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早
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田
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授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

　

弟
が
中
学
生
の
頃
だ
っ
た
か
、
に
や
に
や

し
な
が
ら
「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
森
鷗
外
の
ホ
ン

マ
の
名
前
知
っ
て
る
か
」
と
言
っ
て
き
た
こ

と
が
あ
っ
た
。「
シ
ン
リ
ン
・
タ
ロ
ウ
、
言

う
の
や
で
」。
│
│
墓
碑
銘
の
話
が
有
名
な

の
で
、「
森も
り

林り
ん

太た

郎ろ
う

ノ
墓
」
の
写
真
で
も
見

た
も
の
ら
し
い
が
、
読
み
方
も
切
り
方
も
お

か
し
い
。「
シ
ン
リ
ン
」
に
「
タ
ロ
ウ
」
と

く
れ
ば
、
な
ん
だ
か
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。

　

漱
石
（
本
名
：
金き

ん

之の

助す
け

）、鷗
外
（
本
名
：
林
太
郎
）、

泉
鏡
花
（
本
名
：
鏡き

ょ
う

太た

郎ろ
う

）、
と
い
う
よ
う
に
、

明
治
の
文
豪
は
名
前
を
雅
号
に
す
る
例
が
多

い
。
田
山
花
袋
（
本
名
：
録ろ

く

弥や

）
も
、
島
崎
藤

村
（
本
名
：
春は

る

樹き

）
も
雅
号
。
一
方
、志
賀
直
哉
、

武
者
小
路
実
篤
、
芥
川
龍
之
介
、
宮
沢
賢
治
、

川
端
康
成
な
ど
、
活
躍
時
代
が
大
正
、
昭
和

以
降
に
な
る
と
本
名
の
ま
ま
と
い
う
作
家
も

多
く
な
る
。
太
宰
治
（
本
名
：
津つ

島し
ま

修し
ゅ
う

治じ

）
や

三
島
由
紀
夫
（
本
名
：
平ひ

ら

岡お
か

公き
み

威た
け

）
の
よ
う
に

ふ
つ
う
の
名
前
の
よ
う
な
ペ
ン
ネ
ー
ム
も
あ

る
。

　

俳
人
の
場
合
は
本
名
の
も
じ
り
が
お
も
し

ろ
い
。
高
浜
虚
子
は
本
名
「
清き
よ
し

」。
対
す
る

河か
わ

東ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐と
う

の
本
名
は
「
秉へ
い

五ご

郎ろ
う

」。「
へ
い

ご
ろ
う
」
が
「
へ
き
ご
と
う
」
に
な
っ
て
い

る
。
山
口
誓
子
は
「
新ち
か

比ひ

古こ

」
を
も
じ
っ
て

別
の
漢
字
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
音
だ

け
で
な
く
漢
字
の
選
び
方
も
お
も
し
ろ
い
。

　

最
近
の
子
ど
も
た
ち
の
名
前
の
字
も
あ
る

意
味
で
凝
っ
て
き
て
い
る
。
命
名
で
の
漢
字

の
使
い
方
が
少
し
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の

だ
。
例
え
ば
「
優
」
を
「
ゆ
」
と
だ
け
読
ま

せ
た
り
、「
翔
」
を
「
と
」、「
桜
」
を
「
さ
」

と
読
ま
せ
た
り
す
る
用
字
法
が
見
ら
れ
る
。

本
来
、「
優
」
の
音
読
み
は
「
ゆ
う
」
だ
が
、

そ
の
一
部
だ
け
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、「
翔
」
の
訓
は
「
と
ぶ
」
と
い

う
「
語
」
が
対
応
す
る
の
だ
が
、
そ
の
訓
読

み
の
一
部
を
切
り
離
し
て
「
と
」
と
い
う
音

と
し
て
だ
け
使
う
の
で
あ
る
。「
桜
」
の
「
さ

く
ら
」
を
「
さ
」
と
い
う
音
と
し
て
使
う
と

い
う
の
も
訓
読
み
の
一
部
の
音
の
借
用
。
こ

の
流
儀
で
い
く
と
「
樽
曇
浪
浮
」
で
「
た
く

ろ
う
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
て
し
ま
う

（「
多
苦
労
」よ
り
マ
シ
？
）。も
っ
と
も
、「
安
」

が
「
あ
」、「
止
」
が
「
と
」
と
い
う
よ
う
に
、

仮
名
の
起
源
を
た
ど
っ
て
も
わ
か
る
と
お
り
、

音
読
み
や
訓
読
み
の
読
み
方
の
一
部
の
音
に

対
応
さ
せ
て
そ
の
漢
字
を
書
く
と
い
う
使
い

方
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
み
ん
な
が
人
名
で

の
「
優
」「
翔
」「
桜
」
と
い
う
字
を
そ
れ
ぞ

れ
「
ゆ
」「
と
」「
さ
」
の
よ
う
に
読
む
よ
う

に
な
っ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
新
し
い
慣
用
の

成
立
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　

用
字
だ
け
で
は
な
い
。
人
名
の
漢
字
は
常

用
漢
字
と
法
務
省
認
定
の
人
名
用
漢
字
だ
け

だ
が
、
そ
こ
に
も
「
穹
、
祷
、
巫
」
等
の
追

加
が
あ
る
。
た
だ
、
名
前
を
読
む
と
き
に
は

用
心
が
必
要
。
森
林
・
太
郎
な
ん
て
勘
違
い

さ
え
あ
る
の
だ
か
ら
。

ど
ん
な
名
前
に
？
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

１９７１年大阪府生まれ。東京大学
文学部卒業後，会社員の傍ら，プ
ロットライターを始める。半年後の
２０００年「平成夫婦茶碗」で脚本
家としてデビュー。０４年の TBSド
ラマ「世界の中心で，愛をさけぶ」
ではドラマアカデミー賞で最優秀
作品賞を含む 9 冠を達成。NHK
朝の連続テレビ小説「ごちそうさ
ん」では，第３２回向田邦子賞を
受賞。「白夜行」「JIN ─仁─」「と
んび」など，作品多数。

　

「
国
語
っ
て
何
の
勉
強
だ
か
良
く
分
か
ん
な

い
。」

　

小
学
生
の
頃
、
そ
う
思
っ
て
い
た
。
算
数
や

理
科
、
社
会
。
そ
う
い
う
も
の
は
問
答
無
用

の
勉
強
感
が
あ
っ
た
。
知
ら
な
い
事
を
知
る
、

分
か
ら
な
い
事
が
分
か
る
。
そ
れ
は
「
勉
強

だ
！
」
と
幼
心
に
も
分
か
る
物
だ
っ
た
。

　

国
語
も
漢
字
を
覚
え
る
と
か
、
暗
記
に
関
し

て
は
そ
う
思
え
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
、
古
文

や
漢
文
が
出
て
来
る
と
勉
強
感
が
増
し
た
。
た

だ
、
現
代
文
に
関
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
何
の
勉

強
だ
か
良
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
語
の
普

段
使
っ
て
い
る
言
葉
の
何
を
勉
強
し
よ
う
と
い

う
の
か
。

　

そ
ん
な
も
の
だ
か
ら
、
読
書
感
想
文
の
意
味

な
ど
、
皆
目
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。
本
を
読
ん

で
、
何
と
な
く
ど
ん
な
話
だ
か
説
明
し
て
、
ど

ん
な
風
に
思
っ
た
か
を
原
稿
用
紙
５
枚
で
提
出

す
る
。
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
行
為
の
、
こ

れ
っ
て
、
何
の
勉
強
な
の
か
？

　

残
念
な
が
ら
、
鈍
い
私
に
は
学
生
時
代
の
最

後
ま
で
そ
の
意
味
は
分
か
ら
ず
、
そ
の
疑
問
を

先
生
に
ぶ
つ
け
る
ほ
ど
の
情
熱
は
持
ち
合
わ
せ

ず
、
何
と
な
く
、
ず
ー
っ
と
、
棚
上
げ
に
し
た

ま
ま
大
人
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
人
生
は
ホ
ン
ト
に
奇
妙
な
も
の

で
、
こ
の
意
味
の
分
か
ら
な
か
っ
た
「
読
書
感

想
文
」
の
お
か
げ
で
、
今
、
私
は
脚
本
家
と
し

て
何
と
か
食
べ
て
い
け
て
い
る
現
状
が
あ
る
の

だ
っ
た
。

　

脚
本
の
お
仕
事
に
は
「
原
作
付
き
」
と
「
オ

リ
ジ
ナ
ル
」
の
２
種
類
の
も
の
が
あ
る
。

　

で
、
私
の
仕
事
は
前
者
の
方
が
多
い
。
オ
リ

ジ
ナ
ル
が
さ
し
て
得
意
で
は
な
い
と
い
う
現
実

や
、
「
私
が
考
え
る
よ
り
面
白
い
物
語
が
ち
ま

た
に
一
杯
転
が
っ
て
る
の
に
、
な
ん
で
、
わ
ざ

わ
ざ
私
の
し
ょ
ぼ
い
頭
で
話
考
え
な
あ
か
ん

の
？　

ま
ぁ
、
と
に
か
く
、
お
も
ろ
い
方
が
え

え
や
ん
。」
と
い
う
、
あ
る
種
言
い
訳
、
あ
る

種
あ
き
ら
め
、
あ
る
種
達
観
。
そ
ん
な
物
が
な

い
ま
ぜ
に
な
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
、
誤
解
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
が
、

そ
の
物
語
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
流
れ
る
テ
ー
マ

を
、
よ
り
多
く
の
人
に
伝
え
た
い
。
文
字
を
読

む
の
が
嫌
い
な
人
に
も
そ
の
物
語
を
楽
し
ん
で

も
ら
い
た
い
。
そ
の
為
の
伝
え
方
を
私
は
必
死

で
考
え
よ
う
！　

そ
ん
な
風
に
は
思
っ
て
い
る

の
だ
。
う
ん
。

　

脱
線
失
礼
。
で
、
「
読
書
感
想
文
」
で
あ
る
。

私
は
あ
る
時
、
ハ
タ
と
気
づ
い
た
の
だ
。
こ
の

原
作
の
あ
る
脚
本
を
作
る
こ
と
は
実
は
「
読
書

感
想
文
」
を
書
く
作
業
と
非
常
に
近
い
と
い
う

こ
と
に
。
原
作
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
で
き

る
だ
け
何
一
つ
変
え
ず
に
と
求
め
ら
れ
る
場
合

も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
の
方

が
圧
倒
的
に
多
い
。
あ
え
て
、
原
作
と
は
別
の

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
用
意
す
る
と
い
う
場
合
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
原
作
を
既
読
の
人
に
も
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
図
で
も
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
方
が
原
作
も
映
像
も
売
れ
る
か
ら
と
い
う

大
人
の
事
情
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
作
に
自
分

な
り
の
解
釈
を
加
え
た
物
語
を
再
構
成
す
る
わ

け
だ
。
そ
う
、
物
語
を
再
構
成
す
る
こ
と
ま
で

は
や
ら
な
い
に
し
て
も
、
つ
ま
り
そ
の
物
語
を

読
ん
だ
上
の
自
分
な
り
の
解
釈
を
探
す
作
業
と

い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「
読
書
感
想
文
」
に
求

め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
齢
30

を
す
ぎ
た
頃
、
私
は
よ
う
や
く
そ
の
事
に
気
づ

い
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
私
が
「
読
書
感
想
文
」
を
物
語
に
再

構
成
す
る
上
で
、
気
に
か
け
て
お
り
、
か
つ
、

最
大
限
に
楽
し
ん
で
い
る
作
業
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
視
点
の
変
換
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
あ

る
殺
人
事
件
を
、
刑
事
側
か
ら
描
け
ば
「
ミ
ス

テ
リ
ー
」
に
な
る
し
、
犯
人
側
か
ら
描
け
ば

「
犯
罪
小
説
」
に
な
る
。
起
こ
っ
て
い
る
出
来

事
に
メ
ス
を
入
れ
る
角
度
が
変
わ
る
と
、
物

語
の
見
え
方
は
が
ら
り
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。

往
々
に
し
て
、
誰
か
の
「
君
は
か
け
が
え
の
な

い
人
だ
。」
と
い
う
美
し
い
言
葉
は
、
誰
か
に

と
っ
て
は
「
君
は
か
け
が
え
の
な
い
人
で
は
な

い
。」
と
い
う
残
酷
な
言
葉
に
響
い
て
い
る
も

の
だ
。　

　

私
は
主
人
公
で
は
な
い
登
場
人
物
や
原
作
に

は
い
な
い
人
物
を
主
役
に
仮
定
し
て
、
描
か
れ

て
い
る
事
象
を
手
が
か
り
に
そ
の
人
の
埋
も
れ

た
物
語
を
想
像
し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
湧
き
出

て
来
る
思
い
や
言
葉
を
探
す
、
掘
り
お
こ
す
。

そ
し
て
、
ぶ
っ
と
い
主
人
公
の
物
語
に
そ
の
登

場
人
物
の
物
語
を
ぶ
つ
け
て
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
思
い
が
ぶ
つ
か
る
と
感
情
が
ど
っ
と
入
っ
て

来
る
、
私
が
予
想
も
し
な
か
っ
た
台
詞
を
登
場

人
物
た
ち
が
口
に
し
始
め
る
。
そ
こ
で
起
こ
る

化
学
反
応
は
滅
法
楽
し
い
。
私
に
と
っ
て
は
そ

れ
が
脚
本
を
書
く
と
い
う
作
業
だ
。

　

こ
れ
は
机
上
の
話
だ
け
れ
ど
、
実
は
現
実
の

人
付
き
合
い
も
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
な

と
も
思
う
。
私
の
人
生
は
私
が
主
役
だ
け
れ
ど
、

友
達
の
人
生
は
友
達
が
主
役
。
私
の
正
論
と
あ

な
た
の
正
論
は
、
正
論
と
い
う
意
味
で
は
と
り

あ
え
ず
は
同
価
値
だ
。
そ
れ
を
わ
き
ま
え
た
上

で
、
初
め
て
共
感
も
説
教
も
議
論
も
意
味
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。
作
者
の
視
点

を
相
対
化
し
、
自
分
な
り
の
視
点
や
解
釈
を
探

す
「
読
書
感
想
文
」
は
そ
の
出
発
点
や
訓
練
と

な
り
う
る
も
の
だ
。
う
ん
、
だ
か
ら
、
そ
れ
は

中
々
大
事
な
お
勉
強
だ
な
ぁ
と
、
40
を
超
え
て

思
う
今
日
こ
の
頃
な
の
だ
。

脚
本
家　

森
下
佳
子

0203

「
読
書
感
想
文
」よ
、

 

あ
り
が
と
う
。

森下佳子
 　もり した よし   こ



こ
の
春
、
い
よ
い
よ
新
し
い
教
科
書
が
完
成
し
ま
す
。

昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
、
光
村
図
書
が
初
め
て
中
学
校
国
語
教
科
書
を
刊
行
し
て
以
来
、
今
回
が
二
十
二
回
目
の
改
訂
と
な
り
ま
す
。

今
を
生
き
る
生
徒
に
と
っ
て
、
教
科
書
は
ど
う
あ
れ
ば
い
い
の
か
、
ど
ん
な
「
国
語
」
の
力
を
身
に
つ
け
れ
ば
い
い
の
か
。

本
特
集
で
は
、
編
集
委
員
の
先
生
方
の
お
話
や
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
た
授
業
リ
ポ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
、

こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
教
科
書
の
在
り
方
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

