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ま
ん
が
で

る
見

青
山

  

由
紀の

「
国
語
教
育
相
談
室
」
で
好
評
連
載
し
て
い
た
、

青
山
由
紀
先
生
の
「
古
典
っ
て
楽
し
い
！
」
が
本
に
な
り
ま
し
た
！

小
学
校
古
典
の
授
業
を
、
ま
ん
が
で
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
。

そ
の
ま
ま
授
業
に
使
え
る
資
料
も
豊
富
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

古
典
の
苦
手
な
先
生
、
若
い
先
生
、

ち
ょっ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
授
業
を
し
た
い
先
生
に
お
す
す
め
で
す
。

■まんがで見る授業の様子
■具体的な学習のねらい
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特
集

学
び
の
主
体
性
を
高
め
る

「
国
語
び
ら
き
」

教
材
の
挿
絵
変
更
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

平
成
25
年
度
用
教
科
書
　
訂
正
箇
所

教
材

研
究

「
季
節
の
言
葉
」の
活
用

悩
み

解
決

書 

写

紙
の
豆
知
識

風
強
け
れ
ば
神
様
は
靴
の
か
か
と
に

棲
み
た
も
う
　  

平
野
レ
ミ

わ
た
し
と

こ
と
ば

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
読
み
方
の
つ
ぼ

　



東京生まれ。主婦として家庭料理を作り続けた経験を生かし，「料理愛好家」として活躍。“シェフ料理”ではなく，“シュフ料理”をモットーに，テレビ，
雑誌などを通じて数々のアイデア料理を発信。著書に『平野レミのつぶやきごはん』（宝島社），『平野レミのあかちゃんといっしょごはん　かんたん
取り分け離乳食』（金の星社）など多数。公式サイトに「レミレミ通信」（http://www.remmy.jp）がある。

　

私
は
父
の
事
が
大
大
大
好
き
で
し
た
。
父
は
ハ
ー
フ
な
の
で

鼻
が
高
く
て
カ
ッ
コ
い
い
し
、
ウ
イ
ッ
ト
が
あ
っ
て
、
た
く
さ

ん
の
本
を
読
ん
で
、
た
く
さ
ん
の
本
を
書
い
て
、
翻
訳
を
し
て
、

な
に
よ
り
、
私
の
事
を
自
由
に
育
て
て
く
れ
た
自
慢
の
父
で
し

た
。
昔
か
ら
、
父
は
私
に
「
本
は
た
く
さ
ん
読
め
よ
」
と
言
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
年
に
な
っ
て
も
、
そ
の
言
い
つ
け
だ

け
は
守
る
事
が
出
来
な
い
で
い
ま
す
。
私
は
本
を
読
む
と
、
す

ぐ
に
眠
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

高
校
の
時
、
ま
ぐ
れ
で
進
学
校
に
合
格
し
て
、
一
時
は
東
大

を
目
指
し
て
勉
強
を
し
て
い
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
予
習
も
復

習
も
大
嫌
い
で
、
そ
の
日
は
、
宿
題
も
し
な
い
ま
ま
英
語
の
授

業
に
出
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
指
さ
れ
て
し
ま
い
、
読
ん
で
か
ら

訳
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仕
方
な
く
ア
ン
チ
ョ
コ
を
見
て

訳
し
終
わ
っ
た
時
に
、「
平
野
君
、
訳
が
一
ペ
ー
ジ
違
っ
て
る

よ
」
っ
て
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
、「
あ
あ
、
も
う
学
校
は
大

嫌
い
」
と
思
っ
て
、
次
の
授
業
か
ら
家
に
帰
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
の
日
か
ら
学
校
に
は
行
か
ず
、
母
に
作
っ
て
も
ら
っ

た
お
弁
当
を
持
っ
て
登
校
す
る
ふ
り
を
し
て
、
山
手
線
を
グ
ル

グ
ル
。
い
つ
ま
で
も
そ
ん
な
事
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

一
週
間
ほ
ど
経
っ
た
頃
、
父
に
打
ち
明
け
る
事
に
。
辞
め
た
い

理
由
を
沢
山
考
え
て
、
事
前
に
ど
う
い
う
返
答
に
な
る
の
か
自

分
の
中
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
父
の
前
に
正
座
を
し
て
「
お

父
さ
ん
、
学
校
辞
め
た
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
っ
て
言
っ
た
途
端
、

父
は
私
を
見
て
理
由
も
聞
か
ず
に
、
一
言
「
あ
ー
辞
め
ろ
辞
め

ろ
。
レ
ミ
に
は
も
っ
と
自
由
な
学
校
が
あ
る
ぞ
」
っ
て
言
っ
て

く
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
の
人
生
は
バ
ラ
色
で
し
た
。

　

結
婚
す
る
時
に
父
が
一
枚
の
色
紙
を
手
渡
し
て
く
れ
た
の

が
「
風
強
け
れ
ば
神
様
は
靴
の
か
か
と
に
棲
み
た
も
う
」
と
い

う
父
の
詩
で
し
た
。
詩
の
意
味
を
父
に
聞
い
て
も
「
い
い
か
ら

い
い
か
ら
」
と
言
う
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
深
く
考
え
る
事
も
な

く
時
は
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
父
が
他
界
し
、
あ
ら
た
め
て

父
の
思
い
や
り
を
感
じ
た
時
に
、
ふ
っ
と
、
詩
の
意
味
が
私
な

り
に
解
釈
で
き
た
の
で
す
。
強
い
風
と
い
う
の
は
、
嫌
な
こ
と

や
人
生
の
中
の
荒
波
で
、
そ
ん
な
風
で
私
が
ふ
ら
つ
き
そ
う
に

な
っ
た
時
に
支
え
て
く
れ
る
神
様
が
靴
の
か
か
と
に
棲
ん
で
い

る
か
ら
、
何
も
心
配
し
な
い
で
い
い
ん
だ
よ
っ
て
言
っ
て
く
れ

て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。

料
理
愛
好
家
　
平ひ

ら
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作
家岡お

か

田だ  

淳じ
ゅ
ん

鹿
児
島
大
学
教
授

上か
み

谷た
に

順じ
ゅ
ん

三さ
ぶ

郎ろ
う

対
談

　
教
科
書
に
は
、
中
学
年
を
中
心
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
ば

れ
る
文
学
教
材
が
い
く
つ
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
け
ば
よ
い
か
、

指
導
に
悩
む
先
生
方
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
の
学
習
と
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
学
び

取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
対
談
と
実
践
紹
介
を
通

し
て
糸
口
を
つ
か
め
た
ら
と
思
い
ま
す
。

0203

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
お
も
し
ろ
い

　
多
く
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
を
生
み
出
し
て

こ
ら
れ
た
岡
田
さ
ん
と
、
文
学
教
育
を
研
究

テ
ー
マ
と
さ
れ
る
上
谷
先
生
に
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
、
国
語
の
授
業
の
中
で
の

楽
し
み
方
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
っ
て
、

何
だ
ろ
う

岡
田　

僕
の
作
品
は
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
多
い
け
ど
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
っ
て
、

よ
く
分
か
ら
な
い
言
葉
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

僕
ら
は
、
龍
が
出
て
き
た
ら
「
こ
れ
は
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
だ
ろ
う
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。
で
は
、
ロ
ー

ベ
ル
の
「
お
手
紙
」
は
ど
う
か
。
カ
エ
ル
は
、
現

実
で
は
話
を
し
た
り
、
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
た

り
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
（
笑
）。
現
実
に
は
起
こ
ら

な
い
話
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
ぶ
な
ら
、
こ
う
い

う
話
も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
分

か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

上
谷　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
つ
い
て
、
み
ん
な
が
あ

る
程
度
、
共
通
し
て
も
っ
て
い
る
捉
え
と
し
て
は
、

「『
現
実
と
非
現
実
の
境
目
に
あ
る
』
と
か
『
現
実

と
非
現
実
と
を
出
入
り
す
る
』
と
い
う
構
造
を
も
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  淳
じゅん

1947年，兵庫県生まれ。神戸大学教育学
部美術科を卒業後，図工専任教師として小
学校に38年間勤務。その間から斬新なファ
ンタジーの手法で独自の世界を描く。『放
課後の時間割』（日本児童文学者協会新人
賞），『学校ウサギをつかまえろ』（同協会賞），

『雨やどりはすべり台の下で』（サンケイ児
童出版文化賞），『扉のむこうの物語』（赤
い鳥文学賞），「こそあどの森の物語」シリー
ズ（野間児童文芸賞）など，受賞作も多い。

上
かみ

谷
たに

順
じゅん

三
さぶ

郎
ろう

1962年，鹿児島県生まれ。鹿児島大学教
授。国語科教育の中でも特に，読むこと
の教育，文学的文章の授業，読者中心の
文学理論を専門とする。著書に，『読者論
で国語の授業を見直す』（明治図書），『「読
者論」に立つ読みの指導』，『国語教育研
究の現代的視点』（ともに共著，東洋館出
版社）などがある。

思
う
ん
で
す
。

楽
し
め
れ
ば
い
い

上
谷　

み
ん
な
が
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
お
も
し
ろ
い

と
思
っ
て
い
る
の
は
確
か
な
の
で
、「
と
に
か
く

お
も
し
ろ
が
る
」
で
よ
し
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
で

授
業
を
終
わ
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
ね
。

岡
田　

僕
の
中
で
は
、「
楽
し
め
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。「
読
ん
で

い
て
楽
し
い
」「
こ
の
部
分
に
心
ひ
か
れ
る
」
と

感
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
、
十
分
そ
の
物
語

は
読
み
手
の
役
に
立
っ
て
い
る
、
何
か
を
も
た
ら

し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
分
析
的

に
、「
な
ぜ
そ
う
感
じ
る
の
か
」
な
ど
と
考
え
る

の
は
、
必
ず
し
も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
ん
で
す
よ
。例
え
ば
、『
ふ
し
ぎ
の
時
間
割
』

と
い
う
本
の
中
に
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」
と
い
う

話
が
あ
り
ま
す
。「
黒
猫
が
、
色
を
媒
介
に
し
て
、

み
ど
り
と
い
う
、
外
に
関
わ
る
こ
と
に
も
の
す
ご

く
消
極
的
な
子
ど
も
の
世
界
を
広
げ
て
い
く
」
と

い
う
話
―
―
こ
う
言
葉
に
し
て
し
ま
う
と
、「
そ

う
思
っ
て
書
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
言
い

た
く
な
っ
て
し
ま
う
（
笑
）。「
こ
う
な
っ
た
ら
お

も
し
ろ
い
」
と
い
う
の
を
積
み
重
ね
な
が
ら
書
い

て
、
あ
あ
い
う
話
に
な
っ
た
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

後
か
ら
読
ん
で
、
み
ど
り
が
世
界
を
広
げ
て
い
っ

た
こ
と
は
す
て
き
だ
な
と
は
思
う
。
で
も
、
そ
の

た
め
に
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
う
言
っ
て

し
ま
う
と
、
あ
の
す
て
き
さ
が
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
、
国
語
の
授
業
と
い
う
も

の
と
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
話
と
の
接
点

に
違
い
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。

上
谷　

な
ぜ
「
黒
」
と
「
緑
」
だ
っ
た
の
か
と
か

い
う
こ
と
を
分
析
し
て
も
し
か
た
が
な
い
と
こ
ろ

は
あ
り
ま
す
ね
。「
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
設
定
な

ん
だ
」
と
思
う
こ
と
で
入
っ
て
い
け
る
世
界
で
す

か
ら
ね
。

読
ん
だ
後
に
や
り
取
り

す
る
と
楽
し
い

岡
田　

あ
る
学
校
の
先
生
に
、「『
ピ
ー
タ
イ
ル

ね
こ
』
の
黒
猫
が
、
僕
の
理
想
の
教
師
像
な
ん

だ
」
っ
て
言
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

遊
び
に
付
き
合
う
こ
と
で
、
子
ど
も
の
世
界
を
広

げ
て
い
く
、
そ
う
い
う
関
わ
り
方
を
し
た
い
ん
だ

と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。「
そ
う
い
う
読
み

方
も
あ
る
の
か
」
と
思
い
ま
し
た
よ
。
読
ん
だ
後

の
そ
う
い
う
や
り
取
り
は
、
会
話
と
し
て
と
て
も

楽
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
も

の
を
何
色
と
見
る
か
と
い
う
こ
と
を
話
題
に
し
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
に
よ
っ
て
全
く

違
っ
て
き
そ
う
だ
し
、教
室
で
聞
い
た
と
き
に「
あ

い
つ
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
だ
ん
だ
な
」
と
思

え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
や
り
取
り
っ
て
い
う

の
は
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

上
谷　

そ
う
で
す
ね
。
人
に
は
好
き
嫌
い
が
あ
る

と
い
う
の
を
知
る
こ
と
に
も
、
好
き
な
理
由
が
違

う
ん
だ
と
知
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
い
う
こ
と
を
話
題
に
で
き
る
入
り
口
が
た
く
さ

