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私
は
こ
れ
ま
で
七
○
年
余
に
わ
た
っ
て
内
科
医
と
し
て
仕
事
を
し
て
き
ま
し

た
。
医
学
校
で
は
、
将
来
、
医
師
と
な
る
医
学
生
に
対
し
て
、
解
剖
学
や
そ
の
他

の
基
礎
医
学
の
講
義
や
実
習
の
終
わ
っ
た
時
期
に
、「
診
断
学
」
と
い
う
課
程
の

授
業
が
あ
り
ま
す
。

診
断
学
と
い
う
の
は
、
患
者
を
診
察
し
、
か
ら
だ
の
状
態
を
分
析
、
判
断
す
る

学
問
で
す
。
患
者
は
、
自
分
の
か
ら
だ
に
ど
こ
か
悪
い
と
こ
ろ
を
感
じ
た
と
き
に
、

開
業
医
ま
た
は
病
院
の
外
来
に
診
察
を
受
け
に
き
ま
す
。

医
師
は
ま
ず
、
患
者
に
接
し
た
と
き
に
、「
問
診
」
を
行
い
ま
す
。
患
者
は
、

患
者
自
身
が
感
じ
る
か
ら
だ
の
異
常
感
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
か
を
医
師
に
話
し

ま
す
が
、
医
師
は
患
者
が
自
分
の
こ
と
ば
で
い
ろ
い
ろ
と
訴
え
る
の
を
た
だ
聴
い

て
い
る
聞
き
役
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
医
師
が
早
く
正
し
い
診
断
を
す

る
た
め
に
は
、
病
歴
を
上
手
に
話
す
よ
う
に
患
者
を
導
い
た
り
、
医
師
の
問
い
に

適
切
に
答
え
て
も
ら
っ
た
り
す
る
よ
う
な
効
率
の
よ
い
会
話
を
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

ま
た
、
医
師
が
か
ら
だ
を
診
察
す
る
際
に
は
、
必
要
な
検
査
を
し
た
結
果
を
患

者
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
、
患
者
に
そ
の
病
気
の
様
子
を
正
し
く
知
ら
せ
た

う
え
で
、
指
示
し
た
治
療
法
を
、
患
者
自
身
が
責
任
を
も
っ
て
守
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
医
師
と
患
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
は

非
常
に
大
切
な
道
具
と
な
り
ま
す
。

今
か
ら
二
五
○
○
年
も
前
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
医
師
も
ま
た
こ
と
ば
を
つ
か
う

仕
事
に
従
事
す
る
プ
ロ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
と
ば
を
手
立
て
と
し
て

人
々
に
接
す
る
専
門
職
（profession

）と
し
て
は
、
教
師
や
宗
教
家
、
評
論
家
、

哲
学
者
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
医
師
も
ま
た
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
医
療
を
行
う
専

門
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

医
師
は
た
だ
患
者
を
診
察
し
た
り
、
検
査
を
し
た
り
、
薬
を
与
え
た
り
、
注
射

を
し
た
り
す
る
専
門
職
で
あ
る
と
い
う
前
に
、
患
者
や
家
族
に
も
わ
か
り
や
す
い

こ
と
ば
で
、
そ
れ
を
上
手
に
つ
か
っ
て
話
し
、
そ
し
て
患
者
の
話
も
ゆ
っ
く
り
と

ゆ
と
り
を
も
っ
て
聴
く
と
い
う
こ
と
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
役
割
な
の
で
す
。

医
師
は
、
こ
と
ば
と
い
う
道
具
を
上
手
に
つ
か
っ
て
患
者
に
語
り
、
ま
た
患
者

や
家
族
の
話
す
こ
と
ば
の
真
意
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
今
の
医
療

で
は
「
三
分
診
療
」
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、
医
師
ば
か
り
で
な
く
、
患
者

も
こ
と
ば
の
つ
か
い
方
が
う
ま
く
な
い
た
め
に
、
有
効
な
会
話
が
失
わ
れ
て
い
ま

す
。医

師
と
患
者
間
の
語
り
合
い
は
、
教
師
と
生
徒
や
学
生
の
関
係
に
お
い
て
も
同

様
で
す
。
よ
い
臨
床
医
は
そ
の
意
味
で
は
よ
い
教
師
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

同
様
に
、
教
師
は
よ
い
臨
床
医
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

「
こ
と
ば
」
の
つ
か
い
方
―
―
医
師
と
患
者

日
野
原
　
重
明
　

聖
路
加
国
際
病
院
理
事
長

ひ
の
は
ら
　
し
げ
あ
き
　
一
九
一
一
年
生
ま
れ
。
山
口
県
出
身
。

次
世
代
に
平
和
と
い
の
ち
の
大
切
さ
を
述
べ
伝
え
る
意
味
で
、

「
い
の
ち
の
授
業
」
を
全
国
の
小
学
校
で
展
開
中
。
最
近
刊
に
は
、

『
十
歳
の
き
み
へ
』(

冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル)

、『
い
ま
伝

え
た
い
大
切
な
こ
と
』(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

、『
い
の
ち
の
バ
ト
ン
』

（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
な
ど
が
あ
る
。



3 国語

新
し
い
小
学
校
国
語
教
科
書
が
で
き
あ
が
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
に
学
ぶ
喜
び
を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
、

編
集
に
携
わ
っ
た
者
た
ち
全
員
が
心
を
こ
め
て
作
製

し
た
。
新
し
い
教
科
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
以

上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
と
、
新
鮮
な
教
材
を
盛
り

込
ん
で
い
る
。
多
く
の
先
生
が
た
に
、
ぜ
ひ
手
に
と

っ
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

新
し
い
教
科
書
の
理
念
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
ふ

う
に
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

子
ど
も
た
ち
に
「
学
ぶ
喜
び
」
と
、
豊
か
な
「
言
葉

の
力
」
を

国語

新
学
習
指
導
要
領
の
課
題
に
こ
た
え
る

―
―
新
版
教
科
書
は
こ
う
変
わ
る
―
―

特集

「
ひ
ろ
が
る
言
葉
」
と
い
う
表
題
が
象
徴
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
教
科
書
は
、
子
ど
も
た
ち
の
主
体
的
な

言
葉
の
学
び
を
支
援
し
、
豊
か
な
日
本
語
の
つ
か
い

手
に
育
つ
よ
う
に
と
、
教
材
選
択
、
教
材
編
成
な
ど

に
特
段
の
努
力
を
傾
け
て
き
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
が
見
や
す
く
使
い
や
す
い
よ
う
な
書
物
に
す
る
た

め
に
、
体
裁
、
デ
ザ
イ
ン
、
判
型
、
紙
質
な
ど
に
つ

い
て
も
十
分
な
検
討
を
重
ね
、
最
良
の
結
果
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
大
き
く
転
換
す
る
時
代
状
況
の

中
で
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に

向
か
っ
て
教
育
内
容
も
、
教
育
実
践
も
動
き
出
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
教
科
書
も
そ
う
し
た
要
請

に
こ
た
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
。

と
り
わ
け
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
強
調
さ
れ
た

「
言
語
活
動
例
と
指
導
事
項
の
対
応
」
と
い
う
点
と
、

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事

項
〕
の
教
材
化
に
は
力
を
入
れ
て
き
た
。

以
下
で
は
、
そ
の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
、
新
し
い
学

習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
た
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
級
の
学
習
指
導
に
結
び
つ
け
よ
う
と