髙
木　
「
主
体
的
」
と
い
う
の
は
、「
自
発
的
」
と

か
「
自
分
勝
手
」
と
は
異
な
り
ま
す
。
対
象
を
客

観
的
に
見
つ
め
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、

自
分
な
り
の
根
拠
を
も
ち
、
ど
れ
か
一
つ
を
選
び

取
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。
た
だ
好
き
だ
か
ら

│
│
新
し
い
教
科
書
の
方
向
性
に
つ
い
て
考
え

る
に
あ
た
り
︑
今
︑
国
語
の
授
業
で
何
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
の
か
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
︒

髙
木　

学
校
な
ど
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
、
よ

く
「
主
体
的
な
学
び
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
に
も
頻
出
す
る
キ
ー

ワ
ー
ド
で
す
。「
言
語
活
動
」
と
並
ん
で
関
心
の

高
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
知

識
基
盤
型
社
会
と
い
わ
れ
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
に

は
「
情
報
活
用
力
」
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

学
力
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
で
は
、「
語

彙
力
」「
小
・
中
九
年
間
の
学
び
の
系
統
性
」
も

重
要
な
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
ね
。

│
│
ま
ず
︑﹁
主
体
的
な
学
び
﹂
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
と
捉
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
︒

新
し
い
教
科
書
の
行
方

こ
れ
か
ら
の

時
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
に

髙
木
ま
さ
き

横
浜
国
立
大
学
教
授

宗
我
部
義
則

 

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

特 
集

編
集
委
員
の
先
生
方
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て

新
し
い
教
科
書
を
編
集
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
一
端
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

対  

　
談

聞
き
手
　
光
村
図
書
中
学
校
国
語
編
集
部

新
し
い

教
科
書
の
行
方
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「
主
体
的
な
学
び
」と
は
何
か

撮
影
：
鈴
木
俊
介



で
示
さ
れ
れ
ば
、
先
生
方
も
主
体
的
な
選
択
が
で

き
ま
す
。

│
│
次
に
︑
情
報
活
用
力
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺

い
た
い
と
思
い
ま
す
︒
国
語
の
学
習
の
中
で
︑
こ

の
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫

が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
︒

宗
我
部　

現
場
の
先
生
が
「
情
報
活
用
力
」
と
聞

い
た
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
※
１
）
に

関
す
る
こ
と
や
、
調
べ
学
習
の
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
確
か
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
は

情
報
活
用
力
と
密
接
に
関
係
し
て
い
て
大
切
な
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
パ
ソ
コ
ン
の
操
作
自
体
に
魅

力
を
感
じ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
学
習
が
深
ま
っ
て

い
な
い
生
徒
も
い
ま
す
。
国
語
科
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ

を
活
用
し
た
授
業
を
す
る
際
に
は
、
先
生
は
、
生

徒
が
何
を
楽
し
ん
で
い
る
の
か
を
よ
く
見
極
め
て
、

国
語
の
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

宗
我
部　

国
語
科
と
し
て
の
情
報
活
用
力
を

し
っ
か
り
考
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

髙
木　

情
報
活
用
は
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む

活
動
の
中
で
も
十
分
に
で
き
る
ん
で
す
。
最
も
縁

遠
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
物
語
や
小
説
も
、
実
は
情

報
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
少

年
の
日
の
思
い
出
」（
一
年
）
は
、「
僕
」
と
い
う

一
方
向
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

エ
ー
ミ
ー
ル
が
悪
い
や
つ
の
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
こ
れ
を
エ
ー
ミ
ー
ル
の
視
点
か
ら
捉
え
直

し
た
ら
、
別
の
事
実
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
う
し

進
ん
で
取
り
組
む
、
と
い
う
だ
け
で
は
主
体
的
な

活
動
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
好
き
嫌
い
を
超
え
て
、

対
象
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か
を
自
分
な
り
に
選

び
、
根
拠
を
も
っ
て
言
葉
に
で
き
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

宗
我
部　

確
か
に
、
授
業
を
進
ん
で
受
け
る
、
と

い
う
だ
け
で
は
主
体
的
と
は
い
え
な
い
で
す
ね
。

私
は
、
生
徒
自
身
に
方
向
性
を
見
つ
け
さ
せ
る
た

め
に
、
ゴ
ー
ル
が
見
え
る
授
業
を
意
識
し
て
い
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
授
業
の
中
で
生
徒
の
動
き
が

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

先
が
見
通
せ
ず
、
教
師
が
ど
ん
ど
ん
引
っ
張
っ

て
い
く
よ
う
な
授
業
で
は
、
ど
ん
な
に
楽
し
げ
に

や
っ
て
は
い
て
も
、
決
し
て
主
体
的
な
学
び
に
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ゴ
ー
ル
の
設
定
は
、
生
徒

に
主
体
性
を
も
た
せ
る
う
え
で
と
て
も
大
事
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

生
徒
自
身
が
方
向
性
を
見
つ
け
て
い
く

中
で
、
自
分
の
学
び
を
メ
タ
認
知
し
た
り
物
事
を

見
つ
め
る
力
が
養
わ
れ
た
り
し
て
い
く
の
で
す
ね
。

宗
我
部　

え
え
。
ゴ
ー
ル
が
見
え
れ
ば
、
何
が
達

成
さ
れ
れ
ば
よ
い
か
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
達

成
す
る
た
め
に
ど
ん
な
手
立
て
が
あ
っ
て
、
ど
れ

を
選
ん
だ
ら
よ
い
か
と
い
う
意
識
も
芽
生
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
途
中
段

階
の
目
標
に
す
る
ん
で
す
。

　

例
え
ば
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
だ
と
、
あ
る
本
を
紹

介
す
る
と
い
う
ゴ
ー
ル
に
向
か
う
途
中
で
、
ど
う

す
れ
ば
相
手
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
か
、
そ

の
た
め
に
は
ど
ん
な
工
夫
が
で
き
る
か
な
ど
を
考

え
る
。
そ
れ
が
途
中
段
階
の
目
標
に
な
り
、
見
通

し
を
も
っ
た
主
体
的
な
学
習
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

そ
う
し
た
途
中
で
の
試
行
錯
誤
と
、
そ
の

中
で
選
択
の
プ
ロ
セ
ス
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と

が
、
主
体
的
な
学
び
に
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
。

髙
木　

無
理
に
で
も
言
語
活
動
を
行
わ
な
け
れ

ば
、
と
先
生
方
が
考
え
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒

で
す
。
言
語
活
動
は
あ
く
ま
で
例
で
あ
り
、
思
考

力
、
判
断
力
、
表
現
力
を
育
て
る
た
め
の
も
の
で

す
。
そ
れ
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
は
、
先
生
自
身

に
選
択
す
る
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

宗
我
部　

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
指
導
事
項
に
は

こ
の
言
語
活
動
を
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ

た
授
業
を
行
っ
て
し
ま
う
と
、
先
生
方
も
ゴ
ー

ル
を
見
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
生
も
主
体
的

に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
特
に
︑
読
む
こ
と
の
領
域
に
お
い
て
は
︑
適

切
な
言
語
活
動
を
選
択
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す

ね
︒
教
科
書
の
﹁
学
習
の
手
引
き
﹂
で
︑
う
ま
く

示
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
︒

髙
木　

分
析
的
に
読
む
だ
け
の
授
業
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
そ
の
文
章
を
読
む
た
め
の
動
機
づ
け
、

意
識
づ
け
に
な
る
よ
う
な
呼
び
か
け
の
形
で
、
言

語
活
動
を
示
し
て
い
く
の
は
有
効
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

宗
我
部　

手
引
き
で
「
何
の
た
め
に
読
む
の
か
」

と
い
う
呼
び
か
け
が
入
れ
ば
、
生
徒
の
読
み
方
に

こ
れ
ま
で
と
違
う
必
然
性
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず

で
す
。
ま
た
、
決
め
ら
れ
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
よ
う

な
形
で
は
な
く
、
呼
び
か
け
と
い
う
ソ
フ
ト
な
形

│
│
選
択
の
プ
ロ
セ
ス
を
身
に
つ
け
る
う
え
で

は
︑
言
語
活
動
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
き

ま
す
か
︒

宗
我
部　

言
語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、

ゴ
ー
ル
が
見
え
や
す
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

ど
う
い
う
達
成
が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
が
、
生
徒
に

も
教
師
に
も
見
え
ま
す
か
ら
。
例
え
ば
、
文
章
を

読
ん
で
理
解
す
る
と
い
う
ゴ
ー
ル
は
、
生
徒
に
は

イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
。
そ
れ
が
「
視
点
を
変
え
て

書
き
換
え
る
」
と
か
、「
朗
読
で
読
ん
だ
こ
と
を

表
現
す
る
」
と
い
う
ゴ
ー
ル
な
ら
、
生
徒
に
も
見

え
る
は
ず
で
す
。

髙
木　

た
だ
、
小
学
校
と
違
っ
て
、
中
学
校
で
は

大
き
な
単
元
を
組
ん
で
言
語
活
動
を
た
く
さ
ん
や

ら
せ
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ
た
時
間
で
、

言
語
活
動
を
通
し
て
効
果
的
に
試
行
錯
誤
と
選
択

を
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
言
語

活
動
は
、
そ
こ
を
踏
ま
え
て
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

宗
我
部　

本
来
、
国
語
科
は
、
ず
っ
と
言
語
活
動

を
通
し
て
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ

な
取
り
入
れ
方
が
で
き
る
は
ず
で
す
ね
。

国
語
科
に
お
け
る

情
報
活
用
力
と
は

新
し
い

教
科
書
の
行
方
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宗
我
部　

そ
の
と
お
り
で
す
。
私
は
「
言
葉
の
宝

箱
ノ
ー
ト
」（
下
写
真
）
と
い
っ
て
、
目
に
留
ま
っ

た
言
葉
を
い
つ
で
も
メ
モ
で
き
る
よ
う
に
、
メ
モ

帳
を
持
ち
歩
く
習
慣
を
つ
け
る
よ
う
指
導
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
毎
日
の
国
語
の
時
間
の
最
初
に
、

交
代
で
一
人
ず
つ
発
表
さ
せ
る
実
践
を
続
け
て
い

ま
す
。

髙
木　

私
が
語
彙
獲
得
に
つ
い
て
図
式
化
し
た

「
富
士
山
モ
デ
ル
」（
下
図
）
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
。
正
確
に
使
え
る
言
葉
は
、
富
士
山
の
て
っ

ぺ
ん
の
ご
く
わ
ず
か
な
白
い
部
分
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
裾
野
の
広
が
り
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
言

葉
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。

宗
我
部　

ち
ょ
う
ど
、
赤
ち
ゃ
ん
が
親
の
言
葉
を

ひ
た
す
ら
た
め
込
ん
で
、
い
つ
の
ま
に
か
使
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
中
学
生

の
頃
は
、
社
会
的
な
言
葉
を
ど
ん
ど
ん
た
め
込
ん

で
い
く
時
期
な
の
で
す
ね
。
言
葉
と
出
会
う
、
つ

ま
り
語
彙
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
の
し

か
た
や
相
手
の
言
葉
の
受
け
止
め
方
が
多
様
に
な

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
語
彙
力
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
一
例
と
し
て
、
生
徒
が
決
ま
り
切
っ
た
表

め
と
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
※
２
）
な
ど
を
よ
く
知
ら
な

い
た
め
、
過
剰
に
危
険
視
し
て
い
る
面
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
危
険
性
は
き
ち
ん
と
踏
ま
え

な
が
ら
も
、
有
効
な
側
面
に
つ
い
て
も
教
科
書
で

扱
い
、
上
手
な
付
き
合
い
方
を
教
え
る
こ
と
は
必

要
で
し
ょ
う
ね
。

髙
木　

私
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
危
険
性
を

先
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
東
日
本
大

震
災
の
際
に
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
個
人
が

発
信
し
た
情
報
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
情
報
が
、
多
く
の
人
の
命
を
救
っ
た

と
い
う
事
実
も
あ
る
の
で
す
（
※
３
）。
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
が
増
え
て
い
く
中
で
、
危
険
な
面
だ
け
で

な
く
、
よ
い
面
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

│
│
現
場
の
先
生
方
か
ら
お
話
を
伺
う
と
︑
語
彙

力
を
つ
け
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
必
ず
話
題
に

な
り
ま
す
︒
教
科
書
で
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て

い
け
る
で
し
ょ
う
か
︒

髙
木　

語
彙
力
の
重
要
性
は
前
々
か
ら
課
題
と

し
て
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
英
語
の
単
語
集
の

よ
う
に
、
単
純
に
語
彙
集
や
一
覧
表
を
教
科
書
に

載
せ
る
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
こ
と
は
、
先
生
方

も
痛
感
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
切
な
の
は
、

生
き
た
場
面
の
中
で
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
言
葉

と
出
会
う
か
で
す
。
言
語
活
動
の
中
で
、
言
葉
に

出
会
う
こ
と
、
出
会
う
場
面
を
ど
れ
だ
け
多
く
作

る
か
で
す
ね
。

　

読
書
活
動
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、新
聞
、ニ
ュ
ー

ス
な
ど
を
見
た
と
き
、
よ
く
意
味
が
わ
か
ら
な
く

て
も
、
気
に
な
る
言
葉
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。
例
え
ば
、
日
頃
か
ら
気
に
な
る
言
葉

を
メ
モ
す
る
習
慣
を
つ
け
る
だ
け
で
も
い
い
ん
で

す
。
意
味
ま
で
調
べ
る
と
な
る
と
ハ
ー
ド
ル
が
高

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
言
葉
を
集
め
る
だ
け

な
ら
続
け
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

　

教
科
書
で
は
、
生
徒
が
気
に
な
る
言
葉
を
増
や

し
た
り
、
似
た
言
葉
の
違
い
を
考
え
た
り
、
言
葉

に
対
す
る
ア
ン
テ
ナ
を
常
に
日
常
の
中
に
張
り
巡

ら
せ
る
姿
勢
を
育
む
工
夫
を
取
り
入
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。

│
│
単
純
に
語
彙
の
カ
タ
ロ
グ
を
渡
せ
ば
語
彙

力
が
つ
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
ね
︒

た
学
習
が
、
日
々
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス

番
組
を
見
る
と
き
に
も
生
き
て
く
る
の
で
す
。

宗
我
部　

同
感
で
す
。
文
学
で
、
語
り
手
が
ど
ん

な
視
点
で
物
語
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
こ
そ
、

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
と
直
結
し
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

説
明
文
の
要
約
も
情
報
活
用
の
視
点
で
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
従
来
の
指
導
で
は
、
い
か
に

簡
潔
に
ま
と
め
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
き
ま
し

た
が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
な
相
手

に
向
か
っ
て
要
約
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま

さ
に
情
報
発
信
力
と
直
結
し
て
い
ま
す
。
国
語
科

に
お
け
る
情
報
活
用
力
の
根
幹
と
な
る
重
要
な
部

分
で
す
ね
。

│
│
誰
に
対
し
て
︑
ど
う
い
う
目
的
で
要
約
す
る

か
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
情
報
の
集
め

方
に
つ
い
て
も
︑
こ
れ
ら
を
意
識
し
た
集
め
方
が

あ
る
で
し
ょ
う
か
︒

宗
我
部　

教
科
書
の
中
に
情
報
の
集
め
方
が
網

羅
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

相
手
や
目
的
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
情
報
を
集

め
て
く
る
か
を
学
ぶ
こ
と
は
重
要
で
す
。

　

最
近
の
生
徒
は
、
調
べ
方
そ
の
も
の
を
知
ら
な

い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
図
書
館
に
行

け
ば
何
か
あ
る
、
と
い
う
当
た
り
は
つ
け
ら
れ
て

も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
で
司
書
に
聞
く
こ

と
は
意
外
と
で
き
な
い
。
調
べ
方
を
網
羅
的
に
知

る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
情
報
収
集
法
を
複

合
し
、
生
徒
自
ら
が
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら

れ
る
力
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

髙
木　

情
報
を
集
め
る
力
と
、
集
め
た
情
報
を
吟

味
す
る
力
、
目
的
と
相
手
を
考
え
な
が
ら
発
信
す

る
力
。
こ
う
い
う
力
を
三
年
間
で
身
に
つ
け
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
情
報
活
用
も
ま
た
主
体
的

