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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1964 年、佐賀県生まれ。86 年、
ＮＨＫ入局。アナウンサーとして
東京のほか、福岡、佐賀、名古屋、
松山に勤務。オリンピックは夏冬
７回、ワールドカップは2010 年
南アフリカ大会まで５大会連続で
現地から中継。現在の主な実況種
目はサッカー、体操、野球（ＭＬＢ）
など。実況のほか、「Ｊリーグタイ
ム」などの番組で随時、キャスター
を務める。09 年から解説委員を
兼務し、大相撲などスポーツ全般
のニュース解説も担当。 

　

ニ
ュ
ー
ス
を
読
む
、
番
組
で
リ
ポ
ー
ト
を
す

る
、
ス
テ
ー
ジ
で
司
会
を
す
る
。
私
た
ち
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
を
担
当
す
る

中
で
、
ス
ポ
ー
ツ
実
況
は
、
い
さ
さ
か
特
殊
性

が
強
い
分
野
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
大
の
特
徴

は
、
表
現
の
ほ
と
ん
ど
を
「
即
時
描
写
」
が
占

め
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
予
め
用
意
さ
れ
た

原
稿
が
な
い
」
こ
と
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
実
況
は
、
コ
ン
マ
数
秒
単
位
で
変

化
す
る
プ
レ
ー
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
、
現
象
を

描
写
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ラ
ジ
オ

実
況
の
一
例
。
「
ピ
ッ
チ
ャ
ー
、
投
げ
ま
し

た
、
打
ち
ま
し
た
、
サ
ー
ド
ゴ
ロ
、
一
塁
へ
送

球
、
ア
ウ
ト
」
。
新
人
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
初
め

て
野
球
を
実
況
す
る
と
、
こ
う
し
た
「
点
描
」

に
な
り
が
ち
で
す
。
目
で
見
て
頭
で
状
況
を
理

解
し
て
い
て
も
、
即
座
に
言
葉
に
表
す
の
は
難

し
い
も
の
で
す
。
し
か
も
、
一
連
の
プ
レ
ー
は

あ
っ
と
い
う
間
。
こ
の
程
度
の
表
現
で
も
、
初

め
は
「
ア
ー
、
エ
ー
」
と
ま
ご
つ
い
て
し
ま
い
、

動
き
に
な
か
な
か
追
い
つ
け
ま
せ
ん
。
「
車
窓

の
風
景
を
片
っ
端
か
ら
し
ゃ
べ
っ
て
、
練
習
し

ろ
」
。
新
人
時
代
、
私
も
先
輩
か
ら
教
わ
っ
た

も
の
で
す
。

　

経
験
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
最
低
限
の
描

写
に
加
え
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
情
報
を
言
え

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
サ
ー
ド

ゴ
ロ
は
、
こ
う
表
現
さ
れ
る
プ
レ
ー
だ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
ピ
ッ
チ
ャ
ー
○
○
、
サ
イ

ド
ハ
ン
ド
か
ら
第
三
球
を
投
げ
ま
し
た
、
ス
ラ

イ
ダ
ー
。
打
ち
ま
し
た
、
い
い
当
た
り
！　

三

塁
線
の
ゴ
ロ
。
サ
ー
ド
、
横
っ
飛
び
、
捕
り
ま

し
た
！　

起
き
上
が
っ
て
、
一
塁
へ
送
球
！　

き
わ
ど
い
タ
イ
ミ
ン
グ
、
一
塁
は
、
ア
ウ
ト
！

サ
ー
ド
×
×
の
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
！
」
。

　

文
字
に
起
こ
せ
ば
、
台
本
の
よ
う
で
す
が
、

も
ち
ろ
ん
予
め
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
く
わ
け
に

も
い
き
ま
せ
ん
。
事
実
関
係
は
同
じ
サ
ー
ド
ゴ

ロ
で
も
、
臨
場
感
と
情
報
量
の
差
＝
点
描
と
実

況
の
違
い
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ

う
。
ス
ポ
ー
ツ
実
況
は
、
視
聴
者
の
イ
メ
ー
ジ

を
競
技
場
に
誘
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、
単
に
テ
ン
ポ
よ

く
、
早
口
で
伝
え
れ
ば
い
い
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
聞
き
手
の
理
解
や
感
動
を
妨
げ
る
早
口
、

情
報
量
過
多
の
実
況
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
自

己
満
足
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
を
見
る
目
を
養
い
、
価
値
基
準
、

情
報
の
優
先
順
位
を
体
得
す
る
。
そ
の
上
で
、

簡
潔
で
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
、
ふ
さ
わ
し
い

ト
ー
ン
で
プ
レ
ー
を
描
写
し
、
勝
負
の
ド
ラ
マ

を
伝
え
る
。
か
れ
こ
れ
二
十
年
以
上
ス
ポ
ー
ツ

実
況
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
試
行

錯
誤
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

「
前
畑
ガ
ン
バ
レ
」
「
飛
ん
だ
、
決
ま
っ

た
」
「
栄
光
へ
の
架
け
橋
だ
」
。
諸
先
輩
方
の

実
況
の
言
葉
は
、
名
文
句
と
し
て
語
り
継
が
れ

る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
な
ど
の
世
界
の
桧
舞
台
で
、
日
本
の
金
メ
ダ

ル
の
瞬
間
に
立
ち
会
い
、
自
分
の
言
葉
で
感
動

を
伝
え
る
。
ス
ポ
ー
ツ
実
況
を
志
す
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
な
ら
、
誰
も
が
夢
見
る
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

実
は
、
私
に
は
「
日
本
、
金
メ
ダ
ル
」
の
実

況
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
金
メ
ダ
ル

が
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
届
か
な
か
っ
た
場
面
を

何
度
も
実
況
し
て
い
ま
す
。
銀
、
銅
の
メ
ダ
ル

は
、
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
勲
章
な
の
か
、
金

を
逃
し
た
残
念
賞
な
の
か
。
選
手
に
よ
っ
て
受

け
止
め
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
視
聴
者
の
反
応
も

同
様
で
す
。
伝
え
る
側
に
は
、
「
お
め
で
と

う
」
一
辺
倒
と
は
い
か
な
い
表
現
の
難
し
さ
が

あ
り
ま
す
。

　

二
〇
〇
八
年
の
北
京
五
輪
も
そ
う
で
し
た
。

私
は
団
体
二
連
覇
と
、
冨
田
洋
之
選
手
の
個
人

総
合
金
メ
ダ
ル
が
期
待
さ
れ
た
体
操
男
子
の
実

況
を
担
当
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
団
体
で
は
中

国
に
及
ば
ず
、
銀
メ
ダ
ル
。
個
人
総
合
も
中
国

選
手
が
金
、
冨
田
選
手
は
器
具
の
不
具
合
な
ど
、

ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
あ
っ
て
四
位
、
メ
ダ
ル
を
逃

し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
十
九
歳
（
当

時
）
の
内
村
航
平
選
手
が
個
人
総
合
で
銀
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
た
の
で
す
。

　

表
彰
式
が
始
ま
り
ま
し
た
。
「
こ
の
銀
メ
ダ

ル
を
ど
う
伝
え
る
べ
き
か
」
。
生
放
送
を
続
け

な
が
ら
、
言
葉
は
な
か
な
か
ま
と
ま
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
内
村
選
手
は
初
め
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
。
大
躍
進
の
銀
メ
ダ
ル
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
、
日
本
体
操
陣
が
目
指
し
た

金
メ
ダ
ル
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
来
表
彰
台

に
立
つ
べ
き
エ
ー
ス
冨
田
選
手
の
姿
は
な
い
。

喜
び
と
無
念
さ
が
入
り
混
じ
る
中
、
場
内
に

「
シ
ル
バ
ー
メ
ダ
リ
ス
ト
、
コ
ー
ヘ
イ
・
ウ
チ

ム
ラ
」
と
内
村
選
手
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
大

き
な
拍
手
と
歓
声
を
耳
に
し
た
瞬
間
、
次
の
言

葉
が
私
の
口
か
ら
飛
び
出
し
ま
し
た
。

　

「
こ
れ
か
ら
長
く
、
長
く
、
コ
ー
ヘ
イ
・
ウ

チ
ム
ラ
の
名
前
が
世
界
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る

で
し
ょ
う
。
十
九
歳
で
、
今
大
会
二
つ
目
の
銀

メ
ダ
ル
。
ア
テ
ネ
か
ら
北
京
へ
、
そ
し
て
北
京

か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
、
夢
を
つ
な
ぐ
、
十
代
の
大

活
躍
で
し
た
」

　

世
界
が
新
星
の
誕
生
を
祝
福
し
て
い
る
。
拍

手
と
歓
声
を
そ
う
受
け
止
め
た
私
は
、
銀
メ
ダ

ル
獲
得
と
い
う
事
実
を
、
弾
ん
だ
ト
ー
ン
で
コ

メ
ン
ト
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
ア
テ
ネ
か
ら
北

京
へ
、
北
京
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
、
夢
を
つ
な

ぐ
」
の
部
分
に
、
無
念
さ
と
、
次
こ
そ
は
金
メ

ダ
ル
を
と
い
う
期
待
感
を
込
め
た
つ
も
り
で
す
。

準
備
も
推
敲
も
な
く
、
咄
嗟
に
出
た
言
葉
で
し

た
。
今
思
え
ば
、
も
っ
と
適
切
な
表
現
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
会
後
、
視

聴
者
や
関
係
者
か
ら
温
か
い
反
応
を
い
た
だ
い

た
こ
と
は
、
望
外
の
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

「
二
度
と
な
い
そ
の
瞬
間
を
、
長
く
視
聴
者

の
皆
さ
ん
に
共
感
し
て
も
ら
う
」
。
私
の
究
極

の
目
標
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

言
葉
の
巧
拙
を
超
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が

求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
果

て
ぬ
夢
を
追
い
な
が
ら
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
マ

イ
ク
に
向
か
い
ま
す
。
「
ホ
ー
ム
ラ
ン
！
」

「
シ
ュ
ー
ト
！
」
「
決
ま
っ
た
ー
！
」
何
の
変

哲
も
な
い
言
葉
に
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
思
い

を
込
め
て
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
チ
ー
フ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー　

内う
ち

山や
ま

俊と
し

哉や

0203

ス
ポ
ー
ツ
実
況

瞬
間
を
共
感
に

内山俊哉
 　うち やま とし  や
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馬
場
先
生
に
は
、
平
成
二
十
四
年
度
新
版
の
二
年
生
教
材
に
、

「
新
し
い
短
歌
の
た
め
に
」
を
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
対
談
で
は
、
教
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
短
歌
の
鑑
賞
や
実
作
の
体
験
な
ど
に
つ
い
て
、

宗
我
部
先
生
が
馬
場
先
生
に
聞
き
な
が
ら
、
豊
か
で
美
し
い
日
本
語
と
は
何
か
、

そ
れ
を
生
徒
に
伝
え
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

本
物
の
感
動
に
出
会
う

       
教
科
書

特

集

平
成
二
十
四
年
度
版
「
国
語
」
の
ご
紹
介
①

05

　

新
し
い
教
科
書
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、

生
徒
の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
豊
か
な
言
葉
を
育
む
教
材
が

さ
ら
に
充
実
し
た
こ
と
で
す
。

　

磨
き
抜
か
れ
た
言
葉
と
、
個
性
的
な
視
点
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
質
の
高
い
教
材
は
、

生
徒
た
ち
の
心
に
新
鮮
な
感
動
を
呼
び
起
こ
し
、

新
た
な
言
葉
の
世
界
へ
の
架
け
橋
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
は
、「
読
む
こ
と
」
の
領
域
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
新
し
い
教
材
の
魅
力
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

言
葉
の
力
を
知
っ
て
も
ら
え
る
と
い
い
な
と
思
い

な
が
ら
書
き
ま
し
た
。

宗
我
部　

こ
の
教
材
に
は
六
首
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
思
い
を
込
め
て
選
ば
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

最
初
に
正
岡
子
規
の
歌
を
置
き
ま
し
た
。

　
く
れ
な
ゐ
の
二
尺
伸
び
た
る
薔ば

薇ら

の
芽
の

　
針
や
は
ら
か
に
春は
る

雨さ
め

の
ふ
る　
（
※
）

　

私
も
長
い
間
、
中
学
校
や
高
校
の
教
師
を
や
っ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
正
岡
子
規
と
か
、

島
木
赤
彦
と
い
っ
た
写
生
風
の
歌
は
全
部
飛
ば
し

て
教
え
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
、
内
緒
で
す
け
ど

（
笑
）。
生
徒
は
き
っ
と
面
白
く
な
い
だ
ろ
う
と

思
っ
て
。
で
も
、
今
、
こ
う
い
う
歌
は
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
新
鮮
で
は
な
い
か
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

宗
我
部　

こ
の
歌
を
子
ど
も
た
ち
が
読
む
と
、「
く

れ
な
ゐ
の
薔
薇
の
芽
」
と
い
う
の
は
、
ど
こ
の
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
と
、
ま
ず
気
に
す
る
と
思
う
ん
で

す
。「
薔
薇
の
花
芽
だ
か
ら
赤
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
か
、「
何
か
、
と
げ
の
辺
り
も
ち
ょ
っ
と
赤
い

よ
ね
」
と
か
、
子
ど
も
ど
う
し
で
、
い
ろ
い
ろ
と

解
釈
に
つ
い
て
交
流
を
始
め
ま
す
。

律
に
よ
る
言
葉
の
豊
か
さ
、
美
し
さ
、
う
る
お
い

と
い
っ
た
も
の
に
し
っ
か
り
と
ふ
れ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

宗
我
部　

私
も
現
場
で
の
経
験
か
ら
、
言
葉
の
リ

ズ
ム
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
の
は
、
や
は
り
短

歌
や
俳
句
と
い
っ
た
伝
統
的
な
詩
歌
が
最
も
ふ
さ

わ
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

馬
場　

そ
れ
は
、
千
三
百
年
、
日
本
語
を
磨
い
て

き
た
の
が
七
五
調
の
韻
律
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う

ん
で
す
よ
。
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
型
を
砥
石

と
し
て
、
そ
れ
に
言
葉
を
乗
せ
て
磨
き
を
か
け
て

で
き
て
き
た
の
が
日
本
語
と
言
っ
て
も
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
リ

ズ
ム
は
日
本
人
の
体
が
伝
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

授
業
で
、
子
ど
も
た
ち
に
実
際
に
短
歌

を
作
ら
せ
ま
す
が
、
最
初
は
す
ご
く
難
し
い
と
言

う
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
七
五
調
に
乗
せ
る
と
、

何
気
な
い
言
葉
が
、作
品
と
し
て
「
立
ち
上
が
る
」

気
が
す
る
と
言
い
始
め
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
と

て
も
喜
ん
で
作
り
ま
す
よ
。

馬
場　

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
俳
句
も
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
短
歌
の
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
リ
ズ
ム

に
乗
る
と
、
日
本
的
気
分
と
い
う
も
の
が
味
わ
え

る
の
で
、
嬉
し
く
感
じ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
日
本

人
は
型
が
好
き
な
ん
で
す
。
お
花
も
お
茶
も
、
能

も
歌
舞
伎
も
、
伝
統
芸
能
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

は
み
ん
な
型
の
芸
術
で
す
よ
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

ア
メ
リ
カ
で
は
個
々
の
人
が
フ
ォ
ル
ム
を
生
み
出

し
ま
す
が
、
日
本
人
は
こ
の
型
を
共
有
し
て
、
千

年
以
上
も
使
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
教
材
は
、
日
本
人
が
伝
え
て
き
た
そ
う
い

う
特
有
の
韻
律
の
面
白
さ
と
、
そ
れ
が
生
み
出
す

宗
我
部　

ま
ず
、
こ
の
教
材
で
、
い
ち
ば
ん
伝
え

た
か
っ
た
こ
と
か
ら
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

馬
場　

そ
れ
は
、
な
に
よ
り
、
中
学
生
に
短
歌
を

好
き
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
で
す
。

現
代
の
日
本
語
は
、
響
き
や
余
韻
、
韻
律
と
い
う

も
の
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

詩
や
歌
曲
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
散
文

的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
響
き
や
韻

※本文で取り上げた短歌は、字詰めの都合で、 
　すべて 2 行に分けて表記しました。

短
歌
を
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い

教
材
の
選
歌
に
込
め
た
思
い
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　お茶の水女子大学附属
中学校教諭。お茶の水女
子大学非常勤講師。埼玉
県生まれ。平成20年告示
中学校学習指導要領解説
国語編作成協力者。
　編著に『中学校国語科新
授業モデル　話すこと・聞
くこと編』、『夢中・熱中・
集中…そして感動　柏市立
中原小学校の挑戦！授業リ
フレクションで校内研を変
える』、共著に『読解力再
考　すべての子どもに読む
喜びを─ＰＩＳＡの前にあ
ること─』など。

　歌人。文芸評論家。日本
芸術院会員。朝日新聞「朝
日歌壇」選者。東京都生まれ。
中学校、高等学校で29年
間教師を務めるかたわら、窪
田章一郎の「まひる野」に入
会し作歌に取り組む。現在、
短歌結社「かりん」を主宰。
　歌集『葡萄唐草』で迢空賞、
『月華の節』で詩歌文学館賞、
『阿古父』で読売文学賞を受
賞したほか、毎日芸術賞、朝
日賞など受賞多数。平成15
年に日本芸術院賞。『晶子み
だれ髪』『額田王』などの新
作能も手がける。評論に『鬼
の研究』『女歌の系譜』など。

宗
我
部　

与
謝
野
晶
子
の
歌
は
、

　
川
ひ
と
す
ぢ
菜
た
ね
十
里
の
宵よ
ひ

月づ
き

夜よ

　
母
が
う
ま
れ
し
国
美う
つ

く
し
む

　

こ
の
一
首
を
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

馬
場　
「
宵
月
夜
」
な
ん
て
す
ご
く
古
い
言
葉
な

ん
だ
け
ど
、
綺
麗
な
言
葉
で
す
よ
ね
。「
夕
暮
れ

の
月
夜
」
と
言
っ
た
ら
八
音
に
な
り
ま
す
が
、
凝

縮
す
る
と
「
宵
月
夜
」
と
い
う
五
音
に
な
る
。
凝

縮
し
た
言
葉
に
は
力
が
生
ま
れ
、
意
味
が
す
ご
く

浸
透
し
ま
す
。
ア
ピ
ー
ル
の
力
が
強
く
な
る
。
そ

う
い
う
こ
と
も
発
見
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

宗
我
部　
「
川
ひ
と
す
ぢ
」
と
強
い
入
り
方
を
し

て
、
最
後
に
は
「
美
く
し
む
」
と
い
う
ウ
段
の
音

が
重
な
る
柔
ら
か
さ
に
変
わ
っ
て
い
く
面
白
さ
が

い
い
で
す
ね
。

馬
場　

そ
こ
が
晶
子
独
特
の
、
い
い
な
と
思
わ
せ

る
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
、
き
っ
と
。

宗
我
部　
「
美
く
し
き
」
で
は
な
く
「
美
く
し
む
」。

そ
こ
に
、
ふ
わ
り
と
し
た
日
本
語
の
美
し
さ
が
あ

る
。
声
に
出
し
て
読
み
味
わ
い
た
い
歌
で
す
ね
。

馬
場　

こ
の
歌
は
、
宵
月
夜
と
い
う
風
景
の
中
に
、

二
重
写
し
に
母
の
優
し
さ
を
重
ね
て
い
る
歌
い
方

な
ん
で
す
。
喩ゆ

を
用
い
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

古
典
的
な
歌
い
方
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

茂
吉
は
、
自
然
に
深
い
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
る
。

自
然
の
一
点
を
キ
ッ
と
捉
え
て
、
も
っ
と
深
い
と

す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
口
語
短
歌
な
ら
で
は
の
面

白
さ
も
、
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

後
に
続
く
教
材
「
短
歌
十
二
首
」
の
中

か
ら
は
、
次
の
一
首
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
お
う
か
が

い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ

　
想お
も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ
と

日ひ

我
に
は
一ひ
と

生よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
木
京
子

　

