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又
野
　
亜
希
子
︵
元　

幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
︶

巻
頭
メ
ッ
セ
ー
ジ

■
ま
た
の
　
あ
き
こ

　

一
九
七
六
年
埼
玉
県
加
須
市
生
ま
れ
。
埼
玉
県
内

の
公
立
幼
稚
園
に
勤
務
後
、
結
婚
を
機
に
退
職
。
結

婚
後
、
保
育
士
資
格
を
取
得
し
て
、
群
馬
県
内
の
公

立
保
育
園
に
勤
務
。
二
〇
〇
四
年
七
月
の
通
勤
途
中
、

交
通
事
故
に
遭
い
、
胸
か
ら
下
が
麻
痺
に
。
現
在
、

車
椅
子
で
子
育
て
を
し
な
が
ら
、
講
演
や
執
筆
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
著
書
に
『
マ
マ
の
足
は
車
イ
ス
』

『
ち
い
さ
な
お
ば
け
ち
ゃ
ん
と
く
る
ま
い
す
の
な
な

ち
ゃ
ん
』
が
あ
る
。

＊
読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

　

又
野
亜
希
子
先
生
の
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
（『
ち

い
さ
な
お
ば
け
ち
ゃ
ん
と
く
る
ま
い
す
の
な
な
ち
ゃ

ん
』
造
形
・
は
っ
と
り
み
ど
り
先
生
）
を
三
名
の

か
た
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。
応
募
方
法
は
、

二
十
三
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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ア　

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
の
世
界
を
楽
し

む
こ
と
。

イ　

古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や
作
者
の

思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
。

　

こ
の
二
項
と
冒
頭
に
示
し
た
三
点
と
は
通
底
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
指

導
に
『
論
語
』
は
適
切
な
教
材
で
あ
る
。
簡
潔
な
文
体
に
深
い
知
恵
を
蔵
し
た

作
品
は
、
大
き
な
教
材
価
値
を
も
ち
、
中
学
二
年
生
と
い
う
多
感
で
吸
収
す
る

こ
と
の
盛
ん
な
時
期
に
好
影
響
を
与
え
る
。

　

本
稿
で
提
案
す
る
「『
論
語
』の
言
葉
を
贈
る
」
と
い
う
活
動
で
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、「
良
好
な
人
間
関
係
を
築
く
」「
生
き
る
指
針
を
得
る
」
と
い
う
面

も
あ
わ
せ
て
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
第
三
学
年

の
「
イ　

古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章

を
書
く
こ
と
。」
と
い
う
事
項
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

二　

学
習
計
画

　

Ａ
案
（
全
四
時
間
）

第
一
時　
『
論
語
』
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
得
る
。
書
き
下
し
文
を
音

読
す
る
。
教
科
書
の
各
章
句
の
内
容
を
理
解
す
る
。

第
二
・
三
時　
「『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
る
」
と
い
う
課
題
を
示
し
、
第
四
時

で
文
章
を
書
く
こ
と
を
指
導
者
が
伝
え
る
。『
論
語
』の
中
の
章
句
を

図
書
室
の
本
か
ら
集
め
る
。

第
四
時　
「『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
る
」
と
い
う
課
題
で
文
章
を
書
く
。（
本

誌
Ｐ
５
の
資
料
１
と
資
料
２
を
参
照
）

一　

授
業
の
ね
ら
い
と
学
習
指
導
要
領

　

汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
泉
︱
︱
そ
れ
が
古
典
で
あ
る
。

　

な
ぜ
国
語
科
で
古
典
を
学
ぶ
の
か
。
そ
れ
は
、
古
典
を
古
典
と
し
て
研
究
す

る
た
め
で
は
な
い
。

　

一　

文
語
に
学
び
、
自
分
の
言
語
の
感
覚
を
磨
く
。

　

二　

人
間
理
解
の
幅
を
広
げ
、
人
生
の
指
針
を
得
る
。

　

三　

文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
文
化
を
享
受
す
る
。

　

現
在
の
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
大
ま
か
に
ま
と
め
れ
ば
、

「
古
典
は
人
生
を
豊
か
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

平
成
二
十
年
版
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
二
学
年
の
［
伝
統
的
な
言
語
文

化
に
関
す
る
事
項
］
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

古
人
に
学
ぶ
・
現
代
を
生
き
る

︱『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
る

学
習
院
大
学
文
学
部
教
授　

岩い
わ

﨑さ
き　

淳じ
ゅ
ん　

古
典
の
学
び
を
と
お
し
て
、
人
生
を
豊
か
に
す
る

授
業
①
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と
す
る
。
そ
れ
が
難
し
い
場
合
は
「
あ
の
と
き
の
自
分
に
贈
る
」
の
よ
う
に
例

外
を
認
め
て
よ
い
。

　

Ｂ
案
（
全
三
時
間
）

第
一
時　
『
論
語
』
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
得
る
。
書
き
下
し
文
を
音

読
す
る
。
各
章
句
の
内
容
を
理
解
す
る
。

第
二
時　
「『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
る
」
と
い
う
課
題
を
示
し
、
第
三
時
で
文

章
を
書
く
こ
と
を
指
導
者
が
伝
え
る
。
指
導
者
が
本
誌
Ｐ
６
に
あ
る

資
料
３
を
配
付
し
、
そ
の
中
か
ら
章
句
を
選
ば
せ
る
。

第
三
時　
「『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
る
」
と
い
う
課
題
で
文
章
を
書
く
。（
資
料

１
と
資
料
２
）

　

Ａ
案
は
、
資
料
収
集
に
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
や
数
多
く
の
『
論
語
』
の
章
句
に

ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
自
宅
か
ら
『
論
語
』
に
関
係

し
た
本
を
持
っ
て
こ
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

　

Ｂ
案
は
、
授
業
時
数
が
十
分
に
と
れ
な
い
場
合
や
、
図
書
室
が
利
用
で
き
な

い
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
Ａ
案
同
様
、
自
宅
か
ら
『
論
語
』
に
関
係
し
た
本

を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
も
よ
い
。

　

な
お
、
資
料
３
で
示
し
た
の
は
簡
単
な
説
明
で
あ
り
、
現
代
語
訳
で
は
な
い
。

三　

言
葉
の
贈
り
も
の

　

本
活
動
で
は
、
複
数
の
章
句
を
読
む
こ
と
で
生
き
る
指
針
を
得
る
こ
と
、
言

葉
を
贈
る
こ
と
で
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
な
ど
も
ね
ら
い
と
し
て
い

る
。
選
ん
だ
言
葉
と
相
手
に
よ
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
教
訓
的
で
相
手
の
気
分
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
励
ま
す
言
葉
、
感
謝
を
示
す
言
葉
、
長
所
を
認
め
る

言
葉
な
ど
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

贈
る
相
手
は
、
友
人
・
上
級
生
・
下
級
生
・
家
族
な
ど
身
近
な
人
物
を
原
則

■
文
章
例

〈『
論
語
』
の
言
葉
〉
人
の
善
を
い
ふ
を
楽
し
む
。

〈
意
味
〉
他
人
の
善
行
や
よ
い
点
を
口
に
す
る
こ
と
を
楽
し
む
。

〈
私
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
こ
れ
は
、『
論
語
』
で
、
有
益
な
楽
し
み
と
し
て
三

つ
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
す
。
佐
藤
君
は
、
学
級
委
員
と
し
て

全
員
に
公
平
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
誰
に
対
し
て
も
よ
い
点
を
見
つ
け

よ
う
と
し
て
い
ま
す
ね
。
佐
藤
君
が
他
の
人
の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
の
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
君
自
身
の
人
柄
の
よ
さ
に
よ
っ
て
、
こ
の

ク
ラ
ス
は
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
感
謝
し
て
い
ま
す
。

〈『
論
語
』
の
言
葉
〉
賢
を
見
て
は
ひ
と
し
か
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
。

〈
意
味
〉
優
れ
た
人
を
見
て
、
そ
の
人
と
同
じ
よ
う
に
な
ろ
う
と
思
う
。

〈
私
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉
先
日
、「
森
さ
ん
の
よ
う
に
う
ま
く
な
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
で
す
か
。」
と
質
問
し
て
く
れ
ま
し
た
ね
。
そ
の
時
に
「
自

分
な
ん
か
ま
だ
ま
だ
だ
か
ら
。」
と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
と

で
「
が
っ
か
り
さ
せ
た
か
な
。」
と
思
い
直
し
ま
し
た
。「
目
標
と
な
る
人

を
見
つ
け
て
、
そ
の
人
を
見
習
っ
て
努
力
す
る
」
の
が
私
の
や
り
方
で
す
。

『
論
語
』
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
う
れ
し
く
な
り

ま
し
た
。「
賢
」
は
賢
人
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
も
っ
と
広
く
、

優
れ
た
人
の
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
は
「
賢
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
練
習
を
続
け
て
、
一
緒
に
上
達
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
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『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
り
ま
す
。

『
論
語
』
の
言
葉

意
味

私
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年　
　
　

組　
　
　

番

（　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　
『
論
語
』
の
言
葉
を
贈
り
ま
す
。

『
論
語
』
の
言
葉

＊
書
き
下
し
文
で
書
く
。

意
味

＊
読
む
人
に
わ
か
り
や
す
く
書
く
。

私
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

＊
選
ん
だ
理
由
や
補
足
、
感
謝
や
激
励
な
ど
を
自
由
に
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年　

一　

組　

五　

番

（　
　

大
島
　
弘
美　
　

）

（　
　

山
田　

優
希　

様　
　

）

○
資
料
１

○
資
料
２

　

怒
り
を
う
つ
さ
ず
。
過
ち
を
ふ
た
た
び
せ
ず
。

　

八
つ
あ
た
り
を
し
な
い
。
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
。

　