な
学
び
と
い
え
ま
す
ね
。

│
│
情
報
発
信
は
︑
今
後
生
徒
が
生
き
て
い
く
社

会
を
考
え
る
と
き
︑
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒

宗
我
部　

情
報
発
信
は
、
情
報
モ
ラ
ル
の
側
面

が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
巡
る
問
題
が
あ
る
の
も

確
か
で
す
が
、
先
生
方
自
身
が
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
は
じ

新
し
い

教
科
書
の
行
方

0809

語
彙
力
は

ど
の
よ
う
に
育
て
る
か

生
き
た
場
面
で
た
く
さ
ん
の
言
葉
と

出
会
え
る
よ
う
な
教
科
書
を
。
　
髙
木
　
　
　
　
　

語
彙
が
増
え
る
と
、

認
識
の
し
か
た
が
多
様
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部
　
　
　
　

※２　ＳＮＳ（Social Networking Service）特定の目的や関心をもった人どうしが情報交換を行うことができるインターネット上のサービス。
※３　そうした情報が……　東日本大震災の発生直後に，中学生がテレビのニュースを携帯電話で撮影し，動画サイトで中継した ( テレビ局

が特別に許可）。この中継によって，テレビやラジオが使えなかった被災地の人々に情報を提供することができた。

◀ ▲言葉の宝箱ノート

■ 言葉の獲得過程の
　「富士山モデル」

「だいたいの領域」

言葉の海・情報の海
（話し言葉，メール，ネットなど）

「正確に使える領域」

「だいたい」も学力



現
し
か
使
わ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
感
動

し
た
と
き
や
驚
い
た
と
き
に
、「
す
ご
い
」
と
し

か
言
わ
な
い
。
で
す
が
、
そ
の
子
は
、「
す
ご
い
」

と
い
う
言
葉
に
万
感
の
思
い
を
込
め
て
使
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
聞
き
手
が
、
そ
の
「
す
ご

い
」
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
想
像
で
き
る
語

彙
を
も
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
語
彙
力
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

説
明
文
教
材
「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を

知
っ
て
い
る
か
」（
二
年
）の
中
で
、筆
者
は「
か
っ

こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
印
象
的
に
使
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か

を
考
え
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
教
材
を
指
導
す
る
ポ

イ
ン
ト
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
生
徒
が
発
し
た
「
す

ご
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
ど
う
い
う
文
脈
で
ど
う

使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
生
徒
自
身
や
ク
ラ
ス

の
仲
間
に
気
づ
か
せ
て
い
く
こ
と
が
国
語
の
指
導

の
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。

│
│
語
彙
力
と
い
う
の
は
︑
言
葉
の
数
を
増
や
す

だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
︒

髙
木　

も
ち
ろ
ん
語
彙
が
豊
か
で
、
い
ろ
い
ろ
な

言
い
換
え
が
で
き
る
ほ
う
が
い
い
の
で
す
が
、
文

化
状
況
、
社
会
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
若
者
言
葉
で

し
か
言
え
な
い
気
持
ち
や
感
覚
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
先
生
方
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
理
解
し
て
あ

し
、
生
徒
に
見
通
し
を
も
た
せ
て
学
習
さ
せ
る
な

ら
、
中
学
校
の
先
生
も
小
学
校
で
の
学
び
を
意
識

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
生
徒
が
何
を
知
っ
て
い

て
、ど
の
よ
う
な
学
び
方
を
し
て
き
た
の
か
、知
っ

て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

│
│
具
体
的
に
は
ど
う
い
っ
た
指
導
が
で
き
る

で
し
ょ
う
︒

髙
木　

例
え
ば
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
小
学
校
四

年
）
な
ど
、
小
学
校
で
扱
っ
た
教
材
を
中
学
校
の

授
業
に
取
り
入
れ
る
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

ね
。
中
学
生
に
な
っ
て
読
む
と
、
過
去
の
学
び
そ

の
も
の
を
相
対
化
し
な
が
ら
、
高
め
た
り
深
め
た

り
で
き
る
か
ら
で
す
。

げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
、
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果

を
見
て
も
、「
語
彙
力
が
落
ち
た
」
と
い
う
結
果

は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
語
が
弱
い
傾
向
は
見
ら
れ
て

も
、
調
査
で
わ
か
る
レ
ベ
ル
で
は
、
今
の
生
徒
の

語
彙
力
は
昔
に
比
べ
て
決
し
て
劣
っ
て
は
い
な
い

の
で
す
。
も
し
語
彙
が
減
っ
て
い
る
と
感
じ
る
な

ら
、
ど
う
い
う
言
葉
な
の
か
、
ど
う
い
う
状
況
で

低
下
を
感
じ
る
の
か
を
冷
静
に
考
え
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宗
我
部　

私
も
、
本
当
に
語
彙
力
が
低
下
し
て
い

る
の
か
疑
問
で
す
。
大
人
が
使
っ
て
い
る
言
葉
を

中
学
生
が
使
お
う
と
し
て
も
、
実
生
活
の
裏
づ
け

や
経
験
が
伴
わ
ず
、
実
感
の
こ
も
っ
た
言
葉
に
な

り
ま
せ
ん
。
言
葉
と
し
て
知
っ
て
い
て
も
、
使
う

気
に
な
れ
な
い
。
生
徒
に
足
り
て
い
な
い
の
は
語

彙
で
は
な
く
、
生
活
経
験
な
ん
で
す
。

　

語
彙
を
増
や
す
こ
と
は
、
自
分
の
生
活
経
験
に

改
め
て
光
を
当
て
直
し
、
耕
し
直
す
よ
う
な
側
面

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
生
徒
な

り
に
実
感
を
も
ち
、
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

自
分
の
身
の
丈
に
合
っ
た
、
実
感
の
こ

も
っ
た
言
葉
を
使
い
、
表
現
で
き
る
こ
と
こ
そ
が
、

本
当
の
言
葉
の
力
で
す
ね
。
量
も
大
事
で
す
け
れ

ど
、
た
だ
単
に
知
識
と
し
て
使
え
る
だ
け
で
は
本

当
の
力
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
教
科
書

で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
、
生
活
経
験
と

結
び
付
け
た
語
彙
学
習
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け

た
い
と
思
い
ま
す
。

│
│
学
習
指
導
要
領
で
は
︑
小
・
中
九
年
間
の
学

び
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
︒
小
・
中
の
連
携
に
お

い
て
︑
教
科
書
で
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
︒

髙
木　

今
ま
で
中
学
校
に
お
い
て
は
、
生
徒
が
小

学
校
で
何
を
学
ん
だ
か
は
、
あ
ま
り
問
わ
れ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
学
習
の
継
続
を
重
視

宗
我
部　

そ
う
で
す
ね
。
私
も
、
小
学
校
二
年

で
学
習
す
る
「
お
手
紙
」
を
中
学
一
年
生
に
改
め

て
読
ま
せ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
小
学

校
の
と
き
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
新
し
い
発
見

が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
生
徒
自
身
も
、
自
分
の
読

む
力
が
い
か
に
伸
び
た
か
を
実
感
し
た
は
ず
で
す
。

そ
ん
な
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
が
成
長
を
感
じ
、

意
欲
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
る

と
い
い
で
す
ね
。

髙
木　

小
・
中
連
携
と
聞
く
と
、
ス
ム
ー
ズ
に
つ

な
げ
て
ギ
ャ
ッ
プ
を
減
ら
す
こ
と
ば
か
り
考
え
が

ち
で
す
が
、
中
学
生
と
し
て
の
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ

て
、
意
欲
を
高
め
る
、
学
習
に
自
覚
を
も
た
せ
る
、

誇
り
を
も
た
せ
る
こ
と
も
大
事
で
す
ね
。

宗
我
部　

私
の
学
校
で
は
、
伝
統
的
に
幼
・
小
連

携
、
小
・
中
連
携
を
重
視
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

視
点
か
ら
考
え
る
と
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の

授
業
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
な
く
す
こ
と
と
、
生
徒
が
成

長
を
実
感
で
き
る
よ
う
、
あ
え
て
設
け
る
ハ
ー
ド

ル
の
両
方
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
中
学
一
年
冒
頭
の
「
言
葉
に
出
会
う

た
め
に
」
に
は
「
野
原
は
う
た
う
」
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
小
学
校
四
年
で
も
学
習
し
て

い
る
教
材
で
す
。
単
純
に
、
小
学
校
で
習
っ
て
い

る
か
ら
生
徒
が
入
り
や
す
い
と
い
う
の
で
な
く
、

小
学
校
の
と
き
に
は
ど
ん
な
読
み
方
を
し
た
の
か

と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
意
味
で

必
要
な
教
材
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
に
、

ノ
ー
ト
の
取
り
方
、
図
書
館
の
使
い
方
、
調
べ
学

習
の
し
か
た
な
ど
、
中
学
校
で
の
学
習
の
進
め
方

が
具
体
的
に
教
材
と
し
て
載
っ
て
い
る
の
で
、
ス

テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

髙
木　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
上
図
）
を
見
て
も
か

な
り
評
価
が
高
い
教
材
で
す
。
新
版
で
も
、
小

学
校
か
ら
の
継
続
性
と
、
あ
え
て
設
け
る
ハ
ー
ド

ル
の
両
方
を
考
え
、
よ
い
意
味
で
の
プ
ラ
イ
ド
を

も
た
せ
る
工
夫
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
し
い

教
科
書
の
行
方

1011

■ １年「言葉に出会うために」は，
　扱いやすいでしょうか。　

「平成 24 年度版　中学校国語に関するアンケート」
（光村図書）より（回答者数 668 名）

小・中
の
連
携
で
大
切
な
こ
と

65%19%

10%

6%

扱いやすい

扱いにくい

扱わなかった

理念はよいが，
教材構成は改め
たほうがよい



│
│
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
生

徒
に
︑
ど
う
い
う
教
材
と
出
会
わ
せ
て
い
け
ば
い

い
で
し
ょ
う
か
︒

髙
木　

私
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
言
葉
を
見
つ
め
る
教
材
で
す
。
こ
れ

か
ら
の
時
代
は
、
何
が
正
解
か
見
え
ず
、
す
ぐ
に

答
え
が
出
せ
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
一
つ
の
答

え
を
出
し
て
も
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
変
更
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
時
代
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
ア

ン
テ
ナ
を
張
り
、
学
び
続
け
、
考
え
続
け
る
こ
と

が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

常
に
情
報
を
更
新
し
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
き
に
必
要
な
の
は
、
や
は
り
言
葉
で
す
。

常
に
言
葉
を
見
つ
め
て
吟
味
し
て
い
く
こ
と
で
、

自
分
を
見
失
わ
ず
、
人
生
を
切
り
開
い
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

宗
我
部　
「
言
葉
に
対
す
る
感
受
性
」
や
「
言
葉

の
力
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
ま
す
ね
。

髙
木　

は
い
。
と
り
わ
け
、「
言
葉
に
対
す
る
感

受
性
」、
つ
ま
り
「
言
葉
に
立
ち
止
ま
る
力
」
が

必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
先
ほ
ど
も
情
報
活
用
力
の

話
を
し
ま
し
た
が
、
言
葉
の
「
つ
な
ぐ
力
」
だ
け

に
注
目
せ
ず
、
立
ち
止
ま
っ
て
言
葉
の
も
つ
意
味

を
確
認
す
る
、
疑
っ
て
み
る
、
あ
る
い
は
味
わ
っ

て
み
る
こ
と
も
と
て
も
大
切
で
す
。
そ
れ
が
で
き

な
い
と
、
膨
大
な
言
葉
、
情
報
に
巻
き
込
ま
れ
、

自
分
の
指
針
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
が
生
徒
も
教
師
も
自
覚
で
き
る
よ
う
な
教

材
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

│
│
一
つ
は
︑
言
葉
へ
の
感
受
性
が
高
ま
る
よ

う
な
教
材
群
で
す
ね
︒
で
は
︑
も
う
一
つ
は
何
で

し
ょ
う
か
︒

髙
木　

二
つ
目
は
、
心
を
見
つ
め
、
生
き
方
を
見

つ
め
直
す
教
材
で
す
。
戦
後
し
ば
ら
く
は
、
価
値

観
が
あ
る
程
度
固
定
し
、
目
標
や
人
生
の
見
通
し

が
立
て
や
す
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今

は
勉
強
や
努
力
が
ど
う
未
来
と
結
び
付
く
か
見
え

な
く
な
り
、
生
き
方
な
ど
の
モ
デ
ル
が
な
い
中
で
、

自
分
な
り
に
試
行
錯
誤
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

宗
我
部　

私
も
現
場
に
立
つ
教
師
の
一
人
と
し

て
、
生
徒
が
自
分
の
モ
デ
ル
に
な
る
よ
う
な
生
き

方
を
必
死
に
探
し
て
い
る
の
を
肌
で
感
じ
ま
す
。

先
が
見
え
な
い
時
代
だ
け
に
、
自
分
の
生
き
方
の

指
針
に
な
る
よ
う
な
人
を
一
生
懸
命
探
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
国
語
の
教
材
の

中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
方
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
作
品
に
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
出
会
わ
せ

た
い
で
す
。

│
│
現
場
の
先
生
方
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
（
Ｐ
13
表
）
で
も
︑
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
教

材
と
し
て
伝
記
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
上
位
に
挙

が
っ
て
い
ま
す
︒

宗
我
部　

私
は
、
手
が
届
か
な
い
よ
う
な
偉
人
の

伝
記
で
は
な
く
、
同
じ
伝
記
で
も
、
置
か
れ
た
状

況
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
生
き
る
身
近
な
人
々
の

話
に
触
れ
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
他
に
は
、
戦

争
の
中
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
な
ど
、
広
い
世
の

中
で
自
分
を
対
象
化
で
き
る
よ
う
な
作
品
も
あ
る

と
よ
い
で
す
ね
。
自
分
の
日
常
の
中
に
は
な
い
世

界
を
語
っ
て
く
れ
る
人
の
言
葉
が
教
科
書
に
入
っ

て
く
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
見
方
を
提
示
で

き
、
正
解
の
な
い
時
代
を
生
き
抜
く
力
へ
と
結
び

付
い
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
東
日
本
大
震
災
は
︑
社
会
の
方
向
を
大
き
く

変
え
る
出
来
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒

髙
木　

や
は
り
、
国
語
科
と
し
て
も
避
け
て
通

れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
被
災
地
の
方
々
の
心
に

も
配
慮
し
つ
つ
、
震
災
時
に
私
た
ち
が
何
を
考
え
、

何
を
学
ん
だ
の
か
を
忘
れ
な
い
た
め
に
も
、
生
徒

に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宗
我
部　

震
災
の
大
変
さ
、
被
害
の
甚
大
さ
を
繰

り
返
し
伝
え
る
と
い
う
よ
り
、
困
難
を
乗
り
越
え
、

工
夫
し
て
現
状
を
変
え
て
い
こ
う
と
努
力
す
る
人

に
焦
点
を
当
て
た
教
材
な
ど
に
出
会
わ
せ
た
い
も

の
で
す
ね
。

髙
木　

困
難
が
起
こ
っ
て
も
、
違
う
発
想
で
乗
り

越
え
て
い
く
人
間
の
力
強
さ
を
見
せ
た
い
と
思
い

ま
す
。

宗
我
部　

こ
れ
か
ら
は
、
社
会
の
流
れ
に
乗
っ
て

い
く
人
で
は
な
く
、
流
れ
を
変
え
ら
れ
る
人
が
新

し
い
時
代
を
創
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
既
存
の

価
値
や
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
ず
、
現
状
を
変
え
て

い
け
る
よ
う
な
思
考
力
を
育
て
る
教
材
を
豊
富
に

掲
載
す
る
こ
と
が
、
教
科
書
の
使
命
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。