現
行
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
歌
で
す

が
、
私
が
あ
え
て
作
者
を
伏
せ
て
、「
こ
の
作
者

は
男
性
？
女
性
？
」
と
子
ど
も
た
ち
に
問
い
か
け

て
み
た
ん
で
す
。
す
る
と
、
意
見
が
真
っ
二
つ
に

分
か
れ
る
ん
で
す
よ
。
男
の
子
が
作
っ
た
歌
だ
と

い
う
子
ど
も
が
か
な
り
い
た
ん
で
す
。

馬
場　

男
の
子
で
も
い
い
わ
ね
。
草
食
系
の
男
の

子
が
、「
君
に
は
一
日
我
に
は
一
生
」
と
言
っ
て

い
る
姿
を
思
う
と
絶
対
面
白
い
で
す
ね
（
笑
）。

宗
我
部　
「
ど
う
し
て
そ
う
と
ら
え
る
の
」
と
問

い
か
け
る
と
、「『
君
』
と
い
う
言
葉
は
、
男
の
子

の
ほ
う
か
ら
彼
女
の
ほ
う
に
か
け
る
言
葉
と
し
て

使
い
た
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た
り
、「
思
い
出

が
自
分
に
と
っ
て
は
一
生
の
も
の
だ
と
い
う
の
は
、

や
っ
ぱ
り
女
の
子
の
感
覚
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

子
が
い
た
り
で
、
そ
う
い
う
多
様
な
読
み
方
が
で

き
る
と
こ
ろ
が
、
教
材
と
し
て
短
歌
の
良
さ
の
一

つ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
い
う
方
法
で
す
。

宗
我
部　

晶
子
の
ほ
う
が
古
典
的
と
い
う
の
は
面

白
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
時
代
の
新
し
さ
を
打
ち
出

し
て
い
こ
う
と
し
た
歌
人
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
ん
で
す
が
。

馬
場　

晶
子
に
も
、
も
ち
ろ
ん
恋
愛
を
テ
ー
マ
と

し
た
も
の
な
ど
新
し
い
歌
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は

こ
ん
な
古
典
的
で
温
和
な
歌
が
、
子
ど
も
た
ち
に

は
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
思
い
ま
し
た
。

宗
我
部　

子
ど
も
た
ち
に
も
、
自
然
が
も
つ
寓
意

性
を
い
ろ
い
ろ
想
像
さ
せ
な
が
ら
、
歌
を
作
っ
て

遊
ば
せ
た
ら
楽
し
い
授
業
に
な
り
そ
う
で
す
。
晶

子
の
歌
は
、
そ
う
い
う
指
導
に
も
っ
て
い
き
た
い

で
す
ね
。

馬
場　

そ
れ
は
、
い
い
授
業
が
で
き
そ
う
で
す
ね
。

ぜ
ひ
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宗
我
部　

ぐ
っ
と
現
代
に
近
づ
い
た
次
の
二
首
。

　
海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に

　
麦む
ぎ

藁わ
ら

帽ぼ
う

の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
山
修
司

馬
場　

そ
う
い
う
こ
と
を
敏
感
に
気
づ
い
て
く
れ

る
の
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。
私
が
、
こ
の
歌
を
選

ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
「
く
れ
な
ゐ
」
と
い
う
言
葉

が
秘
め
る
力
に
注
目
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
か
ら
な

ん
で
す
。
科
学
的
に
い
え
ば
、「
芽
」
は
緑
が
か
っ

た
茶
褐
色
と
か
、
緑
か
ら
ち
ょ
っ
と
赤
っ
ぽ
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
が
正
し
い
ん
で
し
ょ
う

か
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
色
味
を
、
ひ
と
言
「
く

れ
な
ゐ
」
と
表
現
し
た
と
き
、
嘘
を
言
っ
て
る
こ

と
に
な
る
。
で
も
、
そ
こ
に
は
美
し
さ
が
生
じ
ま

す
。
そ
し
て
、
芽
の
色
を
「
く
れ
な
ゐ
」
と
認
め

た
と
き
に
、
そ
こ
に
薔
薇
の
芽
の
生
命
を
も
感
じ

取
る
の
で
す
。「
緑
が
か
っ
た
茶
褐
色
」
で
は
命

を
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　
「
針
」
に
つ
い
て
も
、
と
げ
の
こ
と
だ

と
言
う
子
も
い
れ
ば
、
新
芽
の
先
端
の
こ
と
だ
と

言
う
子
も
い
る
。
と
て
も
面
白
い
授
業
の
導
入
が

で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。「
針
や
は
ら
か
に
」
と
い

う
表
現
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
多
様
な
読
み
が
で
き

る
ん
で
す
。
さ
ら
に
、「
や
は
ら
か
に
」
春
雨
が

　
思
い
出
の
一
つ
の
よ
う
で

　
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
麦
わ
ら
帽
子
の
へ
こ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俵
　
万
智

馬
場　

寺
山
の
歌
は
、
彼
が
若
い
と
き
に
作
っ
た

も
の
で
す
。
昭
和
三
十
年
代
。
で
も
、
な
ぜ
か
新

し
さ
を
感
じ
る
。
し
か
も
、
こ
の
歌
を
は
じ
め
、

寺
山
は
生
涯
文
語
で
作
歌
し
て
い
た
ん
で
す
よ
。

宗
我
部　

文
語
で
も
、
口
語
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
感

じ
ま
す
ね
。

馬
場　

内
容
が
新
鮮
だ
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
、

寺
山
の
歌
は
字
余
り
は
あ
り
ま
す
が
、「
海
を
知

ら
ぬ
／
少
女
の
前
に
／
…
」
と
、
五
・
七
・
五
・
七
・

七
の
そ
れ
ぞ
れ
に
き
ち
ん
と
し
た
意
味
の
切
れ
目

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
完
全
に
口
語
で

歌
う
俵
の
歌
に
な
る
と
、
韻
律
と
意
味
の
切
れ
目

が
一
致
し
て
い
な
い
。

宗
我
部　
「
思
い
出
の
／
一
つ
の
よ
う
で
／
そ
の

ま
ま
に
／
し
て
お
く
麦
わ
ら
／
帽
子
の
へ
こ
み
」。

子
ど
も
た
ち
は
、
そ
う
切
っ
て
読
み
そ
う
で
す
。

馬
場　
「
句
割
れ
・
句
ま
た
が
り
」
と
い
う
ん
で

降
り
か
か
る
。「
針
や
は
ら
か
に
」
と
い
う
の
は
、

針
も
柔
ら
か
い
け
れ
ど
、
春
雨
も
静
か
に
柔
ら
か

に
降
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。二
重
に「
や

は
ら
か
」
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
気

づ
か
せ
て
あ
げ
れ
ば
、
鮮
や
か
に
情
景
が
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

今
だ
っ
た
ら
、
こ
の
歌
は
飛
ば
さ
な
い

で
教
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
（
笑
）。

馬
場　

ほ
ん
と
、
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。
子
ど
も

た
ち
に
、「『
く
れ
な
ゐ
』、
こ
れ
は
、
命
の
色
だ

よ
」
っ
て
言
っ
て
あ
げ
た
い
。

　
蚊か

帳や

の
中
に
放
ち
し
蛍
夕
さ
れ
ば

　
お
の
れ
光
り
て
飛
び
そ
め
に
け
り

　

斎
藤
茂
吉
は
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
こ

の
「
お
の
れ
光
り
て
」
も
「
く
れ
な
ゐ
」
と
同
じ

で
、
命
が
こ
も
っ
た
言
葉
で
す
。
自
分
の
生
命
が

光
る
ん
で
す
。
大
人
に
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
の

が
難
し
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
自
ず
か
ら

発
光
し
て
い
る
と
い
う
生
命
力
を
、
こ
の
言
葉
か

ら
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

馬 場 あ き 子宗 我 部 義 則
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古
典
教
材
と
の
出
会
わ
せ
方

歌
が
生
ま
れ
る
と
き

く
の
は
砂
漠
で
す
。
ア
フ
リ
カ
に
行
っ
た
り
、
そ

れ
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
を
ず
っ
と
た
ど
っ
て
、

三
蔵
法
師
が
行
っ
た
火か

焔え
ん

山ざ
ん

を
越
え
て
み
た
り
。

そ
う
い
う
文
化
果
つ
る
地
に
行
く
と
、
人
間
が
こ

ん
な
と
こ
ろ
で
ど
う
や
っ
て
生
き
て
る
ん
だ
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
が
湧
き
、
歌
が
で
き
ま
す
。
私
は
、

絶
え
ず
そ
う
い
う
原
点
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ

て
い
な
い
と
歌
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

今
、
歌
の
「
原
点
」
と
い
う
お
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
馬
場
先
生
が
詠
ま
れ
る
歌
は
、
先

生
が
そ
の
ま
ま
ご
自
身
を
語
り
か
け
て
く
る
よ
う

な
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

　
西
行
の
さ
く
ら
あ
り
わ
が
さ
く
ら
あ
り
て

　
小
さ
け
れ
ど
も
わ
が
さ
く
ら
咲
く

　

こ
の
歌
に
は
も
の
す
ご
く
感
動
し
ま
し
た
。
凛

と
し
て
咲
く
、
先
生
ご
自
身
の
姿
勢
の
よ
う
で
。

私
も
、
い
つ
か
こ
う
い
う
ふ
う
に
「
わ
が
さ
く
ら

の
感
動
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
教

科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
私
は

芭
蕉
の
旅
は
、
こ
う
し
た
未
知
と
出
会
え
る
、
あ

る
い
は
他
者
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
い
ち
ば
ん

大
き
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
さ
ら
に
、

あ
の
緊
張
し
た
文
章
か
ら
は
、
何
か
自
己
を
確
認

し
よ
う
と
し
て
る
と
こ
ろ
も
感
じ
ま
す
ね
。

宗
我
部　

そ
の
あ
た
り
を
少
し
で
も
感
じ
ら
れ
た

ら
と
思
っ
て
、
そ
の
授
業
で
は
教
科
書
に
出
て
い

る
序
章
の
「
月
日
は
」
の
と
こ
ろ
と
「
平
泉
」
の

部
分
に
加
え
て
、
平
泉
ま
で
の
所
々
を
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
し
て
読
ま
せ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
さ
ら
に

旅
や
句
作
に
関
す
る
芭
蕉
の
言
葉
を
い
く
つ
か
紹

介
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
今
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
「
未
知
と
の
出
会
い
」
や
「
自
己
確
認
」
と
も

つ
な
が
り
ま
す
が
、
芭
蕉
は
「
昨
日
の
我
に
飽
く

べ
し
」と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
ね
。「
細
道
」

を
あ
ち
こ
ち
読
み
、
こ
ん
な
芭
蕉
の
厳
し
い
言
葉

に
ふ
れ
た
あ
る
生
徒
は
、「
確
か
に
旅
先
で
の
発

見
も
、
旅
の
目
的
で
も
あ
る
。
だ
が
、
人
は
旅
先

で
の
発
見
よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
な
発
見
を
、
も

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
短

歌
の
読
み
は
必
ず
し
も
一
つ
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら

昔
の
歌
だ
っ
て
、
今
は
違
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
で
い
い

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
読
み
が
三
つ
あ
れ
ば
、
三
つ

の
面
白
さ
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。

宗
我
部　

作
り
手
の
方
の
側
か
ら
そ
う
い
う
言
葉

を
い
た
だ
く
と
、
子
ど
も
も
教
師
も
、
す
ご
く
自

信
を
も
ち
ま
す
ね
。

馬
場　

も
う
そ
の
歌
は
、
作
っ
た
人
の
手
か
ら
離

れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
何
と
解
釈
さ
れ
よ
う
と

知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
（
笑
）。

宗
我
部　

馬
場
先
生
は
、『
源
氏
物
語
と
能
』『
式

子
内
親
王
』
な
ど
の
本
も
出
さ
れ
て
、
古
典
の
造

詣
が
た
い
へ
ん
深
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
古
典
教
材
に
つ

い
て
、
お
話
を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

馬
場　

私
が
古
典
に
親
し
ん
だ
の
は
、
ま
ず
百
人

う
一
度
自
分
の
現
実
と
改
め
て
向
き
合
っ
た
と
き

に
得
る
の
で
は
な
い
か
」
と
書
き
ま
し
た
。
未
知

と
出
会
う
こ
と
は
自
分
と
出
会
う
こ
と
だ
っ
た
り
、

知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
対
象
の
本
質
み
た
い

な
も
の
と
改
め
て
向
き
合
う
こ
と
で
も
あ
る
の
か

な
と
思
っ
た
よ
う
で
す
。

馬
場　

そ
う
で
す
ね
。
能
因
に
し
ろ
西
行
に
し
ろ
、

芭
蕉
に
し
ろ
、
旅
と
い
う
も
の
は
、
自
分
と
対
峙

し
て
何
か
を
納
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

先
生
も
、
よ
く
旅
の
歌
を
詠
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

馬
場　

ず
い
ぶ
ん
外
国
に
出
か
け
て
歌
を
作
っ
て

い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
、
歴
史
と
か
文
化
と
か
が

な
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
行
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
行
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
ル
ー

ブ
ル
美
術
館
な
ん
か
見
る
と
、
文
化
に
圧
倒
さ
れ

て
歌
を
作
れ
な
い
か
ら
。

宗
我
部　

そ
れ
っ
て
、
松
島
で
芭
蕉
が
口
を
つ
ぐ

ん
で
し
ま
う
の
と
同
じ
で
す
ね
。

馬
場　

ほ
ん
と
に
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
が
行

一
首
。
そ
れ
か
ら
平
家
物
語
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
覚

え
て
、
今
で
も
ソ
ラ
で
言
え
ま
す
よ
。

宗
我
部　

教
科
書
で
は
平
家
物
語
の
「
扇
の
的
」

を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

馬
場　

い
い
場
面
で
す
ね
。
声
に
出
し
て
読
む
と

身
に
染
み
ま
す
ね
。

宗
我
部　

平
家
物
語
や
和
歌
に
代
表
さ
れ
る
古
典

文
学
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、
日
本
人
の
体
を
呼
応

さ
せ
る
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

馬
場　

私
が
教
師
だ
っ
た
と
き
、
ど
う
し
た
ら
古

典
を
伝
え
ら
れ
る
か
と
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
自
分
が
い
く
ら
面
白
が
っ
て
や
っ
て
も
、
そ

れ
に
つ
い
て
き
て
く
れ
る
子
ど
も
は
極
め
て
少
な

い
。
そ
れ
で
私
は
、
も
う
古
典
は
教
え
込
む
必
要

は
な
い
と
割
り
切
っ
て
、
平
家
物
語
を
講
談
風
に

読
ん
で
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
古
典
の
時
間
を
楽
し
み
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。
一
時
間
ず
っ
と
読
ん
で
や
る
ん

で
す
。
そ
れ
で
平
家
物
語
を
好
き
に
な
っ
た
子
が

い
っ
ぱ
い
い
ま
し
た
。
宗
我
部
先
生
が
言
わ
れ
た

よ
う
に
、
や
は
り
古
典
の
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
響
き

は
、
日
本
人
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
力
を
も
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
ね
。

宗
我
部　

今
、
音
読
や
朗
読
が
改
め
て
中
学
校
で

も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
特

に
古
典
は
そ
う
い
う
読
み
聞
か
せ
と
い
う
方
法
に

合
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

馬
場　

解
釈
な
ん
て
い
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ

て
気
も
し
ま
す
も
の
ね
。

宗
我
部　

三
年
生
で
は
「
お
く
の
細
道
」
を
学
習

し
ま
す
。
私
は
、
旅
と
い
う
言
葉
の
も
つ
イ
メ
ー

ジ
を
自
分
た
ち
と
芭
蕉
と
で
比
較
し
て
み
よ
う
、

と
い
う
授
業
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

に
旅
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
ろ
い
ろ
挙
げ
さ
せ
て
み
る

と
、
か
な
り
重
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
わ

け
で
す
。
ど
う
も
日
本
人
に
と
っ
て
の
旅
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
源
が
、
こ
の
「
お
く
の
細
道
」
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

馬
場　

い
い
テ
ー
マ
で
す
ね
。「
お
く
の
細
道
」

を
読
ん
で
私
が
面
白
い
と
思
う
の
が
、
平
泉
に
行

く
と
文
体
が
ガ
ラ
っ
と
変
わ
る
。
そ
れ
が
、
芭
蕉

　
　

古
典
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、

日
本
人
の
体
を
呼
応
さ
せ
る
力
が
あ
る

　
　

絶
え
ず
人
間
の
原
点
と

つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
歌
は
生
ま
れ
な
い

　
　

古
典
の
リ
ズ
ム
や
語
感
は
、

日
本
人
の
体
を
呼
応
さ
せ
る
力
が
あ
る

宗
我
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

絶
え
ず
人
間
の
原
点
と

つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
歌
は
生
ま
れ
な
い

馬
場　
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ば
、「
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に
」
と
い
う

言
葉
も
す
っ
と
身
に
入
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う

現
場
と
言
葉
の
つ
な
が
り
は
と
て
も
大
事
で
す
。

宗
我
部　

そ
う
で
す
ね
。
私
も
、
言
葉
を
学
ぶ
と

き
に
は
、
教
室
で
頭
の
中
だ
け
で
学
ぶ
の
で
は
い

け
な
い
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
可
能
な
限

り
、
そ
の
言
葉
の
生
の
現
場
に
立
ち
会
わ
せ
て
い

く
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
ね
。

馬
場　

自
然
の
中
に
出
て
み
る
と
、
花
に
鳴
く
鶯
、

水
に
棲
む
蛙
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
す
る
と
、

ど
う
し
て
歌
を
詠
ま
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
と
い

う
気
持
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
生
命
力
、
命
が
共
鳴

し
合
う
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
若
々
し
い
生
命
力
を

秘
め
た
子
ど
も
た
ち
に
、
ぜ
ひ
そ
の
共
鳴
を
新
し

い
言
葉
で
つ
む
ぎ
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

宗
我
部　

こ
の
教
材
の
タ
イ
ト
ル
「
新
し
い
短
歌

の
た
め
に
」
に
は
、
そ
う
し
た
先
生
の
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

馬
場　

そ
う
で
す
。
教
材
の
末
尾
を
、「
短
歌
は

今
も
、
若
い
世
代
に
よ
る
若
い
言
葉
を
待
っ
て

い
る
の
で
す
。」
と
締
め
く
く
り
ま
し
た
。
短
歌

は
そ
の
時
代
の
言
葉
や
韻
律
を
含
み
込
み
な
が
ら
、

千
三
百
年
、
脈
々
と
新
し
い
生
命
を
歌
い
継
い
で

き
ま
し
た
。
伝
え
ら
れ
て
き
た
美
し
い
言
葉
を
大

切
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
生
命
力
に
満
ち
た
言
葉
を
、

ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

葉
の
使
い
手
を
育
て
た
い
」
と
よ
く
言
う
の
で
す

が
、
そ
も
そ
も
「
豊
か
な
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
ん
だ
ろ
う
と
か
、
ど
う
し
た
ら
そ
の
使
い
手
に

