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定
年
退
職
後
、
子
ど
も
の
言
葉
を
育
て
る
活
動
に
入
っ
て
六
年
が
過
ぎ
た
。
子

ど
も
た
ち
と
直
接
話
を
す
る
機
会
が
増
え
た
こ
の
頃
、
ふ
い
に
自
分
自
身
の
幼
い

頃
の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

　

あ
れ
は
四
才
く
ら
い
の
時
だ
っ
た
と
思
う
。
誰
か
女
性
客
が
訪
ね
て
き
て
わ
が

家
の
玄
関
の
土
間
に
立
ち
、
母
は
土
間
に
面
し
た
座
敷
に
正
座
し
、
そ
の
傍
ら
で

私
は
母
の
肩
に
手
を
か
け
て
立
っ
て
い
た
。
客
は
、
お
礼
を
述
べ
な
が
ら
菓
子
折

の
よ
う
な
紙
包
み
を
母
の
前
に
置
い
た
。
母
は
、
そ
ん
な
お
気
づ
か
い
な
く
…
…

な
ど
と
言
っ
た
の
か
ど
う
か
。
大
人
の
女
性
二
人
の
会
話
が
続
く
中
、
私
は
、
そ

の
紙
包
み
を
ズ
ズ
ー
ッ
、
ズ
ズ
ー
ッ
と
足
で
、
客
の
方
へ
押
し
返
し
た
の
で
あ
る
。

　

客
が
帰
っ
た
あ
と
、
私
は
こ
っ
ぴ
ど
く
母
に
叱
ら
れ
た
。
あ
ん
な
行
儀
の
悪
い

こ
と
を
す
る
と
は
な
に
ご
と
だ
、
客
に
対
し
て
失
礼
で
は
な
い
か
…
…
そ
の
時
の

言
葉
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
眉
を
つ
り
上
げ
た
母
の
金
切
り
声
は
耳
に
残
っ
て
い

る
。
そ
の
時
の
自
分
の
心
の
動
き
を
、
今
で
も
私
は
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
四
才
な
り
に
私
は
考
え
て
い
た
の
だ
。
大
人
の
言
葉
で
言
え
ば
「
そ

ん
な
お
心
づ
か
い
は
い
り
ま
せ
ん
よ
、
こ
ん
な
品
を
い
た
だ
く
の
は
申
し
訳
な

い
、
ど
う
ぞ
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
。
言
葉
で
言
い
表

す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
足
で
「
ズ
ズ
ー
ッ
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
だ
。

母
に
叱
ら
れ
た
時
、
叱
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
と
わ
か
っ
て
は
い
た
が
、
私
は
と
て

も
悲
し
か
っ
た
、
寂
し
か
っ
た
。
本
当
は
心
の
中
で
そ
う
思
っ
て
い
た
の
に
と
。

し
か
し
一
言
の
言
い
訳
も
言
え
な
い
ま
ま
、
こ
の
事
件
は
私
の
心
の
底
に
沈
ん
で

い
た
。

　

今
年
の
初
め
か
ら
私
は
、
新に
い

美み

南な
ん

吉き
ち

の
生
誕
百
年
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
、

そ
の
出
身
地
、
愛
知
県
半は
ん

田だ

市
で
小
学
二
年
か
ら
七
十
才
ま
で
の
異
年
齢
の
人
々

が
一
緒
に
南
吉
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
読
む
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
て
い
る
。
毎
月
二
回
の
勉
強
会
で
読
み
こ
ん
で
い
く
と
、
子
ど
も
た
ち
が
意

外
に
鋭
い
こ
と
を
指
摘
し
て
く
る
。
兵
十
の
こ
と
を
「
赤
い
さ
つ
ま
い
も
み
た
い

な
元
気
の
い
い
顔
」
と
書
い
て
あ
る
が
、「
さ
つ
ま
い
も
っ
て
細
長
い
で
し
ょ
、

兵
十
は
丸
い
顔
だ
と
思
う
の
に
、
ど
う
し
て
さ
つ
ま
い
も
に
し
た
の
か
な
」。
最

後
に
兵
十
が
ご
ん
を
撃
っ
た
あ
と
、
く
り
を
く
れ
た
の
が
ご
ん
だ
と
気
づ
き
、「
火

な
わ
じ
ゅ
う
を
ば
た
り
と
、
と
り
落
と
し
ま
し
た
」
と
あ
る
。「
こ
の
時
の
音
は

な
ぜ
『
ば
た
り
』
な
ん
だ
ろ
う
、『
ガ
チ
ャ
ン
』
じ
ゃ
ダ
メ
。
土
間
だ
っ
た
か
ら

土
の
上
に
落
と
し
た
音
な
ん
だ
」
等
々
。
子
ど
も
の
頭
の
中
を
侮
っ
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
知
っ
た
。
そ
の
時
、
あ
の
幼
い
日
の
事
件
が
ぽ
っ
か
り
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
の
だ
っ
た
。

　

子
ど
も
の
言
葉
を
育
て
る
う
え
で
、
私
が
最
初
の
目
標
に
し
て
い
る
の
は
「
自

分
の
気
持
ち
を
言
葉
で
表
現
で
き
、
相
手
の
言
葉
を
聞
い
て
そ
の
心
を
理
解
で
き

る
こ
と
」
だ
が
、
あ
の
時
、
母
が
「
ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
」
と
優
し

く
聞
い
て
く
れ
て
い
た
ら
、
私
は
自
分
の
気
持
ち
を
言
葉
で
説
明
で
き
た
だ
ろ
う

か
。
ま
だ
無
理
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
ず
は
子
ど
も
の
言
う
こ
と

を
じ
っ
く
り
「
聴
く
」
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
と
思
う
の
だ
。

聴
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

山
根
基
世　
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

や
ま
ね　

も
と
よ　

こ
と
ば
の
杜
代
表
。
元
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
ス
室
長
。
一
九
七
一
年
早
稲
田
大
学

文
学
部
卒
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
入
局
。
ニ
ュ
ー
ス
番
組
、
旅

番
組
、
働
く
女
性
向
け
番
組
、
美
術
番
組
な
ど
を

担
当
。
著
書
『
こ
と
ば
で
「
私
」
を
育
て
る
』（
講

談
社
）
他
多
数
。
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前
回
の
学
習
指
導
要
領
か
ら
「
伝
え
合
う
力
を
高

め
る
」
と
い
う
文
言
が
国
語
科
の
教
科
目
標
に
位
置

づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
研

究
の
中
心
に
据
え
た
研
究
校
が
多
く
な
っ
た
。

　

一
方
、
今
次
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
こ
の

教
科
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
各
領
域
で
言
語
活

動
例
を
示
し
、
指
導
事
項
に
「
交
流
」
系
列
が
新
設

さ
れ
た
。「
交
流
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
授

業
の
中
で
話
し
合
い
な
ど
を
「
活
動
」
と
し
て
取
り

入
れ
て
き
た
実
績
を
も
と
に
、
そ
の
活
性
化
を
図
る

た
め
、「
伝
え
合
い
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
す
る
学
校

も
増
え
て
き
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
の
多
く
が
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

国語

の
領
域
か
ら
指
導
の
あ
り
方
を
探
ろ
う
と
し
、
そ
の

活
動
の
形
態
を
思
考
し
た
り
習
得
し
た
り
す
る
こ
と

を
研
究
の
方
法
論
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
話
型
や
態

度
な
ど
を
指
導
事
項
と
し
て
、
全
校
で
型
の
習
得
を

徹
底
す
る
こ
と
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を

育
て
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　

だ
が
、「
わ
た
し
は
、
…
…
と
思
い
ま
す
。
そ
の

わ
け
は
…
…
」
の
よ
う
な
話
型
の
習
得
が
、
子
ど
も

た
ち
の
学
習
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
性
化
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
活
性
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
話
型
な
ど
が
醸
成
さ
れ
て

い
く
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と｣

領
域
の
指
導
は
、｢

交
流｣

の
活

動
に
優
先
し
な
い
。

　

学
習
指
導
要
領
の
「
各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
の

系
統
表
」（『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』

付
録
参
照
）
に
お
い
て
も
、｢
交
流｣

は
「
書
く
こ

と｣｢

読
む
こ
と｣

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
効
果
的
な
授
業
の
展
開
を
目
ざ
し

て
、
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
な

ど
、｢

活
動｣

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た｢

交

流｣

が
、｢

指
導
事
項｣

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
の
意
味
は
何
か
。

　