髙
木　

教
科
書
は
生
徒
に
と
っ
て
の
羅
針
盤
で

あ
る
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
方
、
考
え
方

を
示
し
て
、
そ
れ
を
選
択
さ
せ
た
り
融
合
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
で
き
あ
が
っ
た
価
値
に
追
随
す
る

の
で
は
な
く
、
価
値
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
の
で

き
る
よ
う
な
思
考
力
を
育
て
る
、
そ
れ
が
教
科
書

の
い
ち
ば
ん
大
切
な
役
割
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

│
│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
新
版
教
科

書
は
、
全
国
の
先
生
方
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
さ

ら
に
ご
指
導
し
や
す
い
教
科
書
を
目
ざ
し
て
編
集

を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

新
し
い
教
科
書
に
、
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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生
徒
の
生
き
方
の
指
針
と
な
る
よ
う

な
教
材
と
出
会
わ
せ
た
い
。  

宗
我
部
　

教
科
書
の
役
割
は
、
新
し
い
価
値
を

創
造
で
き
る
思
考
力
を
つ
け
る
こ
と
。髙木

価
値
を
創
造
で
き
る

思
考
力
が
育
つ
教
科
書

■物語や小説，詩・随筆以外で，
中学生にどのような文学的
な作品を読ませたいと思わ
れますか。　　（複数回答可）

■説明的文章の分野・話題につきまして，特に生徒が関
心をもっていると思われるもの，また，これから生徒
に必要と思われるものをお選びください。（複数回答可）

 1 ルポルタージュ 197

 2 伝　記 192

 3 落　語 177

 4 ドラマや映画などの脚本 166

 5 対　談 94

 6 戯　曲 77

 7 狂　言 61

 1 地球環境 282

 2 スポーツ 278

 3 情報・メディア 267

 4 日本文化 206

 5 宇　宙 178

 6 コミュニケーション 169

 7 科学技術 140

 8 国際関係 132

 9 生　物 127

 10 平　和 126

 11 心理学 121

 12 言　語 112

 13 福　祉 110

 14 人　権 101

 15 外国文化 96

 16 キャリア教育 89

 17 歴　史 84

 18 倫理 ･ 道徳 83

 19 芸　術 56

 20 医　学 54

 21 哲　学 52

 22 政治経済 20

 23 地　理 12

 24 その他 11

「平成 24 年度版　中学校国語に関するアンケート」( 光村図書 ) より

その他：音楽・ファッション・アニメ・芸道・サブカルチャー・
漫画・論理学・現代哲学

　　　   日常に密着したもの。
　　　   生き方のモデルとなるような文章。

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
に

読
ま
せ
た
い
教
材
と
は
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く
ら
い
経
つ
う
ち
に
操
作
に
も
慣
れ
、
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
使
う
授
業
の
よ
さ
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
例
え
ば
、
説
明
文
な
ど
で
文
章
の
構
成
を
教

え
る
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
「
○
ペ
ー
ジ
○
行
目
か
ら

～
」
と
言
わ
な
く
て
も
、
電
子
黒
板
の
画
面
上
で

「
こ
こ
だ
ね
」
と
示
す
こ
と
で
生
徒
た
ち
が
瞬
時

に
理
解
で
き
る
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
も
実
感
し
て
き

ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
最
初
は
も
の
珍
し
さ
が
先
に
立

ち
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
は
、
学
習
道
具
と
い
う
よ

り
は
ゲ
ー
ム
機
感
覚
で
扱
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
入
学
当
初
か
ら
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

扱
っ
て
き
た
現
在
の
三
年
生
は
、
あ
っ
て
当
た
り

前
の
ツ
ー
ル
と
な
り
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
っ

た
授
業
は
も
ち
ろ
ん
、
研
究
対
象
で
あ
る
国
語
や

数
学
以
外
の
教
科
で
も
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

合
唱
祭
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
の
演
出
や
生
徒

会
役
員
選
挙
で
の
デ

ジ
タ
ル
投
票
、
職
場

体
験
の
プ
レ
ゼ
ン
な

ど
、
学
校
行
事
に
も

積
極
的
に
活
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。

■
変
わ
る
学
習
ス
タ
イ
ル

　

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
導
入
さ
れ
て
か

ら
、
生
徒
た
ち
の
学
習
方
法
に
も
変
化
が
出
て
き

ま
す
。
班
学
習
を
す
る
と
き
に
も
、
操
作
の
し
か

た
の
教
え
合
い
な
ど
を
通
し
て
協
働
学
習
が
ス

ム
ー
ズ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

古
文
の
音
読
練
習
の
際
に
、
二
人
組
に
な
り
、

片
方
は
「
振
り
仮
名
を
消
す
機
能
」
を
使
っ
て
現

代
仮
名
遣
い
の
振
り
仮
名
を
全
部
消
し
て
読
み
、

他
方
の
生
徒
は
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
な
ど
、
自

然
な
形
で
協
働
学
習
が
始
ま
り
ま
す
。

　

協
働
学
習
が
増
え
る
こ
と
で
、
相
互
の
刺
激
を

受
け
な
が
ら
生
徒
の
「
思
考
力
」
が
高
ま
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
、
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と

が
苦
手
だ
っ
た
生
徒
が
積
極
的
に
表
現
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
自
分
の
表
現
に
周
囲
か
ら

の
反
応
や
評
価
が
あ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で

し
ょ
う
。

　

古
文
の
暗
唱
で
は
、
以
前
の
授
業
だ
っ
た
ら
、

「
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
感
覚
を
生
徒
か
ら

感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
覚
え
た
と
こ
ろ
か
ら

「
マ
ー
カ
ー
機
能
」
を
使
っ
て
白
く
塗
っ
て
消
し

て
い
く
授
業
を
し
た
と
こ
ろ
、「
先
生
、
真
っ
白

に
な
っ
た
！
」
と
、
楽
し
み
な
が
ら
意
欲
的
に
取

り
組
め
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。「
消
し
た

り
、
元
に
戻
し
た
り
で
き
る
の
は
デ
ジ
タ
ル
な
ら

で
は
の
メ
リ
ッ
ト
。
そ
れ
が
今
の
生
徒
た
ち
の
感

覚
に
合
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
豊
田
先
生

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

■
導
入
を
検
討
さ
れ
て
い
る
先
生
方
へ

　
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
便
利
な
ツ
ー
ル
で
す
ね
。

で
も
、
使
っ
て
い
な
い
人
に
は
、
な
く
て
も
い
い

も
の
。
使
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
も
う
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
も
そ
れ
と
似
て
い
る
の
で
は
」

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
授

業
の
幅
が
変
わ
っ
て
く
る
│
│
四
年
間
の
経
験
を

踏
ま
え
、
豊
田
先
生
は
そ
ん
な
感
想
を
も
つ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
触
れ
た
こ

と
で
、「
国
語
と
は
何
か
」「
何
を
ど
の
よ
う
に
学

ば
せ
る
か
」
な
ど
、
初
心
に
戻
っ
て
授
業
の
こ
と

を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。「
学
習
シ
ー

ン
に
合
わ
せ
て
、
紙
の
教
科
書
と
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
、
電
子
黒
板
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
方
を
教
師
自
身

が
し
っ
か
り
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
」

と
、
授
業
デ
ザ
イ
ン
の
重
要
さ
を
改
め
て
感
じ
て

い
ま
す
。

　
「
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
う
こ
と
自
体
が
目
的

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
の
意
欲
や
力
を
引
き
出

す
た
め
に
、
先
生
方
の
指
導
の
引
き
出
し
を
増
や

す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
と
い
う
発
想
を

も
っ
て
い
れ
ば
、
強
い
味
方
に
な
る
は
ず
で
す
」。

手
で
、
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
の
操
作
も
と
き
ど
き
生

徒
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
今
、
私
が
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
っ
て
授
業
を

し
て
い
る
と
話
す
と
、
過
去
の
生
徒
は
び
っ
く
り

し
ま
す
」
と
、
笑
い
話
も
伺
い
ま
し
た
。

■
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
は

　「
あ
っ
て
当
た
り
前
」
の
ツ
ー
ル
に

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
の
方
の
協
力
も
あ
っ
て
、
半
年

■
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
の
出
会
い

　

三
雲
中
学
校
が
実
証
校
に
選
ば
れ
た
の
は
四
年

前
。
各
教
室
に
電
子
黒
板
が
備
え
付
け
ら
れ
、
生

徒
全
員
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
）

が
配
ら
れ
ま
し
た
。
電
子
黒
板
で
は
、
主
に
指
導

者
用
の
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
で
は
実
証
研
究
中
の
学
習
者
用
の
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
使
用
し
て
い
ま
す
（
詳
細
は
Ｐ
16
参
照
）。

　

豊
田
先
生
は
、
そ
れ
ま
で
機
械
類
は
と
て
も
苦

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
可
能
性

　
光
村
図
書
で
は
、
現
在
、
電
子
黒
板
等
に
拡
大
提
示
す
る
「
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
を
制
作
し
、

全
国
の
先
生
方
に
ご
活
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
八
年
度
の
教
科
書
改
訂
に
合
わ
せ
、

生
徒
一
人
一
台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
使
え
る
「
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
を
開
発
中
で
す
。

　
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、文
部
科
学
省
「
学
び
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」
と
総
務
省
「
フ
ュ
ー

チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
推
進
事
業
」（
平
成
二
十
二
〜
二
十
五
年
）
に
お
い
て
実
証
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
実
証
校
と
な
っ
た
三
重
県
松
阪
市
立
三み

雲く
も

中
学
校
（
川か
わ

口ぐ
ち

朋と
も

史ふ
み

校
長
）
の
豊と
よ

田だ

多た

希き

子こ

先
生
か
ら
、

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
導
入
が
も
た
ら
し
た
学
習
や
授
業
の
変
容
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
後
半
で
は
、「
学
び
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」
委
員
な
ど
歴
任
さ
れ
た
中な
か

橋は
し

雄ゆ
う

先
生
に
、
デ

ジ
タ
ル
教
科
書
の
現
在
と
未
来
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が

や
っ
て
来
た

│
│
松
阪
市
立
三
雲
中
学
校
リ
ポ
ー
ト

▼学習者用デジタル教科書を使って
協働学習に取り組む生徒たち。

▼学習者用デジタル教科書を電子黒板に提示して
授業を進める豊田先生。



　

将
来
の
教
育
現
場
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を

通
し
、
生
徒
た
ち
が
新
し
い
学
力
を
協
働
で
身
に

つ
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
し
い
学

力
と
は
、
知
識
を
覚
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ

を
「
活
用
、
追
究
、
創
造
す
る
力
」
を
指
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
紙
の
教
科
書
は
、
体
系
的
な
知
識

や
技
能
を
個
が
習
得
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
き
ま

し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
そ
れ

に
加
え
て
他
者
と
の
相
互
作
用
を
重
視
し
た
も
の

に
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
対
応
し
た
学
力
向

上
を
実
現
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

混
同
さ
れ
て
い
る
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

ま
す
が
、
個
人
の
学
習
や
協
働
学
習
が
活
発
に
な

る
よ
う
、
ワ
ー
ク
な
ど
、
生
徒
に
と
っ
て
使
い
や

す
い
コ
ン
テ
ン
ツ
を
多
く
取
り
込
ん
だ
内
容
が
重

視
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

二
つ
の
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
効
果
的
に
使
い
分

け
る
こ
と
で
、
個
別
学
習
、
協
働
学
習
、
一
斉
学

習
と
、
授
業
シ
ー
ン
に
合
っ
た
学
び
が
深
ま
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
。

　

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
画
像
や
動
画

の
取
り
込
み
、
学
習
履
歴
の
確
認
、
あ
る
い
は
電

子
黒
板
と
連
動
さ
せ
た
授
業
な
ど
、
紙
の
教
科
書

で
は
で
き
な
い
授
業
を
可
能
に
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
書
き
込
み
や
マ
ー
カ
ー
を
引
い
た
と

こ
ろ
を
生
徒
ど
う
し
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
使
っ

て
見
せ
合
っ
た
り
、
通
信
機
能
で
共
有
し
合
っ
た

し
れ
ま
せ
ん
が
、
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
、

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
別
物
で
す
。

　

指
導
者
用
は
、
主
に
教
師
が
電
子
黒
板
に
表
示

し
な
が
ら
使
用
す
る
も
の
で
す
。
光
村
図
書
で
は

平
成
十
八
年
か
ら
発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
す
で

に
導
入
さ
れ
て
い
る
学
校
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、「
紙
の
教
科
書
の
紙
面

イ
メ
ー
ジ
や
、
補
助
教
材
と
し
て
の
動
画
な
ど
の

コ
ン
テ
ン
ツ
が
入
っ
た
提
示
用
教
材
」
と
い
え
ま

す
。
教
室
全
体
の
学
習
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
を

主
な
目
的
と
し
て
お
り
、
一
斉
授
業
に
適
し
た
も

の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
学
習
者
用
は
生
徒
が
使
う
も

の
で
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
に
入
っ
て
い
る
も

の
を
指
し
ま
す
。
仕
様
や
内
容
に
関
し
て
は
研

究
・
開
発
中
で
、
中
学
校
で
は
、
平
成
二
十
八
年

度
の
教
科
書
改
訂
に
合
わ
せ
て
発
行
さ
れ
る
予
定

に
な
っ
て
い
ま
す
。
紙
の
教
科
書
の
紙
面
イ
メ
ー

ジ
が
基
本
と
な
る
の
は
指
導
者
用
と
共
通
し
て
い

り
す
る
こ
と
で
、
互
い
の
学
習
活
動
が
活
性
化
し

ま
す
。
グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
特
に
効
果
的
で
す
。

考
え
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
簡
単
に
記
録
に
残
せ
る

の
で
、
そ
の
過
程
を
見
せ
合
い
な
が
ら
、
生
徒
た

ち
が
自
ら
議
論
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
過
程
は
、
生
徒
の
主
体

的
な
学
び
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
は
、
生
徒
が
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め

に
欠
か
せ
な
い
ツ
ー
ル
に
も
な
り
う
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
答
え
が
一
つ
で
な
い
課

題
に
向
き
合
い
、
解
決
す
る
力
が
大
切
に
な
っ
て

き
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
対
話
を
重
ね
、

互
い
の
価
値
観
を
認
め
合
う
中
で
、
自
分
と
他
者

は
違
う
こ
と
を
認
識
し
、
多
様
な
考
え
方
を
認
め

る
た
め
の
ツ
ー
ル
に
も
な
り
う
る
と
考
え
ま
す
。

　

多
く
の
先
生
方
が
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
導
入
に
よ
っ

て
、
授
業
が
急
に
百
八
十
度
変
わ
る
こ
と
は
ま
ず

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
授
業
準
備
な
ど
の
負
担

が
減
っ
て
、
生
徒
と
向
き
合
う
時
間
を
増
や
せ
る

は
ず
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
従
来
の
教
科
書
と
ノ
ー
ト
で
培
っ

て
き
た
力
が
落
ち
て
し
ま
う
の
で
は
、
と
懸
念
す

る
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た

だ
、
例
え
ば
表
現
力
で
は
、
紙
と
鉛
筆
で
思
考
を

表
す
こ
と
と
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
を
使
っ
て
思
考
を

表
す
こ
と
は
頭
の
使
い
方
が
違
う
、
全
く
異
な
る

能
力
で
、
両
方
と
も
社
会
で
生
活
す
る
上
で
は
大

切
で
す
。
場
面
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
で
授
業
す
る

か
う
ま
く
使
い
分
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
先
に
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
述
べ
た
よ
う

