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「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
、「
そ
の
身
代
わ
り
を

呼
ぶ
が
よ
い
。
三
日
目
に
は
日
没
ま
で
に

帰
っ
て
来
い
。
遅
れ
た
ら
、
そ
の
身
代
わ
り

を
、
き
っ
と
殺
す
ぞ
。（
略
）」
と
い
う
、
王

の
会
話
文
の
一
節
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
文

の
解
釈
に
は
、
微
妙
な
ゆ
れ
が
あ
る
。
こ
こ

で
の「
き
っ
と
」の
解
釈
に
違
い
が
あ
る
の
だ
。

　

前
年
に
こ
の
教
材
を
学
習
し
た
中
学
校
三

年
生
一
二
七
人
に
、
こ
こ
で
の
「
き
っ
と
」

に
近
い
用
法
の
も
の
を
含
む
文
を
、
次
の
三

つ
の
例
文
か
ら
選
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
あ
な
た
な
ら
ど
れ
を
選
び
ま
す
か
？

⑴�

の
の
し
ら
れ
た
彼
は
、
き
っ
と
な
っ
て
に

ら
ん
だ
。

⑵
き
っ
と
明
日
は
雨
だ
。

⑶
き
っ
と
や
り
遂
げ
て
み
せ
た
い
。

　

ま
あ
⑴
は
明
ら
か
に
違
う
。
⑵
は
微
妙
。

ふ
つ
う
に
解
釈
す
る
と
「
た
ぶ
ん
」
と
同
じ

推
量
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
雨
で
な
い
」
可

能
性
が
残
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
。
五
二
％

が
こ
れ
を
選
ん
だ
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書

い
て
も
ら
う
と
、「
ま
だ
わ
か
ら
な
い
か
ら
」

「
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
か
を
予
想
し
て
い

る
か
ら
」
の
よ
う
な
記
述
が
多
か
っ
た
。

　

し
か
し
ど
う
だ
ろ
う
。「
き
っ
と
殺
す
ぞ
」

は
「
た
ぶ
ん
」
の
よ
う
な
予
想
や
推
量
の
意

味
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
王
が
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
を
身
代
わ
り
の
人
質
に
す
る
場
面
。
メ

ロ
ス
が
時
間
通
り
に
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
、

「
必
ず
」
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
殺
す
の
で

は
な
い
か
。「
た
ぶ
ん
殺
す
ぞ
。
で
も
、
助

け
る
か
も
〜
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
は
ず

だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、「
間

違
い
な
く
、
必
ず
、
殺
す
ぞ
」
と
い
う
、
⑶

「
き
っ
と
や
り
遂
げ
て
み
せ
た
い
」
の
方
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
態
実
現
へ
の
強
い
思

い
を
表
す
用
法
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
を
選
ん

だ
の
は
四
七
％
だ
っ
た
。

　

小
学
校
の
国
語
教
材
に
も
、
同
じ
よ
う
な

「
き
っ
と
」
が
あ
る
。「（
略
）
自
分
で
自
分

を
弱
虫
だ
な
ん
て
思
う
な
。
人
間
、
や
さ
し

さ
さ
え
あ
れ
ば
、
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ね
え
こ

と
は
、
き
っ
と
や
る
も
ん
だ
。
そ
れ
を
見
て
、

他
人
が
び
っ
く
ら
す
る
わ
け
よ
。」（
三
年
下

巻「
モ
チ
モ
チ
の
木
」）と
い
う
会
話
だ
。「
お

く
び
ょ
う
豆
太
」
が
、
具
合
が
悪
く
な
っ
た

じ
さ
ま
の
た
め
に
、
夜
中
に
、
ふ
も
と
ま
で

医
者
様
を
呼
び
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の「
き
っ
と
」も「
た

ぶ
ん
」
で
は
な
い
。「
や
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
得
る
」
と
い
う
推
量
だ
と
、
こ
の
文
脈
に

は
合
わ
な
い
。「
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ね
え
こ

と
は
、必
ず
し
っ
か
り
や
る
」の
で
は
ね
え
か
。

　
「
き
っ
と
」
の
意
味
用
法
に
は
広
が
り
が

あ
る
。
日
常
生
活
で
は
、「
た
ぶ
ん
」
の
意

味
の
方
を
よ
く
使
う
よ
う
に
思
う
。
し
か

し
、「
間
違
い
な
く
・
必
ず
」
の
意
味
も
あ
る
。

ど
ち
ら
の
意
味
か
は
読
み
に
も
関
わ
る
。

　

だ
か
ら
、「
き
っ
と
」
の
よ
う
な
言
葉
に

立
ち
止
ま
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
だ
。「
言

葉
に
こ
だ
わ
る
詳
細
な
読
み
取
り
な
ん
て
だ

め
だ
」
な
ん
て
言
わ
れ
た
ら
、
ぼ
く
は
き
っ

と
な
っ
て
、「
き
っ
と
そ
れ
は
違
い
ま
す
。

言
葉
を
大
切
に
す
る
読
み
取
り
も
き
っ
と
重

要
で
す
」
と
言
う
つ
も
り
だ
、
き
っ
と
。
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

1971年，東京都生まれ。『ハッ
ピー・マニア』で大ブレイク後，『ジェ
リービーンズ』『花とみつばち』『さく
らん』『働きマン』など，数多くのヒッ
ト作を生み続けている。2005年，
『シュガシュガルーン』で第29回
講談社漫画賞を受賞。絵師として
個展を開き，紙版画集『蔦と鸚鵡』
を刊行。表現活動の幅をさらに広
げている。現在，「AERA」で『オチ
ビサン』，「FEEL YOUNG」で『鼻
下長紳士回顧録』を連載中。主な
エッセイに，『くいいじ』（文藝春秋），

『美人画報』（講談社）など。

　

私
は
常
々
文
章
も
絵
で
あ
る
と
思
っ
て
本
を

読
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
見
開
き

一
ペ
ー
ジ
の
文
章
や
記
事
を
読
む
と
き
に
文
章

の
意
味
、
内
容
な
ど
と
は
別
に
ペ
ー
ジ
を
画
像

と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
。
一
枚
の
絵
、
も
し

く
は
大
判
の
壁
紙
に
印
刷
さ
れ
た
模
様
だ
と

思
っ
て
ペ
ー
ジ
を
見
る
の
で
あ
る
。
漫
画
家
と

い
う
職
業
的
な
ク
セ
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
こ
れ
が
結
構
面
白
い
。

　

今
、
試
し
に
や
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

ペ
ー
ジ
か
ら
少
し
目
を
離
し
て
全
体
を
見
る
と

漢
字
の
割
合
に
よ
っ
て
全
体
的
に
黒
く
見
え
る

ペ
ー
ジ
と
中
く
ら
い
の
バ
ラ
ン
ス
の
グ
レ
ー
の

ペ
ー
ジ
。そ
し
て
余
白
や
ひ
ら
が
な
が
多
い
白
っ

ぽ
い
ペ
ー
ジ
な
ど
が
あ
る
。
他
の
文
章
も
そ
う

や
っ
て
見
て
い
く
と
、書
く
人
が
変
わ
る
と
ペ
ー

ジ
の
印
象
が
変
わ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

日
本
語
の
意
味
を
わ
か
ら
な
い
外
国
人
や
宇
宙

の
人
か
ら
見
た
ら
文
字
は
描
線
を
構
成
す
る

パ
ー
ツ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
感
覚
で
見
れ
ば
文

字
は
意
味
を
な
さ
な
い
模
様
と
捉
え
る
こ
と
も

で
き
る
。

　

ひ
ら
が
な
が
多
い
文
章
は
パ
ッ
と
見
た
と
き

に
原
っ
ぱ
に
放
た
れ
た
動
物
が
走
っ
て
散
っ
て

い
く
よ
う
だ
し
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
が
ち
ょ
う

ど
同
じ
く
ら
い
の
バ
ラ
ン
ス
の
文
章
の
場
合
は

う
ご
め
く
人
々
を
上
か
ら
見
て
い
る
よ
う
な
感

覚
に
陥
る
。
漢
字
が
多
め
の
文
章
は
ぎ
っ
し
り

と
隙
間
な
く
ビ
ル
の
立
ち
並
ぶ
大
都
会
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
。

　

絵
、
と
し
て
見
て
い
く
中
で
も
も
う
ひ
と
つ

踏
み
込
み
今
度
は
多
少
の
日
本
語
の
知
識
が
あ

る
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
見
て
み
よ
う
。
文
字
は
描

線
を
構
成
す
る
パ
ー
ツ
で
も
あ
り
、
漢
字
や
熟

語
は
意
味
に
よ
る
色
合
い
を
構
成
す
る
絵
の
具

で
も
あ
る
。

　

改
行
や
漢
字
の
使
い
方
に
ク
セ
の
あ
る
人
は

パ
ッ
と
見
て
そ
の
人
の
書
い
た
も
の
と
わ
か
る

時
が
あ
る
。

　

漢
字
の
量
が
同
じ
く
ら
い
の
よ
う
で
も
ペ
ー

ジ
を
見
れ
ば
谷
崎
潤
一
郎
な
の
か
岡
本
綺
堂
な

の
か
は
な
ん
と
な
く
わ
か
る
。

　

使
用
す
る
漢
字
の
種
類
が
違
う
か
ら
、
漢
字

に
よ
っ
て
生
じ
る
「
黒
く
見
え
る
部
分
」
の
密

度
に
差
が
あ
る
。

　

私
の
印
象
で
は
谷
崎
の
方
が
若
干
黒
い
。
入

り
組
ん
だ
画
数
の
多
い
漢
字
を
好
ん
で
使
う
の

も
あ
る
が
そ
の
熟
語
の
意
味
自
体
が
全
体
に
影

を
落
と
し
て
い
る
部
分
も
多
い
。

　

漢
字
だ
け
で
は
な
い
。
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ

ナ
も
使
用
す
る
語
尾
や
ど
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な

に
開
く
か
、
な
ど
も
画
面
構
成
に
は
大
き
く
影

響
し
て
く
る
。

　

多
用
す
る
接
続
詞
や
形
容
詞
が
ど
の
よ
う
な

言
葉
か
に
よ
っ
て
画
面
上
に
多
く
現
れ
る
ひ
ら

が
な
の
種
類
も
変
わ
っ
て
く
る
。

　

語
尾
を
丁
寧
に
す
れ
ば
必
然
的
に
「
ま
」「
す
」

「
で
」
な
ど
が
割
合
と
し
て
多
く
な
る
。

　
「
す
」
や
「
で
」
は
文
字
の
画
数
が
少
な
い
の

で
印
象
と
し
て
は
軽
く
「
ま
」
は
ま
す
目
を
し
っ

か
り
と
埋
め
る
重
さ
が
あ
る
。
ひ
ら
が
な
も
使

い
方
に
よ
っ
て
は
画
面
全
体
の
印
象
を
大
き
く

変
え
て
い
く
の
だ
。

　

そ
う
や
っ
て
考
え
る
と「
子
供
」を「
子
ど
も
」

と
書
く
か
「
こ
ど
も
」
と
書
く
か
に
よ
っ
て
受

け
る
印
象
も
だ
い
ぶ
違
う
。

　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
個
人
の
受
け
取
り
方

だ
け
ど
「
こ
ど
も
」
は
な
に
や
ら
ひ
ら
が
な
の

配
列
が
も
た
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
並
べ
て
み

た
と
き
の
バ
ラ
ン
ス
が
後
ろ
半
分
に
偏
っ
た
感

じ
が
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
「
子
ど
も
」
は
そ
の
点
「
子
」
部
分
に
重
み
が

生
じ
て
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
。
全
体
に
軽
快
さ
や

可
愛
さ
を
感
じ
る
。

　
「
子
供
」
に
な
る
と
文
字
の
印
象
が
今
度
は
重

く
な
り
、
意
味
的
に
は
公
共
の
要
素
が
強
ま
っ

て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
人
側
か
ら
見
た
社
会

に
お
い
て
の
立
ち
位
置
、
と
い
っ
た
趣
に
な
る
。

　