な
れ
る
ん
だ
ろ
う
と
、
日
々
自
問
し
て
い
ま
す
。

馬
場　

難
し
い
問
い
で
す
ね
。

宗
我
部　

先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、

意
味
の
多
様
さ
や
比
喩
な
ど
、
言
葉
が
も
つ
膨
ら

み
、
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
の
平
家
物
語
の
よ
う
に
、

声
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
明
確
に
な
る
言
葉
の
響

き
や
リ
ズ
ム
。
そ
う
い
う
も
の
に
た
く
さ
ん
出
会

わ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

馬
場　

そ
れ
は
確
か
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、

こ
れ
は
私
の
歌
で
す
け
れ
ど
、

咲
く
」
と
言
い
き
れ
る
我
で
あ
り
た
い
な
と
。

馬
場　

小
さ
い
桜
で
す
よ
（
笑
）。

宗
我
部　

最
近
の
作
品
で
は
、「
お
ば
あ
さ
ま
」

と
い
う
十
三
首
の
連
作
は
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
ね
。

　
お
ば
あ
さ
ま
は
「
丹
波
の
山
ざ
る
」
と

　
あ
い
さ
つ
し
幼
き
わ
れ
は
い
た
く
お
ど
ろ
く

　
霧
降
れ
ば
海
の
底
な
る
丹
波
よ
り

　
駆
け
落
ち
し
て
き
た
お
ば
あ
さ
ま
で
す

　
馬
場　

口
か
ら
出
た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
歌
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
の
も
歌
の
伝
統
に
は
あ

る
ん
で
す
よ
。

　
さ
く
ら
花
幾
春
か
け
て
老
い
ゆ
か
ん

　
身
に
水
流
の
音
ひ
び
く
な
り

　

私
た
ち
は
、
桜
を
何
度
も
何
度
も
見
な
が
ら
年

を
と
っ
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
昔
の
人
の
歌
集
に

は
、必
ず
毎
年
の
桜
の
歌
が
あ
る
。
し
か
も
、年
々

に
桜
に
託
し
た
人
生
観
が
変
化
し
て
い
く
の
が
読

み
取
れ
て
面
白
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
「
も
の
と

経
験
と
の
つ
な
が
り
」
も
、
言
葉
の
豊
か
さ
と
関

係
し
て
く
る
の
で
は
と
感
じ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

言
葉
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の

は
、
言
葉
が
表
す
意
味
と
、
対
象
そ
の
も
の
、
そ

れ
と
自
分
の
経
験
が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
な
の

で
す
ね
。

馬
場　

そ
う
。
だ
か
ら
「
短
歌
十
二
首
」
の
中
の
、

　
桜
ば
な
い
の
ち
一
ぱ
い
に
咲
く
か
ら
に

　
生い
の
ち命
を
か
け
て
わ
が
眺
め
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
本
か
の
子

　

こ
の
歌
を
教
え
た
ら
、
ぜ
ひ
満
開
の
桜
の
木
の

下
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
桜
の
花
び
ら
を
浴
び
さ
せ

た
い
。
満
開
の
本
当
に
美
し
い
桜
を
見
せ
て
や
れ

　

三
歳
か
四
歳
の
と
き
の
祖
母
の
記
憶
で
す
。「
丹

波
の
山
猿
」
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
ず
っ

と
疑
問
で
、
丹
波
の
ご
出
身
の
河
合
隼
雄
先
生

に
お
目
に
か
か
っ
た
と
き
う
か
が
っ
た
ら
、「
あ

ん
た
知
ら
ん
の
か
い
な
。
あ
そ
こ
は
猿
の
国
で
、

人
間
が
少
し
ば
か
り
住
ん
で
る
の
や
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
先
生
は
ど
っ
ち
？
」
っ
て
き
い
た

ら
「
人
間
や
」
っ
て
（
笑
）。
少
し
の
人
間
が
い

る
と
い
う
の
が
と
っ
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
し
ょ
う
。

宗
我
部　

そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
う
か
が
う
と
、

歌
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
、
と
て
も

面
白
い
で
す
ね
。

馬
場　

短
歌
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
口
か
ら
出

た
ま
ま
を
歌
う
こ
と
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
。
や
っ
て
い
く
と
、
だ
ん
だ
ん
面
白

く
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宗
我
部　

面
白
そ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
先
生

は
、
初
心
者
に
対
し
て
、
歌
の
作
り
方
を
ど
う
教

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。

馬
場　

私
は
、「
身
の
回
り
の
も
の
や
出
来
事
を
、

全
部
五
音
か
七
音
で
言
っ
て
ご
ら
ん
」
っ
て
言
う

ん
で
す
。
例
え
ば
、「
今
日
の
暦
で
『
大
寒
の
』
っ

豊
か
な
言
葉
を
つ
む
ぐ

て
言
え
ば
も
う
五
音
。あ
そ
こ
に
咲
い
て
い
る『
水

仙
の
花
』っ
て
言
っ
た
ら
七
音
。
そ
う
し
た
ら『
大

寒
の
水
仙
の
花
』っ
て
、も
う
で
き
つ
つ
あ
る
じ
ゃ

な
い
」っ
て
教
え
る
の
ね
。次
は
、「
あ
な
た
が
こ
っ

ち
を
見
て
た
か
ら
、『
我
を
見
て
』
っ
て
や
れ
ば

ま
た
五
音
じ
ゃ
な
い
」。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
見

た
も
の
全
て
を
五
音
・
七
音
に
し
て
み
る
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
と
教
え
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
単
純
な
こ
と
か
ら
始
ま
る
ん

で
す
ね
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場　

特
別
な
言
葉
で
も
な
く
、
今
見
て
い
る
も

の
か
ら
始
め
る
。
初
め
は
即
物
的
で
す
よ
。
で
も
、

そ
れ
だ
と
つ
ま
ら
な
く
な
る
か
ら
、
最
後
の
七
音

を
「
頑
張
れ
と
言
う
」「
我
は
憐
れ
む
」
な
ど
と

し
て
み
る
。
ほ
か
は
即
物
的
で
も
、
最
後
の
言
葉

で
そ
の
人
固
有
の
場
を
作
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ

れ
が
叙
情
な
ん
で
す
よ
。
最
後
の
一
句
が
ね
。

宗
我
部　

そ
う
い
う
積
み
重
ね
が
、
豊
か
な
表
現

を
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

馬
場　

い
き
な
り
豊
か
な
言
葉
は
獲
得
で
き
ま
せ

ん
し
、
言
葉
の
発
見
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
は

で
き
ま
せ
ん
。
心
が
生
き
生
き
と
動
い
て
い
る
こ

と
が
必
要
な
ん
で
す
よ
。

宗
我
部　

私
た
ち
国
語
の
教
師
は
、「
豊
か
な
言

新
し
い
生
命
力
に
満
ち
た
言
葉
を

　

ど
ん
ど
ん
生
み
出
し
て
ほ
し
い馬

場　
　
　
　
　
　

　

言
葉
が
豊
か
に
な
る
と
は
、
意
味
と
対
象
、

経
験
が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
す
ね

宗
我
部　
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け
れ
ど
、
で
も
大
丈
夫
。
川
が
流
れ
て
い
く
よ
う

に
、
ど
ん
な
嫌
な
こ
と
も
押
し
流
し
て
、
新
し
い

水
が
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
エ
ー
ル
を

送
り
た
か
っ
た
ん
で
す
。

　

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
に
、
全
員
に
す
ぐ
伝
わ
ら

な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
心
の
引
き
出
し
に
し

ま
っ
て
お
い
て
、
何
か
の
と
き
に
思
い
出
し
て
く

れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
男
子
の
ほ
の
か
な
恋
愛
感
情
も
織
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
ね
。

　

そ
う
い
う
感
情
は
、
成
長
し
て
い
く
上
で
、
と

て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
女
の
子
は
、
同
級
生
の
男
の
子
が
す

ご
く
子
ど
も
っ
ぽ
く
見
え
て
、
先
輩
の
男
子
に
憧

れ
る
と
い
う
の
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
よ
ね
。
で

も
、
子
ど
も
に
見
え
る
同
級
生
の
男
子
で
も
、「
な

か
な
か
、
や
る
じ
ゃ
ん
」
と
思
え
る
場
面
を
描
い

て
、
男
の
子
も
が
ん
ば
れ
と
伝
え
た
か
っ
た
。

　

た
だ
、
情
景
描
写
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
過
ぎ
る

と
、
男
の
子
が
音
読
を
す
る
と
き
に
照
れ
て
し
ま

う
の
で
、
普
通
の
小
説
を
書
く
と
き
と
違
っ
て
、

甘
く
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
な
表
現
を
心
が
け
ま
し

た
。

―
魅
力
的
な
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
ど
ん
な
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
の
家
に
、
二
階
ま
で
届
く
く
ら
い
大
き
く

て
、
き
れ
い
な
ド
ー
ム
型
を
し
た
金
木
犀
の
木
が

あ
る
ん
で
す
。
木
の
中
に
い
る
と
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ

ム
の
よ
う
で
、
外
の
世
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
よ
う

な
感
じ
を
受
け
る
の
で
安
心
感
が
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
ん
な
心
地
の
い
い
と
こ
ろ
に
、
い
つ
ま
で

も
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
の
世
界
は
必
ず

存
在
し
て
い
て
、
い
ず
れ
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
星
の
形
を
し
た
花
が
散
り
始
め
た
木

を
、
そ
う
い
う
象
徴
と
し
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

―
こ
の
作
品
は
、
女
の
子
ど
う
し
の
す
れ
違
い
が

大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
も
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、
中
学
生
の
頃
は
、

友
人
関
係
で
悩
む
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
に
思
い
通
り
に
い
く
わ
け
は
な
い
し
、
始
終
す

れ
違
い
が
あ
っ
た
り
、
自
分
や
相
手
が
い
じ
わ
る

な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

後
で
思
い
返
す
と
、
た
ぶ
ん
さ
さ
い
な
こ
と
で
、

あ
の
と
き
あ
ん
な
に
深
刻
に
思
い
悩
む
必
要
は
な

か
っ
た
ん
だ
、
と
今
な
ら
思
え
ま
す
け
ど
ね
。
で

も
、
こ
の
頃
の
子
ど
も
っ
て
、
特
に
友
人
関
係
で

は
、
ほ
ん
と
う
に
小
さ
な
悩
み
で
も
、
す
ご
く
落

ち
込
ん
で
し
ま
う
。
最
悪
の
パ
タ
ー
ン
だ
と
、
命

を
落
と
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
報
道
を

見
聞
き
す
る
た
び
に
、
大
人
と
し
て
、
な
ん
と
か

し
な
け
れ
ば
と
切
実
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

い
っ
ぱ
い
嫌
な
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で

も
頑
張
っ
て
そ
れ
を
「
や
り
過
ご
す
」
タ
フ
さ
を

も
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
願
い
を
、
最
後
の
、

「
大
丈
夫
、
き
っ
と
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る
。」

と
い
う
言
葉
に
込
め
ま
し

た
。

　

現
実
の
社
会
で
は
、
け

ん
か
し
た
子
た
ち
が
、
必

ず
仲
直
り
し
て
元
ど
お
り

の
い
い
関
係
に
戻
る
と
い

う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い

　

現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
と
等
身
大
の
主
人

公
の
心
情
や
、
友
達
や
大
人
と
の
交
流
を
テ
ー
マ

に
し
た
作
品
に
出
会
わ
せ
た
い
。
そ
ん
な
願
い
を

伝
え
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
て
も
ら
っ
た
文
学
作

品
が
各
学
年
に
一
作
ず
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
本
当
の
日
常
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
、
共
感
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
予
定
調
和
的
な
結
末

を
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
な
ら
こ
の
先
ど
う

す
る
か
と
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
自
身
に
問
い
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
展
開
の
作
品
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

作
者
の
方
々
に
、
作
品
に
込
め
た
思
い
や
、
中
学

生
や
先
生
方
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

─
作
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

等
身
大
の
中
学
生
を
主
人
公
に

1 新
版
教
科
書

   
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

新
し
い
教
科
書
の
魅
力
を
、

　
　

今
号
と
次
号
に
分
け
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　

今
回
は
、「
教
材
の
力
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

友達関係の微妙なすれ違いや、ほのかな恋愛
感情をテーマにした「星の花が降るころに」
安東みきえ（１年）

居候の叔父に寄せる甥の複雑
な心理と、広い世界へのいざ
ないを描く「アイスプラネット」
椎名　誠（２年）

蟬の声の降りしきる中、今ま
で秘めてきた戦争についての
思いを祖父が孫に語り始める
「蟬の声」浅田次郎（３年）

▲浅田次郎氏直筆原稿

　児童文学作家。1953年、山
梨県生まれ。
　97年版の国語教科書に「そこ
までとべたら」が掲載。2001年
に『天のシーソー』で椋鳩十児
童文学賞を受賞。
　主な著書に『頭のうちどころが
悪かった熊の話』『夕暮れのマグ
ノリア』『呼んでみただけ』など。

大
丈
夫
、き
っ
と
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
る

「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」（
一
年
）

 

安あ
ん

東ど
う

み
き
え
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き
た
つ
も
り
で
す
。
だ
か
ら
、
頭
の
中
に
は
い
ろ

ん
な
作
品
の
フ
レ
ー
ズ
が
詰
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。

人
物
造
形
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
を
頭
の
中
で

思
い
起
こ
し
な
が
ら
、「
僕
な
ら
こ
う
す
る
」
な

ど
と
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
は
想
像
力
。
想
像
し
た
も

の
を
表
現
す
る
の
が
文
学
。
想
像
力
は
読
書
に

よ
っ
て
涵
養
さ
れ
ま
す
。
十
人
の
読
者
が
い
れ
ば
、

十
人
の
想
像
が
あ
る
。
本
を
読
む
値
打
ち
は
そ
れ

で
す
。
小
説
家
に
限
ら
ず
、
ど
ん
な
分
野
で
も
、

い
ち
ば
ん
も
の
を
い
う
の
は
想
像
力
な
ん
で
す
。

　

だ
か
ら
、
中
学
生
に
は
、
う
ん
と
背
伸
び
を
し

て
、
格
好
つ
け
て
、
文
学
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
多
少
難
し
く
て
も
気
に
す
る
こ
と
は

な
い
。
小
説
な
ん
て
い
う
の
は
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に

読
む
必
要
は
な
い
ん
で
す
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な

い
な
と
思
い
な
が
ら
、
読
み
飛
ば
し
て
い
っ
て
も

構
わ
な
い
ん
で
す
。

　

特
に
古
い
小
説
を
お
薦
め
し
ま
す
。
今
は
文
学

に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
自
己
表
現
の
方
法
が
あ

る
か
ら
、
言
葉
の
力
も
衰
微
し
て
い
る
。
そ
う
で

は
な
か
っ
た
時
代
の
、
力
の
あ
る
文
章
に
ぜ
ひ
ふ

れ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

メ
ー
ジ
が
大
い
に
あ
る
ん
で
す
。
定
職
を
持
ち
な

さ
い
っ
て
、
い
つ
も
僕
の
母
に
怒
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
中
学
生
は
僕
自
身
。
あ
ち
こ
ち
で
材
料
を
探

し
て
き
て
、
一
緒
に
僕
の
部
屋
を
造
っ
て
く
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
よ
。
僕
は
こ
の
叔
父
さ
ん
か

ら
と
て
も
影
響
を
受
け
た
ん
で
す
。

　

い
つ
も
ぐ
う
た
ら
し
て
、
ほ
ら
話
ば
か
り
し
て

い
る
よ
う
な
お
じ
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

実
は
す
ご
く
魅
力
的
な
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
人

間
に
は
、
い
ろ
ん
な
生
き
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
伝
え
た
か
っ
た
ん
で
す
。

―
叔
父
さ
ん
が
、
主
人
公
に
「
不
思
議
ア
タ
マ
」

を
も
っ
て
ほ
し
い
と
呼
び
か
け
ま
す
ね
。

　
「
不
思
議
ア
タ
マ
」
と
い
う
の
は
、
行
間
と
か

話
の
続
き
と
か
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と

や
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
知
り
た
が
る
頭
脳
の
こ

と
。
さ
ら
に
、
自
分
の
力
で
そ
れ
を
考
え
、
答
え

を
探
す
こ
と
が
で
き
る
頭
脳
で
す
。
積
極
的
に
い

ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
し
な
が
ら

刺
激
を
受
け
、
常
に
「
ど
う
し
て
な
ん
だ
ろ
う
」

と
考
え
て
い
る
頭
。
現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち

に
は
、
ぜ
ひ
「
不
思
議
ア
タ
マ
」
を
鍛
え
て
い
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
僕
の
願
い
な
ん
で
す
。

―
「
蟬
の
声
」
に
込
め
た
浅
田
さ
ん
の
思
い
を
お

う
か
が
い
し
ま
す
。

　

戦
後
六
十
余
年
が
経
ち
、
今
の
中
学
生
に
と
っ

て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
僕
ら
に
と
っ
て
の

日
露
戦
争
よ
り
も
っ
と
か
け
離
れ
た
感
覚
で
し
ょ

う
。
僕
も
戦
争
未
体
験
者
で
す
が
、
僕
が
考
え
て

い
る
戦
争
観
と
、
中
学
生
が
考
え
て
い
る
戦
争
観

と
は
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
、

「
僕
は
こ
う
考
え
る
」
と
い
う
の
を
中
学
生
に
提

示
し
て
、「
僕
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
な
い
か
」

と
い
う
思
い
を
込
め
て
書
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
も
し
中
学
生
が
戦
争
に
つ
い
て
興
味

を
覚
え
た
ら
、
も
っ
と
自
分
で
い
ろ
い
ろ
と
調
べ

て
ほ
し
い
。
自
ら
進
ん
で
得
た
知
識
こ
そ
が
本
物

に
な
り
ま
す
か
ら
ね
。

　

僕
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
、
百
人

―
こ
の
作
品
は
、
子
ど
も
た
ち
に
元
気
を
与
え
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
込
め
て
書
か
れ
た
と
う
か
が

い
ま
し
た
。

　

僕
は
子
ど
も
た
ち
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
こ

と
を
考
え
た
り
、
や
っ
た
り
し
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
現
代
社
会
は
、
と
も
す
れ
ば
小
さ
い

枠
に
は
め
込
も
う
と
す
る
力
が
強
く
働
い
て
い
ま

す
。
そ
こ
か
ら
外
に
出
る
力
を
も
っ
て
も
ら
い
た

い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
ま
し
た
。

　

そ
の
力
を
つ
け
る
に
は
、
僕
自
身
の
体
験
で
い

う
と
、
本
を
読
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
夢
や
疑
問
が
生
ま
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
世
界
を
知
り
た
い
、
行
き
た
い
、
と
い
う
思

い
が
生
ま
れ
、
実
行
し
て
き
た
ん
で
す
。

　
「
本
か
ら
そ
の
先
へ
」。
作
品
の
モ
チ
ー
フ
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

に
一
人
、
千
人
に
一
人
で
も
い
い
、
き
ち
ん
と
自

分
の
人
生
を
見
つ
め
、
方
向
を
考
え
て
く
れ
る
子

ど
も
が
い
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
か
な
と
思

う
。
戦
争
、
祖
父
と
孫
、
そ
う
い
っ
た
テ
ー
マ
を

通
し
て
、
自
分
た
ち
の
血
脈
を
真
摯
に
見
つ
め
て

も
ら
う
こ
と
。
こ
の
作
品
が
、
そ
う
い
う
一
助
に

な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
僕
は
作
家
と
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と

い
う
も
の
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
も
っ
て
い
る
思
想
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
す

る
の
は
、
読
者
に
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
僕
の

文
章
に
よ
っ
て
、
人
生
が
変
わ
る
子
も
い
る
か
も

知
れ
な
い
。
書
か
れ
た
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
信
じ

込
む
子
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
気
を

つ
け
て
書
き
ま
し
た
。

―
浅
田
さ
ん
の
作
品
は
、
ど
れ
も
登
場
人
物
の
姿

や
言
動
が
く
っ
き
り
浮
か

び
上
が
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

そ
れ
は
実
経
験
か
ら
出

て
き
た
も
の
で
は
な
く
、

読
書
に
よ
る
も
の
な
ん
で

す
。
僕
は
、
人
よ
り
何
倍

も
何
十
倍
も
本
を
読
ん
で

　

こ
れ
は
、
古
い
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
今
こ
そ
、
そ
ん
な
「
そ
の
先
へ
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
モ
ン
サ
ン
ミ
シ
ェ
ル
の

