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巻頭エッセイ●ことのは

まはら 三桃
　
「
地
上
で
創
造
さ
れ
る
芸
術
は
、
す
で
に
宇
宙
で
完
成

さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
」。
画
家
で
あ
る
横よ
こ

尾お

忠た
だ

則の
り

さ
ん
の

言
葉
で
す
。
正
確
に
い
う
と
少
し
違
い
ま
す
が
、
こ
の

言
葉
に
出
会
っ
た
私
は
、
芸
術
を
小
説
と
お
き
か
え
て

考
え
、
気
が
楽
に
な
り
ま
し
た
。

　

小
説
と
は
不
思
議
な
も
の
で
す
。
あ
せ
っ
て
も
が
ん

ば
っ
て
も
書
け
な
い
時
は
書
け
ま
せ
ん
。
し
ぼ
り
出
そ

う
に
も
頭
の
中
は
か
ら
っ
ぽ
で
、
そ
こ
に
書
き
た
い
気

持
ち
だ
け
が
ふ
く
ら
ん
で
、
物
語
の
種
さ
え
見
つ
け
る

隙
間
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

今
で
も
私
は
、
と
き
ど
き
そ
う
い
う
状
態
に
陥
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
ス
ラ
ン
プ
で
す
が
、
そ
の
た
び
、
横
尾

さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
、
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

説
は
す
で
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
自
分
が
書
け
な
く
て

も
、
な
ん
と
か
探
し
出
せ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

　

私
の
場
合
、
小
説
は
な
ん
と
な
く
地
中
に
潜
ん
で
い

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
小
さ
な
鍬く
わ

を
持

ち
、
あ
り
そ
う
な
場
所
を
掘
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
メ
ー
ジ
で
、
実
際
に
は
パ
ソ

コ
ン
を
あ
け
、
原
稿
用
紙
十
枚
分
の
文
章
を
毎
日
打
っ

て
い
る
だ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
物
語
が
で
き
て
い
く

過
程
は
、
本
当
に
、
何
か
を
掘
り
出
す
作
業
に
似
て
い

る
と
感
じ
る
の
で
す
。

　

コ
ツ
コ
ツ
と
掘
り
続
け
て
い
く
う
ち
に
は
、
大
き
な

岩
に
ぶ
ち
当
た
っ
て
そ
れ
以
上
進
め
な
く
な
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
ん
な
と
き
は
、
ま
た
別
の
場
所
を
掘
り
直
す
。

だ
い
た
い
の
形
を
予
想
し
て
い
て
も
、
思
い
も
よ
ら
な

い
で
っ
ぱ
り
や
、
へ
こ
み
が
あ
っ
た
り
す
る
。
す
る
と

そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
入
れ
る
鍬
の
角
度
を
変
え
る
こ
と

に
も
な
る
。
状
況
に
応
じ
て
、
手
探
り
で
掘
り
進
め
て

い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
時
に
大
切
な
の
が
勘
ど
こ
ろ
と
粘
り
で
す
。
勘

ど
こ
ろ
は
、
そ
れ
ま
で
の
読
書
量
や
積
み
重
ね
た
経
験
、

書
い
て
き
た
作
品
な
ど
の
蓄
積
で
培
わ
れ
ま
す
。
た
く

さ
ん
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
自
分
の
中
に
も
っ
て
い
る
と
、

形
の
見
当
が
つ
き
や
す
い
と
い
う
も
の
。
あ
と
は
粘
り

強
く
掘
り
続
け
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

手
間
も
時
間
も
か
か
る
、
大
変
な
作
業
で
す
が
、
そ

れ
で
も
、
小
説
は
す
で
に
存
在
す
る
と
思
え
ば
、
な
ん

と
か
が
ん
ば
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
小
説
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
み
な
さ
ん
。

無
か
ら
有
は
生
ま
れ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
小

説
は
ど
こ
か
に
あ
る
し
、
そ
れ
を
形
に
す
る
力
は
、
自

分
の
中
に
あ
り
ま
す
。
勘
ど
こ
ろ
と
粘
り
を
力
に
し
て
、

ぜ
ひ
掘
り
出
し
て
く
だ
さ
い
。

書
く
こ
と
は
掘ほ

る
こ
と
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こ
の
二
つ
の
説
明
的
文
章
か
ら
読
み
取
ら
せ
た
い
共
通
点
と
し
て
は
、「
人
間

の
『
思
考
』
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
」、「
常
識
的
な
内
容
を
提
示
し
、『
問

い
か
け
』
に
『
具
体
例
』
を
添
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
覆
す
と
い
う
論
の
展
開
」

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、「
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
自

分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
。」［
Ｃ
⑴
エ
］、「
事
象
や
行
為
な
ど
を
表
す
多
様
な
語

句
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
話
や
文
章
の
中
の
語
彙
に
つ
い
て
関

心
を
も
つ
こ
と
。」［
伝
イ
ウ
］
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
文
章
の
解
釈
に
関
し
て
、「
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、

事
実
と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分
け
、
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
約
し
た
り
要
旨

を
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
。」［
Ｃ
⑴
イ
］
の
「
事
実
と
意
見
な
ど
と
を
読
み
分

け
」
る
こ
と
も
本
単
元
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
教
材
目
標

　

前
述
の
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
受
け
、
教
材
の
目
標
を
次
の
よ
う
に
設
定

し
た
。

　
①
（
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

◦
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
い
文
章
の
組
み
立
て
を
学
ぶ
と
い
う
目
的
意
識
を

も
っ
て
、
説
明
的
文
章
を
読
も
う
と
す
る
。

　
②
（
読
む
こ
と
）

◦
説
明
的
文
章
か
ら
読
み
取
っ
た
文
章
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い

て
、
自
分
の
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◦
具
体
例
と
筆
者
の
意
見
と
を
読
み
分
け
る
と
と
も
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る

一
　
は
じ
め
に

　

説
明
的
文
章
の
読
解
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
第
一
学
年
の
教
材
『
笑
顔
と

い
う
魔
法
』
と
『
自
分
の
頭
で
考
え
る
？
』
と
の
読
み
比
べ
を
も
と
に
し
た
授

業
を
提
案
し
た
い
。

　

一
般
的
に
、
人
が
説
明
的
文
章
を
読
む
の
に
は
、「
興
味
の
あ
る
事
柄
に
つ
い

て
知
り
た
い
」、「
自
分
の
考
え
を
深
め
た
い
」
な
ど
の
必
要
感
が
前
提
と
な
ろ

う
。
今
回
提
案
す
る
読
み
比
べ
に
お
い
て
も
、
そ
の
必
要
感
を
考
慮
し
て
、
単

元
名
を
「
比
べ
て
わ
か
る
『
論
の
組
み
立
て
』」
と
設
定
し
た
。

　

単
元
の
終
末
に
、「
文
章
を
書
く
」
活
動
を
す
え
る
こ
と
で
、
二
つ
の
説
明

的
文
章
を
目
的
意
識
を
も
っ
て
読
ま
せ
、
共
通
点
や
相
違
点
を
確
認
し
な
が
ら
、

相
手
に
わ
か
り
や
す
い
文
章
の
組
み
立
て
を
捉
え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