さ
り
と
て
「
コ
ド
モ
」
と
、
カ
タ
カ
ナ
に
す

る
と
そ
れ
は
も
う
「
コ
モ
ド
ド
ラ
ゴ
ン
」
の
こ

と
し
か
想
い
浮
か
ば
な
い
。
こ
れ
は
「
コ
ド
モ
」

と
い
う
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
目
に
す
る
頻
度
よ
り

も
「
コ
モ
ド
ド
ラ
ゴ
ン
」
の
印
象
の
方
が
強
い

か
ら
で
あ
る
。

　

印
象
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
文
字
そ
の
も
の

の
デ
ザ
イ
ン
性
と
は
別
に
一
瞬
で
わ
か
る
言
葉

の
意
味
や
文
字
の
印
象
と
い
う
の
も
、
ペ
ー
ジ

そ
の
も
の
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
に
影
響
す
る
。

　

例
え
ば
「
絢け
ん

爛ら
ん

」
や
「
瀟し
ょ
う

洒し
ゃ

」
と
い
う
二
文

字
か
ら
受
け
る
意
味
的
印
象
と
映
像
的
印
象
は

一
致
し
て
い
て
ペ
ー
ジ
の
中
に
あ
る
だ
け
で「
繊

細
で
美
し
い
何
か
が
存
在
す
る
空
間
」
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
全
体
の
文

脈
や
他
に
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
と
の
バ
ラ
ン

ス
が
非
常
に
重
要
で
、も
し
も
文
脈
の
中
に
「
居

酒
屋
」
や
「
す
る
め
」
な
ど
が
同
時
に
存
在
し

た
場
合
「
熱あ
つ

燗か
ん

」「
鰭ひ
れ

酒ざ
け

」
と
書
い
て
あ
る
よ
う

な
錯
覚
に
陥
る
。

　

文
章
を
映
像
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
思
い
つ
く
ま
ま
に
ま
と
ま
り
も
な
く
書
い
て

き
た
が
日
本
語
に
お
け
る
文
字
の
印
象
や
画
面

の
印
象
を
絵
と
し
て
「
見
る
」
こ
と
の
面
白
さ

が
伝
わ
れ
ば
と
思
う
。

　

最
後
に
な
る
け
れ
ど
文
章
に
お
い
て
最
も
重

要
で
大
切
な
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
内
容

で
あ
る
。
も
の
す
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
偉

そ
う
に
言
っ
て
申
し
訳
な
い
が
、
映
像
的
に
見

て
美
し
く
て
も
文
章
が
つ
ま
ら
な
け
れ
ば
ど
う

し
よ
う
も
な
い
。
文
章
が
面
白
く
て
も
内
容
が

な
け
れ
ば
そ
れ
は
全
く
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

　

一
番
よ
ろ
し
い
の
は
文
章
が
面
白
く
、
内
容

が
濃
厚
で
あ
り
な
が
ら
画
面
的
に
も
美
し
い
こ

と
で
あ
り
そ
う
い
う
文
章
を
書
け
る
人
が
こ
れ

か
ら
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
と
良
い
な
と
願
っ

て
い
る
。

　

そ
う
願
う
私
自
身
も
も
う
少
し
ど
う
に
か
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
日
々
精
進
す
る
ば
か
り

で
あ
る
。

安
野
モ
ヨ
コ

漫
画
家

0203

安野モヨコ
あんの 絵

と
し
て
の

文
章
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語
彙
を

　
豊
か
に
す
る

　
　
　
　
授
業

特 

集

語
彙
を

　
豊
か
に
す
る

　
　
　
　
授
業

サンキュータツオ
1976年，東京都生まれ。漫才師・学
者芸人。お笑いコンビ「米粒写経」とし
て活躍するいっぽう，一橋大学・成城
大学・早稲田大学にて非常勤講師を務
め，外国人留学生への日本語教育も担
当する。早稲田大学第一文学部卒業
後，早稲田大学大学院文学研究科日
本語日本文化専攻博士後期課程修了。
文学修士。200冊を超える辞書を収
集する辞書コレクター。著書に，『学校
では教えてくれない！ 国語辞典の遊び
方』『ヘンな論文』（ともに角川学芸出
版）など。

特 

集

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ

言
葉
が
生
ま
れ
る
先
端
、

そ
れ
が
国
語
の
授
業
だ
。

国
語
辞
典
は

　
も
っ
と
も
身
近
な
学
術
書

　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
語
彙
指
導
の

充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
語
感
を
磨

き
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
授
業
づ
く
り
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。

こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
、
国
語
辞
典
に
は
見
ど
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し

て
、
出
版
社
ご
と
に
全
く
違
う
方
針
の
も
と
編
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
。
国
語
辞
典
は
、
編
著
者
の
言

語
観
が
表
れ
た
、
も
っ
と
も
身
近
な
学
術
書
な
ん

だ
っ
て
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
か

ら
は
ど
ん
ど
ん
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、
出
版
社
や

版
が
違
う
も
の
を
集
め
て
、
読
み
比
べ
を
し
て
楽

し
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

─
─
普
段
、
ど
ん
な
楽
し
み
方
を
さ
れ
て
い
る
の

で
す
か
。

　

僕
が
勝
手
に
「
ビ
ッ
グ
４
」
と
よ
ん
で
い
る
の

が
、『
岩
波
国
語
辞
典
』『
三
省
堂
国
語
辞
典
』『
新

明
解
国
語
辞
典
』『
明
鏡
国
語
辞
典
』
の
四
冊
で
す
。

戦
後
、
多
く
の
出
版
社
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
が

─
─
200
冊
を
超
え
る
辞
書
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し
て
国
語
辞
典

に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

　

実
は
僕
、
中
高
生
の
頃
は
、
国
語
に
苦
手
意
識

を
も
っ
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
当
時
は
、
国
語

辞
典
の
魅
力
な
ん
て
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
で

す
ね
。

　

辞
書
に
は
ま
っ
た
の
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
。

た
ま
た
ま
、
大
学
院
の
指
導
教
官
が
、『
集
英
社

国
語
辞
典
』
編
者
の
中
村
明
先
生
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
ゼ
ミ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
語
辞
典
を

比
較
す
る
と
い
う
こ
と
を
一
年
間
か
け
て
や
っ
た
。

国
語
辞
典
な
ん
て
、
ど
れ
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
し
、

そ
れ
ほ
ど
掘
り
下
げ
る
も
の
も
な
い
だ
ろ
う
。
正

直
、
初
め
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
そ
れ
が
見
事
に
覆
さ
れ
た
。

　
「
こ
の
言
葉
が
載
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
」

「
語
釈
は
ど
う
違
う
か
」「
用
例
が
充
実
し
て
い
る

も
の
は
ど
れ
か
」
な
ど
、
一
年
も
比
較
し
続
け
る

　
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
を
知
り
た
い
と
き
に
、
身
近
で
頼
り
に
な
る
国
語
辞
典
。『
学
校
で
は

教
え
て
く
れ
な
い
！  

国
語
辞
典
の
遊
び
方
』
の
著
者
・
サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
さ
ん
に
、
国
語
辞

典
の
魅
力
、
国
語
辞
典
を
通
し
て
知
る
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

撮
影
：
鈴
木
俊
介
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言
え
る
こ
と
。
今
は
、
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
な

ど
を
見
て
い
る
と
、『
広
辞
苑
』
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
な
ん
だ
っ
て
正
し
い
と
考
え
る
風
潮

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
に
は
、

正
し
い
意
味
、
正
し
い
使
い
方
と
い
う
も
の
は
な

い
。『
広
辞
苑
』
だ
っ
て
、
あ
る
方
針
の
も
と
で

編
集
さ
れ
た
も
の
な
ん
で
す
。

　

言
葉
っ
て
、
生
き
て
い
る
も
の
で
、
正
解
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
よ
ね
。
中
学

生
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
の
意
味
や
使
い

方
の
正
解
を
確
か
め
る
た
め
で
は
な
く
、
言
葉
に

つ
い
て
自
分
で
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
国
語

辞
典
を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

発
行
さ
れ
た
な
か
で
、
淘
汰
の
結
果
生
き
残
っ
て

き
た
、
と
て
も
優
秀
な
辞
書
た
ち
で
す
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
新
し
い
版
が
出
た
ら
ま
ず
、
冒
頭

の
凡
例
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
、
改

訂
さ
れ
た
内
容
を
つ
か
み
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ど
の
辞
書
に
ど
ん
な
言
葉
が
入
っ

た
の
か
、
ど
ん
な
言
葉
が
な
く
な
っ
た
の
か
を
調

べ
る
。
例
え
ば
、『
三
省
堂
国
語
辞
典
』
は
他
の

三
つ
に
比
べ
て
、
新
語
の
収
録
に
積
極
的
な
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
新
た
に
収
録
さ
れ
た
も
の

は
、
今
の
「
生
き
た
言
葉
」
で
あ
り
、
他
の
三
つ

に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
は
、
定
着
し

た
言
葉
と
い
え
る
。
逆
に
、
な
く
な
っ
た
も
の
は
、

今
は
も
う
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
言
葉
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、『
岩
波

国
語
辞
典
』
は
、
長
く
使
わ
れ
て
き
た
「
定
番
」

の
言
葉
を
収
録
す
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
辞

書
で
す
ね
。
何
が
載
っ
て
い
て
、
何
が
載
っ
て
い

な
い
か
は
、
各
辞
書
の
編
集
方
針
が
表
れ
る
重
要

な
情
報
な
ん
で
す
。

─
─
出
版
社
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
編
集
方
針
が
違

う
な
ん
て
、
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
わ
か
る
こ
と
で

す
ね
。

が
り
そ
う
で
す
。

　

そ
う
で
す
ね
。
日
本
語
に
は
「
お
手
洗
い
」「
化

粧
室
」「
ト
イ
レ
」「
便
所
」「
レ
ス
ト
ル
ー
ム
」

な
ど
、
同
じ
も
の
を
指
す
複
数
の
言
葉
が
存
在
す

る
で
し
ょ
う
。
辞
書
で
は
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
適
切
に
使
い

分
け
る
こ
と
。
言
葉
を
使
い
こ
な
す
に
は
、
そ
う

し
た
「
運
用
の
力
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
の
が
、「
伝
え
た

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
ぶ
言
葉
が
違
う
ん
だ
」
と

い
う
言
語
観
だ
と
、
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
、
若
者
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
く
は
、
相
手

が
使
っ
た
言
葉
の
意
味
と
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
受

け
取
っ
た
意
味
が
食
い
違
う
と
こ
ろ
か
ら
起
き
て

い
る
。
こ
れ
は
、
知
っ
て
い
る
言
葉
の
数
が
多
い

と
か
少
な
い
と
か
の
問
題
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

言
葉
の
真
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

─
─
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
な
ん
で
す
。
た
だ
、
学
習
用
に
作
ら
れ
た

国
語
辞
典
だ
と
、
収
録
し
て
い
る
言
葉
に
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
違
い
は
出
な
い
の
で
、
方
針
の
違
い
は

見
え
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
中

学
生
が
国
語
辞
典
の
お
も
し
ろ
み
に
触
れ
る
機
会

と
い
う
の
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
う

考
え
る
と
、「
中
学
生
向
け
」
で
は
な
い
、
一
般

の
国
語
辞
典
を
使
っ
て
み
る
ほ
う
が
、
中
学
生
に

と
っ
て
は
学
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
僕
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が
、
学

校
に
よ
っ
て
は
、
全
員
が
同
じ
辞
書
を
使
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
も
ち
ょ
っ
と
も
っ

た
い
な
い
な
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
同
じ
辞
書
を

使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
で
き
れ
ば
教
室
内
に
別

の
辞
書
が
何
冊
か
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
で
す

ね
。
違
う
国
語
辞
典
を
持
っ
た
人
が
五
人
も
集
ま

れ
ば
、「
ど
の
辞
書
で
、
ど
の
言
葉
を
、
ど
う
説

明
し
て
い
る
か
」
を
比
べ
る
だ
け
で
、
言
葉
を
め

ぐ
る
話
が
一
時
間
以
上
も
で
き
る
ん
で
す
か
ら
。

─
─
国
語
辞
典
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
、
と
知

る
だ
け
で
も
言
葉
へ
の
関
心
が
高
ま
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

　

一
つ
の
国
語
辞
典
し
か
知
ら
な
い
と
、「
辞
書

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
唯
一
の
正
解
だ
」
と

思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
大
人
に
も

─
─
読
み
比
べ
の
他
に
も
、
教
室
で
取
り
組
め
そ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