ん
あ
る
っ
て
い
う
の
が
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
よ
い

と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
現
実
と
照
ら
し

つ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
動
物
が

話
し
た
り
手
紙
を
や
り
取
り
し
た
り
し
て
い
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
は
呼
ば
な
い
ん

で
す
ね
。

岡
田　

不
思
議
な
話
に
は
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
な
、
現
実
と
非
現
実
と
を
行
っ
た
り
来
た
り
す

る
も
の
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
世
界
に
何
か
「
異

界
の
も
の
」
が
入
っ
て
く
る
も
の
も
あ
り
ま
す

よ
ね
。
例
え
ば
「
メ
ア
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
」
と

か
、
僕
の
作
品
で
は
『
び
り
っ
か
す
の
神
様
』
と

か
。
こ
う
い
う
、
日
常
に
起
こ
る
不
思
議
を
描
い

た
も
の
は
、
日
常
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
べ
る
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
、

僕
に
は
境
界
が
分
か
り
に
く
い
ん
で
す
。

上
谷　

ご
自
身
で
は
、
あ
ま
り
区
別
せ
ず
に
書
か

れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。

説
明
の
し
き
れ
な
い
も
の

を
ど
う
読
む
か

岡
田　

書
く
と
き
に
は
、「
不
思
議
な
話
を
書
こ

う
」
と
は
全
く
思
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
普
通
に
書

い
て
い
た
ら
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
呼
ば
れ
る
話
に

な
っ
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
例
え
ば
、『
ム

ン
ジ
ャ
ク
ン
ジ
ュ
は
毛
虫
じ
ゃ
な
い
』
と
い
う
話

が
あ
り
ま
す
。
僕
の
初
め
て
の
作
品
で
す
。
子
ど

も
た
ち
が
学
校
や
山
に
行
く
ん
で
す
が
、
そ
れ
は

リ
ア
ル
な
世
界
で
あ
り
え
る
こ
と
で
す
。
で
も
、

そ
こ
に
ム
ン
ジ
ャ
ク
ン
ジ
ュ
と
い
う
、
あ
り
え
な

い
生
き
物
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
話
が

い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
っ
ぽ
く
な
っ
て
く
る
。

他
の
作
品
も
そ
う
い
う
調
子
で
書
い
て
い
て
、
そ

の
後
、
何
作
目
か
に
『
学
校
ウ
サ
ギ
を
つ
か
ま
え

ろ
』
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
不
思
議
な
物
事

が
出
て
こ
な
い
話
な
ん
で
す
。「
ど
ん
な
話
が
お

も
し
ろ
い
か
」
と
考
え
た
と
き
に
浮
か
ん
で
き
た

も
の
を
形
に
し
た
ら
そ
う
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
二
つ
の
作
品
は
、
僕
の
中
で
は
変
わ
り

は
な
い
ん
で
す
。
僕
は
、自
分
の
作
品
を
「
物
語
」

と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る
ん
で
す
。
僕
の
中
で
、

「
物
語
」
と
は
、
現
実
か
ら
飛
び
上
が
っ
て
現
実

に
着
地
す
る
と
い
う
も
の
。
二
つ
の
作
品
の
違
い

は
、
そ
の
「
飛
び
上
が
る
高
さ
」
の
違
い
だ
け
な

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
ね
。

上
谷　

確
か
に
、
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

学
校
の
授
業
の
中
で
読
む
と
き
に
は
、「
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
で
あ
る
か
な
い
か
」
に
よ
っ
て
、
指
導
の

し
か
た
を
違
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
と
思
い

ま
す
ね
。
つ
ま
り
、例
え
ば
、「
白
い
ぼ
う
し
」（
四

年
上
）
に
出
て
く
る
「
白
い
ち
ょ
う
」
の
よ
う
な
、

説
明
の
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
場
合
に
ど
う

読
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
白
い

ち
ょ
う
」
が
女
の
子
な
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ

と
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
わ
け

で
す
。「
ど
う
考
え
る
の
が
正
解
か
」
と
い
う
読

み
方
を
し
て
も
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ

れ
が
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
ど
う
扱
っ
た
ら
よ
い

の
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
学
校
の
先
生
方
の
声

に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
解
決
で
き
な

い
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
こ
の
仕
掛
け
に
着

目
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
と
思
え
る
読
み
方
が
で
き

る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
と



特 

集
ファンタシーの読み方のつほ

0607

る
。
左
足
を
そ
こ
に
踏
み
出
す
と
、
な
ん
だ
か
バ

ナ
ナ
の
皮
を
踏
ん
だ
と
き
の
よ
う
な
感
触
が
あ
っ

た
。「
あ
っ
」
と
思
っ
て
右
足
を
出
す
と
、
同
じ

よ
う
に
感
じ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
年
に
一
、

二
回
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、
自
分
の
足
元
を
見
る
と
、

地
面
か
ら
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
浮
き
上
が
っ
て
い
た

…
…
っ
て
言
っ
た
ら
、
み
ん
な
、「
え
え
っ
」
っ

て
言
う
で
し
ょ
う
（
笑
）。

上
谷　
（
笑
）

岡
田　

今
、「
え
え
っ
」
っ
て
思
っ
た
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。「
こ
の
ビ
ル
の

玄
関
」
と
い
う
場
所
は
、
こ
こ
に
い
る
み
ん
な
が

知
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、「
バ
ナ
ナ
の
皮
を
踏

ん
だ
と
き
の
感
触
」
も
、
み
ん
な
が
想
像
で
き
る
。

そ
う
い
う
、
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
積
み

重
ね
て
い
っ
て
、「
浮
き
上
が
っ
て
い
た
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
く
よ
う
に
、
僕
は
考
え
て

い
る
ん
で
す
。
分
か
る
こ
と
、
み
ん
な
が
必
ず
思

う
よ
う
な
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い
っ
て
、
あ
り
え

な
い
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

は
意
識
し
て
い
ま
す
。

上
谷　

先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、「
飛
び
上

が
る
高
さ
」
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
識
の
し

か
た
は
違
っ
て
き
そ
う
で
す
ね
。

岡
田　

そ
う
で
す
ね
。
短
編
で
あ
れ
ば
、
わ
り
と

一
足
飛
び
に
行
け
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
丁
寧
に
積
み
重
ね
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
リ
ア

ル
な
と
こ
ろ
か
ら
、
み
ど
り
が
い
や
だ
と
思
っ
て

い
る
こ
と
、「
緑
色
と
い
う
色
に
関
わ
っ
て
、
な

ん
と
か
外
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
を
で
き
る
だ
け
き
ち
ん
と
書
き
ま
す
。
だ
か

ら
、
黒
猫
が
黒
い
タ
イ
ル
を
飛
び
飛
び
や
っ
て
き

た
と
き
に
、
猫
が
し
ゃ
べ
る
こ
と
を
疑
問
に
思
わ

せ
ず
に
、
み
ど
り
と
の
色
の
関
係
が
で
き
て
い
く

ん
で
す
。「
飛
び
上
が
る
前
」
の
リ
ア
ル
な
現
実

の
部
分
を
し
っ
か
り
書
く
こ
と
で
、「
飛
び
上
が

る
高
さ
」
が
保
証
さ
れ
る
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
ね
。
ま
あ
、
書
く
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
分

析
的
に
は
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
思
い
返
す
と

そ
う
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

上
谷　

ご
自
身
の
作
品
を
読
み
返
さ
れ
る
と
き
に

は
、
そ
う
い
っ
た
仕
掛
け
の
こ
と
は
意
識
さ
れ
る

も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

岡
田　

意
識
し
な
い
で
す
ね
。
中
に
入
っ
て
そ
の

世
界
を
楽
し
む
と
い
う
感
じ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

「
あ
ざ
と
い
」
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
、
少
し
は
意

識
し
ま
す
よ
（
笑
）。
例
え
ば
、『
放
課
後
の
時

間
割
』
に
「
す
る
と
、
雪
が
ふ
り
だ
し
た
」
と
い

う
話
が
あ
り
ま
す
。「
す
る
と
、
雪
が
ふ
り
だ
し

た
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
く
る
物
語
を
作

る
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
て
、
ネ
ズ
ミ
が
作
っ

た
話
で
す
。
で
も
、
冒
頭
で
空
中
に
は
り
付
い
た

よ
う
に
雪
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。「
ど
う
な
る
の
」

と
思
う
う
ち
に
話
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
っ
て
、

終
末
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
文
と
と
も
に
ま
た
雪
が

降
り
始
め
る
。
自
分
で
も
「
あ
ざ
と
い
な
」
と
思

合
わ
せ
て
、「
あ
あ
、
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
生
き
て

い
け
な
い
よ
」
と
い
う
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら

（
笑
）。

岡
田　

そ
う
そ
う
。「
僕
は
こ
う
な
ん
だ
。
君
は

そ
う
な
の
か
」
と
で
き
る
の
は
楽
し
い
。

上
谷　
「
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
な
き
ゃ
い
け
な

い
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考

え
方
や
体
験
を
共
有
で
き
る
よ
さ
も
、
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

岡
田　

そ
う
思
い
ま
す
。

仕
掛
け
を
読
み
取
る

お
も
し
ろ
さ

上
谷　

読
ん
で
「
こ
う
考
え
た
」
と
い
う
の
を
や

り
取
り
し
な
が
ら
学
習
し
て
い
く
と
き
に
、
文
章

の
分
析
・
解
釈
を
し
て
も
お
も
し
ろ
い
作
品
と
い

う
の
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

岡
田　

そ
う
で
す
か
ね
え
。

上
谷　

岡
田
さ
ん
の
作
品
は
、
分
析
し
て
い
っ
て

も
お
も
し
ろ
く
読
ん
で
い
け
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
変
な
言
い
方
で
す
が
、
あ
り
え
な
い
と
思
う

よ
う
な
世
界
に
読
み
手
が
入
っ
て
い
け
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
納
得
で
き
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
な
ん
で
す
。
岡
田
作
品
に
は
そ
れ
が
あ

る
。
そ
の「
納
得
で
き
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
」

と
い
う
部
分
が
、
分
析
で
き
る
と
こ
ろ
だ
っ
て
い

う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。

岡
田　

破
綻
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
識
は
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

上
谷　

あ
り
そ
う
に
な
い
話
な
の
に
、
な
ぜ
読
み

切
れ
た
の
か
と
振
り
返
っ
た
と
き
に
、「
こ
の
設

定
で
、
こ
う
考
え
る
人
が
こ
う
行
動
す
る
の
は
分

か
る
」
と
、
自
分
が
説
得
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
が

分
か
る
と
い
う
の
は
、
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
と
ん
分
析
し
て
も
整
合
性
が

保
た
れ
て
い
る
、
絵
に
描
い
て
も
矛
盾
な
く
再

現
で
き
る
な
ど
、「
分
析
す
る
と
お
も
し
ろ
い
！
」

と
い
う
楽
し
み
も
あ
っ
て
い
い
よ
う
な
気
が
す
る

ん
で
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
作
ら
れ
て
い

な
い
作
品
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
ね
。

岡
田　

確
か
に
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。『
ふ
し
ぎ
な
木
の
実
の
料
理
法
』

な
ん
か
は
、
部
屋
の
中
の
描
写
が
い
く
つ
か
出
て

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
絵
を
子
ど
も
た
ち
に
描

か
せ
て
み
て
も
喜
ぶ
と
思
い
ま
す
。

不
思
議
を
描
く
仕
掛
け

岡
田　
『
ふ
し
ぎ
な
木
の
実
の
料
理
法
』
を
は
じ

め
と
し
た
「
こ
そ
あ
ど
の
森
の
物
語
」
シ
リ
ー
ズ

は
、
本
当
に
は
な
い
不
思
議
な
世
界
の
話
な
の
で
、

そ
れ
を
ど
う
、
あ
り
そ
う
に
作
り
上
げ
る
か
っ
て

い
う
の
に
は
気
を
遣
い
ま
す
ね
。

　

例
え
ば
、
今
日
、
こ
の
ビ
ル
の
玄
関
の
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
こ
と
で
す
が
…
…
レ
ン
ガ
色
の
壁
が

あ
っ
て
、
下
は
こ
げ
茶
色
の
石
が
敷
か
れ
て
い

あ
り
え
な
い
世
界
を
、

納
得
で
き
る
形
で
示
す
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
谷

み
ん
な
が
必
ず
思
う
こ
と
を
積
み
重
ね
て
、

あ
り
え
な
い
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
く
。
　
岡
田
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ムンジャクンジュは
毛虫じゃない

（偕成社文庫）
偕成社／定価700円＋税

たたりの言い伝えがある不思議
な山，クロヤマから持ち出され
た花と「ムンジャクンジュ」とい
う不思議な存在。それをきっか
けに，子どもたちの日常に大騒
動が持ち上がる15 日間を描く。