｢

言
語
活
動
の
重
視｣

を
含
め
、
そ
の
背
景
に
は
、

新
し
い
学
力
観
の
中
心
を
な
す｢

生
き
る
力｣

が
あ

り
、
そ
の
底
流
に
はO

E
C

D

の
示
す
キ
ー
・
コ
ン

ピ
テ
ン
シ
ー
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
十
一
世
紀
を
生

き
る
人
間
に
必
要
な
能
力
と
し
て
、「
個
」
や
「
民
族
」

な
ど
を
超
え
た
「
人
類
」
と
し
て
の
持
続
可
能
な
発

展
へ
の
課
題
が
あ
る
。

　

一
般
的
に
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
は

社
会
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
、
意

思
の
伝
達
や
受
容
の
技
術
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ビ

ジ
ネ
ス
書
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。

　

し
か
し
、O

ECD

の
「
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」

に
お
け
る
〈
言
語
・
知
識
・
情
報
な
ど
の
ツ
ー
ル
を

相
互
作
用
的
に
活
用
す
る
能
力
〉
お
よ
び
〈
人
間
関

係
を
構
築
し
、
協
調
し
て
、
対
立
を
御
し
解
決
す
る

能
力
〉、〈
権
利
・
利
害
・
ニ
ー
ズ
な
ど
を
表
明
し
自
律

的
に
行
動
す
る
能
力
〉
は
、
こ
れ
か
ら
の
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
必
要
と
な
る
重
要
な
能
力
を
表

な
ぜ
、
今
「
交
流
」
か
？

国語

              
      「

交
流
」
を
効
果
的
に
授
業
に
取
り
入
れ
る

　

江
戸
川
区
・
文
京
区
の
小
学
校
で
教
鞭
を
執
り
、

三
鷹
市
教
育
委
員
会
指
導
室
長
や
東
京
都
教
育
庁
指

導
部
主
任
指
導
主
事
を
経
て
、
平
成
十
四
年
に
東
京

都
品
川
区
立
品
川
小
学
校
校
長
に
。
著
書
に
『
文
を

書
き
た
く
な
る
こ
と
ば
遊
び
』（
東
洋
館
出
版
）
な
ど

が
あ
る
。

秀
明
大
学
教
授

 

今い
ま

村む
ら　

久ひ
さ

二じ

「
交
流
」
を
活
性
化
す
る

○「
書
く
こ
と
」
に
お
け
る
系
列
名

　
「
交
流
」
に
関
す
る
事
項

○「
読
む
こ
と
」
に
お
け
る
系
列
名

　
「
自
分
の
考
え
の
形
成
及
び
交
流
」
に
関
す

　

る
事
項
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し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
誰
も
が
自
分
の
立
場
や
思
い
を

表
明
し
、
多
様
な
（
人
類4

と
し
て
、
と
い
う
視
点
も
含

め
）
人
間
関
係
を
構
築
し
、
言
語
や
情
報
な
ど
を
ツ
ー

ル
と
し
て
互
い
に
活
用
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
力
を
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
指
導
事
項
と
し
て
の
「
交
流
」
の
目
的

に
は
、
基
底
と
な
る
《
人
間
関
係
（
仲
よ
し
）
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
相
互

に
言
語
や
知
識
・
情
報
を
活
用
し
な
が
ら
思
考
を
練

り
上
げ
、
協
創
的
な
知
識
・
情
報
を
拓
き
、
高
次

の
人
間
関
係
を
築
い
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（《
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》）
能
力
が
期
待
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

こ
う
し
た
期
待
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
以
上
に
本
質
的
な
、
学
習
理
論
の
研
究
も
あ
る
。

そ
の
基
底
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
「
最
近
接
発

達
領
域
」
は
、
そ
の
後
、
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
に
よ
る
「
相

互
教
授
法
」（
一
九
八
四
年
）
の
提
唱
を
生
ん
だ
。
詳

述
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
「
最

近
接
発
達
領
域
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

｢

他
人
と
の
関
わ
り
合
い｣

か
ら
発
達
す
る
学
び

を｢

交
流｣

の
側
面
か
ら
概
観
す
る
と
、そ
こ
に
は
、

大
き
く
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、知
的
な
発
達
を
軸
に
す
る
と
、｢

交

流｣

は
、
ま
さ
に
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る｢

思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力｣

の
育
成
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
、
学
び
を
広
げ
る
指
導
事
項
な
の
で
あ
る
。

　　
「
交
流
」
を
活
性
化
す
る
に
は
、
学
級
経
営
・
教

科
経
営
の
観
点
か
ら
、
基
底
と
な
る
人
間
関
係
づ
く

り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
が
大
前
提
で
あ

る
。「
肯
定
的
に
聞
い
て
も
ら
え
る
」「
ま
ち
が
っ
て

も
笑
わ
れ
な
い
」「
応
援
の
気
持
ち
で
聞
く
」
な
ど

が
集
団
の
雰
囲
気
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。相
互
の
情
報
や
成
果
の
や
り
と
り
が
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
フ
ラ
ッ
ト
な
雰
囲
気
で
展
開
し
て

い
く
学
級
づ
く
り
を
目
ざ
し
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
自
然
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
中
で
認
め
合
い
が
育
ち
、
集
団
へ
の
寄
与
が
評
価

（
相
互
・
自
己
）
の
基
本
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
つ

ま
り
、「
話
す
」
こ
と
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
に
「
聞
く
」
こ
と
が
、「
寄
与
」
と
し
て
重
視

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
学
び
の
交
流
を
活
性
化
す
る
た
め

に
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
を
基
本
に
授
業
を
進
め
た

い
。

①
対
論
で
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま

　

ず
、〈
同
じ
考
え
〉
を
拾
い
、安
心
感
を
も
た
せ
る
。

②
賛
同
し
つ
つ
、
つ
け
た
す
と
い
う
発
言
に
広
げ
、

　

思
考
の
強
化
を
図
る
。

③
質
問
な
ど
で
異
論
を
取
り
上
げ
、
視
野
を
広
げ
た

　

り
視
点
を
変
え
た
り
す
る
。

④
自
分
の
考
え
の
深
化
や
変
容
を
肯
定
的
に
意
識
さ

　

せ
、
交
流
の
よ
さ
を
実
感
さ
せ
る
。

⑤
特
に
、「
○
○
さ
ん
が
う
な
ず
き
な
が
ら
聞
い
て

　

く
れ
た
か
ら
安
心
し
て
話
せ
た
」
な
ど
の
、「
聞

　

く
こ
と
」
の
〈
交
流
へ
の
寄
与
〉
を
振
り
返
り
の

　

重
要
な
観
点
と
し
て
意
識
さ
せ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
学
習
習
慣
を
も
と

に
、
指
導
事
項
と
し
て
の
「
交
流
」
を
活
性
化
す
る

た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
意
識
し
た
い
。

学
び
を
広
げ
る｢

交
流｣

学
習
者
が
一
人
で
で
き
る
レ
ベ
ル
と
、
教
師

や
仲
間
に
支
え
ら
れ
て
で
き
る
レ
ベ
ル
と
の

間
に
、
他
人
と
の
関
わ
り
合
い
か
ら
発
達
す

る
と
い
う
領
域
が
あ
る
。

《
人
間
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
か
ら

《
知
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
へ

○
自
分
と
共
通
の
経
験
・
知
識
を
も
つ
他
者
と

共
感
し
た
り
共
通
理
解
で
き
る
こ
と
に
よ
っ

て
安
心
感
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の

思
考
が
強
化
さ
れ
る
。

○
自
分
と
異
な
る
経
験
や
知
識
を
も
つ
他
者
と

の
関
わ
り
合
い
・
交
流
に
よ
っ
て
思
考
が
広

が
る
。

○
他
者
か
ら
の
質
問
や
意
見
・
批
評
・
批
判
な

ど
が
、
自
分
の
思
考
を
反
省
的
に
吟
味
さ
せ

る
。
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考
の
強
化
を
図
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
交
流

形
態
を｢

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
流｣

と
呼
ん
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
指
導
事
項
の
「
交
流
」
を
目
的
と
し
て

活
動
さ
せ
る
た
め
に
は
、
多
様
な
必
然
性
の
あ
る
形

態
が
設
計
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
交
流
に
よ
る
成
就

感
が
重
要
で
あ
る
。
通
常
の
多
様
な
交
流
に
よ
る
高

め
合
い
や
深
め
合
い
の
経
験
を
基
底
に
し
て
、
さ
ら

に
「
交
流
」
を
目
的
と
し
て
意
図
的
に
学
習
展
開
の

軸
に
す
る
単
元
な
ど
を
開
発
し
た
い
。

　

紙
面
が
な
い
の
で
一
例
を
あ
げ
る
。
本
稿
に
続
く

岡
﨑
教
諭
の
実
践
例
と
対
照
し
な
が
ら
理
解
し
て
ほ

し
い
。

　