「
読
み
比
べ
」
に
よ
る

文
章
構
成
の
理
解
と
活
用

︱『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』『
自
分
の
頭
で
考
え
る
？
』

諫
早
市
立
飯
盛
中
学
校
教
頭　

田た
の

上う
え　

顕け
ん

二じ　

「
読
み
比
べ
」
で
身
に
つ
け
た
こ
と
を
「
書
く
こ
と
」
に
生
か
す

授
業
①
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四
　
本
時
の
展
開
例
（
第
四
時
）

多
様
な
語
彙
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
単
元
と
し
て
は
そ
の
終
末
の
活
動
に
お
い
て
、「
書
く
こ
と
」
の
「
伝

え
た
い
事
実
や
事
柄
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
根
拠
を
明
確
に
し

て
書
く
こ
と
。」［
Ｂ
⑴
ウ
］
を
目
標
と
し
て
加
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
　
学
習
計
画
（
全
六
時
間
）

　
第
一
次
（
一
時
間
）

○『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』『
自
分
の
頭
で
考
え
る
？
』
を
音
読
し
、
内
容
の

あ
ら
ま
し
を
つ
か
む
こ
と
。

　
第
二
次
（
三
時
間
）

○『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』『
自
分
の
頭
で
考
え
る
？
』
を
読
み
比
べ
る
こ
と
。

◦
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
比
較
表
）
を
も
と
に
し
た
共
通
点
と
相
違
点
の
読

み
取
り
。（
個
別
・
グ
ル
ー
プ
・
一
斉
学
習
）

○
二
つ
の
説
明
的
文
章
か
ら
「
文
章
の
組
み
立
て
」
を
捉
え
る
こ
と
。

◦「
問
い
か
け
」「
具
体
例
」
の
効
果
的
な
使
い
方
、
お
よ
び
「
文
章
構

成
」
に
つ
い
て
の
読
解
。

　
第
三
次
（
二
時
間
）

○
読
み
比
べ
の
成
果
を
生
か
し
て
、
文
章
を
書
く
と
と
も
に
、
書
い
た
文

章
を
読
み
合
い
、
相
互
評
価
を
行
う
こ
と
。

学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

導　入展　開

・『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』『
自
分
の
頭

で
考
え
る
？
』
の
冒
頭
（
形
式
段

落
三
つ
程
度
）
を
音
読
し
、
内
容

を
想
起
す
る
。

・
二
つ
の
説
明
的
文
章
の
共
通
点
と

相
違
点
の
概
要
を
振
り
返
る
。

【
相
違
点
】

　

○
文
体
（
敬
体
・
常
体
）

　

○
お
お
ま
か
な
分
量

【
共
通
点
】

　

①「
問
い
か
け
」と「
結
論
」の
照
応

　

②「
具
体
例
」
な
ど
の
提
示

　

③
常
識
を
覆
す
意
外
性

・【
共
通
点
】
の
①
と
②
に
つ
い
て
、

二
つ
の
説
明
的
文
章
か
ら
読
み

取
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め

る
。

・
二
つ
の
説
明
的
文
章
の
「
結
論
」

に
つ
い
て
は
、「
問
い
か
け
」
と

・
一
人
一
文
読
み
で
、
よ
り
多
く
の

生
徒
が
音
読
で
き
る
よ
う
に
配

慮
す
る
。

・
前
時
の
一
斉
学
習
で
ま
と
め
た
内

容
に
つ
い
て
、
振
り
返
ら
せ
る
。

・
本
時
は
【
共
通
点
】
に
つ
い
て
詳

し
く
ま
と
め
て
い
く
こ
と
を
告

げ
る
。

①「
問
い
か
け
」
が
「
結
論
」

と
照
応
す
る
こ
と
を
確
認

さ
せ
る
。

②「
具
体
例
」
は
、『
笑
顔
と
い

う
魔
法
』で
「
実
験
」
と
い
う

か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
共
通
理
解
さ
せ
る
。

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
後
半
部
分
は
、

二
つ
の
説
明
的
文
章
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
表
現
を
根
拠
に
あ

げ
な
が
ら
学
習
を
進
め
る
よ
う

説
明
す
る
。
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相違点共通点問いかけ　具体例

五
　
授
業
の
実
際

　

次
に
示
す
の
は
、
読
解
学
習
で
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
概
要
で
あ
る
。

個
別
・
グ
ル
ー
プ
・
一
斉
な
ど
形
態
を
変
え
な
が
ら
学
習
に
取
り
組
ま
せ
た
。

『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』

『
自
分
の
頭
で
考
え
る
？
』

【
文
体
】
敬
体
（
で
す
。
ま
す
。）

【
分
量
】
一
三
○
○
字
程
度

○「
問
い
か
け
」
と
「
結
論
」
の
照
応
（
文
章
の
組
み
立
て
）

○「
具
体
例
」「
実
験
結
果
」
な
ど
の
提
示

○
常
識
を
覆
す
か
た
ち
で
の
文
章
展
開

○
楽
し
い
か
ら
笑
う
の
か
、
笑
う

か
ら
楽
し
い
の
か
。

○
ペ
ン
を
使
っ
た
実
験
①

○
ラ
ジ
オ
体
操
の
動
き

○
ペ
ン
を
使
っ
た
実
験
②

【
文
体
】
常
体
（
で
あ
る
。
だ
。）

【
分
量
】
四
二
○
○
字
程
度

○（「
自
分
の
頭
で
考
え
る
」
に
つ

い
て
）
考
え
る
と
い
う
こ
と
は

「
自
分
の
頭
」
の
中
で
行
う
何

か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

○
マ
ッ
チ
棒
の
パ
ズ
ル

○
筆
算
と
暗
算

○
言
葉
や
概
念
を
学
ぶ
こ
と

○
動
物
園
に
対
す
る
考
え
方

展　開終　結

照
応
し
て
い
る
か
を
確
認
し
な

が
ら
学
習
を
進
め
る
。

・
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
各
グ
ル
ー
プ

四
名
）
に
分
か
れ
、
話
し
合
い
な

が
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
内
容
を

精
選
す
る
。

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
内
容
を
各
グ

ル
ー
プ
で
板
書
発
表
し
、
意
見
交

換
を
し
な
が
ら
、
文
章
の
組
み
立

て
な
ど
を
確
認
す
る
。

・
二
つ
の
説
明
的
文
章
の
お
お
ま
か

な
構
造
を
再
確
認
し
、
わ
か
り
や

す
い
文
章
を
書
く
際
の
工
夫
の

あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

・『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』
の
読
解
を

ふ
ま
え
さ
せ
、
分
量
の
多
い
『
自

分
の
頭
で
考
え
る
？
』
も
お
お
ま

か
な
組
み
立
て
は
変
わ
ら
な
い

こ
と
を
グ
ル
ー
プ
に
伝
え
る
。

★
二
つ
の
説
明
的
文
章
に
つ
い
て
、

「
問
い
か
け
」
と
「
結
論
」
が
文

章
構
成
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。

★
二
つ
の
説
明
的
文
章
が
、「
具
体

例
」
を
示
し
な
が
ら
論
を
進
め
る

構
成
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て

い
る
。

・
作
文
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
も
と
に
次

時
の
学
習
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

★
読
み
手
に
わ
か
り
や
す
い
文
章
を

作
成
す
る
こ
と
と
説
明
的
文
章

の
読
解
と
を
結
び
つ
け
て
学
習

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
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違
う
視
点
か
ら
ま
と
め
直
す
」
こ
と
と
し
た
。
次
に
、
生
徒
が
作
成
し
た
文
章