し
た
の
か
を
紹
介
す
る
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
、
各
教
科
に
お
い
て
、

「
言
語
活
動
の
充
実
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
、
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。「
言
語
活
動
」
に
関
し
て
は
、

と
り
わ
け
国
語
科
教
育
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
、
と
も
す
る
と

学
習
者
に
言
語
活
動
さ
え
さ
せ
て
い
れ
ば
、
国
語
の

学
習
は
成
り
立
つ
、
と
い
う
誤
解
も
な
い
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
国
語
科
で
言
語
活
動
を
重
視
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
単
に
活
発
な
言
語
活
動
が
な
さ
れ
れ
ば

よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
学
習
者
に
と
っ
て
、

国
語
科
に
お
け
る
言
語
活
動
は
、
目
的
性
と
必
然
性

を
も
っ
た
質
の
高
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
言
語
活
動
が
充
実
し
た

体
験
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語

活
動
例
と
指
導
事
項
の
対
応
を
明
確
化
す
る
と
い
う

方
向
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の

学
習
指
導
要
領
の
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
Ｂ
書
く
こ
と
」
及
び
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
と
い
う
三

領
域
構
成
を
踏
襲
し
た
こ
と
で
、
言
語
活
動
を
重
視

横
浜
国
立
大
学
附
属
鎌
倉
小
学
校
教
諭
を
経
て
、
現

職
。
著
書
に
『「
国
語
」
教
育
の
可
能
性
』『「
ご
ん
ぎ

つ
ね
」
を
め
ぐ
る
謎
―
―
子
ど
も
・
文
学
・
教
科
書
―

―
』（
と
も
に
教
育
出
版
）
な
ど
。
最
近
は
、
明
治
期

の
子
ど
も
読
み
物
と
教
科
書
と
の
関
係
を
研
究
。

横
浜
国
立
大
学

府ふ

川か
わ

源げ
ん

一い
ち

郎ろ
う

は
じ
め
に

言
語
活
動
例
と
指
導
事
項
の
対
応



4

す
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
三

領
域
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
内
容
の
取

扱
い
」
に
示
し
て
い
た
言
語
活
動
例
を
、
内
容
の
（2）

に
位
置
づ
け
、
よ
り
具
体
的
な
記
述
に
改
訂
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
（2）
に
示
し
て
い
る
言
語
活
動
例
を
と

お
し
て
、
（1）
の
指
導
事
項
を
指
導
す
る
こ
と
を
、
よ

り
い
っ
そ
う
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
言
語
活
動
と
指
導
事
項
と
の
結
び
つ

き
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
国
語
科
の
学
習
指
導
の
実
現

が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
導
者
の

側
か
ら
見
る
と
、
言
語
活
動
の
背
後
に
、
な
ん
の
た

め
に
学
習
者
に
こ
の
活
動
を
さ
せ
る
の
か
、
と
い
う

指
導
事
項
へ
の
意
識
が
常
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
ま
た
、
学
習
者
に
と
っ
て
も
、
今
な
ぜ
こ
の

学
習
活
動
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
は
な
ん
の
た
め
に

行
う
の
か
、
さ
ら
に
は
、
学
習
後
に
そ
の
言
語
活
動

の
振
り
返
り
を
す
る
、
と
い
っ
た
過
程
を
意
識
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
言
語
活
動
そ
の
も
の
を
自

覚
化
す
る
こ
と
で
、
次
の
学
習
を
す
る
際
に
、
そ
こ

で
獲
得
し
た
国
語
の
学
習
力
を
応
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
ひ
い
て
は
国
語
の
学
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
新
し
い
小
学
校
国
語
教
科
書

は
、
こ
う
し
た
趣
旨
を
十
分
に
取
り
入
れ
て
作
ら
れ

て
い
る
。
以
下
、
各
領
域
ご
と
に
、
そ
れ
を
具
体
的

に
見
て
い
こ
う
。

「
話
す
・
聞
く
」

例
と
し
て
五
年
上
巻
『
す
い
せ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
を

し
よ
う
』
と
い
う
教
材
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
教
材

で
は
、
ス
ピ
ー
チ
の
目
的
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
見

通
し
を
も
た
せ
、
ス
ピ
ー
チ
の
構
成
を
決
め
る
ま
で

が
丁
寧
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
頁
に
は
、
ス

ピ
ー
チ
の
具
体
例
と
、
級
友
の
意
見
や
、
振
り
返
り

ポ
イ
ン
ト
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
話
す
・
聞
く
」
の
学
習
で
は
、
事
前
の
指
導
が

重
要
に
な
る
の
だ
が
、
紙
面
で
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
行
っ
た
ら
い
い
の
か
を
、
学
習
者
の
視
点
で
教

材
化
し
て
あ
る
。

「
書
く
」

次
に
示
す
の
は
、
三
年
上
巻
の
書
く
こ
と
教
材

『
調
べ
た
こ
と
を
ほ
う
こ
く
し
よ
う
』
で
あ
る
。
取

材
能
力
育
成
の
た
め
の
方
法
が
、
実
例
を
と
お
し
て

図
な
ど
を
使
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
文
章
が
完
成
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
と
注
意
事

項
な
ど
も
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
教
科
書
を
使
う
教
師
に
と
っ
て
、
指
導
事
項

が
十
分
意
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
学
習

者
に
も
目
的
意
識
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
推
敲
の
観
点

を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
あ
る
。

5年上巻『すいせんのスピーチをしよう』

3年上巻『調べたことをほうこくしよう』
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「
文
学
（
学
習
の
て
び
き
）」

新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
読
む
こ
と
」
の
学
習

で
は
、
文
学
的
文
章
と
説
明
的
文
章
と
で
指
導
事
項

が
は
っ
き
り
と
異
な
る
。
そ
れ
に
対
応
し
た
文
学
の

「
学
習
の
て
び
き
」
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

教
材
は
、
四
年
下
巻
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
で
あ
る
。

場
面
ご
と
に
表
現
を
抜
き
出
す
活
動
は
、「
気
持
ち

の
変
化
」
を
想
像
的
に
読
む
た
め
の
学
習
活
動
で
あ

る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
話
し
合
い
活
動
を
す
る
た

め
の
指
示
と
し
て
使
え
る
。
ま
た
、
教
科
書
の
要
所

に
置
か
れ
て
い
る
「
こ
こ
が
大
事
」
と
い
う
コ
ラ
ム

も
、
学
習
力
育
成
の
重
要
な
ア
イ
テ
ム
に
な
る
。

「
説
明
文
」

教
材
は
、
五
年
下
巻
『
世
界
遺
産
白
神
山
地
か
ら

の
提
言
』
で
あ
る
。「
目
的
に
応
じ
て
、
文
章
の
内

容
を
的
確
に
押
さ
え
て
要
旨
を
と
ら
え
た
り
、
事
実

と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の

考
え
を
明
確
に
し
な
が
ら
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
」
と

い
う
指
導
事
項
に
即
し
た
単
元
が
組
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
単
元
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
活
動
が
展
開

さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
有
効
に
、
ま
た
適
切
に
な
さ

れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
方
法
と
そ
の
注
意
点
を
示

し
て
あ
る
。
資
料
と
す
る
教
材
文
を
参
考
に
、
自
ら

発
信
し
て
い
く
力
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
読
書
」

読
書
活
動
も
、
国
語
科
の
指
導
内
容
と
し
て
、
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
に
示
し
た
の
は
、

五
年
下
巻
で
「
読
書
す
い
せ
ん
会
」
を
開
く
と
い
う

目
的
の
も
と
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

を
選
択
し
て
本
の
紹
介
を
す
る
教
材
で
あ
る
。

紹
介
す
る
本
の
内
容
に
即
し
て
、
効
果
的
な
表
現

方
法
を
選
択
で
き
る
よ
う
な
力
を
養
わ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。
読
書
新
聞
、
本
の
ポ
ッ
プ
、
本
の
帯
な
ど
、

具
体
的
な
児
童
作
品
を
使
っ
て
示
し
て
お
り
、
親
近

感
を
も
っ
て
活
動
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
工
夫
が
さ

れ
て
い
る
。

4年下巻『ごんぎつね』

5年下巻『世界遺産白神山地からの提言』

5年下巻『「読書すいせん会」を開こう』
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以
上
、
各
領
域
ご
と
に
、
い
く
つ
か
の
例
を
、
実

際
の
教
科
書
の
紙
面
を
紹
介
し
な
が
ら
見
て
き
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
具
体
例
と
し
て
紹
介
し

た
の
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
新
し
い
教
科
書
が
、

各
領
域
の
学
習
の
特
徴
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
教
師
に

と
っ
て
も
、
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
に
と
っ
て
も
、

使
い
や
す
い
紙
面
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
お
わ
か

り
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
ほ
か
、
各
巻
の
目
次
の
あ
と
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
科
書
で
何
を
学
ぶ
の
か
を
示
し
た
学
習
者
に

向
け
た
ガ
イ
ド
が
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
を
見
る
こ
と

で
、
こ
の
教
科
書
で
学
ぶ
こ
と
、
身
に
つ
け
る
力
な

ど
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
巻
末
に
あ
る
索
引
「『
ひ
ろ
が
る
言
葉
』
で

学
ぶ
こ
と
」
の
ペ
ー
ジ
や
、
一
年
間
の
最
後
の
「
国

語
の
学
習
　
こ
れ
ま
で
こ
れ
か
ら
」
な
ど
の
ペ
ー
ジ

と
も
あ
わ
せ
て
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
巻
や
一
年

間
の
学
習
を
し
終
え
た
あ
と
の
振
り
返
り
に
使
う
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ

も
十
分
に
活
用
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
、
教
科
書
全

体
を
見
通
し
て
、
言
語
活
動
と
指
導
事
項
と
の
結
び

つ
き
を
、
あ
ら
た
め
て
意
識
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
か
ら
だ
。
数
々
の
楽
し
い
言
語
活
動
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
身
に
つ
け
た
言
葉
の
力
は
、

別
の
角
度
か
ら
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な

る
課
題
に
立
ち
向
か
う
力
に
変
換
し
て
い
く
は
ず
で

あ
る
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、〔
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
は
、
(1)
と
(2)
と

か
ら
成
っ
て
い
る
。
(1)
は
、「
ア
　
伝
統
的
な
言
語
文

化
に
関
す
る
事
項
」、「
イ
　
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り

に
関
す
る
事
項
」、「
ウ
　
文
字
に
関
す
る
事
項
」
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
領
域
の
指
導
を
と
お
し
て
指

導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
(2)
は
、
書
写
に
関
す

る
事
項
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
(1)
に
関
連
す
る
部
分

を
、
新
し
い
国
語
教
科
書
で
ど
の
よ
う
に
教
材
化
し

た
の
か
を
紹
介
す
る
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化

と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
た
の

は
、
中
教
審
答
申
の
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
親
し

む
態
度
を
育
て
た
り
、
国
語
の
役
割
や
特
質
に
つ
い

て
の
理
解
を
深
め
た
り
、
豊
か
な
言
語
感
覚
を
養
っ

た
り
す
る
た
め
の
内
容
を
示
す
」
と
い
う
方
針
を
受

け
た
も
の
で
、
古
典
の
重
視
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
内
容
も
、

い
く
つ
か
の
点
で
変
更
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ

ー
マ
字
の
学
習
は
、
こ
れ
ま
で
は
四
年
生
の
扱
い
だ

っ
た
が
、
三
年
生
に
早
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は

り
中
教
審
答
申
に
「
ロ
ー
マ
字
の
指
導
に
つ
い
て
は
、

情
報
機
器
の
活
用
や
他
の
学
習
活
動
等
と
の
関
連
を

考
慮
し
、
よ
り
早
い
段
階
か
ら
指
導
す
る
」
と
変
更

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
国
際
化
・
情
報
化
時
代
の
変

化
は
、
国
語
科
の
指
導
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
敬
意
表
現
の
指
導
が
重
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
対
応
し
て
、
現
行
の
教
科
書
で
は
六
年
生
で

扱
っ
て
い
た
敬
語
の
学
習
を
、
新
し
い
教
科
書
で
は

五
年
生
と
六
年
生
に
広
げ
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
に
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕
に
含
ま
れ
る
内
容
の
指
導
が
、

ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ

と
か
ら
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、
そ
れ
を
先
取
り
す

る
よ
う
な
新
鮮
な
教
材
を
数
多
く
用
意
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
教
材
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。

「
短
歌
・
俳
句
」

俳
句
は
三
年
生
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
実
際
に
子

ど
も
が
作
っ
た
俳
句
を
紹
介
し
た
あ
と
、
俳
人
た
ち

の
作
品
を
あ
げ
、
そ
の
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
を
記
述
し

て
い
る
。
情
景
を
思
い
浮
か
べ
や
す
い
よ
う
に
、
鮮

や
か
な
風
景
写
真
を
添
え
て
あ
る
こ
と
も
、
編
集
に

あ
た
っ
て
は
十
分
に
配
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最

後
に
五
・
七
・
五
に
言
葉
を
あ
て
は
め
て
、
互
い
に

交
流
す
る
と
い
う
学
習
の
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

短
歌
は
四
年
生
。
同
じ
よ
う
に
、
歌
人
た
ち
の
作

品
を
鑑
賞
し
た
あ
と
に
実
作
す
る
。
た
だ
し
、
こ
ち

ら
は
す
で
に
下
の
句
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
上
の
句

を
各
自
で
考
え
て
短
歌
を
作
る
と
い
う
学
習
の
流
れ

に
な
っ
て
い
る
。
創
作
が
目
的
で
は
な
く
、
短
歌
や

俳
句
の
韻
律
を
体
感
的
に
感
じ
取
る
こ
と
が
目
的
に

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関

す
る
事
項
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な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
故
事
成
語
」

故
事
成
語
は
、
中
国
の
古
い
時
代
の
で
き
ご
と
な

ど
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
、
そ
の
成
り
立
ち
を
知
っ

て
い
る
と
、
言
葉
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
歴
史
性

が
よ
く
わ
か
る
。
言
葉
に
興
味
・
関
心
を
も
つ
き
っ

か
け
に
な
る
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
言
語
生
活
を

豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
年
下
巻
の
、
こ
の
教
材
で
は
、
故
事
成
語
が
内