散
歩
道
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う
そ
れ

だ
け
で
行
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
未
知
の
地

に
バ
ー
チ
ャ
ル
で
行
け
る
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
僕
は
む
な
し
さ
を
感
じ

ま
す
。
最
初
に
知
る
き
っ
か
け
は
そ
れ
で
も
い
い

け
れ
ど
、
本
当
に
き
れ
い
だ
と
思
い
、
行
き
た
い

気
持
ち
を
も
っ
た
ら
、
い
つ
か
は
必
ず
、
そ
れ
を

実
現
し
て
ほ
し
い
ん
で
す
。

―
そ
う
い
う
願
い
が
、
居
候
の
叔
父
さ
ん
と
甥
と

の
交
流
の
中
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

と
き
ど
き
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
、
世
界
を

旅
し
て
写
真
を
撮
っ
て
い
る
叔
父
さ
ん
が
登
場

し
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
ち

ろ
ん
僕
自
身
の
投
影
で
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
叔
父
さ
ん
に
は
モ
デ
ル

が
あ
っ
て
、
僕
が
子
ど
も

の
頃
に
、
我
が
家
に
居
候

し
て
い
た
叔
父
さ
ん
の
イ

　小説家。1951年、東京都生
まれ。
　95年『地下鉄に乗って』で吉
川英治文学新人賞、97年『鉄道
員』で直木賞を受賞。
　主な著書に『蒼穹の昴』『壬
生義士伝』『霞町物語』『中原の
虹』『終わらざる夏』など。

　小説家・映画監督。1944年、
東京都生まれ。
　89年『犬の系譜』で吉川英治
文学新人賞、90年『アド・バード』
で日本ＳＦ大賞を受賞。
　主な著書に『わしらは怪しい
探検隊』『岳物語』『白い手』『大
きな約束』など。

僕
と
い
っ
し
ょ
に
、
戦
争
を
考
え
て
み
な
い
か

「
不
思
議
ア
タ
マ
」
の
ス
ス
メ

「
蟬
の
声
」（
三
年
）　

 

浅あ
さ

田だ

次じ

郎ろ
う

「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」（
二
年
）　

 

椎し
い

名な  

誠ま
こ
と
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2
す
べ
て
は
「
言
葉
」
か
ら
始
ま
る

1617

　

一
年
の
第
一
単
元
に
入
る
前
に
、
国
語
の
世
界
を
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
た「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」を
置
き
ま
し
た
。

　

小
学
校
で
の
国
語
学
習
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
中
学
校
へ

の
ス
ム
ー
ズ
な
接
続
を
図
る
と
と
も
に
、
国
語
学
習
の
基
本

で
あ
る
言
葉
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
言
葉
と
出
会
い
、
自
分
の
言
葉
を
豊
か
に
し
、

言
葉
に
対
す
る
感
性
を
磨
く
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
新
し

い
世
界
を
開
き
、
新
鮮
な
感
動
を
与
え
る
は
ず
で
す
。
折
に

ふ
れ
て
こ
の
出
発
点
に
戻
り
、
言
葉
と
の
出
会
い
を
見
つ
め

直
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
い
ま
す
。

　
「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」
で
は
、
言
葉
を
自
分
の
も
の

と
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
技
能
を
八
つ
の
観
点
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
学
習
の
仕
方
を
て
い
ね
い
に
解
説
し

ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
国
語
力
の
ス
タ
ー
ト
地
点
と
も
い
え
る
ペ
ー
ジ

で
す
。

言
葉
と
の
出
会
い
を
八
つ
の
観
点
で

詩
「
野
原
は
う
た
う
」
を
声
に
出
し
て
読

み
な
が
ら
、
発
声
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
を
学

び
、「
伝
わ
る
言
葉
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

声
を

届
け
る

第
一
単
元
か
ら
は
じ
ま
る
作
品
を

読
み
進
め
な
が
ら
、「
言
葉
の
世
界
」

を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

言
葉
を

読
む

本
の
見
つ
け
方
、
図
書
館
の
活
用

法
、
読
書
記
録
の
付
け
方
を
示
し
、

さ
ら
に
広
い
世
界
で
の
「
言
葉
と

の
出
会
い
」
を
う
な
が
し
ま
す
。

本
と

出
会
う

身
近
な
自
然
や
生
活
の
中
に
息
づ

く
「
言
葉
の
存
在
」
に
気
づ
き
、

美
し
さ
を
楽
し
み
ま
す
。

言
葉
を

楽
し
む

ノ
ー
ト
の
取
り
方
、
活
用
法
を
学

び
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
「
言
葉

の
記
録
」
を
し
て
い
き
ま
す
。

書
き

留
め
る

文
法
や
、
語
彙
の
力
な
ど
「
言
葉

そ
の
も
の
」
を
見
つ
め
ま
す
。

言
葉
を

知
る

辞
書
・
事
典
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
使
っ
て
情
報
を
集
め
、
収
集
し

な
が
ら
「
言
葉
の
意
味
」
を
探
究

し
て
い
き
ま
す
。

調
べ
る

さ
ま
ざ
ま
な
古
典
に
出
会
い
、「
伝
え

ら
れ
て
き
た
言
葉
」
に
ふ
れ
な
が
ら
、

古
人
の
思
い
や
考
え
方
を
訪
ね
ま
す
。

い
に
し
え
の

言
葉
に

出
会
う

1415

言
葉
に
出
会
う
た
め
に

教
科
書
を
開
け
ば
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
が

あ
な
た
を
待
っ
て
い
る
。

一
語
一
語
に
出
会
う
喜
び
を
実
感
し
よ
う
。

　気
に
な
る
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、

立
ち
止
ま
り
、
考
え
て
み
よ
う
。

言
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
表
情
を
見
せ
る
は
ず
だ
。

何
度
も
使
う
こ
と
で

か
が
や
き
を
増
す
言
葉
も
あ
る
だ
ろ
う
。

友
達
を
増
や
す
よ
う
に
、

自
分
の
言
葉
を
増
や
し
て
い
こ
う
。

言
葉
の
数
だ
け
、
世
界
は
豊
か
に
見
え
て
く
る
。

言
葉
の
数
だ
け
、
未
来
は
希
望
に
満
ち
て
く
る
。

言
葉
の
数
だ
け
、
自
分
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

書
き
留
め
る

　
言
葉
に
出
会
っ
た
ら
、ノ
ー
ト

や
メ
モ
に
書
き
留
め
て
お
こ
う
。

　
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
よ

う
に
、
た
く
さ
ん
の
言
葉
を

た
め
て
い
こ
う
。

調
べ
る

　
調
べ
た
言
葉
は
、
使
っ
て

こ
そ
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。

　
調
べ
方
を
工
夫
し
て
、
言

葉
の
世
界
を
広
げ
て
い
こ
う
。

言
葉
を
知
る

　
身
の
回
り
の
言
葉
や
表

現
に
目
を
向
け
、
言
葉
に

つ
い
て
考
え
よ
う
。

●
文
法
へ
の
扉と
び
ら

・
文
法

●
言
葉
　
●
漢
字

●
書
く

20
ページ

22
ページ

こ
れ
ま
で
、

ど
ん
な
言
葉
に
出
会
っ
て
き
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
、

ど
ん
な
言
葉
に
出
会
う
だ
ろ
う
。

小
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
を
確か

く

認に
ん

し
、

中
学
校
の
国
語
学
習
の
準
備
を
し
よ
う
。
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│
文
学
・
説
明
文
教
材

3
多
様
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
出
会
う

一
年

野
原
は
う
た
う
﹇
詩
﹈

工
藤
直
子

に
じ
の
見
え
る
橋
﹇
物
語
﹈

杉
み
き
子

は
じ
め
て
の
詩
﹇
詩
・
解
説
﹈

荒
川
洋
治

詩
四
篇
﹇
詩
﹈

雪
と
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル

﹇
読
書
（
物
語
）﹈

鎌
田　

實

星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
﹇
物
語
﹈
安
東
み
き
え

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち

に
…
…
﹇
物
語
﹈

米
倉
斉
加
年

少
年
の
日
の
思
い
出
﹇
小
説
﹈

ヘ
ル
マ
ン・ヘ
ッ
セ

木
は
旅
が
好
き
﹇
詩
﹈

茨
木
の
り
子

二
年

明
日
﹇
詩
﹈

谷
川
俊
太
郎

ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
﹇
小
説
﹈

椎
名　

誠

新
し
い
短
歌
の
た
め
に

﹇
短
歌
・
解
説
﹈

馬
場
あ
き
子

短
歌
十
二
首
﹇
短
歌
﹈

旅
す
る
絵
か
き
│
パ
リ
か
ら
の

手
紙
﹇
読
書
（
物
語
）﹈

伊
勢
英
子

盆
土
産
﹇
小
説
﹈

三
浦
哲
郎

字
の
な
い
葉
書
﹇
随
筆
﹈

向
田
邦
子

走
れ
メ
ロ
ス
﹇
小
説
﹈

太
宰　

治

言
葉
の
力
﹇
随
筆
﹈

大
岡　

信

三
年

朝
焼
け
の
中
で
﹇
詩
﹈

森
崎
和
江

握
手
﹇
小
説
﹈

井
上
ひ
さ
し

俳
句
の
可
能
性
﹇
俳
句
・
解
説
﹈
宇
多
喜
代
子

俳
句
十
六
句
﹇
俳
句
﹈

蟬
の
声
﹇
読
書
（
小
説
）﹈

浅
田
次
郎

高
瀬
舟
﹇
読
書
（
小
説
）﹈

森　

鷗
外

挨
拶
│
原
爆
の
写
真
に
よ
せ
て

﹇
詩
﹈

石
垣
り
ん

故
郷
﹇
小
説
﹈

魯
迅

温
か
い
ス
ー
プ
﹇
随
筆
﹈

今
道
友
信

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
﹇
詩
﹈

新
川
和
江

一
年

ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？

﹇
説
明
﹈

稲
垣
栄
洋

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て

﹇
説
明
﹈

桑
原
茂
夫

江
戸
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

﹇
読
書
（
随
筆
）﹈

杉
浦
日
向
子

シ
カ
の
「
落
ち
穂
拾
い
」

│
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
録
か
ら

﹇
記
録
﹈

辻　

大
和

流
氷
と
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し

﹇
説
明
﹈

青
田
昌
秋

二
年

や
さ
し
い
日
本
語
﹇
説
明
﹈

佐
藤
和
之

五
重
の
塔
は
な
ぜ
倒
れ
な
い
か

﹇
読
書
（
説
明
）﹈

上
田　

篤

君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
知
っ

て
い
る
か
﹇
評
論
﹈

布
施
英
利

モ
ア
イ
は
語
る

│
地
球
の
未
来
﹇
論
説
﹈

安
田
喜
憲

三
年
「
批
評
」
の
言
葉
を
た
め
る

﹇
論
説
﹈

竹
田
青
嗣

月
の
起
源
を
探
る
﹇
説
明
﹈

小
久
保
英
一
郎

光
で
見
せ
る
展
示
デ
ザ
イ
ン

﹇
読
書
（
随
筆
）﹈

木
下
史
青

「
記
憶
」
と
「
資
料
」﹇
随
筆
﹈

沢
木
耕
太
郎

ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

│
知
識
と
は
何
か
﹇
論
説
﹈

吉
見
俊
哉

ア
ラ
ス
カ
と
の
出
会
い
﹇
随
筆
﹈
星
野
道
夫

聴
く
と
い
う
こ
と
﹇
説
明
﹈

鷲
田
清
一

◀
文
学

◀
説
明
文 ■

■
は
新
教
材

■
■
は
新
教
材

④地球の周りに冷えて粒子となった
岩石成分が円盤状に広がる。

⑤ �岩石の粒子が，互いに衝突，合体
することで月ができる。

47 多様な視点から　月の起源を探る

①地球に原始惑星が衝突する。②衝突の瞬間。③地球の周りに岩石成分が
まき散らされる。

	

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
と
に

し
た
月
の
起
源
の
映
像

46
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こ
れ
ま
で
も
評
価
の
高
か
っ
た
教
材
に
加
え
、
新
し
い
も
の
の
見
方
、

考
え
方
と
出
会
う
こ
と
の
で
き
る
教
材
が
充
実
し
ま
し
た
。

　

多
様
な
筆
者
に
よ
る
個
性
豊
か
な
教
材
は
、
生
徒
の
感
性
を
磨
き
、

知
的
好
奇
心
を
旺
盛
に
し
ま
す
。
ま
た
、
魅
力
的
な
文
章
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
で
教
え
る
こ
と
も
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
①
で
紹
介
し
た
書

き
下
ろ
し
作
品
の
ほ
か
に
も
、
各
学
年
に
新
し

い
教
材
を
位
置
づ
け
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
長
く

親
し
ま
れ
て
き
た
教
材
と
と
も
に
、
幅
広
い

テ
ー
マ
で
生
徒
の
心
に
訴
え
か
け
ま
す
。

　

現
代
を
代
表
す
る
研
究
者

の
情
熱
に
あ
ふ
れ
る
文
章
が
、

「
知
る
喜
び
」
を
か
き
た
て

ま
す
。
ま
た
、説
明
・
解
説
型
、

仮
説
検
証
型
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
論
理
展
開
の
文
章
構
成

は
、「
わ
か
る
感
動
」
を
呼

び
起
こ
し
、
論
理
的
な
思
考

力
や
表
現
力
を
養
い
ま
す
。

磨
き
抜
か
れ
た
言
葉
と
幅
広
い
テ
ー
マ
│
文
学

知
る
喜
び
・
わ
か
る
感
動
│
説
明
文

「雪とパイナップル」
鎌田  實（１年）

「わたしは、うれしかった。
人間ってすごいなあって、そ
のとき思ったのです。優しい
心は、人から人へ伝染してい
くんだって。」
　ロシアのベラルーシで医療
活動にあたった日本の若い看
護師と、患者の少年や家族と
の温かい交流を描く。

「君は『最後の晩餐』を
知っているか」
布施英利（２年）
　美術解剖学者が、名画「最後の晩餐」
に施された緻密な計算を読み解く。

「月の起源を探る」
小久保英一郎（３年）
　月がどのようにしてできたのか、さまざ
まな仮説を検証しながら謎を解明していく。

「旅する絵かき─パリからの手紙」
伊勢英子（２年）

「僕は圧倒されて立ち尽くした。何十年前の少年
が見た風景が、そのままここにあるんだよ。」
　八十歳の造本職人との出会いを、美しいパリ
の光景の中に描く。
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│
伝
統
的
な
言
葉
、
名
文
に
ふ
れ
る

4
時
代
を
超
え
て
伝
わ
る
言
葉

　

長
い
間
人
々
に
受
け
継
が
れ
、
語
り

続
け
ら
れ
て
き
た
言
葉
は
、
未
来
を
照

ら
す
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
古
典
の
世

界
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な

教
材
を
は
じ
め
、
四
季
の
恵
み
豊
か
な

日
本
な
ら
で
は
の
繊
細
な
言
葉
や
、
自

然
の
微
妙
な
色
合
い
を
表
す
言
葉
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
美
し
い
言
葉
に
出
会
え
る

