ
ま
す
。

海

清
い
水
の
恵
み
か
ら
生
ま
れ
た
「
き
れ
い
き
た
な
い
」

は
、
日
本
人
の
倫
理
観
そ
の
も
の
で
す
。
で
も
ね
、
あ
ま

り
に
潔
癖
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。「
き
れ
い
」

ば
っ
か
り
な
ら
病
気
に
な
り
ま
す
。
バ
イ
菌
な
ん
て
ど
こ

に
も
い
ま
す
。
真
面
目
も
過
ぎ
る
と
「
く
そ
真
面
目
」
で

し
ょ
。
不
潔
や
不
正
に
も
、
神
経
質
に
な
ら
ず
大
ら
か
に
。

嫌
悪
感
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
、
人
間
は
不
都
合
な
も

の
を
排
除
し
た
く
な
る
か
ら
で
す
。度
を
超
え
た
の
が「
弱

者
虐
待
」、「
殺
人
」。
そ
れ
を
正
し
い
と
信
じ
て
し
ま
う

か
ら
人
間
っ
て
恐
ろ
し
い
。「
大
調
和
」、
バ
ラ
ン
ス
が
一

番
大
事
で
す
。
嫌
な
菌
だ
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
の

い
い
菌
ば
か
り
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
る
の
で
す
。

よ
い
心
だ
け
な
ん
て
嘘
。
あ
な
た
も
半
分
は
「
悪
も
ん
」

や
と
知
っ
て
ま
す
か
？ 

良
い
と
悪
い
の
間
に
「
知
恵
」
が
あ
り
、
強
い
と
弱
い

の
間
に
「
や
さ
し
さ
」
が
あ
る
。
私
は
「
わ
る
さ
」
で
し
た

か
ら
「
え
え
か
げ
ん
に
し
と
き
や
」
っ
て
よ
く
叱
ら
れ
ま
し

た
。「
え
え
加
減
い
う
の
は
、
良
く
て
も
悪
く
て
も
、
あ
か

ん
こ
と
」
で
す
。
そ
の
時
の
そ
の
事
の
歩
む
べ
き
道
を
考

え
る
。
思
考
し
続
け
る
こ
と
は
、
し
ん
ど
い
け
れ
ど
、
そ

れ
が
生
き
て
い
く
こ
と
で
、
ほ
ん
ま
の
幸
せ
や
と
思
い
ま
す
。

ええかげんに
しときや

料理研究家 土
ど

井
い

善
よ し

晴
は る
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特 集

慶應義塾大学環境情報学部教授。専門は認
知科学，言語心理学，発達心理学。著書に，『こ
とばと思考』『学びとは何か—〈探究人〉にな
るために』（岩波新書），『言葉をおぼえるしくみ』
（ちくま学芸文庫）などがある。

今
いま

井
い

むつみ

今
号
の
テ
ー
マ
は
、「
言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
読
む
」

こ
と
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
実
践
報
告
、
提
言
を
通
し
て
、

子
ど
も
た
ち
の
語
彙
の
拡
充
と
「
読
む
こ
と
」
と
の
関

係
に
迫
り
ま
す
。

言
葉
の
セ
ン
ス
を
育
む

―
先
生
は
、
※
認
知
科
学
の
見
地
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
が
言
葉
を
覚
え
る
仕
組
み
に
つ
い
て
ご
研
究

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
が
言
葉
を
理
解
し
、
さ
ら
に
自
分
で

使
え
る
言
葉
を
増
や
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
い

う
学
習
が
必
要
な
の
か
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
今
ま

で
幼
児
を
対
象
に
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
、

力
を
入
れ
て
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
外
国
を

ル
ー
ツ
と
す
る
子
ど
も
た
ち
で
す
。
母
語
で
は
な
い

日
本
語
を
学
ぶ
と
き
に
、
何
が
難
し
い
の
か
、
日
本

語
を
適
切
に
使
う
た
め
に
は
何
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

―
そ
う
い
う
研
究
を
通
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
見

え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

言
葉
の
理
解
の
し
か
た
と
い
う
の
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に

こ
う
い
う
概
念
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
レ
ベ
ル
と
、

撮影：鈴木俊介

言
葉
に
立
ち
止
ま
っ
て
読
む

き
ち
ん
と
使
え
る
レ
ベ
ル
で
か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
外
国
の
人
と
日
本
語
で
話
し
て
い
る
と
、
随

所
に
感
じ
ま
す
。

例
え
ば
、
私
が
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
旅
行
に
行
っ

た
と
き
の
こ
と
で
す
。
現
地
で
日
本
語
を
話
せ
る
方

が
、
ツ
ア
ー
の
ガ
イ
ド
に
つ
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

彼
女
が
、
ツ
ア
ー
の
中
で
、
金
色
の
美
し
い
イ
ス
ラ
ム

の
建
築
を
「
金
だ
ら
け
の
モ
ス
ク
」
と
説
明
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
す
ご
く
興
味
深
か
っ
た
。「
だ
ら
け
」
の

意
味
を
外
国
の
人
や
子
ど
も
に
教
え
よ
う
と
す
る
と
、

「
〇
〇
で
い
っ
ぱ
い
」
な
ど
と
し
か
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
、
こ
の
文
脈
で
「
金
だ
ら
け
の
モ
ス
ク
」
と
言

う
と
、
き
れ
い
な
モ
ス
ク
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う

感
じ
が
す
る
。

同
じ
「
金
で
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
も
、

「
金
ま
み
れ
」
は
も
っ
と
そ
ぐ
わ
な
い
し
、「
金
尽
く

し
」
も
少
し
違
う
。
こ
の
文
脈
で
は
、「
金
の
装
飾

が
施
さ
れ
た
モ
ス
ク
」
や
、「
金
を
た
く
さ
ん
使
っ
た

豪
華
な
モ
ス
ク
」
と
言
う
と
い
い
の
で
す
が
。
外
国

の
人
に
限
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
言
葉
を
習
得
し
て
い
く

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
運
用
も
含
め
た

言
葉
の
力
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
状
況
や
文
脈
を
含
め
た
理
解
が
大
切
だ
と
。

そ
う
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
言
葉
と
似
た

言
葉
を
知
っ
て
い
て
、「
こ
の
状
況
で
は
こ
れ
が
適
切

だ
」
と
い
う
判
断
が
で
き
る
こ
と
で
す
ね
。
た
く
さ

ん
の
経
験
を
経
て
そ
う
い
う

―
私
は
い
つ
も
「
セ
ン

ス
」
と
言
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど

―
言
葉
に

関
し
て
の
感
覚
を
育
む
こ
と
が
、
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
感
覚
が
あ
る
と
、
自
分
で
本
を
読
ん
で
い

て
も
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。

特
に
小
学
生
は
、
読
む
こ
と
か
ら
非
常
に
多
く
の

言
葉
を
覚
え
て
い
き
ま
す
。
文
脈
か
ら
意
味
を
考
え

て
、
そ
れ
を
記
憶
し
、
そ
の
蓄
積
が
言
葉
の
意
味
の

知
識
に
な
る
。
そ
れ
は一個
一個
の
単
語
の
知
識
を
超

え
て
、
言
葉
の
セ
ン
ス
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

―
文
章
か
ら
自
分
で
学
ん
で
い
け
る
力
を
つ
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

語
彙
は
無
限
に
あ
る
の
で
、
必
要
な
語
彙
を
全
部

教
え
る
こ
と
で
き
ま
せ
ん
。
教
科
書
で
扱
わ
れ
る
語

彙
は
精
選
さ
れ
た
語
彙
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ

れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
大
事

な
の
は
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
、
文
脈
か
ら
推
測
し
て
、

言
葉
の
意
味
を
広
げ
て
い
く
感
覚
で
す
。

自
分
が
知
っ
て
い
た
言
葉
だ
け
ど
、
こ
の
文
章
で
は

違
う
使
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
、
意
味
を

推
測
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
辞
書
を
引
い
て
楽
し

む
、
そ
の
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
、
新
た
な
言
葉
と
の
出
会
い
も

生
ま
れ
、
語
彙
が
増
え
て
い
く
の
で
す
。

学
校
で
育
て
る
言
葉
の
力

―
国
語
の
授
業
で
は
、
ど
う
い
う
工
夫
を
し
て
い

け
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

以
前
、「
た
ん
ぽ
ぽ
の　

ち
え
（
二
年
）」
の
授
業

を
見
て
い
た
と
き
に
、
と
て
も
感
心
し
た
場
面
が
あ

令和2年度版教科書の新教材
「言葉の意味が分かること」（5年）の

筆者でもある今井むつみ先生。
本誌では，子どもが語彙を
増やすために必要なことに
ついて伺いました。

言葉の
意味を楽しみ，
探究すること
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授
業
で
は
、
他
動
詞
、
自
動
詞
な
ど
の
言
葉
は
使
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
と
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

思
い
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
授
業
の
中
で
、
言
葉
の
セ

ン
ス
が
身
に
つ
い
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
に
は
思
え

ま
し
た
。

―
教
室
で
、
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
感
覚
を
磨
い

て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
多
読
的
に
全
体
の
内
容
を
つ
か
ん
で
楽

