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こ
の
一
年
、
い
わ
ゆ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
で
大
変
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
ど
ん
な
動
詞

を
お
使
い
で
す
か
。
─
─　
「
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
に
な
る
？　

か
か
る
？
…
」

　

風
邪
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
症
状
は
似
て

い
る
が
、
病
気
と
し
て
は
全
く
違
う
と
い
う
。

面
白
い
こ
と
に
動
詞
も
違
う
。風
邪
な
ら「
ひ

く
」だ
け
れ
ど
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
ひ
く
」

と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
。
意
外
に
日
本
語
は

科
学
的
だ
。

　

病
気
に
つ
い
て
使
う
動
詞
で
最
も
一
般
的

な
も
の
は
、「
な
る
」
だ
。
い
わ
ば
病
気
を

一
つ
の
「
状
態
」
と
と
ら
え
、
そ
れ
へ
の
変

化
を
言
う
の
で
あ
る
。「
肺
炎
、
水
虫
、
胃

潰
瘍
、
鬱
病
、
が
ん
」「
下
痢
、
便
秘
」
な
ど
、

ほ
と
ん
ど
の
病
気
や
症
状
に
つ
い
て
使
え
る
。

「
老
眼
」
も
使
え
る
し
、「
元
気
」
ま
で
「
な

る
」を
使
う
。
た
だ
し
、「
頭
痛
」「
寒
気
」「
め

ま
い
」
な
ど
感
覚
症
状
に
は
使
わ
な
い
。

　

さ
て
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
な
る
」
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
使
用
数
を
検
索
で
調

べ
る
と
、
約
三
六
〇
〇
万
件
だ
っ
た
（
文
字

列
の
み
。
グ
ー
グ
ル
の
フ
レ
ー
ズ
検
索
。
本

年
三
月
）。
や
は
り
一
番
多
い
。

　

さ
て
、「
患わ
ず
らう

」
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
煩わ
ず
らう

」

と
同
じ
語
源
で
、
ち
ょ
っ
と
古
い
言
葉
で
も

あ
る
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
言
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
患
う
」
の
検
索
件
数
は
約

二
万
件
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
最
後
に
「
罹か
か

る
」
は
ど
う
か
。
典

型
的
に
は
病
原
性
の
「
病
気
」
に
つ
い
て
用

い
る
よ
う
で
、「
下
痢
、
便
秘
」
な
ど
の
症

状
に
は
言
わ
な
い
。「
頭
痛
」
な
ど
の
感
覚

に
も
言
わ
な
い
。
本
来
、「
わ
な
に
か
か
る
」

の
よ
う
な
、
あ
る
も
の
の
影
響
下
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
表
す
か
ら
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
る
」
の
検
索
件
数

は
約
三
三
万
件
、
平
仮
名
表
記
の
場
合
は
約

五
一
万
件
あ
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ

た
ら
ど
う
す
る
か
。「
お
医
者
さ
ん
に
か
か

る
」こ
と
に
な
る
。
な
ん
と
、「
お
医
者
さ
ん
」

も
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
も
日
本
語
で
は
同

類
だ
！　

助
詞
の
使
い
方
は
違
う
が
、「
医

療
費
」
も
「
か
か
る
」。
そ
う
、
病
気
に
な

る
と
え
ら
い
こ
と
に
な
る
。
ご
自
愛
く
だ
さ

い
ね
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
る
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1967年、兵庫県生まれ。大学卒業後、
出版社で国語教科書や漢和辞典などの
担当編集者として働く。2008年、退職
してフリーに。『心にしみる四字熟語』（光
文社新書）、『漢和辞典に訊け！』（ちくま
新書）など、著書多数。2010年５月に、『常
用漢字の事件簿　かい人 21面相からミ
ゾウユウ首相まで』（NHK 出版  生活人
新書）を刊行予定。

 

　

大
阪
か
ら
神
戸
へ
向
か
っ
て
電
車
に
乗
る
と
、

し
ば
ら
く
し
て
、
進
行
方
向
右
手
に
、
小
さ
な

お
わ
ん
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
、
か
わ
い

ら
し
い
形
を
し
た
山
が
見
え
て
く
る
。
兵
庫
県

西
宮
市
の
シ
ン
ボ
ル
、
甲か
ぶ
と

山や
ま

だ
。
海
抜
三
〇
九

メ
ー
ト
ル
。
そ
の
ま
あ
る
い
形
が
、
な
ん
と
も

人
な
つ
っ
こ
い
こ
の
山
を
目
に
す
る
た
び
に
、

ぼ
く
は
「
帰
っ
て
き
た
な
あ
」
と
感
じ
る
。

　

春
に
な
る
と
、
甲
山
の
付
け
根
に
一
か
所
、

桜
の
織
り
な
す
美
し
い
雲
が
か
か
る
。
そ
の
あ

た
り
が
、
神か
ん

呪の
う

寺
の
境
内
だ
。
近
く
に
は
森
林

公
園
や
貯
水
池
な
ど
も
あ
っ
て
、
西
宮
市
民
の

い
こ
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
ぼ
く
も
子
ど
も

の
こ
ろ
、
よ
く
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
も
の
だ

し
、
今
で
も
帰
省
し
て
時
間
が
あ
る
と
、
散
歩

に
足
を
伸
ば
す
こ
と
が
あ
る
。

　

神
呪
寺
と
は
、
お
寺
に
し
て
は
妙
な
名
前
だ
。

だ
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、
そ
ん
な
こ
と
は

ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
。
神
呪
寺
が
「
神
の

呪
い
の
寺
」
と
も
読
め
る
の
に
気
づ
い
た
の
は
、

い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
か
。

　

そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
れ
、
ぼ
く
は
小
学

生
の
こ
ろ
か
ら
、「
呪
」
と
い
う
漢
字
を
知
っ

て
い
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
『
常
用
漢
字

表
』
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の

は
、
東
京
に
出
て
社
会
人
に
な
っ
て
、
出
版
社

で
高
校
の
国
語
教
科
書
編
集
の
仕
事
を
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。

　

神
呪
寺
の
前
か
ら
、
バ
ス
道
を
し
ば
ら
く

下
っ
て
い
く
と
、
夙し
ゅ
く

川が
わ

と
い
う
小
さ
な
川
に

出
る
。
こ
こ
も
、
桜
の
名
所
だ
。
河
口
ま
で
ほ

ん
の
数
キ
ロ
だ
が
、
常
緑
の
松
並
木
と
、
桜
の

花
の
は
な
や
か
な
ピ
ン
ク
と
の
対
照
が
、
思
う

存
分
、
満
喫
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
夙
」

と
い
う
漢
字
も
常
用
漢
字
で
は
な
い
。

　

夙
川
の
流
れ
を
渡
っ
て
数
百
メ
ー
ト
ル
西
へ

行
く
と
、
も
う
お
隣
の
芦
屋
市
に
な
る
。
こ
の

「
芦
」
だ
っ
て
、
常
用
漢
字
で
は
な
い
の
だ
。

　
『
常
用
漢
字
表
』
は
、
一
九
八
一
（
昭
和

五
六
）
年
、「
一
般
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、

現
代
の
国
語
を
書
き
表
す
場
合
の
漢
字
使
用
の

目
安
」
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
。
収
め
ら

れ
た
漢
字
の
数
は
、
一
九
四
五
。
こ
こ
数
年
か

け
て
、
文
化
審
議
会
の
国
語
分
科
会
で
見
直
し

作
業
が
進
め
ら
れ
て
き
て
、
字
数
を
一
九
六
増

や
し
た
最
終
案
が
、
あ
と
は
答
申
を
待
つ
ば
か

り
と
な
っ
て
い
る
。

　

常
用
漢
字
に
対
し
て
は
、「
ど
う
し
て
こ
の

漢
字
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
？
」
と
い
う
疑

問
の
声
を
、
よ
く
耳
に
す
る
。
た
い
し
て
む
ず

か
し
い
と
も
思
え
な
い
、
あ
り
ふ
れ
た
漢
字
が

入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
だ
。
ぼ
く
も
教

科
書
編
集
の
仕
事
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
そ
ん

な
思
い
を
し
ば
し
ば
感
じ
た
も
の
だ
。

　

し
か
し
、
ぼ
く
に
と
っ
て
〝
あ
り
ふ
れ
た
〟

漢
字
が
、
世
間
一
般
で
も
〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
も

の
な
の
か
、
ど
う
か
。「
呪
」
は
さ
す
が
に

今
回
の
追
加
文
字
の
中
に
も
入
る
く
ら
い
メ

ジ
ャ
ー
だ
が
、「
芦
」
は
ど
う
だ
ろ
う
？　

人

名
や
地
名
以
外
で
使
い
道
が
あ
る
か
ど
う
か
。

「
夙
」
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
常
用
漢
字
に
入

れ
ろ
と
い
う
主
張
を
支
持
し
て
く
れ
る
の
は
、

ぼ
く
の
故
郷
の
住
民
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

　

常
用
漢
字
は
一
般
社
会
で
の
「
漢
字
使
用
の

目
安
」
だ
か
ら
、
義
務
教
育
で
学
習
す
る
漢
字

は
、
基
本
的
に
こ
の
範
囲
内
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
高
校
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
て
、
常
用

漢
字
以
外
の
漢
字
は
、
国
語
の
授
業
で
は
習
わ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ぼ
く
は
、

「
呪
」や「
夙
」や「
芦
」と
い
っ
た
漢
字
を
知
っ

て
い
る
。
ど
こ
で
覚
え
た
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、

西
宮
で
過
ご
し
た
少
年
時
代
、
と
し
か
答
え
よ

う
が
な
い
。

　

こ
と
ば
と
は
本
来
、
生
活
の
中
で
自
然
と
習

得
し
て
い
く
も
の
だ
。
漢
字
と
て
同
じ
こ
と
で
、

だ
か
ら
、
育
つ
環
境
が
異
な
れ
ば
、
知
っ
て
い

る
漢
字
も
異
な
る
。〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
漢
字
が

人
に
よ
っ
て
違
う
の
は
、
当
然
な
の
だ
。
特
に

近
年
、
情
報
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
人
々
が
漢

字
に
触
れ
る
機
会
は
大
幅
に
増
え
た
。
メ
ー
ル

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
目
に

す
る
漢
字
の
数
は
、
膨
大
な
も
の
だ
。
そ
の
結

果
、〝
あ
り
ふ
れ
た
〟
漢
字
の
個
人
差
は
大
き

く
拡
大
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
〝
あ
り
ふ
れ

た
〟
漢
字
を
持
ち
寄
っ
て
「
漢
字
使
用
の
目
安
」

を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
、
無
理

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漢
字
と
は
、
あ
る
時
期
、
組
織
的
に
学
習
す

る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
習
得
が
格
段
に
容
易
と

な
る
も
の
だ
。
そ
こ
に
、
学
校
で
の
漢
字
教
育

の
重
要
性
が
あ
る
。
国
民
全
体
に
共
通
す
る
漢

字
学
習
の
基
礎
の
上
に
、
一
人
ひ
と
り
の
〝
漢

字
体
験
〟
も
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
。

　

個
々
人
の
〝
漢
字
体
験
〟
が
ま
す
ま
す
多
様

化
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
時
代
に
、
全
国
民

に
共
通
す
る
あ
る
種
の
漢
字
表
が
必
要
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
学
校
教
育
と
切
り
離
し
て
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
み
ん
な
が
し
っ
か
り