包
す
る
物
語
を
楽
し
い
絵
で
図
解
し
て
あ
り
、
故
事

成
語
を
使
っ
て
実
際
の
場
面
に
適
用
し
た
文
章
を
書

く
活
動
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

「
漢
文
」

日
本
人
は
も
と
も
と
外
国
語
で
あ
る
中
国
の
文
章

を
日
本
語
の
体
系
に
即
し
て
読
み
こ
な
し
、
日
本
語

の
世
界
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
き
た
。
小
学
生
に
は
、

そ
う
し
た
世
界
に
ふ
れ
て
、
言
葉
へ
の
興
味
・
関
心

を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
。

五
年
上
巻
で
漢
文
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
は
、
声

に
出
し
て
音
の
響
き
を
体
感
す
る
こ
と
を
中
心
と
し

た
。
写
真
や
、
図
版
の
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
に
も
工
夫

を
凝
ら
し
て
紙
面
作
り
を
し
て
い
る
。

「
古
文
」

こ
れ
ま
で
の
小
学
校
国
語
教
科
書
で
も
、
高
学
年

で
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
し
、

「
発
展
」
教
材
と
し
て
、
古
文
や
漢
文
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
五
学
年

及
び
第
六
学
年
に
「
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、

近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大

体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
新
し
い
教
科
書
で
も
、
古
典
に
親
し
む
た
め
の

3年上巻『俳句に親しむ』

4年下巻『故事成語』

5年上巻『漢文に親しむ』
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配
慮
は
低
学
年
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
、
系
統
的
に
取

り
組
め
る
よ
う
に
教
材
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
六
年

生
で
は
、
上
巻
に
『
枕
草
子
』
か
ら
「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
の
章
段
を
取
り
上
げ
、
古
文
の
ま
ま
紹
介
し
て

い
る
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
部
分
に
は
、
現
代
仮
名

遣
い
の
表
記
の
添
え
書
き
を
付
し
て
、
子
ど
も
た
ち

が
音
読
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
下
巻
で
は
、
夏
目
漱
石
、
芥
川
龍
之
介
の

文
章
や
、『
万
葉
集
』
に
あ
る
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
声
に
出
し
て
味
わ
う
と
と
も
に
、
解
説
の
文

章
を
手
引
き
に
し
て
、
日
本
の
言
語
と
文
化
に
つ
い

て
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し

て
い
る
。

「
言
葉
」

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
言
語
活
動
の
充
実
」

が
う
た
わ
れ
て
、
ほ
か
の
教
科
で
も
積
極
的
に
言
語

活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
国
語
科

で
は
、「
言
語
活
動
例
と
指
導
事
項
の
対
応
」
と
い
う

観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
既
に
ふ
れ
て
き
た
。

一
方
、
国
語
科
の
立
場
か
ら
は
「
言
語
の
教
育
と

し
て
の
国
語
教
育
」
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う

趣
旨
に
沿
っ
て
、「
国
語
の
特
質
や
機
能
」
に
つ
い
て

さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
よ
う
な
教
材
も
必
要
に
な
る
。

つ
ま
り
、
言
葉
そ
の
も
の
に
対
し
て
意
識
で
き
る
よ

う
な
教
材
を
系
統
的
に
配
す
る
こ
と
が
、
学
習
者
の

国
語
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
育
て
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
紹
介
す
る
教
材
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら

新
し
い
教
科
書
に
向
け
て
開
発
さ
れ
た
教
材
の
系
列

で
あ
る
。

三
年
生
の
「
言
葉
を
見
直
す
」
で
は
、『
気
持
ち
を

つ
た
え
る
話
し
方
・
聞
き
方
』
と
い
う
教
材
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
か
え
る
は
「
ケ
ロ
ケ
ロ
」
と

し
か
鳴
か
な
い
が
、
場
面
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

「
ケ
ロ
ケ
ロ
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
教

材
が
置
か
れ
て
い
る
。
話
し
言
葉
は
、
場
面
や
状
況

に
よ
っ
て
、
多
様
な
意
味
を
伝
え
る
点
で
、
書
き
言

葉
と
は
異
な
っ
た
特
質
を
も
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
解
の
う
え
で
、
人
間
ど
う
し
の
会
話

も
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
や
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
に
支
え
ら
れ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
の
が
、
次
の
教

材
で
あ
る
。
三
年
生
な
り
に
、
話
し
言
葉
の
機
能
に

つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
五
年
生
の
「
言
葉
の
は
た
ら
き
を
考
え

る
」
で
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
違
い
を
比
べ
る

教
材
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
ま
た
、
六
年
生
で
は
、

状
況
に
応
じ
た
態
度
や
相
手
へ
の
か
か
わ
り
方
に
よ

っ
て
、
言
葉
の
伝
わ
り
方
が
変
化
す
る
こ
と
を
、
さ

ら
に
深
く
考
え
る
。「
伝
え
合
う
力
」
を
実
質
的
な
も

の
に
す
る
た
め
の
教
材
で
も
あ
る
。

3年上巻『気持ちをつたえる話し方・聞き方』

6年上巻『春はあけぼの』
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新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
新
設
さ
れ
た
、〔
伝
統
的

な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
関

し
て
、
新
版
の
国
語
教
科
書
が
完
全
対
応
し
て
お
り
、

そ
れ
を
国
語
教
室
の
中
で
展
開
で
き
る
よ
う
に
教
材

化
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

で
は
、
移
行
措
置
期
間
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
い

う
心
配
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
教
科
書
の
「
言
葉
の
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
中

に
そ
れ
に
対
応
で
き
る
教
材
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
六
年
上
巻
の

「
は
っ
て
ん
」
に
は
、
孟
浩
然

も
う
こ
う
ね
ん

と
蘇そ

軾し
ょ
く

の
詩
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
し
、「
も
っ
と
読
み
た
い
」
に
は
『
さ
る

は
「
コ
コ
」
と
鳴
い
て
い
た
』
と
い
う
日
本
の
言
語

文
化
を
考
え
る
た
め
の
読
書
教
材
が
あ
る
。（
ち
な
み

に
『
さ
る
は
「
コ
コ
」
と
鳴
い
て
い
た
』
は
、
新
し

い
教
科
書
で
も
六
年
生
の
付
録
「
言
葉
の
と
び
ら
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。）
ま
た
、
教
育
出
版
の
教
科
書

は
、
早
く
か
ら
「
落
語
」
を
教
科
書
に
取
り
入
れ
て

い
た
（
四
年
下
巻
『
ぞ
ろ
ぞ
ろ
』）。
こ
う
し
た
言
語

文
化
に
関
す
る
材
料
を
積
極
的
に
活
用
し
て
、
新
し

い
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
だ

ろ
う
。

ま
た
、
旧
学
習
指
導
要
領
の
〔
言
語
事
項
〕
に
つ

い
て
、「
音
声
、
文
字
、
文
法
的
事
項
な
ど
の
う
ち
繰

り
返
し
て
学
習
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
学
習
さ
せ
る

よ
う
工
夫
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
た
部
分
が
、「
特

定
の
事
項
を
ま
と
め
て
指
導
し
た
り
、
繰
り
返
し
て

指
導
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
つ
い
て
は
、

特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
学
習
さ
せ
る
よ
う
配

慮
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
語
に

関
す
る
内
容
を
、
た
と
え
ば
文
法
を
取
り
立
て
て
系

統
的
に
指
導
し
た
り
、
漢
字
の
反
復
練
習
を
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
新
し
い
学
習
指
導
要