し
む
読
み
方
も
大
事
で
す
。
で
も
、
言
葉
に
立
ち

止
ま
っ
て
深
掘
り
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
。
授
業
の

流
れ
の
中
の
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ど
の
言
葉
を
ど

う
取
り
上
げ
る
か
、
と
て
も
大
切
な
工
夫
だ
と
思
い

ま
す
。

例
え
ば
、「
触
れ
る
」
と
「
触
る
」
が
ど
う
違
う

の
か
。
両
方
と
も
す
ご
く
日
常
的
な
言
葉
で
、重
な
っ

て
使
う
文
脈
も
か
な
り
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
微
妙
な

違
い
に
つ
い
て
、
動
作
化
し
た
り
、
使
い
方
を
比
べ
た

り
し
な
が
ら
考
え
る
な
ど
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

つ
ま
ず
き
や
す
い
言
葉

―
中
学
年
に
な
る
と
、
文
章
を
読
む
こ
と
に
抵

抗
を
感
じ
る
子
が
増
え
る
と
も
聞
き
ま
す
。

「
九
歳
の
壁
」
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
教
科
に
あ

り
ま
す
。
国
語
も
そ
う
で
す
し
、
算
数
は
特
に
そ
う

で
す
。
低
学
年
の
う
ち
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
補
助
が
あ
っ

た
り
、
日
常
の
生
活
体
験
に
結
び
付
い
て
い
る
言
葉

が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
り
、
分
か
り
や
す
い
ん
で
す
。
そ

れ
が
四・五
年
生
に
な
る
と
、
内
容
が
抽
象
的
に
な
っ

て
、
教
科
書
の
言
葉
も
抽
象
的
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
く
。
外
国
を
ル
ー
ツ
に
も
つ
子
ど
も
に
調
査

り
ま
し
た
。
そ
の
授
業
で
は
、
先
生
が
、
教
材
の
中

に
出
て
く
る
「
し
ぼ
む
」
と
い
う
言
葉
と
、「
す
ぼ
む
」

と
い
う
言
葉
が
ど
う
違
う
か
を
問
い
か
け
て
い
ま
し
た
。

多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、「
し
ぼ
む
」
と
「
す
ぼ
む
」

を
混
同
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
先
生
が
「『
す
ぼ
む
』
は
ど
う
い

う
と
き
に
使
い
ま
す
か
」
と
聞
い
た
ん
で
す
。
す
る

と
、一人
の
子
が
「
傘
を
す
ぼ
め
る
」
と
言
い
ま
し
た
。

先
生
は
さ
ら
に
、「『
傘
を
す
ぼ
め
る
』
と
言
う
け
れ

ど
、
傘
は
『
し
ぼ
む
』
と
言
い
ま
す
か
」
と
聞
き
ま

し
た
。
そ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
中
で
、
わ
い
わ

い
議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。
傘
を
す
ぼ
め
る
動
作
を

や
っ
て
み
て
、
そ
れ
が
た
ん
ぽ
ぽ
の
説
明
で
な
ぜ
使
わ

れ
る
の
か
な
ど
を
議
論
し
、
自
分
た
ち
で
「
し
ぼ
む
」

と
「
す
ぼ
む
」
の
違
い
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

―
先
生
が
問
い
か
け
た
か
ら
こ
そ
の
議
論
で
す
ね
。

問
い
か
け
な
い
と
、
何
と
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま

い
ま
す
ね
。
そ
の
先
生
は
、「『
す
ぼ
め
る
』
と
言
い

ま
す
が
、『
し
ぼ
め
る
』
と
言
い
ま
す
か
」
と
い
う
問

い
も
投
げ
か
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
「
す
ぼ
む
」

に
は
「
す
ぼ
め
る
」
と
い
う
他
動
詞
の
形
が
あ
る
け

れ
ど
、「
し
ぼ
む
」
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
気

づ
い
た
子
ど
も
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん

を
し
た
と
き
も
、
算
数
の
問
題
で
使
わ
れ
る
よ
う
な

「
等
し
い
」
と
い
っ
た
言
葉
に
な
る
と
、
て
き
め
ん
に

わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

―
日
本
語
を
母
語
と
す
る
小
学
生
は
、
ど
う
い

う
言
葉
に
つ
ま
ず
き
や
す
い
で
す
か
。

ま
だ
予
備
調
査
の
段
階
で
す
が
、
言
葉
の
意
味

を
理
解
し
た
り
推
測
し
た
り
す
る
力
が
弱
い
子
が
、

ど
う
い
う
言
葉
で
つ
ま
ず
く
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
生
活
で
よ
く
使
う
、「
借
り
る
」
と
い

う
言
葉
は
、
言
葉
の
力
が
弱
い
子
で
も
100
パ
ー
セ
ン

ト
理
解
で
き
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、「
う
な
ず
く
」「
か

し
げ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
言
葉
の
力
が
高
い
子
と

の
間
で
如
実
に
差
が
出
ま
す
。「
使
用
す
る
」
の
意

味
も
、
選
択
肢
か
ら
「
使
う
」
を
選
ん
で
ほ
し
い
の

で
す
が
、「
用
意
す
る
」
を
選
ん
で
し
ま
う
。
そ
の

辺
り
の
細
か
い
概
念
の
区
別
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。「
口

が
重
い
」「
熱
い
友
情
」
と
い
っ
た
慣
用
的
な
言
葉

も
子
ど
も
に
よ
っ
て
大
き
く
理
解
が
違
い
ま
す
。

―
正
答
率
に
差
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
、
文
章

の
中
で
出
会
う
言
葉
で
す
ね
。

そ
う
な
ん
で
す
。
幼
児
期
に
ど
の
く
ら
い
本
を

読
ん
で
い
た
か
と
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
し
て
い

て
、
今
後
そ
の
調
査
と
の
関
係
も
明
ら
か
に
し
よ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
に

―
二
〇
二
〇
年
か
ら
、小
学
校
で
も
外
国
語
（
英

語
）
が
教
科
と
な
り
ま
す
。

言
葉
を
探
究
す
る
感
覚
を
、
母
語
で
も
っ
て
い
る

こ
と
は
、
英
語
の
学
習
に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
私
の
大
学
院
に
い
る
中
国
の
学
生
さ
ん
に
、

日
本
語
の
、
そ
れ
も
中
国
の
人
が
意
味
や
使
い
方
を

誤
解
し
や
す
い
言
葉
を
た
く
さ
ん
集
め
て
、
ど
れ
だ

け
理
解
で
き
て
い
る
か
、
使
え
て
い
る
か
を
テ
ス
ト
し

ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
母
語
で
あ
る
中
国
語
で
、

か
な
り
難
し
い
言
葉
の
力
を
測
る
問
題
も
や
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
そ
の
関
係
を
見
た
ら
、
母
語
で
あ
る

中
国
語
に
お
い
て
、
言
葉
に
感
覚
鋭
く
、
的
確
に
語

を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、
日
本
語
で
も
、

特
に
中
国
の
人
が
間
違
え
や
す
い
言
葉
が
ち
ゃ
ん
と

使
え
て
い
る
。

だ
か
ら
、
国
語
は
英
語
の
た
め
に
も
大
事
な
ん
で

す
。
と
い
う
か
、
国
語
力
が
な
い
と
、
英
語
は
学
習

で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、

ど
の
よ
う
な
言
葉
の
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
か
。

言
葉
は
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
探
究
し
て

い
く
も
の
だ
と
い
う
感
覚
を
育
て
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

私
た
ち
大
人
に
で
き
る
こ
と
は
、
無
限
に
あ
る
言
葉

の
中
の一部
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
、
探
究
の
入

り
口
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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◆
子
ど
も
が
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
た
め
に

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
単
元
を
通
し
て
言
語
活
動
を
位
置
づ
け
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
が
言
葉
の
意
味

の
広
が
り
や
使
わ
れ
方
に
立
ち
止
ま
り
、
学
び
が
い

を
感
じ
る
た
め
に
は
、「
言
語
活
動
の
下
ご
し
ら
え
」

と
し
て
の
語
彙
学
習
を
計
画
す
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

◆
語
彙
学
習
へ
の
切
実
性

単
元
を
通
し
た
言
語
活
動
を
行
う
に
は
、
学
習
課

題
に
よ
っ
て
、
言
語
活
動
が
単
元
の
初
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
子
ど
も
が
自
覚
し
、 

見
通
し
を
も
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
「
こ
ん
な
言
葉
が
欲
し
い
、

こ
の
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
か
確
か
め
た
い
」
と
、
子

ど
も
が
切
実
に
言
葉
の
学
習
を
求
め
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
そ
の
よ
う
な
切
実
性
の
あ
る
単
元
を
つ
く
り

た
い
も
の
で
す
。

	

（2）
力
を
確
か
め
る
（
試
験
）。

	

　

	

＊
初
め
て
読
む
作
品
の
「　
　
　
。」
の
続
き
を
書
き
換
え
る
。

◆
学
習
の
実
際

作
品
の
会
話
文
に
続
く
部
分
を
空
白
に
し
た
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
示
し
、「
言
い
ま
し
た
」
に
当
た
る
部

分
を
他
の
言
葉
で
書
き
換
え
る
と
い
う
言
語
活
動
を

す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
作
品
全
体
を
い
く
つ

か
の
部
分
に
分
け
て
示
し
た
の
で
、
子
ど
も
が
そ
れ

ぞ
れ
選
ん
で
書
き
換
え
る
こ
と
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
自
分
た
ち
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
「
言
い

ま
し
た
」
の
仲
間
の
言
葉
（
類
義
表
現
）
を
共
有
し

た
り
、
そ
れ
ら
を
カ
テ
ゴ
リ
化
し
て
整
理
し
た
り
す

る
過
程
も
設
け
ま
し
た
（
学
習
活
動
２
）。
結
果
は

◆
単
元
づ
く
り
の
実
際

「
お
手
紙
」
を
も
と
に
、
単
元
づ
く
り
の
事
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
教
科
書
に
は
「
だ
れ
が
、
何
を
す

る
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
に
気
を
つ
け
て

読
み
、
音
読
げ
き
を
し
ま
し
ょ
う
。」
と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は
、
学
級
の
傾
向
と
作
品
の
特
徴
を