に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
え
ば
、「
活
用
、
追
究
、

創
造
す
る
」
新
し
い
学
力
に
対
応
し
た
授
業
が
比

較
的
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
普
及
の
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
は
、
生
徒
自
ら
の
学
び
の
ツ
ー
ル
に
な
り

う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
科
書
の

作
品
に
つ
い
て
の
意
見
を
書
き
込
む
。
そ
れ
を
ク

ラ
ス
や
学
校
内
で
交
換
し
合
う
。
外
部
の
人
々
の

知
識
や
意
見
か
ら
も
学
ぶ
。
そ
し
て
、
自
分
の
意

見
や
考
え
、
作
品
を
世
界
に
発
信
し
て
い
く
。

　

そ
ん
な
と
き
、「
学
ん
だ
こ
と
が
人
や
社
会
の

役
に
立
っ
た
」
と
生
徒
が
実
感
す
る
瞬
間
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
単
な
る
教
科
書
の
知
識
で
終

わ
る
の
で
は
な
く
、
学
校
と
い
う
枠
を
超
え
た
新

し
い
知
の
創
造
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
未
来
の
教

室
は
、
ま
す
ま
す
豊
か
で
充
実
し
た
学
び
の
場
に

な
っ
て
い
く
と
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の

メ
リ
ッ
ト

教
師
の
指
導
法
は
変
わ
る
？

負
担
は
か
か
ら
な
い
？

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
ひ
ら
く

未
来
の
教
室

※
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
正
確
に
は
「
教
科
書
」
で
は
な

く
教
材
で
す
。
紙
の
教
科
書
は
文
部
科
学
省
に
よ
る
検

定
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
は
教
材
と
し
て
の
扱
い
な
の
で
、
検
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

新
し
い

教
科
書
の
行
方

1617

「
新
し
い
知
」
の
創
造

│
│
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
ひ
ら
く
未
来
の
教
室

中
橋
　
雄

武
蔵
大
学
教
授

中
なか

橋
はし

　雄
ゆう

専門は，メディア・リテラシー論，教育
工学。初等・中等教育の現場と連携し，
実践研究，教材開発研究などを行って
いる。著書に『メディアリテラシー論─
ソーシャルメディア時代のメディア教育』

（北樹出版），『これからの情報とメディ
アの教育』（図書文化社）などがある。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
育
む

新
し
い
学
力

指
導
者
用
と
学
習
者
用

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
違
い



「
学
力
」
向
上
の
た
め
の

 
教
科
書
の
役
割

新
し
い

教
科
書
の
行
方
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国
語
科
に
お
け
る
「
学
力
」
に
は
二
つ
の
側
面

が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
考
え
た
り
感
じ
た
り
想

像
し
た
り
す
る
力
な
ど
の
理
解
す
る
力
と
、
そ
れ

ら
を
音
声
や
文
字
に
し
て
表
す
力
か
ら
な
る
側
面

で
す
。
も
う
一
つ
は
、
国
語
に
つ
い
て
の
い
ろ
い

ろ
な
知
識
な
ど
、
私
た
ち
が
物
事
を
考
え
た
り
想

像
し
た
り
す
る
う
え
で
の
土
台
と
し
て
の
側
面
で

す
。
季
節
の
味
わ
い
や
言
葉
の
美
し
さ
を
感
じ
る

な
ど
、
物
事
の
適
否
・
善
悪
・
美
醜
を
判
断
す
る

際
の
価
値
観
や
感
性
も
こ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
自
分
で
し
っ
か
り
と
考

え
る
こ
と
の
で
き
る
生
徒
を
育
て
る
こ
と
が
国
語

科
の
役
割
で
あ
り
、
教
科
書
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て

編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。「
学
力
」
を
向
上
さ
せ
る

た
め
に
は
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な

く
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、
教
科
書
を
有
効
に

活
用
し
な
が
ら
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
本
稿
で
は
、
学
力
を
考
え
る
う
え
で
大
切
な

キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
、
よ
く
い
た
だ
く
質
問
に

答
え
る
形
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　

国
語
科
で
使
わ
れ
る
言
葉
は
、
そ
の
意

味
が
曖
昧
な
ま
ま
使
わ
れ
、
結
果
的
に
評

価
や
指
導
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

❶
思
考
力
と
は

　

誰
か
か
ら
の
話
を
聞
い
て
引
き
付
け
ら
れ
る
、

あ
る
い
は
、
文
章
を
読
ん
で
感
動
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。「
思
考
力
」
は
、
話
を
聞
い
た
り
本
や

文
章
な
ど
を
読
ん
だ
り
し
た
と
き
に
、
感
じ
、
想

像
し
、
考
え
る
の
に
必
要
な
能
力
で
す
。
文
学
で

は
作
品
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
、
説
明
文
で

は
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
り
す
る
よ

う
な
際
に
発
揮
さ
れ
ま
す
。
話
や
文
章
の
要
旨
を

的
確
に
把
握
し
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
分
析
的
に

　

国
語
科
の
授
業
に
は
、
必
ず
言
語
活
動

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
話
を
聞
い

た
り
、
授
業
の
振
り
返
り
を
書
い
た
り
す
る
こ
と

も
、
広
い
意
味
で
の
言
語
活
動
で
す
。
し
か
し
、

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
「
言
語
活
動
」
は
、

も
っ
と
限
定
し
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
単

元
の
中
で
、
国
語
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に

生
徒
が
言
葉
を
用
い
て
取
り
組
む
「
ひ
と
ま
と
ま

り
」
の
活
動
が
「
言
語
活
動
」
な
の
で
す
。「
言

語
活
動
」
に
は
最
後
に
作
品
を
作
る
な
ど
、
表
現

力
が
重
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
文
部
科
学
省
が
以
前

に
作
成
し
た
「
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
は
、

「
読
解
力
」
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
①
テ
キ
ス

ト
を
理
解
・
評
価
し
な
が
ら
「
読
む
力
」
を
高
め

る
取
組
の
充
実
、
②
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分

の
考
え
を
「
書
く
力
」
を
高
め
る
取
組
の
充
実
、

③
様
々
な
文
章
や
資
料
を
読
む
機
会
や
、
自
分
の

意
見
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
機
会
の
充
実
を

重
点
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
の
目
標
①
は
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
や
理

読
ん
だ
り
、
批
判
的
に
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
ま
で

を
含
む
、
幅
の
広
さ
が
あ
り
ま
す
。

❷
判
断
力
と
は

　
「
判
断
力
」
は
、
思
考
し
て
い
る
こ
と
の
適
否
・

美
醜
・
善
悪
な
ど
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
能
力
で

す
。
文
学
作
品
を
読
ん
で
自
分
が
感
じ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
る
の
が
適
切

な
の
か
を
考
え
て
選
択
す
る
場
面
で
、
判
断
す
る

能
力
が
発
揮
さ
れ
ま
す
。
人
物
の
心
情
に
つ
い
て

考
え
る
よ
う
な
場
面
で
は
、
感
じ
る
こ
と
が
い
く

つ
か
あ
っ
た
り
、考
え
方
が
複
数
出
た
り
し
ま
す
。

そ
の
中
か
ら
、
私
た
ち
は
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

根
拠
と
な
る
も
の
を
分
析
的
に
検
討
し
て
判
断

し
、
考
え
を
組
み
立
て
て
い
く
。
話
を
す
る
場
面

で
も
、
自
分
の
話
が
相
手
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
時
に

は
具
体
的
な
例
を
加
え
る
な
ど
の
手
立
て
を
講
じ

る
。
こ
れ
も
判
断
が
伴
っ
た
行
為
で
す
。

解
、
建
設
的
な
批
判
を
伴
う
読
み
（
ク
リ
テ
ィ
カ

ル
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
）
な
ど
、
読
ん
で
考
え
る
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
言
語
活
動
へ
の
取

組
は
、
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と
な
ど
の
表
現
に
必

ず
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
読
ん
で
考
え
る
こ
と
、
思
考
や
判

断
そ
れ
自
体
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
言
語
活
動
も

行
う
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
思
考
、
判
断
、

表
現
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
授
業
を
行
う
こ

と
が
国
語
力
の
向
上
に
は
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
は
、
国
の

教
育
水
準
が
一
定
以
上
に
確
保
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
把
握
す
る
こ
と
、
教
育
委
員
会
や

学
校
に
指
導
の
改
善
を
図
る
機
会
を
提
供
す
る
こ

と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
学
力･

学
習
状
況
調
査
が
始
ま
っ
た
の
は
、

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
た
動
き
が
あ
る
一

方
で
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
２
０
０
３
の
結
果
か
ら
、
日
本

の
子
ど
も
た
ち
の
読
解
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
た
時
期
で
し
た
。
基
礎
・
基
本
と
な

る
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
ら
を
活
用
す
る
能
力
の
育
成
が
強
く
求
め
ら
れ

る
中
で
、「
活
用
」
も
視
野
に
入
れ
て
学
力
調
査

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

調
査
問
題
は
、
主
と
し
て
「
知
識
」
に

関
す
る
「
国
語
Ａ
」
と
、主
と
し
て
「
活
用
」

に
関
す
る
「
国
語
Ｂ
」
の
二
種
類
で
す
。
国
語
Ａ

で
は
、
描
写
や
要
約
、
説
明
な
ど
の
基
礎
的
な
言

語
活
動
に
関
す
る
こ
と
、
表
現
し
た
り
理
解
し
た

り
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
知
識
技
能
、
言
語
文
化

に
親
し
む
内
容
に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
出
題
さ
れ

て
い
ま
す
。
国
語
Ｂ
で
は
、
日
常
生
活
や
社
会
生

活
で
必
要
と
さ
れ
る
読
書
や
鑑
賞
な
ど
、
言
語
の

活
動
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
、
筆
者
の
主
張
の
内

容
や
表
現
方
法
な
ど
を
評
価
す
る
こ
と
な
ど
が
出

題
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
学
校
で
の
授
業
場
面
を
意
識
し

て
お
り
、
調
査
問
題
は
、
日
々
の
授
業
に
お
い
て

も
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
か
ら
は
、「
授
業
ア

イ
デ
ィ
ア
例
」
も
毎
年
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
も
の
を
利
用
し
な
が
ら
授
業
を
作
っ
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

国
語
科
に
お
け
る
「
思
考
力
」

「
判
断
力
」と
は
、
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
力
な
の
で
し
ょ
う

か
？

「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
う
こ
と

が
い
わ
れ
ま
す
が
、「
言
語
活
動
」

と
は
、
授
業
の
最
後
に
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
作
っ
た
り
、
話
し
合
い
を
し

た
り
す
る
よ
う
な
活
動
の
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
？

「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」

は
、な
ぜ
始
ま
っ
た
の
で
す
か
？

「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」

は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
構
成
さ
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

AA

A

A 三み

浦う
ら

登と

志し

一か
ず

山
形
大
学
大
学
院
教
授

元
国
立
教
育
政
策
研
究
所
学
力
調
査
官

山
形
県
生
ま
れ
。
公
立
中
学
校
教
諭
を
経
て
、
山
形
県
教
育
庁

で
指
導
主
事
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー

で
学
力
調
査
官
を
務
め
る
。
文
部
科
学
省
「
評
価
規
準
、
評
価

方
法
等
の
工
夫
改
善
に
関
す
る
調
査
研
究
」
協
力
者
。
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と
に
よ
っ
て
、
本
や
文
章
を
読
む
目
的
が
生
徒
に

共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

二
年
生
の
教
材
に
、「
字
の
な
い
葉
書
」
が
あ

り
ま
す
。【
学
習
の
窓
】
で
は
、
二
つ
の
思
い
出

を
「
書
き
方
に
着
目
し
て
」
比
べ
て
い
ま
す
。
示

さ
れ
て
い
る
描
写
の
し
か
た
の
違
い
が
、
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
な
叙
述
と
対
応
す
る
の
か
を
考
え

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
し
か
た
や
文
章

の
特
徴
を
、
具
体
的
な
叙
述
に
即
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

読
む
こ
と
の
学
習
で
は
、
内
容
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
が
ち
で
す
。
文
章

が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
の
形
式
に
着

目
し
て
、
そ
の
適
否
や
美
醜
に
つ
い
て
考
え
、
判

断
す
る
機
会
を
意
図
的
に
設
け
た
い
で
す
ね
。
例

え
ば
、
一
年
生
の
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た

ち
に
…
…
」
で
、
繰
り
返
し
の
表
現
に
注
目
し
て

そ
の
効
果
を
考
え
さ
せ
、
二
年
生
の
「
走
れ
メ
ロ

ス
」で
は
登
場
人
物
の
描
か
れ
方
な
ど
に
注
目
し
、

「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
で
は
、

表
現
の
し
か
た
や
工
夫
に
着
目
し
な
が
ら
評
論
を

読
む
よ
う
に
す
る
な
ど
、
学
習
の
手
引
き
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
結
び
付
け
る
指
導
の
工
夫
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
本
や
文
章
に
具
体
的
に
表
れ
て
い

る
特
徴
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

る
よ
う
、
説
明
の
し
か
た
を
工
夫
さ
せ
ま
す
。
順

序
立
て
る
、
比
較
す
る
な
ど
の
工
夫
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
よ
り

明
確
な
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
読
む
こ
と
の
学
習
と
関
連
づ
け
て
根
拠

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
学
習

も
考
え
ら
れ
ま
す
。「
モ
ア
イ
は
語
る
」（
二
年
）

の
手
引
き
に
は
、「
事
実
を
示
し
て
意
見
を
書
こ

う
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
根
拠
と
な

る
事
実
を
示
し
な
が
ら
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
書
く

よ
う
な
機
会
も
、
意
図
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
で
し
ょ
う
。

　
「
伝
え
た
い
事
柄
や
根
拠
が
明
確
か
ど
う
か
」

に
つ
い
て
、
自
己
評
価
す
る
眼
を
養
っ
て
い
く
こ

と
も
大
事
な
指
導
で
す
。「
文
章
の
形
態
を
選
ん

で
書
こ
う
」（
三
年
）
で
は
、
推
敲
に
焦
点
を
当

て
て
、
修
学
旅
行
記
で
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
伝
え
た
い
こ
と
と
内
容
と
が
合
っ
て
い

る
の
か
を
検
討
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
な
指
導
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、「
必

要
な
情
報
の
取
り
出
し
」
や
「
根
拠
を
明
確
に
し

て
」
考
え
を
書
く
力
が
着
実
に
身
に
つ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

「
目
的
を
も
ち
、
表
現
の
仕
方
や
文
章
の
特
徴

に
注
意
し
て
読
む
こ
と
」（
読
む
こ
と
）

　

文
章
を
漫
然
と
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は
、
国
語

力
は
向
上
し
ま
せ
ん
。
言
語
活
動
を
設
定
す
る
こ

❷
領
域
や
内
容
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
授
業
を

　

読
ん
で
考
え
た
り
、
考
え
て
書
い
た
り
す
る
力

は
、
相
互
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
向
上
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
「
文
章
や
資
料
か
ら
必
要

な
情
報
を
取
り
出
し
、
伝
え
た
い
事
柄
や
根
拠
を

明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
」
に
課
題

が
見
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
単
元
・

教
材
で
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
書

く
こ
と
だ
け
を
指
導
す
る
の
は
望
ま
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。「
読
む
こ
と
」
で
の
力
の
向
上
が
、
根
拠

を
整
理
し
た
り
、
伝
え
た
い
事
柄
を
明
ら
か
に
し

た
り
す
る
「
書
く
こ
と
」
の
力
の
向
上
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。
一
年
間
の
学
習
で
、
三
領
域
一
事
項