領
で
も
、
こ
れ
ま
で
と
基
本
的
な
姿
勢
は
変
わ
っ
て

い
な
い
。

こ
う
し
た
学
習
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
新
し
い

教
科
書
の
「
言
葉
」
に
関
す
る
小
教
材
や
、「
漢
字
の

広
場
」、
あ
る
い
は
巻
末
の
「
漢
字
を
学
ぼ
う
」
の
新

出
漢
字
・
既
出
漢
字
の
ペ
ー
ジ
な
ど
を
集
中
的
・
連

続
的
に
扱
う
な
ど
す
る
こ
と
で
、
各
学
級
の
実
態
に

合
っ
た
指
導
を
展
開
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
個
々
の
学
級
の
状
況
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る

よ
う
な
編
集
上
の
工
夫
は
、
従
来
か
ら
も
行
っ
て
き

た
が
、
新
し
い
教
科
書
で
も
そ
う
し
た
点
を
十
分
に

配
慮
し
た
編
集
に
な
っ
て
い
る
。

＊

な
お
、「
言
語
活
動
例
と
指
導
事
項
の
対
応
」
と

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事

項
〕
の
教
材
化
以
外
に
も
、
新
し
い
教
科
書
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
る
の
は
最
初
に
述
べ
た

と
お
り
だ
が
、
最
後
に
そ
う
し
た
工
夫
の
う
ち
の
一

つ
を
つ
け
加
え
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
読
書
活
動
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
。
お

り
し
も
、
今
年
二
〇
一
〇
年
は
「
国
民
読
書
年
」
で

あ
る
。
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
国
語

の
学
習
は
、
日
常
の
言
語
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
当
然
、
読
書

生
活
の
充
実
と
い
う
目
標
も
、
含
ま
れ
て
い
る
。

新
し
い
国
語
教
科
書
で
は
、
読
者
活
動
へ
の
発
展

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
、「
付
録
」
に
多
く
の
発

展
・
関
連
の
読
み
物
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
多
く
の

読
書
資
料
の
紹
介
に
も
つ
と
め
た
。

現
在
使
わ
れ
て
い
る
平
成
一
七
年
度
版
の
『
ひ
ろ

が
る
言
葉
』
に
は
、
約
一
四
○
冊
の
図
書
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
新
し
い
国
語
教
科
書
で
は
、
五

〇
〇
冊
以
上
の
図
書
に
つ
い
て
の
情
報
を
紹
介
し
て

い
る
。
こ
れ
も
、
国
語
教
科
書
を
き
っ
か
け
と
し
て
、

学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
、
言
葉
の

世
界
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
願

い
の
表
れ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
新
し
い
教
科
書
『
ひ
ろ
が
る
言

葉
　
小
学
国
語
』
は
、「
言
語
活
動
例
と
指
導
事
項

の
対
応
」
へ
の
工
夫
と
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国

語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
意
欲
的
な
教
材
化
と

あ
い
ま
っ
て
、
読
書
活
動
も
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
た
ち
が
、
言
葉
を
学
ぶ
喜

び
を
感
じ
つ
つ
、
言
語
文
化
を
継
承
し
、
創
造
し
て

い
く
よ
う
な
、
主
体
的
な
言
語
行
動
の
で
き
る
人
間

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
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n a v i g a t i o n

教科書ナビ
書
く
（
情
報
活
用
）
単
元

活
用
を
意
識
し
た
書
く

活
動

東
京
学
芸
大
学
附
属

小
金
井
小
学
校
教
諭

細
川
ほ
そ
か
わ

太
輔
た
い
す
け

2年上巻『見つけたことを書こう』

一
九
七
八
年
生
ま
れ
。
東
京
都
出
身
。

教
育
学
博
士
。「
書
く
こ
と
」
の
指
導
、「
教
師

の
学
び
あ
い
」
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
。
論

文
に
「
協
働
学
習
的
ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ

の
理
論
と
実
践
」
な
ど
が
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
が
作
文
を
書
く
の
を
嫌
が
る
と
い
う

話
を
よ
く
聞
く
。「
書
く
の
が
面
倒
、
疲
れ
る
」「
な

ん
の
た
め
に
書
く
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

の
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
確
か
に
、
書
く
こ
と
は
大

変
な
こ
と
で
あ
る
。
書
い
た
か
ら
に
は
、
書
い
て
よ

か
っ
た
、
楽
し
か
っ
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
し
か
け

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
し
か
け
が
活
用
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
総
則
で
は
、「
児
童
の
思
考
力
、

判
断
力
、
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
む
観
点
か
ら
、
基
礎

的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
学
習

活
動
を
重
視
す
る
」
と
あ
る
。
書
き
終
わ
っ
た
あ
と

の
活
用
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
学
習
意

欲
が
変
わ
っ
て
く
る
。
実
際
に
二
年
生
上
巻
の
『
見

つ
け
た
こ
と
を
書
こ
う
』
の
単
元
を
例
に
、
活
用
を

意
識
し
た
学
習
を
考
え
て
み
た
い
。

学
習
の
最
初
に
、
子
ど
も
た
ち
に
学
習
の
ゴ
ー
ル

を
は
っ
き
り
と
意
識
さ
せ
た
い
。
こ
こ
が
は
っ
き
り

と
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
が
出
て
く
る
。

こ
の
単
元
で
は
、
学
校
の
周
り
の
こ
と
を
報
告
文

に
す
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
教
師
の

ゴ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
ゴ
ー
ル
で

は
な
い
。
子
ど
も
に
は
、
な
ん
の
た
め
に
書
く
の
か
、

書
い
た
も
の
を
ど
う
使
う
の
か
と
い
う
具
体
的
な
活

用
が
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
年
生

に
読
ん
で
教
え
た
り
、
説
明
付
き
の
学
校
の
周
り
の

地
図
を
作
っ
て
、
地
域
の
人
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
り
、

近
く
の
学
校
と
交
流
し
た
り
と
、
い
ろ
い
ろ
な
活
用

が
考
え
ら
れ
る
。
目
標
を
示
さ
ず
に
「
書
き
ま
し
ょ

う
」
で
は
な
く
、「
一
年
生
に
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ

う
」
や
「
隣
の
学
校
と
交
換
し
ま
し
ょ
う
」
と
投
げ

か
け
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
が
高
ま
る
。

そ
れ
か
ら
、
ゴ
ー
ル
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
示

す
と
よ
い
。
ゴ
ー
ル
ま
で
あ
と
ど
れ
く
ら
い
の
道
の

り
が
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
、
子
ど
も
た

ち
の
意
欲
が
高
ま
り
に
く
い
。
最
初
に
テ
ー
マ
を
決

め
、
次
に
「
た
ん
け
ん
カ
ー
ド
」
に
書
き
、
そ
の
次

に
記
述
・
推
敲
を
し
、
最
後
に
読
ん
で
交
流
を
す
る

と
い
う
よ
う
に
、
ゴ
ー
ル
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
は
っ

き
り
示
す
と
学
習
に
取
り
組
み
や
す
い
。
そ
の
際
、

学
習
す
ご
ろ
く
を
作
っ
て
、
で
き
あ
が
っ
た
ら
色
を

塗
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
を
取
り
入
れ
る

と
、
楽
し
ん
で
学
習
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

子
ど
も
に
示
す
ゴ
ー
ル
と
し
て
も
っ
と
も
は
っ
き

り
す
る
も
の
が
、
例
文
で
あ
る
。
例
文
を
示
す
こ
と

で
、
抽
象
的
だ
っ
た
ゴ
ー
ル
が
具
体
的
な
も
の
に
な

る
。
例
え
ば
、
教
科
書
の
文
章
を
読
ん
で
、
ど
こ
が

ど
の
よ
う
に
よ
い
か
、
子
ど
も
た
ち
と
話
し
合
う
と

よ
い
だ
ろ
う
。「
か
ぎ
か
っ
こ
を
た
く
さ
ん
使
っ
て

子
ど
も
が
楽
し
む
書
く
活
動

学
習
の
ゴ
ー
ル
、
プ
ロ
セ
ス
を
示
す

例
文
で
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る



い
て
い
い
ね
」「
図
書
室
で
調
べ
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
て
い
い
と
思
う
よ
」「
わ
た
毛
の
飛
ん
で
い
く