場
も
設
け
ま
し
た
。

七
夕
に
思
う 

―
―

語
り
継
が
れ
、読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の

江戸の町の七夕飾
かざ

り

（「市
し

中
ちゅう

繁
はん

栄
えい

七
たなばた

夕祭
まつり

」歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

）

ささ竹に短
たん

冊
ざく

を飾る

（「七
たなばた

夕」歌
うた

川
がわ

国
くに

貞
さだ

）

⃝
古
い
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
典
作
品
が

読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
知
ろ
う
。

春
木
々
が
芽
ぶ
き
、
動
物
た
ち
が
活
発
に
動
き
だ
す
春
。
し
め
り
気
を
帯
び
た
大
気
が

空
を
ぼ
ん
や
り
か
す
ま
せ
る
、
明
る
さ
と
さ
び
し
さ
の
入
り
混
じ
っ
た
季
節
。

菜
の
花
畠ば

た
け

に

　
　
　
　
入い
り

日ひ

薄う
す

れ
、

見
わ
た
す
山
の
端は

　
　
　
　
霞か

す
み

ふ
か
し
。

春
風
そ
よ
ふ
く

　
　
　
　
空
を
見
れ
ば
、

夕
月
か
か
り
て

　
　
　
　
に
お
い
淡あ
わ

し
。

高た
か

野の

辰た
つ

之ゆ
き

「
朧お
ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

」よ
り

小こ

諸も
ろ

な
る
古
城
の
ほ
と
り

雲
白
く（

ユ
ウ
）

遊い
う

子し

悲
し
む

緑
な
す
蘩は

こ
べ

は
萌も

え
ず

若
草
も
藉し

く
に
よ
し
な
し

し
ろ
が
ね
の
衾ふ

す
ま

の
岡お

か

辺べ

日
に
溶と

け
て
淡
雪
流
る

島し
ま

崎ざ
き

藤と
う

村そ
ん

「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
」よ
り

春
の
こ
よ
み

立春 暦
こよみ

のうえで春になる日。現在の 2月 4日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

では 1月の初めごろだった。りっしゅん

「
緑
響ひ
び

く
」
東ひ
が
し

山や
ま

魁か
い

夷い

啓蟄 冬ごもりから虫が地上に出てくるという意。現在の 3月 6日ごろ。旧暦の 2月。けいちつ

清明 天地が清
すが

々
すが

しい空気に満ちる季節の意。現在の 4月 5日ごろ。旧暦の 3月。せいめい

夏
木
々
の
し
げ
り
が
風
に
ゆ
ら
ぎ
、
強
い
日
差
し
が
肌は
だ

を
さ
す
夏
。

入
道
雲
が
雷

か
み
な
り

を
呼
び
、
夕
立
が
道
路
を
た
た
く
、
輝か
が
や

き
と
激
し
さ
の
季
節
。

松
原
遠
く
消
ゆ
る
と
こ
ろ

白し
ら

帆ほ

の
影
は
浮う

か

ぶ
。

干ほ
し

網あ
み

浜は
ま

に
高
く
し
て
、

鷗か
も
め

は
低
く
波
に
飛
ぶ
。

見
よ
昼
の
海
。

見
よ
昼
の
海
。

「
海
」（
作
者
未
詳
）
よ
り

一
薔ば

薇ら

ノ
木
ニ

薔
薇
ノ
花
サ
ク
。

ナ
ニ
ゴ
ト
ノ
不
思
議
ナ
ケ
レ
ド
。

二
薔
薇
ノ
花
。

ナ
ニ
ゴ
ト
ノ
不
思
議
ナ
ケ
レ
ド
。

照
リ
極き
は

マ
（
ワ
）

レ
バ
木
ヨ
リ
コ
ボ
ル
ル
。

光
リ
コ
ボ
ル
ル
。北き

た

原は
ら

白は
く

秋し
ゅ
う

「
薔
薇
二
曲
」
よ
り

夏
の
こ
よ
み

立夏 暦
こよみ

のうえで夏の始まりとされる日のこと。現在の 5月 6日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

の 4月。りっか

「
絵え

手て

鑑か
が
み 

蓮は
す

池い
け

に
蛙か
え
る

」 

酒さ
か

井い

抱ほ
う

一い
つ

芒種 昔，稲
いね

など，穀物の種をまいた時期を指す。現在の6月 6日ごろ。旧暦の5月。ぼうしゅ

小暑 夏の暑さが増してきて，暑中に入る日。現在の 7月 7日ごろ。旧暦の 6月。しょうしょ

秋
木
々
が
果
実
を
付
け
、
稲い
ね

が
ゆ
ら
り
と
穂
を
垂
ら
す
実
り
の
秋
。

空
高
く
雲
が
流
れ
、
さ
わ
や
か
な
風
が
、
や
が
て
紅
葉
を
連
れ
て
く
る
。

秋
の
こ
よ
み

立秋 秋になる日。この日以後の暑さを残暑という。現在の8月8日ごろ。旧
きゅう

暦
れき

の7月。りっしゅう

「
秋
の
い
こ
い
」
竹た
け

久ひ
さ

夢ゆ
め

二じ

白露 秋が次
し

第
だい

に深まり，露
つゆ

が繁
しげ

くなるころの意。現在の9月 8日ごろ。旧暦の8月。はくろ

寒露 露が寒々と感じられる季節という意。現在の 10 月 8日ごろ。旧暦の 9月。かんろ

秋
の
夕
日
に

　
　
　
照
る
山
紅も
み
じ葉
、

濃こ

い
も
薄
い
も

　
　
　
数
あ
る
中
に
、

松
を
い
ろ
ど
る

　
　
　
楓か
え
で

や
蔦つ
た

は
、

山
の
ふ
も
と
の

　
　
　
裾す
そ

模
様
。

高た
か

野の

辰た
つ

之ゆ
き

「
紅
葉
」
よ
り

秋
の
夜
は
、
は
る
か
の
彼か
な
た方

に
、

小
石
ば
か
り
の
、
河
原
が
あ（
ア
ッ
）つ
て
、

そ
れ
に
陽ひ

は
、
さ
ら
さ
ら
と

さ
ら
さ
ら
と
射さ

し
て
ゐ
（
イ
）る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

中な
か

原は
ら

中ち
ゅ
う

也や

「
一
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
よ
り

冬
木
々
が
葉
を
落
と
し
、
動
物
た
ち
が
息
を
ひ
そ
め
る
冬
。
海
か
ら
の
雪
雲
に

も
た
ら
さ
れ
た
寒
さ
も
、
ふ
き
の
と
う
が
顔
を
出
す
こ
ろ
に
は
緩
ん
で
い
く
。

さ
霧ぎ
り

消
ゆ
る
湊み
な
と

江え

の

舟ふ
ね

に
白
し
、
朝
の
霜し
も

。

た
だ
水
鳥
の
声
は
し
て

い
ま
だ
覚
め
ず
、
岸
の
家
。

「
冬
景
色
」（
作
者
未
詳
）
よ
り

き（
キ
ッ
）つ

ぱ
り
と
冬
が
来
た

八
つ
手
の
白
い
花
も
消
え

公い

孫て

樹ふ

の

（
イ
チ
ョ
ウ
）

木
も
箒は
う
き

に

（
ホ
ウ
キ
）

な（
ナ
ッ
）つ
た

高た
か

村む
ら

光こ
う

太た

郎ろ
う

「
冬
が
来
た
」
よ
り

冬
の
こ
よ
み

立冬 暦のうえでは，この日から冬になる。現在の 11 月 7日ごろ。旧暦の 10 月。りっとう

「
名
所
江
戸
百
景 

目め

黒ぐ
ろ

太た
い

鼓こ

橋
夕
日
の
岡お
か

」
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

大雪 雪の多く積もるころという意。現在の 12 月 7日ごろ。旧暦の 11 月。たいせつ

小寒 一年中で最も寒い，「寒」の初めのころ。現在の 1月 5日ごろ。旧暦の 12 月。しょうかん

2021

「色いろの言葉」
　１年は緑、２年は赤、３年は
青と、それぞれの系統の日本の
伝統的な色の名前を各学年の裏
見返しに掲載。自然に由来する
名前を知り、言葉の美しさ、感
性の豊かさにふれることができ
る。上は2年の一部分。

「季節のしおり」

　各学年４か所ずつ、季節にま
つわる古代から現代までの印象
的な言葉、詩句などを紹介。右
は１年の「季節のしおり」。

「七夕に思う」
（１年）

　千数百年も前から綿々と文
学に表されてきた「七夕」を
紹介しながら、日本人の生き
た姿、心を伝える古典文学へ
の扉を開く教材。
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大
阪
大
学
名
誉
教
授　

宮み
や

地じ  

裕ゆ
た
か

感
銘
を
受
け
た
教
材
文

2223

ほ
か
多
く
の
人
々
が
感
銘
を
受
け
て
き
て
い
る
も

の
だ
ろ
う
と
も
思
う
。

　

米
倉
さ
ん
は
私
よ
り
一
世
代
（
十
歳
）
若
い
か

ら
、
同
じ
戦
争
体
験
者
で
は
あ
っ
て
も
、
軍
歴
の

あ
る
な
し
と
か
、
空
襲
を
受
け
た
経
験
の
有
無
な

ど
、
体
験
の
質
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
た
ま
た
ま
、
わ
た
し
の
弟
の
一
人
は
米

倉
さ
ん
と
同
年
な
の
で
、
つ
い
重
ね
て
考
え
て
し

ま
う
が
、
若
い
時
代
の
一
世
代
の
違
い
は
大
人
と

子
ど
も
ぐ
ら
い
の
隔
た
り
が
あ
る
も
の
だ
し
、
戦

時
中
の
そ
れ
は
一
段
と
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
陸
軍
の
軍
歴
一
年
で
仙
台
の
第

二
師
団
か
ら
復
員
し
た
私
と
、
小
学
校
の
高
学
年

で
学
校
の
疎
開
先
か
ら
帰
宅
し
た
弟
と
は
、
そ
の

戦
争
体
験
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
例
え

ば
、
疎
開
さ
せ
ら
れ
た
小
学
生
た
ち
も
、
そ
れ
な

り
に
疎
開
先
で
ず
い
ぶ
ん
不
自
由
で
ひ
も
じ
い
思

い
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
意
外
の
感

を
も
っ
て
弟
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
も

私
の
胸
底
に
あ
る
。
弟
と
同
年
の
米
倉
さ
ん
は
、

当
時
ま
だ
小
学
校
高
学
年
の
児
童
だ
っ
た
わ
け
だ

が
、
そ
の
体
験
は
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。

　

教
科
書
に
は
米
倉
さ
ん
の
た
ぶ
ん
教
材
文
執
筆

の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
顔
写
真
が
あ
る
か
ら
、

つ
い
そ
の
大
人
の
眼
で
書
か
れ
た
教
材
文
だ
ろ
う

と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
は
そ

う
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
米
倉
さ
ん
は
子
ど
も
の

頃
の
心
に
立
ち
返
っ
て
、
こ

の
痛
切
な
思
い
を
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　

そ
の
後
の
六
十
余
年
を
通

観
す
れ
ば
、
私
は
自
分
の
二
十

歳
前
後
の
数
年
の
体
験
が
、
自

分
に
と
っ
て
い
か
に
重
い
も

の
で
あ
っ
た
か
を
、（
多
く
の

人
が
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
が
）

改
め
て
思
い
知
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
ま
だ
子
ど

も
だ
っ
た
米
倉
さ
ん
に
も
、
そ
の
深
い
体
験
が
今

な
お
胸
底
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
文
章
は
、
そ
う
い
う
息
遣
い
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

米
倉
さ
ん
の
文
章
に
感
銘
を
受
け
る
の
は
、
基

本
的
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
大
き
な
戦
争

の
時
代
を
生
き
た
人
間
の
、
そ
の
共
感
に
よ
る
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、千
差
万
別
の
戦
争
体
験
を「
共

感
」
だ
け
で
一
括
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
し
か
し
、
私
に
は
、「
共
感
」
ば
か
り
で
な
く
、

今
だ
か
ら
こ
そ
改
め
て
考
え
、
改
め
て
書
き
記
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。

　

米
倉
さ
ん
の
文
章
の
中
か
ら
、
特
に
感
銘
を
受

け
た
部
分
を
例
示
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　

弟
は
生
ま
れ
て
間
も
な
い
の
で
す
が
、
い
つ
も

泣
か
な
い
で
一
人
で
お
と
な
し
く
寝
て
い
ま
し
た
。

母
は
穴
を
掘
り
な
が
ら
、
ヒ
ロ
ユ
キ
が
お
と
な
し

い
か
ら
助
か
る
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

（
中
略
）

　

と
き
ど
き
配
給
が
あ
り
ま
し
た
。
ミ
ル
ク
が
一

缶
、
そ
れ
が
ヒ
ロ
ユ
キ
の
大
切
な
大
切
な
食
べ
物

で
し
た
…
…
。

（
中
略
）

　

母
は
、
よ
く
言
い
ま
し
た
。
ミ
ル
ク
は
ヒ
ロ
ユ

キ
の
ご
飯
だ
か
ら
、
ヒ
ロ
ユ
キ
は
そ
れ
し
か
食
べ

ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
と
│
│
。

　

で
も
、
僕
は
か
く
れ
て
、
ヒ
ロ
ユ
キ
の
大
切
な

ミ
ル
ク
を
盗
み
飲
み
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ

も
、
何
回
も
…
…
。

銘
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
一
言

ふ
れ
た
か
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
│
│

　

今
回
の
新
版
の
う
ち
、
文
学
的
文
章
の
新
教
材

は
、
一
年
に
荒
川
洋
治
「
は
じ
め
て
の
詩
」、
鎌

田
實
「
雪
と
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
」、安
東
み
き
え
「
星

の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」、
二
年
に
椎
名
誠
「
ア
イ

ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」、
馬
場
あ
き
子
「
新
し
い
短
歌

の
た
め
に
」、
伊
勢
英
子
「
旅

す
る
絵
か
き
」、
三
年
に
浅
田

次
郎
「
蟬
の
声
」
な
ど
が
あ

る
。
い
ず
れ
も
な
か
な
か
読

み
ご
た
え
の
あ
る
文
章
だ
が
、

本
誌
の
特
集
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら

に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
、

特
に
感
銘
を
受
け
た
（
久
し

く
受
け
て
い
る
）
一
作
品
を

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
の
一
作
品
と
は
、
第
一
学
年
、
米
倉
斉
加

年
さ
ん
の
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に

…
…
」
で
あ
る
。
文
章
も
、
自
筆
の
そ
の
挿
絵
も

秀
逸
な
も
の
だ
と
、
折
に
ふ
れ
て
私
は
感
じ
て
き

た
。
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
度
版
以
来
の

教
材
だ
か
ら
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
人
の
目
に

ふ
れ
、
評
価
も
定
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う

し
、
生
徒
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
関
係
者
そ
の

　

教
科
書
に
あ
る
か
ら
教
材
文
と
い
う
が
、
も
ち

ろ
ん
そ
の
全
て
が
教
材
文
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
教
科
書
に
採
ら
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
古
今
の
文
章
の
中
に
は
、
あ
ま
り
手
を
加

え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
一
方
に
は
、

表
記
を
含
む
一
字
一
句
に
至
る
ま
で
検
討
を
重
ね

て
、
初
め
て
掲
出
に
至
る
も
の
も
あ
る
。
日
本
語

の
表
記
法
│
│
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
い
う
複
雑

な
表
記
法
│
│
と
、
学
校
教
育
で
の
漢
字
の
制
約

に
配
慮
し
な
が
ら
本
文
を
策
定
し
て
い
く
。
そ
れ

は
ほ
と
ん
ど
研
究
的
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク

（
※
）
に
匹
敵
す
る
作
業
で
あ
る
。
次
代
を
担
う

青
少
年
の
頭
脳
と
精
神
の
た
め
に
、
編
者
た
ち
は

力
を
尽
く
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
深
く
は
踏
み

込
ま
な
い
で
、
で
き
上
が
っ
た
教
材
文
自
体
に
つ

い
て
、
少
し
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
│
│
こ
の
、

い
わ
ば
礎
石
の
積
み
重
ね
、
土
台
造
り
の
努
力
に

少
し
ば
か
り
言
及
し
た
の
は
、
そ
こ
に
も
私
は
感

宮地  裕
　1924年、東京都生まれ。
国語学者。大阪大学名誉教
授。光村図書小学校・中学
校国語教科書編集委員。
　主な著書に、『現代表現
考』（共文社）、『新版文論』
『敬語・慣用句表現論』（と
もに明治書院）などがある。

※古典などの定本を決めるため、
数種の異本を比較研究すること。
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さ
れ
て
恥
を
か
い
た
。
け
し

か
ら
ん
。」と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
闇
の
中
で
、
こ
れ
聞
け

よ
が
し
に
下
士
官
が
生
徒
を

い
た
め
つ
け
、
そ
の
生
徒
は

少
し
芝
居
が
か
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
、
派
手
に
悲
鳴
を
上
げ
る
。

わ
れ
わ
れ
、
へ
な
ち
ょ
こ
候

補
生
た
ち
は
、
こ
れ
が
か
ね

て
聞
く
軍
隊
の
「
し
ご
き
」

か
と
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
感
じ
入
っ
て
い
た
の

だ
。

　

米
倉
さ
ん
の
文
章
に
感
銘
を
覚
え
な
が
ら
、
私

は
十
歳
の
隔
た
り
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
戦
時
中

の
共
感
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
幼
か
っ
た
頃
の
米

倉
さ
ん
の
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
に
、
私
は
感

銘
を
覚
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

教
材
文
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
真
情
の
表
白

に
感
銘
を
受
け
る
こ
と
自
体
、
人
の
心
の
奥
底
に

あ
る
情
感
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。
教
材
文
の
深
い

意
味
は
、
読
解
や
鑑
賞
を
通
し
て
、
筆
者
の
心
の

奥
底
に
観
入
す
る
と
き
に
、は
じ
め
て
「
わ
か
る
」

も
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
読
む
者
が
筆
者

の
心
の
奥
底
に
観
入
し
得
た
と
き
に
、そ
こ
に「
感

銘
」
が
生
じ
う
る
の
だ
ろ
う
。「
感
銘
」
と
は
こ

う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

ヒ
ロ
ユ
キ
は
病
気
に
な
り
ま
し
た
。
僕
た
ち
の

村
か
ら
三
里
く
ら
い
離
れ
た
町
の
病
院
に
入
院
し

ま
し
た
。

（
中
略
）

　

十
日
間
く
ら
い
入
院
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

ヒ
ロ
ユ
キ
は
死
に
ま
し
た
。

（
中
略
）

　

弟
は
そ
の
小
さ
な
小
さ
な
棺
に
、
母
と
僕
の
手

で
寝
か
さ
れ
ま
し
た
。
小
さ
な
弟
で
し
た
が
、
棺

が
小
さ
す
ぎ
て
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

母
が
、
大
き
く
な
っ
て
い
た
ん
だ
ね
、
と
ヒ
ロ

ユ
キ
の
ひ
ざ
を
曲
げ
て
棺
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
母
は
初
め
て
泣
き
ま
し
た
。

　

切
々
と
胸
に
迫
る
文
章
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い

る
の
は
そ
の
と
き
の
母
の
哀
切
な
心
情
だ
が
、
米

倉
さ
ん
の
母
を
想
い
弟
を
想
う
心
情
が
、
わ
れ
わ

れ
読
む
者
の
胸
に
響
く
。
離
別
・
死
別
の
悲
痛
な

思
い
は
、
こ
こ
か
し
こ
に
限
り
も
な
く
あ
る
こ
の

世
の
中
だ
か
ら
、
一
般
化
し
て
し
ま
え
ば
何
の
変

哲
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
つ
一
つ
の

具
体
の
も
つ
凄
み
は
深
く
鋭
い
も
の
が
あ
る
こ
と

を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
の
防
空
壕
は
直
ち
に
役
に
立
っ
た
の
だ
か
ら
、

顧
み
て
思
え
ば
、
敗
残
の
深
い
記
憶
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。

　

そ
の
後
六
十
余
年
が
経
っ
た
が
、
今
か
ら
二
十

何
年
か
の
昔
、
仙
台
で
の
国
語
学
会
の
折
に
、
私

は
一
人
こ
こ
を
訪
ね
た
。
人
を
誘
う
気
に
は
な
れ

な
か
っ
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
は
草
木
の
生

い
茂
っ
た
堀
に
な
っ
て
い
て
、
青
葉
城
址
の
足
下

な
が
ら
、
深
山
の
せ
せ
ら
ぎ
の
趣
き
が
あ
っ
た
。

昔
の
姿
を
察
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
意
外
に
狭

く
て
貧
弱
な
堀
で
あ
っ
て
、
蔦
や
草
木
に
覆
わ
れ

て
い
た
。
流
れ
て
い
る
は
ず
の
小
川
も
、
よ
く
は

見
え
な
い
湿
地
帯
で
あ
っ
た
。
昔
の
風
景
や
面
影

は
、
し
ば
し
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
記
憶
と
は
異
な

る
現
実
と
し
て
、
眼
前
に
現
れ
る
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
。

　

米
倉
さ
ん
の
そ
の
と
き
の

思
い
は
、
教
材
文
の
最
後
の

一
文
「
僕
は
ひ
も
じ
か
っ
た

こ
と
と
、
弟
の
死
は
一
生
忘

れ
ま
せ
ん
。」
に
集
約
さ
れ

る
。
私
も
準
じ
て
言
わ
せ
て

も
ら
え
ば
、「
ひ
も
じ
か
っ

た
こ
と
と
、
先
輩
・
友
人
た

ち
の
死
は
一
生
忘
れ
ま
せ

ん
。」
と
つ
ぶ
や
き
た
い
。

　

米
倉
さ
ん
の
文
章
の
次
の
部
分
に
も
、
私
は
感

銘
を
受
け
た
。

　

あ
ま
り
空
襲
が
ひ
ど
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
母

は
疎
開
し
よ
う
と
言
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
あ

る
日
、
祖
母
と
四
歳
の
妹
に
留
守
番
を
頼
ん
で
、

母
が
弟
を
お
ん
ぶ
し
て
僕
と
三
人
で
、
し
ん
せ
き

の
い
る
田
舎
へ
出
か
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
し

ん
せ
き
の
人
は
、
は
る
ば
る
出
か
け
て
き
た
母
と

弟
と
僕
を
見
る
な
り
、
う
ち
に
食
べ
物
は
な
い
と

言
い
ま
し
た
。
僕
た
ち
は
食
べ
物
を
も
ら
い
に

行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
引
っ
越
し
の

相
談
に
行
っ
た
の
に
。
母
は
そ
れ
を
聞
く
な
り
、

僕
に
帰
ろ
う
と
言
っ
て
、
く
る
り
と
後
ろ
を
向
い

て
帰
り
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
顔
を
、
僕
は
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。

強
い
顔
で
し
た
。
で
も
悲
し
い
悲
し
い
顔
で
し
た
。

僕
は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
僕
た
ち
子
供
を
必
死
で
守
っ
て
く
れ
る
母

の
顔
は
、
美
し
い
で
す
。
僕
は
あ
の
と
き
の
こ
と

を
思
う
と
、
い
つ
も
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
時
の
、
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
米
倉
さ
ん
の

思
い
は
、
痛
切
な
も
の
と
も
哀
切
な
も
の
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、

　

防
空
壕
の
穴
掘
り
は
、
お
母
さ
ん
に
は
ず
い
ぶ

ん
厳
し
い
作
業
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
場
所
の
土
砂

な
ど
の
状
況
に
も
よ
る
が
、
ス
コ
ッ
プ
で
一
掘
り

一
掘
り
、
汗
ま
み
れ
に
な
っ
て
掘
っ
て
い
く
、
さ

ぞ
過
酷
な
労
働
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

私
は
、
実
は
仙
台
の
青
葉
城
址
の
真
下
、
昔
、

城
の
堀
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
小
さ
い
川
の
、
そ

の
水
面
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
上
あ
た
り
の
岩
壁
を
鶴つ
る

嘴は
し

で
掘
っ
て
、
自
分
た
ち
の
逃
げ
込
む
防
空
壕

を
造
っ
た
経
験
し
か
な
い
の
だ
が
、
当
時
の
高

専
・
大
学
の
学
生
上
が
り
、
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
の
陸

軍
予
備
士
官
学
校
特
別
甲
種
幹
部
候
補
生
た
ち
に

は
、
決
し
て
楽
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

数
か
月
後
ア
メ
リ
カ
の
空
軍
機
が
水
平
線
の
か
な

た
の
空
母
か
ら
飛
び
立
っ
て
仙
台
を
襲
っ
た
と
き
、

読
む
者
の
胸
に
切
々
と
迫
る
も
の
が
あ
る
。

　