生
か
し
て
、
言
葉
を
見
つ
め
る
語
彙
学
習
の
機
会
に

し
た
い
と
い
う
指
導
者
の
意
図
か
ら
、
教
科
書
の
単

元
計
画
を
微
調
整
し
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
言
語
活

動
を
「
だ
れ
が
、
何
を
す
る
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
を

言
う
の
か
を
、
他
の
表
現
に
書
き
換
え
る
こ
と
」
に

変
更
し
ま
し
た
。
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
登
場
人
物

の
会
話
に
続
く
表
現
が
〈
言
い
ま
し
た
〉
と
〈
た
ず

ね
ま
し
た
〉
が
多
い
た
め
、〈
言
い
ま
し
た
〉
を
書

き
換
え
る
こ
と
で
、
音
読
劇
と
同
じ
効
果
が
あ
る
と

考
え
た
か
ら
で
す
。

学
習
課
題
は
、『
こ
の
単
元
で
は
、
が
ま
く
ん
や

か
え
る
く
ん
の
行
動
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
学
習
を
し
ま
す
。
課
題
は
、《
が
ま
く
ん

表
の
❶
の
通
り
で
す
。

子
ど
も
は
、
言
葉
集
め
や
言
葉
選
び
に
取
り
組
み

ま
し
た
が
、
多
く
は
「
〜
言
い
ま
し
た
」
と
い
う
書

き
換
え
で
し
た
。
そ
こ
で
、
下
ご
し
ら
え
の
語
彙
学

習
と
し
て
、
さ
ら
に
言
葉
集
め
を
し
て
か
ら
、
も
う

一
度
書
き
換
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
学
習
活
動

３
）。
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
す
る
の
か
を
理
解

し
て
か
ら
の
言
葉
集
め
は
、
こ
れ
ま
で
の
集
め
方
と

は
質
が
異
な
り
、
知
ら
な
い
言
葉
を
集
め
る
こ
と
か

ら
、
使
い
た
い
言
葉
を
集
め
る
こ
と
へ
意
識
が
変
化

し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
再
度
、
書
き
換
え
た
も
の
が
❷
で
す
。

❶
と
同
じ
子
ど
も
た
ち
が
書
き
換
え
た
も
の
で
す
。

依
然
「
〜
言
い
ま
し
た
」
と
い
う
書
き
換
え
も
多
い

や
か
え
る
く
ん
が
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
言
っ
た
こ
と

や
し
た
こ
と
を
関
連
付
け
て
、「　
　
　

。」
言
い
ま

し
た
。
を
詳
し
く
書
き
換
え
る
》
こ
と
で
す
。』
と

伝
え
ま
し
た
。

◆
単
元
計
画
（
全
６
時
間
程
度
）

１	

単
元
の
見
通
し
を
も
つ
。

	

（1）
学
習
課
題
を
何
度
も
読
む
。

	

（2）
モ
デ
ル
を
き
ち
ん
と
読
む
。

	

（3）
《
私
の
問
い
》
を
立
て
る
。

２
「
言
い
ま
し
た
」
の
仲
間
の
言
葉
を
集
め
る
。

３	

作
品
を
何
度
も
読
み
な
が
ら
、
仲
間
の
言
葉
を 

 

も
っ
と
集
め
る
。

４	

書
き
換
え
た
い
場
面
を
選
ん
で
、仲
間
の
言
葉
を 

 

当
て
は
め
な
が
ら
何
度
も
読
む
。

５	

書
き
換
え
る
。
発
表
会
の
練
習
を
す
る
。

６	

発
表
会
を
通
し
て
「
お
手
紙
」
を
味
わ
う
。

７	

単
元
の
振
り
返
り
を
す
る
。

	

（1）
学
習
の
振
り
返
り
と
作
品
の
振
り
返
り
。

で
す
が
、
❶
に
比
べ
「
言
い
ま
し
た
」
に
換
わ
る
言

葉
の
種
類
は
増
え
て
い
ま
す
し
、「
場
面
の
様
子
に

つ
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
を
中
心
に
想
像

す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
考
え
た
結
果
と

考
え
ら
れ
る
言
葉
の
使
い
方
が
で
き
て
い
ま
す
。

◆
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
読
み
手
を
育
て
る

言
葉
に
立
ち
止
ま
る
読
み
手
を
育
て
る
に
は
、
立

ち
止
ま
り
た
く
な
る
魅
力
的
な
「
き
っ
か
け
」
と
、

立
ち
止
ま
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
「
自
己
表
現
の

場
」
が
必
要
で
す
。「
き
っ
か
け
」
は
学
習
課
題
、「
自

己
表
現
の
場
」
は
言
語
活
動
で
す
。

13ページ 12ページ

対
応
す
る
会
話
文

9
〜

10
行
目

7
行
目

5
〜

6
行
目

3
行
目

9
〜

10
行
目

7
行
目

5
〜

6
行
目

3
行
目

「
今
ま
で
、
…
…
。」

「
ば
か
ら
し
い
こ
と
、
…
…
。」

「
き
ょ
う
は
、
…
…
。」

「
で
も
ね
、
…
…
。」

「
ぼ
く
に
…
…
。」

「
そ
ん
な
こ
と
、
…
…
。」

「
ひ
ょっ
と
し
て
、
…
…
。」

「
が
ま
く
ん
。」

も
う
い
い
か
ら
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

ま
た
、む
り
む
り
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
は
本
当
は
し
っ
て
い
る
の
に
言

い
ま
し
た
。

も
う
い
ち
ど
か
え
る
く
ん
は
言
い
ま
し
た
。

む
り
む
り
と
い
う
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
き
っ
ぱ
り
と
言
い
ま
し
た
。

や
さ
し
く
言
い
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
が
が
ま
く
ん
を
よ
び
ま
し
た
。

児
童
A

❶ち
ょ
っ
と
お
こ
り
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は　
※
児
童
の
記
述
マ
マ
。

ね
っ
て
ゆ
う
か
ん
じ
で
言
い
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
は
が
ま
く
ん
の
ち
か
く
に
い
っ

て
言
い
ま
し
た
。

こ
ん
ど
は
と
お
く
を
み
な
が
ら
言
い
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
か
え
る
く
ん
の
か
お
を
見
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
に
こ
っ
そ
り
言
い
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
が　
※
児
童
の
記
述
マ
マ
。

児
童
B

が
ま
く
ん
は
た
め
い
き
を
つ
き
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
、つ
い
に
ど
な
り
ま
し
た
。

じ
し
ん
を
も
っ
て
な
だ
め
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
は
あ
き
ら
め
ま
せ
ん
。

あ
き
ら
め
た
よ
う
に
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
お
こ
る
よ
う
に
言
い
切
り
ま
し
た
。

思
い
な
お
す
よ
う
せ
つ
め
い
し
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
が
が
ま
く
ん
に
声
を
か
け
ま

し
た
。

児
童
A

❷ほ
ん
と
う
と
は
ち
が
う
こ
と
を
つ
ぶ
や
い
て

し
ま
い
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
も
っ
と
な
に
か
言
い
た
そ
う
で

し
た
。

いっ
き
に
言
って
か
ら
が
ま
く
ん
を
見
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
が
言
う
ま
え
に
言
い
ま
し
た
。