一
般
に
定
着
し
た
メ
ソ
ッ
ド
名
で
は
な
い
が
、
親

グ
ル
ー
プ
の
発
表
形
態
な
ど
の
方
針
に
そ
っ
て
、
課

題
を
分
担
し
、
各
親
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
分
担
者
ど
う

し
が
調
査
な
ど
の
共
通
目
的
別
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成

（
出
向
）し
、学
習
す
る
方
式
で
あ
る
。
親
グ
ル
ー
プ

で
の
分
担
の
話
し
合
い
、
出
向
先
グ
ル
ー
プ
で
の
共

同
追
究
の
話
し
合
い
や
活
動
、
親
グ
ル
ー
プ
に
戻
っ

て
の
経
過
や
成
果
の
報
告
、
発
表
準
備
の
た
め
の
話

し
合
い
な
ど
、
多
様
で
、
メ
ン
バ
ー
全
員
に
責
任
が

生
じ
る
学
習
形
態
で
あ
る
。左
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

国語  

　

つ
ま
り
、「
交
流
」
が
必
要
な
も
の
、
不
可
欠
な

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
共
同
（
グ
ル
ー
プ
）
で
追

究
す
る
こ
と
が
自
分
の
た
め
で
あ
り
、
自
分
が
追
究

す
る
こ
と
が
共
同
（
グ
ル
ー
プ
）
の
た
め
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
前
項
の
①
を
意
識
し
た
交
流
で
は
、

｢

情
景
や
心
情
を
想
像
す
る
〈
手
が
か
り
と
な
る
言

葉
〉」
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
れ
を
カ
ー
ド
な
ど
に
書

き
出
し
、
全
員
自
由
に
歩
い
て｢

同
じ
言
葉｣

を
見

つ
け
た
友
達
を
見
つ
け
、
次
々
に
対
話
し
て
い
く
。

｢

最
低
三
人
と
お
話
し
し
て
こ
よ
う｣

と
い
う
よ
う

な
め
あ
て
で
相
手
を
探
さ
せ
、
対
話
を
深
め
る
な
ど
の

活
動
を
取
り
入
れ
た
い
。〈
同
じ
〉
を
優
先
し
て
、
思

指
導
事
項
「
交
流
」
を
授
業
化
す
る

共
通
の
目
的
を
も
た
せ
た
「
出
向
学
習
」
の
例

●親グループで学習課題の追究方法，ゴールの活動を話し合う。
●課題を分担する。

○同じ課題を分担した各グループの担当が集まり，課題別グルー
　プを編成する。
○課題別グループで共同追究を展開する。
○課題別グループで成果を共有する。

●課題別グループの成果を親グループにもち帰る。
●各課題について，担当の報告会を開く。
●ゴールの活動に向け，個別・共同の準備を進める。
●ゴールの活動へ。

※○は課題別グループでの活動，●は親グループでの活動を表す。

親グループ A

A1 A2 A3

出向

戻る

A1
B1

C1

課題別グループ 1

B C

32

共同追究
課題別グループを編成し
親グループから出向する

親グループ A

A1 A2 A3

①課題別グループの成果の共有

②共同活動

ゴールの活動

○「
交
流
」
自
体
に
「
目
標
」
が
あ
り
、「
評
価
」

が
あ
る
こ
と
。

○
し
た
が
っ
て
、「
話
し
合
い
」
で
単
に
「
授

業
が
盛
り
上
が
っ
た
」
と
い
う
結
果
で
は

な
く
、
個
々
の
児
童
に
目
標
の
達
成
・
成

就
感
な
ど
の
成
果
が
あ
る
こ
と
。

○「
話
し
合
っ
て
気
づ
き
や
理
解
が
進
ん
だ
」

だ
け
で
は
な
く
、
内
容
の
深
化
と
と
も
に
、

「
認
め
合
い
」「
高
め
合
い
」
が
意
識
さ
れ
、

「
交
流
」
自
体
の
効
果
や
必
要
性
が
話
し
合

い
の
成
果
と
し
て
、
学
ば
れ
て
い
く
こ
と
。

…

…

… B C
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本
校
で
は
、
例
年
、
理
科
で
育
て
て
い
る
ツ
ル
レ

イ
シ
の
種
を
翌
年
の
学
習
に
生
か
せ
る
よ
う
に
、
次

年
度
の
三
年
生
に
引
き
継
い
で
い
る
。
本
単
元
で
は
、

そ
の
時
に
種
を
入
れ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
作
り
を
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
行
い
、
そ
の
過
程
を
通
し
て
、
話
し
合
う

力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
。
出
向
学
習
の

形
態
を
と
り
、
児
童
一
人
一
人
が
自
分
の
役
割
を
実

感
し
、
必
然
性
の
あ
る
交
流
活
動
を
行
う
こ
と
を
目

ざ
し
た
。

　

児
童
は
、
親
グ
ル
ー
プ
と
出
向
先
と
の
二
グ
ル
ー

プ
に
所
属
す
る
。
親
グ
ル
ー
プ
で
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
作

り
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
出
向
先
の
グ
ル
ー
プ

で
し
っ
か
り
と
学
ん
で
、
成
果
を
も
ち
帰
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
活
動
す
る
中
で
、

交
流
の
力
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

○
相
手
を
意
識
し
、
理
由
や
事
例
を
あ
げ
て
具
体
的

　

に
話
す
。
Ａ
⑴
イ

○
互
い
の
考
え
の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
な
が
ら

　

話
し
合
う
。
Ａ
⑴
オ

①
学
習
計
画
を
立
て
、
各
自
の
担
当
を
決
め
る
。

②
企
画
会
議
（
親
グ
ル
ー
プ
）
で
、
三
年
生
に
伝
え

た
い
こ
と
を
話
し
合
う
。
親

③
担
当
者
会
議
（
出
向
先
）
で
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
す

る
部
分
に
つ
い
て
役
割
や
特
徴
を
考
え
、
理
解
を

深
め
る
。
出

④
担
当
者
会
議
で
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
う
。
出

⑤
企
画
会
議
で
担
当
者
会
議
の
内
容
を
報
告
し
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
の
候
補
を
選
ぶ
。
親

⑥
担
当
者
会
議
で
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
を
報
告
・
調
整

後
、
企
画
会
議
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
を
決
定

す
る
。
出
→
親

⑦
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
制
作
す
る
。
親

⑧
新
作
発
表
会
を
行
い
、
作
品
を
紹
介
し
合
う
。

［
課
外
］
三
年
生
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
。

第
一
時　

ツ
ル
レ
イ
シ
の
種
を
三
年
生
に
届
け
る
と

い
う
話
題
で
、
学
級
全
体
で
話
し
合
っ
た
。「
も
ら
っ

て
ド
キ
ド
キ
す
る
よ
う
な
袋
に
入
れ
て
渡
し
、
育
て

て
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
意
見
が

出
た
。
そ
こ
で
、
見
た
時
に
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な

袋
を
作
り
、
そ
れ
に
種
を
入
れ
て
三
年
生
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
よ
う
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
、
児
童
と
と

も
に
学
習
計
画
を
立
て
た
。

　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
会
社
を
設
立
し
、
種
を
入
れ
る

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
制
作
す
る
。
こ
の
会
社
が
、
児
童
が

属
す
る
親
グ
ル
ー
プ
（
五
人
組
）
で
あ
る
。
会
社
に

名
前
を
つ
け
、
メ
ン
バ
ー
表
を
作
成
し
て
親
グ
ル
ー

プ
へ
の
所
属
意
識
を
高
め
る
よ
う
に
し
た
。

　

会
社
の
中
で
、
商
品
名
・
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
・
ツ

ル
レ
イ
シ
を
使
っ
た
料
理
の
レ
シ
ピ
・
デ
ザ
イ
ン
・

豆
知
識
の
五
つ
の
役
割
を
一
人
一
役
で
分
担
し
た
。

第
二
時　

親
グ
ル
ー
プ
の
め
あ
て
を
作
り
出
す
交
流

　

企
画
会
議
（
親
グ
ル
ー
プ
）
で
、
三
年
生
に
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
伝
え
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
し
た
い
か
を

話
し
合
う
。
ツ
ル
レ
イ
シ
の
こ
と
を
調
べ
、
情
報
ボ
ー

ド
を
作
成
し
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
話
し
合
っ
た
。

　

会
社
の
め
あ
て
を
決
め
る
会
議
な
の
で
、初
め
に
、

互
い
の
意
見
を
よ
く
聞
き
、
共
通
点
や
相
違
点
を
探

し
な
が
ら
話
し
合
う
こ
と
を
確
認
し
た
。「
無
駄
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
」「
よ
さ
が
た
く
さ