ク
ラ
ス
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
国
語
辞
典
を
作
る
の

も
い
い
で
す
ね
。
以
前
、
僕
の
本
（『
学
校
で
は

教
え
て
く
れ
な
い
！ 

国
語
辞
典
の
遊
び
方
』）
を

読
ん
で
く
れ
た
学
校
の
先
生
が
、
ク
ラ
ス
で
作
っ

た
国
語
辞
典
を
送
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。

　

ど
ん
な
言
葉
を
載
せ
て
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
説

明
を
付
け
る
の
か
か
ら
、
す
べ
て
を
み
ん
な
で
考

え
る
。
自
分
で
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
辞
書
の

語
釈
の
背
後
に
あ
る
意
図
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ
る
ん
だ
と
感
心
し

ま
し
た
。「
新
し
く
知
っ
た
言
葉
辞
典
」と
か
、ジ
ャ

ン
ル
を
限
定
し
て
取
り
組
ん
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

─
─
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
使
い
方
に
意
識
を
向
け

る
こ
と
は
、
言
葉
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
も
つ
な

　

例
え
ば
、「
公
僕
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

多
く
の
国
語
辞
典
で
は
、
こ
れ
を
「
公
務
員
」
と

だ
け
説
明
し
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、『
新
明
解

国
語
辞
典 

第
七
版
』
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。「
国
民
に
奉
仕
す
る
者
と
し
て
の

公
務
員
の
称
。〔
た
だ
し
実
情
は
、
理
想
と
は
程

遠
い
〕」（
右
ペ
ー
ジ
写
真
）。
注
目
す
べ
き
は
最
後

の
一
文
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
公
僕
」
に
は

皮
肉
め
い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
、
人
に
向

か
っ
て
使
う
と
、
ば
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
ん

だ
っ
て
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
わ
か
り
ま
す
よ

ね
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
、
表
面
的
な
意

味
だ
け
を
見
て
言
葉
を
使
う
。
そ
の
言
葉
が
使
わ

れ
た
意
図
や
文
脈
を
考
え
ず
に
表
面
的
に
受
け
止

め
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
デ
ィ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で

求
め
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い

る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
言
葉
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
使
え
る
こ
と
。

言
葉
の
意
味
や
使
い
方
に
　

正
解
は
な
い

言
葉
を
使
い
こ
な
す
た
め
に

▲

『新明解国語辞典 第七版』（三省堂）の「公僕」の項目。

言
葉
っ
て
、
生
き
て
い
る
も
の
。

正
解
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
お
も
し
ろ
い
。
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「
生
き
た
言
葉
」を
体
に
入
れ
て

　

ま
ず
い
ち
ば
ん
伝
え
た
い
の
は
、「
言
葉
は
生

き
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。
中
学
生
っ
て
、「
生

き
た
言
葉
」
の
中
で
、
生
活
に
必
要
な
言
葉
を
身

に
つ
け
て
い
く
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
に
正

解
は
な
い
こ
と
を
知
り
、「
生
き
た
言
葉
」
を
し
っ

か
り
と
体
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
持
っ
て
い
る
色
鉛
筆
は
10
色
ほ

ど
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
絵
を
描
い

て
い
く
た
め
に
は
、
20
色
ぐ
ら
い
ま
で
は
増
や
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。
た
だ
、「
緑
」
は
持
っ
て
い

て
ほ
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
超
え
て
、「
う
ぐ
い

す
色
」
や
「
ビ
リ
ジ
ア
ン
」
み
た
い
な
細
か
い
緑

の
違
い
ま
で
は
い
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
─
先
生
方
に
伝
え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
「
言
葉
は
生
き
物
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
で
、

子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
も
ら
え
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ
、
国
語
辞
典
を
使
っ
て
、

言
葉
の
意
味
を
考
え
た
り
、
説
明
を
書
い
た
り
す

る
授
業
を
し
て
み
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

僕
は
、
国
語
辞
典
の
魅
力
や
楽
し
み
方
を
か
み
砕

い
て
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
の
が
仕
事
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
も
し
必
要
で
あ
れ
ば
、
直
接
、
授
業

を
し
に
い
き
ま
す
よ
（
笑
）。

─
─
き
っ
と
楽
し
い
授
業
に
な
り
ま
す
ね
。
今
日

は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
言
葉
の
数
を
増
や
す
こ
と
ば
か
り
で
な

く
、
語
感
や
運
用
に
も
注
力
し
た
国
語
の
授
業
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
ま
す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
─
言
葉
の
数
に
つ
い
て
は
、
運
用
に
足
る
程
度

あ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
最
低
限
必
要
な
言
葉
の
数
と
い
う

の
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
色
鉛
筆
に
た
と
え
る
と

し
て
、
64
色
と
か
100
色
と
か
は
必
要
な
い
。
20
色

も
あ
れ
ば
、
わ
り
と
多
く
の
こ
と
が
表
現
で
き
ま

す
。「
レ
モ
ン
色
」が
な
け
れ
ば
黄
色
と
白
を
、「
紺

色
」
が
な
け
れ
ば
青
と
黒
を
混
ぜ
て
み
れ
ば
い
い
。

中
学
生
に
も
な
る
と
10
色
で
は
さ
す
が
に
足
り
な

い
で
し
ょ
う
け
ど
、
20
色
ぐ
ら
い
の
中
で
う
ま
く

や
り
く
り
す
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　

若
者
た
ち
が
そ
う
や
っ
て
言
葉
を
使
う
よ
う
に

な
る
と
、
と
て
も
興
味
深
い
現
象
を
目
に
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
僕
は
大
学
一
年
生
に
教
え
る
機

会
が
あ
る
の
で
す
が
、
彼
ら
は
最
近
、「
つ
ら
い
」

を
「
つ
ら
み
」
と
言
っ
た
り
、「
う
れ
し
い
」
を
「
う

れ
し
み
」
と
言
っ
た
り
し
て
名
詞
化
し
て
い
る
ん

で
す
。
教
育
的
に
は
眉
を
ひ
そ
め
る
表
現
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
こ
そ
「
生
き
た
言
葉
」
だ
と

い
え
ま
す
。

　

用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
、「
辞

書
は
二
冊
持
て
！
」と
、い
つ
も
主
張
し
て
い
ま
す
。

●　

●　

●

　

中
学
生
が
一
冊
目
に
持
つ
の
に
お
す
す
め
な

の
が
、『
学
研 

現
代
新
国
語
辞
典 

改
訂
第
六
版
』。

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
言
葉
は
し
っ

か
り
押
さ
え
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、「
類
語
と

表
現
」
と
い
う
囲
み
が
随
所
に
あ
っ
て
、
言
い
換

え
可
能
な
類
義
語
や
関
連
語
・
表
現
を
紹
介
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。「
雨
」を
調
べ
れ
ば
、「
春
雨
」「
時

雨
」
な
ど
が
出
て
く
る
の
で
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
違
い
を
見
つ
け
る
と
き
に
便
利
で
す
。

　

二
冊
目
と
し
て
は
、『
ベ
ネ
ッ
セ 

表
現
読
解
国

語
辞
典
』。
こ
れ
は
、
言
葉
の
運
用
に
特
化
し
た

辞
書
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
語
釈
は
簡
潔
だ
け
ど
、

ど
ん
な
と
き
に
ど
う
使
う
か
に
つ
い
て
は
と
て
も

丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、

「
も
っ
と
ぴ
っ
た
り
」
と
い
う
囲
み
。
考
え
や
気

持
ち
を
表
す
言
葉
に
つ
い
て
、
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン

ス
ご
と
に
類
義
表
現
を
紹
介
し
て
い
て
、
よ
り

ぴ
っ
た
り
な
も
の
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
心

配
す
る
」
を
言
い
換
え
る
に
も
、
何
を
心
配
し
て

い
る
か
で
、
選
ぶ
言
葉
は
違
い
ま
す
。
表
現
す
る

と
き
に
特
に
便
利
な
辞
書
で
す
。

─
─
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
使
い
方
で
す
ね
。

　

そ
も
そ
も
、「
悲
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
と
は

別
に
、「
悲
し
む
」
と
い
う
動
詞
の
名
詞
形
「
悲

し
み
」
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
悲
し
み
」
だ
っ

て
、
使
わ
れ
始
め
た
と
き
に
は
け
し
か
ら
ん
と
言

わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
は
違
和

感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
み
ん
な
が
使
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
僕
は
、
こ
う
い
う
現
象
を
、

新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
瞬
間

と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

規
範
を
教
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。

で
も
、
規
範
か
ら
外
れ
る
も
の
を
否
定
し
続
け
る

こ
と
は
、
言
葉
に
正
し
い
意
味
や
使
い
方
が
あ
る

と
信
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
そ
れ
は
言
語
観
の

硬
直
に
も
結
び
付
く
で
し
ょ
う
。言
葉
っ
て
、も
っ

と
自
由
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
を
学
ぶ

国
語
の
授
業
で
は
、
新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
る
先

端
に
み
ん
な
が
立
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
意
識
の

も
と
、
言
葉
の
自
由
さ
や
表
現
の
お
も
し
ろ
み
に

触
れ
る
こ
と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
き
っ
と
、
言
葉
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

─
─
国
語
辞
典
を
使
っ
て
学
習
を
し
て
い
る
中
学

生
に
向
け
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
　
の

お
す
す
め
国
語
辞
典

学研 
現代新国語辞典
改訂第六版
金田一春彦
金田一秀穂 編

学研
3,000 円 + 税

　せっかくの機会なので，アプリ版
『大辞林』もご紹介します。
　このアプリのすばらしいところ
は，五十音だけでなく，テーマごと
にどんどん下位語に遡りながら言葉
を探すことができること。紙の辞書
をランダムに開くのとは違う，自分
の興味に沿った新しい言葉との出会
いをもたらしてくれます。これは，
紙にはできないことですね。

ベネッセ 表現
読解国語辞典
沖森卓也
中村幸弘 編

ベネッセコーポレーション
2,800 円 + 税

iPhone・iPad
アプリケーション

大辞林
物書堂／ 2,600 円

国
語
辞
典
ア
プ
リ
の
ス
ス
メ
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に
し
て
、
意
味
や
使
い
方
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
図
の
も
と
、
私
が
日
常

的
に
授
業
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
、
❶
辞

書
を
引
く
こ
と
、
❷
新
た
に
出
会
う
言
葉
を
使
っ

て
小
さ
な
文
章
を
書
く
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
実

践
で
す
。

❶
「
辞
書
は
お
友
達
」

　

日
常
の
生
き
た
場
面
で
使
わ
れ
る
言
葉
を
素
材

に
す
る
に
は
、
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
き
、

言
葉
に
親
し
む
姿
勢
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
入
学
後
の
授
業
開
き
か
ら
大
切
に
位
置

づ
け
て
い
る
の
が
、辞
書
を
引
く
こ
と
で
す
。「
辞

書
を
引
く
」
と
い
う
と
、「
意
味
調
べ
」「
お
勉
強
」

と
い
う
印
象
を
も
つ
こ
と
が
多
い
の
が
、
入
学
当

初
の
子
ど
も
た
ち
で
す
。
私
は
、
そ
ん
な
彼
ら
に
、

勉
強
の
た
め
で
は
な
く
、
生
活
の
中
で
「
あ
っ
」

と
思
っ
た
と
き
に
辞
書
を
引
く
こ
と
を
習
慣
づ
け

た
い
と
思
う
の
で
す
。

■ 

辞
書
が
身
近
に
あ
る
環
境
づ
く
り

　

そ
の
た
め
に
心
が
け
て
い
る
の
が
、
辞
書
が
身

近
に
あ
る
環
境
づ
く
り
で
す
。
普
段
、
国
語
の
授

業
を
行
う
国
語
教
室
に
は
、
五
種
類
の
国
語
辞
典

（『
例
解
新
国
語
辞
典
』『
新
明
解
国
語
辞
典
』『
明

鏡
国
語
辞
典
』『
ベ
ネ
ッ
セ 

新
修
国
語
辞
典
』『
学

研 

現
代
新
国
語
辞
典
』）
を
数
冊
ず
つ
と
、
そ
の

他
の
国
語
辞
典
や
類
語
辞
典
な
ど
を
一
、二
冊
ず

つ
置
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
毎
時
間
の
授
業
が

始
ま
る
前
に
、
こ
こ
か
ら
好
き
な
国
語
辞
典
を
選

び
取
り
、席
に
着
く
こ
と
を
ル
ー
ル
に
し
て
い
ま
す
。

■ 

「
辞
書
早
引
き
大
会
」

　