顔
回
と
い
う
弟
子
に
つ
い
て
、孔
子
が
語
っ
た
言
葉
で
す
。立
派
な
人
だ
っ

た
と
孔
子
は
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
山
田
さ
ん
は
、
本
当
に
こ
の
言
葉
ど

お
り
の
人
で
す
ね
。
ク
ラ
ス
で
も
ク
ラ
ブ
で
も
、
嫌
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
笑

顔
の
ま
ま
で
、
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
失
敗
ば
か
り
の
私
と
違
っ
て
、

い
つ
も
落
ち
着
い
て
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
勉
強
で
も
ク
ラ
ブ
で
も
順
調
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
友
達
で
い
て
く
だ
さ
い
。

＊
自
分
の
氏
名
を
書
く
。

＊
贈
る
相
手
を
書
く
。
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【『
論
語
』
の
言
葉
】　

天
を
う
ら
み
ず
、
人
を
と
が
め
ず
。

私
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
て
も
、
天
を
恨
ん
だ
り
、

他
の
人
を
責
め
た
り
し
な
い
。

学
べ
ば
す
な
は
ち
固
な
ら
ず
。

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
の
柔
軟
性
が
得
ら
れ
る
。

過
ち
て
は
す
な
は
ち
改
む
る
に
は
ば
か
る
こ
と
な
か
れ
。

失
敗
し
た
ら
す
ぐ
に
改
め
る
こ
と
が
大
切
だ
。

近
き
者
よ
ろ
こ
べ
ば
、
遠
き
者
来
た
ら
ん
。

近
隣
の
者
の
評
価
が
高
け
れ
ば
、
遠
く
か
ら
で
も
人
は
や
っ
て
く
る
。

君
子
は
人
の
美
を
な
す
。

立
派
な
人
物
は
、
他
の
人
の
価
値
を
認
め
た
り
褒
め
た
り
す
る
こ
と
で

美
徳
を
達
成
さ
せ
る
。

過
ぎ
た
る
は
な
ほ
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
。

多
い
こ
と
は
、
少
な
い
こ
と
と
同
じ
で
と
も
に
よ
く
な
い
。

義
を
見
て
な
さ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
。

正
し
い
こ
と
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
実
行
し
な
い
の
は
、
勇
気

が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

知
者
は
惑
は
ず
。
仁
者
は
憂
へ
ず
。
勇
者
は
お
そ
れ
ず
。

賢
人
は
迷
わ
な
い
。
人
格
者
は
平
静
で
あ
る
。
勇
者
は
お
そ
れ
な
い
。

仁
者
は
必
ず
勇
あ
り
。
勇
者
は
必
ず
し
も
仁
あ
ら
ず
。

人
格
者
に
は
必
ず
勇
気
が
あ
る
。
し
か
し
、
勇
敢
な
者
が
必
ず
し
も
人

格
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

遠
慮
な
け
れ
ば
、
必
ず
近
憂
あ
り
。

先
の
こ
と
ま
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
必
ず
近
い
う
ち
に
心
配
な
こ

と
が
起
こ
る
。

礼
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
立
つ
こ
と
無
き
な
り
。
言
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以

て
人
を
知
る
こ
と
無
き
な
り
。

礼
儀
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
人
の
世
を
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
人
間
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
資
料
３
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こ
う
な
ど
と
い
う
学
習
課
題
を
出
そ
う
も
の
な
ら
、
ほ
ん
の
一
部
の
生
徒
を
除

い
て
、
始
め
る
前
か
ら
彼
ら
の
意
欲
は
失
わ
れ
る
（
よ
う
な
気
が
す
る
）。

　

し
か
し
、
俳
句
は
一
行
が
全
て
で
あ
る
。「
メ
ン
ド
ク
サ
ク
ナ
イ
」
と
い
う
印

象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
か
か
り
と
し
て
は
、
そ
れ
は
と
て
も
大
切

な
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
生
徒
を
読
み
の
入
口
に
立
た
せ
、
読
み
の
ト
ン
ネ
ル

を
く
ぐ
ら
せ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

　

で
も
、
俳
句
を
侮
っ
て
は
い
け
な
い
。
俳
句
の
一
瞬
は
既
に
全
体
で
あ
る
。

字
面
と
し
て
見
え
る
も
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
の
ほ
ん
の
わ
ず
か

で
し
か
な
い
。「
五
、
七
、
五
」
か
ら
見
え
て
く
る
景
色
か
ら
出
発
し
て
、
深
く

広
が
り
の
あ
る
世
界
に
た
ど
り
着
く
か
が
俳
句
を
読
む
醍
醐
味
で
あ
る
が
、
中

学
生
が
解
釈
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
し
て
も
、
戻
る
べ
き
場
は
た
っ
た
の
「
五
、

七
、
五
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
に
は
そ
れ
ほ
ど
「
メ
ン
ド
ク
サ
ク
ナ
イ
」
対

象
と
感
じ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
「
五
、
七
、
五
」
か
ら
意
味
を
掘
り

起
こ
す
た
め
の
場
は
自
身
の
十
五
年
間
の
言
語
体
験
の
場
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、

い
か
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
行
き

づ
ま
っ
て
、
図
書
館
に
行
っ
て
作
者
や
他
の
作
品
を
探
し
に
い
く
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
戻
る
べ
き
場
は
、「
五
、
七
、
五
」
と
自
身
の
言
語
体
験
で
あ
る
。

　

俳
句
に
は
こ
の
二
つ
の
往
還
で
ま
か
な
え
る
枠
組
み
が
あ
る
の
で
、
読
み
の

教
材
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
思
う
。

　

そ
の
往
還
の
中
か
ら
、
学
習
指
導
要
領
の
「
Ｃ　

読
む
こ
と
」
の
第
三
学
年

の
指
導
事
項
「
ア　

文
脈
の
中
に
お
け
る
語
句
の
効
果
的
な
使
い
方
な
ど
、
表

現
上
の
工
夫
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
。」
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

一　

中
学
生
に
と
っ
て
俳
句
と
は

　

俳
句
は
、
一
瞬
の
景
色
を
「
五
、
七
、
五
」
の
音
数
で
切
り
取
っ
た
文
学
形

式
で
あ
る
。
そ
の
形
式
に
季
語
や
切
れ
字
と
い
っ
た
伝
統
的
な
技
法
が
加
わ
り

高
度
な
言
語
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
解
説
書
、
教
科
書
の
指
導

書
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

中
学
生
に
と
っ
て
俳
句
と
い
う
文
学
形
式
は
、
そ
の
短
さ
ゆ
え
に
あ
る
面
で

と
て
も
優
れ
た
文
学
教
材
だ
と
考
え
る
。

　

長
い
文
章
を
根
拠
を
明
確
に
し
て
読
み
解
く
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
の
中
学

生
は
不
得
意
と
し
て
い
る（
少
な
く
と
も
僕
の
目
の
前
の
彼
ら
は
）。
更
に
自
分

の
読
み
を
説
得
力
の
あ
る
精
緻
な
も
の
に
す
る
た
め
、
根
拠
と
な
る
も
の
を
複

数
の
材
料
か
ら
、
差
異
と
共
通
の
ふ
る
い
に
か
け
な
が
ら
、
読
み
を
深
め
て
い

時
間
の
経
過
の
中
で

俳
句
を
捉
え
る
試
み

︱
『
近
代
の
俳
句
』横

浜
市
立
南
中
学
校
主
幹
教
諭　

渡わ
た

邉な
べ　

美よ
し

雄お　

「
読
む
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」
へ

授
業
②
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見
え
て
く
る
、
先
刻
ま
で
の
「
孤
独
」
と
は
次
元
の
異
な
る
「
孤
独
」
も
見
え

て
く
る
。

　
「
も
」
に
導
か
れ
、「
以
前
（
過
去
）」
と
い
う
時
間
の
経
過
を
視
点
と
し
て
導

入
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
と
違
う
景
色
、
違
う
孤
独
が
見
え
て
き
た
。

　

俳
句
は
「
写
生
説
」
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
一
瞬
の
景
色
を
読
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
読
み
手
も
そ
の
景
色
か
ら
意
味
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。「
咳
を
し
て

も
一
人
」
に
読
ん
だ
よ
う
に
、
そ
の
一
瞬
の
景
色
に
「
時
間
」
と
い
う
軸
を
立

て
る
こ
と
で
、
読
み
の
可
能
性
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
考
え
に
の
っ

て
、
授
業
を
組
ん
で
み
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
試
案
と
い
う
形
で
示
し
て
み
た

い
。

三　

学
習
の
流
れ
（
二
時
間
扱
い
）

　

第
一
時

１　

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
十
四
句
を
音
読
す
る
。

２　

俳
句
の
特
徴
や
特
質
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　
　
　

・
五
七
五　
　

・
季
語　
　

・
切
れ
字　
　

・
リ
ズ
ム

３　

俳
句
の
読
み
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
　
「
咳
を
し
て
も
一
人
」
を
例
に
、
俳
句
を
写
生
画
と
し
て
捉
え
る
の

で
は
な
く
、「
時
間
」
と
い
う
視
点
を
加
味
し
て
解
釈
す
る
。

４　

一
つ
一
つ
の
句
ご
と
に
、
本
誌
Ｐ
９
、
10
で
示
す
よ
う
な
読
み
の
視
点

を
与
え
て
、
十
四
句
の
中
か
ら
、
一
句
選
ん
で
、
二
百
字
程
度
の
鑑
賞
文

を
書
く
。

二　

俳
句
の
中
の
時
間

　
　

咳
を
し
て
も
一
人

　

尾
崎
放
哉
の
『
大
空
』
に
あ
る
句
で
あ
る
。

　

た
っ
た
一
人
で
咳
を
し
て
い
る
寂
し
げ
な
男
の
、
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
背

中
が
見
え
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
そ
れ
は
寂
し
げ
な
ん
だ
ろ
う
。