ふしぎな木の実の
料理法

　
理論社／定価1,500円＋税

「こそあどの森」シリーズ１作目。
「こそあどの森」のスキッパー
のもとに届いた謎の木の実「ポ
アポア」。その料理法をめぐり，
森のみんなが知恵を絞る。不思
議な森の住人が繰り広げる物語。

ふしぎの時間割
　

偕成社／定価1,000円＋税

いくつかの小学校を舞台とし，
そのそれぞれの時間に起こる，
本当にありそうでなさそうな出
来事を，時間割のように集めた
物語。１年生の女の子・みどり
の前に，不思議な黒猫が現れる

「ピータイルねこ」を収録。

放課後の時間割
（偕成社文庫）

偕成社／定価700円＋税

学校ネズミは，学校に住み，人
間の言葉を話す。ある日，小学
校の図工の先生「ぼく」の前に
姿を現した学校ネズミが，学校
にまつわる物語を語り始める。
不思議な存在が語る，不思議
な話が折り重なった物語。

0809

い
ま
す（
笑
）。
こ
う
い
う
も
の
は
読
み
返
し
て
も
、

も
う
引
っ
掛
か
り
は
し
ま
せ
ん
よ
ね
（
笑
）。

「
語
り
」
の
効
果

上
谷　

仕
掛
け
に
加
え
て
、
文
章
で
読
む
と
き
に

大
事
な
の
は
、「
語
り
」
だ
と
思
う
ん
で
す
。
映

像
や
絵
が
な
い
分
、
仕
掛
け
が
生
き
る
か
ど
う
か

は
「
語
り
」
し
だ
い
な
の
で
、
そ
こ
は
、
か
な
り

工
夫
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
国
語
で
学
習
す
る

場
合
、
そ
れ
は
意
識
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。「
語

り
」
に
は
三
タ
イ
プ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

語
り
手
が
紙
芝
居
を
語
っ
て
い
る
よ
う
な
、
人
物

の
行
動
も
気
持
ち
も
全
て
分
か
る
と
い
う
全
知
的

な
視
点
を
も
つ
タ
イ
プ
。
そ
れ
か
ら
、
脚
本
の
ト

書
き
の
よ
う
に
、
人
物
の
行
動
を
客
観
的
に
眺
め

る
と
い
う
タ
イ
プ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
間
に

あ
る
、
人
物
の
一
人
に
焦
点
を
当
て
て
寄
り
添
い
、

そ
の
行
動
や
気
持
ち
を
語
る
と
い
う
三
人
称
の
限

定
的
な
視
点
と
い
う
タ
イ
プ
。
岡
田
作
品
は
、
多

く
が
三
人
称
の
形
を
取
っ
て
い
ま
す
ね
。

岡
田　
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」
だ
と
、
み
ど
り
に

寄
り
添
っ
た
視
点
で
書
い
て
い
る
け
れ
ど
、「
私

は
」
と
い
う
書
き
方
は
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
神
様

が
み
ど
り
の
肩
の
上
に
乗
っ
て
語
っ
て
い
る
み
た

い
な
感
じ
な
ん
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。

上
谷　

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
距
離
が
離
れ
す
ぎ
て

い
る
と
、「
こ
れ
は
空
想
の
話
だ
な
」
と
な
っ
て

し
ま
う
。
適
切
で
あ
れ
ば
「
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る

の
か
も
」
と
思
い
な
が
ら
読
ん
で
い
け
る
。
そ
の

距
離
感
は
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

岡
田　

そ
の
あ
た
り
は
わ
り
と
気
を
遣
っ
て
い
る

と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
、『
選
ば
な
か
っ

た
冒
険
』
と
い
う
話
で
は
、
寄
り
添
う
人
物
が
、

章
ご
と
に
男
女
で
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
読
み
手
は
、
男
の
子
の
気
持
ち
も
女
の

子
の
気
持
ち
も
分
か
る
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
ね
。

書
き
手
と
し
て
、
そ
う
い
う
た
く
ら
み
は
あ
り
ま

す
よ
。
た
だ
、
読
む
と
き
に
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

ら
れ
る
と
困
っ
て
し
ま
う
（
笑
）。

上
谷　
「
飛
び
上
が
る
高
さ
」
が
高
い
と
き
、
そ

の
世
界
に
う
ま
く
踏
み
出
さ
せ
て
く
れ
る「
語
り
」

が
、
岡
田
作
品
に
は
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
読
み
手
の
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
か
な
り

意
識
し
て
い
な
い
と
生
ま
れ
な
い
も
の
で
す
。「
こ

れ
な
ら
信
用
し
て
つ
い
て
き
て
く
れ
る
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

岡
田　

自
分
で
は
分
析
で
き
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、

そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
（
笑
）。
子
ど
も
と
「
か
く

れ
ん
ぼ
」
を
す
る
と
、
本
気
で
わ
く
わ
く
し
な
が

ら
隠
れ
て
い
る
自
分
が
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が

と
て
も
楽
し
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い
う
気
持
ち

で
書
い
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

上
谷　
「
お
も
し
ろ
が
る
」
と
い
う
思
い
が
根
っ

こ
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
国
語
で
は
、
言
葉
の
学
習

の
た
め
に
分
析
的
に
読
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
の
は
確
か
で
す
。
そ
う
読
ん
で
も
お

も
し
ろ
い
も
の
は
あ
り
ま
す
し
ね
。
た
だ
、「
そ

ん
な
ふ
う
に
読
む
と
お
も
し
ろ
く
な
く
な
る
」
と

い
う
書
き
手
の
気
持
ち
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。
そ

れ
を
受
け
止
め
、「
お
も
し
ろ
が
る
」
と
い
う
こ

と
は
忘
れ
な
い
で
い
た
い
で
す
ね
。
今
日
は
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

岡
田
淳
さ
ん
の
本

びりっかすの神様
（偕成社文庫）

偕成社／定価700円＋税

４年生の始
はじめ

が転入したのは，成
績順で席が決まるクラス。そこ
で出会ったのは「びり」になっ
た子にだけ見える「びりっかす
の神さま」。不思議な存在，「び
りっかすの神さま」によって，
クラスが変わっていく。

選ばなかった冒険
（偕成社文庫）

偕成社／定価700円＋税

６年生の学
まなぶ

とあかりは，ある日，
学校の階段から，ロールプレイ
ングゲームの世界に入り込んで
しまう。ゲームの世界で眠ると
現実へ，現実で眠るとゲームの
世界へと，二つの世界を行き来
しながら進む冒険の物語。

対
談
で
話
題
に
上
が
っ
た
、
岡
田
さ
ん
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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は
じ
め
に

■
「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」

　

本
作
品
は
、
現
実
の
生
活
の
中
に
、
不
思
議
な

存
在
が
入
っ
て
く
る
タ
イ
プ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と

い
え
ま
す
。
不
思
議
な
男
の
子
の
正
体
は
、「
種

明
か
し
」
的
に
物
語
の
結
末
で
明
か
さ
れ
ま
す
が
、

物
語
が
終
わ
っ
た
後
も
そ
の
存
在
が
続
い
て
い
く

の
か
ど
う
か
は
、
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
、
等
身
大
の
人
物
と

自
分
を
重
ね
て
、
入
り
込
み
や
す
い
よ
さ
が
あ
る

作
品
で
す
。
た
だ
、
ワ
タ
ル
の
変
容
が
は
っ
き
り

と
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
比
喩
表
現
が
多
く

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
読
め
ば
い
い
の

か
と
つ
ま
ず
く
子
が
出
て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
別
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
を
導
入

と
し
て
読
む
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

■
導
入
教
材
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」

　

導
入
教
材
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
の
は
、

「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」（
岡
田
淳
／
偕
成
社
『
ふ
し

ぎ
の
時
間
割
』
収
録
）。
小
学
生
の
女
の
子
、
み

ど
り
の
前
に
不
思
議
な
猫
が
現
れ
る
、
猫
の
存
在

が
消
え
な
い
ま
ま
結
末
を
迎
え
る
な
ど
の
点
で
、

「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」
と
共
通
し
た
構
造
を
も
つ

物
語
で
す
。
さ
ら
に
、
比
喩
表
現
が
少
な
く
、
繰

り
返
し
や
平
易
な
表
現
が
多
い
た
め
、
導
入
と
し

て
読
む
際
、「
不
思
議
」
の
内
容
と
構
造
に
着
目

し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

　

通
読
し
た
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
物
語
の

中
で
、
み
ど
り
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
た
め
、
そ
の
後
は
「
み
ど
り
は
、
何
に

よ
っ
て
変
わ
っ
た
の
か
」
を
考
え
な
が
ら
読
み
進

め
て
い
き
ま
し
た
。
低
学
年
の
頃
か
ら
繰
り
返
し

行
っ
て
き
た
、
場
面
ご
と
に
み
ど
り
の
行
動
や
気

持
ち
な
ど
を
「
～
し
た
み
ど
り
」
で
整
理
し
て
い

く
と
い
う
方
法
を
取
り
ま
し
た
。

指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

①
「
ピ
ー
タ
イ
ル
ね
こ
」（
二
時
間
）

　

・
全
文
の
通
読
後
、
場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が

ら
読
み
進
め
る
。

　

・
人
物
の
変
容
を
読
み
取
る
。

②
「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」（
五
時
間
）

　

・
全
文
の
通
読
後
、
場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が

ら
読
み
進
め
る
。

　

・「
不
思
議
」
の
役
割
を
手
が
か
り
に
、
人
物

の
変
容
を
読
み
取
る
。

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

○
全
文
の
通
読

　

ま
ず
は
私
が
全
文
を
範
読
し
、
子
ど
も
た
ち
に

聞
か
せ
ま
す
。
導
入
教
材
か
ら
の
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
た
め
、「
白
い
ぼ
う
し
に
青
い
服
の
、
ち
っ

ち
ゃ
な
子
」
が
現
れ
た
あ
た
り
で
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
は
「
あ
、ま
た
『
不
思
議
』
が
出
て
き
た
」「
な

ぜ
急
に
出
て
き
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
う
声
が
上
が

り
ま
し
た
。
そ
の
「
不
思
議
」
を
楽
し
む
雰
囲
気

を
保
つ
よ
う
、「
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ

い
あ
る
、
不
思
議
な
話
だ
ね
」
な
ど
と
、
意
識
し

て
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

雰
囲
気
作
り

　
分
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
抵
抗
を

感
じ
る
子
も
い
ま
す
。「
分
か
ら
な
い
！
」
で

思
考
が
停
止
し
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
く
の

  

文
学
の
一
教
材

　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、「
入
り
口
と
出
口
が
あ
る
」

な
ど
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
国
語
の
授
業

で
扱
う
と
き
に
目
ざ
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
を
見
つ

け
、
指
摘
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
も
、
文
学

的
な
文
章
の
一
つ
。
文
学
の
読
み
の
力
を
つ
け
る

た
め
の
一
教
材
と
考
え
、
授
業
を
組
み
立
て
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

  

授
業
が
し
や
す
い

　

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
私
が
感
じ
て
い
る
の
は
、

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
授
業
が
し
や
す
い
」
と
い

う
こ
と
。
読
む
力
の
定
着
に
は
、
子
ど
も
た
ち
自

身
の
「
読
み
た
い
・
知
り
た
い
」
と
い
う
思
い
か

ら
生
ま
れ
る
課
題
で
学
習
を
進
め
る
の
が
有
効
な

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
は
、
み
ん
な
が
、「
不
思
議
」
と
い
う
土

台
に
立
ち
、「
誰
も
が
不
思
議
だ
と
思
う
の
は
な

ぜ
か
」
と
い
う
共
通
の
課
題
を
も
っ
て
読
ん
で
い

く
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
課

題
の
共
有
が
自
然
に
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

教
師
と
し
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、「
不
思
議
」
に
つ
い
て
、
思
っ
た
こ
と
を
話

し
合
え
る
と
い
う
よ
さ
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

物
語
を
読
む
と
き
の
観
点
の
一
つ
と
し
て
、「
人

物
や
物
事
な
ど
の
変
容
を
読
み
取
る
」
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
物
語
の
初
め
と
終
わ
り
で

変
容
し
た
も
の
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た

原
因
を
読
み
取
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
に
お
け
る
そ
う
し
た
変
容
に
は
、「
不
思
議
」

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、

「
不
思
議
」
に
よ
っ
て
、
変
容
の
原
因
が
分
か
り

や
す
く
、
読
み
取
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
も
、
教
材
と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
よ
さ
で
す
ね
。

  

三
年
生
で
、
ま
ず
出
会
わ
せ
た
い 

　

授
業
で
は
、
登
場
人
物
に
同
化
し
て
不
思
議
の

世
界
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
と
、そ
の
「
不
思
議
」

の
内
容
と
構
造
を
、
外
か
ら
「
読
者
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
の
、
両
面
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
不
思
議
の
世
界
に
入
っ
た
り
、
そ
こ
か