の
指
導
事
項
の
全
体
が
学
習
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
教
科
書
に
は
、【
学

習
の
見
通
し
を
も
と
う
】（
各
学
年
の
Ｐ
10
〜
）

と
し
て
、
教
材
と
身
に
つ
け
る
力
が
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を

利
用
し
て
、
年
間
の
指
導
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

　

教
科
書
は
、
知
識
・
技
能
の
習
得
に
重
点
を
置

い
て
学
習
し
た
後
で
、
そ
こ
で
学
習
し
た
こ
と
を

活
用
し
て
言
語
活
動
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
特
徴
を
生
か
し
て
、

生
徒
の
言
語
の
能
力
を
螺ら

旋せ
ん

的
に
向
上
さ
せ
る
よ

う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
え

て
き
た
の
で
す
か
？
　

　

国
立
教
育
政
策
研
究
所
で
は
、
平
成

二
十
四
年
に
『
全
国
学
力･

学
習
状
況
調

査
の
四
年
間
の
調
査
結
果
か
ら
今
後
の
取
組
が
期

待
さ
れ
る
内
容
の
ま
と
め
』
を
作
成
し
、
各
領
域

等
で
ど
の
よ
う
な
点
に
課
題
が
あ
る
の
か
を
整
理

し
て
い
ま
す
。

　
「
話
す
こ
と･

聞
く
こ
と
」
で
は
、「
資
料
の
提

示
の
仕
方
を
工
夫
し
、
そ
の
方
法
を
説
明
す
る
こ

と
」
が
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
書
く
こ
と
」
で
は
、「
文
章
や
資
料
か
ら
必
要

な
情
報
を
取
り
出
し
、
伝
え
た
い
事
柄
や
根
拠
を

明
確
に
し
て
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
」
に
課
題

が
あ
る
と
な
っ
て
い
ま
す
。
文
章
を
読
ん
で
感
想

や
意
見
を
書
く
際
に
、「
す
ご
い
と
思
っ
た
」や「
よ

か
っ
た
」
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
て

い
る
な
ど
、
自
分
の
感
想
を
具
体
的
に
書
く
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
読
む
こ
と
」
で
は
、「
目
的
を
も
ち
、
表
現
の

仕
方
や
文
章
の
特
徴
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
」
が

課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
聞
の
ト
ッ

プ
記
事
と
コ
ラ
ム
と
を
比
較
し
て
書
き
方
の
特
徴

を
考
え
る
問
題
で
は
、
正
答
率
が
五
〇
％
に
と
ど

ま
っ
て
い
ま
す
。
夏
目
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ

る
」
の
一
部
を
読
ん
で
、
た
と
え
て
い
る
内
容
を

捉
え
て
書
く
設
問
で
は
、
本
文
の
一
部
を
引
用
し

た
だ
け
で
説
明
が
不
足
し
て
い
る
も
の
へ
の
反
応

率
が
四
四
・
八
％
な
ど
の
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

文
章
の
書
き
手
の
目
的
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
表
現

の
し
か
た
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

教
材
や
「
学
習
の
手
引
き
」
を
活
用
し

な
が
ら
、
課
題
と
さ
れ
て
い
る
力
を
重
点

的
に
指
導
す
る
こ
と
と
、
教
科
書
全
体
を
見
渡
し

な
が
ら
、
年
間
の
指
導
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
い

く
こ
と
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

❶
教
材
や
「
学
習
の
手
引
き
」
を
活
用
し
た

　
授
業
の
工
夫

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
見
ら
れ
た
課
題

に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
、
教
材
を
具
体

的
に
挙
げ
、
そ
の
学
習
の
手
引
き
等
を
も
と
に
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
資
料
の
提
示
の
仕
方
を
工
夫
し
、
そ
の
方
法

を
説
明
す
る
こ
と
」（
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
）

　
「
資
料
や
機
器
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
」

は
、
二
年
生
で
の
指
導
事
項
で
す
。
教
材
「
印
象

見
え
て
き
た
課
題
に
対
応
す
る

た
め
に
、
教
科
書
を
ど
う
使
っ

て
い
け
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
？

に
残
る
説
明
を
し
よ
う
」
で
は
、
実
際
に
発
表
用

の
資
料
を
作
成
し
、
そ
の
資
料
を
用
い
な
が
ら
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。
自
分
の
体
験

を
通
し
て
、
資
料
の
役
割
や
効
果
に
つ
い
て
理
解

さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

読
む
こ
と
の
教
材
で
あ
る
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂

拾
い
』」（
一
年
）
に
は
、
図
や
表
が
多
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
教
材
で
は
、
図
や
表
な
ど
の
資
料

を
用
い
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
学
習
し
た
り
、

図
表
を
添
え
た
日
記
な
ど
の
文
章
を
書
い
た
り
し

ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、
図
や
表
を
用
い
る
こ
と
の

効
果
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
図
や

表
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
二
年
生
の
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
の
学
習
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

「
文
章
や
資
料
か
ら
必
要
な
情
報
を
取
り
出

し
、
伝
え
た
い
事
柄
や
根
拠
を
明
確
に
し
て

自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
」（
書
く
こ
と
）

　

各
学
年
で
の
指
導
が
積
み
重
な
る
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
よ
う
」（
一
年
）
で
は
、

集
め
た
情
報
を
観
点
に
沿
っ
て
整
理
す
る
学
習
を

行
い
ま
す
。
集
め
た
情
報
の
中
で
、
必
要
な
も
の

と
必
要
で
な
い
も
の
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　
「
説
明
の
し
か
た
を
工
夫
し
よ
う
」（
二
年
）
で

は
、
取
り
上
げ
る
事
実
や
事
柄
が
効
果
的
に
伝
わ

A

A



米
倉
斉
加
年
さ
ん
を
悼
む

  

昨
年
八
月
に
、
米
倉
斉
加
年
さ
ん
が
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。

　

米
倉
さ
ん
の
作
品
「
大
人
に
な
れ
な
か

っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」が
、中
学
校『
国
語
』

教
科
書
に
登
場
し
た
の
は
昭
和
六
十
二
年
。

決
し
て
風
化
さ
せ
て
は
い
け
な
い
戦
争
の

悲
し
さ
や
、
母
子
の
情
愛
を
生
徒
や
先
生

方
に
伝
え
る
作
品
と
し
て
、
今
も
な
お
多

く
の
反
響
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
以
前
小
社
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
語
っ
て
い
た

だ
い
た
米
倉
さ
ん
の
声
を
、
ま
た
、
東
日

本
大
震
災
の
と
き
、
被
災
地
の
子
ど
も
た

ち
に
向
け
て
書
い
て
い
た
だ
い
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　

ご
子
息
で
俳
優
・
演
出
家
の
米
倉
日
呂

登
さ
ん
、
絵
本
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ

た
弟
た
ち
に
…
…
』（
偕
成
社
）
の
編
集

を
担
当
さ
れ
た
安
彦
道
代
さ
ん
の
お
二
方

に
も
、
米
倉
さ
ん
の
お
人
柄
が
偲
ば
れ
る

文
章
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

米
倉
斉
加
年
さ
ん
を
悼
む

「
手
に
取
る
子
ど
も
が
い
れ
ば
伝
わ
っ
て
い
く
」

を
描
い
て
い
た
ん
で
す
。
売
れ
る
絵
を
描
か
な
い

と
食
べ
て
い
け
な
い
か
ら
描
い
て
い
た
。だ
け
ど
、

そ
の
と
き
ふ
い
に
、「
や
っ
ぱ
り
い
か
ん
」
と
い

う
思
い
が
湧
い
て
き
た
ん
で
す
。「
昔
の
、
小
学

校
の
頃
の
絵
を
描
か
な
い
と
」
と
。「
自
分
の
『
戦

争
』
を
記
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ

た
ん
で
す
。
誰
か
に
何
か
を
教
え
よ
う
と
い
う
気

持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
僕
の
弟
の
名
前

は
、
ヒ
ロ
ユ
キ
と
い
い
ま
す
。」
と
い
う
、
あ
の

書
き
だ
し
が
自
然
に
出
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
と

き
、
僕
は
「
四
年
生
」
の
自
分
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ど
こ
か
に
転
校
し
て
い
っ
た
と
き
に
、
新
し

い
友
達
に
「
僕
に
は
弟
が
お
っ
て
…
…
」
と
話
す

よ
う
な
感
じ
で
。

│
│
そ
の
と
き
は
、
誰
か
に
何
か
を
伝
え
る
と

い
う
目
的
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

米
倉
　「
誰
か
に
伝
え
よ
う
」
と
い
う
の
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
僕
が
書
き
た
い
か
ら
書
い
た
ん

│
│
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に

…
…
」
を
形
に
し
よ
う
と
し
た
の
に
は
、
ど
ん

な
動
機
や
衝
動
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

米
倉
　
僕
は
、
小
学
校
の
と
き
か
ら
文
章
を
書
く

の
が
苦
手
で
し
た
。
当
時
は
「
綴つ
づ

り
方
」
と
い

う
教
科
が
あ
っ
て
作
文

を
書
く
ん
だ
け
ど
、
い

つ
も
二
・
三
行
ほ
ど
し

か
書
け
な
か
っ
た
。
い

ち
ば
ん
長
い
も
の
を
書

い
た
記
憶
が
あ
る
の

は
、
新
制
中
学
の
校
内

弁
論
大
会
の
と
き
で
す

ね
。
タ
イ
ト
ル
は
「
弟

の
死
」
で
し
た
。
そ
れ

が
、
今
思
え
ば
「
大
人

に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た

ち
に
…
…
」
の
原
型
か

も
し
れ
な
い
。

　

弁
論
大
会
の
と
き
は
校
内
で
一
位
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
僕
に
と
っ
て
は
複
雑
な
思
い
出
な
ん
で

す
。
そ
の
と
き
の
原
稿
は
、
実
は
、
先
生
に
ほ
と

ん
ど
書
き
直
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
僕

は
、
弟
が
死
ん
だ
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
。
そ
の

「
種
」
の
と
こ
ろ
は
確
か
に
残
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

構
成
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
先
生
の
手
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
細
部
は

忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、「
寝
転
が
っ
て
、『
ヒ

ロ
ユ
キ
』
と
、
弟
の
名
前
を
青
空
に
書
い
た
」
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
。
実
際
、
僕
は

そ
ん
な
こ
と
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
だ
け
れ

ど
ね
（
笑
）。

│
│
そ
の
よ
う
な
体
験
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

米
倉
　
僕
の
中
に
あ
る
戦
争
の
記
憶
と
は
弟
の
こ

と
な
ん
で
す
。
そ
の
「
種
」
を
、
先
生
の
手
で
再

構
成
し
て
い
た
だ
い
て
弁
論
大
会
に
出
た
。

　

あ
る
と
き
、
よ
く
行
く
宿
屋
に
滞
在
し
て
、
絵

二
〇
一
〇
年
十
二
月
、
小
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
米
倉
さ
ん
が
作
品
を
書
か
れ
る
に

至
っ
た
経
緯
や
、
先
生
方
、
生
徒
た
ち
に
対
す
る
思
い
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

2223

一
九
三
四
年
、
福
岡
県
生
ま
れ
。
俳
優
・

演
出
家
・
絵
本
作
家
。
五
七
年
、
劇
団
民

藝
水
品
演
劇
研
究
所
に
入
り
、
舞
台
・
映
画
・

テ
レ
ビ
な
ど
多
方
面
で
活
躍
。
二
〇
〇
〇

年
に
劇
団
民
藝
を
退
団
。
〇
七
年
、
劇
団

「
海
流
座
」
を
旗
揚
げ
し
、
全
国
各
地
で

公
演
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
絵
本
作
家

と
し
て
も
活
躍
。
一
九
七
六
年
の
『
魔
法

お
し
え
ま
す
』（
偕
成
社
・
七
五
年
）
と
、

七
七
年
の
『
多
毛
留
』（
偕
成
社
・
七
六

年
）
で
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
交
際
児
童
図
書
展
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
大
賞
を
連
続
受
賞
。

二
〇
一
四
年
八
月
二
十
六
日
、
福
岡
市
内

の
病
院
で
逝
去
。
八
十
歳
。

米よ
ね

倉く
ら

斉ま
さ

加か

年ね



米
倉
斉
加
年
さ
ん
を
悼
む で

す
。
と
い
う
か
、
何
か
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
。

押
し
つ
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
…
…
。
手

に
取
る
子
ど
も
が
い
れ
ば
伝
わ
っ
て
い
く
、
そ
う

い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
伝
わ
っ
て

い
く
」
と
い
う
の
は
、
後
の
人
が
伝
え
る
か
ど
う

か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
作
っ
た
僕
の
問
題
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
。

　

僕
ら
は
、
あ
っ
た
こ
と
を
残
す
こ
と
は
し
な

き
ゃ
い
か
ん
。
伝
わ
ら
な
く
と
も
、
誰
も
手
に
取

ら
な
く
と
も
、
置
い
て
お
か
な
き
ゃ
い
か
ん
。
そ

う
い
う
思
い
で
こ
の
作
品
を
作
り
ま
し
た
。
僕
の

中
で
は
、「
ミ
ル
ク
を
盗
み
飲
み
し
た
」
と
い
う
、

　

言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の

応
援
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
と
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
、

わ
た
し
は
た
め
ら
わ
ず
に
「
は
い
」
と
承
諾
し
た
。

　

し
か
し
ペ
ン
を
に
ぎ
っ
て
も
言
葉
が
な
い
。
あ

な
た
た
ち
の
中
に
も
愛
す
る
父
を
母
を
兄
弟
を
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
な
く
し
た
、
た

く
さ
ん
の
人
た
ち
が
い
る
で
し
ょ
う
。
多
く
の
人

た
ち
が
愛
す
る
人

を
な
く
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
大
き
な

深
い
悲
し
み
と
絶

望
を
、
お
お
い
包

む
言
葉
を
わ
た
し

は
も
ち
合
わ
せ
て

い
ま
せ
ん
。
あ
な

い
ち
ば
ん
恥
ず
か
し
く
て
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を

書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。

　

で
も
、
書
い
て
三
十
年
も
過
ぎ
て
く
る
と
、
い

つ
の
間
に
か
細
部
を
忘
れ
て
い
る
ん
で
す
。
書
い

た
と
き
に
は
、
子
ど
も
の
目
の
ま
ま
、
鮮
明
な
ま

ま
書
い
て
い
ま
し
た
。で
も
、今
、こ
れ
を
読
む
と
、

「
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
自
分
が
言
っ
て
い
る
ん
だ

か
ら
本
当
だ
ろ
う
」
と
い
う
感
覚
な
ん
で
す
。
強

烈
な
部
分
は
忘
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
細
部

は
消
え
か
か
っ
て
い
る
。
記
憶
の
角
が
取
れ
て
、

丸
く
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
ボ
ケ

る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

│
│
教
科
書
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
は
、

戸
惑
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

米
倉　

い
ち
ば
ん
多
感
な
十
歳
の
と
き
に
、
全
て

が
一
夜
で
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、
民
主
主
義
の
世
の

中
に
な
る
と
い
う
経
験
も
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

「
教
科
書
」
と
か
「
学
校
」
の
こ
と
を
信
じ
ろ
と

言
わ
れ
て
も
、
ど
こ
か
で
信
じ
ら
れ
な
い
部
分
が

あ
る
。
ま
た
、
ひ
っ
く
り
返
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
て
。

　

僕
が
自
分
の
弟
の
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
を
書

い
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
場
所
に
載
せ
ら
れ

る
の
は
困
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
教
科
書
掲

載
の
話
が
き
た
と
き
に
は
戸
惑
っ
た
ん
で
す
。

た
た
ち
を
、
ど
う
は
げ
ま
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど

う
な
ぐ
さ
め
た
ら
い
い
の
か
│
│
。

　