例
を
示
し
た
い
。（

の
部
分
は
、作
文
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
示
し
て
あ
る
文
言

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
部
分
が
生
徒
の
創
作
と
な
る
。）

　
「
タ
イ
ム
マ
シ
ン
は
必
要
で
あ
る
。」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
が
、
本
当
に

そ
う
だ
ろ
う
か
？

　

例
え
ば
、
あ
る
人
が
過
去
で
失
敗
し
た
で
き
ご
と
を
や
り
直
す
た
め
に
、

過
去
に
戻
る
と
す
る
。
そ
の
人
は
失
敗
を
成
功
に
や
り
直
し
た
こ
と
で
満
足

す
る
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
あ
る
人
が
、
自
分
の
将
来
を
知
り
た
い
た
め
に
未
来
を
見
に
行
っ

た
と
す
る
。
そ
の
人
の
未
来
が
明
る
け
れ
ば
よ
い
が
、
も
し
そ
う
で
な
か
っ

た
ら
…
…
。
そ
の
人
は
生
き
て
い
く
気
力
を
失
う
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
は
必
要
で
は
な
い
と
思

え
て
く
る
。
過
去
の
失
敗
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
の
自
分
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

未
来
を
見
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
わ
か
り
き
っ
た
未
来
へ
生
き
る
し
か
な
い

と
す
れ
ば
、
生
き
て
い
る
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　

私
た
ち
は
明
る
い
未
来
を
信
じ
て
、
努
力
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
だ
か

ら
。

　

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
言
語
活
動
例
で
は
、
筆
者
の
論
の
進
め
方
と
、

図
表
や
例
示
な
ど
と
の
関
係
を
捉
え
る
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
は
、

図
表
を
用
い
た
効
果
的
な
文
章
の
あ
り
方
を
読
み
取
る
単
元
に
つ
い
て
も
工

夫
・
設
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の　
　

囲
み
の
部
分
は
、
一
斉
学
習
で
考
え
さ
せ
な
が
ら
確

認
し
た
内
容
で
あ
る
。
授
業
の
方
向
を
決
め
る
大
切
な
事
柄
で
あ
る
た
め
、
生

徒
の
疑
問
や
意
見
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
ま
と
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
以
降
は
、

グ
ル
ー
プ
学
習
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
表
現
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ

な
が
ら
進
め
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ま
と
め
で
は
、
文
章
内
容
を
自
分
な
り
に

咀
嚼
し
て
、
大
変
わ
か
り
や
す
い
表
現
と
し
た
生
徒
も
お
り
、
そ
の
よ
さ
を
グ

ル
ー
プ
や
全
体
で
共
有
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

六
　
終
わ
り
に

　
「
読
み
比
べ
」
で
は
二
つ
の
説
明
的
文
章
を
同
時
に
読
む
こ
と
と
な
る
た
め
、

生
徒
に
と
ま
ど
い
が
生
じ
る
こ
と
を
心
配
し
た
が
、「
二
つ
の
文
章
に
共
通
す
る

部
分
を
自
己
の
表
現
活
動
に
生
か
す
」
と
い
う
目
的
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、

意
欲
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

単
元
の
終
末
で
は
、
読
み
比
べ
の
成
果
を
生
か
せ
る
よ
う
「
題
」
を
よ
り
多

く
示
し
て
選
択
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
文
章
構
成
は
、「
一
つ
の
考
え
を
提
示
し
、

結　論

・
楽
し
い
か
ら
笑
う
だ
け
で
な

く
、
笑
う
か
ら
楽
し
い
と
い
う

側
面
も
あ
る
。

・
笑
顔
は
楽
し
い
も
の
を
見
い
だ

す
能
力
を
高
め
て
く
れ
る
。

・「
自
分
の
頭
で
考
え
る
」
こ
と

は
、「
自
分
の
頭
」
の
中
で
一

人
で
行
う
も
の
で
は
な
い
。

・
頭
の
外
で
考
え
る
こ
と
や
、
自

分
と
違
う
意
見
か
ら
学
ぶ
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
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生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
は
あ
る
ま
い
か
。
学
力
調
査
で
は
文
学
的
文
章
の
読
解
よ

り
説
明
的
文
章
の
読
解
の
ほ
う
が
通
過
率
が
高
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
章
に
即
し
た
読
み
方
を
学
ぶ
必
要
性
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。（
埼
玉

県
国
語
教
育
研
究
会
「
平
成
24
年
度 

中
学
校
国
語
学
力
調
査
」
に
よ
る
。）

　

大
人
の
私
た
ち
で
す
ら
、
読
み
返
す
ご
と
に
新
た
な
発
見
が
あ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
こ
が
読
書
の
楽
し
み
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
楽
し
み
方
を
学
ん
で

お
く
こ
と
は
、
生
涯
の
読
書
生
活
に
大
い
に
役
立
つ
は
ず
だ
。

二
　
一
人
で
は
気
づ
か
な
い
表
現
に
気
づ
く
た
め
に

　

本
教
材
で
は
教
科
書
の
見
出
し
に
「
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉

え
て
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
が
主
体
的
に
登
場
人
物
の
役
割

を
考
え
ら
れ
る
よ
う
、
人
物
相
関
図
の
作
成
を
学
習
活
動
に
取
り
入
れ
た
。
文

学
的
文
章
の
場
合
は
説
明
的
文
章
と
異
な
り
、
段
落
と
段
落
、
文
と
文
と
の

関
係
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
登
場
人
物
の
心
情
に
寄
り

添
っ
た
り
、
せ
り
ふ
の
裏
を
読
ん
だ
り
と
、
全
体
的
な
内
容
を
読
む
こ
と
の
ほ

う
が
多
い
だ
ろ
う
。
文
章
を
大
局
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
読
み
の
中
で
、
説
明
的
文
章
は
読
め
る
が
文
学
的
文
章
が
苦
手
と
い
う
生
徒

は
、
登
場
人
物
の
人
柄
や
性
格
、
関
係
な
ど
を
決
定
づ
け
る
細
か
い
描
写
や
表

現
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
情
景
描
写
な
ど
か

ら
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
る
に
は
、
同
じ
よ
う
な
場
面
で
の
経
験
や
、
想
像

で
き
る
だ
け
の
体
験
や
知
識
が
な
い
と
難
し
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

ハ
ー
ド
ル
の
あ
る
表
現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
文
章
を
深
く
読
め

ず
に
悩
む
生
徒
が
い
る
原
因
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
　
文
学
的
文
章
を
読
む

　

登
場
人
物
の
言
動
や
描
か
れ
て
い
る
情
景
な
ど
か
ら
心
情
を
読
む
こ
と
は
、

小
学
校
か
ら
繰
り
返
し
学
習
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
学
校
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
は
第
二
学
年
ま
で
の
指
導
事
項
と
し
て
、
第
一
学
年
で
は
「
場
面
の

展
開
や
登
場
人
物
な
ど
の
描
写
に
注
意
し
て
読
み
」［
Ｃ
⑴
ウ
］、
第
二
学
年
で

は
「
描
写
の
効
果
、
登
場
人
物
の
言
動
の
意
味
な
ど
を
考
え
」［
Ｃ
⑴
イ
］
と

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
第
三
学
年
で
は
「
場
面
や
登
場
人
物
の
設
定

の
仕
方
を
と
ら
え
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」［
Ｃ
⑴
イ
］
と
あ
る
。

　