と
学
習
し
て
い
て
、
そ
れ
を
使
え
ば
確
実
な
意

思
疎
通
が
で
き
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
習
得

の
基
礎
と
し
て
も
有
効
な
漢
字
の
セ
ッ
ト
。
そ

れ
こ
そ
が
、
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

漢
字
表
の
主
人
公
は
、
ぼ
く
た
ち
大
人
で
は

な
い
。
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ

か
ら
言
語
体
験
を
積
み
重
ね
な
が
ら
成
長
し
、

や
が
て
未
来
の
社
会
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
、

子
ど
も
た
ち
な
の
で
あ
る
。

漢
和
辞
典
編
集
者　

円え
ん

満ま
ん

字じ

二じ

郎ろ
う 
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特
集

─
最
近
、
図
書
館
を
利
用
す
る
生
徒
が
減
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
ど
う
す
れ

ば
利
用
が
増
え
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

子
ど
も
た
ち
が
来
る
図
書
館
に
し
た
い
！

の
な
ら
、
い
ち
ば
ん
先
に
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
〝
分
類
〟
を
考
え
る
こ
と
で
す
。

「
え
え
っ
？
図
書
館
の
分
類
っ
て
、
決
ま
っ
て
る

の
が
あ
る
で
し
ょ
う
？
」

と
い
う
あ
な
た
は
図
書
館
の
こ
と
を
知
っ
て
る
か

た
で
す
ね
。

　

そ
う
、
日
本
の
公
共
図
書
館
と
学
校
図
書
館
は

日
本
十
進
分
類
法
（
通
称
Ｎ
Ｄ
Ｃ
）
と
い
う
分
類

方
法
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

で
も
、
こ
れ
は
い
わ
ば
倉
庫
用
の
分
類
で
、「
閉

架
式
」
と
い
っ
て
図
書
館
員
だ
け
が
書
庫
に
入
っ

て
本
を
探
し
て
る
時
代
に
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の

で
す
が
、「
開
架
式
」
と
い
っ
て
お
客
さ
ん
に
自

分
で
本
を
眺
め
て
探
し
て
も
ら
う
（
こ
れ
が
今
の

多
く
の
図
書
館
の
や
り
か
た
で
す
ね
）
の
に
は
困

る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

　

な
の
で
、
日
本
の
公
共
図
書
館
は
開
架
式
に
変

え
た
と
き
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
考
え
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
今
月
は
六
月
だ
か
ら
〝
水
の
本
〟
を

集
め
て
展
示
し
よ
う
、
と
い
う
よ
う
に
―
―
。

　

こ
の
や
り
か
た
を
別
置（
べ
っ
ち
）と
い
い
ま
す
。

　
「
基
本
の
分
類
だ
け
で
は
困
る
と
き
に
は
、
ひ

と
つ
の
テ
ー
マ
で
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
本
を
集
め
て

き
て
い
い
よ
」
と
い
う
や
り
か
た
で
す
。

─
中
学
校
の
図
書
館
だ
っ
た
ら
、ど
ん
な
「
別
置
」

が
考
え
ら
れ
ま
す
か
？

　

た
と
え
ば
、
今
年
の
公
共
図
書
館
に
は
ど
こ
で

も
〝
海
援
隊
フ
ェ
ア
〟
と
か
〝
龍
馬
フ
ェ
ア
〟
と

い
う
テ
ー
ブ
ル
が
で
き
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

そ
う
い
う
テ
ー
マ
で
、
今
、
中
学
生
の
た
め
に

棚
を
作
ろ
う
と
思
う
の
な
ら
、

　

①
現
代
の
文
学
（
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
）

　

②
危
機
管
理

　

③
心
の
問
題

と
い
う
三
本
の
別
置
の
棚
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
が
、群
馬
県
富
岡
市
立
西
中
学
校
の
司
書
・

武
部
裕
子
先
生
が
作
っ
た
別
置
の
〝
人
気
の
棚
〟

の
中
身
で
す
（
Ｐ
７
）。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
た
だ
人
気
の
本
を
集
め
た
だ

け
で
は
な
く
て
、
中
学
生
に
合
う
分
類
別
置
を
考

え
て
、
本
を
集
め
た
わ
け
で
す
。

　

①
〝
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
〟
は
、
い
ま
現
在
の
生

活
を
描
い
た
ブ
ン
ガ
ク
、
物
語
…
…
。

　

い
ま
だ
っ
た
ら
、
そ
の
小
説
に
ケ
ー
タ
イ
が
出

て
く
る
か
、
こ
な
い
か
が
こ
の
分
類
の
分
か
れ
目

で
す
ね
。

　

主
人
公
が
、
公
衆
電
話
を
か
け
に
い
く
と
、
子
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学
校
図
書
館
を

活
性
化
し
よ
う

　

来
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
る
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
読

書
と
情
報
活
用
」
が
系
統
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
身
近
な
「
読
書
」
の
場
、そ
し
て
「
情

報
セ
ン
タ
ー
」
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
学
校
図
書
館
で
し
ょ
う
。

　

学
校
図
書
館
が
活
性
化
す
れ
ば
、
読
書
の
習
慣
が
つ
く
と
と
も
に
、

読
む
・
調
べ
る
・
考
え
る
・
書
く
能
力
も
高
ま
り
ま
す
。
し
か
し
、
生

徒
が
積
極
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ソ
フ
ト
面
や
ハ
ー
ド

面
で
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
で
す
。

　

本
特
集
で
は
、
全
国
の
小
・
中
・
高
等
学
校
を
回
っ
て
、
魅
力
的
な

学
校
図
書
館
づ
く
り
を
さ
れ
て
い
る
児
童
文
学
評
論
家
の
赤
木
か
ん
子

さ
ん
に
、「
子
ど
も
が
集
ま
る
学
校
図
書
館
」
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か

を
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
赤
木
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
生

ま
れ
変
わ
っ
た
図
書
館
の
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
司
書
教
諭
と
し
て
教
科
指
導
と
図
書
館
の
連
携
を
研
究
さ

れ
て
い
る
塩
谷
京
子
先
生
に
は
、
ソ
フ
ト
面
で
、
授
業
に
生
か
す
図
書

館
と
い
う
テ
ー
マ
で
現
場
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
集
ま
る
学
校
図
書
館
っ
て

ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
？

イ
ン
タ
ビ
ュ

ー

児
童
文
学
評
論
家　

赤あ
か

木ぎ

か
ん
子



中
学
生
用
の
分
類
を
考
え
る

　

群
馬
県
富
岡
市
立
西
中
学
校
の
学
校
図
書
館
の

特
徴
は
、「
生
徒
が
読
み
た
い
本
は
、
い
ち
ば
ん

い
い
位
置
に
」
で
あ
る
。

　

従
来
は
、
図
書
分
類
の
基
本
で
あ
る
日
本
十
進

分
類
法
（
Ｎ
Ｄ
Ｃ
）
に
従
っ
て
、
館
内
を
時
計
回

ど
も
は
反
射
的
に
「
変
だ
な
、
な
ん
で
ケ
ー
タ
イ
使

わ
な
い
ん
だ
ろ
」っ
て
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

　

②
〝
危
機
管
理
〟
は
心
的
、
肉
体
的
、
性
的
虐

待
。
い
じ
め
や
ネ
グ
レ
ク
ト
。
テ
ー
マ
が
こ
れ
な

ら
、
実
際
に
あ
っ
た
話
も
、
誰
か
が
作
っ
た
物
語

も
ど
っ
ち
も
こ
こ
に
入
れ
ま
す
。

　

③
〝
心
の
問
題
〟
…
…
こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た

話
だ
け
を
入
れ
ま
す
。
そ
う
、
い
じ
め
以
外
の
中

学
生
の
気
に
入
り
そ
う
な
癒
し
系
の
本
や
闘
病
記

や
伝
記
（
特
に
テ
ィ
ー
ン
の
も
の
―
―
子
ど
も
は

子
ど
も
に
興
味
が
あ
る
か
ら
）
な
ど
の
〝
現
実
に

あ
る
も
の
〟
し
か
入
れ
な
い
〝
リ
ア
ル
系
〟
の
棚

で
す
ね
。

　

た
と
え
ば
『
五
体
不
満
足
』（
乙
武
洋
匡
著
）

は
分
類
で
い
え
ば
普
通
は
〝
伝
記
〟
に
入
り
ま
す
。

で
も
そ
う
す
る
と
、
隣
は
「
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
」

や
「
徳
川
家
康
」
に
な
っ
て
し
ま
う
…
…
。
そ
う

す
る
と
見
つ
け
に
く
く
な
る
ん
で
す
。

　

本
に
は
た
っ
た
一
つ
の
〝
正
し
い
分
類
記
号
〟

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
冊
の
本
に
は

い
ろ
い
ろ
な
方
向
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
？

　
『
五
体
不
満
足
』
は
〝
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
〟

に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば〝
伝
記
〟に
も〝
生

き
方
〟
に
も
分
類
で
き
る
。

　

ど
の
方
向
が
〝
う
ち
の
図
書
館
で
は
〟
優
位
か

を
見
て
、
そ
の
本
を
ど
の
分
類
に
入
れ
る
か
は
そ

こ
の
図
書
館
を
預
か
っ
て
い
る
司
書
が
決
め
る
の

り
に
「
０
総
記
」「
１
哲
学
」
〜
「
９
文
学
」
と

い
う
順
に
並
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と

入
り
口
か
ら
入
っ
て
い
ち
ば
ん
目
立
つ
と
こ
ろ

に
、
歴
史
や
社
会
科
学
と
い
っ
た
、
難
し
い
印
象

を
与
え
、
生
徒
た
ち
が
あ
ま
り
手
に
取
ら
な
い
本

が
並
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
図
書
館
の

イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

　

司
書
の
武
部
裕
子
先
生
は
、
赤
木
か
ん
子
さ
ん

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
、
本
の
配
置
を
一
か
ら
見

直
し
、
本
当
に
生
徒
に
と
っ
て
必
要
な
本
、
読
み

た
い
本
、
生
徒
が
関
心
の
あ
る
本
を
入
り
口
の
正

面
に
配
置
し
た
。

　

こ
こ
の
書
架
は
、
上
四
段
に
は
小
さ
い
本
し
か

入
ら
ず
、
下
の
二
段
は
大
き
い
た
め
、
上
と
下
に

は
違
う
種
類
の
も
の
を
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
、
こ
の
一
等
地
の
書
架
の
上
四
段
に

は
ミ
ス
テ
リ
ー
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
ヤ
ン
グ
ア
ダ

ル
ト
な
ど
の
文
学
系
と
心
、
性
、
危
機
管
理
な
ど

の
本
を
並
べ
、
下
の
二
段
に
は
、
占
い
、
料
理
な

ど
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
配
置
し
た
。
生
徒
た

ち
が
よ
く
読
む
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
の
横
に
心
や
性

に
関
す
る
本
を
置
い
て
お
く
と
、
自
然
に
手
に
取

る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
生
徒
の
動
線
に
着
目

し
た
配
置
も
大
切
で
あ
る
。

　