す
べ
て
を
な
く
し
た
人
た
ち
に
︿
希
望
﹀
を
あ

た
え
る
言
葉
を
わ
た
し
は
も
た
な
い
。

　

そ
の
と
き
、
テ
レ
ビ
で
被
災
者
の
青
年
が
語
っ

た
。「
今
度
の
大
津
波
で
は
、
い
い
人
間
が
た
く

さ
ん
死
ん
だ
。
多
く
の
人
た
ち
を
助
け
て
、
自
分

は
死
ん
で
い
っ
た
│
│
。
助
け
ら
れ
生
き
残
っ
た

わ
た
し
た
ち
は
、
す
て
き
な
人
生
を
生
き
な
け
れ

ば
、
な
く
な
っ
た
人
た
ち
に
申
し
訳
な
い
。
わ
た

し
た
ち
は
死
ん
だ
人
た
ち
の
分
も
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」。
こ
ん
な
こ
と
を
で
あ
る
。

　

わ
た
し
は
初
め
て
納
得
し
た
。
今
ま
で
外
か
ら

被
災
者
を
は
げ
ま
す
言
葉
を
た
く
さ
ん
聞
い
て
い

た
が
、
心
に
ひ
び
い
て
こ
な
か
っ
た
、
が
、
青
年

の
目
の
か
が
や
き
を
見
て
い
る
と
納
得
し
た
。
避

　
「
一
週
間
、
考
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い

ま
し
た
。
で
も
、
僕
は
ね
、「
一
週
間
」
と
か
「
三

日
」
と
か
言
う
け
れ
ど
、
言
っ
た
瞬
間
に
は
心
を

決
め
て
い
る
ん
で
す
（
笑
）。
誰
も
読
ま
な
い
か

も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
書
い
た
ん
で
す
が
、
多
く

の
子
ど
も
た
ち
に
読
ま
れ
る
の
な
ら
、
こ
ん
な
に

う
れ
し
い
こ
と
は
な
い
。
そ
う
思
っ
て
、
僕
は
了

承
し
ま
し
た
。

│
│
初
め
て
掲
載
し
て
か
ら
、
今
年
で
二
十
五

年
目
で
す
。

米
倉　

支
持
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方
、「
読

み
た
く
な
い
」
と
言
わ
ず
に
黙
っ
て
読
ん
で
く
れ

た
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
お
か
げ
で
こ
れ
が
生
き
続

け
て
い
る
ん
で
す
。

　

世
に
出
し
て
お
い
て
よ
か
っ
た
な
と
、
そ
う
思

い
ま
す
。
も
う
僕
か
ら
完
全
に
離
れ
て
、
僕
の
も

の
じ
ゃ
な
い
。
ぽ
っ
と
芽
を
出
し
た
種
が
、
な
ん

だ
か
僕
も
知
ら
な
い
花
を
た
く
さ
ん
咲
か
せ
、
そ

の
さ
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
け
取
っ
た
側

が
、
育
て
て
く
れ
た
と
い
う
思
い
で
す
。
そ
の
こ

と
に
た
い
へ
ん
感
謝
し
て
い
ま
す
。

（
二
〇
一
〇
年
十
二
月
収
録
）

難
所
か
ら
の
発
信
の
中
に
真
の
言
葉
が
あ
っ
た
。

生
き
る
言
葉
は
被
災
者
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

の
だ
。

　

そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
の
画
面
に

あ
な
た
た
ち
を
見
た
。
母
校
が
避
難
所
と
な
っ
た

中
学
生
た
ち
が
先
頭
に
立
っ
て
働
い
て
い
た
。

　

あ
な
た
た
ち
の
笑
顔
は
、
が
れ
き
の
荒
野
に
さ

い
た
花
だ
。
あ
な
た
た
ち
の
明
る
い
声
は
心
を
い

や
す
音
楽
だ
。
手
を
差
し
の
べ
助
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
わ
た
し
が
、
あ
な
た
た
ち
に
救
わ
れ
教
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
大
災
害
か
ら
立
ち
直
る
原
動
力
に
な
る
の

は
あ
な
た
た
ち
だ
。
ふ
る
さ
と
を
復
興
で
き
る
の

は
あ
な
た
た
ち
だ
。
大
震
災
で
な
く
な
っ
た
多
く

の
人
た
ち
が
あ
な
た
た
ち
の
中
に
生
き
て
い
る
の

で
す
。
あ
な
た
た
ち
が
元
気
に
生
き
る
こ
と
が
、

ふ
る
さ
と
復
興
の
第
一
歩
で
す
。そ
の
第
一
歩
は
、

ひ
い
て
は
新
し
い
日
本
を
つ
く
り
、
世
界
の
平
和

へ
と
つ
な
が
る
。

　

今
、
声
高
ら
か
に
︿
希
望
﹀
を
も
っ
て
︿
生
き

る
﹀
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
あ
な
た
た

ち
を
お
い
て
は
い
な
い
。

　

明
け
な
い
夜
は
な
い
、
必
ず
朝
は
来
る
。

（
二
〇
一
一
年
四
月
）

光村図書ウェブサイト「シーズン・インタビュー 2011年冬」http://www.mitsumura-tosho.co.jp/season/2011_winter/01.html

声
高
ら
か
に〈
希
望
〉
を
も
っ
て

〈
生
き
る
〉
こ
と
を
語
ろ
う

東
日
本
大
震
災
の
直
後
、「
国
語
教
育
相
談
室　

臨
時
号
」
を
発
行
し
た
際
に
は
、

被
災
地
の
子
ど
も
た
ち
に
向
け
た
励
ま
し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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◀ 自筆の原稿



米
倉
斉
加
年
さ
ん
を
悼
む

　

こ
の
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に

…
…
』
の
表
紙
、
ヒ
ロ
ユ
キ
の
絵
は
、
最
後
に
描

き
加
え
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
絵
は
、モ
デ
ル
と
な
っ

た
私
の
長
女
が
生
ま
れ
て
か
ら
描
き
加
え
ら
れ
た

も
の
で
す
。
こ
の
子
は
私
の
父
、
米
倉
斉
加
年
に

と
っ
て
初
孫
で
し
た
か
ら
、
父
に
と
っ
て
は
久
々

の
赤
ん
坊
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
子
を
見

て
父
は
す
ぐ
に
ス
ケ
ッ
チ
を
始
め
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、こ
の
子
の
母
親
、つ
ま
り
私
の
妻
に
、「
ヒ

ロ
ユ
キ
も
同
じ
よ
う
に
髪
の
毛
が
立
っ
て
い
た
ん

だ
よ
」
と
語
っ
た
そ
う
で
す
。

　

父
が
亡
く
な
る
直
前
に
、
私
は
父
に
こ
の
本
の

朗
読
を
私
に
も
や
ら
せ
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
し

た
。
父
は
「
い
い
よ
」
と
一
言
で
許
可
を
し
て
く

れ
ま
し
た
。
こ
の
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た
弟

た
ち
に
…
…
』
の
朗
読
は
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
っ
て
多
く
の
方
が
や
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
で
す
が
、
父
の
朗
読
は
特
別
で
し

た
。
そ
も
そ
も
朗
読
の
一
番
は
作
家
に
よ
る
朗
読

だ
と
、
父
と
私
の
師
匠
で
あ
る
宇う

野の

重じ
ゅ
う

吉き
ち

よ
り
教

わ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
父
は
朗
読
の
名
人
と
言
わ

　

米
倉
家
の
居
間
は
、
い
つ
も
日
溜
ま
り
の
よ
う

に
温
か
か
っ
た
。
米
倉
さ
ん
は
定
番
の
椅
子
に
座

り
、
夫
人
の
テ
ル
ミ
さ
ん
の
ほ
か
、
芝
居
の
仲
間

や
お
友
達
、
娘
の
加
乃
さ
ん
が
一
緒
の
こ
と
も
多

か
っ
た
。
あ
る
時
は
お
孫
さ
ん
た
ち
が
出
た
り

入
っ
た
り
。
犬
の
マ
フ
ラ
ー
が
寝
そ
べ
り
、
時
に

は
猫
た
ち
も
い
た
。

　

仕
事
の
打
ち
合
わ
せ
が
終
わ
っ
て
お
茶
を
い
た

だ
く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
こ
の
場
を
仕
切
る
の

は
テ
ル
ミ
さ
ん
で
、
話
は
縦
横
無
尽
に
あ
ち
こ
ち

に
飛
び
、
私
は
笑
い
転
げ
た
。
米
倉
さ
ん
は
テ
ル

ミ
さ
ん
の
話
を
面
白
が
っ
て
聞
い
て
い
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が
、
あ
る
言
葉
で
突
然
饒じ
ょ
う

舌ぜ
つ

に
な
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
差
別
」
と
「
戦
争
」
だ
っ
た
。

ス
イ
ッ
チ
が
入
る
と
、
ち
ょ
っ
と
掠か
す

れ
た
温
も
り

の
あ
る
声
で
訥と
つ

々と
つ

と
、
話
す
ほ
ど
に
力
が
入
り
頬

が
染
ま
る
。

　

こ
の
二
つ
は
私
が
編
集
者
と
し
て
関
わ
っ
た
絵

本
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
一
つ
は
『
多た

毛け

留る

』
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た

れ
て
い
た
人
で
す
。
朗
読
の
基
本
は
作
品
の
理
解

力
で
す
。
読
む
力
で
す
。
宇
野
重
吉
よ
り
継
承
さ

れ
た
そ
れ
が
父
の
力
で
し
た
。
私
は
そ
ん
な
父
の

朗
読
を
最
も
近
く
で
最
も
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
父
の
よ
う
に
私
も
朗

読
を
し
よ
う
と
思
っ
て
、
朗
読
を
さ
せ
て
ほ
し
い

と
言
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
…
…
。

　

父
が
死
ん
で
、
私
に
朗
読
を
す
る
機
会
が
廻
っ

て
き
ま
し
た
。
父
の
朗
読
を
思
い
出
し
、
祖
母
を

思
い
出
し
、
制
作
当
時
の
家
族
を
思
い
出
し
て
、

朗
読
を
し
ま
し
た
。
淡
々
と
、
そ
し
て
集
中
し
て

読
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
再
び
朗
読
す
る
機
会
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
想
い
出
が
集
中
を
妨
げ
、
涙

を
誘
い
ま
し
た
。
父
は
祖
父
の
死
や
祖
母
の
死
に

際
し
て
は
感
情
を
抑
え
ら
れ
ず
、
絶
句
し
嗚
咽
し

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ

た
弟
た
ち
に
…
…
』の
朗
読
で
は
絶
句
は
お
ろ
か
、

感
情
的
な
表
現
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
私
は
感
情
に
流
さ
れ
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
と
き
、
あ
ま
り
に
私
的

弟
た
ち
に
…
…
』（
共
に
偕
成
社
刊
）
で
あ
る
。

　
『
多
毛
留
』
は
「
む
か
し
む
か
し
倭わ

ノ
奴な

ノ
く

に
の
奴な
の

津つ

に
阿あ

羅ら

志し

と
い
う
漁
師
の
お
っ
た
げ

な
」
で
始
ま
る
「
日
本
と
朝
鮮
の
血
の
歴
史
」（
米

倉
さ
ん
の
言
葉
）
を
描
い
た
も
の
だ
。
出
版
は

一
九
七
六
年
十
一
月
。
こ
の
頃
、
米
倉
さ
ん
は
金キ
ム

芝ジ

河ハ

の
『
銅
の
李イ
ー

舜ス
ン

臣シ
ン

』
や
『
鎮チ

悪ノ

鬼ギ

』、『
赤
ひ

げ
』
な
ど
立
て
続
け
に
舞
台
の
仕
事
を
さ
れ
て
い

る
。
地
方
公
演
の
旅
先
の
宿
や
、
自
宅
で
朝
の
少

し
の
時
間
を
見
つ
け
て
描
い
た
。

　
『
多
毛
留
』
の
原
画
を
い
た
だ
い
た
の
も
地
方

公
演
か
ら
帰
っ
た
後
だ
っ
た
。
大
き
な
筒
か
ら
く

る
く
る
と
巻
い
た
紙
を
取
り
出
す
と
、
そ
こ
に
は

玄
界
灘
を
小
舟
で
連
れ
帰
っ
た
美
し
い
乙
女
と
阿

羅
志
が
抱
き
合
う
哀
し
く
も
華
麗
な
世
界
が
広

が
っ
て
い
て
、
私
は
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
。
絵
の

向
こ
う
に
米
倉
さ
ん
の
嬉
し
そ
う
な
、
同
時
に
ど

う
だ
、
と
い
う
よ
う
な
自
信
に
溢
れ
た
顔
が
あ
っ

た
。

　
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
』

で
赤
裸
々
で
は
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
絵
本
の
絵
は
鉛
筆
デ
ッ

サ
ン
で
す
。
父
の
記
憶
の
忠
実
な
デ
ッ
サ
ン
な
の

で
し
ょ
う
。
事
実
を
淡
々
と
描
い
た
こ
の
絵
本
に

は
感
情
が
入
る
余
地
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
本
に
は
父
の
母
（
私
の
祖
母
）
に
対
す
る

深
い
愛
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
母
親
の
深
く
そ
し

て
強
い
愛
に
対
し
て
、
子
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち

が
愛
と
し
て
表
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

し
て
こ
の
絵
本
は
、
も
と
は
米
倉
斉
加
年
が
、
母

に
捧
げ
た
愛
の
証
な
の
で
す
が
、
絵
本
と
し
て
作

者
の
手
を
離
れ
独
立
し
、
今
で
は
多
く
の
方
の
心

に
残
る
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

　

私
は
米
倉
斉
加
年
の
息
子
と
し
て
で
は
な
く
、

戦
争
を
知
ら
な
い
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
こ

の
絵
本
を
読
み
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て

こ
の
絵
本
の
朗
読
者
と
し
て
、
こ
の
本
を
も
っ
と

多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
淡
々

と
、
そ
し
て
集
中
し
、
忠
実
に
読
み
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

は
、『
多
毛
留
』
か
ら
七
年
後
の
出
版
で
あ
る
。

次
の
絵
本
の
話
は
何
度
も
出
て
い
た
が
米
倉
さ
ん

は
腰
を
上
げ
な
か
っ
た
。
あ
る
日
突
然
、
戦
争
中

に
弟
の
ミ
ル
ク
を
盗
み
飲
ん
だ
体
験
を
描
く
と
言

い
、
あ
っ
と
い
う
間
に
描
き
上
げ
た
。
そ
れ
は
私

に
と
っ
て
の
あ
っ
と
い
う
間
で
、
栄
養
失
調
で
死

ん
だ
弟
の
話
を
描
く
の
に
米
倉
さ
ん
は
七
年
の
時

間
を
必
要
と
し
た
の
だ
。
モ
ノ
ク
ロ
の
素
朴
な
絵

だ
っ
た
。
わ
ら
半
紙
の
よ
う
な
紙
に
印
刷
し
て
ほ

し
い
と
い
う
の
が
た
っ
た
一
つ
の
注
文
だ
っ
た
。

　

訃
報
を
聞
い
た
の
は
白
神
山
地
を
旅
し
て
い
る

時
だ
っ
た
。
マ
ザ
ー
ツ
リ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
樹

齢
四
百
年
の
ブ
ナ
の
大
木
が
ぼ
や
け
て
揺
れ
た
。

ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
る
梢こ
ず
え

を
見
な
が
ら
思
っ
た
。
た
と

え
別
の
世
界
に
旅
立
た
れ
て
も
、
本
が
出
版
さ
れ

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
限
り
、
米
倉
さ
ん
の
強
烈

な
思
い
は
時
を
超
え
世
代
を
超
え
て
残
り
続
け
る

に
違
い
な
い
。
読
者
と
な
っ
た
人
々
が
生
き
続
け

る
限
り
、
米
倉
さ
ん
の
思
い
も
生
き
続
け
る
、
と
。

読
み
続
け
た
い
、読
み
続
け
て
も
ら
い
た
い

米
倉
さ
ん
の
キ
ー
ワ
ー
ド

俳
優
・
演
出
家　

米よ
ね

倉く
ら

日ひ

呂ろ

登と

絵
本
『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
』
編
集
者　

安あ

彦び
こ

道み
ち

代よ

追
　
悼

追
　
悼
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俳
優
・
演
出
家
。
一
九
五
八
年
、
福
岡