ん
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
」
な
ど
の
め
あ
て
が
決

ま
っ
た
。

第
三
時　

共
同
の
課
題
に
向
か
っ
て
助
け
合
い
な
が

　
　
　
　

ら
学
習
を
進
め
る
交
流

　

一
回
め
の
担
当
者
会
議
（
出
向
先
）
で
あ
る
。
各

会
社
の
代
表
と
い
う
こ
と
で
、
児
童
は
意
気
揚
々
と

参
加
し
て
い
た
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
、
実
際
に
あ
る

商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
見
な
が
ら
、
自
分
た
ち
が
担
当

す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
ん
な
効
果
が
あ
る

の
か
な
ど
を
考
え
る
こ
と
か
ら
会
議
が
始
ま
っ
た
。

　

会
社
（
親
グ
ル
ー
プ
）
か
ら
来
て
い
る
の
は
自
分

教
材
に
つ
い
て

単
元
の
目
標

東
京
都
新
宿
区
立

戸
山
小
学
校
主
任
教
諭

 

岡お
か
ざ
き﨑  

智と
も

子こ

三
年
生
に
ツ
ル
レ
イ
シ（
ニ
ガ
ウ
リ
）

の
種
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ
う

学
習
計
画
（
全
８
時
間
）

指
導
の
実
践

交
流
活
動
を
取
り
入
れ
た
実
践
例
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一
人
と
い
う
状
況
か
ら
、
自
然
と
一
人
一
人
が
真
剣

に
取
り
組
み
、
友
達
ど
う
し
で
確
か
め
合
い
な
が
ら

進
め
て
い
た
。

第
四
時　

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
よ
り
よ
い
も
の

　
　
　
　

を
作
り
上
げ
る
交
流

　

二
回
め
の
担
当
者
会
議
（
出
向
先
）
で
あ
る
。
前

時
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合

い
、
適
否
や
改
良
点
な
ど
を
話
し
合
っ
た
あ
と
、
ア

イ
デ
ア
ボ
ー
ド
に
案
を
書
き
た
め
る
。

　

最
初
に
、
以
前
の
会
議
の
音
声
を
聞
か
せ
、
話
し

合
い
の
仕
方
を
振
り
返
っ
た
。「
発
言
を
受
け
止
め

る
あ
い
づ
ち
を
打
っ
て
も
ら
う
と
安
心
す
る
」「
理

由
を
尋
ね
る
こ
と
で
友
達
の
考
え
を
引
き
出
せ
る
」

な
ど
の
言
葉
が
児
童
か
ら
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
意

識
す
る
と
上
手
に
話
し
合
え
る
こ
と
を
全
員
で
確
認

し
、
会
議
を
開
始
し
た
。

第
五
時　

出
向
先
で
考
え
た
ア
イ
デ
ア
を
親
グ
ル
ー

　
　
　
　

プ
に
も
ち
帰
り
、
報
告
す
る
交
流

　

二
回
め
の
企
画
会
議
（
親
グ
ル
ー
プ
）
で
あ
る
。

担
当
者
会
議
の
内
容
報
告
を
受
け
て
、
会
社
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
使
い
た
い
も
の
の
候
補
を
選
ぶ
。

　

担
当
者
は
、
自
分
た
ち
が
考
え
た
こ
と
を
正
確
に

伝
え
る
こ
と
が
、
そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
正
し
く
聞

き
取
り
、
判
断
の
材
料
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

今
回
は
会
社
と
し
て
の
案
を
選
ぶ
。
友
達
の
意
見

に
つ
な
げ
て
話
し
た
り
、
相
違
を
考
え
た
り
、
発
言

の
な
い
人
に
尋
ね
た
り
す
る
こ
と
で
、
全
員
の
意
見

を
引
き
出
し
、
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
確
認
し

た
。話
し
合
い
を
進
め
る
際
に
役
立
つ
言
葉
を
集
め
、

手
引
き
（
便
利
な
言
葉
集
）
と
し
て
示
し
た
。

　

児
童
は
、
出
向
先
で
の
成
果
を
披
露
す
る
の
で
、

ど
こ
と
な
く
誇
ら
し
げ
に
話
を
し
て
い
た
。ふ
だ
ん
、

な
か
な
か
話
し
合
い
で
発
言
を
し
な
い
児
童
も
、
ア

イ
デ
ア
ボ
ー
ド
を
活
用
し
、
自
分
の
担
当
内
容
を
報

告
し
た
の
を
境
に
発
言
回
数
が
増
え
、
積
極
的
に
話

し
合
い
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
出
向
先
の
み

ん
な
で
考
え
た
と
い
う
安
心
感
や
、
自
分
の
報
告
を

友
達
が
聞
き
、
そ
れ
を
も
と
に
話
し
合
い
が
進
ん
だ

こ
と
が
、
自
信
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
六
時　

調
整
、
改
良
す
る
た
め
の
交
流

　

三
回
め
の
担
当
者
会
議
（
出
向
先
）
を
行
い
、
決

ま
っ
た
候
補
を
発
表
し
合
う
。
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た

り
、候
補
が
重
複
し
た
際
の
調
整
を
行
っ
た
り
し
て
、

会
社
ご
と
の
最
終
デ
ザ
イ
ン
を
決
定
す
る
。そ
の
後
、

担
当
者
は
会
社
に
戻
り
、企
画
会
議
（
親
グ
ル
ー
プ
）

で
報
告
し
た
。

第
七
時　

パ
ッ
ケ
ー
ジ
作
り
の
作
業
に
伴
う
交
流

　

決
定
し
た
案
を
も
と
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
制
作
す

る
。
出
向
経
験
を
経
て
、
担
当
す
る
部
分
に
責
任
や

誇
り
を
も
ち
、全
員
が
熱
心
に
制
作
に
取
り
組
ん
だ
。

　

完
成
す
る
と
「
や
っ
た
」
な
ど
の
歓
声
が
あ
が
り
、

共
同
で
作
り
上
げ
た
達
成
感
を
味
わ
っ
て
い
た
。

第
八
時　

新
作
パ
ッ
ケ
ー
ジ
発
表
会
で
作
品
を
発
表

し
合
う
。
考
え
た
ア
イ
デ
ア
が
実
際
の
形
に
な
っ
た

こ
と
で
話
し
合
う
こ
と
の
よ
さ
を
実
感
し
て
い
た
。

　

本
実
践
で
は
、
特
に
以
下
の
五
点
に
留
意
し
た
。

①
児
童
に
と
っ
て
魅
力
的
な
課
題
を
設
定
す
る
。
②

会
社
（
親
グ
ル
ー
プ
）
へ
の
所
属
意
識
を
高
め
る
。

③
話
し
合
い
の
目
的
を
確
認
し
て
か
ら
会
議
を
始
め

る
。
④
出
向
先
で
活
動
す
る
時
に
、
グ
ル
ー
プ
ご
と

の
学
習
の
手
引
き
を
作
成
す
る
。
⑤
活
動
報
告
や
話

し
合
い
の
補
助
と
な
る
資
料
（
情
報
ボ
ー
ド
・
ア
イ

デ
ア
ボ
ー
ド
・
便
利
な
言
葉
集
）
を
作
成
す
る
。

　

目
的
意
識
や
相
手
意
識
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
自

分
の
属
す
る
親
グ
ル
ー
プ
の
た
め
に
が
ん
ば
り
た
い

と
い
う
意
欲
を
高
め
る
こ
と
、
ど
ん
な
子
も
自
信
を

も
っ
て
参
加
で
き
る
よ
う
、
手
引
き
や
資
料
を
作
成

す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
児
童
一

人
一
人
に
と
っ
て
効
果
的
な
交
流
と
な
る
。

　　

単
元
前
に
は
、
自
分
の
意
見
を
主
張
し
合
う
だ
け

に
近
か
っ
た
話
し
合
い
が
、
単
元
終
了
後
に
は
、
相

手
の
意
見
を
「
聞
く
」、
そ
れ
に
対
し
て
考
え
を
述

べ
合
う
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
た
。
ま
た
、
自
分
の

意
見
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
、
例
示
を
し
た
り
、

言
い
か
え
た
り
し
な
が
ら
話
す
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
単
元
を
通
し
て
、「
相
手
を
意
識
し
て