生
徒
た
ち
は
「
お
も
し
ろ
い
本
は
な
い
？
」「
楽

し
い
本
は
な
い
？
」と
武
部
先
生
に
聞
い
て
く
る
。

従
来
の
分
類
だ
と
、
書
架
の
あ
ち
こ
ち
に
散
ら

ば
っ
て
い
た
本
を
一
か
所
に
集
め
て
お
け
ば
、「
あ

の
棚
を
見
て
み
れ
ば
」
な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
も
し

や
す
く
な
る
。

古
い
本
は
廃
棄
す
る

　

こ
う
し
た
大
規
模
な
再
配
置
を
す
る
に
あ
た
っ

て
、
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
本
の
選
別
で
あ
る
。

本
の
奥
付
を
見
な
が
ら
、
特
に
地
理
な
ど
情
報
が

古
く
な
っ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
廃
棄
し
て
い

で
す
。
あ
と
は
そ
の
近
く
に
〝
テ
ィ
ー
ン
ズ
文
庫

（「
電
撃
文
庫
」
な
ど
）〟
の
棚
を
作
り
、
中
学
生

用
の
文
学
コ
ー
ナ
ー
は
完
成
で
す
。

─
図
書
館
の
棚
や
飾
り
な
ど
の
改
装
で
は
ど
ん
な

工
夫
が
あ
り
ま
す
か
？

　

愛
媛
県
松
山
市
立
北
中
学
校
の
関
谷
千
代
子
先

生
の
事
例
（
Ｐ
８
）
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
棚
を

整
理
し
て
少
数
の
本
で
カ
ッ
コ
よ
く
作
り
、
居
場

所
と
し
て
の
机
や
い
す
の
配
置
に
注
意
し
、
手
書

き
の
張
り
紙
は
撤
去
。
で
き
る
な
ら
中
学
生
が

カ
ッ
コ
い
い
と
思
う
ポ
ス
タ
ー
を
は
り
、
で
き
る

な
ら
宮
城
県
仙
台
市
立
加
茂
中
学
校
の
事
例
（
Ｐ

９
）
の
よ
う
な
カ
エ
ル
司
書
も
採
用
し
、
毎
月
の

飾
り
も
で
き
る
だ
け
す
る
、
中
学
生
が
読
み
た
い

本
を
入
れ
る
…
…
な
ど
で
、
中
学
校
の
図
書
館
は

よ
み
が
え
る
は
ず
で
す
。

　

飾
り
つ
け
を
大
人
の
女
性
好
み
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
の
が
コ
ツ
！

　

テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
も
掛
け
、
カ
ー
テ
ン
、
床
、

い
す
の
背
も
た
れ
、
書
架
の
色
を
ト
ー
タ
ル
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
よ
う
に
考
え
ま
す
。

─
図
書
館
に
た
く
さ
ん
の
生
徒
た
ち
が
集
ま
れ

ば
、
学
校
も
変
わ
り
ま
す
よ
ね
？

　

そ
う
で
す
ね
。先
生
が
た
も
生
徒
さ
ん
た
ち
も
、

本
を
手
に
し
た
と
き
の
持
ち
か
た
が
変
わ
っ
て
き

ま
す
ね
。
手
慣
れ
た
、
自
然
な
持
ち
か
た
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

毎
日
の
よ
う
に
図
書
館
に
や
っ
て
き
て
本
を
探

し
て
借
り
て
読
む
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し

や
っ
て
い
く
う
ち
に
、
本
の
使
い
か
た
や
図
書
館

の
使
い
か
た
に
慣
れ
て
、
無
意
識
に
動
け
る
よ
う

に
な
る
。

　

特
に
、子
ど
も
た
ち
の
頭
の
中
が
、世
界
と
つ
な

が
っ
て
い
く
の
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。

　

不
安
そ
う
な
自
信
な
げ
な
顔
つ
き
だ
っ
た
の

が
、
落
ち
着
い
て
、
図
書
館
全
体
が
良
い
活
気
に

満
ち
て
安
定
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
安
定
は
や

が
て
図
書
館
か
ら
流
れ
出
て
、
学
校
全
体
に
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

図
書
館
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
、
学
校
全
体
が

知
的
に
落
ち
着
い
て
く
る
ん
で
す
よ
。

　

本
に
は
人
を
落
ち
着
か
せ
、
高
い
所
に
引
き
上

げ
て
く
れ
る
力
が
あ
る
ん
で
す
。

ヤングアダルト、危機管理、心の問題
など、中学生が読みたい本を別置
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生
徒
が
読
み
た
い
本
、

関
心
の
あ
る
本
を
一
等
地
に

群
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富
岡
市
立
西
中
学
校
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こ
ん
な
工
夫
で
、図
書
館
が
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た

実
践
編



　

北
中
学
校
で
は
昨
年
十
月
、
自
然
科
学
系
の
書

架
に
絞
っ
た
図
書
館
の
改
装
を
行
っ
た
。
か
な
り

古
い
本
も
多
く
、
生
徒
た
ち
が
近
づ
か
ず
、
活
用

さ
れ
て
い
な
い
コ
ー
ナ
ー
と
な
っ
て
い
た
か
ら

だ
。
理
科
の
先
生
の
協
力
で
、
現
在
で
は
使
え

な
く
な
っ
て
い
る
内
容

の
古
い
本
を
選
ん
で
も

ら
い
廃
棄
。
そ
の
上
で
、

今
の
生
徒
た
ち
を
ひ
き

つ
け
る
楽
し
い
本
を
補

充
し
た
。「
飛
び
出
す
絵

本
な
ど
、
子
ど
も
っ
ぽ

い
と
い
う
先
入
観
を
も

た
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
今
の
仕
掛
け
絵
本
は
非
常
に
高
度
で
情
報

も
新
し
く
、内
容
的
に
も
大
変
充
実
し
て
い
ま
す
」

と
、
司
書
の
関
谷
千
代
子
先
生
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
系

の
本
の
重
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。

　

こ
こ
の
図
書
館
は
、
以
前
は
家
庭
科
室
と
し
て

使
わ
れ
て
い
た
た
め
、
書
架
の
代
わ
り
に
引
き
出

し
付
き
で
書
架
と
し
て
は
使
い
勝
手
の
悪
い
食
器

棚
が
使
わ
れ
て
い
た
。
今
回
の
改
装
で
は
、
こ
の

引
き
出
し
に
、
赤
木
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
、
鉱
石

標
本
、
恐
竜
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、
化
石
、
万
華
鏡
な

ど
の
理
系
の
小
物
を
入
れ
た
。
そ
の
結
果
、
無
用

の
長
物
だ
っ
た
引
き
出
し
は
、
わ
く
わ
く
し
な
が

ら
開
け
て
楽
し
め
る
宝
箱
に
変
身
。
た
ち
ま
ち
生

徒
の
人
気
を
集
め
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
利
用
者

が
な
か
っ
た
自
然
科
学
系
の
本
も
手
に
と
っ
て
見

て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

生
徒
に
と
っ
て
お
目
当
て
の
自
然
科
学
系
の
書

架
は
、
図
書
館
の
一
番
奥
に
あ
る
の
で
、
そ
こ
へ

行
く
ま
で
に
ほ
か
の
分
野
の
本
に
も
興
味
を
も
ち

は
じ
め
、
図
書
館
に
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。
材

料
集
め
は
別
と
し
て
、
た
っ
た
一
日
の
改
装
で
こ

こ
ま
で
楽
し
い
コ
ー
ナ
ー
が
で
き
上
が
っ
た
北
中

学
校
で
は
、
ま
た
新
年
度
も
他
の
分
野
で
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
み
て
、
さ
ら
に
「
わ
く
わ
く
す
る
図

書
館
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
予
定
だ
。

く
。
た
だ
し
、
す
ぐ
に
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
一

時
的
に
空
き
教
室
を
利
用
し
た
書
庫
に
保
管
。
一

年
間
は
そ
う
し
て
お
い
て
、
利
用
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
廃
棄
す
る
の
だ
。
本
を
捨
て
る
と

い
う
と
抵
抗
が
あ
る
人
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な

手
法
を
と
れ
ば
ス
ム
ー
ズ
に
本
の
選
別
が
進
む
。

　

西
中
学
校
で
は
、
蔵
書
の
お
よ
そ
一
割
強
に
当

た
る
千
冊
を
廃
棄
。
空
い
た
書
架
を
別
室
に
移
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
図
書
館
の
見
通
し
が
よ
く
な
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
っ
た
。

　

図
書
委
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ア
の
生
徒
の
手
伝
い

で
、
同
時
に
大
規
模
な
掃
除
や
部
屋
の
飾
り
つ
け

な
ど
の
改
装
も
実
施
。
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
と
努

力
が
実
っ
て
図
書
館
に
生
徒
が
集
ま
る
よ
う
に
な

り
、
貸
し
出
し
数
は
三
年
間
で
な
ん
と
三
倍
に
伸

び
た
。

二
十
人
、
保
護
者
十
人
、
そ
の
ほ
か
県
内
の
学
校

司
書
や
地
元
書
店
の
人
な
ど
の
手
伝
い
で
、
ま
る

三
日
で
作
業
は
終
了
。
改
装
に
か
か
っ
た
費
用
は

新
規
に
購
入
し
た
書
籍
代
三
十
六
万
円
と
小
物
や

消
耗
品
費
が
二
十
万
円
。

　

全
教
職
員
が
手
伝
っ
た
こ
と
で
意
識
も
高
ま

り
、授
業
で
図
書
館
を
活
用
す
る
こ
と
が
増
え
た
。

生
徒
た
ち
も
、
く
つ
ろ
げ
る
場
所
と
し
て
毎
日
大

勢
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

※
加
茂
中
の
改
装
の
手
順
や
方
法
な
ど
は
、
赤
木
か

ん
子
著
『
学
校
図
書
館
の
つ
く
り
方
』（
光
村
図
書
）

で
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

加
茂
中
学
校
の
悩
み
は
、
文
学
を
中
心
に
し
た

書
架
が
縦
に
何
列
も
並
ん
で
暗
い
部
屋
に
な
っ
て

お
り
、
生
徒
た
ち
が
な
か
な
か
寄
り
つ
か
な
い
こ

と
だ
っ
た
。

　

こ
の
図
書
館
を
見
た
赤
木
さ
ん
は
、
改
装
に
あ

た
っ
て
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
た
。

①
現
在
の
カ
ウ
ン
タ
ー
は
図
書
館
全
体
が
見
渡
せ

な
い
の
で
移
動
。

②
二
部
屋
に
分
か
れ
た
構
造
を
生
か
し
て
「
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
（
勉
強
系
）」
と
「
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
」
に
分
け
る
。

③
丸
見
え
の
ト
イ
レ
を
目
隠
し
。

④
く
つ
ろ
げ
る
コ
ー
ナ
ー
を
作
る
。

⑤
居
心
地
が
よ
さ
そ
う
な
の
に
デ
ッ
ド
ス
ペ
ー
ス

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
生
か
す
。

　

全
教
職
員
三
十
五
人
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
生
徒

　この引き出しの底には、プラスチックダンボールをカット
して布を貼ったものを敷いた。横幅が広いので、色をつ
けないともたないので、左の引き出しのクモの下には空
の布を、右のサメの下には海の布を貼ったものを入れた。
　こういうちょっとしたポイントが全体を引き締める。
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図
書
館
を
機
能
さ
せ
た
い

　

こ
ん
な
声
が
中
学
校
の
先
生
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
こ
と
が
あ
る
。

 