普
段
か
ら
読
書
に
親
し
む
生
徒
は
多
い
。
し
か
し
、
描
写
や
登
場
人
物
の
設

定
に
ま
で
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
な
る
と
、
そ
こ
ま
で
気
が
ま
わ
っ
て
い
な
い

人
物
相
関
図
を
作
り
、

登
場
人
物
の
役
割
を
考
え
よ
う

︱『
み
ど
り
色
の
記
憶
』

埼
玉
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
教
諭　

三み

浦う
ら　

直な
お

行ゆ
き　

場
面
や
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る

授
業
②
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・
大
樹
と
の
会
話
。

　
　

・
な
り
た
い
自
分
を
思
い
出
し
、
意
志
を
も
っ
た
千
穂
。

　
　
　
　

「
描
き
た
い
な
あ
。」

　
　
　
　

 

「
お
母
さ
ん
に
、
あ
た
し
の
夢
を
聞
い
て
も
ら
う
ん
だ
。
あ
た
し
の

意
志
で
あ
た
し
の
未
来
を
決
め
る
ん
だ
。」

　

②
人
物
相
関
図
を
作
り
、
登
場
人
物
の
関
係
を
捉
え
る
。（
本
時
）

　
　

・
千
穂
の
心
情
が
変
化
す
る
場
面
を
中
心
に
作
る
。

　
　

・
千
穂
の
心
情
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
表
現
を
み
つ
け
る
。

　
　

・
千
穂
が
周
り
の
人
物
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
考
え
る
。

　
　

・
三
、
四
人
の
班
で
話
し
合
い
な
が
ら
作
成
す
る
。

　

③
人
物
相
関
図
を
見
な
が
ら
、
大
樹
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
理
由
を
考
え
る
。

　
　

・ 

昔
と
変
わ
ら
な
い
大
樹
の
様
子
、
昔
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
千
穂

の
気
持
ち
を
捉
え
る
。

　
　

・
忘
れ
て
い
た
大
切
な
も
の
を
思
い
出
し
た
い
と
い
う
千
穂
の
気
持
ち
。

　

④
物
語
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
ま
と
め
る
。

　
　
〈
例
〉

　
　

・
忘
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
探
し
て
み
な
い
か
。

　
　

・
自
分
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
探
し
て
み
な
い
か
。

　
　

・
君
に
も
希
望
に
満
ち
た
頃
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　

・
純
粋
に
何
か
が
し
た
い
と
思
っ
た
自
分
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

人
物
相
関
図
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
生
徒
が
友
達
ど
う
し
で
話
し
合
い
な
が

ら
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
、
一
人
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
表
現
に
も
注
目
さ
せ

た
い
。
自
分
だ
け
で
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
友
達
の
意

見
を
聞
く
こ
と
で
深
ま
る
読
み
が
あ
る
は
ず
だ
。
ど
の
よ
う
な
表
現
か
ら
登
場

人
物
の
関
係
性
を
見
い
だ
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
確
に
し
て
共
有
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

三
　
目
標

○
文
章
を
進
ん
で
読
み
、
人
物
相
関
図
を
意
欲
的
に
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

○
描
写
や
表
現
か
ら
、
登
場
人
物
の
心
情
を
捉
え
る
。（
読
む
こ
と
）

○
人
物
相
関
図
の
作
成
を
と
お
し
て
、
登
場
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る
。

（
読
む
こ
と
）

○
主
題
を
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。（
読
む
こ
と
）

四
　
学
習
計
画
（
全
四
時
間
）

　

①
通
読
し
、
千
穂
の
心
情
が
変
化
す
る
場
面
を
捉
え
る
。

　
　

・
母
の
美
千
恵
に
対
す
る
不
満
や
不
信
。

　
　
　
　

「
そ
ん
な
に
お
い
し
い
と
は
思
え
な
い
。」

　
　
　
　

「
言
い
出
せ
な
か
っ
た
。」「
一
笑
に
付
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。」

　
　

・
将
来
に
つ
い
て
悩
み
、
自
信
の
な
い
千
穂
。

　
　
　
　

 

「
口
の
中
で
つ
ぶ
や
き
、
目
を
伏
せ
る
。
う
つ
む
い
て
、
そ
っ
と
唇

を
嚙
ん
だ
。」



−9−

五
　
本
時
の
展
開
例
（
第
二
時
）

学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

導　入展　開　①

・
前
時
の
復
習
を
す
る
。

・
め
あ
て
を
確
認
す
る
。

・
黙
読
し
、
千
穂
に
影
響
を
与
え
て

い
る
登
場
人
物
の
言
動
を
探
す
。

・
班
で
人
物
相
関
図
を
作
成
す
る
。

（
プ
リ
ン
ト
）

・
千
穂
の
心
情
が
変
化
す
る
場
面
を

確
認
す
る
。

・
登
場
人
物
の
ど
の
よ
う
な
言
動
が

千
穂
の
心
情
に
変
化
を
及
ぼ
し

て
い
る
か
、
注
目
さ
せ
る
。

・
初
め
は
個
人
の
黙
読
と
し
、
一
人

一
人
の
読
み
を
深
め
て
お
き
た

い
。

・
話
し
合
い
に
全
員
が
関
わ
れ
る
よ

う
、
三
、四
人
の
班
と
す
る
。

・
後
掲
の
人
物
相
関
図
例
を
参
考

に
、
作
成
さ
せ
る
。

（
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、
必
要
な

箇
所
を
空
欄
に
し
て
お
く
。
自
由

に
作
ら
せ
る
時
は
、
完
成
例
を
示

展　開　②終　結

・
人
物
相
関
図
を
見
な
が
ら
、
千
穂

の
心
情
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
の
か
考
え
る
。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
役
割
を

考
え
る
。

・
登
場
人
物
の
関
係
に
つ
い
て
、
気

づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

し
て
お
く
と
よ
い
。）

★
班
内
で
発
言
す
る
な
ど
、
意
欲
的

に
参
加
し
て
い
る
か
。

★
登
場
人
物
の
関
係
を
本
文
の
描
写

か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
か
。

・
吹
き
出
し
を
書
き
込
む
な
ど
、
視

覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
表
現
さ

せ
た
い
。

・
班
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
読
み
を

深
め
さ
せ
た
い
。

・
必
ず
本
文
の
表
現
に
立
ち
返
る
よ

う
に
さ
せ
る
。

★
登
場
人
物
の
役
割
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
か
。

・
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し

合
っ
て
い
た
か
を
考
え
、
ノ
ー
ト

に
ま
と
め
さ
せ
る
。

★
登
場
人
物
の
関
係
に
つ
い
て
気
づ

い
た
こ
と
を
、
自
分
の
言
葉
で
ま

と
め
て
い
る
か
。

人
物
相
関
図
を
作
り
、
登
場
人
物
の
関
係
を
捉
え
よ
う
。
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『みどり色の記憶』相関図例