授
業
開
き
の
時
間
、
ノ
ー
ト
指
導
な
ど
を
終
え

た
ら
、
ま
ず
、「
辞
書
は
友
達
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
押
さ
え
ま
す
。「
辞
書
と
い
う
の
は
、
あ

な
た
た
ち
の
お
友
達
で
、
い
つ
で
も
そ
ば
に
い
て
、

支
え
て
く
れ
る
も
の
。だ
か
ら
、『
辞
書
は
お
友
達
』

を
合
言
葉
に
ね
」
な
ど
と
話
を
し
な
が
ら
、
辞
書

き
る
時
間
と
な
る
た
め
、
教
室
は
大
い
に
盛
り
上

が
り
ま
す
。
時
に
は
、
同
じ
国
語
辞
典
を
選
ん
だ

子
の
発
表
が
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

で
も
、
四
、五
番
目
ぐ
ら
い
の
子
が
発
表
す
る
こ

ろ
に
は
、
違
う
国
語
辞
典
の
語
釈
が
出
て
き
ま
す
。

す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
「
辞
書
に
よ
っ
て
、

こ
ん
な
に
も
説
明
の
し
か
た
が
違
う
な
ん
て
！
」

と
い
う
声
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、

教
室
内
に
さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
が
あ
る
こ
と
の
よ
さ

で
す
。「
辞
書
っ
て
、人
が
作
っ
て
い
る
も
の
」「
さ

ま
ざ
ま
な
語
釈
が
あ
り
う
る
」
と
い
う
雰
囲
気
の

中
で
言
葉
に
出
会
う
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の
お
も
し

ろ
さ
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

■ 

言
葉
に
出
会
っ
た
ら
辞
書
を
引
く

　

次
の
時
間
か
ら
は
、
授
業
中
に
一
、二
回
、
辞

書
を
引
く
場
面
を
意
識
的
に
設
定
し
て
い
き
ま
す
。

生
徒
に
配
布
す
る
「
国
語
教
育
通
信
」（
※
）
や

私
の
話
の
中
で
、「
こ
れ
を
引
か
せ
よ
う
」
と
い

う
言
葉
を
意
識
し
て
使
う
よ
う
に
す
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、話
の
中
で
「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」

と
い
う
表
現
を
使
っ
た
ら
、「
こ
の
言
葉
、
わ
か

る
か
な
あ
…
…
」
と
、
私
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い

ま
す
。
す
る
と
、
彼
ら
は
辞
書
を
引
い
て
、「
辞

書
早
引
き
大
会
」
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
手
を

挙
げ
、
順
に
語
釈
を
発
表
し
て
い
く
。
初
め
は
気

づ
か
ず
に
い
る
子
も
、
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
こ
と

を
身
近
な
存
在
と
し
て
意
識
づ
け
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
に
行
う
の
が
、「
辞
書
早
引
き
大
会
」

で
す
。「
早
引
き
」
と
い
っ
て
も
、
早
く
引
け
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
ざ
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
主
眼
に
あ
る
の
は
、
授
業
で
の
辞
書
の
使
い

方
を
確
認
す
る
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
ゲ
ー

ム
性
と
と
も
に
、
楽
し
い
学
習
の
ス
タ
ー
ト
を
切

る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、「
辞
書
早
引
き

大
会
を
し
よ
う
！
」
と
投
げ
か
け
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。

　

手
順
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１  

教
師
が
黒
板
に
書
い
た
言
葉
を
、
国
語

辞
典
で
引
く
。

２  

言
葉
を
見
つ
け
た
ら
、
手
を
挙
げ
る
。

３  

自
分
が
引
い
た
言
葉
・
挙
手
し
た
順
番
・

語
釈
を
ノ
ー
ト
の
メ
モ
欄
に
さ
っ
と
書
く
。

４  

三
番
目
ぐ
ら
い
ま
で
に
挙
手
し
た
人
が
、

順
に
、
自
分
が
使
っ
て
い
る
国
語
辞
典
名

と
語
釈
を
発
表
し
て
い
く
。
教
師
は
そ
れ

を
板
書
す
る
。

５  

他
の
人
が
引
い
た
国
語
辞
典
の
語
釈
は
、

必
要
に
応
じ
て
自
分
の
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す

る
。

　

辞
書
を
引
く
こ
と
は
、
で
き
る
子
と
そ
う
で
な

い
子
の
差
が
生
ま
れ
に
く
く
、
み
ん
な
が
活
躍
で

　
「
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
」
を
育
て

た
い
。
そ
ん
な
思
い
を
も
っ
て
毎
日
の
授
業
に
臨

ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
思
考
力

を
伸
ば
す
た
め
に
、
私
が
重
視
し
て
い
る
の
が
語

彙
力
で
す
。

　

語
彙
力
は
、
思
考
力
に
大
き
く
関
わ
り
ま
す
。

例
え
ば
、「
い
っ
ぽ
う
」
と
い
う
言
葉
の
後
に
は

「
比
較
」
す
る
こ
と
が
、「
ひ
と
言
で
言
え
ば
」
の

後
に
は
「
要
約
」
す
る
こ
と
が
促
さ
れ
る
で
し
ょ

う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
言
葉
は
「
考
え
を
連
れ
て

く
る
」
も
の
だ
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

　

た
だ
、
言
葉
と
い
う
の
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る

場
面
と
切
り
離
し
て
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
、
な
か

な
か
自
分
の
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た

ち
に
は
、
ぜ
ひ
、
実
際
の
生
活
の
中
で
「
使
え
る
」

言
葉
を
身
に
つ
け
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
日
常
で
使
わ
れ
て
い
る
生な
ま

の
言
葉

を
素
材
と
し
、
そ
れ
が
使
わ
れ
た
場
面
と
セ
ッ
ト

▲生徒のノート。辞書で引いた言葉・挙手した順番（☆
の中の数字）・語釈が書かれている。

※　学習の見通しや言葉に関するコラムなどをまとめ，甲斐先生が月に１〜２回程度，生徒に配布しているプリント。

▲国語教室の本棚には，さまざまな国語
辞典や類語辞典などが用意されている。

生
き
た
場
面
の
中
で
言
葉
に
出
会
う東

京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭
　
甲か

斐い

利り

恵え

子こ

指
導
の
意
図

1

日
常
的
な
実
践

2

実
践

1
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ど
、
子
ど
も
た
ち
が
普
段
使
う
こ
と
が
な
さ
そ
う

な
表
現
を
十
〜
二
十
程
度
取
り
出
し
て
お
き
ま
す
。

彼
ら
は
、
こ
こ
か
ら
好
き
な
言
葉
を
二
つ
選
ん

で
、そ
れ
ぞ
れ
を
使
っ
た
文
章
を
書
く
の
で
す
（
左

ペ
ー
ジ
例
）。
ど
れ
を
選
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、

私
は
い
つ
も
、「
二
つ
の
う
ち
一
つ
は
、
使
っ
た

こ
と
が
な
い
言
葉
に
挑
戦
し
な
さ
い
」
と
声
を
か

け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

辞
書
で
調
べ
て
も
、
言
葉
の
使
い
方
を
つ
か
み

き
れ
な
い
で
い
る
子
に
は
、「
例
え
ば
ね
」
と
言
っ

て
、
そ
の
言
葉
が
出
て
く
る
よ
う
な
場
面
、
つ
ま

り
用
例
を
私
が
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
言

葉
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
語
釈
だ
け
で
な

く
、
用
例
も
言
え
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
も
、
国
語
辞
典
に
用
例
が
載
っ
て
い
る
意
味
を

理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

普
段
か
ら
、「
場
面
」
を
意
識
し
て
い
る
子
ど

も
た
ち
は
、
こ
の
学
習
が
大
好
き
で
す
。
自
分
で

場
面
を
作
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
が
、
書
い
た

文
章
を
読
み
合
う
こ
と
で
、
友
達
の
作
っ
た
場
面

を
味
わ
い
、
自
分
で
は
選
ば
な
か
っ
た
言
葉
の
使

い
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
学
習

の
お
か
げ
で
、
そ
の
後
の
教
材
文
の
読
み
も
よ
り

深
く
、
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。

を
毎
日
続
け
て
い
る
う
ち
に
、「
わ
か
ら
な
い
言

葉
に
出
会
っ
た
ら
、
ま
ず
辞
書
を
引
く
」
と
い
う

習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
く
の
で
す
。

　

不
思
議
な
も
の
で
、
私
が
「
毎
時
間
に
一
回
以

上
は
、
必
ず
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
時
間
を
作
る
」

と
強
く
意
識
し
て
い
る
と
、「
時
系
列
で
書
く
」「
主

語
と
述
語
の
呼
応
」
な
ど
、
引
か
せ
た
い
言
葉
が

授
業
の
中
で
自
然
に
口
を
つ
い
て
出
て
き
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
そ
の
言
葉
の
み
を
取
り
立
て
て
提

示
す
る
の
で
は
な
く
、「
話
の
文
脈
の
中
、
場
面

の
中
で
、
言
葉
に
出
会
わ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
背
後
に

あ
る
場
面
や
状
況
も
含
め
て
、
そ
の
言
葉
を
捉
え

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

こ
の
実
践
を
積
み
重
ね
る
う
ち
に
、
子
ど
も
た

ち
は
、
他
教
科
の
時
間
に
も
「
辞
書
が
な
い
と
困

る
」
と
言
う
ほ
ど
に
、
辞
書
に
親
し
み
を
も
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
ら
国
語
辞
典
を
選

ぶ
視
点
も
ま
た
、
育
っ
て
い
き
ま
す
。
辞
書
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
、
使
用
場
面
に
合

わ
せ
て
選
ん
で
使
う
と
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
の
で
す
。
入
学
当
初
は
、
中
学
生
向

け
に
編
集
さ
れ
た
『
例
解
新
国
語
辞
典
』
を
使
っ

て
い
た
子
も
、徐
々
に
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』『
明

鏡
国
語
辞
典
』
な
ど
、
自
分
の
ス
タ
イ
ル
に
合
っ

た
も
の
を
手
に
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

辞
書
を
習
慣
的
に
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
言
語
感

の
時
間
で
、
手
が
止
ま
っ
て
い
る
子
に
は
、「
こ

ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
伝
え
、
新
し
い
言

葉
や
表
現
を
使
う
よ
う
促
し
、
全
体
で
の
交
流
の

場
で
、そ
れ
を
共
有
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち
が
、「
あ

の
言
葉
、
か
っ
こ
い
い
」
と
思
う
よ
う
な
仕
掛
け

を
作
る
の
で
す
。
中
学
生
は
、「
伸
び
た
い
」
と

い
う
気
持
ち
が
体
中
に
あ
ふ
れ
て
い
る
時
期
。
特

に
、「
か
っ
こ
よ
さ
」に
は
敏
感
で
す
。友
達
が
使
っ

た
す
て
き
な
言
葉
を
、
自
分
で
も
使
っ
て
み
た
く

な
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
彼
ら
が
「
他
者
か
ら
学

び
た
い
」
と
思
う
場
面
を
作
る
の
も
、
教
師
の
仕

事
だ
と
思
う
の
で
す
。

覚
も
磨
か
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

■ 

子
ど
も
と
の
信
頼
関
係
も
生
ま
れ
る

　

こ
の
学
習
の
よ
さ
は
、
言
葉
を
見
つ
け
て
手
を

挙
げ
た
子
ど
も
た
ち
と
「
目
が
合
う
」
瞬
間
を
も

て
る
、
と
い
う
点
に
も
あ
り
ま
す
。
何
か
を
注
意

す
る
と
き
で
は
な
く
、
彼
ら
が
「
で
き
た
！
」
と

思
っ
た
と
き
に
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
と
て
も
す
て
き
な
こ
と
で
す
。
う
ま
く

で
き
た
と
き
に
誰
か
が
見
て
い
て
く
れ
る
と
い
う

の
は
、
心
強
い
も
の
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
の
気
持

ち
を
開
い
て
、
国
語
を
学
ぶ
た
め
の
信
頼
関
係
を

築
く
う
え
で
も
、
こ
の
学
習
の
意
義
は
大
き
い
と

感
じ
て
い
ま
す
。

❷
「
言
葉
の
小
劇
場
」

　