「
小
さ
い
こ
ろ
は
時
間
も
あ
っ
て
読
書
が
好
き
な

の
で
す
が
、
中
学
生
に
な
る
と
忙
し
く
て
本
を

読
む
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」

 

「
教
科
指
導
で
、
図
書
館
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
使
い
た
い
気
持
ち
は
あ
っ
て

も
現
実
的
に
は
難
し
い
で
す
よ
。」

　

読
書
は
必
要
、
図
書
館
を
機
能
さ
せ
た
い
と
い

う
思
い
は
あ
る
が
、
糸
口
を
見
出
せ
な
い
現
実
が

あ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
何
と
か
脱
却
で
き
な
い
も

の
か
と
、
司
書
教
諭
の
模
索
が
始
ま
っ
て
い
る
。

図
書
館
を

授
業
で
使
う
た
め
の
し
く
み

　

図
書
館
を
各
教
科
で
使
う
た
め
の
し
く
み
作
り

を
模
索
し
て
い
る
の
は
静
岡
県
袋
井
市
立
袋
井
中

学
校
の
萩
田
純
子
先
生
で
あ
る
。
授
業
で
図
書
館

を
使
う
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
も
の
の
、
資
料
が

不
足
し
て
い
た
り
指
導
に
時
間
が
か
か
っ
た
り
す

る
こ
と
を
理
由
に
、
先
生
が
た
が
立
ち
止
ま
っ
て

い
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

　

萩
田
先
生
は
、
ま
ず
、
校
内
の
先
生
方
に
図
書

館
を
使
っ
て
授
業
を
し
た
い
単
元
を
あ
げ
て
も
ら

い
、
そ
れ
を
も
と
に
年
間
利
用
計
画
を
作
成
し

た
。
合
わ
せ
て
、
単
元
で
使
い
そ
う
な
本
を
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
し
て
提
供
し
、
先
生
方
が
選
ん
だ
本
を

購
入
し
た
。
こ
う
し
た
手
順
の
末
、
よ
う
や
く
図

書
館
に
授
業
で
使
い
た
い
資
料
が
整
う
こ
と
に
な

る
。し
か
し
な
が
ら
、資
料
が
整
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
す
ぐ
に
授
業
で
使
え
る
訳
で
は
な
い
。
生
徒

は
ど
こ
を
見
て
ど
う
調
べ
れ
ば
い
い
か
わ
か
っ
て

い
な
い
か
ら
だ
。
生
徒
が
授
業
で
資
料
を
使
え
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
情
報
活
用
ス
キ
ル
の
習

得
が
必
要
で
あ
る
。

　

司
書
教
諭
で
あ
る
萩
田
先
生
に
は
、
情
報
活
用

ス
キ
ル
を
指
導
す
る
時
間
数
が
な
い
こ
と
か
ら
、

学
級
担
任
が
学
活
、
道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時

間
に
行
う
こ
と
を
基
本
に
計
画
を
立
て
た
。
さ
ら

に
、
指
導
案
と
資
料
を
添
え
た
こ
と
で
、
学
級
担

任
の
負
担
は
軽
減
さ
れ
、
多
く
の
学
級
で
指
導
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
図
書
館
に
資
料
が
あ
る
こ
と
と
生

徒
が
資
料
の
使
い
方
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
、
各

教
科
の
学
習
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
、
単
元
の
目
標

が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
成
果
が
出
て
き
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、先
生
が
た
の
反
応
も「
や
っ
て
よ
か
っ

た
」
と
好
評
で
あ
る
。「
指
導
案
と
資
料
を
さ
ら

に
整
え
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
仕
事
で
す
」
と

語
っ
て
く
れ
た
。

小
学
校
で
習
得
し
た
力
を

生
か
し
て

　

堀
内
典
子
先
生
（
静
岡
県
磐
田
市
立
城
山
中
学

校
）
は
、
現
在
、
磐
田
・
袋
井
地
区
の
司
書
教
諭

の
有
志
が
集
ま
る
ブ
ッ
ク
プ
ロ
の
会
を
支
え
て
い

る
。
司
書
教
諭
は
各
学
校
に
お
い
て
一
人
職
で
あ

る
た
め
、
互
い
の
情
報
交
換
や
実
践
共
有
の
場
を

作
ろ
う
と
し
て
い
る
訳
だ
。

　

堀
内
先
生
は
、
最
近
の
生
徒
は
本
の
分
類
な
ど

基
本
的
な
こ
と
は
知
っ
て
お
り
、
調
べ
る
こ
と
や

ま
と
め
る
こ
と
を
い
や
が
ら
ず
に
、
お
も
し
ろ

が
っ
て
取
り
組
む
傾
向
を
肌
で
感
じ
て
い
る
。
利

用
指
導
の
際
、
少
し
の
工
夫
を
積
み
重
ね
る
こ
と

で
、
図
書
館
利
用
が
活
性
化
す
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

　

前
任
校
の
磐
田
市
立
豊
岡
中
学
校
で
は
、
こ
の

よ
う
な
生
徒
の
よ
さ
を
生
か
し
な
が
ら
、
中
学
生

と
し
て
必
要
な
図
書
館
活
用
の
技
能
を
習
得
さ
せ

る
利
用
指
導
を
進
め
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
以
前

は
課
題
を
グ
ル
ー
プ
に
与
え
る
と
一
か
ら
細
か
い

指
導
が
必
要
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
各
グ
ル
ー
プ

で
役
割
分
担
を
し
な
が
ら
、
課
題
を
解
決
す
る
過

程
を
経
験
さ
せ
て
い
る
。
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対

し
て
、
資
料
が
ど
の
書
架
に
あ
る
の
か
考
え
る

子
、
書
架
へ
本
を
探
し
に
行
く
子
、
目
次
や
索
引

を
使
っ
て
探
す
子
、
要
約
し
た
り
引
用
し
た
り
す

る
子
、
分
析
す
る
子
と
い
っ
た
具
合
だ
。

　

一
斉
授
業
が
多
く
行
わ
れ
る
中
学
校
で
グ
ル
ー

プ
学
習
を
試
み
る
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
の

一
端
が
見
え
る
。

中
学
校
で
の
調
べ
学
習
は

図
鑑
か
ら

　

静
岡
県
沼
津
市
立
第
五
中
学
校
の
渡
邊
紀
子

先
生
は
、「
字
を
追
っ
て
い
く
読
書
は
読
み
物
で
、

教
科
で
使
う
本
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
」
と
い
う
観
点

で
本
を
揃
え
て
い
る
。

　

読
み
た
い
本
を
手
に
取
る
環
境
と
優
れ
た
本
を

手
に
取
る
環
境
の
両
方
を
整
え
た
い
と
い
う
の

が
、
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
徒

が
日
常
よ
く
読
む
本
は
図
書
館
に
入
れ
、
推
薦
図

書
は
学
年
文
庫
と
し
て
生
徒
の
近
く
に
置
く
よ
う

に
し
て
い
る
。
思
春
期
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
の

時
期
、
多
く
の
生
徒
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
選
書
に

心
が
け
て
い
る
と
い
う
。

　

一
方
、
理
科
の
教
師
で
も
あ
る
渡
邊
先
生
は
、

植
物
や
動
物
の
単
元
で
は
、
要
点
が
整
理
さ
れ
ビ

ジ
ュ
ア
ル
的
に
優
れ
た
図
鑑
を
使
っ
た
授
業
を
展

開
し
て
い
る
。
図
鑑
に
よ
っ
て
特
徴
が
異
な
る
の

で
班
ご
と
数
種
類
の
図
鑑
を
揃
え
、
生
徒
が
興
味

関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

中
学
生
と
い
う
と
、
大
人
向
け
の
図
鑑
を
用
意
し

て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
揃
え
た
図
鑑
の
中
で
主
役

と
な
る
の
は
「
小
学
生
向
け
図
鑑
」
で
あ
る
。
中

学
の
教
師
に
よ
っ
て
新
た
な
視
点
を
加
え
て
そ
の

図
鑑
を
見
る
こ
と
で
、
小
学
生
の
頃
に
は
見
え
な

か
っ
た
深
い
学
び
が
で
き
、
図
鑑
が
も
っ
と
お
も

し
ろ
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
詳
し

く
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
訳
だ
。

　

字
を
追
う
の
は
難
し
い
多
く
の
中
学
生
に
は
、

読
み
物
で
は
な
い
本
で
、
ま
ず
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
か

ら
入
る
と
い
う
の
が
渡
邊
先
生
の
教
科
で
の
図
書

館
の
使
い
方
で
あ
る
。

小
さ
な
積
み
重
ね
が

生
徒
と
図
書
館
の
距
離
を
縮
め
る

　

三
人
の
司
書
教
諭
は
、
誰
も
が
で
き
る
実
践
を

積
み
重
ね
て
い
る
。図
書
館
を
通
し
て
、
知
的
に
も

精
神
的
に
も
読
む
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
生
徒
の
姿
が
、
そ
の
原
動
力
で

あ
ろ
う
。一
人
の
先
生
の
図
書
館
へ
の
導
き
方
は
一

本
の
糸
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
人
も
の
先
生
が
生

徒
を
導
け
ば
糸
が
集
ま
っ
て
丈
夫
な
ひ
も
に
な
る
。

　

も
し
、
各
教
科
の
教
師
一
人
ひ
と
り
が
一
年
間

に
た
っ
た
の
一
回
、
生
徒
を
図
書
館
に
連
れ
て

い
っ
た
と
し
た
ら
、
お
よ
そ
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス

で
生
徒
は
授
業
で
図
書
館
を
使
う
計
算
に
な
る
。

そ
れ
だ
け
で
、
生
徒
と
図
書
館
の
距
離
は
ぐ
っ
と

縮
ま
る
。
司
書
教
諭
の
事
例
を
参
考
に
、
一
年
間

に
一
回
は
図
書
館
で
ど
ん
な
授
業
が
で
き
る
の
か

を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
小

さ
な
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
、
生
徒
と
図
書
館

が
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

関
西
大
学
初
等
部
教
諭　

塩し
お

谷や

京き
ょ
う

子こ

特
集 学 校 図 書 館 を 活 性 化 し よ う

塩谷京子
　静岡県公立小学校教諭を経て，
現在，関西大学初等部教諭。静岡
県静岡市生まれ。司書教諭。
　著書に『しらべる力をそだてる授
業！』（ポプラ社），『学校図書館で
育む情報リテラシー』（全国学校図
書館協議会）など。

▼塩谷先生のホームページ
http://homepage1.nifty.com/
kyotti/

生
徒
と
図
書
館
を
つ
な
ぐ
た
め
に
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>> 初級編

いつ？

ど
こ
で
？

だ
れ
が
？

な
に
を
？

ど
う
や
っ
て
？

な
ぜ
？ い

く
つ
？

特
集 学 校 図 書 館 を 活 性 化 し よ う 1213

　調べ学習では、まずテーマを決めなくてはなりません。
が、そのテーマは全体の大きなテーマではなく自分の小さなテーマであることが
大事です。
　「縄文時代」や「国際理解」というテーマでは、大きすぎて、手に負えません。
なので、答えがひとつになる「一対一」対応になる小さなテーマを考えます。