ぽ
そ
っ
と
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

が
ま
く
ん
は
ち
が
う
ほ
う
を
見
て
い
ま
す
。

が
ま
く
ん
の
か
お
を
の
ぞ
き
ま
し
た
。

か
え
る
く
ん
は
が
ま
く
ん
に
近
よ
り
ま
し
た
。

児
童
B

佐
賀
大
学
教
授　

達た
つ

富と
み

洋よ
う

二じ

「
　
　
　
　
。」と
言
い
ま
し
た
。

ば
か
り
じ
ゃ
つ
ま
ん
な
い

―「
お
手
紙
」（
二
年
）―

07 06



実践報告 2

◆
子
ど
も
が
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
た
め
に

子
ど
も
は
、
言
葉
（
本
稿
で
は
、
広
く
「
表
現
」

の
意
と
し
て
用
い
る
）
に
「
立
ち
止
ま
る
」
す
べ
を

知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
表
面
的
な
内
容
理
解
に
留

ま
り
、
筆
者
が
紡
ぎ
出
し
た
一
言
一
言
の
意
味
や
意

図
に
思
い
を
は
せ
な
い
こ
と
も
多
い
。
国
語
科
学
習

は
、
そ
う
し
た
子
ど
も
が
言
葉
に
「
立
ち
止
ま
る
」

す
べ
を
身
に
つ
け
、
言
葉
の
意
味
や
使
わ
れ
方
に
目

を
向
け
る
力
を
育
む
た
め
に
あ
る
。
で
は
、「
ア
ッ

プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」
と
い
う
教
材
で
「
立
ち
止

ま
る
」
べ
き
言
葉
と
は
？　

読
者
を
引
き
込
み
、
納

得
を
生
み
出
す
筆
者
の
言
葉
の
「
技
」
と
し
て
、
次

の
四
点
を
見
い
出
し
た
。

①
画
面
（
シ
ー
ン
）
と
の
対
応
を
図
る
言
葉

②
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
な
ど
を
対
比
す
る
言
葉

③
ま
と
め
に
隠
さ
れ
た
、
対
比
の
言
葉

④
論
を
広
げ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
類
比
の
言
葉

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
よ
う
に
施
し
た

仕
掛
け
や
工
夫
を
、
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。

②
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
な
ど
を
対
比
す
る
言
葉

「
ア
ッ
プ
」
と
「
ル
ー
ズ
」、「
分
か
る
こ
と
」
と

「
分
か
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
対
比
の
観
点
を
示
し
、

本
文
に
―
線
や‖

線
を
引
い
て
次
の
点
を
確
か
め
た

（
学
習
活
動
２・３
）。

• 

第
一
・
五
段
落
は
ル
ー
ズ
、
第
二
・
四
段
落
は
ア
ッ

プ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

• 

第
四
・
五
段
落
の
中
は
、「
分
か
る
こ
と
」
と
「
分

か
ら
な
い
こ
と
」
で
さ
ら
に
分
け
ら
れ
る
。

③
ま
と
め
に
隠
さ
れ
た
、
対
比
の
言
葉

学
習
活
動
２・
３
で
、「
ア
ッ
プ
」
と
「
ル
ー
ズ
」

な
ど
の
対
比
を
考
え
て
き
た
子
ど
も
た
ち
。「
こ
の

よ
う
に
」
と
い
う
つ
な
ぎ
言
葉
か
ら
、
第
六
段
落
が
、

そ
れ
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

し
か
し
、
こ
の
段
落
に
は
、
読
者
の
目
線
を
変
え
る

筆
者
の
巧
み
な
言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
言
葉

に
目
を
向
け
る
よ
う
に
授
業
者
が
作
成
し
た
第
六
段

落
を
提
示
し
、「
ど
ち
ら
が
そ
れ
ま
で
の
内
容
に
ふ

さ
わ
し
い
ま
と
め
の
段
落
か
。」
と
問
う
た
。

〈
授
業
者
が
作
成
し
た
第
六
段
落
〉

こ
の
よ
う
に
、
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
分
か
る
こ
と
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
テ
レ
ビ
を
見
る
時
、
受
け
手
は
ア
ッ
プ
と

ル
ー
ズ
の
ち
が
い
を
も
と
に
し
て
、
う
つ
さ
れ
て
い

な
い
部
分
や
伝
わ
っ
て
こ
な
い
様
子
を
想
像
し
な
が

ら
見
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

◆
単
元
計
画
（
全
８
時
間
）

１ 

本
文
を
読
ん
で
、
画
面
（
シ
ー
ン
）
を
想
像
し

た
り
、
読
者
を
画
面
へ
と
誘
う
表
現
を
捉
え
た

り
す
る
。（
第
１
・
２
時
）

２ 

第
一
〜
五
段
落
を
読
み
、「
ア
ッ
プ
」
と
「
ル
ー

ズ
」
の
対
比
を
考
え
る
。（
第
３
時
）

３ 

第
四
・
五
段
落
を
読
み
、ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の「
分

か
る
こ
と
」「
分
か
ら
な
い
こ
と
」
の
対
比
を
考

え
る
。（
第
４
時
）

４ 
ま
と
め
の
言
葉
（
第
六
段
落
）
や
、
論
を
広
げ

る
言
葉
（
第
七
・
八
段
落
）
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

（
第
５
・
６
時
）

５ 

筆
者
の
説
明
の
し
か
た
（
技
）
に
つ
い
て
考
え

を
交
流
し
た
り
、
実
際
の
テ
レ
ビ
番
組
や
新
聞
、

雑
誌
な
ど
で
文
章
の
内
容
を
確
か
め
た
り
す
る
。

（
第
７
・
８
時
）

◆
学
習
の
実
際

①
画
面
（
シ
ー
ン
）
と
の
対
応
を
図
る
言
葉

〈
子
ど
も
の
発
言
〉

• 

第
五
段
落
ま
で
は
、「
分
か
り
ま
す
」「
分
か
り
ま

せ
ん
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
レ
ビ
を
見

る
人
の
立
場
だ
。「
伝
え
ら
れ
る
」「
伝
え
ら
れ
な

い
」は
、テ
レ
ビ
番
組
を
作
る
人
の
立
場
の
言
葉
だ
。

• 

第
六
段
落
は
、「
こ
の
よ
う
に
」
と
そ
れ
ま
で
の

内
容
を
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、

ま
と
め
な
が
ら
対
比
の
言
葉
を
使
っ
て
、
目
線
を

見
る
人
か
ら
作
る
人
へ
変
え
て
い
た
ん
だ
！

• 

筆
者
は
、
テ
レ
ビ
番
組
を
作
る
人
だ
か
ら
、
題
名

を
「
伝
え
る
」
に
し
た
の
か
な
。

第
五
段
落
ま
で
は
、「
分
か
る
」
や
「
分
か
ら
な
い
」

な
ど
受
け
手
の
目
線
か
ら
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

第
六
段
落
は
「
伝
え
ら
れ
る
」
と
「
伝
え
ら
れ
な
い
」

と
い
う
、
伝
え
手
の
目
線
に
変
え
る
筆
者
の
巧
み
な

対
比
の
技
が
使
わ
れ
て
い
る
。

④
論
を
広
げ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
類
比
の
言
葉

第
６
時
は
、「
な
ぜ
、第
六
段
落
で
『
こ
の
よ
う
に
』

と
ま
と
め
て
い
る
の
に
第
七
・
八
段
落
が
必
要
な
の

か
。」
と
学
習
課
題
を
設
定
し
た
。
子
ど
も
か
ら
は
、

以
下
の
よ
う
な
気
づ
き
が
発
表
さ
れ
た
。

• 

こ
れ
ま
で
は
テ
レ
ビ
の
話
だ
っ
た
け
れ
ど
、
第
七

段
落
に
は
新
聞
が
出
て
き
て
、
第
八
段
落
に
は
両

方
が
出
て
く
る
。
テ
レ
ビ
と
新
聞
の
共
通
点
を
言

い
た
か
っ
た
の
か
な
。

•
テ
レ
ビ
で
も
新
聞
で
も
「
目
的
」
に
合
わ
せ
て

言
葉
に
立
ち
止
ま
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
先

に
、
第
一
・
二
・
四
・
五
段
落
の
本
文
の
み
を
配
布
し

た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
本
文
か
ら
、
画
面
（
シ
ー
ン
）

の
内
容
を
想
像
し
た
り
、
読
者
を
画
面
へ
と
誘
う
表

現
を
捉
え
た
り
し
た
。（
学
習
活
動
１
）

〈
子
ど
も
の
発
言
〉

○
第
五
段
落
の
画
面
を
想
像
す
る

• 

勝
っ
た
チ
ー
ム
が
挨
拶
す
る
シ
ー
ン
か
な
。

• 

き
っ
と
み
ん
な
笑
顔
で
拍
手
し
て
い
る
よ
。

• 

ル
ー
ズ
の
画
面
だ
か
ら
一
人
一
人
の
選
手
や
観
客

の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
み
た
い
。

＊
想
像
し
た
あ
と
、
実
際
の
画
面
を
見
て
み
る
。

○
画
面
へ
と
誘
う
表
現
を
捉
え
る

• 「
見
て
み
ま
し
ょ
う
。」
と
投
げ
か
け
て
い
る
。

• 「
勝
っ
た
チ
ー
ム
の
お
う
え
ん
席
で
す
。」
な
ど
現

在
形
の
文
末
が
多
い
。
実
況
中
継
み
た
い
な
書
き

方
だ
ね
。

• 

画
面
を
見
た
く
な
る
言
葉
の
「
技
」
が
い
っ
ぱ
い

使
わ
れ
て
い
る
！

ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
を
選
ぶ
の
は
同
じ
だ
と
第
七
段

落
に
書
い
て
あ
る
。

•
第
八
段
落
は
、「
受
け
手
が
知
り
た
い
こ
と
」、「
送

り
手
が
伝
え
た
い
こ
と
」
と
対
比
を
出
し
、
こ
れ

ま
で
の
全
て
を
ま
と
め
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
段
落

も
必
要
な
ん
だ
！

説
明
的
文
章
の
筆
者
は
、
そ
の
道
に
精
通
し
て
い

る
専
門
家
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
筆
者
は
、
読
者
に

分
か
り
や
す
く
内
容
を
伝
え
、
納
得
し
て
も
ら
え
る

よ
う
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
「
技
」
を
用
い
る
。
そ
れ

ら
の
言
葉
に
立
ち
止
ま
り
、
目
を
輝
か
せ
て
気
づ
き

を
発
表
す
る
子
ど
も
の
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

◆
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
読
み
手
を
育
て
る

写
真
や
図
と
文
章
を
対
応
さ
せ
る
、
対
比
・
類
比

と
い
う
思
考
を
す
る
、
段
落
の
関
係
や
意
図
を
捉
え

る
、
な
ど
本
単
元
で
身
に
つ
け
た
言
葉
の
力
は
、
他

教
科
の
学
習
や
実
生
活
に
も
生
き
て
働
く
。
今
後
も
、

子
ど
も
が
言
葉
に
「
立
ち
止
ま
る
」
学
習
を
創
造
し
、

立
ち
止
ま
る
お
も
し
ろ
さ
を
実
感
し
て
ほ
し
い
。

こ
の
教
材
は
、
来
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
令
和
二

年
版
教
科
書
で
は
、
第
三
段
落
に
筆
者
の
主
張
が
一

文
加
筆
さ
れ
る
と
と
も
に
、
最
終
段
落
の
分
量
が
増

え
、
伝
え
手
の
立
場
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。
付

け
加
わ
っ
た
言
葉
に
立
ち
止
ま
り
、
筆
者
の
改
変
の

意
図
を
探
る
活
動
も
で
き
る
、と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
。

山
梨
大
学
教
職
大
学
院
准
教
授
　
茅か

や

野の

政ま
さ

徳の
り

思
わ
ず
納
得
！
　
読
者
を
引
き
込
む
、

筆
者
の「
技
」を
知
ろ
う
！

―「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」（
四
年
）―
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表
現
を
分
析
的
に
読
む