日
常
の
生
き
た
場
面
で
出
会
っ
た
言
葉
は
、
実

際
の
文
脈
の
中
、
場
面
の
中
で
、
自
分
で
使
っ

て
み
る
こ
と
で
、「
使
え
る
」
も
の
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
新
し
い
単
元
に
入
る
前
に
は
、
そ
こ

で
扱
う
教
材
文
か
ら
い
く
つ
か
の
言
葉
を
取
り
上

げ
、
そ
れ
を
使
っ
て
百
字
程
度
の
小
さ
な
文
章
を

書
く
、
と
い
う
学
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
に
は
、
用
紙
を
配
布
し
て
お
き
、
自
主
学
習

と
し
て
も
取
り
組
ま
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
少
年
の
日
の
思
い
出
」（
一
年
）
で

あ
れ
ば
、「
色
あ
せ
る
」「
身
に
し
み
る
」「
む
さ

ぼ
る
」「
あ
い
に
く
」「
繕
う
」「
〜
を
盾
に
」
な

　

こ
う
し
た
学
習
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
言

葉
に
対
す
る
感
度
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

生
活
の
中
で
、
生
徒
が
学
ん
だ
ば
か
り
の
言
葉
を

使
っ
て
い
た
り
す
る
場
面
を
見
る
の
は
、
教
師
と

し
て
う
れ
し
い
も
の
で
す
。「
国
語
教
室
の
中
で

で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
学
ん
だ
こ
と

が
そ
の
も
っ
と
先
に
生
き
る
。
そ
れ
が
、
私
が
目

ざ
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
に
は
、
普
段
の
授
業
の
机
間
指
導
も
大

切
な
機
会
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
書
く
こ
と
」

　

二
、三
年
と
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
授

業
後
に
子
ど
も
た
ち
が
書
く
学
習
記
録
が
、
ぐ
っ

と
自
己
評
価
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と

に
は
、
い
つ
も
驚
か
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
な
物
事

を
表
す
言
葉
ば
か
り
で
な
く
、
抽
象
的
な
概
念
を

表
す
言
葉
も
獲
得
し
て
、
自
分
を
客
観
的
に
見
つ

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
ら
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
言
葉
に
よ
っ
て

思
考
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
意

識
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

人
を
育
て
て
い
け
た
ら
と
、
い
つ
も
思
っ
て
い
ま

す
。（
談
）

生
徒
の
反
応
・
変
化

3

▲生徒が書いた「言葉の小劇場」の文章例

　

こ
の
間
、
母
が
、
自
分
が
中
学
生
だ
っ
た
と
き
の
話
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の

と
き
の
思
い
出
は
、
今
で
も 

色
あ
せ
る 

こ
と
が
な
い
と
い
う
。
受
験
が
近
づ

き
、
苦
し
む
母
を
支
え
た
の
は
友
達
だ
っ
た
。
私
は
こ
の
日
、
母
か
ら
友
達
の

大
切
さ
を
学
ん
だ
。

　
「
お
前
が
や
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
。」
刑
事
は
そ
う
言
っ
た
。
だ

が
、
窃
盗
事
件
の
犯
人
は
、「
ぼ
、
僕
は
自
分
の
財
布
だ
と
思
っ
て
た
ん
で
す
。」

言
葉
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
、
証
拠
も
あ
る
の
に
、
ま
だ 

取
り
繕
お
う 

と
す
る
な

ん
て
、
あ
き
れ
た
や
つ
だ
。

　

今
日
は
、
十
六
年
ぶ
り
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
く
予
定
で
あ
る
。
二
年

ほ
ど
前
か
ら
ず
っ
と
今
日
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
だ
が
、
今
日
の
天
気
は 

あ
い
に
く 

の
雨
。
と
て
も
が
っ
か
り
し
て
、
言
葉
が
出
な
か
っ
た
。

　
「
キ
リ
キ
リ
キ
リ
。」
私
の
お
な
か
が
痛
む
。
下
っ
て
い
る
痛
み
じ
ゃ
な
い
。

今
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
痛
み
が
私
を
襲
う
。
母
に
相
談
す
る
が
相
手
に
さ

れ
ず
、
一
人
で
悩
み
を
抱
え
続
け
る
。
こ
の
後
、
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
る
こ
と

な
ど
、
私
は
知
る 

よ
し
も
な
い 

。

　

僕
の
友
達
は
、
毎
日
毎
日
夜
ふ
か
し
を
し
て
い
る
。
僕
は
、
そ
の
友
達
と
遊

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。そ
の
日
も
彼
は
眠
た
そ
う
に
し
て
い
た
。僕
は
言
っ
た
。「
鳥

に
た
と
え
る
な
ら
、
夜
ふ
か
し
の
君
は
、
さ
し
ず
め 

ふ
く
ろ
う
だ
。」
と
。

　

公
園
に
小
さ
い
チ
ワ
ワ
が
い
た
。
そ
こ
に
生
意
気
な
子
ど
も
が
来
て
、
そ
の

チ
ワ
ワ
を
か
ら
か
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
チ
ワ
ワ
が
急
変
。
す
る
ど
い
き
ば
を

む
き
出
し
に
し
て
、
そ
の
子
め
が
け
て
追
い
か
け
て
い
っ
た
。
小
さ
い
か
ら
と

い
っ
て
、
あ
な
ど
っ
た 

か
ら
だ
。
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語
彙
を

　
豊
か
に
す
る

　
　
　
　
授
業

特 

集

実
践

2

ド
」「
橄
欖
色
」
は
、「
蘭
」「
オ
リ
ー
ブ
」
と
い
う
、

植
物
を
表
す
語
彙
か
ら
色
彩
語
彙
へ
の
転
用
で
す
。

ピ
タ
リ
と
し
た
表
現
に
は
、
別
の
語
彙（
言
葉
の

集
ま
り
）
か
ら
言
葉
を
持
っ
て
く
る
「
再
活
用
」

の
力
が
鍵
と
な
る
の
で
す
。「
ピ
タ
リ
と
言
い
表

し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
て
こ
に
し
て
、「
既

成
語
の
増
量
」
と
「
言
葉
の
再
活
用
」
の
力
を
育

む
こ
と
が
、「
語
彙
の
豊
か
さ
」
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

あ
る
コ
ト
（
モ
ノ
・
感
情
な
ど
）
を
ピ
タ
リ
と

言
い
表
す
た
め
に
は
、
ひ
と
ま
ず
浮
か
ん
だ
自
分

の
言
葉
に
「
ピ
タ
リ
か
な
？
」「
な
ん
か
ち
ょ
っ

と
…
…
（
違
う
か
な
）」
と
思
う
こ
と
が
大
事
で
す
。

言
葉
の
選
択
を
意
識
し
始
め
る
と
、
誰
か
の
言
葉

が
自
分
の
選
択
肢
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ

け
、「
そ
う
き
た
か
！
」と
思
え
ま
す
。
そ
ん
な「
そ

う
き
た
か
！
」
に
よ
っ
て
表
現
の
可
能
性
の
広
が

り
を
知
り
、
別
の
何
か
を
表
現
す
る
と
き
も
、「
な

ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
考
え
始
め
る
…
…
。
そ

ん
な
循
環
が
生
ま
れ
れ
ば
、
語
彙
が
充
実
し
て
い

く
は
ず
で
す
。
こ
こ
で
は
、
私
の
中
学
校
現
場
で

の
実
践
か
ら
、
五
つ
の
ア
イ
デ
ア
を
紹
介
し
ま
す
。

❶
「
一
言
自
己
紹
介
」

　

入
学
直
後
の
自
己
紹
介
か
ら
、「
無
難
な
選
択
」

「
選
択
を
意
識
し
な
い
選
択
」
で
は
な
く
、「
な
ん

か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
を
引
き
出
す
活
動
を
組
み
ま

す
。
授
業
冒
頭
に
毎
回
「
一
言
自
己
紹
介
」
の
時

間
を
設
け
、
ク
ラ
ス
全
員
に
、
自
分
の
名
前
と
そ

の
日
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
自
己
紹
介
の
内
容
（
単

語
）
を
発
表
さ
せ
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
出
身

小
学
校
」
な
ど
の
負
荷
の
低
い
も
の
か
ら
始
め
、

「
好
き
な
食
べ
物
」
な
ど
へ
と
広
げ
て
い
き
ま
す
。

「
好
き
な
食
べ
物
」
で
は
、「
ラ
ー
メ
ン
」「
寿
司
」

な
ど
が
挙
が
る
な
か
、
あ
る
生
徒
が
「
湯
葉
」
を

挙
げ
ま
し
た
。「
無
難
な
選
択
」で
は
な
い
言
葉
に
、

「
何
そ
れ
？
」
と
、教
室
内
は
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

「
冬
の
匂
い
を
表
す
語
彙
」
が
充
実
す
る
。「
季
節

の
匂
い
」
と
い
う
新
し
い
語
彙
も
意
識
さ
れ
始
め

ま
す
。

❸
「
知
っ
た
か
ぶ
り
」
を
共
有

　

地
元
大
学
の
先
生
方
に
よ
る
中
学
生
向
け
ミ
ニ

講
義
を
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
の
講
座
に
分
か
れ
て

学
び
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
な
の
で
「
知
っ
た
か
ぶ

り
」
で
講
義
内
容
の
説
明
を
書
き
、
読
み
合
う
活

動
を
組
み
ま
し
た
。「
古
事
記
」「
地
方
自
治
」「
高

分
子
」
な
ど
に
つ
い
て
、
当
然
、
専
門
用
語
を
使

う
の
で
す
が
、
言
い
換
え
た
り
た
と
え
た
り
も
し

つ
つ
書
い
た
文
章
を
学
級
で
共
有
し
ま
し
た
。
大

人
の
語
彙
を
背
伸
び
し
て
使
う
こ
と
で
、
自
身
の

枠
を
拡
大
す
る
感
覚
を
経
験
で
き
る
学
習
で
す
。

❹
「
学
ぶ
価
値
あ
る
四
字
熟
語
」
を
持
ち
寄
る

　

授
業
冒
頭
の
漢
字
学
習
で
の
実
践
で
す
。「
み

ん
な
が
学
ぶ
価
値
の
あ
る
四
字
熟
語
を
募
集
」
と

題
し
ま
し
た
。
生
徒
全
員
が
、
好
き
な
四
字
熟
語

を
一
つ
選
び
、
読
み
方
・
意
味
・
使
い
方
を
調
べ

て
書
い
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
を
集
め
て
作
っ
た

「
教
材
」
を
、
み
ん
な
で
覚
え
て
い
き
ま
す
。
出

て
き
た
熟
語
は
、「
魑ち

魅み

魍も
う

魎り
ょ
う

」「
刻
苦
勉
励
」「
融

通
無
碍げ

」「
一
意
専
心
」「
啐そ
っ

啄た
く

同
時
」
な
ど
な
ど

多
様
で
、
学
習
後
、
日
記
や
作
文
を
書
く
と
き
に

使
う
生
徒
の
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

❺ 

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
演
習

　

学
年
後
半
で
は
、
全
員
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
演
習
を
行
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
好

き
な
モ
ノ
・
コ
ト
」「
お
す
す
め
の
物
語
」
な
ど

で
す
。
こ
こ
ま
で
の
実
践
に
よ
っ
て
、「
な
ん
か

ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
思
案
し
、「
そ
う
き
た
か
！
」

と
選
択
の
可
能
性
の
広
が
り
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
発
表
内
容
や
方
法

の
工
夫
を
楽
し
み
ま
す
。
発
表
で
は
、
テ
ー
マ
に

応
じ
た
内
容
を
各
自
の
「
語
彙
」
を
用
い
て
披

露
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
文
学
に

つ
い
て
語
る
語
彙
と
し
て
は
、「
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｗ
Ｉ
Ｍ

Ｐ
Ｓ
の
世
界
観
が
好
き
」「
く
ま
の
プ
ー
さ
ん
は
、

解
釈
に
よ
っ
て
は
…
…
」「
あ
の
作
品
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
」
な
ど
の
言
葉
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
友
達
の