ら
出
た
り
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
私
の
経
験
上
、
そ
れ
が
最
も
す
ん
な
り
で
き

る
の
が
、
三
年
生
の
子
ど
も
た
ち
。
登
場
人
物
に

な
り
き
っ
た
読
み
方
だ
け
で
な
く
、「
読
者
」
と

し
て
作
品
を
俯ふ

瞰か
ん

し
、
価
値
づ
け
る
よ
う
な
読
み

方
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
頃
な
ん
で

す
。
こ
の
時
期
に
、
等
身
大
の
人
物
が
出
て
く
る

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
出
会
わ
せ
、
読
み
の
力
の
定
着

を
図
っ
て
お
く
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
次
の

ペ
ー
ジ
よ
り
、
私
の
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。（
談
）

読
み
方
の
つ
ぼ

授
業
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
む
と
き
に

「
海
を
か
っ
と
ば
せ
」（
三
年
上
）

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
教
諭 

青
山
由
紀
先
生
の
授
業
実
践
を
通
し
て
、
国
語
の

授
業
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読
む
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

青
山
先
生 
と

　
　
　
　

考
え
る

青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士
課程修了。聖心女子学院初等科教諭
を経て，現職。日本国語教育学会常
任理事。「ことばと学びをひらく会」
役員。著書に『古典が好きになる』（光
村図書，近日発売）など。
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ぶ
ん
、
こ
の
正
体
は
こ
う
な
の
で
は
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
に
「
た
ぶ
ん
」
を
想
像
で
き
る
の
は
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
作
品
に
も
よ
り
ま
す
が
、
読
者
が
そ
の
よ

う
に
想
像
で
き
る
の
は
、
そ
う
さ
せ
る
仕
掛

け
が
、
作
品
の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
仕
掛
け

を
根
拠
に
、
そ
の
作
品
の
「
不
思
議
」
の
役

割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
人
物
の
変
容
、「
不
思

議
」
の
内
容
や
構
造
が
、
よ
り
際
立
っ
て
見

え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

内
容
や
構
造
が
共
通
す
る
導
入
教
材
を
位
置
づ

け
た
こ
と
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
抵
抗
な
く
不

思
議
の
世
界
に
入
り
込
み
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
特
性
を
生
か
す
こ
と
で
、
身
に

つ
け
さ
せ
た
い
文
学
の
読
み
の
力
を
、
効
果
的
に

指
導
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

学
習
後
、
家
庭
学
習
の
時
間
を
使
っ
て
、「
不

思
議
な
物
語
」（
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
）
を
読
み
、
読

書
記
録
を
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
気
に
入
っ
た
作
品
を
友
達
に
紹
介
す
る
ポ
ス

タ
ー
（
左
図
）
を
作
り
、
掲
示
し
て
交
流
さ
せ
ま

し
た
。
導
入
教
材
か
ら
の
つ
な
が
り
の
岡
田
淳
作

品
、
海
外
の
作
品
な
ど
、
友
達
の
ポ
ス
タ
ー
を
見

て
、
感
想
を
交
わ
し
た
り
、
自
分
の
読
書
に
生
か

そ
う
と
し
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
、
多
く
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
触
れ
、
そ

の
世
界
に
親
し
ん
だ
よ
う
で
し
た
。

不
思
議
な
物
語
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
ま
ず
は
「
不
思
議
」
を
存

分
に
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
、
よ
く
分
か
ら
な

い
、
不
思
議
な
も
の
を
楽
し
む
雰
囲
気
作
り

は
重
要
で
す
。「
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
否
定

的
な
言
葉
で
は
な
く
、「
不
思
議
」
と
い
う
言

葉
で
、
子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
捉
え
ら
れ
る

よ
う
、
声
の
か
け
方
や
言
葉
の
使
い
方
を
意

識
し
た
い
も
の
で
す
。

○
中
心
人
物
「
ワ
タ
ル
」
で
整
理

　

導
入
教
材
と
同
じ
よ
う
に
、
場
面
ご
と
に
、
中

心
人
物
ワ
タ
ル
の
行
動
や
様
子
な
ど
を
整
理
し
て

い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
範
読
を
聞
い
て
い

る
と
き
か
ら
、「
ワ
タ
ル
が
『
不
思
議
』
に
よ
っ
て
、

何
か
変
わ
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
て
い
た
様
子
。

場
面
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
、「
ワ
タ
ル
は
何
に

よ
っ
て
、
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
」「
ど
ん
な
『
不

思
議
』
が
出
て
く
る
の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

本
教
材
は
、
物
語
の
筋
を
追
う
だ
け
な
ら
、
三

年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
難
し
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
文
中
に
は
比
喩
表
現
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。
不
思
議
な
出
来
事
に
つ
い
て
読

み
取
る
に
は
、
そ
の
比
喩
表
現
で
た
と
え
ら
れ
て

い
る
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
は
、
丁
寧
な
指
導
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
挿
絵
の
拡
大
コ
ピ
ー
を
示
す
こ
と
に
し
ま

し
た
。
挿
絵
に
よ
っ
て
場
面
の
様
子
が
想
像
し
や

す
く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
の
比
喩
表
現
に
対
す
る

ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特

に
、
教
科
書
Ｐ
72
・
73
の
挿
絵
で
、
ワ
タ
ル
か
ら

見
え
て
い
る
景
色
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
で
、

「
観
客
の
顔
が
ば
ら
色
」「
ア
ド
バ
ル
ー
ン
も
ま
っ

か
っ
か
」
が
示
す
様
子
が
捉
え
や
す
く
な
り
ま
し

た
。

挿
絵
の
活
用

　
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
文
章
の
み
か
ら
想

像
す
る
の
は
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
と
き
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
挿
絵
で
す
。

特
に
、
非
現
実
的
な
こ
と
が
描
か
れ
る
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
で
は
、
挿
絵
を
有
効
に
使
い
、
文

章
と
合
わ
せ
て
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
た
だ
、
挿
絵
の
印
象
が
強
す
ぎ
る
と
、
そ

の
情
報
の
み
か
ら
想
像
し
て
し
ま
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
の
挿
絵
に
立
ち
止
ま
ら

せ
る
の
か
、
よ
く
考
え
て
活
用
す
る
こ
と
が

大
切
だ
と
い
え
ま
す
。

○
人
物
の
変
容
を
読
む

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
教
材

に
は
、
ワ
タ
ル
の
変
容
が
は
っ
き
り
と
は
描
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ワ
タ
ル
に
働
き
か
け
る

人
物
、「
波
の
子
ど
も
」
の
役
割
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
で
、
そ
れ
が
読
み
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

「
不
思
議
」
の
内
容
と
構
造
に
も
理
解
が
及
ぶ
は

ず
で
す
。
そ
こ
で
、「
な
ぜ
、『
波
の
子
ど
も
』
な

の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、「
ワ
タ
ル
が
、
海
に
来

れ
ば
い
つ
で
も
応
援
し
て
も
ら
え
る
気
持
ち
に
な

れ
る
か
ら
」「
波
の
子
ど
も
な
ら
い
つ
で
も
海
に

い
る
し
、
ま
た
練
習
に
来
れ
ば
、
出
て
こ
な
か
っ

た
と
し
て
も
見
て
い
て
く
れ
る
感
じ
が
す
る
か

ら
」
な
ど
、
多
く
の
考
え
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
な

か
に
は
、「『
海
に
来
る
と
、
波
の
子
ど
も
が
出
て

く
る
の
で
は
と
い
う
気
持
ち
に
支
え
ら
れ
、
ワ
タ

ル
は
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
』
と
読
者
に
思
わ
せ

る
た
め
」と
い
う
、客
観
的
な
読
者
の
見
方
に
立
っ

た
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
こ

と
で
、
結
果
、「
練
習
を
し
続
け
る
強
い
気
持
ち

に
な
れ
た
」
な
ど
と
、
子
ど
も
た
ち
は
ワ
タ
ル
の

変
容
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す
。

「
不
思
議
」
の
役
割

　
不
思
議
な
世
界
や
出
来
事
に
つ
い
て
、「
た

▼『びりっかすの神さま』（岡田淳）
を紹介したポスター。ポスターには，
タイトルと作者名，「何が不思議なの
か」を必ず入れることとし，その他は
子どもたちの自由に任せた。

▲『チョコレート工場の秘密』（ロア
ルド・ダール）を紹介。作品の中の「不
思議」に着目し，読み取っている。
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れ
ら
は
、
女
の
子
の
出
現
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
女
の

子
の
会
話
な
ど
、
女
の
子
の
行
動
に
関
す
る
こ
と

が
主
で
し
た
。

　

そ
の
な
か
で
、「
夏
み
か
ん
と
夏
み
か
ん
の
間

に
、『
不
思
議
』
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う

気
づ
き
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
が
夏

み
か
ん
に
白
い
ぼ
う
し
を
か
ぶ
せ
る
場
面
（
教
科

書
Ｐ
12
）
と
、
結
末
の
一
文
「
…
…
夏
み
か
ん
の

に
お
い
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。」（
Ｐ
16
）
と
の
間

に
、
不
思
議
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る
と
い
う
の

で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
目
は
、
夏
み
か
ん
の
役
割

に
も
向
き
始
め
ま
し
た
。

始
ま
り
と
終
わ
り

　「
不
思
議
」
の
中
で
起
こ
る
出
来
事
や
変
容

を
捉
え
る
た
め
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を

見
つ
け
る
の
は
意
味
あ
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
れ
が
ど
ん
な
始
ま
り
方
・
終
わ

り
方
な
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
仕
掛
け

を
読
む
こ
と
に
結
び
付
い
て
い
き
ま
す
。

○
人
物
像
を
捉
え
る

　

松
井
さ
ん
の
人
物
像
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
も
、

伏
線
の
読
み
取
り
、
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
「
不
思

議
」
に
大
き
く
関
わ
り
ま
す
。
そ
の
人
柄
が
、
優

し
く
誠
実
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は

「
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
前
だ
か
ら
女
の
子
が
現
れ

た
」
と
も
読
め
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を

印
象
づ
け
る
も
の
の
一
つ
、
夏
み
か
ん
に
関
わ
る

描
写
に
着
目
さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、「
こ
れ
は
、
レ
モ

ン
の
に
お
い
で
す
か
。」
か
ら
始
ま
る
冒
頭
の
場

面
。
物
語
の
筋
に
関
係
す
る
場
面
で
は
な
い
た
め
、

私
は
「
こ
の
場
面
は
、い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
問
い
か
け
ま
し
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か

ら
は
「
お
母
さ
ん
に
対
す
る
思
い
か
ら
、
松
井
さ

ん
が
優
し
い
人
だ
と
分
か
る
部
分
で
必
要
だ
」「
松

井
さ
ん
像
を
読
者
に
伝
え
る
大
事
な
場
面
」
と
い

う
意
見
が
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
「
ま
る

で
、
…
…
見
事
な
色
で
し
た
。」（
Ｐ
12
）
と
い
う

詳
し
い
描
写
に
も
目
を
向
け
さ
せ
、
松
井
さ
ん
の

温
か
な
人
柄
を
捉
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

○
全
体
を
見
通
す

　

作
品
の
「
不
思
議
」
を
よ
り
不
思
議
に
、
味
わ

い
深
く
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
が
、
結
末
の
一
文
で

す
。
物
語
の
構
成
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
仕
掛
け
を

捉
え
る
う
え
で
、
重
要
な
役
割
を
も
ち
ま
す
。
最

後
に
、
こ
の
一
文
が
必
要
か
ど
う
か
を
検
討
し
ま

し
た
。
意
見
の
交
流
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
は
、

こ
の
一
文
に
は
「
あ
り
え
な
い
よ
う
な
不
思
議
な

出
来
事
が
起
き
た
後
に
、
現
実
に
存
在
し
て
い
た

夏
み
か
ん
の
香
り
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
、『
や
っ

ぱ
り
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
か
も
』
と
思
わ
せ

る
」
意
味
が
あ
る
の
だ
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　

伏
線
、
人
物
像
、
色
や
香
り
の
表
現
、
鍵
と
な

る
も
の
な
ど
、
着
目
し
た
い
多
く
の
要
素
を
も
つ

教
材
が
、「
白
い
ぼ
う
し
」
だ
と
思
い
ま
す
。
押

さ
え
る
べ
き
こ
と
を
絞
っ
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

作
品
全
体
を
俯
瞰
し
、
構
成
や
表
現
の
意
味
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
を
通
し
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
、

「
作
者
の
意
図
」
へ
の
意
識
が
芽
生
え
て
き
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

読
み
方
の

　
　

 

つ
ぼ
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は
じ
め
に

　