具
体
的
に
伝
え
る
」「
互
い
の
意
見
を
統
合
し
て
新

し
い
考
え
を
生
み
出
す
」
と
い
っ
た
交
流
の
力
が
少

し
ず
つ
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

出
向
学
習
の
形
態
を
と
っ
た
結
果
、
一
人
一
人
の

学
習
へ
の
意
欲
や
自
信
が
確
実
に
高
ま
っ
た
。ま
た
、

互
い
の
存
在
を
認
め
合
う
こ
と
も
で
き
、
出
向
学
習

は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
有
効
で
あ
る
と
感
じ
た
。

終
わ
り
に

実
践
で
の
留
意
点
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朝
夕
の
風
に
、
少
し
ば
か
り
涼
し
さ
を
感
じ
る
今

日
こ
の
頃
。
さ
て
、
季
節
は
芸
術
の
秋
で
す
。
今
回

は
「
古
典
芸
能
の
舞
台
を
め
ぐ
る
」
と
題
し
、
古
典

芸
能
を
上
演
す
る
東
京
の
劇
場
を
歩
い
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

東
京
メ
ト
ロ
・
半
蔵
門
駅
か
ら
徒
歩
五
分
。
国
立

劇
場
へ
向
か
う
道
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
案
内
標
識

古
典
芸
能
の
舞
台
を
め
ぐ
る

元
東
京
都
東
久
留
米
市
立
小
山
小
学
校
教
諭

長は

谷せ

川が
わ 

峻た
か
し　

監
修

文学教材の舞台

★

★
★

★

★

鈴本演芸場

JR中央・
総武線

JR山手線

国立劇場
国立演芸場

国立能楽堂

末廣亭

歌舞伎座

新
宿

千
駄
ヶ
谷

四
ツ
谷

池袋

上野

東京

品川

渋谷

秋葉原

浜松町

が
あ
り
、
迷
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
一
人
、
ま
た

一
人
と
和
服
姿
の
人
と
す

れ
違
う
た
び
、
こ
こ
が
古

典
芸
能
の
本
拠
地
だ
と
い

う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　

奈
良
東
大
寺
・
正
倉
院

の
校
倉
造
を
模
し
て
造
ら

れ
た
外
観
に
は
、
シ
ン
プ

ル
な
が
ら
洗
練
さ
れ
た
様

式
美
が
あ
り
ま
す
。
東
向

き
の
正
面
入
り
口
か
ら
は
、
内
堀
通
り
と
桜
田
濠
を

は
さ
ん
で
皇
居
が
見
え
ま
す
。

　

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
、
古
典
芸
能
の
保
存

お
よ
び
振
興
を
目
的
に
開
場
し
た
国
立
劇
場
に
は
、

大
小
二
つ
の
劇
場
が
あ
り
ま
す
。
大
劇
場
（
客
席

一
六
一
〇
）
で
は
歌
舞
伎
、
小
劇
場
（
同
五
九
〇
）

で
は
文
楽
を
中
心
に
上
演
。
こ
の
ほ
か
、
日
本
舞
踊

や
邦
楽
、
民
俗
芸
能
な
ど
も
上
演
し
て
い
ま
す
。
大

劇
場
の
場
内
写
真
に
見
え
る
の
は
、
主
に
歌
舞
伎
の

舞
台
で
使
わ
れ
る
定

じ
ょ
う

式し
き

幕ま
く

で
す
。
黒
・
萌
黄
・

柿
の
三
色
の
縦
じ
ま

は
、
も
は
や
歌
舞
伎
の

シ
ン
ボ
ル
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
で
す
。
ち
な
み

に
こ
の
定
式
幕
、
実
は

国
立
劇
場
と
歌
舞
伎
座

と
で
色
の
配
列
が
異
な

り
ま
す
。観
劇
の
際
は
、

両
方
を
見
比
べ
て
み
る

の
も
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
う
。

　

歌
舞
伎
や
邦
楽
を
親
子
で
鑑
賞
す
る
企
画
公
演
、

出
演
者
に
よ
る
解
説
つ
き
の
歌
舞
伎
・
文
楽
鑑
賞
教

室
な
ど
は
、
初
め
て
見
る
人
に
お
勧
め
で
す
。
平
成

二
五
年
度
文
楽
鑑
賞
教
室
は
、
一
二
月
四
～
一
六
日

に
国
立
劇
場
小
劇
場
で
開
催
予
定
で
す
。

http://w
w

w
.ntj.jac.go.jp/kokuritsu.htm

l

◆
国
立
演
芸
場

　

落
語
や
講
談
な
ど
大
衆
芸
能
の
た
め
の
演
芸
場
。

一
九
七
九
（
昭
和

五
四
）
年
に
国
立

劇
場
の
隣
に
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
客

席
三
〇
〇
の
場
内

は
、
富
嶽
三
十
六

景
の
「
凱
風
快
晴

（
赤
富
士
）」が
江

戸
時
代
の
雰
囲
気

を
醸
し
出
し
ま
す
。

　

上
演
の
中
心
は

古
典
芸
能
の
保
存
・
振
興
の
拠
点

国
立
劇
場
（
半
蔵
門
）

国立劇場外観

国立劇場大劇場

国立演芸場



� 国語  

寄
席
公
演
で
、
上
席
（
毎
月
一
～
一
〇
日
）、
中
席

（
同
一
一
～
二
〇
日
）
の
十
日
ご
と
に
出
演
者
と
演

目
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
一
般
二
〇
〇
〇
円
、
小
学

生
一
〇
〇
〇
円
と
い
う
比
較
的
安
め
の
料
金
が
う
れ

し
い
で
す
ね
。
こ
の
ほ
か
、月
一
回
の
国
立
名
人
会
、

花
形
演
芸
会
や
、
毎
年
恒
例
の
夏
休
み
企
画
「
親
子

で
楽
し
む
演
芸
会
」
な
ど
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。
一

階
の
資
料
展
示
室
で
は
、
演
芸
に
関
す
る
企
画
展
を

無
料
開
催
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

http://w
w

w
.ntj.jac.go.jp/engei.htm

l

◆
伝
統
芸
能
情
報
館

　

古
典
芸
能
の
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、
二
〇
〇
三

（
平
成
一
五
）
年
に
国
立
劇
場
敷
地
内
に
設
置
さ
れ

た
施
設
。
情
報
展
示
室
、図
書
閲
覧
室
、レ
ク
チ
ャ
ー

室
を
備
え
、
企
画
展
や
伝
統
芸
能
サ
ロ
ン
、
公
演
記

録
鑑
賞
会
な
ど
を
無
料
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
の
「
文
化
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」

は
、
使
い
勝
手
も
よ
く
、
古
典
芸
能
に
つ
い
て
調
べ

る
際
の
ツ
ー
ル
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
。

http://w
w

w
.ntj.jac.go.jp/tradition.htm

l

写
真
提
供
／
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

　

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
閉
場
か
ら
三
年
の

時
を
経
て
、今
年
四
月
に
開
場
し
た
新
生
歌
舞
伎
座
。

銀
座
に
お
け
る
歌
舞
伎
座
の
歴
史
は
古
く
、
初
代
が

誕
生
し
た
の
は
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
こ
と
。

そ
の
後
、
火
災
や
震
災
、
戦
禍
に
見
舞
わ
れ
て
焼
失

し
ま
す
が
、
そ
の
た
び
に
復
活
を
遂
げ
、
現
在
の
劇

場
で
五
代
め
と
な
り
ま
す
。

　

第
五
期
歌
舞
伎
座
の
特
徴
は
、
威
風
堂
々
と
し
た

桃
山
風
の
劇
場
と
、
そ
の
背
後
に
そ
び
え
る
地
下
四

階
・
地
上
二
九
階
の
高
層
ビ
ル
か
ら
な
る
複
合
施
設

で
あ
る
点
で
す
。
今
回
、設
計
を
担
当
し
た
建
築
家
・

隈く
ま

研け
ん

吾ご

氏
は
、
伝
統
と
モ
ダ
ン
の
融
合
に
最
も
気
を

配
っ
た
と
い
い
ま
す
。
写
真
上
段
が
、
一
二
五
年
の

歴
史
と
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
百
年
先
を
見
す
え
、

安
全
や
環
境
面
に
も
配
慮
し
た
と
い
う
「
Ｇ
Ｉ
Ｎ

Ｚ
Ａ 

Ｋ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｚ
Ａ
」。
下
段
は
六
〇
年
に
わ

た
っ
て
歌
舞
伎
フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
た
第
四
期
歌
舞
伎

座
で
す
。
ご
覧
の
よ
う
に
、
第
五
期
の
劇
場
部
分
の

意
匠
は
、第
四
期
の
面
影
を
色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。

長
く
銀
座
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
親
し
ま
れ
た
第

四
期
歌
舞
伎
座
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
っ
た
「
Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｚ
Ａ 