　そういうテーマはキーワードが三つあれば決められます。

たとえば、全体のテーマ、が“縄文時代”だとします。
まず大きなアーチを描きます。
このアーチが“縄文時代”です。

そのなかにもうひとつ、小さいアーチを描きます。
このアーチは大きいアーチである縄文時代に含まれる
ものでないといけません。
たとえば“暮らしの道具”にしましょう。

またアーチを描きます。
３つ目のキーワードも“暮らしの道具”のなかに
含まれるものでないといけません。
ここでは“土器”にしてみましょう。

　さて、これで“縄文時代”の“暮らしの道具”のなかの“土器”がテーマに決まりました。

　ではその次に、土器の何について調べようか？ を考えるときには

謎
ミステリー

カードを使います。このカードは全部で７枚。

このなかから、一枚、選びます。
たとえば、

“いつ？”土器はできたのか？　発見されたのか？
“どこで？”発見されたのか？
“だれが？”発見したのか？
“どうやって？”作ったのか？

「よし、作り方にしよう！」
というわけで、この人のテーマは

		縄文時代の暮らしの道具である土器はどうやって作ったのか？

に決まりました！

　これをテーマの三点決め、といい、
このやり方を使うと、１分で自分のテーマを決められます。
これが、何かを考えるときの基本のやりかたなのです。

　さて、ここでは、何も使わずに、自分の頭の中だけで考えました。
これが初級編です。
　次回の中級編では「百科事典を使う調べかた」について解説します。

	　	　					赤木かん子	の

「図書館を利用した
“調べ学習”のしかた」
さまざまな教科で調べ学習の必要性はますます高まっています。にもかかわらず、
調べかたがわからないと悩んでいる生徒を多く見かけます。ここでは、“ 赤木流 ”
調べ学習のしかたを、初級編から中級、上級編と３回にわたってご紹介します。

暮ら
しの道具

縄文時代

土器

暮ら
しの道具

縄文時代

縄文時代

この中から
1枚選んで！

>> 初級編
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東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

「
書
く
こ
と
」の
学
習
の
前
に

A

Q
　

作
文
の
嫌
い
な
生
徒
に
ど
う
し
て
嫌
い

な
の
か
と
聞
い
て
み
る
と
、
や
は
り
い
ち

ば
ん
多
い
の
が
、

「
何
を
書
い
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
」

「
ど
う
書
き
だ
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

生
徒
が
進
ん
で
書
き
始
め
る
工
夫
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

原
稿
用
紙
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
渡
し
て
、

さ
あ
書
き
ま
し
ょ
う
と
言
っ
た
と
き
、
ぜ
ん

ぜ
ん
鉛
筆
が
動
か
な
い
生
徒
が
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
考
え
て
い
る
の
だ
と
は
思
い

ま
す
が
、
や
は
り
そ
ん
な
と
き
は
こ
ち
ら
の

指
導
が
足
り
な
い
と
き
で
す
。

　
「
書
き
た
い
」
と
思
え
な
か
っ
た
こ
と
、「
何

を
、
ど
の
よ
う
に
書
け
ば
い
い
の
か
」
を
教

師
が
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
な
い
こ

と
が
大
き
な
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

　

作
文
や
書
く
こ
と
の
学
習
指
導
は
、
ま
ず

生
徒
た
ち
に
何
を
、
ど
う
書
か
せ
た
い
か
と

い
う
教
師
の
側
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
大

切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
書
か
せ
る
前
に

教
師
が
ど
の
よ
う
な
準
備
を
し
た
か
が
鍵
と

な
り
ま
す
。
私
た
ち
教
師
は
書
か
せ
る
前
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　

今
回
は
具
体
的
な
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、

書
く
こ
と
の
事
前
指
導
に
お
け
る
教
師
の
仕

事
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

分
で
書
い
て
み
よ
う
、
生
徒
の
身
に
な
っ

て
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
発
想
を
常
に

も
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ

が
私
た
ち
の
仕
事
の
第
一
歩
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

  

ま
ず
は
自
分
で
書
い
て
み
る
と
い
う
こ

と
が
大
事
だ
と
述
べ
ま
し
た
が
、
次
に
書

き
だ
し
だ
け
で
も
書
い
て
み
る
と
い
う
こ

と
を
お
す
す
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

出
さ
れ
た
課
題
に
対
し
て
ど
ん
な
切
り

口
が
あ
る
か
を
考
え
る
う
え
で
も
有
効
な

教
材
研
究
で
す
。

　

大
村
は
ま
さ
ん
は
、「
修
学
旅
行
二
題
」

と
し
て
次
の
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
書
き
だ
し

例
を
提
示
し
て
い
ま
す
。『
大
村
は
ま
国

語
教
室
５
』（
筑
摩
書
房
）
Ｐ
269
〜
271
か

ら
抜
粋
。

　

修
学
旅
行
の
よ
う
な
大
き
な
出
来
事
で

は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
は
感
じ

て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
書
き
た
い
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
何
を
ど
う
書
い
て

　

読
む
こ
と
の
教
材
研
究
は
よ
く
や
る
の

に
、
書
く
こ
と
の
教
材
研
究
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
る
人
が
い

ま
す
。
確
か
に
ど
う
す
る
こ
と
が
書
く
こ

と
の
教
材
研
究
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
で

す
ね
。

　

私
は
、
何
は
と
も
あ
れ
生
徒
に
何
か
を

書
か
せ
る
前
に
「
自
分
で
書
い
て
み
る
」

と
い
う
こ
と
を
自
分
に
課
し
て
い
ま
す
。

課
題
を
出
さ
れ
た
生
徒
の
側
に
身
を
置
い

て
み
る
の
で
す
。
全
部
を
完
成
さ
せ
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
小
さ
な
作
文
も

メ
モ
も
と
に
か
く
自
分
で
書
い
て
み
ま
す
。

そ
う
し
て
初
め
て
、
自
分
が
出
し
た
課
題

の
困
難
点
や
大
変
さ
、
お
も
し
ろ
さ
が
自

覚
で
き
ま
す
。

　

例
え
ば
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
を
例

に
考
え
て
み
ま
す
。「
初
発
の
感
想
を
書

き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
課
題
を
出
し
た
と

し
ま
す
。
何
の
ヒ
ン
ト
も
書
き
方
も
示
さ

な
い
場
合
は
ど
ん
な
こ
と
を
頭
に
浮
か
べ
、

ど
ん
な
こ
と
で
迷
う
で
し
ょ
う
か
。
か
わ

い
そ
う
な
話
だ
っ
た
な
あ
、
と
か
、
盗
み

を
働
く
な
ん
て
い
け
な
い
こ
と
だ
よ
、
と

か
、
エ
ー
ミ
ー
ル
っ
て
嫌
な
ヤ
ツ
だ
っ
た

な
と
か
、
何
と
な
く
切
れ
切
れ
に
思
い
浮

か
び
ま
す
。
決
し
て
何
も
思
っ
て
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
け
ど
、
何
か
ら
ど
ん
な
ふ

う
に
書
け
ば
い
い
の
か
戸
惑
っ
て
し
ま
い

ま
す
ね
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
生
徒
の
側
に
身
を
置

い
て
み
る
と
、
書
く
ま
で
に
至
る
思
考
の

流
れ
が
な
ん
と
な
く
つ
か
め
ま
す
。
ど
こ

で
迷
う
の
か
、
な
ぜ
困
る
の
か
。

　

そ
こ
で
、
登
場
人
物
に
絞
っ
て
み
る
の

は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
場
面
を
区
切
っ
て
み

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
言
葉
に
立
ち
止
ま

ら
せ
て
は
ど
う
か
な
ど
の
「
て
び
き
」
の

原
型
の
よ
う
な
発
想
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
次
の
よ
う
な
切
り
口
を
示
し
た

ら
少
し
は
書
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

■
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
感
想
を
書

き
ま
し
ょ
う
。

　
　

・
僕

　
　

・
エ
ー
ミ
ー
ル

　
　

・
お
母
さ
ん

■
僕
が
盗
み
を
働
い
た
場
面
に
つ
い

て
書
き
ま
し
ょ
う
。

■
エ
ー
ミ
ー
ル
の
「
そ
う
か
、
つ
ま

り
、
君
は
そ
ん
な
や
つ
な
ん
だ
な
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
ど
う
思
い

ま
す
か
。

　
「
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
書
き
ま
し
ょ

う
」「
何
を
書
い
て
も
い
い
で
す
よ
」「
好

き
な
よ
う
に
書
き
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う

な
指
示
の
出
し
方
は
力
の
あ
る
生
徒
に
は

有
効
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
書
く
こ
と
に

慣
れ
て
い
な
い
、
書
く
こ
と
が
嫌
い
と
い

う
生
徒
に
は
あ
ま
り
有
効
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
自
由
に
書
い
て
い
い
け
れ
ど
、
も

し
参
考
に
な
る
の
だ
っ
た
ら
次
の
よ
う
な

こ
と
を
書
い
て
も
い
い
で
す
よ
」
と
言
っ

た
方
が
助
か
る
生
徒
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　
「
夕
飯
、何
に
す
る
？
」
と
聞
い
た
と
き
、

「
何
で
も
い
い
よ
」と
言
わ
れ
る
よ
り
、「
カ

レ
ー
が
食
べ
た
い
な
」
と
か
、「
肉
か
な
」

と
か
「
野
菜
た
っ
ぷ
り
」
と
具
体
的
に
言

わ
れ
た
方
が
や
り
や
す
い
の
と
同
じ
で
す

ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
初
発
の
感
想
を
何
の
た
め

に
書
か
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
て
び
き
も

違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
自

ま
ず
は
教
師
が
書
い
て
み
る

書
き
だ
し
の
例
を
考
え
る

9
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い
い
か
わ
か
ら
な

い
。
そ
ん
な
と
き
に

「
辛
く
な
い
よ
う
に
書

か
せ
」、「
そ
の
文
の
誘
う

ま
ま
に
書
き
継
ぐ
」
よ
う
に

と
用
意
し
た
も
の
で
す
。
て
び

き
に
は
、「
ど
れ
か
の
書
き
出
し
で
。」「
ど

れ
か
の
書
き
出
し
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
。」

と
書
い
て
あ
り
、
二
十
八
例
の
書
き
だ

し
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
雨
に
煙
る
比
叡
山
、
す
っ
く
と
立

つ
杉
の
大
木
の
濃
淡
。

▼
法
然
も
、
親
鸞
も
、
道
元
も
、
栄

西
も
、
こ
こ
で
修
行
を
し
た
の
か

…
…
。

▼
切
れ
長
の
、
な
ん
い
う
美
し
い
ま

ぶ
た
の
線
で
あ
ろ
う
。

▼
二
月
堂
の
屋
根
の
線
の
、
ゆ
う
ゆ

う
と
の
び
た
美
し
さ
。

▼
お
せ
ん
べ
い
を
も
ら
う
と
、
し
き

り
に
お
じ
ぎ
を
し
て
愛
き
ょ
う
を

ふ
り
ま
く
鹿
、
木
の
か
げ
に
じ
っ

と
す
わ
っ
て
、
ま
る
で
彫
刻
の
よ

う
な
鹿
…
…
。

▼
う
ぐ
い
す
張
り
の
床
と
い
い
、
将

軍
の
謁え

っ

見け
ん

の
間
と
い
い
、
将
軍
の

あ
る
と
こ
ろ
、
武
者
の
ひ
そ
む
部

屋
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
平
和
な
、

し
か
し
、危
険
な
徳
川
時
代
を
思
っ

た
。

▼
こ
れ
に
し
よ
う
。
私
は
気
に
い
っ

た
茶
わ
ん
を
手
に
と
っ
て
、
父
の

顔
を
思
い
浮
か
べ
た
。

▼
も
う
一
度
来
た
い
。

　