様
子
が
詳
し
く
書
け
て
い
て
い
い
ね
」
と
、
例
文
の

よ
い
と
こ
ろ
を
意
識
さ
せ
て
文
章
を
書
か
せ
る
と
、

書
く
力
が
つ
く
。
例
文
を
読
ま
せ
る
と
、
そ
れ
に
つ

ら
れ
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
な
く
な
る
と
い
う
意
見

も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
は
、
例
文
を
超
え

た
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
る
。

こ
の
時
点
で
、
子
ど
も
た
ち
は
も
う
書
き
た
く
て

う
ず
う
ず
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
き

た
く
て
も
テ
ー
マ
が
う
ま
く
思
い
浮
か
ば
な
い
子
ど

も
も
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ

を
子
ど
も
た
ち
に
あ
げ
さ
せ
て
例
示
し
た
り
、
話
し

合
い
を
し
て
思
い
出
さ
せ
た
り
す
る
方
法
が
あ
る
。

友
達
の
テ
ー
マ
を
聞
く
と
、「
そ
れ
な
ら
僕
も
書
け

そ
う
」「
似
た
よ
う
な
こ
と
が
わ
た
し
に
も
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
、テ
ー
マ
が
思
い
浮
か
ぶ
子
ど
も
が

多
い
。
そ
れ
で
も
思
い
浮
か
ば
な
い
場
合
に
は
、担

任
が
そ
の
子
ど
も
の
生
活
を
聞
き
出
し
、「
こ
ん
な

テ
ー
マ
は
ど
う
？
」
と
提
案
す
る
方
法
も
あ
る
。

こ
の
単
元
の
最
大
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
取
材
に
あ

る
。
取
材
メ
モ
を
ど
の
よ
う
に
書
き
、
そ
こ
か
ら
文

章
に
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
こ
の
単
元
で
身
に
つ

書
く
こ
と
を
嫌
が
る
か
ら
で
あ
る
。
書
い
た
あ
と
は

推
敲
を
さ
せ
た
い
。
低
学
年
の
段
階
で
は
、
句
読
点

や
誤
字
・
脱
字
程
度
で
か
ま
わ
な
い
。
自
分
で
推
敲

さ
せ
た
り
、
友
達
と
交
換
し
て
推
敲
さ
せ
た
り
、
い

ろ
い
ろ
な
方
法
で
推
敲
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

書
き
終
わ
っ
た
ら
、
実
際
の
生
活
場
面
に
作
品
を

生
か
す
。
そ
の
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
「
書
い
て

よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
。
特
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
相

手
か
ら
褒
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、
う
れ
し
く
て
し
か

た
が
な
い
は
ず
だ
。
そ
の
思
い
が
「
次
も
書
き
た
い
」

と
い
う
思
い
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

本
来
、
書
く
と
い
う
活
動
は
、
相
手
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
書
く
技

能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
る
と
、

本
来
の
目
的
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
子
ど

も
た
ち
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
活
用
を
意
識
す
る
こ
と

に
よ
り
、
書
く
活
動
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本

来
の
形
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
書
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
る
こ
と
も
で

き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
み

な
が
ら
、
書
く
力
の
つ
く
学
習
を
組
み
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
る
。

け
る
べ
き
「
書
く
力
」
で
あ
ろ
う
。
取
材
メ
モ
を
取

る
ポ
イ
ン
ト
を
、
私
は
い
つ
も
二
つ
あ
げ
て
い
る
。

一
つ
め
は
、
文
で
書
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
文
で

取
材
メ
モ
を
書
く
と
、
そ
れ
を
原
稿
用
紙
に
写
す
だ

け
に
な
っ
て
し
ま
い
、
文
章
が
ふ
く
ら
ま
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
箇
条
書
き
や
ひ
と
言
だ
け
で
か
ま
わ
な

い
の
で
、
あ
と
か
ら
ふ
く
ら
ま
せ
ら
れ
る
も
の
に
し

た
い
。（
た
だ
し
、
高
学
年
で
た
く
さ
ん
取
材
し
た

も
の
の
中
か
ら
取
捨
選
択
を
し
て
、
意
見
文
や
報
告

文
を
書
く
場
合
に
は
、
た
く
さ
ん
取
材
メ
モ
を
取
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
。）

二
つ
め
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
書
か
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
メ
モ
を
取
る
よ
う
に
言
う
と
、
見
た
こ
と
・

聞
い
た
こ
と
は
た
く
さ
ん
書
く
が
、
そ
れ
に
対
し
て

自
分
が
ど
う
思
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
た

の
か
を
書
か
な
い
子
ど
も
が
多
い
。
私
は
、
ノ
ー
ト

を
半
分
に
分
け
て
、
半
分
に
見
た
こ
と
・
聞
い
た
こ

と
、
も
う
半
分
に
思
っ
た
こ
と
・
感
じ
た
こ
と
を
書

く
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
感
じ
た
こ
と
の
中
で
、

最
も
心
に
残
っ
た
こ
と
に
印
を
つ
け
、
そ
こ
か
ら
文

章
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。

取
材
が
終
わ
っ
た
ら
、
記
述
の
段
階
に
移
る
。
下

書
き
を
し
て
か
ら
で
も
よ
い
し
、
い
き
な
り
書
い
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
が
負
担

に
な
る
よ
う
な
子
ど
も
は
、
下
書
き
、
清
書
と
二
回
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ま
と
め
に
か
え
て

実
際
の
場
面
に
生
か
す
（
活
用
）

記
述
と
推
敲

メ
モ
の
取
り
方

テ
ー
マ
を
決
め
る
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穂
先
の
動
き
と
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て

│
│
毛
筆
の
特
性
を
生
か
し
た
指
導
│
│

板
橋
区
立
中
根
橋
小
学
校
　

室む
ろ

万ま

智ち

子こ
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一
　
は
じ
め
に

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
書
写
が
「
言
語
事
項
」
と
し
て
の
指
導
事
項
か
ら
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
の
指
導
事
項
と

な
っ
た
。

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
で
の
書
写
に
関
す
る
事
項
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
ウ
」
の
「
穂
先
の
動
き
と
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識

し
て
書
く
」
た
め
に
、
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
や
す
い
書
字
の
場
面
を
と
ら