Ｋ
Ａ
Ｂ
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｚ
Ａ
」

界
隈
を
歩
い
て
み
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

　

左
は
第
五
期
歌
舞
伎
座
の
舞
台
写
真
で
す
。
歌

舞
伎
専
用
の
劇
場
ら
し
く
、
舞
台
下
手
か
ら
客
席

に
伸
び
た
花
道
が
見
え
ま
す
。
舞
台
と
花
道
の
床

に
見
え
る
黒
っ
ぽ
い
長
方
形
は
、「
迫せ

り
」
と
呼
ば

れ
る
昇
降
装
置
。
こ
の
装
置
は
、
大
道
具
を
上
げ
下

げ
し
た
り
、
役
者
の
登
場
・
退
場
を
よ
り
効
果
的
に

演
出
し
た
り
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。
一
階
か
ら

三
階
ま
で
の
客
席
は

一
八
〇
八
、四
階
の

一
幕
見
席
九
六
、
立

見
六
〇
。
手
ご
ろ
な

価
格
で
、
見
た
い
幕

だ
け
を
気
軽
に
見
ら

れ
る
一
幕
見
席
は
、

初
心
者
に
お
勧
め
の

席
で
す
。

　

新
装
な
っ
た
歌
舞

伎
座
に
は
、
実
は
チ

明
治
よ
り
歌
舞
伎
と
と
も
に
歴
史
を
刻
む
殿
堂

歌
舞
伎
座
（
東
銀
座
）

伝統芸能情報館

写真上：第五期歌舞伎座　写真下：第四期歌舞伎座

舞台／第五期歌舞伎座　



1010

ケ
ッ
ト
が
な
く
て
も
楽
し
め
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。
東
京
メ
ト
ロ
・
東
銀
座
駅
と
直
結
し
た
地
下
二

階
は
、
売
店
や
飲
食
店
が
立
ち
並
ぶ
広
場
。
歌
舞
伎

座
の
座
紋
で
あ
る
鳳ほ
う
お
う凰
の
大
提
灯
に
迎
え
ら
れ
て
歩

を
進
め
る
と
、
そ
こ
は
ま
る
で
に
ぎ
や
か
な
祭
り
の

一
場
面
の
よ
う
。
観
劇
の
つ
い
で
に
立
ち
寄
っ
た
人

や
観
光
客
で
活
気
づ
く
広
場
は
、
そ
こ
に
い
る
だ
け

で
日
常
と
は
違
う
ハ
レ
の
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。
こ
の
広
場
で
は
、
な
ん
と
自
動
販
売
機
ま
で
歌

舞
伎
仕
様
で
す
。
黒
・
柿
・
萌
黄
の
定
式
幕
を
ま
と
っ

た
販
売
機
を
見
る
と
、
思
わ
ず
頬
が
緩
み
ま
す
。

　

休
演
日
に
も
開
場
し
て
い
る
五
階
フ
ロ
ア
に
は
、

歌
舞
伎
座
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
屋
上
庭
園
が
あ
り
ま
す
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
で
は
、
季
節
に
応
じ

た
テ
ー
マ
で
企
画
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
歌
舞

伎
の
美　

春
」「
歌
舞
伎
の
夏　

色
彩
と
音
」に
続
き
、

九
月
一
二
日
か
ら
は
秋
期
企
画
展
が
始
ま
る
予
定
で

す
。
入
場
料
は
、
小
学
生
以
上
五
〇
〇
円
。
歌
舞
伎

座
屋
上
に
造
ら
れ
た
回
遊
式
日
本
庭
園
も
ま
た
、
ぜ

ひ
訪
れ
た
い
場
所
の
一
つ
。
こ
ち
ら
は
入
場
無
料
で

都
会
の
オ
ア
シ
ス
を
散
策
で
き
ま
す
。

　

四
月
二
日
に
「
杮こ
け
ら
お
と
し

葺
落
四
月
大
歌
舞
伎
」
の
初
日

が
開
幕
し
た
歌
舞
伎
座
で
は
、
来
春
ま
で
こ
け
ら
落

と
し
公
演
が
続
き
ま
す
。
九
月
一
～
二
五
日
は
「
九

月
花
形
歌
舞
伎
」
を
上
演
中
で
す
。

http://w
w

w
.shochiku.co.jp/play/kabukiza/

写
真
提
供
／
松
竹
株
式
会
社

 　
Ｊ
Ｒ
千
駄
ヶ
谷
駅
付
近
は
、
東
京
体
育
館
、
国
立

競
技
場
、
神
宮
球
場
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が
集
合

し
、
新
宿
御
苑
も
隣
接
す
る
緑
豊
か
な
エ
リ
ア
。
ま

た
、
近
く
に
日
本
将
棋
連
盟
の
本
部
が
入
っ
た
将
棋

会
館
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
駅
の
ホ
ー
ム
に
は
大お
お
や
ま
や
す

山
康

晴は
る

十
五
世
名
人
の
筆
に
よ
る
「
王
将
」
駒
の
石
碑
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

駅
を
出
て
、
都
道
四
一
四
号
線
を
西
に
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
直
進
し
、
左
手
に
日
本
風
の
門
と
美

し
く
整
え
ら
れ
た
前
庭
が
見
え
た
ら
、
そ
こ
が
お
目

あ
て
の
国
立
能
楽
堂
の
入
り
口
で
す
。

　

国
立
能
楽
堂
は
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年

に
能
楽
の
普
及
と
発
展
、
後
継
者
の
育
成
を
目
的

に
設
立
さ
れ
た
能
楽
専
用
の
劇
場
。
室
町
時
代
か

漂
い
ま
す
。
あ
た
か
も
見
る
者
を
日
常
の
喧
騒
か
ら

解
き
放
ち
、
幽
玄
の
世
界
へ
と
誘
う
よ
う
で
す
。

　

今
年
開
場
三
〇
周
年
を
迎
え
る
国
立
能
楽
堂
で

は
、
四
月
か
ら
来
年
一
月
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念

公
演
を
上
演
中
で
す
。
開
場
月
の
九
月
に
「
翁お
き
な」
を

口
開
け
に
開
場
記
念
公
演
を
四
日
間
に
わ
た
り
上
演

す
る
ほ
か
、
一
一
月
に
は
能
「
道ど
う

成じ
ょ
う

寺じ

」、
一
二
月

に
は
狂
言
「
釣つ
り

狐ぎ
つ
ね

」
と
い
っ
た
大
曲
が
ひ
か
え
て
お

り
、
能
楽
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
な
ん
と
も
楽
し
み
な

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
公
演
や
記
念
公
演
の
ほ
か
、
手
ご
ろ
な
価

格
で
見
ら
れ
る
鑑
賞
教
室
や
、
夏
休
み
恒
例
の
親
子

企
画
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
か
た
は
、ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
情
報
収
集
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

http://w
w

w
.ntj.jac.go.jp/nou.htm

l

写
真
提
供
／
日
本
芸
術
文
化
振
興
会

ら
六
〇
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
演
じ
継
が
れ
て

き
た
舞
台
芸
術
で
あ

る
、
能
お
よ
び
狂
言
を

鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
玄
関
広
間
や
食

堂
に
は
中
庭
か
ら
明
る

い
光
が
さ
し
込
み
、
木

材
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い

た
内
装
に
心
が
和
み
ま

す
。

　

客
席
と
能
舞
台
の
間
に

緞
帳
は
な
く
、
四
本
の
柱

で
支
え
ら
れ
た
屋
根
付
き

の
舞
台
は
、
三
方
吹
き
抜

け
、
正
面
奥
の
鏡
板
に
松

の
絵
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
下
手
に
「
橋
掛
り
」

と
呼
ば
れ
る
通
路
が
あ
る

の
も
能
舞
台
の
特
徴
で

す
。
檜
づ
く
り
の
舞
台
か

ら
は
荘
厳
さ
と
優
美
さ
が

開
場
三
〇
周
年
を
迎
え
た
能
楽
専
用
の
劇
場

国
立
能
楽
堂
（
千
駄
ヶ
谷
）

国立能楽堂

国立能楽堂能舞台
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東
京
メ
ト
ロ
・
上
野
広
小
路
駅
。
若
者
や
外
国
人

観
光
客
が
行
き
交
う
秋
葉
原
を
背
に
中
央
通
り
を
北

へ
進
む
と
、
ほ
ど
な
く
左
手
に
、
の
ぼ
り
と
名
入
れ

提
灯
が
に
ぎ
や
か
な
建
物
が
現
れ
ま
す
。
入
り
口
あ

た
り
、
独
特
の
寄
席
文
字
で
書
か
れ
た
出
演
者
の
木

札
を
見
る
と
、
な
ん
と
な
く
心
が
そ
わ
そ
わ
。

　