　
「
咳
」「
一
人
」
と
い
う
「
孤
独
」
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
が
一
瞬
の
絵
の
中
に
寂
し
さ
を
す
べ
り
込
ま
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
や
、「
咳
を
し
て
も
」
の
「
も
」
こ
そ
、
こ
の
句
に
深
い
孤
独
を
与
え
て
い

る
と
も
読
め
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、「
も
」
は
他
を
類
推
さ
せ
る
副
助
詞
で
あ
る
。「
咳
を
し

て
も
」
と
い
う
言
葉
は
、
咳
を
し
て
な
く
て
も
一
人
と
い
う
類
推
を
超
え
、
時

間
を
遡
り
、
以
前
は
咳
を
し
た
ら
、「
ど
う
し
た
の
？
」
と
背
中
に
手
を
当
て
て
、

心
配
し
て
く
れ
る
人
の
声
が
あ
っ
た
、
と
い
う
景
色
を
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
の

景
色
か
ら
反
転
し
て
孤
独
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
描
か
れ
る
孤
独
な
背
中
の
男
は
、
以
前
は
家
族
と
と
も
に
暮
ら
し
て

い
て
、
咳
を
す
れ
ば
、
そ
れ
を
心
配
し
て
く
れ
る
妻
や
子
に
囲
ま
れ
て
生
活
し

て
い
た
過
去
の
時
間
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

作
者
尾
崎
放
哉
の
実
人
生
に
も
想
像
を
馳
せ
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
し
て
俳
句
の

創
作
に
賭
け
た
尾
崎
の
俳
句
へ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
思
い
、
文
芸
に
人
生
を
賭

け
る
人
間
の
生
き
方
と
い
う
も
の
ま
で
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
て
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・
啄
木
鳥
や
…
…

　

こ
の
あ
と
、
高
原
の
景
色
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
を
り
と
り
て
…
…

　

す
す
き
の
穂
を
意
外
に
重
い
と
捉
え
た
作
者
に
、
い
っ
た
い
何
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
燕
は
や
…
…

　

燕
は
何
を
持
っ
て
き
て
、
何
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
い
く
た
び
も
…
…

　

な
ぜ
雪
の
深
さ
を
何
度
も
人
に
尋
ね
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
ど
こ
で
、

何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
風
雪
に
…
…

　

作
者
は
ど
こ
で
ア
ン
テ
ナ
の
音
を
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
心

境
で
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

・
咳
の
子
の
…
…

　

普
段
は
ど
ん
な
親
子
な
ん
だ
ろ
う
。
お
母
さ
ん
は
ど
う
や
っ
て
、
な
ぞ

な
ぞ
あ
そ
び
を
止
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

・
春
風
や
…
…

　
　
　

ど
ん
な
人
な
ん
だ
ろ
う
。
丘
に
立
つ
ま
で
は
ど
こ
に
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
赤
い
椿
…
…

　

椿
が
落
下
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
の
か
、
落
ち
た
結
果
に
目
を
や
っ

て
い
る
の
か
。

　
　

・
ゆ
さ
ゆ
さ
と
…
…

　

大
枝
を
ゆ
さ
ゆ
さ
ゆ
す
る
風
は
ど
ん
な
様
子
で
吹
き
、
桜
の
花
び
ら
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
ひ
つ
ぱ
れ
る
…
…

　

糸
が
ぴ
ん
と
張
る
ま
で
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
甲
虫
に
感
動
し
て
い
る
人
は
、

ど
の
よ
う
な
人
な
ん
だ
ろ
う
。
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
万
緑
の
…
…

　

生
命
力
あ
ふ
れ
る
新
緑
の
季
節
、
わ
が
子
の
生
え
始
め
た
白
い
歯
を
見

て
、
親
の
思
い
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

・
噴
水
の
…
…

　

噴
水
の
し
ぶ
き
に
感
動
し
て
い
る
と
は
ど
ん
な
人
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
こ

こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。



−10−

　

文
章
例
の
よ
う
な
短
い
物
語
を
示
し
、
書
か
せ
て
み
る
と
、「
五
七
五
」
の

短
さ
の
中
か
ら
、
思
い
が
け
な
い
広
が
り
の
あ
る
世
界
を
発
見
す
る
き
っ
か
け

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

・
夕
立
や
…
…

　

作
者
は
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
お
地
蔵
さ
ん
と
一
緒
に

ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

・
こ
ん
な
よ
い
月
を
一
人
で
見
て
寝
る

　

作
者
は
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
人
で
見
て
、
ど
ん
な

こ
と
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。

　

第
二
時

１　

前
時
に
書
い
た
鑑
賞
文
を
読
み
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
に
対
す
る
読

み
を
深
め
る
。

２　
「
時
間
」
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
、俳
句
を
読
ん
で
、何
か
今
ま
で
と

変
わ
っ
た
こ
と
、
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

四　

俳
句
物
語
を
作
る

　

二
時
間
扱
い
で
、
俳
句
に
つ
い
て
の
知
識
を
理
解
し
、
そ
の
う
え
で
十
四
句

の
俳
句
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
学
習
の
流
れ
は
、
時
間
的
に
か
な
り
タ
イ
ト
で
あ

る
た
め
、
一
つ
一
つ
の
俳
句
に
対
し
て
、
読
み
の
視
点
を
示
し
、
一
人
一
句
の

鑑
賞
文
を
書
き
、
そ
れ
を
読
み
合
う
こ
と
で
、
俳
句
の
世
界
を
理
解
し
、
俳
句

の
魅
力
に
ふ
れ
さ
せ
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

更
に
時
間
の
余
裕
が
あ
れ
ば
、
俳
句
か
ら
「
物
語
」
を
書
か
せ
て
み
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
。「
時
間
」
と
い
う
視
点
で
俳
句
を
読
ん
で
い
け
ば
、
そ
こ
に
自
ず

と
「
物
語
」
が
見
え
て
く
る
。

■
文
章
例

　
「
春
風
や
闘
志
い
だ
き
て
丘
に
た
つ
」

　

春
の
公
式
戦
に
敗
れ
た
。
相
手
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
小
学
校
の
時
、
一
緒
の

チ
ー
ム
で
や
っ
て
い
た
友
人
だ
。
音
信
不
通
と
い
う
か
、
メ
ー
ル
の
あ
る
こ

の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
特
に
連
絡
も
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

小
学
校
の
時
、
ぼ
く
は
四
番
シ
ョ
ー
ト
で
チ
ー
ム
の
中
心
選
手
だ
っ
た
。
彼

は
、
三
番
手
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
ほ
と
ん
ど
試
合
に
は
投
げ
ず
、
い
つ
も
ブ
ル
ペ

ン
で
投
げ
て
い
た
。
投
球
練
習
を
止
め
て
、
ブ
ル
ペ
ン
か
ら
マ
ウ
ン
ド
に
い

る
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
眺
め
て
い
る
横
顔
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　

そ
の
時
、
ぼ
く
は
彼
が
あ
の
マ
ウ
ン
ド
に
立
つ
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、

と
思
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
彼
は
二
年
の
間
に
大
き
く
成
長
し
た
。
マ
ウ
ン
ド
の
彼
は
別

人
の
よ
う
に
堂
々
と
し
て
い
た
。
彼
の
投
じ
る
球
は
生
き
物
の
よ
う
に
迫
っ

て
き
た
。
僕
た
ち
は
完
全
に
押
さ
え
こ
ま
れ
た
。
零
封
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
、
か

つ
て
目
を
細
め
て
マ
ウ
ン
ド
を
見
つ
め
て
い
た
彼
に
負
け
た
。

　

で
も
、
な
ぜ
だ
か
、
妙
に
す
が
す
が
し
い
。

　

そ
し
て
、
心
の
中
で
「
が
ん
ば
ろ
う
。」
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た
。

学
校
の
裏
の
丘
に
立
っ
て
、
夕
方
の
春
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
夏
の
大
会
の
勝

利
を
誓
っ
た
。
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国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
意
義

兵
庫
教
育
大
学
准
教
授　

羽は

田だ　

潤じ
ゅ
ん　

連
載
6

い
う
仕
事
が
生
じ
る
人
も
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
絵
と
文
と
で
自
分
の

考
え
を
伝
え
る
た
め
の
表
現
形
態
の
一
つ
だ
と
考
え
る
と
、「
絵
日
記
」、「
好
き

な
場
面
を
絵
に
描
い
て
説
明
す
る
」、「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」、「
図
鑑
を
作

る
」、「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
に
よ
る
発
表
」、「
四
コ
マ
漫
画
を
完
成

さ
せ
よ
う
」
と
い
っ
た
、
国
語
科
が
行
っ
て
き
た
活
動
と
重
な
る
表
現
形
態
だ

と
い
え
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
第
二
学
年
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
に
は
、
指
導
事
項
の
「
ウ　

目
的
や
状
況
に
応
じ
て
、
資
料
や
機
器
な

ど
を
効
果
的
に
活
用
し
て
話
す
こ
と
。」
の
解
説
に
、「
グ
ラ
フ
や
表
、
写
真
や

図
な
ど
を
取
り
入
れ
た
分
か
り
や
す
い
資
料
作
り
の
工
夫
が
大
切
で
あ
る
。」

と
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
絵
と
文
と
で
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
コ
マ
を
順
番

に
並
べ
る
「
絵
コ
ン
テ
」
は
、
表
現
物
の
構
成
を
意
識
化
さ
せ
る
た
め
に
も
、

効
果
的
な
表
現
手
法
だ
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
絵
と
文
を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
、
国

語
総
合
「
Ｃ　

読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
と
し
て
「
イ　

文
字
、
音
声
、
画

像
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情
報
を
、
課
題
に
応
じ
て
読
み
取

り
、
取
捨
選
択
し
て
ま
と
め
る
こ
と
。」、
現
代
文
Ｂ
の
言
語
活
動
例
に
は
「
ウ  

伝
え
た
い
情
報
を
表
現
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
文
字
、
音
声
、
画
像