担
任
の
先
生

祖
父
・
曽
祖
父

真
奈

千
穂 母

（
美
千
恵
）

「
意
志
を
も
っ
て

　も
ら
い
た
い
。」

千
穂
が
医
者
を
目
ざ
す
の
は

当
然
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

真
奈
た
ち
と
よ
く
公
園
に
遊
び
に
行
っ
た
。

枝
か
ら
落
ち
た
こ
と
が
あ
る
。

ど
う
し
て
も
、
あ
の
樹
が
見
た
く
な
っ
た
の
だ
。

昔
と
同
じ
だ
っ
た
。
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

絵
を
描
く
人
に
な
り
た
い
。

描
き
た
い
な
あ
。

そ
う
だ
っ
た
。…

…

し
っ
か
り

と
抱
き
し
め
ら
れ
た
。

あ
た
し
の
気
持
ち
な
ん
か

わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ろ
う

と
し
な
い
。
な
ん
で
も
か

ん
で
も
押
し
つ
け
て…

…自分の意志があった。
すごいよ、真奈。
そっと唇を嚙んだ。

パンを買ってきてくれるが、
おいしいとは思えない。

「他人さまのおうちで……
はしたないわよ。もう、
やめなさい。」

「お父さんみたいになりた
いなって思ってるんだ。
パン職人。」
「昔から言ってたじゃない。
絵描きさんになりたいって。」

羨
望

　

悔
し
さ

将
来
に
つ
い
て
の
悩
み

「
母
」
と
い
う
壁

母
へ
の
不
満

よ
み
が
え
る
昔
の
記
憶

忘
れ
て
い
た
自
分
の
思
い

◎
な
ぜ
、
大
樹
の
声
が
聞
こ
え
た
の
だ
ろ
う
。

昔
と
変
わ
ら
な
い
大
樹
を
見
て
、
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
自
分
の
気
持
ち
や
母
と
の
で
き

ご
と
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

お母さんに、あたしの夢を聞いてもらうんだ。
あたしの意志であたしの未来を決めるんだ。

そ
う
か
な
。

医
者
だ
っ
た
。

大
樹



−11−

二
　
新
聞
を
切
り
抜
き
、
感
想
を
書
く

　

新
聞
に
は
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
情
報
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
何
を
切
り
取
っ
て
く
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
教
室
か
ら
一
歩

踏
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
。

　

日
常
の
取
り
組
み
と
し
て
、
新
聞
の
切
り
抜
き
を
実
施
し
た
。
興
味
・
関
心

の
あ
る
記
事
を
切
り
抜
き
、
Ｂ
４
用
紙
に
貼
り
付
け
る
。
感
想
や
意
見
を
書
き

込
み
、
見
出
し
を
付
け
る
。
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

　

学
校
公
開
週
間
に
は
、
全
生
徒
の
切
り
抜
き
フ
ァ
イ
ル
を
展
示
し
、
生
徒
ど

う
し
で
切
り
抜
き
を
読
み
合
う
機
会
を
設
け
た
。
作
品
を
見
て
、
友
達
の
新
た

な
一
面
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
な
こ
と
を
続
け
る
。
毎
週
一
回

一
　
新
聞
活
用
で
学
力
の
向
上
を
図
る

　

Ｎ
Ｉ
Ｅ
と
は
、「N

ew
spaper in Education

」
の
頭
文
字
を
と
っ
た
呼
び

名
で
あ
る
。
日
本
で
は
、「
教
育
に
新
聞
を
」
と
訳
さ
れ
、
全
国
で
実
践
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｅ
の
目
的
を
、
新
聞
を
教
材
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
で
、
授
業
の
活
性
化
と
学
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

国
語
科
で
の
学
習
が
、
授
業
の
中
で
の
み
完
結
し
、
実
生
活
で
は
役
に
立
た

な
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
批
判
に
対
し
て
、
新
聞
を
活
用

す
る
こ
と
で
改
善
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
か
ら
社
会
に
一
歩
踏
み
出
す

の
に
、
新
聞
は
絶
好
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
今
ま
で
の
実
践
の
中
か
ら
、
特
に
手
応
え
の
あ
っ
た
も
の
を
い

く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

Ｎ
Ｉ
Ｅ
を
生
か
し
た

国
語
の
授
業
実
践

︱
新
聞
活
用
で
教
室
か
ら
一
歩
踏
み
出
す

一
宮
市
立
尾
西
第
一
中
学
校
教
頭　

伊い

藤と
う　

彰あ
き

敏と
し　

授
業
③

新
聞
を
活
用
し
て
、
実
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
国
語
の
力
を
育
て
る

「中日新聞」2010年1月24日付朝刊の切り抜き

学校公開週間での展示

Sample
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の
地
道
な
取
り
組
み
が
、
問
題
意
識
を
呼
び
起
こ
し
、
社
会
と
の
接
点
を
意
識

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
友
達
と
の
新
た
な
出
会
い
の
き
っ
か
け
と
も
な
る
。

三
　
情
報
に
つ
い
て
考
え
る

　

左
の
新
聞
を
見
て
、
お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
同
月
同
日
の
同
じ
新
聞
社
の
も

の
で
あ
る
。
本
誌
で
は
割
愛
し
た
が
、
網
が
け
部
分
に
は
写
真
が
入
っ
て
い
た
。

　

上
の
新
聞
に
は
、
後
半
三
十
分
、
二
点
め
の
ゴ
ー
ル
を
決
め
、
森
島
選
手
ら

か
ら
祝
福
さ
れ
る
中
田
選
手
の
写
真
が
入
っ
て
い
た
。

　

下
の
新
聞
に
は
、
左
に
長
居
陸
上
競
技
場
の
日
本
人
サ
ポ
ー
タ
ー
、
右
に
仁

川
文
鶴
競
技
場
の
韓
国
サ
ポ
ー
タ
ー
の
写
真
が
二
枚
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
青
と

赤
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
や
か
な
写
真
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
日
の
新
聞
な
の
に
、
な
ぜ
紙
面
が
違
う
の
だ
ろ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
こ

の
疑
問
か
ら
授
業
は
ス
タ
ー
ト
す
る
。「
先
生
、
も
っ
と
近
く
で
見
て
も
い
い

で
す
か
。」
と
い
う
声
も
出
る
。
紙
面
を
食
い
入
る
よ
う
に
眺
め
、
や
が
て
版

の
違
い
に
気
づ
く
生
徒
が
現
れ
る
。「
新
聞
の
左
上
を
見
る
と
、
上
の
新
聞
に

は
十
一
版
と
書
い
て
あ
る
け
ど
、
下
の
新
聞
は
十
二
版
と
あ
り
ま
す
。
上
の
新

聞
の
ほ
う
が
、
先
に
作
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
、
見
事
な
説
明
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
新
聞
の
仕
組
み
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
に
な
る
。
新
聞
は
、
よ
り

新
し
い
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
、
絶
え
ず
紙
面
の
内
容
を
変
え
て
い
る
。
こ
の

説
明
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
新
鮮
な
情
報
を
伝
え
る
こ
と
の
必
要
性
、
重

要
性
に
気
づ
く
。

　

さ
ら
に
、「
こ
の
新
聞
の
編
集
長
は
、
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
紙
面
を
変
え

た
の
だ
ろ
う
。」
と
問
い
か
け
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
る
。
次
の
よ
う
な
意
見
で
ま
と
ま
っ
て
い
く
。

「
日
韓
共
催
の
大
会
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
と
韓
国
の
両
方
の
こ
と
を
伝
え
た

か
っ
た
。」

「
十
一
版
の
見
出
し
は
、『
日
韓
そ
ろ
っ
て
決
勝
Ｔ
』
だ
け
ど
、
写
真
は
日
本
だ

け
な
の
で
、
な
ん
と
か
十
二
版
で
日
韓
の
写
真
に
し
よ
う
と
し
た
。」

「
サ
ポ
ー
タ
ー
は
十
二
番
め
の
選
手
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
表
そ
う

と
し
た
。
日
韓
の
国
民
の
気
持
ち
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。」

　