こ
こ
鈴
本
演
芸
場
は
、
東
京
に
四
席
あ
る
定
席

（
常
設
の
寄
席
）
の
う
ち
、
最
も
古
い
寄
席
で
す
。

創
業
は
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
、「
軍
談
席
本ほ
ん
も
く牧

亭て
い

」
が
そ
の
母
体
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
に
入

り
、
席
亭
の
「
鈴
木
」
姓
と
「
本
牧
亭
」
か
ら
一
字

ず
つ
を
取
っ
て
、「
鈴
本
」
の
名
称
に
な
り
ま
し
た
。

一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
、
現
在
の
ビ
ル
が
完
成

し
、
ビ
ル
の
中
の
寄
席
と
し
て
営
業
ス
タ
ー
ト
。
長

い
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
上
が
っ
た
先
の
三
階
に
客
席

が
あ
り
、二
八
五
あ
る
座
席
は
す
べ
て
椅
子
席
で
す
。

聞
き
や
す
い
、
見
や
す
い
寄
席
と
し
て
好
評
を
得
て

い
ま
す
。

　

番
組
は
、
伝
統
話
芸
の
落
語
を
中
心
に
、
漫
才
、

曲
芸
、
紙
切
り
、
奇
術
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
か
月
を
上
席
、
中
席
、

下
席
の
三
つ
に
分
け
、
十
日
ご
と
に
出
演
者
と
演
目

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
昼
夜
二
部
構
成
の
昼
の
部
は

午
後
〇
時
三
〇
分
か
ら
、
夜
の
部
は
午
後
五
時
三
〇

分
か
ら
。
当
日
券
は
、
一
般
二
八
〇
〇
円
、
小
学
生

一
五
〇
〇
円
。
学
校
向
け
の
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ

る
貸
切
公
演
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。

http://w
w

w
.rakugo.or.jp/

写
真
提
供
／
鈴
本
演
芸
場

　

大
型
百
貨
店
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
が
軒
を
連
ね

る
新
宿
三
丁
目
は
、
東
京
の
一
大
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
エ

リ
ア
。
交
通
量
の
多
い
新
宿
通
り
と
明
治
通
り
が
交

差
す
る
一
角
に
、
ま
る
で
江
戸
時
代
の
芝
居
小
屋
の

よ
う
な
風
情
の
木
造
建
築
が
あ
り
ま
す
。
一
九
四
六

の
椅
子
席
、
椅
子
席
を
は
さ
ん
で
左
右
に
三
八
ず
つ

桟
敷
席
が
あ
り
、
二
階
に
は
一
二
〇
の
桟
敷
席
が
あ

り
ま
す
。

　

一
回
の
公
演
に
つ
き
一
八
組
ほ
ど
の
出
演
者
が
登

場
し
、
そ
の
う
ち
落
語
は
一
一
組
ほ
ど
。
ほ
か
に
も

漫
才
、
奇
術
、
曲
芸
、
俗
曲
な
ど
の
第
一
人
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
芸
を
披
露
し
ま
す
。
上
席
、
中
席
、
下
席

で
十
日
ご
と
に
出
演
者
と
演
目
が
入
れ
替
わ
る
シ
ス

テ
ム
は
、
鈴
本
演
芸
場
に
同
じ
で
す
。
昼
夜
二
部
構

成
の
昼
の
部
は
午
後
〇
時
か
ら
、
夜
の
部
は
午
後
五

時
か
ら
。
当
日
券
は
、
一
般
二
八
〇
〇
円
、
小
学
生

一
八
〇
〇
円
。
学
校
寄
席
（
芸
能
鑑
賞
教
室
）
な
ど

の
貸
切
公
演
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。
公
演
時
間
、
料

金
等
の
相
談
は
〇
三
‐
三
三
五
一
‐
二
九
七
四
ま
で
。

http:// w
w

w
.suehirotei.com

/

写
真
提
供
／
末
廣
亭

※
記
事
中
に
あ
る
公
演
・
料
金
等
の
情
報
は
、
す
べ

て
二
〇
一
三
年
八
月
末
現
在
の
も
の
で
す
。
詳
し
く

は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
昭
和
二
一
）
年
創
業
の
老
舗
寄
席
、

末す
え
ひ
ろ
て
い

廣
亭
で
す
。

　

現
在
の
建
物
は
、
終
戦
直
後
に
初
代

席
亭
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
。
の

ぼ
り
に
大
看
板
、
提
灯
、
木
札
な
ど
に

出
迎
え
ら
れ
て
木
戸
を
く
ぐ
る
と
、
そ

こ
に
は
江
戸
の
庶
民
の
笑
い
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
一
階
の
中
央
に
は
一
一
七

一
五
〇
余
年
の
歴
史
を
誇
る
寄
席

鈴
本
演
芸
場
（
上
野
）

レ
ト
ロ
な
木
造
建
築
が
江
戸
の
雰
囲
気
を
伝
え
る

末
廣
亭
（
新
宿
）

鈴本演芸場

末廣亭
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は
じ
め
に

　
薄
墨
の
先
に
朱
墨
が
つ
い
た
「
二
色
筆
」
で
書
い
た
文
字
は
、

穂
先
の
通
り
道
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
た
め
、
書
写
指
導
に
お
い
て

よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
毛
筆
入
門
期
の
筆
使
い
指
導
か
ら
、

高
学
年
の
穂
先
の
動
き
と
点
画
の
つ
な
が
り
の
指
導
ま
で
、
効
果

的
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、「
二
色
筆
」の
作
り
方
に
つ
い
て
、

ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

用
意
す
る
も
の

・
水
を
入
れ
た

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

・
筆

・
墨
液
（
黒
色
、
朱
色
）

・
半
紙
ま
た
は
コ
ー
ト
紙

書写
コラム

二
色
筆
の
作
り
方

穂
先
の
通
り
道
が

ひ
と
目
で
わ
か
る

①
薄
墨
を
作
る

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
水
を
入
れ
て
、
そ
の
中
に
墨
が
つ
い
た

筆
を
入
れ
る
。
墨
が
濃
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
加
減
し

な
が
ら
筆
に
薄
墨
を
含
ま
せ
る
。

●濃すぎる例

●ちょうどよい濃度の例

　
墨
が
薄
す
ぎ
る
と
字
形
全
体
が
見
え
に
く
く
、
濃
す
ぎ
る
と
、

朱
墨
を
つ
け
た
時
に
目
だ
た
な
く
な
る
の
で
注
意
す
る
。
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②
朱
墨
を
つ
け
る

　
「
①
」
の
薄
墨
を
つ
け
た
筆
先
に
、
朱
墨
を
少
し
つ
け
る
。

③
試
し
書
き
を
す
る

　

朱
墨
が
上
に
く
る
よ
う
に
意
識
し
な
が
ら
、
半
紙
に
書
い
て

み
る
。
コ
ー
ト
紙
に
書
く
と
、
筆
使
い
が
よ
り
は
っ
き
り
と
わ

か
る
。

●コート紙

●半紙

●穂先の通り道が左側を通っていることがわかる。

●穂先の通り道が変わる文字の指導にも効果的。

朱
墨
を
つ
け
す
ぎ

な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
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小
学
二
年
生
で
習
う
漢
字
の
「
谷
」
の
訓
読
み
は
、「
た
に
」
で
あ
る
（「
コ
ク
」

は
音
読
み
）。
山
が
ち
で
起
伏
に
富
む
日
本
列
島
に
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
谷
が

あ
り
、
地
域
に
密
着
し
た
地
形
と
し
て
土
地
や
人
の
名
に
も
な
っ
た
。
土
地
ご
と

に
方
言
で
呼
ば
れ
た
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
が
生
じ
、
例
え
ば
「
大
谷
」
に

は
「
お
お
た
に
」
の
ほ
か
に
、
国
語
の
時
間
に
は
教
わ
ら
な
い
「
お
お
や
」
も
あ

る
。「
谷
津
」「
谷
地
」「
谷
戸
」
と
な
っ
て
「
や
つ
」「
や
ち
」「
や
と
」、
さ
ら
に

一
字
で
「
は
ざ
ま
」
や
「
さ
く
」
な
ど
の
読
み
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

西
日
本
で
は
古
く
か
ら
「
た
に
」
と
読
ま
れ
た
。
一
方
、
東
日
本
で
は
地
名
と

し
て
は「
や
」と
読
ま
れ
た
こ
と
が
奈
良
時
代
の
文
献
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。「
や
」