私
の
食
糧
難
の
経
験
、
腹
が
へ
っ
て
辛
か
っ
た

記
憶
は
、
昭
和
十
八
年
度
の
高
等
学
校
の
寮
生
活

一
年
と
軍
隊
生
活
の
一
年
ほ
ど
の
中
に
も
あ
っ
た

し
、
戦
後
の
二
、三
年
の
生
活
の
中
に
も
あ
っ
た
。

厳
し
い
軍
隊
の
訓
練
で
、
腹
が
へ
る
の
は
楽
で
は

な
か
っ
た
。
耐
え
か
ね
て
干
し
大
根
を
盗
ん
だ
男

が
い
て
、
小
隊
（
予
備
士
官
学
校
で
は
「
区
隊
」

と
言
っ
た
）
の
全
員
が
隊
長
か
ら
一
晩
き
つ
い
説

教
を
食
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
と
き
は
数
時

間
の
説
諭
を
全
員
が
食
ら
い
、
自
己
批
判
を
さ
せ

ら
れ
て
済
ん
だ
が
、
そ
の
男
は
、
数
日
後
の
夜
間

訓
練
の
と
き
、
小
隊
付
き
の
下
士
官
に
、
少
し
離

れ
た
闇
の
中
で
、
こ
っ
ぴ
ど
く
や
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
下
士
官
の
言
い
分
は
、下
士
官
仲
間
か
ら「
お

前
の
小
隊
に
は
ひ
ど
い
生
徒
が
い
る
な
と
馬
鹿
に



国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所　
総
括
研
究
員　

澤さ
わ

田だ

真ま

弓ゆ
み

　

そ
も
そ
も
特
別
支
援
教
育
と
は
何
な
の
で
し
ょ

う
か
。
平
成
十
五
年
三
月
に
、
文
部
科
学
省
調
査

研
究
協
力
者
会
議
「
今
後
の
特
別
支
援
教
育
の
在

り
方
に
つ
い
て
（
最
終
報
告
）」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
特
別
支
援
教
育
と
は
、

従
来
の
特
殊
教
育
の
対
象
の
障
害
だ
け
で
な

く
、
Ｌ
Ｄ
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
、
高
機
能
自
閉
症
を

含
め
て
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
自
立
や
社

会
参
加
に
向
け
て
、
そ
の
一
人
一
人
の
教
育
的

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
、
そ
の
持
て
る
力
を
高

め
、
生
活
や
学
習
上
の
困
難
を
改
善
又
は
克
服

す
る
た
め
に
、
適
切
な
教
育
や
指
導
を
通
じ
て

必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
特
別
支

援
教
育
の
対
象
が
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
て
い
る

Ｌ
Ｄ
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
、
高
機
能
自
閉
症
等
の
発
達
障

害
（
表
①
）
の
子
ど
も
た
ち
も
含
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
、
障
害
の
種
類
や
程
度
だ
け
で

な
く
、
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
視
点
を
当

て
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

近
年
、
子
ど
も
た
ち
を
巡
る
教
育
の
諸
課
題
に

対
応
し
て
、
協
力
者
会
議
や
モ
デ
ル
事
業
等
の
取

り
組
み
が
各
所
で
な
さ
れ
、
さ
ら
に
教
育
基
本
法

を
は
じ
め
と
す
る
教
育
に
関
連
す
る
法
改
正
が
な

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
平
成
十
八
年
に
改
正
さ
れ
た

学
校
教
育
法
で
は
、
小
中
学
校
等
に
お
い
て
、
学

習
障
害
・
注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
等
を
含
む
障

害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
に
対
し
て
適
切
な
教
育
を

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
平
成
二
十
年
に
告
示
さ

れ
た
幼
稚
園
教
育
要
領
、
小
学
校
、
中
学
校
学
習

指
導
要
領
、
翌
二
十
一
年
に
告
示
さ
れ
た
高
等
学

校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
特
別
支
援
教
育
に

つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
学
校
に
お

い
て
、
特
別
支
援
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
移
行
の
時
期
、「
中

一
ギ
ャ
ッ
プ
」
な
ど
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
、

学
習
環
境
や
生
活
環
境
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
、

不
適
応
を
起
こ
す
生
徒
が
出
て
く
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
中
学
生
に
な
る
と
学
級
担
任
制
か
ら
教
科

担
任
制
へ
と
変
わ
り
、
学
習
量
の
増
加
や
友
達
関

係
も
新
た
に
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
が
起
こ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
思
春
期
特
有
の
心

の
葛
藤
等
々
と
、
ど
の
生
徒
も
少
な
か
ら
ず
戸
惑

い
や
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
て
き
ま
す
。
特
に
さ
ま
ざ

ま
な
変
化
へ
の
対
応
や
友
達
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
等
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
る
発
達
障
害

等
の
あ
る
生
徒
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
試
練
の
時

期
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
個
々
の
生
徒
の
状
況
を
見
極
め
て
、

適
切
な
指
導
や
配
慮
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
学
校

に
自
分
の
居
場
所
（
心
の
拠
り
所
）
が
あ
る
こ
と
、

そ
れ
に
は
ま
ず
は
授
業
が
わ
か
り
、
授
業
が
楽
し

い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
、
自
信
を
失
っ

て
自
尊
感
情
や
自
己
肯
定
感
が
低
下
し
、
不
登
校

や
引
き
こ
も
り
に
繋
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
丁

寧
に
生
徒
を
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

さ
て
、「
１　

特
別
支
援
教
育
と
は
」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
学
校
に
お
い
て
、
特
別
支

援
教
育
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
体
制

整
備
（
特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指

名
や
校
内
委
員
会
の
設
置
等
）
は
急
速
に
進
ん
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
具
体
的
な
指
導
方

法
と
な
る
と
苦
慮
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
の
も
否

め
ま
せ
ん
。
学
校
と
い
う
中
で
は
、
や
は
り
ど
の

生
徒
に
と
っ
て
も
「
授
業
が
わ
か
る
」
と
い
う
こ

と
が
大
切
で
す
。
三
十
人
以
上
の
生
徒
が
在
籍
し

て
い
る
ク
ラ
ス
で
、
支
援
の
必
要
な
生
徒
を
含
め

て
「
わ
か
る
授
業
」
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
何

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か

ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
ま
ず
は
、
特
別

支
援
教
育
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
、
誰
に
で
も
見

や
す
い
、
わ
か
り
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科

定義 具体的な現れ方

ＬＤ
（Learning Disabilities

＝学習障害）

　基本的には全般的な知的発達
に遅れはないが、聞く、話す、
読む、書く、計算する又は推論
する能力のうち特定のものの習得
と使用に著しい困難を示すもの。

▶よく似た文字を読み間違える
▶行をとばして読む
▶筆算の桁をずらして計算する
▶集団の中での指示を聞き漏らす など

ＡＤＨＤ
（Attention-Deficit /

Hyperactivity Disorder
＝注意欠陥／多動性障害）

　年齢あるいは発達に不釣り合
いな注意力、及び／又は衝動性、
多動性を特徴とする行動の障害
で、社会的な活動や学業の機能
に支障をきたすもの。

▶じっとしていられない
▶思った瞬間に行動してしまう
▶気が散りやすく不注意な間違いをする
▶カッとなりやすい など

高機能自閉症
（High-Functioning

 Autism）

　３歳ぐらいまでに現れ、①他
人との社会的関係の形成の困難
さ、②言葉の発達の遅れ、③興
味や関心が狭く特定のものにこ
だわることを特徴とする行動の
障害である自閉症のうち、知的
発達の遅れを伴わないもの。
※知的発達の遅れを伴わず、かつ、
自閉症の特徴のうち言葉の発達
の遅れを伴わないものを「アス
ペルガー症候群」と呼ぶ。

▶変更や変化に対応しにくい
▶球技やゲームで仲間と協力して行うこ
　とがしにくい
▶あいまいな言葉の意味をくみとること
　が苦手
▶同じものややり方にこだわる など

※ここに挙げた発達障害の定義は「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」（平成17年12月8日、中央教育審議会）による。

表①　発達障害とは

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な 

　   

教
科
書
を

     

目
指
し
て
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1
特
別
支
援
教
育
と
は

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な

教
科
書
を
目
指
し
て

い
ま
、
教
科
書
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
は

3

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の

移
行
期
を
考
え
る

2



書
が
基
本
と
し
て
あ
る
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
十
年
六
月
に
「
障
害
の
あ

る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等

の
普
及
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
法
律
の
目
的
は
「
教
育
の
機
会
均

等
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
障
害
の
あ
る
児
童
及
び

生
徒
の
た
め
の
教
科
用
特
定
図
書
等
の
普
及
を
促

進
し
、
障
害
等
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
児
童
及
び

生
徒
が
十
分
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
学

校
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
」
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ

で
「
教
科
用
特
定
図
書
等
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
教
科
用
拡
大
図
書
、
教
科
用
点
字
図
書
、
そ

の
他
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
生
徒
が
学
習
す
る
た

め
に
作
成
し
た
教
材
で
あ
っ
て
、
検
定
用
教
科
図

書
等
に
代
え
て
使
用
し
得
る
も
の
で
す
。

　

弱
視
児
童
生
徒
の
た
め
の
拡
大
教
科
書
を
例
に

と
れ
ば
、
拡
大
教
科
書
は
、
弱
視
児
童
生
徒
の
視

認
特
性
を
考
慮
し
て
、
原
本
教
科
書
（
検
定
用
教

科
図
書
）
を
見
や
す
い
よ
う
に
、
文
字
や
図
を
大

き
く
し
た
り
、
フ
ォ
ン
ト
や
行
間
、
色
彩
や
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
の
変
更
、
囲
み
線
を
入
れ
各
領
域
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
等
々
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
工
夫
を
し
て
作
成
さ
れ
た
拡
大
教
科

書
は
、
弱
視
児
童
生
徒
の
み
な
ら
ず
、
他
の
障
害

の
子
ど
も
た
ち
に
も
見
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
い

教
科
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
、
見
え
に

く
さ
へ
の
配
慮
と
は
、
特

別
な
こ
と
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
生
徒
に
わ
か
り
や

す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と

の
一
つ
だ
か
ら
で
す
。

　

障
害
特
性
に
応
じ
た
拡

大
教
科
書
や
点
字
教
科
書

等
の
普
及
は
も
ち
ろ
ん
大

切
な
こ
と
で
す
が
、
そ
の

元
に
な
っ
て
い
る
原
本
教

科
書
そ
の
も
の
が
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
多
く
の
児
童
生
徒
が

教
科
書
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
文
字

等
を
拡
大
教
科
書
の
よ
う
に
大
き
く
し
な
い
ま
で

も
、
拡
大
教
科
書
作
成
の
技
術
的
知
識
や
情
報
を

含
め
て
、
特
別
支
援
教
育
の
視
点
か
ら
原
本
教
科

書
を
作
成
し
て
い
く
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、

す
べ
て
の
子
ど
も
に
と
っ
て
見
や
す
い
わ
か
り
や

す
い
教
科
書
と
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
誰
に
で
も
見
や
す
い
、
わ
か
り
や
す
い

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ク
ラ
ス
の
中
に
は
、

視
力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
色
覚
に
特
性
の
あ
る

生
徒
、
読
み
や
書
き
に
課
題
を
持
っ
て
い
る
生
徒

等
々
、
多
様
な
生
徒
が
在
籍
し
て
い
ま
す
。
個
々

の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
支
援
の
方
法
や
配
慮
は
異
な
り

ま
す
が
、
ｐ
31
に
示
し
た
「
教
科
書
に
求
め
ら
れ

る
配
慮
」
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
考
慮
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。次
に
そ
の
中
か
ら「
色

使
い
」
と
「
ペ
ー
ジ
構
成
」
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
１
）
色
覚
特
性
の
観
点
か
ら

　

私
た
ち
の
周
り
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
色
で
あ
ふ
れ
て
い
て
、「
何
色
」
と
表
現
し

た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
色
合
い
ま
で

出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
配
慮
に
欠
け
る

色
使
い
も
あ
り
、
不
便
を
感
じ
る
ケ
ー
ス
も
少
な

か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
色
と
い

う
の
は
、
誰
に
で
も
同
じ
よ
う
に
わ
か
り
や
す
い

も
の
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
案
外
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
人
に
は
明
ら
か
に
違
っ
て
見

え
る
色
が
同
じ
よ
う
に
見
え
た
り
、
背
景
の
色
と

の
組
み
合
わ
せ
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
も
見
え
方
に

違
い
が
出
て
き
ま
す
。

　

日
本
人
で
は
男
性
の
お
よ
そ
５
％
、
女
性
の
お

よ
そ
０
・
２
％
に
特
定
な
色
を
混
同
す
る
色
覚
特

性
を
も
っ
た
方
が
い
ま
す
。
ま
た
視
力
の
低
い
方

や
白
内
障
等
の
疾
患
の
あ
る
方
な
ど
に
と
っ
て
も

色
に
よ
る
識
別
が
し
に
く
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

最
近
の
教
科
書
は
た
い
へ
ん
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
さ

れ
て
き
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
使
い
、
さ

ら
に
背
景
色
や
地
模
様
が
あ
っ
た
り
と
た
い
へ
ん

凝
っ
た
美
し
い
表
現
が
な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
そ
の
単
元
の
内
容
の
イ
メ
ー

ジ
を
つ
か
む
一
助
と
な
っ
て
い
た
り
、
そ
こ
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
（
情
報
）
を
発
信
し
て
も
い
ま
す
。

学
習
効
果
を
高
め
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
色
を
全

く
使
用
し
な
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
生
徒
に
と
っ
て
わ
か

り
や
す
く
、
見
や
す
く
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
色
覚
特
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
識
別
し

拡大教科書（左）と通常の教科書（右）
　拡大教科書は、文字を大きくするだけでなく、フォント
や行間にも工夫が加えられている。
　また、「目標」の位置を変えるなど、文章のまとまりが認
識しやすいように、レイアウトにも配慮がなされている。
　光村図書は、平成５年に、「すべての児童・生徒に等しく、
学ぶ楽しさを味わってもらうこと」を発行者の責務と感じ、
教科書会社として初めて中学校国語の拡大教科書を編集・
発行。そして、蓄積された経験や使用者の意見などをもとに、
さらに読みやすい拡大教科書を目指して研究を続けている。

実際の文字の大きさと
フォントの違い
通常の教科書　明朝体11ポイント
拡大教科書　　ゴシック体22ポイント
（26ポイントと18ポイントの拡大教科書も
作成）

　
僕
の
お
じ
さ
ん
は
「
ぐ
う
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
。
津つ

田だ

由ゆ

起き

夫お

三
十
八
歳
。
い
そ
う
ろ
う
。

　
僕
の
母
親
の
弟
だ
。
い
つ
も
母
に
怒
ら
れ
て
い
る
。
学
生
の
こ
ろ
に
外
国
の
い
ろ
ん
な
所
を
旅
し
て
い
た
ら

し
く
、
気
づ
い
た
と
き
に
は
僕
の
家
に
住
み
着
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
長
い
こ
と
「
ぐ
う
た
ら
」
し
て
い
る
か
ら
、

い
つ
の
ま
に
か
「
ぐ
う
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
あ
だ
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
変
わ
っ
た
人
で
、

そ
う
言
わ
れ
る
と
な
ん
だ
か
う
れ
し
そ
う
だ
。
そ
れ
を
見
て
僕
の
母
は
ま
た
怒
る
。
怒
る
け
ど
「
こ
れ
、
ぐ
う

ち
ゃ
ん
の
好
物
。」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
、
ご
飯
の
支
度
を
し
て
い
る
か
ら
母
も
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

　
僕
の
家
は
東
京
の
西
の
郊
外
に
あ
っ
て
、
父
の
祖
父
が
建
て
た
。
古
い
家
だ
け
れ
ど
、
ぐ
う
ち
ゃ
ん
が
「
い

そ
う
ろ
う
」
で
き
る
六
畳
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
「
ぐ
う
た
ら
」
し
て
い
る
。
父
は
単
身
赴
任

で
仙せ
ん

台だ
い

に
い
て
、
週
末
に
帰
っ
て
く
る
。
ぐ
う
ち
ゃ
ん
が
い
る
と
何
か
力
仕
事
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
安
心

だ
か
ら
、
と
言
っ
て
、
父
は
ぐ
う
ち
ゃ
ん
の
い
そ
う
ろ
う
を
歓
迎
し
て
い
る
み
た
い
だ
。

　
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
、
家
に
い
る
と
き
は
た
い
て
い
本
を
読
ん
で
い
る
か
、
唯
一
の
タ
カ
ラ
モ
ノ
で
あ
る
カ
メ
ラ

の
掃
除
、
点
検
な
ど
を
し
て
い
る
。
全
く
「
ぐ
う
た
ら
」
ば
か
り
で
も
な
く
て
、
た
ま
に
一
週
間
ぐ
ら
い
留
守

2	

漢
怒お

こ

る

7	

漢
郊コ

ウ

外

8	

漢
単
身
赴フ

任

11	

漢
唯ユ

イ

一

ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト

椎し
い

名な 

誠ま
こ
と

作
品
に
表
れ
て
い
る
も
の
の

見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、

自
分
の
考
え
を
も
つ
。

登
場
人
物
の
言
動
や
心
情
を

表
す
表
現
な
ど
に
注
意
し
て
、

作
品
を
読
み
取
る
。

⃝⃝

目
標
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僕
の
お
じ
さ
ん
は
「
ぐ
う
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
。
津つ

田だ

由ゆ

起き

夫お

三
十
八
歳
。
い
そ
う
ろ
う
。

　
僕
の
母
親
の
弟
だ
。
い
つ
も
母
に
怒
ら
れ
て
い
る
。
学
生
の
こ
ろ
に
外
国
の
い
ろ
ん
な
所
を
旅
し
て
い
た
ら

し
く
、
気
づ
い
た
と
き
に
は
僕
の
家
に
住
み
着
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
長
い
こ
と
「
ぐ
う
た
ら
」
し
て
い
る
か
ら
、

い
つ
の
ま
に
か
「
ぐ
う
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
あ
だ
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
変
わ
っ
た
人
で
、

そ
う
言
わ
れ
る
と
な
ん
だ
か
う
れ
し
そ
う
だ
。
そ
れ
を
見
て
僕
の
母
は
ま
た
怒
る
。
怒
る
け
ど
「
こ
れ
、
ぐ
う

ち
ゃ
ん
の
好
物
。」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
、
ご
飯
の
支
度
を
し
て
い
る
か
ら
母
も
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

　
僕
の
家
は
東
京
の
西
の
郊
外
に
あ
っ
て
、
父
の
祖
父
が
建
て
た
。
古
い
家
だ
け
れ
ど
、
ぐ
う
ち
ゃ
ん
が
「
い

そ
う
ろ
う
」
で
き
る
六
畳
間
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
「
ぐ
う
た
ら
」
し
て
い
る
。
父
は
単
身
赴
任

で
仙せ
ん

台だ
い

に
い
て
、
週
末
に
帰
っ
て
く
る
。
ぐ
う
ち
ゃ
ん
が
い
る
と
何
か
力
仕
事
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
安
心

だ
か
ら
、
と
言
っ
て
、
父
は
ぐ
う
ち
ゃ
ん
の
い
そ
う
ろ
う
を
歓
迎
し
て
い
る
み
た
い
だ
。

　
ぐ
う
ち
ゃ
ん
は
、
家
に
い
る
と
き
は
た
い
て
い
本
を
読
ん
で
い
る
か
、
唯
一
の
タ
カ
ラ
モ
ノ
で
あ
る
カ
メ
ラ

の
掃
除
、
点
検
な
ど
を
し
て
い
る
。
全
く
「
ぐ
う
た
ら
」
ば
か
り
で
も
な
く
て
、
た
ま
に
一
週
間
ぐ
ら
い
留
守