え
た
指
導
案
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

ま
た
、
指
導
計
画
の
後
半
で
は
、「
ア
」
で
示
さ
れ
た
「
配
列
」
に
つ
い
て
も

扱
っ
て
い
き
た
い
。
現
行
の
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
「
毛
筆
を
使
用
し
て
、

字
配
り
よ
く
書
く
こ
と
。」
の
文
言
は
削
除
さ
れ
た
が
、「
内
容
の
取
扱
い
」
の
中

で
「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う

よ
う
指
導
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
用
紙
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
文
字
の
大
き
さ
や

配
列
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
、
毛
筆
で
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
継
続
し
て
指
導
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
指
導
の
展
開
例

平
仮
名
の
筆
使
い
「
あ
こ
が
れ
」
２
時
間
扱
い

（
１
／
２
時
間
目
の
目
標
）

○
穂
先
の
動
き
と
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、正
し
く
理
解
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

ア
　
用
紙
全
体
と
の
関
係
に
注
意
し
、
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
な
ど
を
決
め

る
と
と
も
に
、
書
く
速
さ
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
。

イ
　
目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
筆
記
具
を
選
び
、
そ
の
特
徴
を
生
か
し
て
書

く
こ
と
。

ウ
　
毛
筆
を
使
用
し
て
、
穂
先
の
動
き
と
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
書

く
こ
と
。

①
目
標
把
握

●
本
時
の
目
標
を
知
る
。

②
試
書

●
「
あ
こ
が
れ
」
を
毛
筆
で

書
く
。

③
基
準
確
認

●
試
し
書
き
と
教
材
文
字
を

比
較
し
て
、
気
づ
い
た
こ

と
を
話
し
合
う
。

●
平
仮
名
の
特
徴
に
つ
い
て

も
確
認
す
る
。

④
練
習

●
穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が

り
に
気
を
つ
け
て
練
習
す

る
。

⑤
ま
と
め

●
目
標
と
基
準
を
確
認
す

る
。

●
学
習
の
成
果
を
発
表
す

る
。

○
教
科
書
を
見
な
い
で
書
く
よ
う
に
す
る
。

○
机
間
指
導
を
し
な
が
ら
、
線
と
線
と
の
つ
な
が
り

の
実
態
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

○
教
科
書
の
考
え
よ
う
を
示
し
、
穂
先
が
ど
こ
を
通

っ
て
い
る
か
、
線
と
線
と
が
ど
う
つ
な
が
っ
て
い

る
か
に
つ
い
て
着
目
し
、
確
か
め
る
よ
う
促
す
。

○
平
仮
名
は
漢
字
が
変
化
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、

丸
み
を
帯
び
て
柔
ら
か
く
書
く
こ
と
を
思
い
出
さ

せ
る
。（
三
・
四
年
の
平
仮
名
教
材
で
既
習
）

○
こ
こ
が
大
切
で
基
準
を
確
認
す
る
。

（
教
科
書
図
版
参
照
）

○
穂
先
が
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
を
意
識
し
て
、
線

と
線
と
が
つ
な
が
る
気
持
ち
で
書
く
よ
う
に
気
を

つ
け
る
よ
う
支
援
す
る
。

○
友
達
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
合
い
、
線
と
線

と
の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
書
い
て
い
る
か
確

か
め
る
。

○
本
時
の
ま
と
め
書
き
を
し
、
自
己
評
価
・
相
互
評

価
を
行
う
。
穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が
り
の
学
習

の
成
果
に
つ
い
て
発
表
さ
せ
る
。

学
習
活
動

指
導
・
支
援
の
展
開
と
留
意
点

穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
書

こ
う
。

た
か
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（
２
／
２
時
間
目
の
目
標
）

○
穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
、
毛
筆
や
硬
筆
で
書
く
こ
と
が
で

き
る
。

○
平
仮
名
の
行
の
中
心
に
も
気
を
つ
け
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
終
わ
り
に

書
写
に
お
い
て
は
、「
そ
の
文
字
を
上
手
に
書
く
」
と
い
う
個
人
の
技
能
習
得

の
み
の
授
業
に
陥
り
や
す
い
が
、
習
得
し
た
技
能
を
日
常
に
生
か
す
た
め
に
は
、

学
習
し
た
原
理
・
原
則
を
ど
の
文
字
に
も
応
用
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

原
理
・
原
則
を
理
解
す
る
た
め
に
、
個
人
の
能
力
だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
で
考
え

た
り
友
達
の
よ
い
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
準
を
確
認

し
た
り
、
自
分
の
課
題
を
見
い
だ
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
書
い
た

文
字
に
つ
い
て
学
習
の
成
果
を
認
め
合
い
、ア
ド
バ
イ
ス
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
信
を
も
ち
、
次
へ
の
意
欲
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
⑤
発
展
」
で
は
、

毛
筆
で
学
習
し
た
内
容
を
硬
筆
に
生
か
す
活
動
を
取
り
入
れ
た
。

言
葉
を
大
切
に
し
、
自
ら
学

ぶ
力
を
身
に
付
け
、
そ
れ
を
生

か
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
を

も
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
文
字
を

丁
寧
に
正
し
く
書
く
こ
と
を
通

し
て
、
正
し
い
文
字
感
覚
を
養

い
、
書
き
文
字
の
よ
さ
を
大
切

に
し
て
い
く
児
童
を
育
て
て
い

き
た
い
。

①
目
標
把
握

●
前
時
の
学
習
を
振
り
返

る
。

②
基
準
確
認

●
平
仮
名
の
外
形
に
つ
い
て

調
べ
、
行
の
中
心
を
と
ら

え
る
。

③
練
習

●
穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が

り
に
気
を
つ
け
て
練
習
す

る
。

④
ま
と
め

●
目
標
と
基
準
を
確
認
す

る
。

○
「
あ
こ
が
れ
」
を
見
て
、
外
形
を
図
形
化
し
、
平

仮
名
の
行
の
中
心
を
調
べ
る
。

○
外
形
を
図
形
化
し
て
捉
え
る
と
、
中
心
が
見
つ
け

や
す
い
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
さ
せ
る
。

○
教
材
文
字
「
あ
こ
が
れ
」
に
中
心
線
と
外
形
を
書

き
込
む
。

○
字
形
や
行
の
中
心
を
確
か
め
る
よ
う
促
す
。

○
穂
先
が
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
を
意
識
し
て
、
線

と
線
と
が
つ
な
が
る
気
持
ち
で
書
く
よ
う
に
気
を

つ
け
る
よ
う
支
援
す
る
。

○
友
達
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
合
い
、
線
と
線

と
の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
書
い
て
い
る
か
確

か
め
る
。

○
「
か
ご
書
き
」
な
ど
の
練
習
用
紙
を
作
っ
た
り
、

活
用
す
る
。

○
穂
先
の
動
き
と
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
、
毛
筆

で
「
あ
こ
が
れ
」
の
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

○
線
と
線
と
の
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
書
け
た
か
、

自
己
評
価
・
相
互
評
価
を
行
う
。

学
習
活
動

指
導
・
支
援
の
展
開
と
留
意
点

⑤
発
展

●
毛
筆
で
学
習
し
た
こ
と
を

生
か
し
て
硬
筆
で
書
く

○
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
、
生
か
そ
う
の
教
材
語

句
で
あ
る
「
あ
こ
が
れ
」「
ふ
れ
あ
い
」
を
鉛
筆
で

書
く
。

○
行
の
中
心
を
整
え
て
書
く
。

学
習
活
動

指
導
・
支
援
の
展
開
と
留
意
点

外
形
か
ら
文
字
の
中
心
を
探
し
、
文
字
の
中
心
を

そ
ろ
え
る
と
行
の
中
心
が
そ
ろ
う
こ
と
を
知
る
。

・
文
字
の
中
心
が
行
の
中
心
と
重
な
る
。

・
字
間
を
そ
ろ
え
る
。

穂
先
の
動
き
と
、
つ
な
が
り
に
気
を
つ
け
て
、

行
の
中
心
を
そ
ろ
え
て
書
こ
う
。

5年　平仮名の筆使い「あこがれ」
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みんなで見る！　みんなで読む！　みんなで聞く！