も
う
一
度
ぜ
ひ
来
よ
う
！

　

新
し
い
、
あ
こ
が
れ
の
よ
う
な
気    

持
ち
が
、
せ
つ
な
く
胸
に
わ
い
て

く
る
。

 

　

一
緒
に
修
学
旅
行
に
行
っ
た
人
で
な
け

れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た

書
き
だ
し
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
徒
の

身
に
な
っ
て
、
も
し
、
自
分
が
生
徒
だ
っ

た
ら
ど
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
か
を
思

い
出
し
つ
つ
書
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

な
お
か
つ
、
こ
の
文
章
に
続
け
て
書
く

こ
と
に
よ
っ
て
文
章
全
体
が
引
き
締
ま
っ

て
く
る
の
も
想
像
で
き
ま
す
。
書
く
中
身

と
同
時
に
文
体
の
質
も
上
が
る
よ
う
に
工

夫
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
た
だ

　

で
は
、
さ
き
ほ
ど
例
に
挙
げ
た
「
少
年

の
日
の
思
い
出
」
の
感
想
で
あ
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
書
き
だ
し
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

▼
「
僕
」
は
確
か
に
罪
を
犯
し
た
。

盗
み
は
良
く
な
い
。
そ
の
こ
と
は

誰
も
が
分
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

し
か
し
、
…
…

▼
エ
ー
ミ
ー
ル
の
冷
た
さ
は
正
し
さ

ゆ
え
の
冷
た
さ
だ
。

▼
お
母
さ
ん
は
ど
ん
な
に
つ
ら
か
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
の
息
子
が

…
…

　

こ
こ
で
示
し
た
も
の
は
登
場
人
物
の
心

情
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
ほ
し
い
と
き
の
書

き
だ
し
例
で
す
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

読
み
を
深
め
た
い
と
き
に
も
役
立
つ
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
き
だ
し
は
単
な
る
書

き
始
め
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
題
材
に
対
し
て
、
何
を
ど
う
考
え
て
ほ

し
い
か
を
も
示
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
な

の
で
す
。
何
か
を
書
か
せ
よ
う
と
し
た
と

出
来
事
を
綴
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ

こ
で
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
、
ど
ん
な
こ
と

を
考
え
る
の
か
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

　

書
き
だ
し
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
題

材
を
分
析
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

ど
ん
な
切
り
口
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

考
え
さ
せ
、
ど
ん
な
表
現
を
さ
せ
た
い
の

か
を
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
題
材
分
析
を
多
く
し

て
い
る
教
師
は
、
生
徒
に
無
理
な
作
文
を

書
か
せ
た
り
、
つ
ま
ら
な
い
文
章
を
書
か

せ
た
り
し
な
く
な
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
書
き
だ
し
を
考
え
て
お
く
こ
と

は
、
実
際
に
書
き
始
め
た
生
徒
が
つ
ま
ず

い
て
い
る
と
き
に
も
役
立
ち
ま
す
。
大
村

は
ま
さ
ん
は
鉛
筆
を
持
っ
て
机
間
指
導
を

し
、
鉛
筆
の
止
ま
っ
て
い
る
生
徒
の
文
に

書
き
足
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

私
も
教
室
で
は
鉛
筆
を
持
ち
歩
き
、
つ

ま
ず
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
書
き
足
し
た
り
、

語
彙
を
示
し
た
り
、
違
う
表
現
を
書
い
て

み
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
全

員
の
生
徒
が
す
ら
す
ら
と
書
け
る
よ
う
に

な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
や
り
が
い
の

あ
る
仕
事
で
す
。

き
、
教
師
自
身
が
い
く
つ
か
の
書
き
だ
し

を
常
に
考
え
る
よ
う
に
す
る
と
教
師
と
し

て
の
力
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。

　

漠
然
と
感
想
を
書
き
ま
し
ょ
う
と
い
う

だ
け
で
は
生
徒
も
戸
惑
う
で
し
ょ
う
し
、

教
師
も
ど
の
よ
う
な
手
助
け
を
し
た
ら
い

い
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
書
け
な
い
子

ど
も
に
向
か
っ
て
、
ど
う
し
て
書
け
な
い

の
か
し
ら
な
ん
て
思
っ
て
い
る
よ
う
で
は

プ
ロ
と
は
言
え
ま
せ
ん
よ
。

　

書
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
自
分
も
挑
戦
し
て
み
た
と
い
う
自
信

の
よ
う
な
も
の
が
生
徒
の
つ
ま
ず
き
に
う

ろ
た
え
な
い
秘
訣
で
す
。
共
に
頑
張
る
と

い
う
よ
う
な
同
志
の
よ
う
な
気
持
ち
に
も

な
れ
る
も
の
で
す
。

　

上
に
示
し
た
も
の
は
、
三
年
生
の
助
詞

の
学
習
を
し
た
と
き
の
も
の
で
す
。
助
詞

の
種
類
と
意
味
を
知
る
こ
と
が
目
標
で
す
。

し
か
し
、
無
機
的
に
「
覚
え
な
さ
い
」
で

は
な
か
な
か
頭
に
入
ら
ず
、
ど
う
し
た
ら

い
い
か
と
考
え
て
い
る
と
き
に
教
え
て
も

ら
っ
た
方
法
で
す
。

　

助
詞
の
一
覧
表
を
渡
し
た
だ
け
で
は
子

ど
も
た
ち
は
そ
の
表
を
真
剣
に
見
ま
せ
ん
。

ま
た
、
た
だ
単
に
詩
を
書
こ
う
と
指
示
し

た
だ
け
で
も
書
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
二

つ
を
融
合
さ
せ
て
楽
し
く
書
く
こ
と
の
授

業
が
で
き
た
の
は
と
て
も
良
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
自
分
で
考
え
て
作
っ
て
み
る
と

な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。

　

モ
デ
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
具
体

的
に
何
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が

見
え
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
書

い
て
い
き
ま
し
た
。
作
品
を
文
集
に
し
て

み
ん
な
で
読
み
合
い
、
四
種
類
の
助
詞
を

確
認
し
ま
し
た
。

　

教
師
が
自
分
で
書
い
て
み
る
こ
と
で
題

材
分
析
が
で
き
、
書
き
だ
し
の
工
夫
や
、

具
体
的
な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
腕
を
上
げ
な

が
ら
、
楽
し
い
作
文
の
時
間
が
持
て
た
ら

一
石
二
鳥
で
す
ね
。
ぜ
ひ
、
挑
戦
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

具
体
的
な
モ
デ
ル
を
示
す

生徒に配布した資料▼生徒作品▼
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松
まつ

野
の

洋
ひろ

人
と ＜＜

界
、
す
な
わ
ち
授
業
で
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と

が
「
で
き
る
こ
と
」
と
「
で
き
な
い
こ
と
」
と

を
見
定
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

ど
ん
な
事
柄
を
内
容
と
し
て
盛
り
込
む
か
と
か
、

取
り
上
げ
た
事
柄
を
ど
う
い
う
順
序
に
並
べ
る

か
と
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
指
導
が
可
能
で

す
が
、
ど
ん
な
言
葉
で
表
現
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
一
人
一
人
の
生
徒

が
す
で
に
獲
得
し
て
い
る
語
彙
で
表
現
し
て
い

く
し
か
な
い
の
で
す
。

　

 

「
書
く
こ
と
」
の
能
力
は
、
生
徒
た
ち
が
社

会
人
に
な
っ
た
と
き
、「
社
会
生
活
に
必
要
な

国
語
の
能
力
」
と
し
て
最
も
強
く
意
識
す
る
も

の
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
本
稿
で
は
標
題

の
教
材
を
取
り
上
げ
、
教
材
化
や
指
導
の
可
能

性
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
ま
す
。

（
１
）
ま
ず
「
型
」
か
ら

　

一
年
教
材
「
手
紙
を
書
こ
う
」
は
、「
①
手

紙
の
書
き
方
を
知
ろ
う
」「
②
用
件
を
決
め
、

手
紙
を
書
こ
う
」
の
二
項
目
構
成
に
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
ま
ず
、
①
に
示
さ
れ
て
い
る
手
紙

例
を
用
い
、
改
ま
っ
た
手
紙
の
「
型
」
を
学
ば

せ
る
こ
と
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
「
前
文
・
主
文
・
末
文
・
後
付
け
」
と
い
っ

た
全
体
の
構
成
だ
け
で
な
く
、「
頭
語
・
結
語
」

の
選
択
や
位
置
、「
日
付
・
差
出
人
の
名
前
・

あ
て
名
」
の
位
置
、「
あ
て
名
に
付
け
る
敬
称
」

　

今
回
は
「
書
く
こ
と
」
の
領
域
を
取
り
上
げ

て
み
ま
し
た
。

　

こ
の
領
域
の
学
習
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
、「
文
章
を
綴
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
生
徒
た
ち
は
無
論
の
こ
と
誰
に
と
っ
て

も
、
極
め
て
面
倒
な
辛
い
作
業
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
文
章
を
綴
る
授
業
が
生
徒
た
ち
に

好
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
、
こ

の
領
域
の
授
業
に
対
す
る
彼
ら
の
意
欲
を
い
か

に
引
き
出
す
か
、
教
師
の
工
夫
が
期
待
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

二
つ
は
、
こ
の
領
域
の
授
業
の
可
能
性
と
限

を
参
考
に
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
３
）
教
材
構
成
の
可
能
性

　

第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
書
写
の
指
導

と
の
合
体
で
す
。
現
在
、
国
語
に
充
当
さ
れ
て

い
る
授
業
時
数
は
決
し
て
潤
沢
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
教
材
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な

く
、
書
写
指
導
と
の
合
体
は
授
業
時
数
に
ゆ
と

り
を
生
み
出
す
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、『
中
学
書
写
・
一
年
』（
光
村
図
書
）

に
「
便
せ
ん
や
封
筒
の
書
き
方
」
を
学
ぶ
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
書
写
の
広
場
（
生
活
に
生
か

そ
う
）」
と
い
う
教
材
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

の
教
材
の
指
導
と
の
合
体
が
最
も
効
率
的
か
つ

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
は
、
同
じ
第
三
単
元
内
の
教
材
で
、
直

前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
読
む
こ
と
」
の
教
材

「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
と

関
連
さ
せ
る
例
で
す
。
こ
の
物
語
は
、
戦
争
の

時
代
を
舞
台
と
し
て
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
弟

が
栄
養
失
調
で
死
ぬ
と
い
う
出
来
事
を
中
心
に
、

母
の
苦
労
や
「
僕
」
の
思
い
が
綴
ら
れ
た
悲
し

い
内
容
で
す
が
、
例
え
ば
、
こ
の
作
中
の
登
場

人
物
で
あ
る
「
母
」
や
「
僕
」
に
励
ま
し
の
手

紙
を
書
く
と
い
う
も
の
で
す
。

　

生
き
た
学
習
と
す
る
た
め
に
は
、
生
徒
た
ち

の
手
紙
を
作
者
に
届
け
る
と
い
う
方
法
も
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
作
者
の
負
担
を
考
慮
す
れ
ば
、