発
表
が
刺
激
に
な
り
、
さ
ら
に
言
葉
の
選
択
が
磨

か
れ
ま
す
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
び
手
が
自
ら
学
び

成
長
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
ま
す
。「
語

彙
の
充
実
」
も
、
教
師
が
語
彙
リ
ス
ト
を
与
え
る

よ
り
、
生
徒
が
「
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」
と
思

案
し
、「
そ
う
き
た
か
！
」
と
感
嘆
し
て
共
有
を

楽
し
み
、
自
身
の
語
彙
を
充
実
さ
せ
て
い
く
。
そ

ん
な
方
向
に
い
ざ
な
う
べ
き
、
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
日
、「
湯
葉
」
を
知
り
、「
お
い
し
そ
う
」
と

感
じ
た
生
徒
の
「
食
べ
物
語
彙
」
に
は
、
こ
の
言

葉
が
加
わ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
何
よ
り
「
選
択
の

お
も
し
ろ
さ
」
を
知
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

❷ 

韻
文
の
空
欄
埋
め
で
試
行
錯
誤

■
「（　
　

）
を
し
て
も
一
人
」

　

括
弧
内
に
ピ
タ
リ
と
く
る
も
の
を
考
え
さ
せ
ま

す
。
生
徒
か
ら
は
、「
お
に
ご
っ
こ
」「
あ
や
と
り
」

や
、「
鍋
」
も
挙
が
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
尾
崎

放
哉
の
俳
句
を
教
え
、「
確
か
に
寂
し
い
」「
心
細

そ
う
」
な
ど
と
鑑
賞
し
ま
す
が
、「
咳
」
が
唯
一

の
正
解
と
教
え
る
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ピ
タ
リ
と
く
る
言
葉
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
、

「
そ
う
き
た
か
！
」
と
選
択
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
、

「
鍋
」「
咳
」
な
ど
を
「
一
人
だ
と
寂
し
い
こ
と
語

彙
」
に
加
え
る
こ
と
な
ど
経
験
さ
せ
た
い
の
で
す
。

■
「
街
を
ゆ
き
子
供
の
傍
を
通
る
時

　

 

（　
　

）
の
香
せ
り
冬
が
ま
た
来
る
」

　

こ
ち
ら
も
同
様
に
問
い
ま
す
。
生
徒
か
ら
は
、

「
ス
ト
ー
ブ
」「
灯
油
」「
こ
た
つ
」、
そ
し
て
「
た

ん
す
」
と
い
う
言
葉
ま
で
出
て
き
ま
し
た
。「
初

冬
の
セ
ー
タ
ー
の
匂
い
」
と
は
「
そ
う
き
た
か
！
」

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
原
典
で
あ
る
木
下
利
玄
の
短

歌
と
同
じ
「
蜜
柑
」
も
挙
が
り
ま
し
た
。「
初
冬

の
子
ど
も
の
匂
い
」
に
つ
い
て
思
案
し
、
誰
か
の

考
え
に
「
そ
う
き
た
か
！
」
と
感
嘆
す
る
こ
と
で

　
「
語
彙
の
豊
か
さ
」
は
、
単
に
「
語
句
の
量
が

多
い
」
こ
と
と
は
少
し
違
い
ま
す
。「
語
彙
」
と

は
「
言
葉
の
集
ま
り
」
の
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

色
彩
語
彙
。
色
名
を
多
く
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、「
や
や
赤
み
を
帯
び
た
明
る
い
紫
」
を
「
オ
ー

キ
ッ
ド
」、「
暗
い
緑
」
を
「
橄か
ん

欖ら
ん

色
」
な
ど
と
、

眼
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
ピ
タ
リ
と
表
現
で
き
て

こ
そ
「
色
彩
語
彙
が
豊
か
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

石
黒
圭
は
、「
語
彙
力
＝
語
彙
の
量（
豊
富
な
語

彙
知
識
）×
語
彙
の
質（
精
度
の
高
い
語
彙
運
用
）」

と
論
じ
て
い
ま
す
（
※
）。
ピ
タ
リ
と
表
現
で
き

る
よ
う
「
語
彙
を
豊
か
」
に
す
る
に
は
、「
語
句

の
増
量
」
を
目
ざ
し
て
、
既
成
の
言
葉
を
学
ぶ
必

要
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
世
界
の
事
象
は
多
様
。

有
限
の
言
葉
の
収
集
に
加
え
て
、「
言
葉
の
再
活

用
能
力
」
も
、
語
彙
指
導
の
範
囲
に
入
れ
た
い
と
、

私
は
考
え
ま
す
。
前
述
の
色
彩
語
「
オ
ー
キ
ッ

「
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
…
…
」「
そ
う
き
た
か
！
」の
循
環

神
戸
親
和
女
子
大
学
教
授
　
齋さ

い

藤と
う

隆た
か

彦ひ
こ

指
導
の
意
図

1

お
わ
り
に

3

表
現
の
可
能
性
を

意
識
す
る

2

※　参照：石黒圭（2016）『語彙力を鍛える』光文社 
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語
彙
を

　
豊
か
に
す
る

　
　
　
　
授
業

特 

集

実
践

3

　

生
徒
た
ち
の
語
句
を
増
や
し
、
語
彙
を
豊
か
に

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
さ
─
─
つ
ま
り
、「
表

現
す
る
っ
て
楽
し
い
な
」「
そ
の
表
現
、
す
ご
く

わ
か
り
や
す
い
」
と
い
う
実
感
を
も
た
せ
る
こ
と

が
大
切
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「『
ヤ
バ
イ
、

ビ
ミ
ョ
ー
』
か
ら
の
卒
業
〜
も
っ
と
『
伝
わ
る
』

表
現
を
目
ざ
し
て
〜
」
と
題
し
、
普
段
の
言
葉
の

中
に
息
づ
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
声
語
・
擬
態
語
）

を
取
り
上
げ
、
五
感
を
働
か
せ
て
表
現
す
る
楽
し

さ
を
味
わ
え
る
授
業
を
試
み
ま
し
た
。

■
目
標 

○ 

伝
え
た
い
こ
と
や
気
持
ち
に
合
っ
た
表
現
を
す

る
た
め
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
効
果
的
に
使
う
。

■
学
習
の
実
際
・
指
導
の
工
夫

 

第
一
・
二
時
　

・ 

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
理
解
し
、
学
習
の
見
通

し
を
も
つ
。

・ 

自
分
の
好
き
な
食
べ
物
の
特
徴
を
表
す
オ
ノ
マ

ト
ペ
を
用
い
て
お
い
し
さ
が
伝
わ
る
紹
介
文
を

書
き
、
ク
イ
ズ
大
会
を
す
る
。

① 

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
豊
か
さ
に
気
づ
く

　

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、
お

菓
子
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
複
数
提
示
し
ま
し
た
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る

言
葉
、
思
わ
ず
食
べ
て
み
た
く
な
る
よ
う
な
食
感

や
見
た
目
を
伝
え
る
表
現
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
せ
ま
し
た
。

② 

五
感
を
働
か
せ
て
食
べ
物
を
表
現
す
る

　

お
菓
子
以
外
の
食
べ
物
を
い
く
つ
か
提
示
し
、

五
感
を
働
か
せ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
取
り
入
れ
、
お

い
し
さ
が
伝
わ
る
紹
介
文
を
書
か
せ
ま
し
た
。「
お

い
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
お
い
し
さ
を

表
現
す
る
こ
と
が
条
件
で
す
。
生
徒
は
、
同
じ
食

べ
物
で
も
多
様
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
え
る
こ
と
、

五
感
を
働
か
せ
る
と
「
お
い
し
い
」
の
理
由
が
具

体
的
に
な
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

　

自
分
の
紹
介
文
が
ク
イ
ズ
と
し
て
成
立
す
る
た

め
に
ど
ん
な
表
現
を
用
い
る
べ
き
か
熟
慮
す
る
生

徒
の
姿
が
見
ら
れ
、
生
徒
が
自
分
の
表
現
を
見
つ

め
る
・
見
直
す
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

 

第
三
時

 ・ 

イ
ラ
ス
ト
を
見
て
人
物
や
場
面
の
様
子
を
伝
え

る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
考
え
、
交
流
す
る
。

　

こ
こ
で
は
、
表
現
の
対
象
を
食
べ
物
以
外
の
物

や
音
、
動
作
、
状
態
、
感
情
に
広
げ
ま
す
。
参
考

図
書
（
※
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
吹
き
出
し
の
な

い
イ
ラ
ス
ト
（
男
の
子
が
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で

い
る
場
面
）
を
使
用
し
、
ど
ん
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
で

表
現
で
き
る
か
を
考
え
さ
せ
ま
し
た
。

　

プ
ル
ト
ッ
プ
を
開
け
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
か
ら

そ
の
音
を
尋
ね
る
と
、
生
徒
か
ら
は
「
カ
チ
ッ
」

「
プ
シ
ュ
ッ
」
と
い
う
声
が
上
が
り
ま
し
た
。「
プ

シ
ュ
ッ
」と
答
え
た
生
徒
が「
炭
酸
飲
料
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
」
と
言
う
と
、
他
の
生
徒
は
「
ジ
ュ
ー
ス

の
種
類
に
よ
っ
て
音
は
違
う
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

ま
た
、
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で
い
る
イ
ラ
ス
ト
か
ら

は
、「
ご
く
ん
」「
ご
く
り
」
が
ひ
と
口
で
飲
み
下

す
様
子
で
あ
る
の
に
対
し
、「
ご
く
ご
く
」「
ぐ
び

ぐ
び
」
な
ど
反
復
型
の
も
の
は
勢
い
よ
く
飲
み
続

け
る
様
子
で
あ
る
と
意
見
が
飛
び
交
い
ま
し
た
。

　

授
業
後
、
次
の
よ
う
な
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

・ 

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
と
味
や
食
感
が
も
っ
と
伝

わ
る
。「
サ
ク
サ
ク
」
と
「
ザ
ク
ザ
ク
」
は
少

し
言
葉
が
違
う
だ
け
で
全
く
印
象
が
違
う
。

・ 

オ
ノ
マ
ト
ペ
で
音
や
気
持
ち
が
想
像
で
き
る
。

・ 

同
じ
絵
で
も
人
そ
れ
ぞ
れ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
違

い
、
こ
ん
な
感
じ
方
も
あ
る
の
か
と
驚
い
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
表
現
の
多
様
性

や
わ
ず
か
な
差
異
も
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
静
止
画
で
あ
る
イ
ラ
ス
ト
に
オ
ノ
マ

ト
ペ
が
命
を
吹
き
込
む
こ
と
も
、
活
動
を
通
し
て

実
感
し
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
言
語
感
覚

を
磨
く
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

実
践
後
、
生
徒
の
生
活
記
録
文
に
オ
ノ
マ
ト
ペ

を
使
っ
た
表
現
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
け
で
な
く
多
様
な
修
飾
語
や
比
喩
、

類
似
表
現
な
ど
も
視
野
に
入
れ
、
語
彙
を
豊
か
に

す
る
授
業
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

③ 

好
き
な
食
べ
物
ク
イ
ズ
大
会
を
す
る

　

自
分
の
好
き
な
食
べ
物
を
友
達
に
当
て
て
も
ら

う
ク
イ
ズ
（
紹
介
文
）
を
作
る
た
め
、
そ
の
食
べ

物
に
つ
い
て
「
味
、
食
感
、
見
た
目
、
香
り
」
の

観
点
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
を
作
り

ま
す
。紹
介
文
は
、集
め
た
言
葉
を
効
果
的
に
使
っ

て
百
字
程
度
に
収
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

︿
紹
介
文
の
例
﹀

　

生
徒
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

や
考
え
を
一
つ
の
言
葉
だ
け
で
表
現
し
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
、
生

徒
が
よ
く
使
う
言
葉
に
「
ヤ
バ
イ
」「
ビ
ミ
ョ
ー
」

が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、「
ヤ
バ
イ
」
は

本
来
の
「
危
険
だ
」「
悪
い
予
感
」
等
の
意
味
の

他
に
、「
す
ご
い
」「
す
て
き
だ
」
な
ど
の
プ
ラ
ス

評
価
を
表
す
も
の
と
し
て
、「
ビ
ミ
ョ
ー
」
は
肯

定
と
も
否
定
と
も
い
え
な
い
曖
昧
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
伝
え
る
の
に
便
利
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
否

定
寄
り
の
意
味
合
い
で
使
う
と
の
こ
と
で
す
。

　