「
言
葉
」
に
着
目
し
て
読
む
こ
と
と
は
、
表
現
を

分
析
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
段
、
何
気

な
く
使
う
母
語
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
表
現
分
析

の
方
法
に
意
識
的
に
な
る
こ
と
は
、
生
涯
を
通
じ
て

働
く
読
み
の
力
を
育
て
る
こ
と
と
な
る
。

最
初
に
強
調
し
た
い
の
が
、
表
現
の
使
い
分
け
に

よ
る
分
析
で
あ
る
。
例
え
ば
「
見
る
」
と
い
う
動
き

で
も
、「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
の
地
上
に
落
ち

た
残
雪
が
じ
い
さ
ん
を
見
る
場
面
で
は
「
に
ら
み
つ

け
ま
し
た
」
と
な
っ
て
い
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の

終
わ
り
の
場
面
で
は
、「
目
に
つ
き
ま
し
た
」「
目
を

落
と
し
ま
し
た
」
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
単
な
る

「
見
る
」
と
ど
う
違
う
の
か
、
な
ぜ
そ
の
言
葉
が
選

ば
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
使
い
分
け
に
着
目
す

る
こ
と
で
、
心
情
や
場
面
を
よ
り
的
確
に
読
み
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
使
い
分
け
以
外
に
も
、
言
葉
に
着
目
す

る
方
法
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
強
調
し
た
い
の
が
、

序
構
成
の
大
切
さ
は
、
あ
え
て
順
序
を
入
れ
替
え
て

比
べ
る
な
ど
し
て
考
え
さ
せ
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

「
か
ら
た
ち
の
そ
ば
で
泣
い
た
よ
」「
み
ん
な
み
ん

な
や
さ
し
か
っ
た
よ
」
と
い
う
部
分
が
こ
の
詩
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。「
み
ん
な
み
ん
な
」
と
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、「
や
さ
し
か
っ
た
」
人
や
出

来
事
が
い
ろ
い
ろ
想
像
で
き
る
。

◆
言
葉
の
象
徴
性
に
着
目
す
る

象
徴
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
白
い
花
が

構
造
へ
の
着
眼
に
よ
る
読
み
深
め
で
あ
る
。
表
現
の

相
互
関
係
や
順
序
性
の
分
析
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
く

作
品
を
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
具
体
的

に
、
詩
、
物
語
、
説
明
文
を
取
り
上
げ
て
、
分
析
的

に
読
む
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１	

か
ら
た
ち
の
花
（
五
年
）

◆
音
読
か
ら
表
現
の
工
夫
を
捉
え
る

「
か
ら
た
ち
の
花
」（
北
原
白
秋
）
に
は
、
難
解
な

言
葉
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
読
み
深
め
に
は
言
葉

や
構
造
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
音
読
か
ら
次
の
よ
う
な
よ
さ
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
る
。

• 「
か
ら
た
ち
」
の
繰
り
返
し
に
よ
る
リ
ズ
ム
。

• 

五
七
＋
六
七
と
い
う
音
の
リ
ズ
ム
。

• 

提
示
（「
か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ
。」）
と
、

解
説
（「
白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ
。」）
の
繰
り

返
し
の
構
造
。

咲
い
た
よ
」
に
続
け
て
、「
と
げ
は
い
た
い
よ
」（
本

当
に
太
く
て
鋭
く
て
刺
さ
る
と
痛
い
！
）
と
い
う
部

分
は
、
辛
か
っ
た
思
い
出
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
連
な

る
と
い
う
読
み
も
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
「
ま
ろ

い
」「
金
の
た
ま
」
と
い
う
実
が
「
み
の
る
」
こ
と
の
、

な
ん
と
な
く
ほ
ん
わ
か
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
も
「
み
ん

な
み
ん
な
や
さ
し
か
っ
た
よ
」
と
い
う
温
か
さ
に
平

行
的
に
関
連
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
も
つ

イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、
教
室
で
取
り
上
げ
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。

紙
幅
の
関
係
か
ら
言
及
は
控
え
る
が
、「
か
ら
た

ち
の
花
」
に
は
山
田
耕
筰
に
よ
る
曲
も
あ
る
。
こ
の

曲
の
メ
ロ
デ
ィ
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
構
造
を
反
映

さ
せ
た
味
わ
い
が
あ
る
。

２	

や
ま
な
し
（
六
年
）

◆
会
話
に
着
目
す
る

こ
の
作
品
は
わ
か
り
に
く
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
冒
頭
の
会
話
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
会
話
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
も
読
み
の
出
発
点
に
な
る
。
誰
の
会
話
文
か

と
い
う
こ
と
も
切
り
口
の
一
つ
に
な
る
。

こ
の
会
話
は
、
交
互
に
話
を
し
て
い
る
と
捉
え
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク

ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た
の
」
が
兄
の
質
問
だ
と
す
る
と
、 

• 「
白
い
白
い
」「
青
い
青
い
」
な
ど
の
言
葉
の
繰
り

返
し
に
よ
る
リ
ズ
ム
感
。

• 

話
し
か
け
る
よ
う
な
口
調
（「
よ
」
な
ど
）。

◆
言
葉
の
関
係
に
着
目
し
て
構
造
を
捉
え
る

さ
ら
に
、
こ
の
詩
の
叙
述
の
順
序
性
と
そ
の
展
開

に
も
注
目
し
て
み
よ
う
。

こ
の
詩
で
は
、「
花
」、「
と
げ
」、「
垣
根
」
と
い

う
よ
う
に
、
取
り
上
げ
る
も
の
に
は
一
定
の
順
序
が

あ
る
。
花
か
ら
次
第
に
視
点
が
広
げ
ら
れ
て
い
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
時
間
を
超
え
て
、

「
か
ら
た
ち
も
秋
は
み
の
る
よ
」と
い
う
展
開
に
な
る
。

こ
れ
は
時
間
的
な
展
開
で
も
あ
る
。「
咲
い
た
よ
」

は
今
に
つ
な
が
る
完
了
の
意
味
で
あ
る
。「
と
げ
は

い
た
い
よ
」も
今
の
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
が「
い
つ
も
」

に
な
り
、「
秋
」
に
な
り
、
さ
ら
に
時
間
を
超
え
、「
そ

ば
で
泣
い
た
よ
」
と
い
う
昔
の
思
い
出
へ
と
展
開
す

る
。
そ
し
て
、
ま
た
最
後
に
現
在
に
つ
な
が
る
「
咲

い
た
よ
」
と
い
う
完
了
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
。
順

P 

12
❶
の
よ
う
な
順
序
に
な
る
。

弟
は
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
」
を

繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
い
か
に
も
弟
ら
し

い
。
続
く
部
分
で
は
、「
死
ん
だ
よ
」
と
い
う
お
兄
さ

ん
の
会
話
に
対
し
て
、「
殺
さ
れ
た
よ
」
と
い
う
表
現

が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
弟
の
発
話
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
、「
死
ん
だ
」
に

対
し
て「
殺
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
が
出
た
点
で
、「
そ

れ
な
ら
、
な
ぜ
殺
さ
れ
た
」
と
い
う
の
が
お
兄
さ
ん

の
ツ
ッ
コ
ミ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
読
み
が
一
般
的
な
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
そ
う
考
え
る
に
し
て
も
、
こ
の
会
話
は

日
常
の
会
話
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、「
う

ん
、
笑
っ
た
ね
」
の
よ
う
な
応
答
が
な
い
。
普
通
な

ら
応
答
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
主
語
の
省
略
も
な
い
。
日
常
会
話
で
は
、
い

ち
い
ち
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
」
と
主
語
を
言
い
な
お
す

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
り
、
不
自
然
さ
を
感
じ

さ
せ
る
。
文
末
の
形
と
し
て
も
、
お
互
い
に
「
よ
」

を
付
け
る
の
は
、
こ
の
話
題
で
は
違
和
感
が
あ
る
。

「
笑
っ
た
よ
」「
い
や
笑
っ
て
な
い
よ
」
と
い
う
よ
う

な
言
い
合
い
な
ら
わ
か
る
の
だ
が
、
こ
の
会
話
は
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
何
か
を
知
ら
せ
る
よ

う
な
形
で
述
べ
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

い
ず
れ
が
最
初
に
話
す
と
考
え
て
も
自
分
で
「
笑
っ

た
」
と
言
っ
て
い
た
の
に
、「
そ
れ
な
ら
な
ぜ
笑
っ

早
稲
田
大
学
教
授
　
森も

り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

提言

言
葉
に
着
目
し
て
読
む

―「
か
ら
た
ち
の
花
」「
や
ま
な
し
」

　「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」の
分
析
か
ら
―

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ
。

白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ
。

か
ら
た
ち
の
と
げ
は
い
た
い
よ
。

青
い
青
い
針
の
と
げ
だ
よ
。

か
ら
た
ち
は
畑
の
垣
根
よ
。

い
つ
も
い
つ
も
と
お
る
道
だ
よ
。

か
ら
た
ち
も
秋
は
み
の
る
よ
。

ま
ろ
い
ま
ろ
い
金
の
た
ま
だ
よ
。

か
ら
た
ち
の
そ
ば
で
泣
い
た
よ
。

み
ん
な
み
ん
な
や
さ
し
か
っ
た
よ
。

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ
。

白
い
白
い
花
が
咲
い
た
よ
。

垣
根
・
道

花と
げ

金
の
た
ま

自
分
・

み
ん
な

花

今今い
つ
も

秋思
い
出

今

視
線
の
広
が
り

時
間
の
広
が
り
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た
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
も
気
に
な
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