小学国語　デジタル教科書　ひろがる言葉

教室に大きな教科書がやってきた！
みんなで一つの教科書を見ながら学習することができます。

子どもたちの学習意欲を喚起し，確実な理解と定着をはかりま

す。

言葉が立ち上がる　音が出る
動画で筆順が確認できる，必要な時に朗読音声がすぐに聞け

る，難しい言葉の説明が１クリックで読める，などなど。

書き込み自由自在
傍線を引く，段落番号を打つ，書き込む色を変えられるなど，

授業の幅を広げるツールが満載。

※「小学国語　デジタル教科書 ひろがる言葉」は，2011年4月から使用される新版教科書の準拠商品です。発
売は2011年2月（予定），「体験版」は2010年5月に配布予定です。

いつでも どこでも すぐに使える！

小学国語　掛図　ひろがる言葉

挿絵や写真を大きくしてみると……？
教科書に載っている挿絵や写真を大きく印刷。教科書では見

分けにくかった細かい部分を確認したり，図やイラストをもと

にみんなで考えたりすることができます。

掲示資料として常時活用できます
授業中だけでなく，ふだんから教室に掲示すれば，学んだこ

とをいつでも確認できます。

あわただしくて機材を準備できない，そんな時にも，すぐに

使えます。使用方法はさまざま。日常の学びの場を広げます。

※「小学国語　掛図 ひろがる言葉」は，2011年4月から使用される新版教科書の準拠商品です。写真は，現行
教科書の準拠商品例です。

体験版

CD-ROM

（3年生内容見本）

（1年生内容見本）
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箇所 平成21年度用 平成22年度用

奥付
（『アレクサ
ンダとぜん
まいねずみ』
権利表示）

・ALEXANDER AND THE WIND-UP
MOUSE by Leo Lionni Copyright ©
1969 by Leo Lionni Copyright renewed
1997 by Leo Lionni This translation
published by arrangement with
Random House Children's Books,a
division of Random House,Inc.through
Tuttle-Mori Agency,Inc. ,Tokyo

・ALEXANDER AND THE WIND-UP
MOUSE by Leo Lionni Copyright ©
1969 by Leo Lionni Copyright renewed
1997 by Leo Lionni This translation
published by arrangement with
Random House Children's Books,a
division of Random House,Inc.through
Japan UNI Agency,Inc.,Tokyo

編 集部からのお知らせとお願い

小学校の新しい教育課程の全面実施は平成23年度からですが，これにそなえて，平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日まで，いわゆる移行措置が行われることになりました。
編集部では，平成21年度版小学国語教科書『ひろがる言葉』を使用しながら，平成21年度，平成22

年度の2年間にわたって，新学習指導要領への移行が円滑に行われるよう配慮した学習指導計画案をはじ
め，以下の資料をご用意しました。
資料は，PDFファイル，ないし，Excelファイルになっており，弊社ホームページからダウンロードし

てご使用いただけます。
今年度は，移行措置最終年度となり，国語科においては，「ローマ字」の移行措置が必須となっており

ますので，ご指導に際してご留意たまわりますよう，お願い申しあげます。

○移行措置資料の内容
1．国語　新学習指導要領への移行措置資料
・移行期間における，指導の留意点，移行措置期間における年間学習指導計画（案）の概要など。
・現行教科書と新学習指導要領の指導事項・言語活動例との対応を表示。

2．国語　年間学習指導計画・評価計画資料
・移行期間における年間学習指導計画案・評価計画案。
・現行教科書と新学習指導要領の指導事項・言語活動例との対応を表示。

3．「ローマ字」学習資料
・移行期間中の3年生における，ローマ字学習のための教材紙面と指導資料。

4．「伝統的な言語文化対応資料集」〔伝統的な言語文化に関する事項〕関連指導資料集
・移行期間における伝統的な言語文化にかかわる学習にご利用いただける副教材集。
・よく知られた短歌，俳句，古文，漢文，近代文学作品の児童向け音読・朗読副教材と指導資料。

5．「移行期指導細案」
・移行期間における新学習指導要領上の課題への対応を視野に入れた学習指導案。
・各学年2単元程度掲載。

弊社ホームページ　http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/index.html
※ホームページへのお問い合わせは，下記までお願いいたします。
EducoNet事務局　E-mail：educonet@kyoiku-shuppan.co.jp

平成22年度用移行措置資料について

教育出版編集局

平成22年度用の両教科書の下記の部分につきまして，訂正のうえご指導くださいますようお願い申し
あげます。

平成22年度用『ひろがる言葉　小学国語　4上』『小学　しょしゃ　2』教科書について
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これは，わたしたちの活動理念を表したシンボルマークです。 
 

なかよし宣言 

　わたしたちをとりまく自然や社会は，科学技術

の進展や国際化，情報化，高齢化などによって，

今，大きく変わろうとしています。このような社

会の変化の中で，人間や地球上のあらゆる命がの

びのびと生きていくためには，人や自然を大切に

しながら，共に生きていこうとする優しく大きな

心をもつことが求められています。 

　わたしたちは，この理念を「地球となかよし」

というコンセプトワードに込め，社会のさまざま

な場面で人間の成長に貢献していきます。 

北海道支社 〒060－0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-44 ヒューリック札幌ビル 6F
TEL: 011-231-3445 FAX: 011-231-3509

函館営業所 〒040－0011 函館市本町6-7函館第一生命ビルディング3F
TEL: 0138-51-0886 FAX: 0138-31-0198

東北支社 〒980－0014 仙台市青葉区本町1-14-18 ライオンズプラザ本町ビル7F
TEL: 022-227-0391 FAX: 022-227-0395

中部支社 〒460－0011 名古屋市中区大須4-10-40 カジウラ・テックスビル5F
TEL: 052-262-0821 FAX: 052-262-0825

関西支社 〒541－0056 大阪市中央区久太郎町1-6-27 ヨシカワビル7F
TEL: 06-6261-9221 FAX: 06-6261-9401

中国支社 〒730－0051 広島市中区大手町3-7-2 あいおい損保広島ビル5F
TEL: 082-249-6033 FAX: 082-249-6040

四国支社 〒790－0004 松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル5F 
TEL: 089-943-7193 FAX: 089-943-7134

九州支社 〒810－0001 福岡市中央区天神2-8-49 福岡富士ビル8F 
TEL: 092-781-2861 FAX: 092-781-2863

沖縄営業所 〒901－0155 那覇市金城3-8-9  一粒ビル3F 
TEL: 098-859-1411 FAX: 098-859-1411
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