な
ど
の
特
色
を
と
ら
え
て
、
目
的
に
応
じ
た
表
現
の
仕
方
を
考
え
た
り
創
作
的

一　

は
じ
め
に

　

連
載
の
第
二
回
で
は
、
第
一
学
年
の
『
写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
︱
メ

デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
』
の
中
か
ら
、①
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」

を
取
り
上
げ
、
写
真
を
使
っ
た
新
た
な
詩
の
読
解
学
習
に
つ
い
て
、
第
三
回
で

は
、
第
二
学
年
の
メ
デ
ィ
ア
学
習
で
行
う
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
読
解
を
取
り
上

げ
、
言
語
表
現
を
映
像
表
現
に
変
換
す
る
読
解
学
習
の
方
法
に
つ
い
て
、
第
四

回
で
は
、
第
三
学
年
の
、『
情
報
を
編
集
す
る
し
か
け
︱
メ
デ
ィ
ア
に
ひ
そ
む
意

図
』
を
取
り
上
げ
、「
報
道
」
の
疑
似
制
作
体
験
と
い
う
言
語
活
動
の
方
法
に
つ

い
て
、
第
五
回
で
は
、
再
び
第
一
学
年
に
戻
り
、
②
「
言
葉
と
写
真
の
か
か
わ
り

を
楽
し
む
」
を
取
り
上
げ
、
説
明
的
文
章
と
写
真
（
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
）
と

の
効
果
的
な
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
今
回
は
第
二
学
年
の
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
の
「
絵
コ
ン
テ
を
読
む
」
を
取
り
上
げ
、
絵
コ
ン
テ
を
読
ん
だ
り

描
い
た
り
す
る
こ
と
の
国
語
科
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

二　

絵
コ
ン
テ
と
い
う
表
現

　
「
絵
コ
ン
テ
」
と
い
う
形
態
の
表
現
に
身
近
な
学
習
者
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
絵
コ
ン
テ
」
は
、
映
像
制
作
の
途
中
段
階
で
作
成
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
一
般
視
聴
者
の
目
に
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
絵
コ
ン
テ
を
描
く
と



−12−

　

散
ら
し
た
り
、
菜
種
が
ら

0

0

0

0

の
干
し
て
あ
る
の
へ
火
を
つ
け
た
り
、
百
姓
家
の
裏

手
に
つ
る
し
て
あ
る
、
と
ん
が
ら
し

0

0

0

0

0

を
む
し
り
取
っ
て
い
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な

こ
と
を
し
ま
し
た
。

④
あ
る
秋
の
こ
と
で
し
た
。
二
、
三
日
雨
が
降
り
続
い
た
そ
の
間
、
ご
ん
は
、
外
へ

も
出
ら
れ
な
く
て
、
穴
の
中
に
し
ゃ
が
ん
で
い
ま
し
た
。

　

第
①
段
落
で
、
語
り
の
枠
組
み
の
設
定
、
第
②
段
落
で
舞
台
の
設
定
、
第
③

段
落
で
「
ご
ん
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
、
第
④
段
落
で
「
あ
る
秋
」
と
い
う
物

語
の
語
り
出
し
、
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
冒
頭
文
を
さ
ら
に
丁
寧
に
読
ま
せ
る
た
め
、
ま
た
、
絵
コ
ン
テ
制
作
の
可

能
性
を
確
か
め
る
た
め
、
教
科
書
掲
載
の
絵
コ
ン
テ
を
示
さ
ず
に
、「
映
像
化
を

試
み
た
場
合
の
冒
頭
部
の
絵
コ
ン
テ
を
描
い
て
み
よ
う
」
と
い
う
活
動
を
大
学

院
の
授
業
（
二
十
代
か
ら
四
十
代
の
学
生
八
名
）
の
中
（
六
十
分
）
で
行
っ
た
。

以
下
、
学
生
が
作
成
し
た
絵
コ
ン
テ
の
第
一
コ
マ
を
掲
載
し
、
映
像
版
の
パ
タ
ー

ン
と
と
も
に
、再
読
し
た
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
対
す
る
「
思
い
」
の
パ
タ
ー
ン
に

つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　

①
「
私
」
と
「
茂
平
」
か
ら
始
ま
る
パ
タ
ー
ン

　

映
像
化
を
考
え
る
こ
と
で
浮
き
上
が
る
の
が
、
第
①
段
落
の
「
私
」
と
「
茂

平
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
後
の
物
語
展
開
に
積
極
的
に
関
わ
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
映
像
化
の
場
合
は
位
置
づ
け
が
難
し
い
。
作
品
Ａ
の
第
一
コ
マ
を
次

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
茂
平
の
話
を
聞
い
て
い
る
「
私
」
を
ナ

レ
ー
タ
ー
と
し
て
採
用
し
、「
今
」
か
ら
「
過
去
」
へ
と
映
像
を
徐
々
に
変
化

な
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
。」
と
あ
り
、こ
れ
ら
に
直
結
す
る
活
動
で
も
あ

る
。「
絵
コ
ン
テ
」
と
い
う
だ
け
で
抵
抗
を
感
じ
る
場
合
も
あ
る
か
と
思
う
が
、

こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
は
、
電
子
黒
板
の
導
入
等
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
が
教
室
に

設
置
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
状
も
ふ
ま
え
、「
文
字
、
音
声
、
画
像
な
ど
の

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情
報
」
を
扱
う
と
い
う
視
野
が
必
要
と
な
る
。

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う
文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情
報
が
、「
文
字
、
音
声
、

画
像
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
情
報
」
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
く

過
程
を
、
中
学
生
段
階
で
理
解
す
る
た
め
の
表
現
手
法
が
「
絵
コ
ン
テ
」
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
を
、
体
験
学
習
を
と
お
し
て
意
識
化
す
る
の
が
「
絵
コ
ン
テ
を

読
む
」
の
活
動
と
い
え
る
。

三　

映
像
版
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
冒
頭
を
考
え
よ
う

　

教
科
書
に
は
映
像
版
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
冒
頭
の
候
補
と
し
て
四
つ
の
絵
コ
ン

テ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、文
字
情
報
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
冒
頭
は
ど
の
よ

う
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
こ
れ
は
、
私
が
小
さ
い
時
に
、
村
の
茂
平
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
か
ら
聞
い
た
お

話
で
す
。

②
昔
は
、
私
た
ち
の
村
の
近
く
の
、
中
山
と
い
う
所
に
、
小
さ
な
お
城
が
あ
っ
て
、

中
山
様
と
い
う
お
殿
様
が
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

③
そ
の
中
山
か
ら
、
少
し
離
れ
た
山
の
中
に
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う
き
つ
ね
が

い
ま
し
た
。
ご
ん
は
、
独
り
ぼ
っ
ち
の
小
ぎ
つ
ね
で
、
し
だ
0

0

の
い
っ
ぱ
い
茂
っ
た

森
の
中
に
、
穴
を
掘
っ
て
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
夜
で
も
昼
で
も
、
辺

り
の
村
へ
出
て
き
て
、
い
た
ず
ら
ば
か
り
し
ま
し
た
。
畑
へ
入
っ
て
芋
を
掘
り
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さ
せ
て
い
く
こ
と
で
「
ご
ん
」
の
い
る
物
語

世
界
へ
視
聴
者
を
誘
う
と
い
う
手
法
を
と
っ

て
い
る
。「
私
」の
存
在
を
印
象
づ
け
る
こ
と

で
、
過
去
の
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う

伝
承
性
を
強
調
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

同
様
に
「
茂
平
」
と
「
私
」
を
登
場
さ
せ

て
い
る
が
、「
茂
平
」
を
ナ
レ
ー
タ
ー
と
し
て

採
用
し
て
い
る
の
が
作
品
Ｂ
で
あ
る
。
聞
い

て
い
る
「
私
」
に
視
聴
者
と
し
て
の
自
分
を

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

絵
コ
ン
テ
と
い
う
と
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
作
品
Ａ
、
作
品
Ｂ
の

よ
う
な
描
き
表
し
方
で
十
分
に
意
図
は
伝
わ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
コ
ン
テ
を
見
せ
な
が
ら

口
頭
発
表
で
内
容
を
説
明
す
る
と
い
う
場
が

必
要
で
は
あ
る
。

　　

②
お
城
か
ら
始
ま
る
パ
タ
ー
ン

　

第
②
段
落
の
「
小
さ
な
お
城
」
を
取
り
上
げ
た
の
が
作
品
Ｃ
で
あ
る
。
同
時

に
、
第
④
段
落
の
「
雨
」
を
表
現
し
、「
ご
ん
」
の
悲
し
い
結
末
を
暗
示
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。「
小
さ
な
お
城
」
は
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
世
界
で
意
外
に
存
在

感
を
示
し
て
い
る
。「
お
昼
が
過
ぎ
る
と
、
ご
ん
は
、
村
の
墓
地
へ
行
っ
て
、

六
地
蔵
さ
ん
の
陰
に
隠
れ
て
い
ま
し
た
。
い
い
お
天
気
で
遠
く
向
こ
う
に
は
、

お
城
の
屋
根
が
わ
ら
が
光
っ
て
い
ま
す
。」、

「
月
の
い
い
晩
で
し
た
。
ご
ん
は
、
ぶ
ら
ぶ

ら
遊
び
に
出
か
け
ま
し
た
。
中
山
様
の
お
城

の
下
を
通
っ
て
、
少
し
行
く
と
、
細
い
道
の

向
こ
う
か
ら
、
誰
か
来
る
よ
う
で
す
。」、「
お

城
の
前
ま
で
来
た
時
、
加
助
が
言
い
だ
し
ま

し
た
。
／
『
さ
っ
き
の
話
は
、
き
っ
と
、
そ

り
ゃ
あ
、
神
様
の
し
わ
ざ
だ
ぞ
。』」
と
、
か

な
り
重
要
な
場
面
で
「
お
城
」
は
姿
を
表
わ

す
。
再
読
す
る
前
は
、「
村
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、「
お
城
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
映
像
化
を
考
え
る
こ
と
で
、