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
学
習
を
と
お
し
て
、
情
報
の
速
報
性
に
つ
い
て
理
解

す
る
と
と
も
に
、
新
聞
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
新

聞
の
秘
密
を
知
っ
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
ま
た
、
情
報
伝
達
に
お
け
る

写
真
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
理
解
し
た
。

「中日新聞」2002年6月15日付朝刊

Sample

Sample
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子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
見
出
し
と
新
聞
の
見
出
し
を
比
較
し
た
り
、
先
に

分
類
し
た
三
つ
の
見
出
し
が
、
三
つ
の
新
聞
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い

た
り
す
る
。
そ
し
て
、
見
出
し
（
題
名
）
の
重
要
性
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と

と
な
り
、
作
文
の
学
習
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
題
名
一
つ
で
、
受
け

る
印
象
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
ま
た
、
新
聞
に
対
す
る
興
味
・

関
心
を
こ
の
実
践
で
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

五
　
新
聞
記
者
と
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ

　

新
聞
記
者
は
、
文
章
を
書
く
プ
ロ
で
あ
る
。
そ
の
記
者
と
授
業
を
行
っ
た
。

　

授
業
の
は
じ
め
に
、
新
聞
記
事
に
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
隠
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
考
え
た
。
は
じ
め
に
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
が
書
か
れ
、
あ
と
か

ら
つ
け
た
し
て
い
く
と
い
う
「
逆
三
角
形
」
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
５
Ｗ
１
Ｈ
」
と
い
わ
れ
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

記
者
に
具
体
的
に
説
明
し
て
も
ら
う
。
そ
の
後
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
』

を
視
聴
し
、
事
実
を
正
確
に
伝
え
る
文
章
を
書
く
。
子
ど
も
た
ち
が
書
い
た
文

章
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
記
者
に
コ
メ
ン
ト
し
て
も
ら
う
。

　

事
実
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
は
、
難
し
い
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
書
き

手
の
感
情
が
つ
け
加
わ
っ
て
し
ま
う
。
な
か
な
か
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、「
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
何
を
し
た
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
」

と
い
う
形
式
が
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
が
、
書
い
て
み
て
は
じ
め
て
わ
か
る
。

そ
れ
ら
を
、
新
聞
記
者
か
ら
教
え
て
も
ら
い
、
作
文
に
コ
メ
ン
ト
し
て
も
ら
え

る
と
い
う
の
は
、
事
実
を
正
確
に
伝
え
る
文
章
を
書
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を

し
っ
か
り
と
つ
か
む
有
効
な
手
だ
て
と
な
る
。

四
　
見
出
し
を
考
え
る

　

上
の
記
事
は
、
二
〇
一
〇
年

二
月
二
十
六
日
付
の
「
中
日
新

聞
」
の
夕
刊
で
あ
る
。
見
出
し

は
、「
浅
田
真
央
『
銀
』」。

　

こ
の
記
事
を
翌
日
の
授
業
で
、

子
ど
も
た
ち
に
見
せ
る
。
昨
日

の
で
き
ご
と
な
の
で
、「
惜
し

か
っ
た
よ
ね
。」「
キ
ム
・
ヨ
ナ

強
す
ぎ
る
よ
。」
と
い
う
声
が

す
ぐ
に
上
が
る
。
そ
こ
で
、「
こ

れ
は
、
昨
日
の
夕
刊
で
す
。
今

日
の
朝
刊
の
一
面
も
、
浅
田
真
央
選
手
の
銀
メ
ダ
ル
で
す
。
見
出
し
は
昨
日
と

違
い
ま
す
。
覚
え
て
な
い
か
な
。
で
は
、
皆
さ
ん
に
新
聞
社
の
担
当
者
に
な
っ

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
な
見
出
し
に
し
ま
す
か
。」
と
問
う
。

　

見
出
し
は
、
十
字
程
度
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
付
箋
紙
に
書
か
せ
た
。
そ

れ
を
一
覧
に
し
、
翌
日
の
授
業
で
配
付
し
、
友
達
が
ど
の
よ
う
な
見
出
し
に
し

た
か
を
見
て
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
せ
た
。

　

悔
し
い
、
次
は
金
メ
ダ
ル
だ
、
よ
く
が
ん
ば
っ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
、
実
際
の
新
聞
を
見
せ
る
。
見
出
し
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　
　

読
売
新
聞
「
真
央 

悔
し
い
銀
」

　
　

中
日
新
聞
「
浅
田
『
銀
』
闘
志
再
び
」

　
　

朝
日
新
聞
「
浅
田 

銀
『
誇
り
』」

＊
い
ず
れ
も
、
二
〇
一
〇
年
二
月
二
十
七
日
付
朝
刊
で
あ
る
。

「中日新聞」2010年2月26日付夕刊

Sample
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子
ど
も
た
ち
は
、
現
実
の
問
題
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
考
え
に
考
え
る
。
そ
し

て
、
こ
の
問
題
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
、
そ
の
推
移
を
今
後
の
新
聞
記
事

で
追
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
自
然
に
新
聞
を
読
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

七
　
こ
れ
か
ら
の
新
聞
活
用
学
習

　

あ
く
ま
で
も
授
業
活
性
化
と
学
力
向
上
の
た
め
の
新
聞
で
あ
る
。
新
聞
活
用

は
目
的
で
は
な
く
、
手
段
で
あ
る
。
教
科
で
子
ど
も
た
ち
に
定
着
さ
せ
た
い
学

力
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
明
確
に
し
た
う
え
で
、
実
践
に
あ
た
り
た
い
。

六
　
新
聞
を
読
ん
で
、
意
見
文
を
書
く

　

左
の
新
聞
は
、
イ
ル
カ
漁
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
、
な
じ
み
の
あ
る
内
容
で
は
な
い
が
、「
イ
ル
カ
漁
は
残
酷
か
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
作
文
を
書
く
こ
と
で
、
自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
真
剣
に
考
え
る
。
教

室
の
学
習
が
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

具
体
的
に
は
、
記
事
を
読
み
、
残
酷
で
あ
る
残
酷
で
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
の
主
張
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
立
場
を
決
め
、
そ
の
選
択
理
由
を

「
作
文
構
想
メ
モ
」
に
ま
と
め
、
三
段
落
構
成
で
下
書
き
を
書
い
て
い
く
。

「中日新聞」2009年10月11日付朝刊

作文構想メモ

Sample
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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
5

必
要
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
編
『
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
～

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
の
育
成
に
向
け
て
～【
中
学
校
版
】』
で
は
、「
写

真
を
使
っ
て
行
事
の
報
告
を
し
よ
う
」
と
い
う
学
習
単
元
が
提
案
さ
れ
て
お
り

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
述
べ
て
き
た
。
今
回
は
、
再
び
第
一
学
年
に
戻
り
、
写
真
を
活
用
し
た
メ

デ
ィ
ア
学
習
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
②
「
言
葉
と
写
真

の
か
か
わ
り
を
楽
し
む
」
を
取
り
上
げ
、
詳
し
く
述
べ
た
い
。

二
　
言
語
活
動
と
し
て
の
「
写
真
」
を
読
む

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
写
真
」
の
扱
い
に
つ
い

て
、
下
段
に
表
の
形
で
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
整
理
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
学
校
段
階
で
写
真
を
活
用
す
る
力

を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
基
礎・基
本
と
し
て
の
、
写
真
の
読
み
取
り
や
、
写