言
葉
は
変
化
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
伝
え
合
え
る
若
者
ど
う
し
で
あ
っ
て
も
、

物
事
や
自
分
の
考
え
を
単
純
な
ひ
と
言
で
片
づ
け

て
し
ま
う
傾
向
は
、
曖
昧
な
ま
ま
の
思
考
を
助
長

さ
せ
、
よ
り
よ
く
伝
え
よ
う
と
す
る
相
手
へ
の
配

慮
や
、
自
身
の
言
葉
遣
い
へ
の
こ
だ
わ
り
が
欠
落

し
て
い
く
危
惧
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

「
ヤ
バ
イ
、ビ
ミ
ョ
ー
」
か
ら
の
卒
業 

〜
も
っ
と
「
伝
わ
る
」
表
現
を
目
ざ
し
て
〜

岐
阜
県
各
務
原
市
立
中
央
中
学
校
教
諭
　
村む

ら

上か
み

薫の
ぶ

子こ

指
導
の
意
図

1

お
わ
り
に

3

授
業
の
展
開

2

※　はせみつこ・中畝治子（2006）『ひらひらきらり　擬音語・擬態語１・２・３』冨山房インターナショナル　

　

濃
厚
で
ク
リ
ー
ミ
ー
な
あ
つ
あ
つ
の
○
○
。

中
に
は
プ
リ
プ
リ
の
エ
ビ
。
プ
チ
ッ
と
い
う
食

感
が
最
高
。
じ
ゅ
わ
じ
ゅ
わ
お
ど
る
○
○
か
ら

出
る
ほ
ん
わ
か
と
し
た
甘
い
香
り
も
や
み
つ
き

に
な
る
お
い
し
さ
。（
グ
ラ
タ
ン
）

　

ほ
ろ
苦
く
甘
い
、
深
み
の
あ
る
大
人
の
味
。

口
の
中
で
ぐ
〜
ん
と
広
が
る
甘
み
と
苦
み
の
ほ

ど
よ
い
バ
ラ
ン
ス
。
冷
や
す
と
外
は
カ
リ
ッ
。

内
は
ギ
ュ
ッ
。
温
め
る
と
と
ろ
〜
り
と
お
ど
り

だ
す
。
ほ
ん
の
り
香
る
○
○
は
食
べ
た
ら
絶
対

や
め
ら
れ
な
い
。（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
）

▲「チョコレート」のイメージマップ

使
用
教
材
：
「
言
葉
を
集
め
よ
う
」（
一
年
）
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お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　
渡わ

た

辺な
べ

光こ
う

輝き

人
物
の
関
係
を「
可
視
化
」す
る

1819

　「
読
む
こ
と
」
指
導
の
一
番
の
難
し
さ
は
、
そ
れ
が
目
に
見
え
な
い
、
頭
の
中
の
活
動
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
そ
れ
を
可
視
化
す
る
一
つ
の
手
立
て
に
な
り

そ
う
で
す
。
今
回
は
、そ
ん
な
「
読
む
こ
と
」
指
導
の
中
で
の
可
視
化
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

千葉県生まれ。千葉大学
大学院修了。千葉県の公
立中学校教諭，千葉大学
教育学部附属中学校教諭
を経て，現職。共著書に『中
学生を作文好きにする！ 
新レシピ 60 ＆ワークシー
ト』（明治図書出版）など。

1
「
聞
く
」中
心
の
学
習
か
ら

「
見
る
」中
心
の
学
習
へ

　

先
日
、
筑
波
大
学
附
属
小
学
校
の
青
山
由
紀

先
生
の
授
業
を
参
観
し
ま
し
た
。

　

青
山
先
生
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し

た
国
語
の
授
業
を
数
多
く
実
践
し
て
い
る
先
生

で
す
。
こ
の
と
き
の
授
業
で
も
、
小
学
生
が
一

人
一
台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
使
っ
て
「
読
む

こ
と
」
の
学
習
に
取
り
組
む
、
最
先
端
の
国
語

の
授
業
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
先
生
が
児
童
に
発
問
を
し
ま
す
。
す

る
と
、
児
童
は
自
分
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
学

習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
「
黒
板
ツ
ー
ル
」

（
※
）
を
使
っ
て
教
材
本
文
を
抜
き
出
し
た
り
、

書
き
込
ん
だ
り
し
て
思
考
を
ま
と
め
て
い
き
ま

す
。

　

先
生
の
手
元
に
あ
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
は
、
授

業
支
援
シ
ス
テ
ム
（「
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ
Ｓ
ｃ
ｈ

ｏ
ｏ
ｌ
」）
で
送
ら
れ
た
児
童
全
員
の
デ
ジ
タ

ル
教
科
書
の
画
面
が
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す

（
ク
イ
ズ
番
組
の
よ
う
に
、
全
員
の
画
面
が
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
反
映
さ
れ
て
、
先
生
の
手
元
に

そ
の
情
報
が
集
め
ら
れ
ま
す
）。

　

ま
た
、
教
室
前
面
に
巨
大
な
電
子
黒
板
が
あ

り
、
同
じ
よ
う
に
児
童
全
員
の
画
面
が
映
し
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
青
山
先
生
は
「
こ
の
発
想
は

い
い
な
」
と
思
う
児
童
の
画
面
を
選
び
、
そ
れ

を
電
子
黒
板
に
一
つ
ず
つ
、
次
々
と
大
き
く
投

影
し
て
い
き
ま
す
。
他
の
児
童
は
そ
れ
を
時
折

見
な
が
ら
、
内
容
を
参
考
に
し
て
活
動
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

　

ク
ラ
ス
全
体
で
の
共
有
の
活
動
で
も
、
こ
の

授
業
支
援
シ
ス
テ
ム
が
大
活
躍
し
ま
す
。
あ
る

児
童
の
画
面
を
ク
ラ
ス
全
体
に
提
示
し
、
そ
れ

を
も
と
に
み
ん
な
で
考
え
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
最
先
端
の
授
業
が
、
従
来
の
授
業
と
何

が
違
う
の
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
に
は
「
見
る
こ
と
」

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
づ
き
ま
し
た
。

　

児
童
は
、
発
問
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
デ

ジ
タ
ル
教
科
書
に
表
示
し
て
「
可
視
化
」
し
ま

す
。
そ
し
て
そ
れ
を
教
師
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

「
見
て
」、
把
握
し
て
い
き
ま
す
。
教
室
前
面
の

電
子
黒
板
に
は
児
童
の
画
面
が
映
し
出
さ
れ
る

の
で
、
そ
れ
を
他
の
児
童
は
「
見
て
」
ヒ
ン
ト

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
全
体
で
の
話
し
合

い
で
は
、
一
つ
の
画
面
を
全
員
で
「
見
合
い
」、

そ
れ
を
土
台
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
私
が
難
し
い
な
と

感
じ
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
の
頭
の
中
の
「
読

む
」
と
い
う
活
動
を
、
ど
う
や
っ
て
目
に
見
え

る
形
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問

題
で
す
。
そ
れ
は
、
ど
う
読
ま
せ
る
か
と
い
う

　

こ
の
よ
う
な
、
可
視
化
・
可
聴
化
の
さ
ま
ざ

ま
な
手
立
て
を
講
じ
な
が
ら
、「
読
む
」
と
い

う
頭
の
中
の
目
に
見
え
な
い
世
界
を
表
出
さ
せ
、

そ
れ
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
授
業
づ
く
り
の

一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

で
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
可
視
化
を
支
援
し
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
可
視
化
」を
生
か
し
た

授
業
実
践

❶	

教
材

「
盆
土
産
」（
三
浦
哲
郎
／
二
年
）

❷	

ね
ら
い

・ 

作
品
の
構
成
や
登
場
人
物
の
描
写
に
着
目
し

て
、
人
柄
や
心
情
を
読
み
取
る
。

❸	

教
材
の
特
徴
と
授
業
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト

　
「
盆
土
産
」
は
何
度
も
授
業
で
取
り
上
げ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
作
品
は
な
か
な
か
生
徒
に

と
っ
て
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
多
く
、

か
な
り
し
っ
か
り
と
読
み
込
ま
な
い
と
味
わ
う

こ
と
が
難
し
い
作
品
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

特
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
家
族
の
置
か

れ
て
い
る
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
と
、
時
代
背

景
を
理
解
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
が
押
さ
え
ら

れ
て
い
な
い
と
、
父
親
が
「
お
盆
」
に
帰
っ
て

く
る
こ
と
の
重
み
が
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
授
業
で
は
「
ジ
グ
ソ
ー
学
習
」
の

方
法
で
、
グ
ル
ー
プ
内
で
分
担
し
て
作
品
世
界

の
中
に
入
っ
て
い
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。

問
題
と
同
じ
く
ら
い
、
私
が
課
題
と
し
て
考
え

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

黒
板
も
、
ノ
ー
ト
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
も
、
ま

た
、
話
し
合
っ
た
り
書
き
合
っ
た
り
す
る
言
語

活
動
も
、
つ
ま
り
は
「
読
む
」
と
い
う
見
え
な

い
世
界
の
、
可
視
化
（
可
聴
化
）
と
共
有
の
問

題
と
言
い
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

授
業
の
中
の「
可
視
化
」

を
考
え
る

　

国
語
の
授
業
で
は
、ど
ん
な
「
可
視
化
」（
可

聴
化
）
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

国
語
の
授
業
で
の
、読
み
の
「
可
視
化
」

〇
可
視
化
の
例

・【
教
科
書
】
の
本
文
に
書
き
込
み
を
す
る
。

・─

感
想
や
考
え
を
【
ノ
ー
ト
】【
黒
板
】
に
書

く
。

・─

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
【
模
造

紙
】
や
【
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
】
に
書
き
出

す
。

・【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
】
に
沿
っ
て
、
問
題
に
対────

　
す
る
自
分
の
考
え
を
書
く
。

・
意
見
を
【
付
箋
】
に
書
い
て
整
理
す
る
。

・
順
序
や
関
係
な
ど
を
【
図
表
】
に
表
す
。

・─

イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
を
【
イ
ラ
ス
ト
】
で

描
く
。

ジ
グ
ソ
ー
学
習
の
分
担

①	

「
い
つ
・
ど
こ
で
」
係
…
…
情
景
描
写
や
会

話
文
な
ど
か
ら
時
代
や
場
所
を
類
推
す
る
。

②	

登
場
人
物
係
…
…
登
場
人
物
の
関
係
や
、

人
柄
を
読
み
取
る
。

③	

語
句
調
べ
係
…
…
難
語
句
に
つ
い
て
辞
書

な
ど
で
調
べ
る
。

④	

キ
ー
ワ
ー
ド
、
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
係
…
…
作

品
中
の
言
葉
（「
エ
ビ
フ
ラ
イ
」「
帽
子
」「
ド

ラ
イ
ア
イ
ス
」
な
ど
）
に
つ
い
て
、
読
み

取
れ
る
こ
と
を
考
え
る
。

〇
可
聴
化
の
例

・─

解
釈
を
【
音
読
】
【
動
作
】
で
表
現
す
る
。

・
考
え
た
こ
と
を
一
人
で
【
つ
ぶ
や
く
】。

・
教
師
の
発
問
に
【
口
頭
で
答
え
る
】。

・
お
互
い
に
疑
問
点
を
【
質
問
し
合
う
】。

・─

隣
の
生
徒
や
グ
ル
ー
プ
で
【
話
し
合
う
】。

・─

考
え
た
こ
と
、
調
べ
た
こ
と
を
【
発
表
す

る
】。

　

※─

【　

】
は
可
視
化
・
可
聴
化
を
支
援
す
る
ツ
ー

ル
や
手
法
で
す
。

2

3

※　教材本文から抜き出したキーワードや挿絵を，自由に動かすことができるツール。
　　詳細は，本連載第２回（本誌82号）参照。  
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❹	

授
業
の
流
れ

▼
第
一
時

　

通
読
し
、
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
線
を
引
い

た
り
、
感
想
や
疑
問
を
ノ
ー
ト
に
書
い
た
り
し

ま
し
た
。
書
き
込
み
や
ノ
ー
ト
を
も
と
に
グ

ル
ー
プ
で
意
見
交
換
を
し
ま
し
た
。

▼
第
二
時

　