「
お
城
」
の
存
在
感
が
浮
か
び
上
が
り
、「
ご
ん
」
が
い
た
「
時
代
」
や
「
場
所
」

が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

③
「
ご
ん
」
の
い
た
ず
ら
か
ら
始
ま
る
パ
タ
ー
ン

　

追
い
か
け
ら
れ
て
い
る
「
ご
ん
」
を
登
場

さ
せ
る
始
ま
り
方
で
あ
る
。
第
③
段
落
の
う

ち
の
、
い
た
ず
ら
部
分
を
取
り
立
て
る
と
と

も
に
、
村
人
と
「
ご
ん
」
と
の
関
係
性
を
印

象
づ
け
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
あ
ま
り
悲

壮
感
を
感
じ
さ
せ
ず
、
人
と
動
物
の
典
型
的

な
関
係
性
を
見
せ
る
と
同
時
に
、
動
き
の
あ

る
場
面
を
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
こ
と
で
物
語

作品Ａ

作品Ｃ作品Ｄ

作品Ｂ
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の
リ
ズ
ム
を
作
る
と
い
う
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

④
「
筒
口
」
の
「
青
い
煙
」
を
見
せ
る
パ
タ
ー
ン

　

結
末
か
ら
見
せ
よ
う
と
い
う
作
品
Ｅ
、
作
品
Ｆ
だ
が
、
作
品
Ｆ
が
「
ば
た
り

と
、
と
り
落
と
し
」
た
あ
と
の
「
火
縄
銃
」

で
あ
る
の
に
対
し
、
作
品
Ｅ
は
、
撃
っ
た
直

後
の
「
兵
十
」
の
姿
を
見
せ
よ
う
と
い
う
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
。
作
品
Ｆ
は
、
そ
の
後
、
倒

れ
た
「
ご
ん
」
と
「
兵
十
」
の
手
の
ア
ッ
プ
、

叫
ぶ
「
兵
十
」
と
い
う
よ
う
に
、「
兵
十
」
の

視
点
を
意
識
さ
せ
、「
兵
十
」
の
気
持
ち
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
物
語
を
振
り
返
り
描
い

て
い
く
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

　
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」の

結
末
は
、
第
六
場
面

に
お
け
る
「
そ
の
時
、

兵
十
は
、
ふ
と
顔
を

上
げ
ま
し
た
。」
と

い
う
視
点
の
転
換
か

ら
急
激
に
悲
劇
へ
の

道
筋
を
た
ど
り
始
め

る
。「
ご
ん
」
が
撃

た
れ
る
物
語
で
は
な

く
、「
兵
十
」
が
撃
つ
物
語
へ
と
転
換
し
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
に
読
者
は
、
こ

れ
ま
で
寄
り
添
っ
て
き
た
「
ご
ん
」
か
ら
引
き
離
さ
れ
、「
兵
十
」
の
物
語
に

無
理
や
り
参
加
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
作
品
Ｅ
、
作
品
Ｆ
は
、
こ
の
悲
劇
の
結
末

を
「
兵
十
」
の
視
点
か
ら
描
き
、
最
初
か
ら
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
見
る

者
の
構
え
を
作
る
と
い
う
ね
ら
い
と
な
る
。

　

⑤
そ
の
他
の
パ
タ
ー
ン

　

作
品
Ｇ
も
同
様
に
煙
か
ら
入
る
。
し
か

し
、
実
は
そ
の
煙
は
お
線
香
の
煙
で
あ
り
、

「
ご
ん
」
の
墓
を
見
舞
う
兵
十
と
い
う
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
後
日
譚
的
な
内
容
を
つ

け
加
え
た
冒
頭
と
な
っ
て
い
る
。「
ご
ん
」

を
撃
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
「
兵
十
」
と
い
う

構
図
か
ら
物
語
を
語
り
起
こ
し
て
い
く
。

　

作
品
Ｈ
は
母
狐
を
登
場
さ
せ
、
母
子
の
別

れ
を
描
き
、「
独
り
ぼ
っ
ち
の
小
ぎ
つ
ね
」

を
印
象
づ
け
る
。
こ
れ
は
、「
ま
ん
が
日
本

昔
ば
な
し
」
版
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
手
法

で
も
あ
る
。
冒
頭
で
猟
犬
に
追
わ
れ
る
母
子

と
そ
の
別
れ
を
描
き
、結
末
で
、「
兵
十
」
に

撃
た
れ
た
「
ご
ん
」
が
「
母
狐
」
と
再
会
す

る
と
い
う
枠
組
み
で
、
視
聴
者
の
カ
タ
ル
シ

ス
を
作
ろ
う
と
し
た
の
が
「
ま
ん
が
日
本
昔

作品Ｅ作品Ｆ

作品Ｇ作品Ｈ
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ば
な
し
」
版
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
映
像
版
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
冒
頭
の
絵
コ
ン
テ
制
作
に
よ
っ

て
、
個
々
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
対
す
る
「
思
い
」
や
「
読
み
」
の
違
い
が
明

確
に
な
っ
た
。
絵
そ
の
も
の
は
、
あ
ま
り
描
き
こ
ま
れ
て
お
ら
ず
、
誰
が
何
を

し
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
程
度
だ
が
、
絵
コ
ン
テ
を
見
せ
な
が
ら
口
頭
で
説
明

す
る
と
い
う
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
十
分
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
の
違
い
は
見

え
た
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
に
限
ら
ず
、
物
語
の
解
釈
を
、
根
拠
を
示
し
な
が
ら
他

者
に
説
明
す
る
、「
読
む
こ
と
」
の
力
の
形
成
に
お
い
て
も
、
絵
コ
ン
テ
に
描
き

表
す
、
と
い
う
活
動
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

タ
イ
ト
ル
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
続
く
一
コ
マ

　

教
科
書
に
は
、
四
種
類
の
絵
コ
ン
テ
を
掲
載
し
、
セ
リ
フ
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

音
楽
を
考
え
た
り
、
続
き
を
考
え
た
り
す
る
活
動
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
一
か

ら
絵
コ
ン
テ
を
描
く
活
動
で
は
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
タ
イ

ト
ル
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
提
示
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
絵
コ
ン
テ
の
冒

頭
の
一
コ
マ
を
比
べ
る
だ
け
で
も
個
々
の
読
み
の
違
い
は
明
ら
か
に
な
る
。
と

す
る
と
、
続
き
を
考
え
る
活
動
の
場
合
で
も
、
一
コ
マ
描
か
せ
る
だ
け
で
も
十

分
に
多
様
な
読
み
が
生
み
出
さ
れ
る
。「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
１
」
は
、
絵
コ
ン
テ

か
ら
「
ご
ん
の
登
場
編
」
を
選
び
、
タ
イ
ト
ル
後
の
一
コ
マ
を
考
え
さ
せ
る
活

動
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
い
っ
た
ん

は
中
断
さ
れ
た
物
語
を
仕
切
り
直
す
と
き
に
、
ど
う
い
う
コ
マ
か
ら
始
め
る
の

か
。
こ
の
場
合
も
、
先
の
①
「
私
」
と
「
茂
平
」、
②
「
お
城
」、
③
「
ご
ん
」

の
い
た
ず
ら
、
④
「
筒
口
」
の
「
青
い
煙
」
の
パ
タ
ー
ン
に
加
え
て
、
⑤
「
二
、

三
日
雨
が
降
り
続
い
た
そ
の
間
、
ご
ん
は
、
外
へ
も
出
ら
れ
な
く
て
、
穴
の
中

に
し
ゃ
が
ん
で
い
ま
し
た
。」
を
表
し
た
大
き
く
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
生
み
出

さ
れ
た
。
④
の
パ
タ
ー
ン
以
外
は
本
文
の
冒
頭
を
丁
寧
に
検
討
し
た
結
果
で
あ

ろ
う
。
映
像
化
と
い
う
学
習
方
法
に
よ
っ
て
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
冒
頭
を
丁
寧

に
読
み
直
し
、
細
か
な
描
写
表
現
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

絵
コ
ン
テ
を
描
く
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
絵
と
文
で
考
え
を
伝
え
る
力
は
、

国
語
科
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
義
務
教
育
全
体
に
お
い
て
、
自
ら
の
イ

メ
ー
ジ
を
絵
と
し
て
描
き
表
す
能
力
自
体
は
育
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
絵
と

文
字
で
表
現
を
行
う
と
い
っ
た
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
は
今
後
、
よ
り

求
め
ら
れ
る
能
力
で
あ
り
、
こ
う
し
た
絵
コ
ン
テ
の
よ
う
な
表
現
活
動
は
国
語

科
の
言
語
活
動
の
一
つ
と
し
て
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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ワークシート B① 

          「ごんぎつね」をアニメーションにしよう①  名前（                ） 

                                    
                                                                   
 
 
 
 
 

       
        

                                  

みんながよく知っている「ごんぎつね」のアニメーションを、どのように語り始めていくか、さまざまに工夫してみましょう。 

 

絵で描きにくいところは、どんなカットにしたいか、言葉で説明しまし

ょう。 

アニメーションは、つぎ

のように始まっていきま

す。 
題名カット（ごんぎつ

ねと文字だけで題名が示

されるカット）が出てく

るまでは、どんな物語な

のかいろいろと想像がひ

ろがりますね。 

効果音やBGM（背景に流れる音楽） セリフやナレーション 

これは、だれのし

っぽだろう？誰が

見ていると感じら

れるように、作ら

れているのかな？ 

 