本
作
品
は
、
巧
み
な
伏
線
、
色
や
香
り
の
表
現

が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
物
の
変
容

を
追
う
の
で
は
な
く
、
伏
線
に
着
目
し
て
読
み
深

め
た
い
作
品
で
す
。
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た

文
学
の
読
み
の
学
習
の
中
で
も
、「
海
を
か
っ
と

ば
せ
」（
三
年
上
）
で
は
、
そ
の
初
歩
を
経
験
し

て
い
ま
す
。
結
末
の
「
種
明
か
し
」
を
受
け
、
そ

れ
以
前
の
「
波
の
子
ど
も
」
の
行
動
や
様
子
に
立

ち
戻
り
、
つ
な
が
り
を
確
か
め
る
読
み
で
す
。
こ

こ
で
は
、
そ
れ
を
生
か
し
、
よ
り
深
く
伏
線
を
読

む
学
習
を
位
置
づ
け
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
作
品
の
「
不
思
議
」
の
構
造
を
読

む
う
え
で
は
、
登
場
人
物
の
人
物
像
を
捉
え
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
、
色
や

香
り
の
表
現
に
つ
い
て
も
着
目
さ
せ
な
が
ら
、
読

み
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

つ
な
が
り
か
ら
伏
線
へ

　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
は
、
伏
線
が
巧
み
に
用

い
ら
れ
、
伏
線
に
着
目
し
て
読
む
学
習
を
設

定
し
や
す
い
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。「
種
明
か
し
」
か
ら
つ
な
が
り
を
確
認
す

る
、
伏
線
を
追
う
、
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
、

物
語
の
仕
掛
け
と
し
て
の
伏
線
を
読
む
目
を

養
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

①
課
題
を
設
定
す
る
（
一
時
間
）

　

・
全
文
を
読
み
、
人
物
の
設
定
を
確
認
す
る
。

　

・
読
み
の
課
題
を
も
つ
。

②
課
題
に
沿
っ
て
場
面
ご
と
に
読
む
（
三
時
間
）

　

・
仕
掛
け
と
思
え
る
言
葉
や
表
現
に
つ
い
て
発

表
・
交
流
し
な
が
ら
読
む
。

③
学
習
を
振
り
返
り
、
ま
と
め
る
（
一
時
間
）

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

○
課
題
の
設
定

　

通
読
後
、「
女
の
子
が
白
い
ち
ょ
う
な
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
た
人
？
」
と
問
う
と
、
全
員
が
手

を
挙
げ
ま
し
た
。
全
員
が
思
う
こ
と
は
、
課
題
と

し
て
焦
点
化
し
や
す
い
も
の
。「
女
の
子
が
白
い

ち
ょ
う
だ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
で
も
、
み
ん

な
が
そ
う
思
う
の
は
な
ぜ
か
。
き
っ
と
証
拠
が
あ

る
は
ず
。
そ
の
証
拠
を
探
そ
う
」
と
、
仕
掛
け
探

し
の
課
題
を
設
定
し
ま
し
た
。

み
ん
な
が
思
う
の
に
は
わ
け
が
あ
る

　
文
章
に
明
示
が
な
い
こ
と
を
、「
本
当
は
ど

う
な
の
か
」
と
議
論
し
て
も
、
答
え
は
出
ま

せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、「
明
示
さ
れ
て
い
な
い

の
に
多
く
の
人
が
そ
う
感
じ
る
の
は
な
ぜ
か
」

と
い
う
思
考
で
、
そ
の
要
因
と
な
る
仕
掛
け
・

伏
線
に
着
目
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
有
意

義
で
す
。
誰
も
が
同
様
に
感
じ
る
か
ら
に
は
、

そ
れ
を
誘
う
表
現
や
構
造
の
工
夫
が
必
ず
あ

る
は
ず
な
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
意
欲
的

に
読
む
う
え
で
も
有
効
で
す
。

○
課
題
に
沿
っ
て
読
む

　

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
女
の
子
と
ち
ょ
う
を
関

連
づ
け
る
証
拠
が
い
く
つ
も
挙
が
り
ま
し
た
。
そ

「
白
い
ぼ
う
し
」（
四
年
上
）



その悩み，
解決します！

その悩み，
解決します！

よ
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
季
節
の
訪
れ
を
、
先
人
の

残
し
た
季
節
の
言
葉
で
感
じ
分
け
、
新
た
に

季
節
の
言
葉
を
創
造
す
る
と
い
う
営
み
は
、

言
語
文
化
の
継
承
・
創
造
の
観
点
か
ら
も
意

義
の
あ
る
言
語
活
動
で
す
。
例
え
ば
「
私
の

『
フ
ォ
ト
俳
句
』」「
私
の
『
季
節
の
言
葉
辞

典
』」
な
ど
、「
私
」
を
軸
に
し
た
公
開
型
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

誘
発
し
、
言
語
主
体
で
あ
る
「
私
」
の
言
葉

の
力
を
高
め
て
い
く
う
え
で
有
効
で
す
。

　
季
節
の
言
葉
に
は
、
四
季
折
々
の
行
事
に

関
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
季
節
の
行
事
に

は
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
や
感
謝
の
気
持
ち
、

自
然
と
の
共
生
を
願
う
心
が
底
流
を
な
し
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
季
節
の
行
事
に

関
わ
り
、
季
節
の
恵
み
を
感
じ
な
が
ら
、
社

会
性
や
感
性
を
大
き
く
深
く
育
ん
で
い
き
ま

す
。
地
域
に
伝
わ
る
行
事
を
通
し
て
、
地
域

と
の
連
携
・
協
働
を
い
っ
そ
う
図
り
、
子
ど

も
た
ち
が
季
節
の
言
葉
を
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
学
べ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
や
教
材
化

を
積
極
的
に
進
め
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
ず
は
体
験
（
体
感
）
す
る

　
季
節
の
言
葉
は
、
移
ろ
い
巡
る
季
節
の
中

か
ら
生
ま
れ
、
長
い
歳
月
を
通
し
て
磨
か
れ

て
き
た
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
季
節
の
言
葉
は
、
ま
ず
は
享
受
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
先
人
が
残
し
て
く
れ
た

季
節
の
言
葉
を
知
り
、
そ
の
言
葉
を
視
覚
や

触
覚
や
嗅
覚
な
ど
の
五
感
を
働
か
せ
て
、
体

験
（
体
感
）
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
体
全

体
で
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
り
、
季
節
の
言
葉

に
息
吹
を
も
た
ら
し
、
命
を
宿
ら
せ
る
の
で

す
。
　
　
　

　
例
え
ば
、
春
の
季
語
「
水
ぬ
る
む
」
を
体

験
（
体
感
）
す
る
に
は
、
一
月
の
寒
い
日
に

一
度
、
学
校
の
ビ
オ
ト
ー
プ
や
池
の
水
に
触

れ
る
機
会
を
作
り
、
三
月
に
な
っ
て
再
び
触

れ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
と
き
「
そ
う
い
え
ば
、

一
月
に
比
べ
て
温
か
い
」
と
感
じ
取
ら
せ
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
「
そ
う
い
え
ば
、

一
月
に
比
べ
て
」
と
い
う
対
比
意
識
が
、
季

節
の
言
葉
を
支
え
る
骨
格
に
な
り
ま
す
。
季

節
の
言
葉
の
学
習
は
、「
移
ろ
い
」
が
も
と

に
な
り
ま
す
か
ら
、年
間
（
四
季
）
を
見
通
し
、

地
域
に
応
じ
た
「『
季
節
の
言
葉
』
カ
レ
ン

ダ
ー
」
を
用
意
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

体
験
（
体
感
）
を
通
し
て
獲
得
し
た
季
節
の

言
葉
は
、
生
涯
に
わ
た
る
宝
物
と
な
り
、
言

語
生
活
を
心
豊
か
な
も
の
に
し
ま
す
。

獲
得
し
た
言
葉
で
季
節
を
感
じ
る

　
し
か
し
、
い
つ
も
体
験
（
体
感
）
型
の
学

習
で
進
め
る
こ
と
は
、
時
間
や
場
所
の
関
係

か
ら
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

教
科
書
で
は
「
季
節
の
言
葉
」
の
典
型
を
学

び
、
個
々
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
朝
の
会
・

帰
り
の
会
な
ど
で
「
季
節
の
言
葉
を
見
つ
け

た
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
り
、
自
主
学
習
と

し
て
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
か
ら
季
節
の
言

葉
を
集
め
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
学
校
行

事
な
ど
で
の
表
現
活
動
（
俳
句
、
短
歌
、
手

紙
、
作
文
な
ど
）
と
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
季
節
の
言
葉
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
と

一
九
五
二
年
、愛
知
県
生
ま
れ
。
奈
良
教
育
大
学
附
属
中
学
校
校
長
を
併
任
。
国
語
科
教
育
学
、児
童
文
学
、教
師
教
育
を
専
門
と
す
る
。
奈
良
県
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
会
議
委
員
。
監
修
書
に『
子

ど
も
の
育
ち
と
「
こ
と
ば
」』（
保
育
出
版
社
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
編
集
委
員
を
務
め
る
。

松ま
つ

川か
わ

利と
し

広ひ
ろ

「季節の言葉」の活用

お

み
悩

「
季
節
の
言
葉
」
の
活
用
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教
科
書
二
～
六
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
季
節
の
言
葉
」
の

授
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
も
て
ま
せ
ん
。
こ
の
ペ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、

ど
の
よ
う
な
授
業
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

日
々
、
子
ど
も
た
ち
を
教
え
る
先
生
方
が
抱
え
る
お
悩
み
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
上
げ
、

解
決
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
、
松
川
利
広
先
生
と
藤
井
治
先
生
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま
す
。

奈
良
教
育
大
学
教
職
大
学
院 

教
授

松
川
利
広

初
め
に
、「
季
節
の
言
葉
」
の
教
材
の
意
図
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
教
材
な
の
で
し
ょ
う
か
。

解決
のために

ま
ず
は
、
五
感
を
使
っ
て
季
節
の
言
葉
を
感
じ
、
獲
得
す
る
こ
と
。

そ
れ
か
ら
、
折
に
触
れ
て
季
節
の
言
葉
と
関
わ
る
こ
と
を
大
切
に
。

１



次
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

●
教
材
に
は
「
春
か
ら
夏
へ
」
と
、
季
節
の

幅
が
あ
り
ま
す
。
一
時
間
で
春
と
初
夏
を

丁
寧
に
指
導
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
教
科
書
で
は
春
を

比
較
的
、
軽
く
扱
い
、
初
夏
の
ほ
う
に
重

点
を
置
い
て
い
ま
す
。

　
季
節
へ
の
感
受
性
を
高
め
る
た
め
に
、「
児

童
が
今
、
接
し
て
い
る
季
節
感
」
に
合
わ

せ
た
扱
い
方
を
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
重

要
で
す
。
教
科
書
の
扱
い
方
は
、
こ
の
時

期
、
葉
桜
の
季
節
か
ら
初
夏
に
か
か
る
関

東
以
西
の
地
域
で
は
、
時
候
が
合
っ
て
い

て
指
導
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。
い
っ
ぽ
う
、

今
が
桜
の
季
節
か
、
こ
れ
か
ら
咲
く
北
陸

か
ら
東
北
以
北
は
、
む
し
ろ
春
に
重
点
を

置
い
て
指
導
す
る
の
が
時
候
に
合
っ
て
い

その悩み，
解決します！

よ
う
に
本
時
を
展
開
し
ま
す
。

①
教
科
書
の
「
春
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

「
花
」
は
桜
を
指
し
、
そ
れ
が
春
を
代
表

す
る
だ
け
で
な
く
日
本
人
に
と
っ
て
特
別

な
花
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。「
花
冷
え
」

の
他
に
、「
花
」
の
付
く
言
葉
を
見
つ
け
る
。

辞
書
を
使
っ
て
調
べ
て
も
よ
い
。
水す

い

巴は

の

俳
句
を
読
み
、
写
真
と
重
ね
な
が
ら
、
情

景
や
心
象
を
想
像
し
て
話
し
合
う
。

②
調
べ
て
き
た
「
花
」（
桜
）
の
俳
句
の
中

か
ら
い
ち
ば
ん
好
き
な
も
の
に
つ
い
て
、

簡
単
な
理
由
を
添
え
て
発
表
し
合
う
。
短

歌
も
あ
っ
て
よ
い
。
授
業
後
、
教
師
が
用

意
し
た
掲
示
用
の
短
冊
に
、
俳
句
と
作
者

名
を
書
き
、
自
分
の
俳
句
と
並
べ
て
掲
示

す
る
よ
う
に
す
る
。

③
「
花
」（
桜
）
の
俳
句
を
作
る
。
い
ち
ば

ん
よ
い
と
思
う
句
を
掲
示
用
の
短
冊
に
書

き
、
で
き
た
順
に
黒
板
に
掲
示
す
る
。
友

達
の
俳
句
に
つ
い
て
、
感
想
を
発
表
し
た

り
質
問
し
た
り
す
る
。
花
見
の
体
験
な
ど

を
生
か
し
て
話
し
合
え
る
と
よ
い
。

「
春
か
ら
夏
へ
」（
五
年
）
を
例
に

　
こ
こ
で
は
、
季
節
を
感
じ
取
り
、
受
け
止

め
る
基
本
と
も
な
る
「
気
象
・
時
候
」
と
い

う
視
点
で
編
集
さ
れ
た
五
年
の
「
季
節
の
言

葉
」
の
中
か
ら
「
春
か
ら
夏
へ
」（
Ｐ
28
・

29
）
を
取
り
上
げ
て
、
具
体
的
な
指
導
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
な
目
標
で
指