グ
ル
ー
プ
内
で
係
を
決
め
、
各
自
で
追
究
活

動
を
し
て
い
き
ま
す
。
国
語
辞
典
や
図
書
館
の

資
料
を
使
っ
て
調
べ
た
生
徒
も
い
ま
す
。

　

授
業
の
後
半
で
、
他
の
班
の
同
じ
係
の
生
徒

ど
う
し
で
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
に
書
き
込
む
な
ど
し
て
集
約
し
て

い
き
ま
し
た
（
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を

各
係
に
一
台
貸
し
出
し
）。

▼
第
三
時

　

そ
れ
ぞ
れ
の
係
で
調
べ
た
り
読
み
取
っ
た
り

し
た
内
容
を
グ
ル
ー
プ
内
で
伝
え
合
い
、
さ
ら

に
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
学

習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
画
面
を
示
し
な
が

ら
確
認
し
ま
し
た
。

▼
第
四
時

　

第
一
時
で
出
た
問
い
に
つ
い
て
、
ま
だ
解
決

し
て
い
な
い
も
の
、
新
た
に
出
た
問
い
に
つ
い

て
考
え
、
作
品
の
読
み
を
深
め
ま
し
た
。

❺	

登
場
人
物
の
関
係
を
可
視
化
す
る
ツ
ー
ル

　

第
二
・
三
時
に
活
用
し
た
の
が
、
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
に
「
ワ
ー
ク
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い

る
登
場
人
物
の
関
係
を
整
理
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。

　

こ
の
ツ
ー
ル
に
は
、
左
の
よ
う
な
ス
タ
ン
プ

が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
配
置
す
る
こ
と
で
人

物
の
関
係
が
整
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
紙
の
ノ
ー
ト
上
で
も
人
物
の
関

係
を
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
デ
ジ
タ

ル
の
よ
さ
は
、
ス
タ
ン
プ
や
線
な
ど
を
自
由
に

動
か
し
て
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
に
合
っ
た
も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
点
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
員
が
共
通

の
ス
タ
ン
プ
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
イ

メ
ー
ジ
の
共
有
が
し
や
す
く
な
る
と
い
う
よ
さ

も
あ
り
ま
す
。

授
業
で
ど
う
活
用
す
る
？

　

今
回
の
授
業
で
は
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
読

み
取
る
係
の
生
徒
が
、
情
報
を
共
有
す
る
際
に

こ
の
ツ
ー
ル
を
活
用
し
ま
し
た
（
左
ペ
ー
ジ
図
）。

そ
れ
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
場
面
で
活
用
で
き

そ
う
で
す
。

①
ク
ラ
ス
、
グ
ル
ー
プ
で
共
有
す
る

　

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク

タ
な
ど
の
投
影
装
置
が
あ
る
場
合
に
は
、
生
徒

一
人
一
人
が
ノ
ー
ト
な
ど
に
整
理
し
た
人
物
相

関
図
を
、
教
師
が
全
体
で
集
約
す
る
と
き
に
使

え
ま
す
。

②
個
人
（
グ
ル
ー
プ
）
で
整
理
す
る

　

一
人
一
台
（
グ
ル
ー
プ
で
一
台
）
の
学
習
者

用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
あ
る
場
合
は
、
最
初
か

ら
こ
の
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
登
場
人
物
を
整
理
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
可
視
化
」を
引
き
出
す

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
へ

　

こ
の
よ
う
に
、文
学
作
品
に
表
れ
て
い
る「
人

物
の
関
係
」
や
「
性
格
」
と
い
う
「
目
に
見
え

な
い
も
の
」
を
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
い
う
ツ
ー

ル
に
よ
っ
て
「
可
視
化
」
し
、
共
有
し
た
り
、

深
め
た
り
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
盆
土
産
」
の
実
践
で
は
、
登
場
人
物
を
可

視
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
書
か
れ
て
い
な
い

部
分
」
に
ま
で
目
が
向
き
、
気
づ
き
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
家
族
の
中
で
の
「
母
」
の
不
在
に
気

づ
い
た
の
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は

作
品
を
理
解
す
る
キ
モ
の
部
分
で
す
。
四
月
教

材
の「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」の
学
習
で
は「
書

か
れ
て
い
る
部
分
」
か
ら
人
物
の
関
係
を
読
み

取
り
ま
し
た
が
、
こ
の
学
習
で
は
、
そ
れ
を
一

段
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
ツ
ー
ル
を
生
徒
が
使
い
こ
な
し

て
い
て
お
も
し
ろ
い
な
と
感
じ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
フ
リ
ー
ス
タ
ン
プ
」
の

活
用
で
す
。
フ
リ
ー
ス
タ
ン
プ
は
、
自
由
に
文

字
を
入
れ
て
ス
タ
ン
プ
を
作
る
機
能
で
す
。
生

徒
は
登
場
人
物
の
性
格
な
ど
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ス
タ
ン
プ
を
ど
ん
ど
ん
作
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
は
、
生
徒
は
と
て
も

楽
し
ん
で
取
り
組
み
ま
す
。

　
「
ツ
ー
ル
に
使
わ
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
自

分
た
ち
で
「
ツ
ー
ル
を
使
い
こ
な
す
」、
ま
た

は
「
フ
リ
ー
ス
タ
ン
プ
」
の
よ
う
に
「
ツ
ー
ル

を
作
る
」
レ
ベ
ル
ま
で
い
く
と
、
デ
ジ
タ
ル
教

科
書
な
ど
の
ツ
ー
ル
は
、
真
に
自
分
た
ち
の
学

び
の
道
具
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に

も
、
あ
る
程
度
、
自
由
度
の
あ
る
活
動
の
中
で
、

生
徒
に
試
行
錯
誤
さ
せ
て
思
考
を
引
き
出
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。

4

5

作品の登場人物，
事柄がスタンプに
なっている（「盆
土 産 」 の 作 品 に
沿った内容になっ
ている）。

登場人物の関係を
表す言葉（「親子」

「主従」など）が
スタンプになって
いる。

「喜び」「悲しみ」
など，感情を表す
キーワードもスタ
ン プ に な っ て い
る。線を引くこと
もできる。

▲

デジタル教科
書を使って登場
人物を整理した
画面



絵
本
と
も
っ
と
親
し
く

な
る
た
め
の
読
み
聞
か
せ

北海道札幌市立向陵中学校教諭

高
たか

橋
はし

　伸
しん

1964年，北海道生まれ。北海
道教育大学札幌校卒業。北海道
教育大学附属札幌中学校を経て，
札幌市の公立中学校教諭として
勤務。

　
授
業
づ
く
り
に
役
立
つ
本
、
授
業
と
か
ら
め
て
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
本
な
ど
を

紹
介
す
る
リ
レ
ー
連
載
で
す
。
第
一
回
は
、
高
橋
伸
先
生
（
札
幌
市
立
向
陵
中
学

校
教
諭
）
に
ご
担
当
い
た
だ
き
ま
し
た
。

リ

レ 　 連 載
授
業
に
役
立
つ

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
1

24

【
ね
ら
い
】

・ 

目
的
や
相
手
を
意
識
し
た
読
み
聞
か
せ
を
工
夫

す
る
。

・
絵
本
や
読
み
聞
か
せ
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
く
。

　

技
術
・
家
庭
科
の
授
業
で
絵
本
を
読
む
声
が
聞

こ
え
て
く
る
。
教
室
を
の
ぞ
く
と
、
生
徒
が
真
剣

に
、
幼
児
向
け
の
絵
本
を
手
に
読
み
聞
か
せ
の
練

習
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
光
景
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
も
う
ず
い
ぶ
ん
経
つ
。家
庭
分
野
に
は「
幼

児
と
触
れ
合
う
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
幼
児
へ

の
関
心
を
深
め
、
か
か
わ
り
方
を
工
夫
で
き
る
こ

と
。」
と
い
う
指
導
事
項
が
あ
り
、
幼
稚
園
や
保

育
所
に
出
向
い
た
り
、
学
校
に
園
児
を
招
い
た
り

す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
園
児
に
読
み
聞
か
せ

を
し
た
体
験
が
、
絵
本
に
目
覚
め
る
き
っ
か
け
と

な
る
生
徒
も
い
る
。

て
み
る
の
も
楽
し
い
。
こ
れ
ら
は
、
生
徒
た
ち
が

読
み
聞
か
せ
を
し
た
い
と
感
じ
る
二
冊
で
あ
る
。

　
『
お
お
き
く
な
り
す
ぎ
た
く
ま
』『
リ
ン
ド
バ
ー

グ 

空
飛
ぶ
ネ
ズ
ミ
の
大
冒
険
』
は
、
構
成
や
展

開
を
味
わ
う
絵
本
で
あ
る
。
絵
本
は
短
時
間
で
読

め
る
の
で
、
構
成
や
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
良
さ

を
発
見
し
た
り
、
い
く
つ
か
の
作
品
を
比
較
し
た

り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。　

　

学
級
に
置
い
て
あ
る
絵
本
の
中
で
、
生
徒
の
お

気
に
入
り
は
『
世
界
で
一
番
の
贈
り
も
の
』（
評

論
社
）
で
あ
る
。
教
科
書
（
二
年
）
で
一
度
読
ん

だ
作
品
が
、
絵
本
だ
っ
た
こ
と
の
驚
き
と
、
た
く

さ
ん
の
絵
と
共
に
味
わ
え
る
喜
び
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
授
業
で
絵
本
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

中
学
校
が
最
後
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
も
楽
し
み

な
が
ら
、
我
が
子
に
読
み
聞
か
せ
を
す
る
大
人
を

育
て
た
い
と
思
う
。

　

小
学
校
で
は
教
師
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
が
盛
ん

だ
が
、
中
学
校
の
国
語
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
私
も
「
読
み
聞
か
せ
は

（
中
学
生
が
興
味
・
関
心
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
か

ら
）
や
っ
て
も
無
駄
」
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

生
徒
た
ち
は
読
む
側
・
聞
く
側
の
ど
ち
ら
に
も
非

常
に
熱
心
に
取
り
組
む
。
読
み
聞
か
せ
が
授
業
と

し
て
成
立
す
る
鍵
は
、
読
む
だ
け
、
聞
く
だ
け
で

終
わ
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う
。

　

例
え
ば
『
ミ
リ
ー
の
す
て
き
な
ぼ
う
し
』
で

は
、「
読
み
終
え
て
か
ら
園
児
に
ク
イ
ズ
を
出
す
」

と
い
う
課
題
で
、
Ｑ
＆
Ａ
を
作
成
し
た
。
幼
稚
園

訪
問
の
直
前
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
相
手
意
識
を

も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、『
お

こ
だ
で
ま
せ
ん
よ
う
に
』
で
は
、
主
人
公
の
少
年

が
短
冊
に
願
い
事
を
書
く
場
面
で
読
み
聞
か
せ
を

止
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
願
い
事
を
予
想
し
て
書
い

おおきく
なりすぎたくま
リンド・ワード 文・画／渡辺茂男 訳
ほるぷ出版／ 1985年

クマとの出会い，そして蜜月。それに続く
悲しい結末を誰もが予想するが，ありきた
りに終わらない展開が見事。どんでん返し
をくらう爽快感を味わいながら，構成や展
開について考えることができる。

リンドバーグ
空飛ぶネズミの大冒険
トーベン・クールマン 作／金原瑞人 訳
ブロンズ新社／ 2015年

スピード感とスリルある展開の本。主人公
が苦労を重ねて夢を達成する姿は，映画を
一本観たような満足感がある。この後に出
版された『アームストロング 宙飛ぶネズ
ミの大冒険』（ブロンズ新社）と合わせて
読みたい。凝った装丁にも注目してほしい。

おこだでません
ように
くすのきしげのり 作／石井聖岳 絵
小学館／ 2008年

特に男の子が共感する絵本。また，
教師や親が，日常の子どもとの関わ
りを振り返って身につまされる一
冊。関西弁の発音が難しいけれど，
わからないなりに一生懸命読む姿を
見せたい。

ミリーの
すてきなぼうし
きたむらさとし 作
ＢＬ出版／ 2009年

小学校国語教科書（２年上巻）で教
材として取り上げられている絵本。
絵を指さしながら読んでいくと楽し
い。幼稚園での読み聞かせでは，園
児との会話が弾む。「自分だけのぼう
しって何だろう」と，想像が膨らん
でいく。