題名が出てきて「ごん

ぎつね」という物語だと、

はじめて見ている人にわ

かります。 
さて、みなさんがアニ

メーションの作り手だっ

たら、題名カットのつぎ

のカットを、どんなカッ

トから始めたいですか。

絵や言葉で、あなたの考

えを絵や言葉で書いてみ

ましょう。 
 

ワークシート１
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生
の
段
階
で
ほ
ぼ
学
習
し
、
二
年
生
で
は
接
続
詞
と
い
う
品
詞
と
そ
の
役
割
を

学
習
す
る
。
そ
れ
ら
、
学
習
済
み
の
接
続
詞
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
接
続
詞

が
使
用
語
彙
と
し
て
変
化
す
る
の
か
を
分
析
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
み
教

材
で
学
習
し
た
言
葉
が
、
ど
の
よ
う
に
使
用
語
彙
と
し
て
「
書
く
こ
と
」
に
使

え
る
の
か
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
接
続
詞
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
語

研
究
所
の
『
分
類
語
彙
表
』（
大
日
本
図
書
、二
〇
〇
四
年
）
の
分
類
に
従
っ
た
。

作
文
の
中
に
具
体
的
に
出
現
し
た
接
続
詞
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

・
累
加
▼
お
よ
び
、
か
つ
、
し
か
も
、
そ
し
て
、
ま
た

　

・
展
開
▼
で
、
で
は

　

・
反
対
▼
一
方
、
が
、
け
れ
ど
、
し
か
し

　

・
選
択
▼
あ
る
い
は
、
も
し
く
は

　

・
換
言
▼
す
な
わ
ち

　

・
補
充
▼
た
だ
、
な
お
、
も
っ
と
も
、
た
だ
し

　

・
転
換
▼
さ
て

　

そ
の
使
用
頻
度
を
分
析
す
る
と
、
展
開
、
選
択
、
換
言
、
補
充
、
転
換
の
使

用
頻
度
は
少
な
く
、
累
加
と
反
対
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
全
て
の
学
年
で
一

定
の
割
合
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
と
対
応
し
て
、
累
加
と
反
対
と
の
比
率

一　

作
文
に
見
ら
れ
る
接
続
詞

　

日
本
の
子
ど
も
と
ア
メ
リ
カ
の
子
ど
も
の
作
文
を
比
べ
た
興
味
深
い
調
査
が

あ
る
（『
納
得
の
構
造
』
渡
辺
雅
子
、
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
こ
の

調
査
は
、
小
学
校
四
年
生
と
五
年
生
に
四
コ
マ
漫
画
を
見
て
作
文
を
書
か
せ
る

実
験
を
行
い
、
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

な
実
験
方
法
と
数
値
は
著
書
の
記
述
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
こ
と

は
、
違
い
と
し
て
「
出
来
事
の
順
を
追
っ
て
述
べ
る
『
時
系
列
』
と
、
評
価
を

最
初
に
述
べ
、
そ
こ
か
ら
以
前
の
出
来
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
『
因
果
律
』
の

両
者
の
質
的
な
違
い
」（
前
掲
書
Ｐ
22
Ｌ
９

−

10
）
が
作
文
か
ら
読
み
取
れ
た
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
作
文
例
で
は
、「
…
…
し
て
…
…

し
て
」
と
い
う
連
用
形
の
接
続
詞
が
多
用
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
作
文
で
は
「
な

ぜ
な
ら
」「
だ
か
ら
」「
な
の
で
」
と
い
う
因
果
を
表
す
語
彙
が
使
わ
れ
て
い

る
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
中
学
生
以
降
は
ど
う
か
。
筆
者
は
以
前
、
中
等
教
育
学
校
の
一

年
生
（
中
学
校
一
年
生
）
か
ら
五
年
生
（
高
校
二
年
生
）
ま
で
の
学
習
者
に
、

作
文
課
題
と
し
て
同
時
期
に
同
課
題
を
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
接
続
詞
の
使
用

に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
結
果
が
得
ら
れ
た
。
接
続
詞
に
つ
い
て
は
、
中
学
一
年

言
葉
か
ら
考
え
方
を
考
え
る

―
―
理
解
語
彙
か
ら
使
用
語
彙
へ

茨
城
大
学
教
育
学
部
准
教
授　

鈴す
ず

木き　

一か
ず

史ふ
み　

連
載
3
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法
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
学
習
の
一
例
と
し
て
は
、「
確
か
に
…
…
、
し

か
し
…
…
」
と
い
っ
た
型
を
指
導
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
型
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
逆
接
の
使
用
方
法
は
、
単
に
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、

対
立
概
念
を
も
含
ん
だ
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
因
果
を
表
す
「
だ
か
ら
」「
な
の
で
」「
な
ぜ
な
ら
」
の
三
語
に

つ
い
て
は
、
各
学
年
の
使
用
率
（
三
語
の
使
用
語
数
／
述
べ
語
数
）
は
次
に
示

す
表
の
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

　

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
調
査
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
因
果
律
を
表
す
語
彙
に

つ
い
て
は
、
小
学
校
四
年
か
ら
五
年
で
獲
得

す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
学
年
で
は
因
果
律
で
物

事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
学

校
高
学
年
段
階
で
因
果
律
を
語
彙
と
と
も
に
教

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
思
考
方
法
が

因
果
律
に
変
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

因
果
律
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
因
果
を
表
す
語
彙
を
教
え
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
思
考
や
概
念
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
然

の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
だ
か
ら
」
は
小
学
校
低
学
年
の
教
科
書
に
使
用
さ
れ

て
お
り
、「
読
む
こ
と
」
の
中
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
。

二　
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
の
中
の
「
し
か
し
」

　
　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
な
教
材
で
あ
る
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
を
も
と
に
、「
し

に
よ
っ
て
学
年
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
累
加
が
多
い
と
い
う

こ
と
は
、「
時
系
列
」
作
文
の
「
…
…
し
て
…
…
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
文
で

綴
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
学
か
ら
高
校
段
階
で
も
、
時
系
列
の

作
文
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
頻
度
を
見
る
と
、
学

年
を
追
う
ご
と
に
明
ら
か
に
減
少
し
て
き
て
お
り
、
単
純
な
時
系
列
か
ら
の
脱

却
が
見
ら
れ
る
。
累
加
に
関
し
て
は
、
論
が
一
方
向
の
み
に
展
開
し
て
い
っ
て
、

線
状
的
な
論
の
組
み
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
「
反
対
」
と

の
関
係
で
見
る
と
、
一
年
は
累
加
が
六
三
％
を
占
め
、
反
対
は
三
一
％
で
あ
る
。

こ
の
状
態
か
ら
学
年
を
追
う
ご
と
に
、
累
加
の
比
率
は
減
り
、
反
対
の
比
率
が

増
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
年
に
な
る
と
一
気
に
累
加
と
反
対
の
比
率
が
同
程

度
ま
で
接
近
す
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
反
対
の
接
続
詞
が
文
章
展
開
や
文
章
構
成
上
で
高
度
な
構
成

＊ここでは，累加と反対についてのみ示した。

70

60

50

40

30

20

10

0
１年

（％）

２年

31
35 36 34

45

47

57
53

58
63

３年 ４年 ５年

累加

反対

因果律用語

1年（中１） 0.21%

2年（中２） 0.22%

3年（中３） 0.22%

4年（高１） 0.22%

5年（高２） 0.18%
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や
象
た
ち
と
深
い
つ
き
あ
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
た
ち
の
中
か
ら
、

こ
の
「
常
識
」
に
対
す
る
疑
問
が
生
ま
れ
始
め
た
。（
教
科
書
Ｐ
90
）

Ｃ　

…
…
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
学
者
は
、
そ
の
イ
ル
カ
が
自

分
の
名
前
と
は
別
の
、
イ
ル
カ
語
の
あ
る
音
節
を
同
時
に
繰
り
返
し
発
音

す
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
。（
教
科
書
Ｐ
93
）

Ｄ　

こ
の
よ
う
に
、
鯨
や
象
が
高
度
な
「
知
性
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、

た
ぶ
ん
ま
ち
が
い
な
い
事
実
だ
。

　
　

し
か
し
、
そ
の
「
知
性
」
は
、
科
学
技
術
を
進
歩
さ
せ
て
き
た
人
間
の

「
知
性
」
と
は
大
き
く
違
う
も
の
だ
。（
教
科
書
Ｐ
94
）

　

Ａ
と
Ｃ
は
段
落
の
中
に
あ
る
「
し
か
し
」
で
あ
り
、
波
線
の
よ
う
に
前
後
で

対
立
す
る
語
彙
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
は
「
似
て
い
る
」
と
「
違
っ

て
い
る
」
で
あ
り
、
Ｃ
は
「
気
が
つ
い
た
」
と
「
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。

段
落
内
部
に
あ
る
「
し
か
し
」
は
対
義
語
と
も
い
え
る
語
彙
に
よ
っ
て
前
後
が

結
ば
れ
て
お
り
、
正
確
な
読
み
取
り
が
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
類
義
語
や
対

義
語
の
概
念
の
広
が
り
も
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｂ
と
Ｄ
は
段
落
の
は
じ
め
に
あ
る
「
し
か
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
立
す

る
言
葉
ど
う
し
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
で
あ
り
、
こ
こ
に

学
習
者
の
理
解
語
彙
か
ら
使
用
語
彙
へ
の
契
機
が
存
在
す
る
。「
し
か
し
」
の

前
段
を
確
認
す
る
と
、
Ｂ
の
「
思
え
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
」
や
Ｄ
の
「
た

か
し
」
と
い
う
接
続
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
反
対
の
接
続
詞
は
、
小
学

校
か
ら
習
っ
て
は
い
る
が
、
自
分
の
文
章
に
使
う
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
。