導
す
る
と
し
ま
す
。

　

身
近
な
風
物
や
体
験
か
ら
季
節
を
実
感

し
、
季
節
の
言
葉
や
俳
句
を
読
み
味
わ
っ

た
り
表
現
し
た
り
し
て
、
伝
統
的
な
言
語

文
化
へ
の
理
解
を
深
め
、
感
性
を
育
む
。

　
四
月
の
中
旬
か
ら
下
旬
に
、
一
時
間
で
指

導
す
る
と
い
う
計
画
を
生
か
す
た
め
、
ま
ず

④
教
科
書
の
「
夏
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

初
夏
の
言
葉
や
俳
句
に
つ
い
て
質
問
し
た

り
感
想
を
発
表
し
た
り
す
る
。
そ
の
な
か

で
夏
へ
の
期
待
感
を
高
め
、「
夏
は
来き

ぬ
」

の
歌
を
斉
唱
す
る
。

初
夏
に
重
点
を
置
く
学
習
指
導

　
事
前
の
予
習
と
し
て
、
初
夏
を
詠
ん
だ
俳

句
を
調
べ
た
り
自
分
で
も
考
え
た
り
さ
せ
る

よ
う
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
次
の
よ

う
に
本
時
を
展
開
し
ま
す
。

①
教
科
書
の
「
春
」
に
当
た
る
部
分
を
読
む
。

「
花
」
の
付
く
言
葉
や
俳
句
に
つ
い
て
の

感
想
、
花
見
の
体
験
を
発
表
し
合
う
。
日

本
人
と
桜
の
深
い
関
係
を
理
解
す
る
。

②
春
か
ら
夏
へ
と
季
節
が
移
る
と
感
じ
る

と
き
に
つ
い
て
発
表
し
合
う
。
教
科
書
の

「
夏
」
の
部
分
を
読
む
。
初
夏
を
感
じ
る

言
葉
や
、
素そ

堂ど
う

、
乙お

つ

二に

の
俳
句
に
つ
い
て

の
感
想
、
ど
ち
ら
が
好
き
か
を
発
表
し
合

う
。

③
調
べ
て
き
た
初
夏
の
俳
句
の
中
か
ら
い
ち

ば
ん
好
き
な
も
の
を
発
表
し
合
う
。
芭ば

蕉し
ょ
う

や
蕪ぶ

村そ
ん

な
ど
の
同
じ
句
が
重
な
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
も
よ
い
。
発
表
さ
れ
た
句
の
好

き
な
と
こ
ろ
を
話
し
合
う
。
授
業
後
、
一

句
ず
つ
短
冊
に
書
い
て
掲
示
す
る
。

④
初
夏
を
表
す
言
葉
を
生
か
し
て
俳
句
を
作

る
。
最
も
よ
い
と
思
う
句
を
短
冊
に
書
い

て
黒
板
に
掲
示
す
る
。
友
達
の
俳
句
の
好

き
な
と
こ
ろ
を
発
表
す
る
。
授
業
後
、
調

べ
た
俳
句
と
並
べ
て
掲
示
す
る
。

⑤
「
夏
は
来
ぬ
」
の
他
に
知
っ
て
い
る
初
夏

の
歌
を
発
表
し
合
う（「
こ
い
の
ぼ
り
」「
背

く
ら
べ
」「
茶
摘
み
」な
ど
）。「
夏
は
来
ぬ
」

を
斉
唱
す
る
。

　
授
業
の
大
ま
か
な
流
れ
を
示
し
ま
し
た
。

そ
の
時
期
、
そ
の
地
域
で
感
じ
ら
れ
る
季
節

を
大
切
に
す
る
こ
と
、
家
庭
学
習
の
時
間
を

活
用
し
、
児
童
が
言
葉
や
俳
句
な
ど
と
そ
の

季
節
と
を
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
意
識
し
、
指
導
に
生
か
し
て
く
だ
さ
い
。

る
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
二

つ
の
地
域
に
合
う
授
業
展
開
を
そ
れ
ぞ
れ

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

●
本
教
材
を
一
時
間
で
指
導
す
る
際
、
い
き

な
り
教
科
書
を
開
い
て
授
業
を
始
め
る
の

で
は
、
目
標
達
成
は
困
難
で
す
。
児
童
に

は
、
事
前
に
教
科
書
に
目
を
通
し
、
季
節

の
俳
句
を
調
べ
た
り
考
え
た
り
さ
せ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
家
の
人
と
、
季
節
や
俳
句

に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
く
の
も
よ
い
で

し
ょ
う
。

春
に
重
点
を
置
く
学
習
指
導

　
事
前
の
予
習
と
し
て
、「
花
」（
桜
）
の
俳

句
を
調
べ
た
り
、
自
分
で
も
考
え
た
り
さ
せ

る
よ
う
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
次
の

一
九
三
四
年
、
長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
都
内
の
公
立
小
学
校
で
の
勤
務
を
経
て
、
東
京
都
台
東
区
立
育
英
小
学
校
長
の
と
き
に
東
京
都
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
会
長
、
そ
し
て
定
年
退
職
。

監
修
書
に
、『
ど
の
子
も
書
け
る
！　

全
教
科
で
役
立
つ
「
記
述
力
」
Ｕ
Ｐ
の
授
業
21
』（
明
治
図
書
）
な
ど
が
あ
る
。
光
村
図
書
小
学
校
『
国
語
』
教
科
書
編
集
委
員
。

藤ふ
じ

井い　

治お
さ
む

「季節の言葉」の活用

1819

元
東
京
都
台
東
区
立
育
英
小
学
校 

校
長

藤
井
　
治

実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、

具
体
的
な
教
材
を
挙
げ
な
が
ら
お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。

解決
のために

そ
の
時
期
の
季
節
感
を
大
切
に
し
、

児
童
が
、
言
葉
と
そ
の
季
節
と
を
結
び
付
け
や
す
く
す
る
。

２



　

玉
川
大
学 

教
師
教
育
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー 

教
授
　
輿
水
か
お
り
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学
び
の
主
体
性
を
高
め
る「
国
語
び
ら
き
」

　「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
意
識
す
る
あ
ま
り
に

活
動
そ
の
も
の
を
目
的
化
し
た
授
業
、
時
間
数

が
足
り
な
い
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
文
章
を
読

ん
だ
だ
け
で
終
わ
り
に
す
る
単
元
、
教
材
研
究

が
甘
く
、
指
導
に
自
信
が
も
て
な
か
っ
た
教
材
、

書
か
せ
た
も
の
の
、
評
価
が
遅
れ
て
返
却
で
き

な
い
作
文
、
国
語
が
苦
手
、
国
語
が
嫌
い
と
い

う
子
ど
も
た
ち
の
意
識
調
査
の
結
果
…
…
。
さ

ま
ざ
ま
な
反
省
を
ば
ね
に
、
新
し
い
学
年
を
迎

え
る
こ
の
時
期
に
、
改
め
て
、「
国
語
び
ら
き
」

の
た
め
の
教
材
研
究
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
特
に
、
小
学
校
教
育
の
出
口
に
向

か
う
高
学
年
が
ス
タ
ー
ト
す
る
五
年
を
対
象
に
、

具
体
的
な
取
り
組
み
を
考
え
て
み
ま
す
。

わ
く
わ
く
感
・
ど
き
ど
き
感

─
─
名
前
を
丁
寧
に
書
く

　

新
学
期
、
子
ど
も
た
ち
の
胸
は
、
期
待
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
高
学
年
に
な
る
と

わ
せ
方
が
、
一
年
間
の
国
語
の
授
業
を
左
右
す

る
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
せ
め
て
丁
寧
に
名
前

を
書
か
せ
た
い
も
の
で
す
。

初
め
て
の
国
語
の
授
業
で
は

学
び
の
主
体
者
と
し
て
の
構
え
を

　

先
日
、
大
学
の
授
業
の
中
で
、
学
生
か
ら
興

味
深
い
話
を
聞
き
ま
し
た
。
小
学
生
の
頃
、
担

任
の
先
生
が
「
教
科
書
を
も
ら
っ
た
ら
、
ま
ず

表
紙
を
開
い
て
ぐ
っ
と
押
す
。
次
に
中
ほ
ど
の

ペ
ー
ジ
を
開
い
て
同
様
に
押
す
。
最
後
に
裏
表

紙
を
開
い
て
ぐ
っ
と
押
す
。
こ
う
す
る
と
机
に

置
い
た
と
き
に
安
定
す
る
」
と
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
以
来
、
そ
の
学
生
は
、

教
科
書
に
限
ら
ず
、
新
し
い
本
を
必
ず
そ
う
し

て
開
い
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
小
学
校
時
代

の
担
任
の
影
響
力
は
多
大
で
す
。
こ
と
ほ
ど
さ

よ
う
に
、
教
科
書
の
使
い
方
を
し
っ
か
り
身
に

つ
け
た
ク
ラ
ス
と
、
そ
う
で
な
い
ク
ラ
ス
と
で

は
、
同
じ
教
科
書
を
使
っ
て
い
て
も
、
受
け
取

い
う
の
は
、
幼
い
な
り
に
背
筋
を
伸
ば
す
前
向

き
の
緊
張
感
、
成
長
感
が
も
て
る
重
要
な
タ
イ

ミ
ン
グ
で
す
。
こ
の
「
子
ど
も
の
心
の
弾
み
」

を
つ
か
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

始
業
式
の
日
、
子
ど
も
た
ち
は
、
新
し
い
教

科
書
と
初
め
て
対
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
ま
ず
「
今
ま
で
と
違
う
」
と
い
う
感
動

を
引
き
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

光
村
図
書
の
教
科
書
は
高
学
年
か
ら
上
下
合
本

と
な
り
、
一
冊
の
厚
み
が
ぐ
っ
と
増
し
て
い
ま

す
。「
中
学
校
へ
一
歩
近
づ
い
た
ね
。
こ
れ
か

ら
一
年
間
、
と
も
に
勉
強
す
る
大
事
な
教
科
書

に
、
し
っ
か
り
丁
寧
に
名
前
を
書
こ
う
」
─
─

教
師
の
ひ
と
言
は
、
想
像
以
上
に
大
き
な
影
響

を
も
ち
ま
す
。
し
か
も
、
新
し
い
一
歩
を
踏
み

出
す
進
級
の
日
の
言
葉
は
、
い
つ
も
と
は
違
っ

た
輝
き
を
も
つ
は
ず
で
す
。

　

五
年
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
学
年
で
も
、
教
科

書
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。
始
業
式
の
日
は
、
忙
し
い
一
日
で
は
あ

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
教
科
書
と
の
出
会

る
も
の
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
新

学
期
の
「
国
語
び
ら
き
」
は
、
ぜ
ひ
、
教
科
書

の
使
い
方
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
、
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
五
年
の
教
科
書
を
傍
ら
に
置

い
て
読
み
進
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

い
よ
い
よ
表
紙
を
開
き
ま
す
。
表
紙
の
裏
に

は
「
こ
の
本
で
学
習
す
る
み
な
さ
ん
へ
」（
※
１
）

と
い
う
囲
み
が
あ
り
ま
す
。
も
う
気
づ
か
れ
ま

し
た
ね
。
教
科
書
は
、
学
び
の
主
体
者
で
あ
る

子
ど
も
自
身
に
向
け
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
こ
の
本
を
使
い
、
国
語
の
力
を
身
に
つ
け
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
い
た
る

と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　
「
学
習
の
進
め
方
」
は
、
子
ど
も
の
自
力
解

決
に
向
け
た
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。「
学
び

の
主
体
は
君
た
ち
自
身
。
君
た
ち
が
賢
く
な
る

た
め
の
手
助
け
が
た
く
さ
ん
用
意
し
て
あ
る

よ
」
と
い
う
思
い
を
子
ど
も
に
実
感
さ
せ
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
教
科
書
と
い
う
、
最
も
身
近

な
存
在
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
「
学
び
の

主
体
性
」
を
育
て
た
い
も
の
で
す
。

　