◆
新
た
な
解
釈
か
ら
の
揺
さ
ぶ
り
も

そ
こ
で
、
あ
ま
り
一
般
的
で
な
い
な
が
ら
考
え
て

み
た
い
解
釈
が
、
同
じ
人
の
会
話
が
続
く
と
い
う
解

釈
で
あ
る
（
❷
）。
同
一
人
物
に
よ
る
会
話
の
連
続

と
い
う
の
は
一
般
的
な
書
き
方
で
は
な
い
。
し
か
し
、

同
一
人
物
で
も
、
時
間
を
お
い
て
発
話
す
る
場
合
、

カ
ギ
括
弧
で
並
置
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で

は
な
い
。

こ
れ
は
、
弟
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
見
な
が
ら
半

ば
独
り
言
的
に
話
し
て
い
て
、
兄
が
「
そ
れ
な
ら
、

さ
ん
蟹
は
出
て
こ
な
い
）。
突
然
訪
れ
る
さ
さ
や
か

な
喜
び
、
そ
し
て
、
こ
の
世
界
の
美
し
さ
。

―
そ

う
し
た
作
品
全
体
の
構
造
と
表
現
と
の
対
応
関
係
も

含
め
て
、
一
つ
一
つ
の
場
面
と
会
話
を
改
め
て
捉
え

な
お
し
て
み
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
い
。

３	

す
が
た
を
変
え
る
大
豆
（
三
年
）

◆
段
落
内
部
の
構
造
を
捉
え
る

「
す
が
た
を
変
え
る
大
豆
」
は
事
物
解
説
型
の
説

明
文
で
あ
る
。
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
導
入
す
る
「
初

め
」、
加
工
の
度
合
い
に
対
応
し
た
説
明
の
順
序
性

が
指
摘
で
き
る
「
中
」、
そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
に
」

な
ど
で
ま
と
め
る
「
終
わ
り
」、
と
い
っ
た
段
落
相

互
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
読
み
を
深
め
て
い
く
と
き
に
も
う
一
つ

注
意
し
た
い
の
が
、
段
落
相
互
の
関
係
だ
け
で
な
く
、

段
落
内
部
の
書
き
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
さ
ら
に
、

目
に
見
え
な
い
小
さ
な
生
物
の
力
を
か
り
て
、
ち
が

う
食
品
に
す
る
く
ふ
う
も
あ
り
ま
す
。
ナ
ッ
ト
ウ
キ

ン
の
力
を
か
り
た
の
が
、
な
っ
と
う
で
す
。」
の
よ

う
に
、
要
約
的
な
内
容
を
最
初
に
示
す
構
造
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
段
落
の
方
向
性
を
理
解
し

や
す
く
す
る
書
き
方
の
工
夫
と
い
え
る
。
文
章
の
構

造
は
段
落
ど
う
し
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
段
落
内

部
で
の
文
の
関
係
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ

な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た
の
。」
と
き
い
て
く
る
、

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
表
現
と
し
て
、
弟
が
、「
ク
ラ

ム
ボ
ン
」
を
描
写
し
て
連
続
し
て
発
話
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
で
、「
よ
」
の
使
用
、「
〜
は
」
の
使
用

に
も
説
明
が
つ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
の
間
に
「
間
」

が
あ
り
、
そ
こ
に
時
間
の
流
れ
が
あ
る
と
い
う
解
釈

も
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
な
ぜ
笑
っ
た
の
か
」
と
い
う

兄
の
ツ
ッ
コ
ミ
と
の
関
係
も
一
応
は
整
合
的
に
な
る
。

弟
蟹が

に

と
兄
蟹
の
会
話
は
、
二
人
の
言
い
合
い
と
し

て
読
む
の
が
一
般
的
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
弟
蟹
が
独
り
言
の
よ
う
に

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
」
を
じ
っ
と
見
な
が
ら
何
度
も
つ
ぶ

う
し
た
点
は
、
書
く
活
動
で
も
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
れ
と
対
応
し
て
、
文
型
の
選
び
方
に
も
注
意
し

た
い
。
例
え
ば
、「
な
っ
と
う
は
ナ
ッ
ト
ウ
キ
ン
の

力
を
か
り
て
つ
く
り
ま
す
」
な
ど
と
書
く
の
で
は
な

く
、「
〜
の
が
…
…
で
す
」
の
よ
う
な
文
型
を
使
う

こ
と
で
、
わ
か
り
や
す
く
、
ま
た
多
少
強
調
し
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
段
落
の
位
置
づ
け
と

と
も
に
、
そ
こ
に
出
て
く
る
文
型
と
は
ど
う
い
っ
た

も
の
か
、
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
、
書
き
方
の
工
夫

の
分
析
に
つ
な
が
る
。

◆
読
み
手
の
知
識
へ
の
配
慮
に
着
目
す
る

一
般
に
事
物
解
説
型
の
説
明
文
で
は
、
読
み
手
の

知
識
に
対
し
て
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
い
き
な
り
「
ダ
イ
ズ
」
と
い
う
の
と
、「
ダ
イ

ズ
と
い
う
植
物
」
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
の
と
で
は
、

そ
の
配
慮
に
違
い
が
あ
る
。
読
み
手
が
自
分
の
知
識

の
中
で
位
置
づ
け
て
読
め
る
よ
う
な
配
慮
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

解
説
の
中
で
も
、「
目
に
見
え
な
い
小
さ
な
生
物

の
力
」、「
ナ
ッ
ト
ウ
キ
ン
の
力
」
と
い
う
よ
う
に
一

般
的
説
明
と
固
有
名
と
が
言
い
換
え
ら
れ
、
概
念
が

把
握
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

問
い
と
答
え
の
よ
う
な
表
現
も
含
め
て
、
読
み
手

の
知
識
へ
の
配
慮
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

や
く
と
い
う
読
み
方
を
検
討
し
て
み
る
の
も
読
み
へ

の
一
つ
の
揺
さ
ぶ
り
に
な
る
。
時
の
流
れ
や
「
間
」

も
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
日
常
の
会
話
と
比
べ
る
こ

と
は
、
自
分
た
ち
の
会
話
の
し
か
た
へ
の
省
察
に
も

な
る
。

◆
作
品
の
構
造
と
表
現
の
関
係
を
捉
え
る

全
体
的
な
構
造
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、 

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
身
近
な
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
く
る
。 

前
半
部
に
は
、
魚
や
か
わ
せ
み
も
や
っ
て
く
る
が
、

そ
こ
に
「
死
」
も
あ
る
。
し
か
し
、後
半
部
に
は
「
や

ま
な
し
」
の
よ
う
な
い
い
も
の
も
や
っ
て
く
る
。
季

節
の
違
い
、
昼
夜
の
時
間
の
違
い
、
視
覚
と
聴
覚
と

い
っ
た
感
覚
の
違
い
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
工
夫
な
ど
の

読
み
取
り
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

一
方
で
、「
兄
弟
蟹
の
場
面
⬇
何
か
が
来
る
（
そ
し

て
何
か
が
起
こ
る
）
場
面
⬇
お
父
さ
ん
蟹
が
解
説
し

て
く
れ
る
場
面
」
と
い
う
構
造
の
共
通
性
が
あ
る
こ

と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

全
体
を
通
じ
て
、
谷
川
の
流
れ
は
時
間
の
流
れ

と
連
動
し
て
い
る
。
生
き
る
も
の
の
間
近
に
あ
る

「
死
」。
生
き
る
こ
と
の
弱
さ
、
そ
ん
な
中
で
成
長
す

る
兄
弟
蟹
と
お
父
さ
ん
蟹
と
い
う
家
族
の
姿
（
お
母

◆
言
葉
の
意
味
構
造
を
分
析
す
る

こ
の
説
明
文
で
は
、「
工
夫
」
と
い
う
語
が
重
要

な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も

「
工
夫
」
と
は
ど
ん
な
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
考

え
ら
れ
る
の
が
「
課
題
（
お
い
し
く
食
べ
る
）」
を
、

あ
る
「
方
法
・
発
想
（
に
る
・
い
る
な
ど
）」
で
「
解

決
す
る
（
食
品
に
す
る
）」
と
い
う
意
味
構
造
で
あ
る
。

言
葉
の
意
味
の
構
造
を
考
え
る
こ
と
も
、
事
例
を
整

理
し
て
読
む
こ
と
に
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
構
造
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、

「
言
葉
に
着
目
し
た
読
み
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

読
み
の
力
を
つ
け
る
に
は
、
子
ど
も
の
主
体
性
に
配

慮
し
つ
つ
も
、
適
切
な
教
師
の
働
き
か
け
や
方
向
づ

け
が
必
要
で
あ
る
。
的
確
で
豊
か
な
読
み
の
育
成
の

た
め
に
は
、
言
葉
を
大
切
に
し
た
教
材
研
究
も
重
要

だ
と
言
え
る
。

兄
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

兄
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

は
ね
て
笑
っ
た
よ
」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

兄
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
て
い
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

兄
「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た
の
。」

弟
「
知
ら
な
い
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 
か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 
は
ね
て
笑
っ
た
よ
」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
て
い
た
よ
。」

弟
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

兄
「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た
の
。」

弟
「
知
ら
な
い
。」

❶

❷

1960年，京都府生まれ。早稲
田大学文学学術院教授(日本語
学)。言葉と教育の接点を研究
中。光村図書小学校『国語』教
科書編集委員。著書に，『コン
パクトに書く国語科授業モデル』
（編著／明治図書）『日本語・
国語の話題ネタ』（ひつじ書房），
『日本語の＜書き＞方』（岩波書
店）など。
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令和2年度版6年「点画のつながりと読みやすさ」