県
生
ま
れ
。
八
三
年
「
劇
団
民
藝
」
入

団
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
海
流
座
（
米
倉

斉
加
年
一
座
）
に
参
加
。
一
二
年
か
ら

民
藝
座
付
作
家
・
大
橋
喜
一
（
故
）
と

「
東
京
大
空
襲
」
を
共
同
作
成
。
近
年
は

地
方
に
お
い
て
劇
団
創
設
や
海
流
座
と

の
合
同
公
演
の
指
導
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
。

桜
美
林
大
学
非
常
勤
講
師
。
一
九
四
五

年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
六
七
年
偕
成

社
入
社
、
絵
本
編
集
を
担
当
す
る
。『
多

毛
留
』『
お
と
な
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た

ち
に
…
』
な
ど
米
倉
斉
加
年
著
の
作
品

編
集
を
手
が
け
る
。
そ
の
他
『
さ
っ
ち
ゃ

ん
の
ま
ほ
う
の
て
』
な
ど
、
数
多
く
の

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
送
り
出
し
て
い
る
。
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書
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の

用
具
研
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今
回
は
、
和
紙
を
専
門
に
扱
う
山や

ま

形が
た

屋や

紙か
み

店て
ん

︵
東
京
都
千
代
田
区
︶
へ
。

明
治
十
三
年
の
創
業
以
来
、
和
紙
ひ
と
す
じ
の
お
店
で
す
。

宮
内
庁
御
用
達
で
も
あ
り
、
歌う

た

会か
い

始は
じ
め

の
と
き
に
使
う
紙
な
ど
を
宮
中
に

納
め
て
い
ま
す
。
店
主
の
田た

記き

有ゆ
う

子こ

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

│
│
和
紙
の
原
料
は
何
で
す
か
。

　

古
く
は
麻
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
、
コ
ウ
ゾ
（
※
１
）、
ミ
ツ
マ
タ
（
※
２
）、

ガ
ン
ピ
（
※
３
）
と
い
う
三
種
類
の
木
の
皮
の

繊
維
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
（
※
４
）
と
い
う
植
物
の
根
に

含
ま
れ
る
粘
液
を
糊の
り

と
し
て
使
い
ま
す
。

　

コ
ウ
ゾ
は
繊
維
が
長
く
絡
み
合
う
性
質
が
あ

り
、
し
っ
か
り
と
し
た
強
い
紙
に
な
り
ま
す
。

墨
の
に
じ
み
や
か
す
れ
を
表
現
し
や
す
く
、
漢

字
を
書
く
と
き
に
向
い
て
い
ま
す
。
ミ
ツ
マ
タ

は
、
繊
維
が
短
く
柔
軟
な
の
で
、
緻
密
な
紙
に

な
り
ま
す
。
墨
が
に
じ
み
に
く
く
、
仮
名
を
書

く
の
に
向
い
て
い
ま
す
。
ガ
ン
ピ
は
、
繊
維
が

短
く
光
沢
が
あ
る
た
め
、
紙
の
表
面
が
美
し
く

な
め
ら
か
に
な
り
ま
す
。
か
な
料
紙
な
ど
に
使

わ
れ
ま
す
。

　

基
本
的
に
、
和
紙
に
は
コ
ウ
ゾ
が
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
こ
に
ミ
ツ
マ
タ
や
ガ
ン
ピ
を

混
ぜ
て
、
な
め
ら
か
さ
や
繊
細
さ
を
出
し
ま
す
。

　

書
道
半
紙
は
、
原
料
や
漉
き
方
の
違
い
で
、

随
分
と
書
き
味
が
変
わ
り
ま
す
。
に
じ
み
が
ふ

わ
っ
と
出
る
も
の
、
か
す
れ
が
強
く
出
る
も
の

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
中
学
生
の
み
な
さ
ん

ん
に
は
、
ぜ
ひ
い
ろ
い
ろ
な
半
紙
を
試
し
て
み

和
紙
の
原
料

│
│
い
ろ
い
ろ
な
和
紙
が
置
い
て
あ
り
ま
す

ね
。

　

う
ち
の
店
で
は
、
書
道
半
紙
の
他
、
奉
書
紙
、

千
代
紙
、
障
子
紙
、
手
芸
用
和
紙
は
も
ち
ろ
ん
、

便
箋
や
は
が
き
な
ど
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
お
店

に
置
く
和
紙
は
、
な
る
べ
く
和
紙
職
人
の
工
房

を
訪
れ
、
職
人
と
話
を
し
な
が
ら
決
め
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
実
際
に
職

人
が
和
紙
を
漉す

い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
り
、

そ
の
土
地
の
自
然
に
触
れ
た
り
す
る
と
、
和
紙

に
対
す
る
愛
着
が
全
然
違
っ
て
き
ま
す
か
ら
。

大
変
で
す
が
、
で
き
る
だ
け
工
房
へ
出
向
く
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

│
│
和
紙
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
作
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
か
。

　

川
の
上
流
付
近
な
ど
、
き
れ
い
な
水
の
あ
る

と
こ
ろ
で
す
ね
。
ま
た
、
暑
い
場
所
は
和
紙
作

り
に
向
き
ま
せ
ん
。
冷
た
く
て
き
れ
い
な
水
で

和
紙
を
漉
く
と
、
締
ま
っ
た
よ
い
紙
に
な
る
ん

で
す
。

　

和
紙
は
、
全
国
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
作
ら
れ

て
い
ま
す
（
左
図
参
照
）
。
う
ち
の
店
で
取
り

扱
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
福
井
県
の
越
前
和
紙

や
、
高
知
県
の
土
佐
和
紙
が
多
い
で
す
ね
。
岐

阜
県
の
本ほ
ん

美み

濃の

紙し

、
埼
玉
県
の
細ほ
そ

川か
わ

紙し

、
島
根

県
の
石せ
き

州し
ゅ
う

半は
ん

紙し

は
、
昨
年
十
一
月
に
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
で
、
ご
存

じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

和
紙
の
産
地

イ
ラ
ス
ト
：
北
村
ケ
ン
ジ

書道半紙はもちろん，障
子紙や便箋など，和紙っ
て，身近な存在だよね。

どんなお話が聞けるの
か，楽しみだね。 3

教
え
て
！ 

紙
の
こ
と
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▲便箋やはがきなどが所狭しと並ぶ店内。

※１　コウゾ　クワ科の低木植物。　　　　※２　ミツマタ　ジンチョウゲ科の植物。
※３　ガンピ　ジンチョウゲ科の植物。栽培が難しく，製紙原料としての供給量は少ない。
※４　トロロアオイ　アオイ科の植物。根から粘液が取れ，和紙の原料として使われる。

和紙の主な産地
全国には数多くの和紙の産地がありますが，ここでは
代表的なものをピックアップしてご紹介します。

宮城県　白
しろ

石
いし

和紙
「蔵王紙」「みちのく紙」とも
称される。日本画の大家・川

かわ

合
い

玉
ぎょく

堂
どう

が好んだ和紙。

福井県　越
えち

前
ぜん

和紙
1500 年の長い歴史があり，
その紙質のよさで全国に名を
知られる。日本最大の産地。

島根県　石
せき

州
しゅう

和紙
特に「石州半紙」が有名。緻
密で耐久性があり，文化財の
修復などにも用いられる。

京都府　黒
くろ

谷
たに

和紙
今では全国でも珍しい純粋な
手漉き和紙の産地。素朴で味
わい深いのが特長。

福岡県　八
や

女
め

和紙
繊維の長い九州産楮を使用し
ているため，強靭で優美な独
特の趣がある。

栃木県　烏
からす

山
やま

和紙
那
な

須
す

楮
こうぞ

とよばれる良質なコウ
ゾの生産地。那須楮で漉いた
紙は，丈夫で耐折力に優れる。

埼玉県　小
お

川
がわ

和紙
代表的なものに ｢細川紙｣ と
呼ばれる楮紙がある。極めて
強靱で雅味があるのが特長。

岐阜県　美
み

濃
の

和紙
「本美濃紙」は障子紙の最高
級品として有名。江戸幕府の
御
ご

用
よう

紙
し

の指定を受けていた。

高知県　土
と

佐
さ

和紙
和紙の種類が豊富。「土

と

佐
さ

典
てん

具
ぐ

帖
じょう

紙
し

」は，世界一薄い手漉
きの紙として知られる。
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3
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
お
店
に
来
て
「
書
き
初
め

用
の
半
紙
を
探
し
て
い
ま
す
」
と
か
「
練
習
用

に
気
軽
に
使
え
る
半
紙
が
欲
し
い
で
す
」
と
か

用
途
を
教
え
て
も
ら
え
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
相

談
に
乗
り
ま
す
よ
。

　

半
紙
は
一
帖じ
ょ
う

（
二
十
枚
）
か
ら
売
っ
て
い
ま

す
。
手
漉
き
で
も
、
一
帖
数
百
円
で
買
え
る
も

の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
時
に
は
清
書
用
に
、
よ

い
紙
を
使
っ
て
み
る
と
、
気
も
引
き
締
ま
る
し
、

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

│
│
最
後
に
、
和
紙
の
魅
力
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

和
紙
は
、
コ
ウ
ゾ
を
刈
り
取
っ
て
、
そ
れ
を

蒸
し
て
、
皮
を
剥は

い
で
…
…
と
、
作
る
の
に

た
い
へ
ん
な
手
間
が
か
か
り
ま
す
（
Ｐ
31
参
照
）。

だ
か
ら
こ
そ
、
独
特
の
美
し
い
風
合
い
が
あ
り
、

何
年
経
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
強
度
が
あ
り
ま

す
。
よ
く
、
和
紙
は
千
年
も
つ
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
う
ち
の
お
店
に
は
、
明
治
時
代
の
大
福
帳

（
右
写
真
）
が
残
っ
て
い
て
、
百
年
以
上
経
っ
た

現
在
で
も
、
文
字
が
し
っ
か
り
読
め
、
紙
が
擦

り
切
れ
ず
き
れ
い
な
状
態
を
保
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
は
、
書
道
半
紙
に
書
い
て
失
敗
す

る
と
、
半
紙
を
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
お
う
と
す

る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
和
紙
は
と
て
も
丈
夫
な

の
で
、
ち
ょ
っ
と
失
敗
し
た
か
ら
っ
て
捨
て
る

の
は
、
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
。
書
く
場
所
が

な
く
な
る
ぐ
ら
い
、
隅
々
ま
で
書
い
て
、
紙
に

「
あ
り
が
と
ね
」
っ
て
言
っ
て
か
ら
、
捨
て
て

ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

　

昔
は
、
使
っ
た
半
紙
を
捨
て
ず
に
、
箱
の
裏

張
り
紙
に
使
っ
た
り
、
割
い
て
は
た
き
に
し
て

使
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
（
右
写
真
）。
ぜ
ひ
、

み
な
さ
ん
に
も
紙
を
大
事
に
使
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
紙
屋
さ
ん
か
ら
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

│
│
は
い
！
　
練
習
用
紙
一
枚
も
、
大
事
に

使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

い
つ
か
手
漉
き
の
上
質
な
紙
に
書
い
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

和
紙
が
で
き
る
ま
で
　長な

が

良ら

川が
わ

や
板い
た

取ど
り

川が
わ

の
清
流
に
恵
ま
れ
た
岐
阜
県
美
濃
市
は
、

良
質
の
コ
ウ
ゾ
が
多
く
取
れ
、
古
く
か
ら
和
紙
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

美
濃
和
紙
が
で
き
る
ま
で
の
、
主
な
工
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

コウゾを蒸し，皮を剥
は

ぐ

刈り取ったコウゾを同じ長さに切りそろ
えて蒸す。その後，蒸したコウゾの皮を
剥ぎ取る。木の皮は，黒皮，甘皮，白皮
の３層から成り，美濃和紙では，白皮を
使う。

1

川に晒
さら

す

白皮を水に浸し，水に溶けやすい不純物
を除いて柔らかくする。昔は ｢川晒し｣
といって，川の流れに２・３日 白皮を浸
した。現在は作業場の水槽で行われるこ
とも多い。

2

煮た原料を打つ

白皮を大釜で２時間ほど煮る。その後，
水に浸し，手作業で丹念に塵を取り除く。
その後，原料を石の板の上に置き，木槌
で叩いて繊維をほぐす。現在では，この
作業を機械で行うことも多くなった。

3

紙を漉く　
叩いた原料とトロロアオイの根から抽出
した液を，水の中に入れてよく混ぜ合わ
せる。そして，その紙料をすくって，簀

す

桁
けた

と呼ばれる道具の上で揺すり，均一に
広げ，紙の層をつくる。

4

紙を乾かす

漉き上げた紙を，圧搾機にかけて水分を
搾り取る。その後，まだ湿っている紙を
丁寧にはがし，干し板に張り付け乾燥さ
せる。最後に，乾燥した紙を一枚一枚検
品し，規格寸法に合わせて裁断する。

5

～
美
濃
和
紙
編
～

和
紙
の
よ
さ

協力：美濃和紙の里会館

株式会社 山形屋紙店
東京都千代田区神田神保町2‐17
Ｔ Ｅ Ｌ　03‐3263‐0801
営業時間　10：00 ～ 18：00
定 休 日　土・日・祝日
Ｕ Ｒ Ｌ 　www.yamagataya-kamiten.co.jp

▲和紙で作ったはたきは，
お店でも販売されている。

▲お店で保管されている大福帳
（昔，商家で使われていた帳簿）。
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▲「和紙は，手をかけて作られているもの。
大事に使ってほしい」と話す田記さん。



『光村ライブラリー』と
 教科書クロニクル

　「中学校のときに習ったあの作品が忘れられません。タイトルを教えてください」
「今，自分の子どもに読んでもらいたくて，教科書で読んだあの作品を探しています」
などなど，過去の『国語』教科書に掲載されていた作品や文章についてのお問
い合わせをいただくことがよくあります。子ども時代に教科書で出会い，そのときには
よくわからなくても，大きくなってから何かの折にふっと思い出してもらえる。それは，
私たち教科書を作る者にとって幸せな出来事です。

　名作のアンソロジー
　光村図書発行の『光村ライブラリー』（全５巻）
では，過去の教科書掲載作品のうち，先生方や子
どもたちに高い評価をいただいたものを精選し，
アンソロジー形式で収録しています。「あの坂をの
れば」（第３巻），「ラスコー洞窟の壁画」（第４巻）
など，教科書で出会ったなつかしいあの作品にも
う一度めぐり会うことができます。

　記憶をたどるクロニクル
　光村図書ウェブサイトの「教科書クロ
ニクル」のコーナーでは，過去の教科
書に掲載された作品を年代ごとに一覧
することができます。あの頃，自分が携
えていた教科書にはどんな作品が載って
いたのか，記憶をたどってみませんか。
作品とともに，なつかしい思い出がよみ
がえってくるかもしれません。

　光村ライブラリー（全5巻／各巻定価1,080円）

昭和30年度版から平成14年度版までに，中学校『国語』
教科書に掲載された作品の中から71点を収録。

　教科書クロニクル
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
chronicle/chugaku

あ の 名 作 を も う 一 度
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