2	

漢
怒お
こ

る

7	

漢
郊コ
ウ

外

8	

漢
単
身
赴フ

任

11	

漢
唯ユ
イ

一

ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト

椎し
い

名な 

誠ま
こ
と

作
品
に
表
れ
て
い
る
も
の
の

見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、

自
分
の
考
え
を
も
つ
。

登
場
人
物
の
言
動
や
心
情
を

表
す
表
現
な
ど
に
注
意
し
て
、

作
品
を
読
み
取
る
。

⃝⃝

目
標

18

510

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な 

　   

教
科
書
を

     

目
指
し
て

2829

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な

教
科
書
と
は

4



や
す
い
配
色
の
使
用
や
工
夫
、
配
慮
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
単
に
カ
ラ
フ
ル
さ
を
求
め
て
多
色
使
い

に
な
っ
て
い
な
い
か
、
本
当
に
こ
こ
で
こ
の
色
使

い
が
必
要
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
や
役
割
を

も
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
単
元
に
よ
っ
て
は
、
グ
ラ
フ
や
写
真
、
イ
ラ

ス
ト
か
ら
判
断
し
て
説
明
し
た
り
文
章
を
作
っ
た

り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
読
み
取
っ

て
い
く
元
に
な
る
も
の
が
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す

く
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
本
来
、
生
徒
た
ち

に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
力
は
つ
き
ま
せ
ん
。

　

簡
単
に
「
色
使
い
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
表
②
に
示

し
ま
し
た
が
、
色
使
い
の
基
本
は
、
見
分
け
や
す

い
色
を
使
い
、
色
だ
け
に
頼
っ
た
情
報
提
供
を
し

な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
見
分
け
に
く
い
配
色
で
も
、

明
度
差
を
つ
け
た
り
、
境
界
線
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
見
分
け
や
す
く
な
り
ま
す
の
で

そ
れ
ら
の
工
夫
と
配
慮
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

（
２
）
ペ
ー
ジ
構
成
の
観
点
か
ら

　

例
え
ば
、
教
科
書
を
開
け
ば
、
そ
の
単
元
で
学

ぶ
こ
と
が
ま
ず
視
覚
的
に
理
解
で
き
る
と
い
う
わ

か
り
や
す
さ
も
必
要
で
す
。
内
容
は
も
ち
ろ
ん
重

要
で
す
が
、
そ
う
し
た
構
成
面
で
の
工
夫
も
大
切

な
要
素
と
な
り
ま
す
。

　

支
援
の
必
要
な
生
徒
の
み
な
ら
ず
、
文
章
中
に

表
現
さ
れ
て
い
る
概
念
の
枠
組
み
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル

に
構
造
化
し
て
あ
っ
た
り
、
こ
こ
で
は
何
を
学
習

す
る
の
か
が
初
め
に
示
さ
れ
て
い
る
と
、
学
習
を

進
め
て
い
く
に
あ
た
り
大
き
な
助
け
と
な
り
ま
す
。

視
覚
的
に
把
握
し
や
す
い
図
や
箇
条
書
き
で
わ
か

り
や
す
く
学
習
の
進
め
方
や
目
安
が
示
さ
れ
て

あ
り
、「
お
お
よ
そ
こ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
、
こ
の
よ
う
な
学
習
を
す
る
」
と
い
う
先
行
的

知
識
を
得
て
か
ら
文
章
を
読
む
場
合
と
そ
う
で
な

い
場
合
と
で
は
、
読
み
に
か
か
る
負
荷
や
理
解
度

が
違
っ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
段
組
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
や
見
開
き
ペ
ー
ジ

で
見
せ
る
場
合
の
文
章
の
読
み
進
め
る
順
番
や
文

字
の
方
向
等
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
望
ま
し
い
在
り

方
に
つ
い
て
も
配
慮
が
必
要
で
す
。「
す
べ
て
の

生
徒
に
知
識
や
情
報
を
伝
え
る
」
と
い
う
目
的
を

も
っ
た
教
科
書
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ペ
ー
ジ
構

成
面
で
の
工
夫
や
配
慮
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

先
生
方
は
、
こ
れ
ら
の
工
夫
や
配
慮
の
な
さ
れ

た
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
を
使
い
、
個
々
の
障

害
特
性
に
応
じ
た
支
援
方
法
や
配
慮
を
加
味
し
た

指
導
計
画
を
立
て
、
授
業
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

例
え
ば
、
授
業
の
始
ま
り
に
一
時
間
の
流
れ
を
視

覚
的
に
わ
か
る
よ
う
に
提
示
し
て
見
通
し
を
も
た

せ
た
り
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
で
具
体
的
な
言
葉
を

使
っ
て
授
業
を
進
め
る
、
わ
か
り
や
す
い
板
書
の

工
夫
や
質
問
・
指
示
の
出
し
方
、
ま
た
、
苦
手
な

課
題
が
予
測
さ
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

支
援
方
法
を
考
え
て
お
く
等
々
、
日
々
の
授
業
を

見
直
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
教
科
書
と
指
導
者
の
配
慮
が

相
ま
っ
て
、「
わ
か
る
授
業
」、
さ
ら
に
は
「
学
力

向
上
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

   

教
科
書
に
求
め
ら
れ
る
配
慮
（
具
体
例
）

　
色
使
い

　

・
使
用
す
る
色
数
は
適
当
か

　

・
ま
ぎ
ら
わ
し
い
色
使
い
と
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
な
い
か

　

・
色
覚
に
特
性
の
あ
る
子
ど
も
に
配
慮
し
た
色
使
い
と
そ
の
対
応

　
文
字
の
大
き
さ
、
フ
ォ
ン
ト
、
行
間
、
ル
ビ

　

・
見
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
か

　
文
章

　

・
説
明
、
指
示
等
の
文
章
は
簡
潔
か

　

・
イ
ラ
ス
ト
や
図
解
等
の
併
用
に
よ
り
理
解
を
促
す
等
の
工
夫

　
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
等
の
表
し
方

　

・
書
体
を
大
き
く
し
た
り
太
く
し
た
り
す
る

　

・
問
題
や
ま
と
め
等
を
枠
囲
み
し
、
わ
か
り
や
す
く
す
る

　

・
内
容
ご
と
に
箇
条
書
き
す
る

　
図
等
の
背
景
色
や
飾
り

　

・
内
容
理
解
に
必
要
な
背
景
色
や
飾
り
か
ど
う
か

　

・
図
表
中
の
文
字
や
数
字
が
見
や
す
い
か
ど
う
か

　
ペ
ー
ジ
構
成

　

・
指
導
の
順
、
思
考
の
順
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
か

　
写
真
・
図
・
内
容
ご
と
の
区
別

　

・
各
領
域
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か

　
学
習
の
目
標
や
手
順

　

・
何
を
す
る
の
か
等
の
見
通
し
が
も
て
る
か

　

・
学
習
の
振
り
返
り
が
で
き
る
よ
う
に
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
設
け
る
等

　
イ
ラ
ス
ト

　

・
本
文
に
合
っ
た
イ
ラ
ス
ト
か

表②　色使いのポイント
色だけに頼った情報提供をしない
 ・色に文字や記号を書き加える
 ・輪郭線や境界線で塗り分けの境を強調する

暖色系と寒色系、明るい色と暗い色を対比させる

パステル調の色どうしを組み合わせない
・はっきりした色どうしか、はっきりした色とパステル調を対
　比させる

文字に色をつけるときは、背景と文字の間にはっきりし      
た明度差をつける

文字に色をつけるときは、線の細い明朝体でなく、線の 
太いゴシック体を使う。

色だけでなく、書体（フォント）、太字、下線、囲み枠など、 
形の変化を併用する

白黒でコピーしても内容を識別できるか確認してみる

項
目
を
整
理
し
て
伝
え
よ
う

伝
え
る
事
柄
・
目
的
・
相
手
に
応
じ
て
、
項
目
の
立
て

方
を
考
え
る
。

内
容
を
整
理
し
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
の
工
夫

を
す
る
。

⃝⃝
見
つ
け
る
・

集
め
る

深
め
る
・

整
理
す
る

ま
と
め
る
・

伝
え
合
う

つ
な
げ
る
・

生
か
す

こ
れ
ま
で
の
学
習
を

生
か
そ
う

学習の見通しをもとう 目標

案
内
文
を
作
る

　
学
校
生
活
の
中
で
は
、「
お
知
ら
せ
」
な
ど
の
案
内
文
を
読
む
機
会
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
案
内
文
を
作
る
側
に
な
り
、
事
柄
や
目
的
に
応
じ
た

項
目
の
立
て
方
や
、
相
手
に
伝
わ
り
や
す
い
書
き
方
を
考
え
て
い
こ
う
。

�

●→
248�

ページ�

学
習
に
役
立
て
よ
う
　
●→
250�

ページ�

発
想
を
広
げ
る

●→
50�

ページ�

わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う

■①	

案
内
文
の
書
き
方
を
知
る
。

■②	

事
柄
・
目
的
・
相
手
に
応
じ
て	

項
目
を
立
て
る
。

■③	

項
目
ご
と
に
書
く
べ
き
内
容
を	

整
理
す
る
。

■④	

実
際
に
案
内
文
を	

作
成
す
る
。

■⑤	

作
成
し
た
案
内
文
を	

発
表
す
る
。

書
く

太陽光と熱量 大気の流れ

太陽光 北極

寒
い

暑
い

赤道

北極

南極

赤道

温かい空気
冷たい空気

162

視点を定めて　やさしい日本語

｢やさしい日本語｣ 2005年 検証実験

通常の日本語 「やさしい日本語」

適切に
行動できた人

60％
85％

45

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な 

　   

教
科
書
を

     

目
指
し
て

3031

5
わ
か
る
授
業
で
「
学
力
向
上
」

◀色だけに頼らず、線の
種類や太さ、図の形など
から必要な情報を読み取
れる工夫（１年「流氷とわ
たしたちの暮らし」）

▲図表の中で、複数の色を用いるときには、暖色系と寒色系、明
るい色と暗い色を対比させる工夫（２年「やさしい日本語」）

▲指導の順、思考の順がわかりやすく、何をするのか見通し
がもちやすいレイアウトの工夫（１年「項目を整理して伝えよう」）
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ステ
ップ

5

縦画の次に二つの
横画を続けて書く
とき，連続する。

横画の次に左払い
や折れを書くとき，
連続する。

縦画の次に右上払
いを書くとき，連
続する。

二つの横画を続け
て書くとき，連続
する。

短い左払いの次に
横画を書くとき，
連続する。

「口」を書くとき，
連続する。

左払いの次に折れ
を書くとき，連続
する。

縦画の次に横画を
書くとき，連続す
る。

左払いの次に縦画
を書くとき，連続
する。

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
て
、な
ぞ
っ
て
み
よ
う
。

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
て
書
こ
う

振り
返ろう

● 

行
書
の
特
徴
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

● 

行
書
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

字
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
。

丸　み

行
書

楷
書

な
ぞ
ろ
う

連　続

右払いの終筆は
止める。

点の終筆は，次の画
に向かってはねる。

短い左払いは，左
から右へ書く。

行
書

楷
書

な
ぞ
ろ
う

点画が丸みを帯び
る部分がある。

方向や形の変化

左払いや曲がりの
形が変わる。

縦画の終筆は，次の
画に向かってはねる。

確かめ
よう

ほ
か
に
も
当
て
は
ま
る
漢
字
が
あ

る
よ
。
90
ペ
ー
ジ
か
ら
の
楷か

い

書
・

行
書
一
覧
表
か
ら
探
し
て
み
よ
う
。

一
年
生 

｜ 

2 

行
書
を
書
こ
う

書
写
指
導
の
可
能
性
を
探
る 

特
別
編
２

連 

載

　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
、
書
写
の
教
科
書
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

　
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
よ
り
使
い
や
す
く
な
っ
た
新
版
教
科
書
の
具
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
、

編
集
委
員
の
宮
澤
正
明
先
生
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

  

一
年
二
単
元

 

「
行
書
を
書
こ
う
」の

   

ス
テ
ッ
プ
構
造（
例
）

「
行
書
の
特
徴
を
知
ろ
う｣

行
書
の
五
つ
の
特
徴
を
知
る

「
点
画
の
方
向
や
形
が
変

化
す
る
と
き
の
筆
使
い

を
知
ろ
う｣

行
書
の
五
つ
の
特
徴
の
う
ち
、

方
向
や
形
の
変
化
を
理
解
す
る

「
点
画
が
連
続
す
る
と
き

の
筆
使
い
を
知
ろ
う
」

行
書
の
五
つ
の
特
徴
の
う
ち
、

連
続
を
理
解
す
る

「
書
い
て
確
か
め
よ
う｣

ス
テ
ッ
プ
１
〜
３
で
理
解
し
た

こ
と
を
毛
筆
で
確
認
す
る

「
行
書
の
特
徴
を
確
か
め

て
書
こ
う
」

ス
テ
ッ
プ
１
〜
４
で
理
解
し
た

こ
と
を
硬
筆
で
確
認
す
る

新
し
い
学
習
指
導
要
領
と

新
版
「
書
写
」
教
科
書

　

大
き
く
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
三
年
生
の
学
習
事
項
が
独
立

②
行
書
の
確
実
な
定
着
を
求
め
る

③
一
年
生
と
二
年
生
の
履
修
時
間
が

　

同
程
度
に

①
三
年
生
の
学
習
事
項
が
独
立

　

こ
れ
は
、
今
回
の
改
訂
で
い
ち
ば
ん
大
き
な

変
更
点
で
す
。
中
学
校
国
語
科
書
写
は
、
現
行

の
学
習
指
導
要
領
で
は
第
一
学
年
と
第
二
・
三

学
年
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
新

し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
年
ご
と
に
学
習

指
導
内
容
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

②
行
書
の
確
実
な
定
着
を
求
め
る

　

二
年
生
に
「
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書

又
は
行
書
を
選
ん
で
書
く
こ
と
。」
と
い
う
新

し
い
学
習
事
項
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
日
常
生

活
で
の
行
書
の
活
用
を
目
指
し
た
も
の
で
、
行

書
の
習
得
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
三
年
生
で
は

「
文
字
を
効
果
的
に
書
く
こ
と
」
と
い
う
学
習

事
項
が
新
た
に
加
え
ら
れ
、
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
常
的
に
行
書
が
書
け
る
生
徒
の
育
成
を
目

指
す
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
応
え
る
に
は
、

限
ら
れ
た
時
間
で
の
行
書
の
確
か
な
習
得
が
望

ま
れ
ま
す
。

③
一
年
生
と
二
年
生
の
履
修
時
間
が
同
程
度
に

　

一
年
生
の
履
修
時
間
が
年
間
二
八
単
位
程
度

か
ら
「
二
〇
単
位
程
度
」
に
減
り
、
二
年
生

は
一
〇
・
五
単
位
程
度
か
ら
「
二
〇
単
位
程
度
」

に
増
え
ま
し
た
。

　

内
容
的
な
面
で
は
、
一
年
生
は
現
行
版
と
ほ

ぼ
変
わ
ら
ず
、
二
年
生
は
②
で
述
べ
た
学
習
事

項
が
増
え
ま
し
た
。
一
見
、
学
習
負
担
増
に
感

じ
ま
す
が
、
一
年
生
の
学
習
事
項
の
半
分
は
小

学
校
の
復
習
（
楷
書
）
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

　

各
単
元
を
段
階
的
な
「
ス
テ
ッ
プ
」
構
造
に

し
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
学
習
を
行
う
こ

と
で
、
基
礎
・
基
本
の
徹
底
が
図
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
行
書
の
書
き
方
の
規
則
性
・
法
則
性

ご
と
に
漢
字
を
分
類
し
、
汎
用
性
の
あ
る
書
き

方
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
教
材
を
設
定
し
て

い
ま
す
。
一
字
ず
つ
ば
ら
ば
ら
に
覚
え
る
の
で

は
な
く
、
漢
字
の
同
じ
部
分
ご
と
に
分
類
し
て

覚
え
る
こ
と
で
、
短
時
間
で
効
果
的
な
学
習
が

で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
な
ぞ
り
書
き
や
書
き
込
み
欄
を
随

所
に
設
定
し
、
積
極
的
に
何
度
も
書
い
て
慣
れ

る
工
夫
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
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宮
みや

澤
ざわ

正
まさ

明
あき

　山梨大学教育人間科学部教授、大東
文化大学講師。1952年、静岡県生まれ。
光村図書の小・中学校書写、高等学校書
道の編集委員。
　著書に、『書写なんでも百科第３・４巻』
（岩崎書店）、『毛筆書写墨場必携』（日本
習字普及協会）など。

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ

れ
る
学
習
指
導
要
領
は
、
現
行
に
比

べ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
変
わ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

ステ
ップ

1
<<

ステ
ップ

2
<<

ステ
ップ

3
<<

ステ
ップ

4
<<

ステ
ップ

5
<<

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ

て
い
る
「
限
ら
れ
た
時
間
で
の
、
行

書
の
確
実
な
定
着
」
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
か
。

▲P.32 ～ P.33

規則性・法則性ごとに漢字を分類

同じ部分ごとに分類したり、なぞり書きを
したりすることで、効果的な学習が可能に

Q
  1

Q
  2



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 特別編 2

筆
記
具
を
選
び
、
レ
ポ
ー
ト
を
完
成
さ
せ
て
発
表
し
よ
う
。

⒋
発
表
し
よ
う

フェルトペン

芯
しん

の四角い
フェルトペン

筆ペン

サインペン

69

62

応
援え

ん

　
理
香か

広
げ
よ
う 

書
写
の
輪

4
二年生

こ
れ
ま
で
に
学
習
し

た
こ
と
で
、
ど
ん
な

こ
と
が
生
か
せ
る
か

を
考
え
て
書
こ
う
。

先生に

部活動の先輩に

親戚
せ き

の人に

絵
手
紙
で
気
持
ち
を
伝
え
よ
う

広げ
よう

学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を

漢
字
一
文
字
で
表
し
、
行
書
で
書
こ
う
。

よ
い
と
こ
ろ
を
伝
え
よ
う

学習したことを
活用しよう

● 日常につなげる。

3.広げる

● 行書の特徴を生か
して書く。

      ステップ1～5（P40～47）

● 筆記具を選んで書く。
● 筆使いや字形に気
をつけて書く。

2.書き表す

● 紹介
かい

する人を決め，
その人にふさわし
い漢字を考える。

● 何に書くかを決め，
文字の大きさや配
列を考える。

1.考える

フェルトペン

振り
返ろう

● 

行
書
の
特
徴
を
生
か
し
て
、

友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
書

く
こ
と
が
で
き
た
か
。

大筆

自
然
に
連
続
し
て

書
け
る
よ
う
に
心

が
け
た
よ
。

省
略
を
意
識
し
て
、

半
紙
に
書
い
た
よ
。

穏お
だ

や
か（
穏お

ん

）  

雰ふ
ん

囲
気

ジャンプ

五
十
音
表 [

平
仮
名]