家
族
の
中
の
母
や
祖
母
、
兄
弟
姉
妹
等
に
、
教

材
文
と
一
緒
に
送
付
す
る
と
い
う
方
法
な
ど
が

現
実
的
で
し
ょ
う
。

　

教
材
構
成
の
例
は
、
紙
幅
の
関
係
で
多
く
を

紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
生
徒
の
興

味
・
関
心
、
校
内
行
事
や
学
習
の
時
期
、
学
校

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
よ
っ
て
様
々
に
創

意
工
夫
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
は
、
生
徒
た

ち
の
生
活
か
ら
多
く
の
「
肉
筆
で
書
く
」
と
い

う
場
を
奪
い
ま
し
た
。
こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す

ま
す
強
ま
る
で
し
ょ
う
が
、
だ
か
ら
こ
そ
学
校

教
育
で
は
「
肉
筆
で
書
く
」
活
動
を
重
視
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

手
紙
の
種
類
に
も
よ
り
ま
す
が
、
本
教
材
の

学
習
に
お
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
肉
筆
で
手

紙
を
書
か
せ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
筆
記

用
具
に
つ
い
て
も
、
硬
筆
だ
け
で
な
く
、
毛
筆

（
筆
ペ
ン
）
で
書
か
せ
る
こ
と
に
も
是
非
挑
戦

し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

の
選
択
な
ど
、
細
部
に
わ
た
っ
て
基
本
的
な

「
型
」
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

な
お
、
教
材
に
は
縦
書
き
の
様
式
例
し
か
示

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
横
書
き
の
場
合
の
様

式
に
つ
い
て
、
必
要
事
項
の
布
置
を
確
認
さ
せ

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
巻

末
資
料
の
「
い
ろ
い
ろ
な
通
信
文
」
に
例
示
さ

れ
て
い
る
「
実
用
的
な
通
信
文
」
に
つ
い
て
も
、

関
連
し
て
取
り
上
げ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

親
し
い
人
同
士
で
は
、
し
ば
し
ば
「
型
」
の

変
形
や
省
略
等
も
行
わ
れ
ま
す
が
、
あ
く
ま
で

も
基
本
の「
型
」を
習
得
し
た
上
で
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
お
く
こ
と

も
重
要
な
こ
と
で
す
。

（
２
）
生
き
た
「
場
づ
く
り
」
を

　
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
対
す
る
生
徒
た
ち

の
抵
抗
感
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
は
、

「
書
く
」
学
習
に
対
す
る
彼
ら
の
興
味
や
意
欲

を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
生

き
た
「
場
づ
く
り
」
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

手
紙
文
を
書
か
せ
る
際
の
「
場
づ
く
り
」
で

大
切
な
こ
と
は
、
手
紙
を
書
く
目
的
と
差
し
出

す
相
手
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前

掲
②
の
部
分
に
「
手
紙
の
例
」
と
し
て
四
つ
の

場
面
設
定
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら

「
書
く
」
教
材
の
取
り
扱
い

は
じ
め
に

1

お
わ
り
に

3

　
　 

「
手
紙
を
書
こ
う
」を
例
に

2

1819

9
教
材
の
径こ

み
ち



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 1

書
写
指
導
の
可
能
性
を
探
る

1

連 

載

と
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
文
字
文
化

や
伝
統
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
王
羲
之
の
文
字
を

例
に
と
っ
た
が
、
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
、
作

品
の
全
体
像
が
わ
か
る
資
料
を
示
す
な
ど
し
て

自
由
に
文
字
を
選
ば
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。

　

教
材
「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
千
年
以
上

前
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
独
自
の
伝
統
文
化

で
あ
る
。
五
十
分
×
二
回
の
短
い
授
業
時
間
で

は
あ
る
が
、
同
じ
文
字
を
書
き
味
わ
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
書
の
文
化
と
歴
史
に
つ
い
て
生
徒
自

ら
が
興
味
を
も
っ
て
学
習
で
き
る
よ
う
に
努
め

た
い
。

　

こ
の
学
習
の
時
期
に
は
、
生
徒
た
ち
は
既
に

目
十
一
文
字
目
の
「
流
」
を
集
字
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
一
文
字
目
「
風
」
の
文
字
か
ら
詳
し

く
見
て
い
こ
う
。

　
「
風
」
の
一
画
目
。
①
紙
の
上
部
の
方
か
ら

ご
く
自
然
に
筆
を
入
れ
て
い
る
。
起
筆
の
方
向

は
、
ほ
ぼ
四
十
五
度
の
角
度
で
入
っ
て
い
る
。

こ
の
方
向
を
間
違
え
る
と
送
筆
を
引
き
出
す
力

も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
閉
じ
て
い
た
筆
が
開
き
（
※
）、筆
管
は
、

立
ち
気
味
に
ス
ッ
と
ま
っ
す
ぐ

下
部
に
降
り
て
く
る
。

　

②
終
筆
は
払
う
の
で
は
な
く
、

外
に
張
り
出
し
た
力
を
グ
ッ
と

抑
え
な
が
ら
開
い
た
筆
を
静
か

に
上
部
方
向
に
抜
き
な
が
ら
閉

じ
て
い
く
。
こ
の
呼
吸
を
切
ら

な
い
よ
う
に
二
画
目
へ
と
入
る
。

　

③
起
筆
は
閉
じ
て
い
た
筆
に

だ
ん
だ
ん
筆
圧
を
か
け
始
め
、

右
上
の
転
折
部
分
へ
と
向
か
っ

て
い
く
。
④
転
折
部
分
は
し
っ

か
り
と
当
た
り
、
当
た
っ
た
反

動
を
利
用
し
て
⑤
縦
画
の
反
り

を
生
み
出
し
て
く
る
。

　

⑥
終
筆
の
跳
ね
は
、
開
い
た
筆
を
ご
く
自
然

に
上
部
方
向
に
閉
じ
な
が
ら
持
ち
上
げ
て
い
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
思
い
っ
き
り

跳
ね
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
は
、
は
っ
き
り
と
意
識
で
き
る
よ
う
に

指
導
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
で
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
④
の
転
折

部
分
が
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
転
折
で
の
当

た
り
の
強
さ
が
次
画
を
呼
び
込
む
こ
と
で
あ
る
。

　

二
画
目
の
跳
ね
の
後
、
閉
じ
た
筆
は
外
を
空

中
で
大
き
く
回
り
、
三
画
目
に
入
る
。

　

⑦
「
風
」
の
三
画
目
は
、
楷
書
な
ど
で
は
右

上
か
ら
左
下
へ
払
う
よ
う
学
習
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
左
か
ら
右
へ
の
筆
の

運
び
に
つ
い
て
は
、
行
書
の
特
徴
と
し
て
し
っ

か
り
説
明
し
て
お
く
。

　

三
画
目
の
起
筆
は
、
閉
じ
て
い
た
筆
を
左
下

か
ら
右
上
へ
多
少
反
る
気
持
ち
で
、
終
筆
ま
で

一
気
に
筆
を
開
き
、
筆
を
開
い
た
上
下
の
動
き

を
利
用
し
筆
を
閉
じ
、
そ
の
ま
ま
四
画
目
に
入

る
。
⑧
三
画
目
か
ら
四
画
目
は
、
呼
吸
の
つ
な

が
り
が
実
線
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な

の
で
注
意
を
促
す
。

　

四
画
目
で
開
い
た
筆
の
力
を
利
用
し
五
画
目

の
曲
線
に
移
っ
て
い
く
。

　

⑨
五
画
目
の
曲
線
は
、
二
画
目
の
強
い
転
折

部
分
の
当
た
り
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
た
い
。

に
全
体
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
る
の

も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
学
二
・
三
年
で

の
発
展
的
な
学
習
の
授
業
に
限
ら
ず
、
古
典
の

文
字
を
臨
書
す
る
際
に
は
、
で
き
る
限
り
生
徒

に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
わ
ず
か
で
も
筆
意

の
は
っ
き
り
見
え
る
も
の
を
選
ぶ
方
が
よ
い
。

　

教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
数

百
種
に
お
よ
ぶ
蘭
亭
序
の
中
で
も
、
き
わ
め
て

わ
か
り
や
す
い
筆
路
が
特
徴
で
あ
る
「
神
龍
半

印
本
」
で
あ
る
。
感
受
性
豊
か
な
生
徒
に
と
っ

て
も
う
っ
て
つ
け
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
教
科
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
文
字
は
、「
神
龍
半

印
本
」
の
八
行
目
九
文
字
目
の
「
風
」
と
四
行

　

現
在
、
中
学
校
国
語
科
書
写
の
授
業
の
中
で
、

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
こ
と
は
、
発
展
的
な

学
習
と
し
て
必
要
に
応
じ
展
開
さ
れ
て
い
る
。

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら
の
学
習
を
深
め
た

り
広
げ
た
り
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、

文
字
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
る
上
で
も
、

有
効
な
手
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
こ
数
年
の
授
業
で
実
践
し
て

き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
古
典
の
文
字
を
見
て

書
く
授
業
例
を
紹
介
す
る
。
当
然
、
高
等
学
校

の
書
道
科
に
お
け
る
「
臨
書
」
と
は
異
な
る
の

で
、
高
度
に
な
ら
ず
中
学
生
に
理
解
で
き
る
表

現
に
留
意
し
た
。

　

教
材
は
光
村
図
書
「
中
学
書
写　

二
・
三
年
」

「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」
を
使
用

し
た
。
書
写
で
学
習
す
る
文
字
は
古
典
の
文
字

楷
書
・
行
書
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
調
和
す
る
仮

名
の
学
習
は
終
え
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
学
習
し
た
文
字
は
、
文
字
が
発
生
し

た
約
二
千
五
百
年
前
か
ら
、
中
国
や
朝
鮮
、
日

本
な
ど
の
手
書
き
文
字
（
古
典
・
名
品
）
の
変

遷
を
継
承
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
学
習
し
て
き
た
文
字
と
古
典
や
名
品

の
文
字
に
は
、
点
画
の
形
や
字
体
が
違
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
「
流
」
の
つ
く
り
の
部
分
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
を
確
認
し
な
が
ら
、
先
人
た
ち

の
筆
跡
を
鑑
賞
し
、「
臨
書
」
さ
せ
る
。

　

今
回
は
、
王
羲
之
（
東
晋
時
代
）
の
書
「
蘭

亭
序
」
か
ら
「
風
流
」
の
二
文
字
（
行
書
）
を

題
材
と
し
た
。
行
書
は
、
点
画
の
つ
な
が
り
が

楷
書
と
比
較
す
る
と
よ
り
見
や
す
い
の
が
特
徴

で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
振
り
返
ら
せ
て
お
き
た

い
。

　

点
画
の
つ
な
が
り
の
呼
吸
や
リ
ズ
ム
は
、
書

の
性
質
や
表
情
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ

の
王
羲
之
の
書
を
見
る
と
、
そ
の
シ
ャ
ー
プ
さ
、

ス
マ
ー
ト
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
教
材
で
示
さ
れ
て
い
る
褚ち
ょ

遂す
い

良り
ょ
う

、
王お
う

鐸た
く

な
ど

の
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
、
運
筆
の
呼
吸
や
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
、
表
現
が
多
様
化
す
る
こ
と
も

ぜ
ひ
こ
こ
で
学
ば
せ
た
い
。

　