は
も
と
も
と
関
東
辺
り
の
方
言
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
渋
谷
」
も
、
京
都
や
大
阪

の
地
名
で
は
「
し
ぶ
た
に
」
で
あ
り
、
野
球
選

手
が
輩
出
す
る
高
校
名
や
関
ジ
ャ
ニ
∞
で
知
ら

れ
る
名
字
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

都
内
の
繁
華
街
の
地
名
と
し
て
は
「
し
ぶ
や
」
で
、

駅
名
に
も
な
っ
て
い
る
。
渋
谷
駅
は
低
い
土
地

に
あ
る
。

　

こ
の
「
や
」
を
通
し
て
み
る
と
、古
代
の
関
東
・

東
海
の
方
言
形
が
、
下
図
の
よ
う
に
時
代
と
と
も

に
そ
の
東
と
西
の
地
へ
影
響
を
与
え
、
特
に
西
の

「
た
に
」
と
い
う
地
に
そ
の
領
域
を
伸
ば
し
て
い

っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
中
世
に
、
若
狭
（
福

井
県
）
に
武
士
の
熊
谷
（
く
ま
が
や
・
く
ま
が
え
・

く
ま
が
い
）
氏
が
現
れ
る
な
ど
、
人
の
動
き
が

各
地
の
訓
読
み
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

逆
に
西
か
ら
は
「
た
に
」
系
の
読
み
が
東
日
本
に
広
ま
り
、
次
第
に
標
準
語
的

な
位
置
を
占
め
て
い
っ
た
。
固
有
名
詞
と
し
て
互
い
の
地
で
読
み
の
使
用
が
混
ざ

っ
た
の
で
あ
る
。
都
内
で
も
、「
た
に
」（
だ
に
）
と
読
ま
せ
る
「
鶯
谷
」「
茗
荷
谷
」

な
ど
あ
り
は
す
る
が
、
江
戸
時
代
以
降
に
付
け
ら
れ
た
新
し
め
の
地
名
で
あ
る
。

小
著
『
方
言
漢
字
』
に
示
し
た
と
お
り
、
現
在
、「
た
に
」
な
い
し
「
や
」
と
い

う
読
み
が
過
半
数
を
占
め
る
状
況
は
富
山
・
新
潟
、
岐
阜
・
長
野
、
三
重
・
愛
知

で
、
東
西
に
き
れ
い
に
分
か
れ
て
い
る
。
た
だ
地
名
や
名
字
で
の
混
ざ
り
方
に
も

地
域
に
よ
っ
て
濃
淡
が
あ
り
、
そ
の
境
目
に
あ
る
東
海
、
北
陸
地
方
で
は
二
つ
の

読
み
が
拮
抗
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
谷
の
よ
う
に
な
っ
た
地
形
を
各
地
で
「
た
に
」「
や
」

な
ど
と
呼
び
、
そ
れ
ら
の
同
義
・
類
義
語
に
「
谷
」
が
当
て
ら
れ
、
地
域
色
豊
か

な
訓
読
み
と
な
っ
た
。

　

中
国
で
も
漢
字
は
、
読
み
は
各
地
の
発
音
に
任
せ
、
意
味
だ
け
を
共
有
で
き
れ

ば
よ
か
っ
た
。
そ
の
後
、
逆
に
中
国
で
は
、
表
音
機
能
を
重
視
し
た
漢
字
使
用
が

目
だ
つ
よ
う
に
な
る
。
文
字
の
標
準
化
を
強
く
促
進
す
る
中
で
、「
穀
物
」
は
正

式
に
「
谷
物
」
と
書
く
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
画
数
の
少
な
い
同
音
の
字
を
簡
体

字
と
決
め
た
た
め
だ
。「
谷
」
に
は
、
漢
字
を
単
純
化
し
表
音
的
に
使
う
傾
向
を

も
つ
中
国
と
、
漢
字
の
読
み
方
な
ど
を
多
様
化
さ
せ
表
意
的
に
使
お
う
と
す
る
日

本
と
で
、
好
対
照
な
運
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
谷
」
と
い
う
漢
字
か
ら
見
い
だ
せ
る
こ
と

笹
原
宏
之　

さ
さ
は
ら　

ひ
ろ
ゆ
き　

一
九
六
五
年
東
京
生
ま
れ
。
博
士
（
文
学
）。
経

済
産
業
省
の
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
」、
法
務
省
の
「
人
名
用
漢
字
」、
文
部
科
学

省
の「
常
用
漢
字
」な
ど
の
制
定
・
改
定
に
携
わ
る
。
著
著
に『
日
本
の
漢
字
』

（
岩
波
新
書
）、『
国
字
の
位
相
と
展
開
』（
三
省
堂
、
第
三
五
回
金
田
一
京

助
博
士
記
念
賞
受
賞
）、『
方
言
漢
字
』（
角
川
選
書
）
な
ど
が
あ
る
。

早
稲
田
大
学

社
会
科
学
総
合
学
術
院
教
授

コ
ラ
ム

西日本 東日本

四国・北陸・中部

東海・関東

沖縄・九州・山陰・中国・近畿 北海道

東北四国・北陸・中部

沖縄・九州・山陰・中国・近畿 北海道

東北

古代

中世

近世

「谷」を「や」と読ませる地名の広まり方
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れ
る
の
か

2　

板
書
の
機
能
を
授
業
で
生
か
す

3　

教
員
養
成
に
お
け
る
板
書
技
術
の
指
導

4　

新
た
な
板
書
の
果
た
す
役
割

5　

児
童
・
生
徒
の
板
書
に
対
す
る
期
待

6　

大
学
生
の
板
書
に
対
す
る
期
待

第
Ⅱ
章　

読
み
や
す
い
文
字
を
書
く

技
術
1　

漢
字
を
書
く
コ
ツ

技
術
2　

ひ
ら
が
な
を
書
く
コ
ツ

技
術
3　

カ
タ
カ
ナ
を
書
く
コ
ツ

第
Ⅲ
章　

板
書
の
基
礎
・
基
本

技
術
4　

チ
ョ
ー
ク
の
持
ち
方

技
術
5　

教
師
の
立
つ
位
置

技
術
6　

行
取
り
の
工
夫

技
術
7　

文
字
の
大
き
さ

技
術
8　

曲
が
ら
な
い
コ
ツ

技
術
9　

色
チ
ョ
ー
ク
の
使
い
方

第
Ⅳ
章　

授
業
を
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
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速
く
書
く
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の
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さ
を
理
解
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に
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る
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の
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計
画
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の
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プロの板書
釼持 勉 著
ISBN978-4-316-80375-3
B5 判 100 ページ／本体 1,400 円＋税

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
文
字
が
書
け
な
い
…
…

文
字
の
大
き
さ
が
ば
ら
ば
ら
だ
…
…

書
く
の
に
時
間
が
か
か
る
…
…

ど
う
し
て
も
行
が
曲
が
っ
て
し
ま
う
…
…

板
書
に
自
信
が
も
て
な
い
、

そ
ん
な
先
生
は
い
ま
せ
ん
か
？

そ
ん
な
板
書
の
悩
み
を
解
決
す
る

15
の
板
書
技
術
を
公
開
し
ま
す
！
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信  友
運動会で私たち６年は，組体操をやりました。
その中の２人技，「サボテン」は雨のせいでグラウンド
がベチョベチョだったので，やりにくく失敗する人たち
がたくさんいました。
私の場所もやりにくく，上の子が「もう落としていい
よ。」と言ってくれましたが，小学校生活最後の運動会だっ
たので，絶対成功させたくて，「大丈夫。まかせて！」と
言うと，上の子は「分かった。」と言ってくれました。
その言葉がとてもうれしくてうれしくてたまりません
でした。まるで，「信じてる。」と言ってくれているよう
でした。
そのしゅん間，「サボテン」は成功しました。

「地球となかよし」事務局

応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

まもなく締め切り

◎主催／教育出版　◎協賛／日本環境教育学会
◎後援／環境省，日本環境協会，全国小中学校環境教育研究会，毎日新聞社，毎日小学生新聞
＊協賛・後援団体は昨年実績で，継続申請中です。

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）応募資格

2013年7月1日～ 9月30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。応募期間

作品
テーマ

「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたことを，
写真（またはイラスト）にメッセージをつけて表現してください。

メッセージ
作品募集（2013年度）

第11回

第
10
回
入
選
作
品

①身のまわりの自然が壊されている状況を見て感じたことや，自然環境
や生き物を守るための取り組み
②さまざまな人との出会いを通して，友好の輪を広げた体験，異文化交
流，国際理解に関すること
③その他，「地球となかよし」という言葉から感じたり，考えたりしたこと