目
次
へ
進
み
ま
す
。「
ど
ん
な
勉
強
・
活
動

を
す
る
の
か
な
」「
ど
ん
な
物
語
と
出
会
う
の

か
な
」
な
ど
、
子
ど
も
の
気
持
ち
を
高
め
た
い

と
こ
ろ
で
す
。
既
習
事
項
で
あ
る
「
目
次
の
見

方
」
を
、
こ
う
し
た
実
の
場
で
活
用
し
、
習
熟

さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

特
に
、
高
学
年
で
は
「
学
習
を
広
げ
る
」
と

い
う
資
料
に
も
着
目
さ
せ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

教
師
も
内
容
に
目
を
通
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
す
。
例
え
ば
、「
こ
の
本
、
読
も
う
─
─
本

は
友
達
」
と
い
う
図
書
リ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
。

五
年
で
は
、
三
十
五
冊
の
本
が
表
紙
付
き
で
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
図
書
館
や
地
域
図
書

館
な
ど
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
朝
読
書
や
授
業

で
の
並
行
読
書
を
進
め
る
学
校
も
増
え
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
自
ら
の
読
書

生
活
を
計
画
す
る
と
き
の
絶
好
の
資
料
と
な
る

こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

続
い
て
、「
学
習
の
見
通
し
を
も
と
う
」
の

ペ
ー
ジ
で
す
。
高
学
年
に
は
、
見
通
し
を
も
ち
、

目
的
の
あ
る
学
習
計
画
を
立
て
る
力
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
こ
の

ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
国
語
科
の
三
領
域
一
事

項
に
整
理
さ
れ
た
、
こ
の
学
年
で
身
に
つ
け
た

い
国
語
の
力
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
学
習

前
に
見
通
し
を
も
つ
、
学
習
の
途
中
で
目
的
を

確
認
す
る
、
学
習
後
に
振
り
返
っ
て
自
己
評
価

に
使
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
活
用
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。
そ
れ
に
は
、
指
導
す
る
側
の
見
通

し
と
、
活
用
の
意
識
が
不
可
欠
と
い
え
ま
す
。

「
リ
ス
タ
ー
ト
」
の
単
元

「
５
年
生
の
国
語
学
習
を
始
め
よ
う
」

　

五
年
の
教
科
書
に
は
、
編
集
上
の
顕
著
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
第
一
単
元
の
前
に

設
け
ら
れ
た
「
５
年
生
の
国
語
学
習
を
始
め
よ

※１：「この本で学習するみなさんへ」



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

2223

う
」
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
リ
ス
タ
ー
ト
」
の
た

め
の
単
元
。
子
ど
も
た
ち
に
学
習
の
主
体
者
と

し
て
の
意
識
を
も
た
せ
、
四
年
生
ま
で
に
蓄
積

し
た
「
言
葉
の
力
」
を
再
確
認
し
て
、
高
学
年

と
し
て
の
新
し
い
学
び
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
い

と
い
う
願
い
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
た
プ
レ
単
元

で
す
。

　

ま
ず
は
、Ｐ
15
の
「
音
読
を
す
る
と
き
」（
※

２
）
を
全
員
で
確
認
し
、「
丘
の
上
の
学
校
で
」

（
那
須
貞
太
郎
）
を
音
読
し
ま
す
。
窓
の
外
に

広
が
る
雄
大
な
景
色
を
、
教
室
の
中
か
ら
見
る

視
点
の
動
き
、
こ
の
季
節
な
ら
で
は
の
自
然
の

生
命
の
息
吹
、
そ
れ
ら
を
感
じ
た
ま
ま
に
声
に

表
す
学
習
活
動
で
す
。
細
か
い
解
説
は
不
要
で

し
ょ
う
。
分
か
ら
な
い
言
葉
は
、
辞
書
を
使
っ

て
調
べ
ま
す
。
班
で
分
担
し
て
も
よ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
家
庭
学
習
と
し
て
予
習
す
る
習
慣

が
つ
い
て
い
れ
ば
な
お
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
い
い
な
あ
」
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
サ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
引
き
、
理
由
を
書
き
込
み
ま
す
。
ど

ん
な
景
色
か
、
絵
を
描
い
て
も
よ
い
で
し
ょ

う
。「
い
い
な
あ
」
と
思
っ
た
と
こ
ろ
が
伝
わ

る
よ
う
に
、
一
人
一
人
、
何
度
も
音
読
し
ま
す
。

二
人
一
組
で
聞
き
合
い
、
感
想
を
交
流
し
ま
す
。

グ
ル
ー
プ
で
群
読
す
る
の
も

楽
し
い
で
し
ょ
う
。
目
的
は
、

四
年
ま
で
の
学
習
を
思
い
出

し
、
自
分
の
音
読
を
振
り
返

る
こ
と
で
す
。

　

次
の
時
間
は
「
あ
め
玉
」

（
新
美
南
吉
）
を
楽
し
み
ま

す
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
同

じ
作
者
に
よ
る
作
品
だ
と
気

づ
く
子
ど
も
も
多
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
Ｐ
15
「
物
語
を

読
む
と
き
」
を
確
認
し
、
範

読
を
聴
か
せ
ま
す
。
ゆ
っ
く

り
読
ん
で
三
分
の
長
さ
で
す
。

い
つ
も
確
か
め
る
こ
と
（
い

つ
の
話
か
・
ど
こ
の
話
か
・

誰
が
出
て
く
る
か
）
を
簡
単

に
メ
モ
さ
せ
ま
す
。
続
い
て
、

「
次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
る
」

の
項
目
に
従
っ
て
、個
人
読
み

に
入
り
ま
す
。
教
師
は
机
間
を
回
り
な
が
ら
個

人
指
導
し
ま
す
。そ
の
後
、
脚
注
に
あ
る
「

」

の
問
い
を
手
が
か
り
に
班
で
交
流
し
、
自
分
の

読
み
を
確
か
め
た
り
、
音
読
し
た
り
し
ま
す
。

週
五
時
間
と
い
う
時
間
数
を

充
実
さ
せ
る
に
は

　
「
リ
ス
タ
ー
ト
」
単
元
「
５
年
生
の
国
語
学

習
を
始
め
よ
う
」
は
、
三
時
間
扱
い
の
想
定
で

す
。
こ
こ
に
は
、
新
出
漢
字
が
五
字
、
提
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
漢
字
指
導
に
一
時
間
を
使
っ
て

い
て
は
、
内
容
の
指
導
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
い

が
ち
で
す
。
こ
こ
で
、
Ｐ
15
の
左
下
、「

265

ペ
ー
ジ
を
見
よ
う
」
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
Ｐ

265
～
272
「
こ
の
本
で
習
う
漢
字
」
を
、
自
習
用

の
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
紹
介
し
て

ほ
し
い
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
新
出
漢
字
の
画

数
と
筆
順
、
使
い
方
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

ペ
ー
ジ
を
参
考
に
し
て
、
自
分
で
漢
字
学
習
を

進
め
る
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
指
導
し
ま
す
。

　

よ
り
詳
し
く
、
成
り
立
ち
な
ど
を
知
り
た
け

れ
ば
、
音
訓
引
き
か
総
画
引
き
で
、
漢
字
辞
典

で
調
べ
る
よ
う
促
し
ま
す
。
自
ら
目
的
に
応
じ

て
調
べ
る
姿
勢
が
大
切
で
す
。
中
学
年
で
学
ん

だ
「
辞
書
の
引
き
方
」
も
活
用
さ
れ
な
く
て
は
、

身
に
つ
い
た
学
力
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
Ｐ
257
に
は
「
カ
ン
ジ
ー
博
士
の
漢
字

学
習
の
す
す
め
」（
※
３
）
が
あ
り
ま
す
。
年
間

を
見
通
し
た
計
画
的
な
学
習
を
進
め
る
と
い
う
、

ま
さ
に
、
学
習
の
主
体
者
と
し
て
の
意
識
を
、

こ
の
時
期
に
し
っ
か
り
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と

が
、
国
語
科
に
と
っ
て
大
切
な
指
導
と
な
る
の

で
す
。

●　
　
　

●　
　
　

●

　
学
年
の
初
め
に
、
子
ど
も
た
ち
が
わ
く
わ
く

し
な
が
ら
教
科
書
と
出
会
い
、
主
体
的
な
学
習

者
と
し
て
見
通
し
を
も
ち
、
教
科
書
を
す
み
か

ら
す
み
ま
で
使
い
こ
な
す
─
─
そ
の
た
め
に
、

教
師
は
前
も
っ
て
教
科
書
に
目
を
通
し
、
年
間

を
見
通
し
た
指
導
計
画
を
考
え
て
お
き
た
い
も

の
で
す
。

　
新
学
期
を
迎
え
る
四
月
。

　「
国
語
び
ら
き
」
を
充
実
さ
せ
て
、
わ
く
わ
く

感
の
あ
る
「
私
が
主
役
」
の
リ
ス
タ
ー
ト
を
！

単
に
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
発
見
の
実
感
を
大
事
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ

き
を
整
理
し
、
価
値
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

読
み
も
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

　

四
年
ま
で
に
学
習
し
た
、

・
物
語
に
は
、
設
定
・
事
件
・
山
場
・
結
末
な

ど
と
い
っ
た
構
成
が
あ
る
こ
と
。

・
登
場
人
物
の
設
定
を
読
み
取
る
た
め
に
は
、

性
格
や
状
況
を
示
す
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
。

・
人
物
の
心
情
は
、
そ
の
行
動
や
会
話
か
ら
想

像
で
き
る
こ
と
。

な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
こ
の
時
間
の
ね
ら
い

で
す
。「
あ
め
玉
」と
い
う
楽
し
い
教
材
を
使
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
り
、
自
信
と

今
後
の
学
習
へ
の
意
欲
を
も
た
せ
た
い
も
の
で

す
。

　

千
差
万
別
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
の

学
習
状
況
を
把
握
し
、
後
の
授
業
の
進
度
や
展

開
を
考
え
る
た
め
に
、
教
師
に
と
っ
て
も
貴
重

な
時
間
に
な
る
は
ず
で
す
。
指
導
者
側
に
と
っ

て
は
、
学
年
初
め
の
診
断
的
評
価
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

短
く
、分
か
り
や
す
い
物
語
で
す
か
ら
、じ
っ

く
り
読
み
浸
る
と
い
う
よ
り
、
楽
し
さ
や
お
も

し
ろ
さ
を
感
じ
取
る
読
み
方
を
し
た
い
も
の
で

す
。
既
習
事
項
を
活
用
す
れ
ば
、
比
較
的
、
簡

※２：５年Ｐ14・15※ 3：「カンジー博士の漢字学習のすすめ」
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ど
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
紙
は
、
筆
記
具

と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
変
化
を
と
げ
て
き
た
の

だ
と
い
え
ま
す
。

　

日
本
に
伝
わ
っ
た
製
紙
法
は
、
さ
ま
ざ
ま
に

改
良
さ
れ
た
後
、
今
日
の
手
す
き
和
紙
の
製
法

の
基
礎
と
な
る
技
法
が
、
平
安
中
期
以
降
に
広

く
普
及
し
ま
し
た
。
こ
の
技
法
に
よ
り
、
薄
く

て
も
軽
く
て
長
持
ち
す
る
と
い
う
和
紙
の
特
質

が
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
え
ま
す
。

　

原
料
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
の
初
め
ま
で
は

麻
が
、
や
が
て
コ
ウ
ゾ
が
主
体
と
な
り
、
奈
良

時
代
の
終
わ
り
頃
に
は
ガ
ン
ピ
が
加
わ
り
、
そ

し
て
江
戸
時
代
に
は
ミ
ツ
マ
タ
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
初
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
、

機
械
す
き
の
製
紙
法
が
日
本
に
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
一
般
に
、
こ
の
製
法
で
作
ら
れ
た
紙
は
洋

紙
と
呼
ば
れ
ま
す
。
洋
紙
は
機
械
に
よ
っ
て
大

量
生
産
が
で
き
る
う
え
、
イ
ン
ク
を
使
っ
た
印

刷
に
適
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
徐
々
に
、
洋

紙
の
生
産
量
が
多
く
な
り
、
和
紙
は
工
業
と
し

て
の
衰
退
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
和
紙
は
、
書
道
や
日
本
画
の
用
材

と
し
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
工
芸
品
や
伝
統

的
な
生
活
用
品
の
素
材
と
し
て
、
日
本
人
の
生

活
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
何
よ
り
、

そ
の
保
存
性
は
、
他
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
和
紙
は
、
そ
の
原
料
の
性
質

や
製
造
法
に
よ
っ
て
、
洋
紙
よ
り
は
る
か
に
劣

化
し
に
く
い
の
で
す
。
千
年
以
上
前
の
考
古
資

料
に
記
さ
れ
た
も
の
を
、
今
、
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
そ
の
間
、
和
紙
が
朽
ち
る
こ
と
な

く
残
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

手
す
き
和
紙
は
、
現
在
、
全
国
各
地
で
作
ら

れ
て
い
ま
す
。
近
年
、
ア
ー
ト
や
文
化
財
修
復

な
ど
の
用
途
で
注
目
を
浴
び
て
い
る
和
紙
は
、

海
外
か
ら
の
需
要
も
高
く
、
日
本
の
み
な
ら
ず

世
界
の
文
化
に
と
っ
て
も
、
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

紙
の
豆
知
識

　