古
典
を
鑑
賞
す
る
と
き
に
は
、
細
か
に
筆
使

い
を
見
て
い
く
の
も
よ
し
、
ま
た
、
お
お
ま
か

二
松
學
舎
大
學　

非
常
勤
講
師　

内う
ち

田だ

征ま
さ

志し

千
七
百
年
の
時
を
超
え
て

─
王お
う

羲ぎ

之し

の
臨
書
「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」
よ
り

2021

は
じ
め
に

指
導
の
流
れ

「
風
」
の
筆
使
い
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て
ほ
し
い
。

　
「
王
羲
之
っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

な
ど
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
千
七
百
年
の
時
を

超
え
て
、
同
じ
筆
と
い
う
筆
記
具
を
使
い
、
同

じ
文
字
を
書
く
と
い
う「
書
聖
と
の
共
有
体
験
」

が
で
き
る
喜
び
を
ぜ
ひ
指
導
し
て
ほ
し
い
。

　

書
写
の
発
展
の
授
業
と
は
い
え
、
筆
を
通
し

そ
の
時
代
の
感
覚
や
空
間
意
識
の
高
さ
を
学
ぶ

こ
と
は
、
敏
感
な
生
徒
に
と
っ
て
限
り
な
い
可

能
性
を
引
き
伸
ば
す
。
実
際
に
、
す
ば
ら
し
い

臨
書
を
し
て
く
る
生
徒
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

千
七
百
年
以
上
も
前
の
羲
之
の
筆
使
い
が
、
ご

く
自
然
で
あ
り
、
本
当
に
正
し
い
書
で
あ
る
こ

と
が
生
徒
に
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

下
書
き
の
序
文
を
一
作
品
ま
で
高
め
た
羲
之
の

姿
勢
、
こ
れ
こ
そ
書
写
の
原
点
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

※
「
筆
の
開
閉
」

　

紙
に
対
し
、
筆
を
上
下
に
動
か
す
こ
と
。

筆
を
下
げ
た
と
き
が
「
開
」、
上
げ
た
と
き

が
「
閉
」
の
状
態
に
な
る
。

生
徒
や
学
生
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
ま
さ

に
こ
の
一
言
に
尽
き
る
。
そ
の
筆
脈
を
斬
っ
て

し
ま
う
と
、
血
が
あ
ふ
れ
出
し
、
そ
の
書
自
体

が
つ
く
り
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
中
学
校
の
「
書
写
」
は

高
等
学
校
で
の
「
書
道
」
と
目
的
も
方
法
も
異

な
る
。
中
学
生
の
授
業
で
は
、
何
も
こ
う
い
う

説
明
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
が
、
教
師
が
そ
れ

を
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、「
た
だ
昔
の
人
の
字

を
な
ぞ
っ
た
だ
け
」
と
い
う
授
業
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
よ
う
。

　

王
羲
之
は
今
か
ら
千
七
百
年
以
上
も
前
に
生

き
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
「
書

聖
」
と
呼
ば
れ
、
今
ま
で
そ
の
作
品
が
受
け
継

が
れ
て
き
た
こ
と
を
、
ぜ
ひ
生
徒
た
ち
に
教
え

て
い
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
二
文
字
目

で
反
対
の
左
下
へ
引
っ
張
る
力
を
強
く
し
た
い
。

さ
ん
ず
い
の
二
画
目
は
、
重
く
運
ぶ
と
理
に

適
っ
て
く
る
。

　
「
蘭
亭
序
」
全
体
を
見
て
み
る
と
、
連
続
す

る
一
文
字
一
文
字
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
必
ず
受
け

答
え
が
あ
る
。
筆
の
運
び
で
は
、
深
い
後
は
浅

く
、
早
い
後
は
遅
く
、
強
い
後
は
弱
く
。
そ
の

変
化
が
形
と
な
っ
て
表
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
王

羲
之
の
呼
吸
が
文
字
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
風
」
か
ら
「
流
」
の
一
画
目
に
移
る
ま
で

の
間
を
ど
う
す
る
か
。
書
道
で
は
、「
筆
脈
」

と
い
う
専
門
用
語
が
あ
り
、
実
線
で
は
見
え
な

い
が
文
字
と
文
字
の
つ
な
が
る
空
中
で
の
脈
線

が
あ
る
こ
と
を
ぜ
ひ
生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
。

　

中
学
生
に
は
多
少
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
が
指
導
す
る
授
業
で
は
、「
空
中
で
の
舞
の

足
跡
が
書
で
あ
る
」
と
筆
脈
を
た
と
え
て
い
る
。

　

⑩
六
画
目
の
横
画
で
、
い
っ
た
ん
五
画
目
ま

で
の
緩
や
か
な
流
れ
は
止
め
、
横
へ
の
直
線
で

締
め
て
い
る
。
流
動
的
な
流
れ
の
中
で
こ
の
よ

う
な
リ
ズ
ム
の
変
化
は
ア
ク
セ
ン
ト
と
も
な
り

重
要
で
あ
る
。

　

六
画
目
の
終
筆
で
開
い
た
筆
を
そ
の
ま
ま
左

上
部
方
向
に
吊
り
上
げ
、
七
画
目
に
入
る
。

　

⑪
七
画
目
で
は
、
起
筆
に
六
画
目
か
ら
受
け

た
力
の
余
韻
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
る

形
で
縦
線
を
引
い
て
い
る
。
筆
圧
は
起
筆
か
ら

終
筆
に
か
け
段
々
か
か
っ
て
い
く
。

　

⑫
八
画
目
は
、
ひ
ら
が
な
の
「
へ
」
で
も
書

く
よ
う
に
線
一
本
で
省
略
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
線
一
本
に
も
表
情
が
あ
り
、「
開
→
閉
→

開
」
の
筆
の
上
下
動
が
見
ら
れ
る
。

　
「
風
」
の
一
文
字
だ
け
み
て
も
、
一
画
目
か

ら
最
終
画
ま
で
確
実
に
時
間
が
流
れ
て
い
く
こ

と
が
、
筆
意
を
通
し
よ
く
わ
か
る
こ
と
を
ぜ
ひ

と
も
生
徒
に
伝
え
た
い
。

　

次
に
、
二
文
字
目
「
流
」
を
見
て
み
よ
う
。

　

①
「
流
」
の
一
画
目
の
点
。
た
だ
漠
然
と
点

を
打
っ
て
い
な
い
。
ひ
と
つ
の
点
が
ど
の
よ
う

な
働
き
を
し
て
い
る
か
観
察
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

起
筆
で
閉
じ
て
い
た
筆
が
一
気
に
パ
ッ
と
開

き
、
開
い
た
筆
を
ご
く
自
然
に

閉
じ
て
い
る
。　

　

②
二
・
三
画
目
は
繋
が
っ
て

い
る
。

　

二
画
目
は
縦
画
一
本
で
省

略
し
て
い
る
が
、
そ
の
太
細
の

変
化
は
筆
の
上
下
運
動
に
よ

る
も
の
。
紙
面
に
筆
を
高
く
か

ら
落
と
し
、
そ
の
反
動
の
バ
ネ

を
利
用
し
、
筆
を
閉
じ
な
が
ら

次
の
点
に
向
か
っ
て
ガ
ツ
ン

と
筆
を
開
き
、
③
更
に
開
い
た

筆
の
弾
力
を
利
用
し
右
上
部

に
跳
ね
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な

筆
の
開
閉
に
リ
ズ
ム
が
な
い

と
塗
り
絵
の
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

④
三
画
目
、
閉
じ
て
い
た
筆

が
一
気
に
開
き
右
上
部
の
転

折
部
分
で
し
っ
か
り
と
当
た
り
、
そ
の
反
動
で

⑤
左
下
へ
の
強
い
線
を
生
み
出
し
て
い
る
。
左

下
で
の
転
折
部
分
で
も
ま
た
強
く
当
た
り
返
し
、

⑥
そ
の
バ
ネ
で
少
し
力
を
抜
き
気
味
に
右
上
部

に
運
ん
で
い
る
。
抜
い
た
筆
は
遠
く
回
り
、
四

画
目
の
点
へ
と
向
か
う
。

　

⑦
こ
の
点
は
、
外
側
ま
っ
す
ぐ
、
内
側
湾
曲

の
姿
。「
閉
→
開
→
閉
」
で
、
⑧
⑨
五
・
六
画
目

は
リ
ズ
ム
よ
く「
閉
→
開
→
閉
」。
⑩
七
画
目
は
、

曲
が
っ
た
後
、
ゆ
っ
く
り
抜
く
よ
う
に
放
つ
。

　

こ
の
よ
う
な
筆
の
バ
ネ
と
そ
の
上
下
運
動
は

と
て
も
重
要
で
あ
り
、「
書
の
生
命
」
の
一
部

で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

二
文
字
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
文
字
目
の

「
風
」
が
か
な
り
右
上
が
り
の
力
が
強
く
な
っ

▶
生
徒
の
作
品
例

「
流
」
の
筆
使
い

筆
脈
を
考
え
る

千
七
百
年
の
時
を
超
え
て



教科書編集部便り
教科書と読書活動
　新しい学習指導要領の「読むこと」の目
標の中には、「読書を通してものの見方や考
え方を広げようとする態度」（１年）、「読書
を生活に役立てようとする態度」（２年）、「読
書を通して自己を向上させようとする態度」

（３年）と記されています。与えられたもの
だけを読むのではなく、生徒それぞれが自
主的に読書活動を広げ深めていくことが求
められているといえます。
　今号のテーマである「学校図書館」は、
このような読書活動の場として、生徒にとっ
て最も身近な場といえるでしょう。
　教科書で小説を学んだあとに、同じ作者
の他の作品や、同様の題材を扱った他の作
家の作品へ。また、説明文を学んだあとに、
同じ分野や問題を扱った書物へ。特集の中
で塩谷京子先生が書いていらっしゃるよう

に、できるだけ機会を設けて教室と学校図
書館を結び付け、多様な本と出会わせてあ
げたいですね。
　生徒たちがこうして広げ、深めた読書活
動は、日付、作品、著者、一口感想を記す
だけの簡単なものでもいいですから、ぜひ
記録に残すことを勧めたいと思います。自
身の読書傾向を知り、今後の読書計画を立
てる手がかりとなるでしょう。
　本を探し見つける喜び、実際に読み味わ
う喜び、読後、友人や家族と語り合う喜び。
読書は、さまざまな喜びを私たちに与えて
くれます。現在、編集を進めている新版教
科書でも、豊かな読書生活を生徒に身につ
けてもらえるような様々な教材を開発中で
す。どうぞご期待ください。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
光
村
チ
ャ
ン
ネ
ル
」

全
面
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
！

□ 毎日の授業に役立つ資料がさらに充実！
□ 必要な情報にすぐにたどり着けるシンプルな構成！
□ 親しみやすく、わかりやすいデザイン！

http://www.mitsumura-tosho.co.jp/

必要な情報に
スムーズにアクセス
できるようになりました。

教科の部屋には、
教科書の基本データ、
授業に役立つ資料など、
日々の実践をサポート
する情報が満載！

タイムリーな話題、
注目のコンテンツなど
お知らせが切り替わる
楽しい画面を
配置しました。

新コーナー「シーズン・イ
ンタビュー」では、さま
ざな分野で活躍されてい
る方をゲストにお招きし
て、お話をうかがいます。