　
な
ぞ
っ
て
み
よ
う
。

仮
名
の
筆
使
い
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴ち

ょ
う

が
あ
っ
た
か
な
。

「
い
ろ
は
歌
」で
確
か
め
て
書
こ
う
。

（
部
の
つ
く
り
）

14

【 平結び 】
左側の1か所で穂先
の向きを変える。

【 折り返し 】
一度止めて， 重ね
るように折り返す。

【 三角結び 】
下側と左側の2か所で
穂先の向きを変える。

【 曲がり 】
穂先は真ん中を通っ
てから上を通る。

確かめ
よう

1

2
3

1 2

1
2

3

4

1
2

3

12

1

2

平
結
び
と
三
角
結
び
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
源

を
見
る
と
、
そ
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
よ
。

（  ）

（  ）
（  ）

ステ
ップ

3

国
語

1

23

仮か

名な

の
筆
使
い
を
確
か
め
よ
う

点
画
が
連
続
す
る
と
き
の
筆
使
い
を
見
て
み
よ
う
。

点
画
が
連
続
す
る
と
き
の
筆
使
い
を
知
ろ
う

知ろう

筆
脈
が
線
に
な
っ

て
表
れ
て
い
る
ね
。

画
の
終
わ
り
と
次

の
画
の
始
め
が
つ

な
が
っ
て
い
る
ね
。

方向を変える。

折り返して
方向を変える。

ステ
ップ

3
【楷書】【行書】 【行書】 【楷

かい

書】

次の画の始筆に向かっ
て方向を変える。

29
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▲P.48

▲ P.62

▶ P.69

▼ P.14

▶
一
〜
三
年
が
一
冊
に

▲P.29

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語

活
動
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
新
版
で
は
ど
の
よ
う
な
活
動
例

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

　

新
版
教
科
書
で
は
、
言
語
活
動
を
積
極
的
に

取
り
入
れ
た
書
写
の
授
業
を
提
案
し
、
技
能
の

習
得
に
偏
り
が
ち
な
書
写
か
ら
、
日
常
に
密
着

し
た
書
写
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

従
来
の
授
業
で
は
技
能
の
習
得
が
中
心
で
、

生
徒
が
受
け
身
に
な
り
が
ち
で
し
た
が
、
新
版

で
は
、
技
能
を
支
え
る
知
識
も
大
切
と
考
え
、

理
解
を
深
め
る
た
め
の
話
し
合
い
の
教
材
を
全

学
年
に
設
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
使
っ
て
、
話
し
合
い
の
ヒ
ン
ト
を
示
す

な
ど
の
工
夫
も
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
主

体
的
な
学
習
が
展
開
で
き
、
よ
り
確
実
な
知
識

の
定
着
が
図
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
習
得
し
た
こ
と
を
日
常
に
生
か
す

「
ジ
ャ
ン
プ
」
や
、
目
的
意
識
や
相
手
意
識
を

重
視
し
た
書
く
活
動
を
示
す
、
発
展
教
材
「
広

げ
よ
う｣

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
書
籍
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
文
字
と
の
関
わ
り
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
コ
ラ
ム
な
ど
、
読
み
物
と
し
て
文
字
文
化
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
る
教
材
も
位
置
づ
け
ま
し
た
。

　

形
式
の
上
で
の
大
き
な
変
化
は
、
一
〜
三
年

が
一
冊
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
一
年

用
と
二
・
三
年
用
の
二
分
冊
で
し
た
が
、
新
版

は
全
学
年
で
一
冊
に
な
り
ま
し
た
。
学
年
を
超

え
た
学
習
の
見
通
し
や
振
り
返
り
を
容
易
に
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。（
詳
細
は
次
号

で
特
集
し
ま
す
）

　

内
容
面
で
は
、
文
字
を
書
く
上
で
の
「
知

識
」
を
丁
寧
に
解
説
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
視

覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
生
徒
が
学
習
す
る
上
で
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
指
導
者
の
使
い
や
す
さ
に
も
つ
な
が
っ

て
き
ま
す
。

　

書
写
を
指
導
す
る
と
き
に
は
、
技
能
だ
け
で

な
く
知
識
も
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
平
仮
名
の

学
習
で
あ
れ
ば
、「
は
」
の
最
後
の
結
び
方
は
、

「
波
」
と
い
う
字
に
由
来
す
る
か
ら
、
最
後
の

左
払
い
と
右
払
い
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
が
連
続

し
て
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
ん
だ
、
と
い
う

こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
自
然
に
丸
く
結
べ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
漢
字
か
ら

平
仮
名
に
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
で
き
て
い

る
と
字
形
も
整
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
字
形

を
整
え
、
正
し
い
も
の
す
る
た
め
の
知
識
を
き

ち
ん
と
解
説
し
て
い
る
の
で
す
。

　

技
能
を
示
し
た
図
版
に
こ
う
し
た
解
説
を
付

け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
写
が
専
門
で
な

い
先
生
方
に
も
、
授
業
の
展
開
が
わ
か
り
や
す

く
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
と
比
べ
て
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
が
変
わ
り
ま
し
た
か
。

Q
  3

Q
  4



89

「
大
地
」と「
春
風
」の
ど
ち
ら
か

を
選
び
、
毛
筆
で
書
い
て

筆
使
い
を
確
か
め
よ
う
。

左払い

折れ

横画の終わりで止
め，筆の軸は回さ
ずそのまま下へ進
める。

徐々に筆圧を弱め，終筆は
穂先をそろえるように払う。

そり 曲がり

穂先は左側
を通る。

点

右払い

右上払
は ら

い

すくい上げるよう
にして払う。

徐々に筆圧を弱め，
穂先をそろえるよ
うに払う。

徐
じょ

々に筆圧を加え，最大に
なったところで筆を止める。

次
の
点
画
の
筆
使
い
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

●
筆
圧
を
ど
の
よ
う
に
調
節
す
る
と
よ
い
か
。

●
穂
先
は
、
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
。

筆を下ろしたら，
少し右下に引き，
終筆は押し戻

もど

すよ
うに筆を上げる。

確かめ
よう

穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。

考え
よう

穂先の向きに気をつけ
て，ゆっくり筆を下ろす。

始筆軽く
止める。

払う。

はねる。

終筆の
いろいろ

縦画 横画

徐々に筆圧を弱め
ながら，上へはねる。

はね

楷か

い

書し

ょ

を
書
こ
う

1

筆を止め，穂先の方へ
押し上げる。

終筆
筆の軸は回さずに，同
じ筆圧で運ぶ。

送筆

一年生

漢
字
の
筆
使
い
を
確
か
め
よ
う

点
画
の
つ
な
が
り
と
字
形

点
画
か
ら
点
画
へ
移
る
と
き
は
、
次
へ
つ
な
げ
る
気
持
ち
で
書
く

と
、
整
っ
た
字
形
で
書
け
る
。

線
の
太
さ
を
変
え
る
に
は
、
筆
圧
（
書
く
と
き
に
筆
や
鉛
筆
の
先

に
加
え
る
力
）を
調
節
す
る
と
よ
い
。
そ
の
際
、
筆
の
軸
を
立
て
、

毛
筆
の
弾だ

ん

力
を
生
か
し
て
書
く
。

筆
圧
と
線
の
太
さ

ステ
ップ

1
一
年
生 

｜ 

1 

楷
書
を
書
こ
う

36

　

ま
ず
、
教
科
書
の
冒
頭
で
、
小
学
校

で
学
ん
だ
楷
書
の
筆
使
い
の
特
徴
を
も

う
一
度
視
覚
的
に
大
き
く
ま
と
め
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
は
、
簡
単
に
図
で
示
す

だ
け
で
し
た
が
、
新
版
は
言
葉
も
添
え

て
、
丁
寧
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
知
識

と
技
能
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
、
一
つ
一
つ

の
特
徴
を
し
っ
か
り
確
か
め
な
が
ら
、

中
学
校
の
学
習
の
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
る

の
で
す
。

　

書
写
教
育
の
長
い
流
れ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る

技
術
偏
重
主
義
、
あ
る
い
は
お
手
本
主
義
と
い

わ
れ
る
も
の
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
教
材
文
字
を
見
な
が
ら
ひ

た
す
ら
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
効

果
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
の
効
果
や
、「
思
考
力
・
表
現
力
・
判
断
力
」

を
つ
け
る
学
習
の
必
要
性
を
考
え
る
と
、
や
は

り
授
業
の
形
は
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
黙
々
と
文
字

を
書
き
続
け
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
で
課

題
を
作
っ
て
討
議
し
な
が
ら
解
決
を
し
て
い
く

と
い
う
授
業
も
面
白
い
で
す
ね
。
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
強
調
さ
れ
る
言
語
活
動
の
充
実
と

い
う
こ
と
は
、
実
は
授
業
の
多
様
化
と
重
な
る

の
で
す
。

　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
そ
う
い
う
授
業
の
展

開
が
し
や
す
い
工
夫
を
た
く
さ
ん
取
り
入
れ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
先
生
方
ご
自
身
も
書
写
を
楽

し
ん
で
、
授
業
を
活
性
化
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

小
学
校
書
写
と
の
つ
な
が
り

は
ど
う
図
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
、
い
ち
ば

ん
大
事
に
し
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

▼現行版 1 年 P.8

▼新版 P.8 ～ P.9

＞＞

Q
  5

Q
  6

13

京
都
教
育
大
学
教
授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

　

宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」
は
好
き
な
作

品
の
一
つ
だ
。
す
ぐ
近
く
に
あ
る
死
。
か
わ

せ
み
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
な
ん
と
も
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
や
ま

な
し
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
い
ろ

い
ろ
と
や
っ
て
く
る
運
命
を
受
け
入
れ
る
し

か
な
い
私
た
ち
の
生
の
弱
さ
、
寂
し
さ
と
、

さ
さ
や
か
な
喜
び
と
が
、
瞬
間
瞬
間
の
美
し

い
描
写
と
共
に
描
か
れ
る
。
例
え
ば
出
て
こ

な
い
お
母
さ
ん
蟹
の
こ
と
も
含
め
、
身
を
寄

せ
合
っ
て
生
き
る
か
の
よ
う
な
親
子
の
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
感
じ
も
好
き
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
冒
頭
の
会
話
は
、
な
ん
と

な
く
と
い
う
か
、
実
に
謎
め
い
て
い
る
。

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

は
ね
て
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

　

実
は
小
学
校
の
こ
ろ
、
こ
れ
は
シ
ュ
ー
ル

な
会
話
だ
と
思
っ
た
。
会
話
と
し
て
流
れ
て

い
な
い
の
だ
。ど
ん
な
兄
弟
や
、こ
い
つ
ら
？

│
│
普
段
の
感
覚
で
考
え
て
み
る
。

Ａ
「
○
○
は
お
茶
飲
ん
だ
よ
。」

Ｂ
「
○
○
は
が
ぶ
が
ぶ
お
茶
を
飲
ん
だ
よ
。」

　

い
く
ら
子
ど
も
で
も
、
そ
ん
な
会
話
、
し

ま
す
？

　

確
か
に
会
話
文
が
並
ん
で
い
る
と
、
会
話

と
し
て
は
交
互
に
話
を
し
て
い
る
と
解
釈
す

る
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
が
、
独
立
し
た
か

ぎ
括
弧
の
発
話
で
も
、「
間
」
が
あ
り
、
時

間
の
流
れ
が
あ
れ
ば
、
同
じ
人
物
の
会
話
を

独
立
し
て
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
い
い
。
逆
に
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
流
れ
て
い
く
時
間
も
感

じ
ら
れ
る
。

　

そ
う
、
こ
の
部
分
、
私
は
二
人
が
交
互
に

話
す
会
話
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
弟
蟹
が
ク
ラ
ム
ボ
ン
（
た
ぶ
ん
自
分

が
吐
く
泡
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
わ
か
ら
な

い
。
流
れ
る
泡
は
別
に
「
泡
」
と
さ
れ
て
い

る
）
を
見
て
、
し
ば
ら
く
一
人
で
話
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た

の
。」

と
い
う
お
兄
さ
ん
蟹
の
言
葉
も
し
っ
く
り
く

る
。
こ
こ
で
兄
が
弟
の
文
脈
に
入
っ
て
く
る

わ
け
だ
。

　

も
っ
と
も
最
終
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ

れ
が
解
釈
の
自
由
性
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
一
つ
一
つ
の
会
話
文
に
つ
い
て
、
ど

う
い
う
状
況
で
誰
が
こ
の
文
を
言
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
て
み
る
こ
と
は
大
切
な
は
ず
だ
。
ぜ
ひ
子

ど
も
た
ち
に
主
体
的
に
考
え
さ
せ
た
い
。
も

ち
ろ
ん
シ
ュ
ー
ル
な
解
釈
も
自
由
！

「
や
ま
な
し
」の

　
　
シ
ュ
ー
ル
な
会
話
？
　



89

「
大
地
」と「
春
風
」の
ど
ち
ら
か

を
選
び
、
毛
筆
で
書
い
て

筆
使
い
を
確
か
め
よ
う
。

左払い

折れ

横画の終わりで止
め，筆の軸は回さ
ずそのまま下へ進
める。

徐々に筆圧を弱め，終筆は
穂先をそろえるように払う。

そり 曲がり

穂先は左側
を通る。

点

右払い

右上払
は ら

い

すくい上げるよう
にして払う。

徐々に筆圧を弱め，
穂先をそろえるよ
うに払う。

徐
じょ

々に筆圧を加え，最大に
なったところで筆を止める。

次
の
点
画
の
筆
使
い
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

●
筆
圧
を
ど
の
よ
う
に
調
節
す
る
と
よ
い
か
。

●
穂
先
は
、
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
。

筆を下ろしたら，
少し右下に引き，
終筆は押し戻

もど

すよ
うに筆を上げる。

確かめ
よう

穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。穂先は左側から真ん中を通った後，上を通る。

考え
よう

穂先の向きに気をつけ
て，ゆっくり筆を下ろす。

始筆軽く
止める。

払う。

はねる。

終筆の
いろいろ

縦画 横画

徐々に筆圧を弱め
ながら，上へはねる。

はね

楷か

い

書し

ょ

を
書
こ
う

1

筆を止め，穂先の方へ
押し上げる。

終筆
筆の軸は回さずに，同
じ筆圧で運ぶ。

送筆

一年生

漢
字
の
筆
使
い
を
確
か
め
よ
う

点
画
の
つ
な
が
り
と
字
形

点
画
か
ら
点
画
へ
移
る
と
き
は
、
次
へ
つ
な
げ
る
気
持
ち
で
書
く

と
、
整
っ
た
字
形
で
書
け
る
。

線
の
太
さ
を
変
え
る
に
は
、
筆
圧
（
書
く
と
き
に
筆
や
鉛
筆
の
先

に
加
え
る
力
）を
調
節
す
る
と
よ
い
。
そ
の
際
、
筆
の
軸
を
立
て
、

毛
筆
の
弾だ

ん

力
を
生
か
し
て
書
く
。

筆
圧
と
線
の
太
さ

ステ
ップ

1
一
年
生 

｜ 

1 

楷
書
を
書
こ
う

36

　

ま
ず
、
教
科
書
の
冒
頭
で
、
小
学
校

で
学
ん
だ
楷
書
の
筆
使
い
の
特
徴
を
も

う
一
度
視
覚
的
に
大
き
く
ま
と
め
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
は
、
簡
単
に
図
で
示
す

だ
け
で
し
た
が
、
新
版
は
言
葉
も
添
え

て
、
丁
寧
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
知
識

と
技
能
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
、
一
つ
一
つ

の
特
徴
を
し
っ
か
り
確
か
め
な
が
ら
、

中
学
校
の
学
習
の
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
る

の
で
す
。

　

書
写
教
育
の
長
い
流
れ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る

技
術
偏
重
主
義
、
あ
る
い
は
お
手
本
主
義
と
い

わ
れ
る
も
の
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
教
材
文
字
を
見
な
が
ら
ひ

た
す
ら
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
効

果
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
の
効
果
や
、「
思
考
力
・
表
現
力
・
判
断
力
」

を
つ
け
る
学
習
の
必
要
性
を
考
え
る
と
、
や
は

り
授
業
の
形
は
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
黙
々
と
文
字

を
書
き
続
け
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
で
課

題
を
作
っ
て
討
議
し
な
が
ら
解
決
を
し
て
い
く

と
い
う
授
業
も
面
白
い
で
す
ね
。
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
強
調
さ
れ
る
言
語
活
動
の
充
実
と

い
う
こ
と
は
、
実
は
授
業
の
多
様
化
と
重
な
る

の
で
す
。

　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
そ
う
い
う
授
業
の
展

開
が
し
や
す
い
工
夫
を
た
く
さ
ん
取
り
入
れ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
先
生
方
ご
自
身
も
書
写
を
楽

し
ん
で
、
授
業
を
活
性
化
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

小
学
校
書
写
と
の
つ
な
が
り

は
ど
う
図
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導
で
、
い
ち
ば

ん
大
事
に
し
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
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宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」
は
好
き
な
作

品
の
一
つ
だ
。
す
ぐ
近
く
に
あ
る
死
。
か
わ

せ
み
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
な
ん
と
も
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
や
ま

な
し
の
よ
う
な
存
在
も
や
っ
て
く
る
。
い
ろ

い
ろ
と
や
っ
て
く
る
運
命
を
受
け
入
れ
る
し

か
な
い
私
た
ち
の
生
の
弱
さ
、
寂
し
さ
と
、

さ
さ
や
か
な
喜
び
と
が
、
瞬
間
瞬
間
の
美
し

い
描
写
と
共
に
描
か
れ
る
。
例
え
ば
出
て
こ

な
い
お
母
さ
ん
蟹
の
こ
と
も
含
め
、
身
を
寄

せ
合
っ
て
生
き
る
か
の
よ
う
な
親
子
の
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
感
じ
も
好
き
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
冒
頭
の
会
話
は
、
な
ん
と

な
く
と
い
う
か
、
実
に
謎
め
い
て
い
る
。

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

は
ね
て
笑
っ
た
よ
。」

「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は 

か
ぷ
か
ぷ
笑
っ
た
よ
。」

　

実
は
小
学
校
の
こ
ろ
、
こ
れ
は
シ
ュ
ー
ル

な
会
話
だ
と
思
っ
た
。
会
話
と
し
て
流
れ
て

い
な
い
の
だ
。ど
ん
な
兄
弟
や
、こ
い
つ
ら
？

│
│
普
段
の
感
覚
で
考
え
て
み
る
。

Ａ
「
○
○
は
お
茶
飲
ん
だ
よ
。」

Ｂ
「
○
○
は
が
ぶ
が
ぶ
お
茶
を
飲
ん
だ
よ
。」

　

い
く
ら
子
ど
も
で
も
、
そ
ん
な
会
話
、
し

ま
す
？

　

確
か
に
会
話
文
が
並
ん
で
い
る
と
、
会
話

と
し
て
は
交
互
に
話
を
し
て
い
る
と
解
釈
す

る
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。
が
、
独
立
し
た
か

ぎ
括
弧
の
発
話
で
も
、「
間
」
が
あ
り
、
時

間
の
流
れ
が
あ
れ
ば
、
同
じ
人
物
の
会
話
を

独
立
し
て
書
く
こ
と
は
あ
っ
て
い
い
。
逆
に
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
流
れ
て
い
く
時
間
も
感

じ
ら
れ
る
。

　

そ
う
、
こ
の
部
分
、
私
は
二
人
が
交
互
に

話
す
会
話
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
お
そ

ら
く
は
弟
蟹
が
ク
ラ
ム
ボ
ン
（
た
ぶ
ん
自
分

が
吐
く
泡
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
わ
か
ら
な

い
。
流
れ
る
泡
は
別
に
「
泡
」
と
さ
れ
て
い

る
）
を
見
て
、
し
ば
ら
く
一
人
で
話
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
笑
っ
た

の
。」

と
い
う
お
兄
さ
ん
蟹
の
言
葉
も
し
っ
く
り
く

る
。
こ
こ
で
兄
が
弟
の
文
脈
に
入
っ
て
く
る

わ
け
だ
。

　

も
っ
と
も
最
終
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。
そ

れ
が
解
釈
の
自
由
性
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
一
つ
一
つ
の
会
話
文
に
つ
い
て
、
ど

う
い
う
状
況
で
誰
が
こ
の
文
を
言
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
て
み
る
こ
と
は
大
切
な
は
ず
だ
。
ぜ
ひ
子

ど
も
た
ち
に
主
体
的
に
考
え
さ
せ
た
い
。
も

ち
ろ
ん
シ
ュ
ー
ル
な
解
釈
も
自
由
！

「
や
ま
な
し
」の

　
　
シ
ュ
ー
ル
な
会
話
？
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