真
と
言
葉
の
密
接
な
関
わ
り
に
対
す
る
理
解
を
ふ
ま
え
た
表
現
能
力
の
育
成
が

領
域

指
導
事
項

言
語
活
動
例

解
説

小学校
第３学年及び第４学年

話すこと・
聞くこと

ア　

関
心
の
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
話
題

を
決
め
、
必
要
な

事
柄
に
つ
い
て
調

べ
、
要
点
を
メ
モ

す
る
こ
と
。　

ウ　

図
表
や
絵
、
写

真
な
ど
か
ら
読
み

取
っ
た
こ
と
を
基

に
話
し
た
り
、
聞

い
た
り
す
る
こ

と
。

書くこと

ア　

関
心
の
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
書
く

こ
と
を
決
め
、
相

手
や
目
的
に
応
じ

て
、
書
く
上
で
必

要
な
事
柄
を
調
べ

る
こ
と
。

ウ　

収
集
し
た
資
料

を
効
果
的
に
使

い
、
説
明
す
る
文

章
な
ど
を
書
く
こ

と
。

（
言
語
活
動
例
の
解
説
）

例
え
ば
文
章
を
図
解
す
る
資
料

と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
写
真
や

グ
ラ
フ
な
ど
を
具
体
的
に
解
説

し
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
文
章
と
図
表
な
ど
の
資
料

と
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切

と
な
る
。

中学校
第２学年

話すこと・
聞くこと

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
。

ア　

調
べ
て
分
か
っ

た
こ
と
や
考
え
た

こ
と
な
ど
に
基
づ

い
て
説
明
や
発
表

を
し
た
り
、
そ
れ

ら
を
聞
い
て
意
見

を
述
べ
た
り
す
る

こ
と
。

（
指
導
事
項
の
解
説
）

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
。
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と
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
調
査
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
〇
〇
年
六

月
）
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

①
メ
デ
ィ
ア
を
主
体
的
に
読
み
解
く
能
力
。

　

ア　

情
報
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
理
解
す
る
能
力
。

　

イ 　

メ
デ
ィ
ア
か
ら
発
信
さ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、
社
会
的
文
脈
で
批
判
的

（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
）
に
分
析
・
評
価
・
吟
味
し
、
能
動
的
に
選
択
す
る
能
力
。

②
メ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
、
活
用
す
る
能
力
。

　

メ
デ
ィ
ア
（
機
器
）
を
選
択
、
操
作
し
、
能
動
的
に
活
用
す
る
能
力
。

③ 

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
創
造
す
る
能
力
。
特
に
、
情
報

の
読
み
手
と
の
相
互
作
用
的
（
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
）
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
。

　

一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
、①
の
「
イ　

メ

デ
ィ
ア
か
ら
発
信
さ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、
社
会
的
文
脈
で
批
判
的
（
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
）
に
分
析
・
評
価
・
吟
味
し
、
能
動
的
に
選
択
す
る
能
力
。」
で
あ
る
こ
と

が
多
い
。
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
必
要
性
が
強
く
言
わ
れ
だ
し
た
二
〇
〇
〇

年
前
後
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
も
あ
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
す

る
信
頼
が
大
き
く
揺
ら
い
だ
時
期
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
を
分
析
・
評
価
・

吟
味
す
る
に
は
、「
ア　

情
報
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
理
解

す
る
能
力
。」
が
必
要
と
な
る
。「
写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
」
で
は
、
写

真
の
特
性
、
言
葉
の
特
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
詩
と
写
真
、
説
明
文
と
写
真
、
創
作

物
語
と
写
真
と
い
う
よ
う
に
写
真
に
特
化
し
、
写
真
と
言
葉
の
二
つ
が
一
体
化

し
た
情
報
の
読
み
取
り
方
を
主
体
的
・
体
験
的
に
学
習
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

（
Ｐ
39
、
40
）、
そ
の
活
動
の
中
で
、「
五
枚
の
写
真
を
選
ん
だ
理
由
」
を
書
か

せ
て
い
る
。
写
真
を
使
う
こ
と
で
、
説
明
意
識
と
構
成
力
の
明
確
化
を
図
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
が
、
一
枚
の
写
真
に
対
す
る
「
読
み
取
り
」
と
他
写
真
と
の

比
較
意
識
を
深
め
て
お
く
こ
と
で
、
よ
り
報
告
内
容
の
充
実
が
期
待
で
き
る
の

で
あ
る
。

三
　
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
と
「
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
」

　

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
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
違
和
感
を
も
つ
か
た
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
」
が
ど
う
し
て
「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入

門
」
な
の
だ
ろ
う
か
と
。
今
更
で
は
あ
る
が
、「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
定

義
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
郵
政
事
業
庁
「
放
送
分
野
に
お
け
る
青
少
年
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そ
の
後
、
第
二
学
年
で
は
、
小
説
と
映
像
の
表
現
、
第
三
学
年
で
は
、
報
道
に

お
け
る
新
聞
と
ニ
ュ
ー
ス
番
組
の
表
現
と
い
う
よ
う
に
、
三
年
間
を
通
じ
て
、
メ

デ
ィ
ア
の
特
質
を
活
用
し
た
言
語
活
動
を
行
い
、
複
合
的
な
情
報
を
分
析
・
評

価
・
吟
味
す
る
力
を
育
成
し
て
い
く
の
が
「
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
」
な
の
で
あ
る
。

四
　
写
真
の
特
性
と
言
語
活
動

　

①「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」
は
、
写
真
と
詩
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、学
習
者
の「
詩
」の
読
み
を
鮮
明
化
す
る
学
習
活
動
で
あ
っ
た
。こ
れ
は
、
印

象
や
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
曖
昧
な
も
の
を
、
写
真
と
い
う
具
体
に
着
地
さ
せ
る
手

法
で
あ
る
。
言
葉
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は
、
学
習
者
の
想
像
力
の
中
で
一
つ
の
世

界
を
再
構
成
し
て
い
く
。
し
か
し
、「
ボ
タ
ン
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
詩
の
場
合
、

イ
メ
ー
ジ
を
心
の
中
で
明
確
に
し
、
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
学
習
者

も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
写
真
と
い
う
具
体
を
使
い
、
な
ぜ
そ
れ
を
選
ん

だ
の
か
、
他
と
何
が
違
う
の
か
と
い
う
対
比
法
で
意
識
を
明
確
化
し
て
い
く
。

　

②「
言
葉
と
写
真
の
か
か
わ
り
を
楽
し
む
」
は
、
説
明
文
と
写
真
と
の
関
わ

り
で
あ
る
。「
カ
メ
ラ
が
見
つ
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
」
で
は
、
給
水
塔
が
い
か

に
作
ら
れ
て
い
く
の
か
が
説
明
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
写
真
が
本
文
に
三
枚
添
付

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
文
が
含
み
こ
む
内
容
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
移
民
の
歴
史
・
労
働
者
の
歴
史
を
背
景
に
お
く
。
タ

イ
ト
ル
部
分
に
施
さ
れ
た
青
い
部
分
に
ど
の
写
真
を
選
ぶ
か
で
、
本
文
に
対
す

る
読
者
の
構
え
が
変
わ
る
と
い
う
教
材
で
あ
る
。
写
真
の
も
つ
象
徴
性
と
説
明

文
全
体
の
読
み
と
を
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

③「
言
葉
の
万
華
鏡
―
一
枚
の
写
真
か
ら
」
は
、
一
枚
の
写
真
を
使
っ
た
創

作
文
活
動
で
あ
る
。「
写
真
」
は
、
時
空
間
を
瞬
間
的
に
切
り
取
る
表
現
特
性

を
も
つ
。
前
後
の
文
脈
、
枠
外
の
情
報
は
一
切
捨
象
さ
れ
、
写
真
が
語
る
事
象

が
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
え
て
し
ま
う
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
写
真
に
言
葉
を
付
与
す
る
だ
け
で
、
写
真
の
語
り
は
大
い
に