後送

2

中村史朗
1960年京都府生ま
れ。専門は書学書道
史。漢字を中心とす
る書家としても活
躍。光村図書	中学校
『書写』および高等学
校『書』教科書編集
委員。

再
学
習
の
大
切
さ

小
学
校
に
お
け
る
表
記
は
楷
書
が
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
楷
書
の
書
法
に
習
熟
す
る
こ
と
が
書
写
学
習
の
中

心
で
あ
る
こ
と
は
前
回
ま
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で

す
。
今
日
の
公
的
書
体
は
楷
書
な
の
で
、
ま
ず
は
社
会

的
規
範
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

小
学
校
六
年
間
の
書
写
教
育
の
内
容
を
実
習
の
観
点

か
ら
整
理
す
る
と
、
前
学
年
ま
で
の
内
容
を
再
学
習
し

な
が
ら
積
み
上
げ
て
い
く
姿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
き
ま
す
。

例
え
ば
小
学
校
三
年
生
か
ら
毛
筆
の
学
習
が
始
ま
り

ま
す
が
、三
年
生
で
は
、「
横
画
」
か
ら「
曲
が
り
」
ま
で
、

九
つ
の
基
本
点
画
を
学
び
、
四
年
生
で
は
、
基
本
点
画

の
筆
遣
い
を
確
認
し
ま
す
。
三
・
四
年
生
が
全
て
の
基

高
学
年
の
指
導
に
お
い
て
は
、
基
礎
的
事
項
の
反

復
に
加
え
、「
活
用
」
と
い
う
こ
と
が
眼
目
と
な
り
ま

す
。
学
習
指
導
要
領
に
も
、「
用
紙
全
体
と
の
関
係
に

注
意
し
て
」、「
書
く
早
さ
を
意
識
し
て
」、「
目
的
に
応

じ
て
筆
記
具
を
選
び
」
と
い
っ
た
応
用
を
意
識
し
た
語

句
が
並
び
ま
す
。
楷
書
に
よ
っ
て
自
然
に
漢
字
と
仮
名

を
調
和
さ
せ
て
書
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
生

活
場
面
に
そ
の
力
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
高
学
年
に
な
る
と
教
科
書
に
も
応
用
的
な

範
例
が
多
く
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を

活
用
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
書
式
を
経
験
し
て
、
生
活

場
面
を
想
定
し
た
学
習
を
多
く
取
り
入
れ
た
い
も
の
で

す
。
実
際
の
場
面
を
想
定
し
、
課
題
を
具
体
化
し
な
が

ら
書
く
こ
と
が
有
効
な
学
習
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
書

写
の
指
導
が
書
写
の
時
間
だ
け
で
完
結
し
て
し
ま
っ
て

は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

本
点
画
に
つ
い
て
、
穂
先
の
動
き
に
注
意
し
な
が
ら
正

確
に
書
き
こ
な
す
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
教
師
か
ら
の
言
葉
に
よ
る
説
明
が
ど
の
程
度
届
い
て

い
る
の
か
も
個
人
差
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、上
の
学
年
で
そ
の
こ
と
を
再
学
習
す
る
と
、

教
師
の
説
明
も
把
握
し
や
す
く
前
回
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
克
服
で
き
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
者

は
、
毛
筆
に
よ
る
「
右
は
ら
い
」
な
ど
は
、
小
学
校
で

は
何
年
に
も
わ
た
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
高
学
年
で
基
礎
的
事

項
の
反
復
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
は
再
確
認
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
生
き
る 

「
書
写
力
」

教
科
横
断
的
に
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
生
活
場
面
に
生
か

す
こ
と
を
意
識
し
て
、
書
写
の
指
導
は
行
わ
れ
る
べ
き

も
の
で
す
。
書
法
を
こ
と
さ
ら
に
意
識
し
な
く
て
も
、

身
体
が
反
応
す
る
よ
う
に
書
く
行
為
が
進
む
こ
と
が
理

想
で
し
ょ
う
。

「
点
画
の
連
続
」 

―
行
書
の
学
び
を
視
野
に
入
れ
て
―

高
学
年
は
、
小
学
校
の
ま
と
め
の
時
期
で
あ
る
と
同

時
に
、
中
学
校
で
の
学
習
を
意
識
し
て
学
び
を
深
め
て

い
く
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
両
者
に
共
通
す
る
指
導
事

項
も
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、
中
学
校
に
お
け
る
新
し

い
事
柄
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
や
は
り
行
書
の
学
習
で

し
ょ
う
。

行
書
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
実
用
書
体
で
、
楷
書

の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
活

上
の
利
便
性
を
追
求
す
る
中
で
成
熟
し
て
き
た
も
の
で

す
。
行
書
は
、
丁
寧
に
ゆ
っ
く
り
書
い
て
も
、
楷
書
よ

り
数
段
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
楷
書
と
比
べ
て
、

点
画
が
連
続
し
た
り
、
省
略
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
も
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
が
、
運
筆

動
作
そ
の
も
の
が
楷
書
よ
り
動
的
で
、
点
画
間
の
な
め

ら
か
な
連
絡
動
作
こ
そ
が
こ
の
書
体
の
重
要
な
特
質
で

あ
る
か
ら
で
す
。

高
学
年
の
「
毛
筆
を
使
用
し
て
穂
先
の
動
き
と
点
画

の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
中

学
校
に
お
け
る
行
書
の
学
習
を
視
野
に
入
れ
た
記
述
と

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
楷
書
で
書
く
場

合
、
点
画
間
の
動
作
の
実
体
が
な
い
の
で
、
小
学
生
に

は
把
握
し
づ
ら
い
面
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
実
際
に
書
く

と
き
に
、
空
間
で
ど
の
よ
う
な
筆
路
が
生
じ
て
い
る
の

か
、
繰
り
返
し
書
き
な
が
ら
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
楷
書
の
原
則
を
守
り
な
が
ら
、
文
字
の
集
団
を
ひ

令和2年度版5年「六年生を送る会に向けて」

●
●
●
●
●

一
．○
○
○
○
○

二
．○
○
○
○
○

三
．○
○
○
○
○

●●●●●
1．　　　　　　
2．　　　　　　
3．　　　　　　
4．　　　　　　

3637

六
年
生
を
送
る
会
に
向
け
て

こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
書
こ
う
。

送
る
会
に

用
意
す
る
も
の
を  

考
え
よ
う
。

筆
記
具
・
用
紙
を
決
め
よ
う
。

文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を 

考
え
て
書
こ
う
。

まとめ6

• 

プ
ロ
グ
ラ
ム

• 

寄よ

せ
書
き

• 

メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド

• 

招し
ょ
う

待
状じ
ょ
う

• 

か
ん
板

• 

横
断だ
ん

ま
く

• 

プ
ロ
グ
ラ
ム

●
プ
ロ
グ
ラ
ム

●
写
真
立
て

（も造紙×筆）

●
寄
せ
書
き

（色紙×筆ペン・フエルトペン）

（画用紙×筆ペン）

• 

寄
せ
書
き

• 

メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド

筆筆
ペ
ン

フ
エ
ル
ト
ペ
ン
（
太
）

フ
エ
ル
ト
ペ
ン
（
細
）

ボ
ー
ル
ペ
ン

色
え
ん
ぴ
つ

画
用
紙

も
造ぞ
う

紙

色
紙

フ
エ
ル
ト
ペ
ン
（
中
）

1

2

3

引っ張
ぱ

る

楷書を
考える❸

連載

最終回

高
学
年
の
指
導
と

中
学
校
へ
の
接
続

滋
賀
大
学
教
授　

中な
か

村む
ら

史し

朗ろ
う

と
つ
な
が
り
の
動
作
で
書
く
よ
う
な
意
識
を
根
づ
か
せ

た
い
も
の
で
す
。

行
書
は
、
運
動
の
な
か
で
文
字
の
姿
が
定
ま
っ
て
い

く
書
体
な
の
で
、
書
き
手
の
身
体
動
作
の
特
性
が
楷
書

よ
り
点
画
に
反
映
さ
れ
や
す
い
も
の
で
す
。〝
私
の
筆

跡
〞
は
行
書
に
お
い
て
最
も
作
ら
れ
や
す
い
も
の
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
新
た
な
学
び
の
楽
し
み