教
科
書
四
年
「
筆
・
紙
・
す
み
・
す
ず
り
が
で
き
る
ま
で
」（
Ｐ
24
・

25
）
で
は
、毛
筆
用
具
の
原
料
や
作
る
工
程
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
紙
」
を
、
歴
史
や

特
徴
と
い
っ
た
切
り
口
か
ら
眺
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

蔡
倫
は
、
製
紙
法
を
改
良
し
、
文
字
を
書
く
も

の
と
し
て
の
紙
の
製
法
を
確
立
し
た
功
労
者
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
へ
は
、
西
暦
六
一
〇
年
、
高
句
麗
の
僧

で
あ
る
曇ど
ん

徴ち
ょ
う

に
よ
っ
て
製
紙
法
が
伝
え
ら
れ
、

大
化
の
改
新
以
降
、
戸
籍
の
作
成
や
経
典
の
書

写
に
、
紙
が
大
量
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

い
っ
ぽ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
長
く
羊よ
う

皮ひ

紙し

が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
羊
の
皮
を
原
料
と

す
る
羊
皮
紙
は
、
作
る
の
に
手
間
が
か
か
り
、

高
価
で
は
あ
る
も
の
の
、
丈
夫
で
書
き
や
す
く
、

表
裏
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
優
れ
た
書

写
用
材
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
製
紙
技
術
が
伝
わ
っ
た

の
は
十
二
世
紀
頃
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

後
も
三
世
紀
程
度
に
わ
た
り
、
教
会
の
正
式
文

書
や
公
文
書
な
ど
に
は
羊
皮
紙
が
使
用
さ
れ
続

け
て
い
た
よ
う
で
す
。
ペ
ン
と
イ
ン
ク
に
よ
る

筆
記
方
法
が
主
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
に
じ
み
が

な
く
、
細
く
鋭
い
ペ
ン
先
に
耐
え
う
る
丈
夫
さ

を
も
っ
た
羊
皮
紙
が
重
宝
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

イ
ン
ク
が
に
じ
ま
な
い
よ
う
な
紙
の
加
工
が
必

要
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
活
版
印
刷
機
の
発

明
に
伴
っ
て
、
機
械
に
よ
る
製
紙
技
術
の
開
発

も
進
み
ま
し
た
。

　

紙
が
伝
わ
っ
た
当
時
の
日
本
で
は
、
筆
記
具

と
し
て
筆
と
墨
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
紙

の
表
面
の
滑
ら
か
さ
や
に
じ
み
止
め
は
そ
れ
ほ

　

紙
は
、
中
国
で
発
明
さ
れ
ま
し
た
。
前
漢
の

時
代
（
紀
元
前
一
七
〇
年
～
紀
元
頃
）
の
遺
跡

か
ら
、
麻
を
原
料
と
し
た
紙
の
断
片
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

西
暦
一
〇
五
年
、
宮
廷
の
調
度
や
器
物
を
つ
か

さ
ど
る
長
官
で
あ
っ
た
蔡さ
い

倫り
ん

と
い
う
人
が
、
樹

皮
、
麻
の
切
れ
端
、
麻
布
の
ぼ
ろ
、
魚
網
を
用

い
て
紙
を
作
り
、
皇
帝
に
献
上
し
た
と
い
う
記

録
が
、『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蔡
倫
の
頃
よ
り
前
の
紙
は
、
表
面
が
あ
ま
り

平
滑
で
は
な
く
、
文
字
を
書
く
た
め
に
は
使
い

づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

連    
載

考
え
よ
う

書
写
の
時
間
を

紙
の
始
ま
り

2425

和
紙
っ
て
ど
ん
な
紙
？

番
外
編

イラスト：荒井良二

紙のこと，
知りたいな。

毎日使ってい
るものだけど，
紙のことって
知らないね。

筆記具に合っ
た紙でないと，
使いにくいん
だね。

ペンちゃんピッちゃん

［
参
考
文
献
］

・『
紙
の
な
ん
で
も
小
事
典
』（
紙
の
博
物
館
編
／
講
談
社
）

・『
紙
の
文
化
誌
』（
小
宮
英
俊
／
丸
善
）

・『
ト
コ
ト
ン
や
さ
し
い
紙
の
本
』（
小
宮
英
俊
／
日
刊
工
業
新
聞
社
）

・『
紙
の
科
学
』（
半
田
伸
一
監
修
・
紙
の
機
能
研
究
会
編
著
／

　

日
刊
工
業
新
聞
社
）公益財団法人　紙の博物館

■入 館 料：大人　300円（240円）　
 　 小中高生　100円（80円）
 　 ※（　）は20人以上の団体料金
■開館時間 ：10:00 〜 17:00（入館は16:30まで）
■休 館 日 ：月曜日・祝日の翌日・年末年始
■電　　話： 03- 3916- 2320
■アクセス：ＪＲ王子駅南口から徒歩約５分
■ H　　 P：http://www.papermuseum.jp

　東京都北区にある「紙の博物館」は，紙に関す
る資料を幅広く収集・保存・展示する，世界有数
の紙の総合博物館です。
　受付で希望すれば，解説ボランティアの方が，紙
の作り方や歴史について丁寧に説明をしてくれます。
館内には，専門図書室も設けられており，紙に興味
をもったなら，まずは訪れたい場所といえそうです。

紙についてもっと知りたいときは…

山
梨
大
学 

教
授
　
宮み

や

澤ざ
わ

正ま
さ

明あ
き



　

国語　平成25年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成25年度用教科書では，平成24年度から以下の箇所を訂正しております。
　校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には，十分ご留意くださいますようお願い申し
上げます。

学年 巻 ページ 行など 24年度 25年度

1年 下 49-51 挿絵 原典に合わせて変更。

2年 下 5-15 挿絵 原典に合わせて変更。

3年 上 15 欄外「々」注 おどり字などという。 「おどり字」などという。

44 筆者紹介 一九二六年、東京都生まれ。
動物学者。とくに、昆虫に
ついて研究している。

一九二六〜二〇一一年。東京
都生まれ。動物学者。とくに、
昆虫について研究していた。

66 12 気合 気合い

下 32 たいせつ5 いちばん中心になる文 中心になる文

117 4段目左1-3 見えぬけれどもあるんだよ、
見えぬものでもあるんだよ。

見えぬけれどもあるんだよ、
／見えぬものでもあるんだよ。

129 筆者紹介 一九一六年生まれ。 一九一六〜二〇〇〇年。

4年 上 88 上段7 味わいを （削除）

下 53 筆者紹介 一九三六年生まれ。 一九三六〜二〇一〇年。

55 17 くわしく書きます。 くわしく書きましょう。

76 3 日本じゅう 日本中

6年 61 4-6 観客に自分のしょうかいを
したり、物音を言葉で表す
というような工夫もされて
います。

観客に自分のしょうかいをし
たり、物音を言葉で表したり
するというような工夫もされ
ています。

134 13･14 気合 気合い

136 5 気合 気合い

■
挿
絵
の
変
更
に
つ
い
て

　

今
回
、
教
科
書
会
社
に
対
し
、
著
作
権
管
理
会
社

よ
り
、
絵
本
を
原
典
と
す
る
作
品
の
挿
絵
利
用
に
関

し
て
、
＊「
同
一
性
保
持
権
」
の
観
点
か
ら
、
原
典

の
絵
と
同
様
の
使
用
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

弊
社
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
改
め
て
全
体
を
見
直

し
、
次
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
用

供
給
本
よ
り
、
挿
絵
の
使
用
を
原
典
と
合
わ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

・
一
年
下
巻
「
ず
う
っ
と
、
ず
っ
と
、
大
す
き

だ
よ
」
（
ハ
ン
ス=

ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム 

作
・
絵
）

・
二
年
下
巻
「
お
手
紙
」
（
ア
ー
ノ
ル
ド=

ロ
ー

ベ
ル 

作
・
絵
）

　

先
生
方
に
は
、
ご
指
導
の
際
に
ご
配
慮
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
平
成

二
十
六
年
度
用
供
給
本
か
ら
変
更
と
な
る
作
品
に
つ

き
ま
し
て
は
、
学
習
の
支
障
の
な
い
よ
う
に
、
別
途

お
知
ら
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
掲
載
に
あ
た
っ
て
の
弊
社
の
考
え
方

　

こ
れ
ま
で
弊
社
は
、
絵
本
を
原
典
と
し
て
教
科
書

に
掲
載
す
る
際
に
は
、
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
世
界
に
十
分
浸
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
絵
本
に
は
、
縦
書
き
の
も
の
と
横
書
き

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
縦
書
き
の
場
合
は
、
右
開
き

で
、
右
か
ら
左
へ
と
話
が
進
む
の
に
対
し
、
横
書
き

の
場
合
は
、
左
開
き
で
、
左
か
ら
右
へ
と
話
が
進
み

ま
す
。
そ
し
て
、
挿
絵
は
、
話
が
進
む
方
向
に
合
わ

せ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
国
語
」
教
科
書
は
、
日
本
語
学
習
の
特
性
を
配

慮
し
て
、
基
本
的
に
縦
書
き
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
横
書
き
で
書
か
れ
た
絵
本
の
絵
を
教
科

書
に
そ
の
ま
ま
掲
載
し
よ
う
と
す
る
と
、
登
場
人
物

の
動
き
な
ど
が
、
話
の
流
れ
と
逆
行
し
て
見
え
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
弊
社
教
科
書
で
は
、
著
作
権
管
理
者
と

交
渉
の
う
え
、
横
書
き
で
書
か
れ
た
絵
本
の
絵
を
使

用
す
る
際
、
話
の
流
れ
と
逆
行
し
て
見
え
る
絵
に
つ

い
て
、
逆
版
に
し
て
掲
載
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
す

る
こ
と
で
、
描
か
れ
た
登
場
人
物
な
ど
が
、
話
が
進

む
方
向
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
よ
う
に
見
え
る
よ

う
配
慮
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

■
著
作
権
保
護
の
今
日
的
な
観
点
か
ら

　

学
習
上
の
配
慮
と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

形
で
掲
載
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
当

然
、
著
作
権
が
存
在
し
ま
す
。
弊
社
と
い
た
し
ま
し

て
は
、
著
作
権
者
の
権
利
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
学

習
者
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
教
材
と
し
て
教
科
書
で
提

示
す
る
こ
と
へ
の
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、
交
渉

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
書
籍
だ
け
で
成
立
し
て
い
た
時

代
と
は
異
な
り
、
今
日
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
世

界
的
な
広
が
り
や
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
一
般

化
の
中
で
、
著
作
権
は
よ
り
い
っ
そ
う
厳
密
に
保
護

さ
れ
る
べ
き
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
点
か

ら
も
、
今
日
、
原
典
の
同
一
性
保
持
に
関
し
て
は
守

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
判
断
い
た
し
ま
し

た
。

　

今
後
は
、
著
作
権
者
の
権
利
を
尊
重
し
な
が
ら
、

学
習
者
に
と
っ
て
、
学
習
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う

に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
よ
い
教
科
書
を
届
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
い
っ
そ
う
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　

先
生
方
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
な
に
と
ぞ
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

絵
本
を
原
典
と
す
る
教
材
の
挿
絵
変
更
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
　
　											

第
一
編
集
部
小
学
校
国
語
課

＊
「
同
一
性
保
持
権
」
は
、
著
作
権
法
の
一
つ
で
、「
著
作
者

は
、
そ
の
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一
性
を
保
持
す
る

権
利
を
有
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
ら
の
変
更
、
切
除
、

そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。」（
第
二
〇
条
）

と
い
う
も
の
で
す
。
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「国語デジタル教科書」
 中学校版は，好評発売中！

書写　平成25年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成25年度用教科書では，平成24年度版教科書から以下の箇所を訂正しております。
　校内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には，十分ご留意くださいますようお願い申し
上げます。

光村「国語・書写デジタル教科書」をお使いのみなさまへ

　平成25年度用教科書の訂正に伴い，「国語・書写デジタル教科書」のバージョン
アップを行います。今回のバージョンアップでは，教科書の訂正箇所をデジタル教科
書へ反映いたします。デジタル教科書の目次画面下に〈バージョンアップの確認〉ボ
タンがございます。こちらのボタンを押していただくと，バージョンアップができる
ようになっております。
　詳細につきましてお尋ねの場合は，デジタル教材お客様窓口（03 - 3493 - 5741）ま
でご連絡ください。

学年 ページ 行など 24年度 25年度

2年 26 下段児童画 　 削除

26 左下 （アーノルド＝ローベル　作
さく

　

「お手紙」より）

（アーノルド＝ローベル　作
さく

　

三
み

木
き

 たく　やく　「お手紙」より）

4年 23 中央 せき　関取 せき　関所

▲目次画面

このボタンを押すと，
バージョンアップができます。