そ
れ
は
、「
し
か
し
」
が
、
対
立
す
る
考
え
方
を
内
に
も
ち
な
が
ら
、
自
分
の
考

え
方
を
組
み
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考
え

方
が
で
き
な
い
う
ち
は
、
反
対
の
接
続
詞
を
自
分
の
も
の
と
し
て
使
い
こ
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
学
習
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
読
み
教
材
を
と

お
し
て
、「
考
え
方
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

　
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
で
は
、「
し
か
し
」
が
四
回
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
立
的
な
考
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
読
み

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
し
か
し
」
の
使
用
を
学
習
者
が
自
覚
的
に
使
う
よ
う
な

学
習
へ
と
結
び
つ
け
た
い
。
具
体
的
に
は
次
の
四
か
所
で
あ
る
。

Ａ　

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
る
と
、
鯨
と
象
と
人
は
確
か
に
似
て
い
る
。
し

か
し
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
と
他
の
二
種
と
は
何
か
が
決

定
的
に
違
っ
て
い
る
。（
教
科
書
Ｐ
90
）

Ｂ　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
自
ら
は
何
も
生
産
せ
ず
、
自
然
が
与
え
て

く
れ
る
も
の
だ
け
を
食
べ
て
生
き
、
あ
と
は
何
も
し
な
い
で
い
る
よ
う
に

み
え
る
（
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
）
鯨
や
象
が
、
自
分
た
ち
と
対
等

の
「
知
性
」
を
も
っ
た
存
在
と
は
と
て
も
思
え
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。

　
　

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
か
ら
、
鯨
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ぶ
ん
ま
ち
が
い
な
い
事
実
」
と
い
っ
た
記
述
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
定
の
言
説
を

承
認
し
て
い
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
し
か
し
」
に
よ
っ
て
、
そ

の
言
説
を
覆
す
か
た
ち
で
、
自
己
の
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
考
え
方
を
、
自
分
の
文
章
の
中
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
は
、
一
つ
は
考
え
方
の
訓
練
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
文

型
と
し
て
の
練
習
で
あ
る
。

　

ま
ず
考
え
方
の
訓
練
と
し
て
は
、
中
学
校
二
年
の
「
書
く
こ
と
」
の
全
過
程

で
あ
る
『
立
場
を
決
め
て
意
見
を
述
べ
る
に
は
』（
教
科
書
Ｐ
186
〜
192
）
で
あ

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
学
習
活
動
で
あ
る
。
こ
の
教
材
で
は
、
成
人
式
を
見
た

夫
婦
の
会
話
で
、「
な
ん
か
年
ご
と
に
新
成
人
が
こ
ど
も
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
く

な
ー
」
と
い
う
発
言
か
ら
始
ま
る
四
コ
マ
漫
画
が
提
示
さ
れ
、
漫
画
を
読
ん
だ

あ
と
の
「
考
え
を
深
め
る
た
め
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
」
の
例
と
し
て
、「
新
成
人
だ

け
の
問
題
か
。」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
自
分
の
意
見
文

を
書
く
と
き
に
そ
の
ま
ま
、「
新
成
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
…
…
」
と
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
他
の
考
え
方
も
想
定
し
た
書

き
方
が
説
得
力
を
増
し
、
意
見
文
と
し
て
の
深
み
を
も
た
せ
て
い
く
。

　

も
う
一
つ
は
文
型
と
し
て
の
練
習
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
確
か
に
…
…
、

し
か
し
…
…
」
と
い
う
文
型
を
使
っ
て
文
章
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
も
同
じ
学
年
の
「
文
章
名
人
２
」
の
『
構
成
の
し
っ
か
り
し
た
文
章
を
書
く

に
は
』（
教
科
書
Ｐ
176
〜
177
）
で
、
例
文
と
し
て
、「
確
か
に
、
映
画
を
き
っ
か

け
に
、
作
品
に
関
心
を
も
ち
、
本
を
手
に
取
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
読
書
の
楽
し
み
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
…
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
単
に
「
確
か
に
…
…
、
し
か
し
…
…
」

と
い
う
例
文
に
則
っ
て
書
か
せ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、『
ガ
イ
ア
の
知

性
』
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
段
落
初
め
の
「
し
か
し
」
に
は
、
前
文
に
、
た
と

え
そ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
異
な
る
考
え
を
受
け
付
け
る

「
確
か
に
、
…
…
」
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
し

か
し
」
を
逆
接
と
し
て
単
独
で
学
習
し
た
の
で
は
、
そ
の
「
し
か
し
」
が
も
つ

他
者
の
考
え
の
内
包
と
い
う
性
質
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
、

理
解
語
彙
の
領
域
を
ど
う
し
て
も
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

三　

お
わ
り
に

　

今
回
は
、
作
文
の
デ
ー
タ
と
二
年
生
の
教
材
を
も
と
に
、
理
解
語
彙
か
ら
使

用
語
彙
へ
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
学
年
が
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
変

化
す
る
使
用
語
彙
も
あ
れ
ば
、
中
学
生
か
ら
は
一
定
の
使
用
割
合
で
変
化
し
な

い
語
彙
も
あ
る
。
特
に
時
系
列
や
因
果
律
な
ど
を
表
す
言
葉
や
、
接
続
詞
な
ど

は
、
学
習
者
に
と
っ
て
、
考
え
方
の
方
法
ま
で
も
規
定
し
て
い
く
言
葉
で
あ
る

た
め
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
使
用
語
彙
へ
の
転
換
は
ぜ
ひ
と
も
学
習
さ
せ
た
い
。

　

現
在
の
教
科
書
で
は
、
そ
の
よ
う
な
学
習
材
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
や
「
書
く
こ
と
」
の
「
構
成
」、「
全
過
程
」
な
ど
の

関
連
性
に
お
い
て
授
業
者
が
意
識
的
な
関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ま
な
い
と
、
な

か
な
か
学
習
者
の
中
で
統
一
的
な
学
習
と
な
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

今
回
は
学
年
変
化
の
激
し
い
「
し
か
し
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
教
材
ど
う
し
の

関
連
性
を
追
っ
て
確
認
し
て
き
た
。
次
回
も
学
習
者
の
作
文
か
ら
わ
か
る
概
念

形
成
に
つ
い
て
、
言
葉
と
概
念
と
学
習
材
と
の
関
係
性
を
具
体
的
な
教
材
で
示

し
て
い
き
た
い
。
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は
じ
め
に

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発
展
さ
せ

る
態
度
を
育
て
る
こ
と
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
文
化
の
継
承

を
担
う
国
語
科
と
し
て
は
、
今
日
ま
す
ま
す
書
写
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

本
校
国
語
科
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
中
学
校
学
習
指
導
要
領 

３
国
語

科
改
訂
の
要
点
（
８
）
に
の
っ
と
っ
て
授
業
実
践
を
行
っ
て
い
る
。

　

書
写
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
文
字
文
化
に
親
し
み
、
社
会
生
活
や

学
習
活
動
に
役
立
つ
よ
う
内
容
や
指
導
の
在
り
方
の
改
善
を
図
る
と

と
も
に
、
身
の
回
り
の
文
字
に
関
心
を
も
ち
文
字
を
効
果
的
に
書
く

よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
が
進
み
、
文
字
を
手
書
き
す
る
機
会
が
極
端

に
減
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、「
手
書
き
文
字
」
の

ぬ
く
も
り
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
生
徒
に
し
た
い
と
考
え
、
以
下
の
実
践
を

行
っ
た
。

実
践
事
例
①
【
他
教
科
の
学
び
を
支
え
る
字
形
・
配
列
指
導
】

　

生
徒
は
、
小
学
校
六
年
間
で
、
文
字
の
特
徴
を
捉
え
正
し
く
書
く
力
を
身
に

実
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く

　
　
　
　

書
写
指
導
の
あ
り
方

岐
阜
市
立
青せ

い

山ざ
ん

中
学
校　

国
語
科　

つ
け
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
中
学
校
第
一
学
年
前
半
に
お
い
て
は
、
小

学
校
書
写
の
学
習
内
容
を
学
び
直
す
こ
と
で
確
か
な
力
の
定
着
を
図
っ
て
い

る
。
レ
ポ
ー
ト
の
形
式
で
書
い
た
り
、
手
紙
や
は
が
き
に
書
い
た
り
す
る
活
動

を
行
い
、
配
列
を
工
夫
し
な
が
ら
文
字
の
大
き
さ
に
注
意
し
て
書
く
こ
と
を
指

導
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
習
内
容
を
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
の
レ
ポ
ー
ト
作

り
（
テ
ー
マ
：
環
境
問
題
を
考
え
る
）
に
役
立
て
る
生
徒
の
姿
（
図
１
）
が
見

ら
れ
た
。
ま
た
、
社
会
科
で
世
界
史
の
学
習
内
容
を
ま
と
め
る
際
に
、
紙
面
全

体
に
対
す
る
文
字
の
大
き
さ
や
、
書
く
べ
き
位
置
を
考
え
て
調
和
的
に
文
字
を

割
り
当
て
た
り
、
重
要
語
句
の
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
た
り
す
る
姿
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

図１　 環境問題についてまとめた
レポート

書写
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実
践
事
例
②
【
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
書
体
を
選
ん
で
書
く
指
導
】

　

行
書
の
学
習
の
導
入
時
に
、
そ
の
速
記
性
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
「
枕
草

子
」の
視
写
を
行
っ
た
。
ま
ず
は
、
そ
の
全
文
を
楷
書
で
視
写
し
そ
の
時
間
を

計
測
し
た
。
そ
の
後
、時
間
を
さ
ら
に
縮
め
る
た
め
の
方
法
を
話
し
合
い
、「
点

画
を
連
続
さ
せ
て
行
書
で
書
く
こ
と
」
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