が
中
学
校
で
待
っ
て
い
ま
す
。

（
半
紙
１
／
8
）

67

点
画
の
つ
な
が
り
と
読
み
や
す
さ

点
画
の
つ
な
が
り
と
読
み
や
す
さ
に
は
、

ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

㋐
と
㋑
の
う
ち
、文
字
と
文
字
と
の
つ
な

が
り
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
ど
ち
ら
だ
ろ

う
。
そ
の
理
由
を
話
し
合
お
う
。

1
毛
筆
で
書
い
て
確
か
め
よ
う
。

12
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
え
ん
ぴ
つ

で
書
こ
う
。

123

点画のつながり2

㋐㋑

（
半
紙
１
／
２
）

点
画
の
つ
な
が
り
を

意
識
し
て
書
い
た
。

ふ
り
返
ろ
う

で

き

た
＝
○

も
う
少
し
＝
△

点
画
の
つ
な
が
り
と

読
み
や
す
さ

文
字
と
文
字
と
の
つ
な
が
り
を
意

識
し
て
書
く
と
、
語
句
と
し
て
ま

と
ま
り
が
生
ま
れ
、
読
み
や
す
く

な
る
。

★
点
画
の
間
を
つ
な
ぐ
気
持
ち
で
書

く
と
、
書
く
速
さ
に
リ
ズ
ム
が
生

ま
れ
る
。

★

小
筆
で
書
い
て
み
よ
う
。

前
回
は
、小
学
校
書
写
指
導
の

導
入
期
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
し
た
。

今
回
は
、高
学
年
で
の
学
習
の

積
み
重
ね
か
ら
、中
学
校
への
接
続
を

意
識
し
た
指
導
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

イラスト　石黒亜矢子
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え
っ
！

四
年
生
で
都
道
府
県
の

漢
字
を
や
る
の
？

四
年
生
担
任

大
塚
先
生

新
し
い

学
習
指
導
要
領
へ
の

移
行
措
置
と
し
て

昨
年
と
今
年
は

四
年
生
で
や
る
の
よ

そ
、
そ
う
な
ん
だ

で
も
、

ウ
チ
の
ク
ラ
ス
、

漢
字
の
練
習

嫌
い
な
子
が

多
い
ん
だ
よ
な
あ
…
…

時
間
も
な
い
か
ら
…
…

来
週
漢
字
テ
ス
ト

や
る
か
ら

都
道
府
県
を

覚
え
と
け
ー

え
ー

ー
ー
っ

こ
れ
で
い
い
か

よ
く

な
い
っ
！

な
に
か
お
悩
み
が

あ
る
み
た
い
ね
？

あ
っ
！

コ
ッ
シ
ー
！

ぼ
く
ず
っ
と

悩
ん
で
る
ん

で
す
け
ど
…
…

な
ん
で
も

聞
い
て
！

ス
ト
レ
ー
ト

パ
ー
マ

か
け
る
べ
き

で
し
ょ
う
か
？

授
業
の
お
悩
み
を

聞
い
て
っ
！

楽
し
く
漢
字
の
力
を

身
に
つ
け
る
に
は

「
短
時
間
学
習
」

い
わ
ゆ
る

モ
ジ
ュ
ー
ル
学
習
が 

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？

45
分
の
授
業
を

例
え
ば
15
分
×
3
回
に

分
け
て

朝
の
時
間
や

授
業
時
間
の

最
初
な
ど
に

配
分
す
る
の

継
続
的
に

取
り
組
む
こ
と
で
、

力
を
定
着

さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
わ

そ
れ
今
で
も

や
っ
て
ま
す
！

あ
、
そ
う
な
の
？

で
も
…
…

本
を
読
ま
せ
て
も

漢
字
プ
リ
ン
ト
を

や
ら
せ
て
も
…
…

好
き
な
本

読
ん
で
い
い
よ
ー

漢
字
の
練
習

す
る
よ
ー

あ
ま
り
効
果
が
な
い

み
た
い
な
ん
で
す

「
や
ら
せ
る
だ
け
」

に
な
っ
て
る
か
ら

じ
ゃ
な
い
？

短
時
間
学
習
で
、

楽
し
く
、
意
欲
を

も
た
せ
る

ポ
イ
ン
ト
は

三
つ
！

そ
の
1

子
ど
も
の
実
態
か
ら

課
題
を
見
つ
け
る
！

子
ど
も
に

ど
ん
な
力
を

つ
け
て
ほ
し
い
か

考
え
ま
し
ょ
う

漢
字
を
覚
え
て

使
え
る
力
！ 

で
す

こしみず・かおり
広島県生まれ。元	玉川大学客員教授。23年の教員生活の後，港区教育委員会指導主事，東京都教育庁主任
指導主事，小学校校長，玉川大学客員教授等を務める。光村図書小学校『国語』教科書の編集委員。

17 16

15短時間学習で楽しく
スキルアップ！ 作・画／あべかよこ　監修／輿水かおり

妖精コッシーが教えます
なるほど国語指導



友
情
も

短
時
間

？

※漢字しりとりは読みが合っていればOK

そ
の
2

子
ど
も
が

繰
り
返
し
た
く
な
る

仕
組
み
を
つ
く
る

カ
ラ
フ
ル
な

シ
ー
ル
と
か

ハ
ン
コ
と
か
！

子
ど
も
は

大
好
き
よ
ね

い
い
で
す
ね
！

点
数
の
つ
け
方
を

工
夫
す
る
や
り
方
も

あ
る
の
よ

と
い
う
と
？

最
初
の

答
え
合
わ
せ
で

100 
点
の
子
は

赤
の
花
マ
ル

二
回
目
で

100 
点
の
子
は

緑
の
花
マ
ル

と
や
っ
て

最
後
に
は

み
ん
な
が

100 
点
を

と
れ
る
の

色
違
い
だ
け
ど

み
ん
な

100 
点
！

子
ど
も
が

興
味
を
も
つ

活
動
を
工
夫
す
る
！

漢
字
し
り
と
り

と
か

か
る
た
と
か

子
ど
も
が
考
え
た

問
題
も
出
し
合
う
と

い
い
の
よ

次
ボ
ク
の

問
題
！

む
、

難
し
い
…
…
！

楽
し
ん
で

で
き
ま
す
ね
！

と
っ
て
も
い
い

教
材
が
あ
る
の

カ
ン
ジ
ー
博
士
の

ペ
ー
ジ
よ

各
学
年
に
載
っ
て
い
て

ど
れ
も
楽
し
く

漢
字
を
学
べ
る
わ
よ

コ
ッ
シ
ー

ひ
さ
し
ぶ
り
じ
ゃ
の
う

カ
ン
ジ
ー

は
か
せ
だ
！

呼
ん
で

な
い
け
ど

ま
た
ま
た

相
変
わ
ら
ず

素
直
じ
ゃ

な
い
の
う

知
り
合
い
！？

さ
っ
そ
く

や
る
か
な
？

望
む

と
こ
ろ
よ
！

令
和
元
年

漢
字
し
り
と
り

合
戦
！

「
開
幕
」！

さ
あ

「
幕
」か
ら

じ
ゃ
！

「
幕
内
」！

「
内
弟
子
」！

「
私
有
」！

…
…

「
友
情
」！

な
に
な
に
？

な
に
こ
れ

さ
ら
ば

じ
ゃ
！

ま
た
ね

19 18

漢字の習得には，短時間での繰り返し学習が効果的。マンネリ感を払拭し，「やる気」を引き出す指導のコツを紹
介してみました。スモールステップで子どもの「わかった」「できた」を保証しましょう。（コッシー）



令和2年度版 学習指導書のお知らせ

書　写
学習指導書（朱書編／本編／別冊硬筆ワークシート／毛筆原寸大資料／付属DVD-ROM	付）
※2年には，「水書シート」を予備分として付録。
※3〜6年には，お手本作成ソフト「お手本くん」を新たに収録。
※付属DVD-ROMには，動画資料やワークシートを収録。

1年	本体4,500円+税　　2年	本体4,800円+税　　3〜6年	各1冊	本体5,500円+税

書写指導の方法
1〜6年	全1冊　本体2,800円+税

書写のアイデア集
1〜6年	全1冊　本体3,500円+税

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

研究期間
令和2年4月〜	令和3年3月（原則1年間）

応募資格
言語教育（国語，英語，日本語，道徳等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う小・中・高等
学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む），上記に準ずると見なされる団体及び個人

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

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

応募方法・締め切り
・	研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書等の参考書類を添えて，別に定める「助	
	 成金交付申請書」を，令和元年12月20日（金）必着で，当財団事務局に郵送のこと。
・	｢助成金交付申請書」を希望される方は，返信用切手（120円）を同封の上，当財団事務局までお申	
	 し込みいただくか，財団ホームページから申請書をダウンロードしてください。

決定・発表・交付
令和2年2月に当財団「選考会」にて選考を行い，選考結果は3月末までに文書にて通知します。交付は，
4月末までに指定された金融機関に振り込みます。

問い合わせ先
一般財団法人言語教育振興財団	事務局
〒141-0021	東京都品川区上大崎2-19-9
TEL	＆	FAX	03-3493-7340　E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp

※詳細につきましては，財団のホームページ（https://gengo-k.jp）をご覧ください。

令和2年度「言語教育振興財団」研究助成金
一般公募のお知らせ

一般財団法人「言語教育振興財団」では，令和2年度も小・中・高等学校，大学，教育研
究団体等を対象として，今日の情報化・国際化・多様化の進展を踏まえ，言語教育（国
語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野について優れた
研究開発を行う団体または個人に対して助成を行います。

国　語
学習指導書 総説編
1〜6年	全1冊　本体5,500円+税

「読むこと」の授業をつくる
1〜6年	全1冊　本体4,800円

学習指導書（CD・CD-ROM付）
※付録CDには,音読・朗読及び「話す・聞く」音声資料,
CD-ROMには，当該学年の振り仮名付きのデータなどを収録。
1〜6年	各学年2分冊　本体各学年25,000円+税

言語・漢字指導の方法 
確かな定着と活用のために
1〜6年	全1冊　本体4,800円+税

学習指導書 別冊（朱書編）
1〜4年	各上下巻　本体3,300円+税
5・6年	各1冊　本体5,800円+税

語彙に着目した授業をつくる（CD-ROM付）
※付録CD-ROM	には,教科書内の自立語の初出・頻度数などが分かる語
彙データと,語彙検索システムを収録。

1〜6年	全1冊　本体8,000円+税

授業に役立つワークシート集（CD-ROM付）
1〜6年	各学年1冊　本体3,200円+税
※CD-ROMには，本編のワークシートをPDF化して収録。

単元づくりに役立つ
「言語活動」アイデア事典
1〜6年	全1冊　本体4,000円+税

指導事例集
1〜6年	各学年1冊　本体4,300円+税

デジタル教科書・ICTを活用した
授業をつくる
情報・メディアの視点から
1〜6年	全1冊　本体4,000円+税

「話すこと・聞くこと」
「書くこと」の授業をつくる
1〜6年	全1冊　本体4,800円+税

「情報の扱い方」の授業をつくる 
思考力と情報活用力を育てるために
1〜6年	全1冊　本体4,000円+税
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