点
画
の
省
略
や
連
続
、
筆
脈
に
注
意
し
て
全
文
を
行
書
で
何
度
も
書
き
、
単
元

の
終
末
で
は
、
行
書
で
視
写
す
る
時
間
を
計
測
し
た
。
す
る
と
、
お
よ
そ
八
割

の
生
徒
が
導
入
時
に
書
い
た
楷
書
の
時
間
よ
り
大
幅
に
短
縮
で
き
、
必
要
に
応

じ
て
書
体
を
選
ぶ
必
然
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
聞
く
こ
と
の
授
業
に
お
い
て
、
教
師
や
仲
間
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
書
で

メ
モ
を
取
る
活
動
を
行
っ
た
。
こ
の
学
習
に
お
い
て
、
生
徒
に
そ
の
速
記
性
の

よ
さ
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
生
徒
に
必
然
を
も
た
せ
な
が
ら
行
書
の
指
導
を
行
い
、
行
書
の

文
字
に
書
き
慣
れ
、
読
み
や
す
く
速
く
書
く
能
力
の
育
成
に
努
め
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
教
科
書
（
二
・
三
年
）
四
十
四
ペ
ー
ジ
を
も
と
に
、
生
活
の
中
に

あ
る
毛
筆
で
書
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

作
品
を
提
示
し
、
文
字
の
伝
達
性
や

表
現
性
な
ど
を
生
徒
に
実
感
さ
せ
た
。

生
徒
自
ら
も
授
業
で
、
行
書
の
芸
術

性
を
生
か
し
た
作
品
を
つ
く
り
た
い

と
願
い
単
位
時
間
の
学
習
に
向
か
っ

た
。
以
下
は
、
そ
れ
ら
の
単
位
時
間

の
指
導
過
程
で
あ
る
。

図２　 生徒による行書の作品

学
習
指
導
略
案

□
単
元
名　

書
写
『
学
習
を
生
か
し
て
書
く
』　

４
・
５
／
６

□ 

本
時
の
ね
ら
い　

今
ま
で
学
習
し
て
き
た
行
書
の
学
習
を
通
し
て
、
全
体
の
調
和
を

考
え
て
、
配
置
よ
く
書
く
こ
と
が
わ
か
り
、
自
分
の
お
気
に
入
り
の
言
葉
を
毛
筆
で

し
た
た
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
習
活
動
（
単
位
時
間
の
指
導
過
程
）

留
意
点

一　

本
時
の
課
題
を
確
認
す
る
。

二　

 

教
科
書
44
ペ
ー
ジ
の「
多
様
な
表
現
に
よ
る
文
字
」を
利
用
し
、

自
分
の
作
品
の
書
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

○ 

平
仮
名
の
点
や
線
の
変
化
や
連
続
に
気
を
つ
け
な
い
と

い
け
な
い
な
。

○ 

目
だ
っ
た
り
優
し
い
感
じ
で
書
い
た
り
し
な
い
と
い
け

な
い
な
。

○ 

漢
字
と
平
仮
名
の
大
き
さ
の
つ
り
あ
い
を
と
っ
て
書
か

な
い
と
い
け
な
い
な
。

○ 

紙
面
に
あ
っ
た
文
字
の
大
き
さ
で
書
か
な
い
と
い
け
な

い
な
。

○ 

文
字
の
配
列
を
考
え
て
余
白
の
部
分
を
作
ら
な
い
と
い

け
な
い
な
。

三　

 

文
字
の
大
き
さ
や
中
心
、配
列
な
ど
、全
体
の
調
和
を
考
え
て
、

「
ゆ
き
の
ふ
る
夜
」
を
練
習
す
る
。

四　
 

練
習
し
た
作
品
を
、「
目
だ
っ
た
り
優
し
い
感
じ
で
書
い
た
り

し
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
」「
文
字
の
大
き
さ
や
行
の
中
心
、

字
間
・
行
間
、
余
白
の
と
り
方
を
意
識
し
て
書
け
た
か
」
と

い
う
視
点
か
ら
振
り
返
り
、
ま
と
め
を
書
く
。

五　

本
時
の
学
習
を
振
り
返
る
。

・
前
時
ま
で
の
中
で
、

自
分
の
書
き
た
い
文

字
に
つ
い
て
考
え
て

お
く
。

・
平
仮
名
の
点
や
線
の

変
化
・
連
続
を
考
え

て
書
く
よ
う
に
指
示

を
す
る
。

・
毛
筆
は
筆
圧
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
が
容
易

な
の
で
、
点
画
が
連

続
す
る
よ
う
に
意
識

さ
せ
る
。

自
分
の
お
気
に
入
り
の
言
葉
を
毛
筆
で
表
現
し
よ
う
。
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実
践
事
例
③
【
効
果
的
に
文
字
を
書
き
、
実
生
活
に
生
か
す
指
導
】

　

本
校
で
は
、実
践
事
例
①
②
で
述
べ
た
「
字
形
・
配
列
に
気
を
つ
け
て
書
く
」

「
書
体
を
選
ん
で
書
く
」
と
い
う
こ
と
を
生
か
し
、
学
級
の
足
跡
の
掲
示
や
学

級
目
標
な
ど
を
印
字
で
は
な
く
、
生
徒
が
ぬ
く
も
り
の
あ
る
字
を
手
書
き
し
て

い
る
。
生
徒
は
紙
面
の
大
き
さ
や
書
く
内
容
、
最
も
伝
え
た
い
こ
と
を
考
え
、

掲
示
物
を
制
作
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
筆
記
具
の
選
択
に
つ
い
て
工
夫
す
る
な

ど
、
小
学
校
か
ら
こ
れ
ま
で
に
身
に
つ
け
て
き
た
書
写
の
能
力
を
総
合
的
に
生

活
の
中
で
活
用
し
て
い
く
。
例
え
ば
、太
い
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
を
使
用
す
る
と
き
、

縦
画
は
太
く
、
横
画
は
細
く
書
く
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
級
目
標

の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
八
号
の
太
筆
で
書
き
、
サ
ブ
テ
ー
マ
は
五
号
筆
で
書
く
な

ど
、
自
ら
筆
記
具
を
工
夫
し
て
選
択
し
、
文
字
を
通
し
て
、
生
活
を
よ
り
よ
い

も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
徒
は
掲
示
物
を
作
成
す
る
と
き
、「
書
く
目

的
は
」「
誰
に
向
け
て
」「
ど
の
よ
う
に
」「
何
を
使
っ
て
」
を
意
識
し
て
い
る
。

○
目
的
意
識
…
…
…
…
… 

自
分
た
ち
の
目
標
や
歩
み
を
明
確
に
伝
え

た
り
、
意
識
し
た
り
す
る
た
め

○
相
手
意
識
…
…
…
…
… 

ク
ラ
ス
の
仲
間
に

○
自
己
表
現
と
し
て
…
… 

内
容
が
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
、
わ
か
り

や
す
く
書
く

○
筆
記
具
の
選
択
…
…
… 

毛
筆
、
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン　

な
ど

　

こ
れ
ら
の
内
容
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
意
欲
的
に
生
活
を
見
つ
め
自
ら
よ
り

よ
い
生
活
を
創
り
出
す
生
徒
が
育
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

私
た
ち
は
文
字
を
媒
体
と
し
て
、
互
い
に
思
い
や
考
え
を
伝
え
合
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
文
字
文
化
に
親
し
む
態
度
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
書
き
手
は
筆
記
具
や
書
体
な
ど
読
み
手
を
意
識
し
、
作
品
を
制
作
し
て
い

く
。
読
み
手
は
、
書
き
手
の
思
い
を
感
じ
な
が
ら
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
。
そ
の

営
み
の
中
で
、
相
手
を
お
も
ん
ぱ
か
る
態
度
が
育
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

今
後
も
生
き
て
は
た
ら
く
書
写
指
導
を
充
実
さ
せ
、
生
徒
が
よ
り
い
っ
そ
う
、

文
字
文
化
に
関
心
が
も
て
る
よ
う
な
実
践
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

図３　生徒が作成した掲示物
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又
野
亜
希
子
先
生
の
直
筆
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
、『
ち
い
さ
な
お
ば
け
ち
ゃ
ん

と
く
る
ま
い
す
の
な
な
ち
ゃ
ん
』（
造
形
・
は
っ
と
り
み
ど
り
先
生
）を
、
抽
選

で
三
名
の
か
た
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

　

郵
便
は
が
き
に
、
お
名
前
、
ご
住
所
を
明
記
の
う
え
、
左
の
宛
先
ま
で
お
送

り
く
だ
さ
い
。（
締
切
は
、
二
〇
一
三
年
十
月
末
日
消
印
有
効
。）

　

発
表
は
発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
お
寄
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
個
人
情
報
は
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
発
送
に
の
み
使
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
　

〒
一
〇
一-

〇
〇
五
一　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二-

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
出
版
株
式
会
社　

国
語
編
集
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
道
標
」
二
〇
一
三
年
秋
号
プ
レ
ゼ
ン
ト
係

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

表
紙
絵

　

今
号
の
表
紙
絵
は
、
ヤ
マ
ハ
ギ
（
山
萩
）。
マ
メ
科
の
落
葉
低
木
で
、
秋
の

七
草
の
一
つ
。
赤
紫
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

　

萩
は
、
古
く
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
一
首
を
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

秋
田
刈
る　

仮か
り
ほ廬

の
宿
り　

に
ほ
ふ
ま
で　

咲
け
る
秋
萩　

見
れ
ど
飽
か

ぬ
か
も

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
十　

二
一
〇
〇
）

【
歌
意
】

秋
の
田
を
刈
る
仮
小
屋
が
美
し
い
色
に
染
ま
る
ほ
ど
咲
い
て
い
る
秋
萩
は
、

ど
ん
な
に
見
て
も
飽
き
な
い
こ
と
よ
。
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