変
質
す
る
。「
見
せ
る
」
だ
け
の
表
現
よ
り
も
、「
見
せ
る
・
読
ま
せ
る
」
に
よ

る
表
現
の
ほ
う
が
送
り
手
の
意
図
は
よ
り
強
く
受
け
手
に
伝
わ
る
。
報
道
写
真

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
、
広
告
、
雑
誌
の
表
紙
な
ど
、
我
々
が
よ
く
目
に
す
る
モ
ノ

の
多
く
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
写
真
の
読
み
を
あ
る
方
向
へ
導
く
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
写
真
を
使
っ
た
物
語
作
り
（
表
現
）
は
、
写
真
か
ら
読
み
取
れ
る
情

報
を
ふ
ま
え
る
こ
と
で
、
穴
あ
き
作
文
の
枠
組
み
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
。

し
か
も
、
写
真
で
あ
る
こ
と
で
表
現
の
幅
は
大
き
く
広
が
る
。
ま
た
、
学
習
者

の
も
つ
既
存
の
物
語
知
識
が
写
真
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
面
も
あ
る
。

風
景
、
大
道
具
、
小
道
具
が
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
象
徴
性
を
発
揮
し
て
い

る
の
か
を
再
確
認
す
る
活
動
と
も
な
る
。

　

な
お
本
誌
で
は
、
②
「
言
葉
と
写
真
の
か
か
わ
り
を
楽
し
む
」
に
つ
い
て
詳

し
く
述
べ
て
い
く
。

五
　
言
葉
と
写
真
の
か
か
わ
り
を
楽
し
む

（
一
）
学
習
展
開

　
「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」
で
は
、
写
真
と
詩
が
一
体
化
し
た
詩
の

ポ
ス
タ
ー
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
の
最
初
の
見
開
き
で
は
、
説
明
文
「
カ

メ
ラ
が
見
つ
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
」
と
い
う
文
章
の
み
を
示
し
、
タ
イ
ト
ル
ま

わ
り
を
空
白
（
青
地
）
に
し
て
あ
る
。
あ
と
の
課
題
で
あ
る
、「
学
習
活
動
２　
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写
真
と
文
章
が
関
わ
り
合
う
時
に
生
ま
れ
る
効
果
を
考
え
る
。」
た
め
で
あ
る
。

学
習
活
動
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

学
習
展
開
例
（
二
時
間
）　

※
教
師
用
指
導
書
Ｐ
243
、
244
を
要
約

［
一
時
間
め
］

① 

初
め
か
ら
Ｐ
103
下
段
Ｌ
12
に
つ
い
て
、
三
つ
の
意
味
段
落
に
分
け
、
難
語
句
や

専
門
用
語
を
確
認
し
な
が
ら
、
内
容
の
読
み
取
り
を
行
い
、
意
味
段
落
ご
と
の

内
容
の
ま
と
め
を
行
う
。

② 

Ｐ
103
下
段
Ｌ
14
か
ら
最
後
ま
で
に
つ
い
て
、
Ｐ
104
の
三
枚
の
写
真
が
、
説
明
を

理
解
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
に
効
果
的
で
あ
っ
た
か
話
し
合
う
。

③ 

Ｐ
103
下
段
の
意
味
段
落
４
の
内
容
を
ま
と
め
る
。

④ 「
学
習
活
動
２
」
に
取
り
組
み
、
Ｐ
105
上
段
の
写
真
が
タ
イ
ト
ル
の
背
景
に

あ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
読
み
や
す
く
な
る
か
話
し
合
う
。

［
二
時
間
め
］

① 

自
分
が
こ
の
説
明
文
の
筆
者
だ
と
し
た
ら
、
Ｐ
105
下
段
の
三
枚
の
写
真
か
ら
ど

の
写
真
を
タ
イ
ト
ル
の
背
景
に
選
ぶ
か
を
考
え
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
発
表
す

る
。

　

二
時
間
め
の
タ
イ
ト
ル
背
景
選
び
が
主
た
る
言
語
活
動
で
あ
る
。
背
景
写
真

を
選
択
す
る
た
め
に
は
、
本
文
の
読
解
、
タ
イ
ト
ル
の
意
味
、
筆
者
の
立
場
を

理
解
し
、
そ
し
て
、
三
枚
の
写
真
内
容
の
読
解
が
必
要
と
な
る
。
当
然
な
が
ら
、

選
べ
る
こ
と
が
評
価
で
は
な
く
、
選
ん
だ
理
由
を
文
章
で
説
明
で
き
る
こ
と
が

評
価
と
な
る
。
三
つ
の
選
択
肢
（
写
真
）
の
違
い
を
言
葉
で
明
確
に
表
現
で
き

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

（
二
）
三
枚
＋
一
枚
の
写
真

　
「
カ
メ
ラ
が
見
つ
め
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
」
は
写
真
家
で
あ
る
折
原
恵
さ
ん
の

視
点
で
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
移
民
の
歴
史
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
視
点
は
あ
る
が
、
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
給
水
塔
で
あ
る
。

Ｐ
105
上
段
に
示
さ
れ
た
写
真
は
、
一
見
、
ビ
ル
の
屋
上
付
近
を
写
し
た
写
真
で

し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
文
を
読
む
こ
と
で
写
真
が
見
せ
よ
う

と
し
て
い
た
も
の
が
給
水
塔
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
う
思
い
な
が
ら
写
真

を
見
る
と
、
独
特
の
外
観
を
も
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
独
自
の
給
水
塔
し
か
目
に

入
っ
て
こ
な
い
。
私
自
身
、
給
水
塔
に
は
こ
れ
ま
で
何
の
興
味
も
も
っ
て
い
な

か
っ
た
が
、
こ
の
文
章
に
出
会
っ
て
以
降
、
街
中
で
ふ
と
給
水
塔
を
探
し
て
い

る
自
分
に
気
づ
く
。
写
真
と
文
章
の
相
乗
効
果
は
街
の
風
景
を
違
う
も
の
に
し

て
し
ま
う
効
果
を
も
つ
。

　

そ
う
し
た
読
み
の
体
験
を
ふ
ま
え
、
で
は
、「
Ａ　

桶
の
俯
瞰
写
真
」、「
Ｂ　

職
人
の
休
憩
写
真
」、「
Ｃ　

自
由
の
女
神
の
写
真
」
の
三
枚
の
写
真
で
ど
れ
を

選
ぶ
の
か
、
で
あ
る
。「
Ａ
」
で
あ
れ
ば
、
桶
の
作
業
工
程
と
と
も
に
、
通
常
で

は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
ア
ン
グ
ル
か
ら
の
特
別
な
視
点
が
強
調
さ
れ
る
。
ま

た
、
一
見
、
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
風
景
と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ド
状
態

を
作
る
写
真
で
も
あ
り
、
そ
の
回
答
を
求
め
て
本
文
を
読
み
進
め
る
と
い
う
タ

イ
プ
の
タ
イ
ト
ル
画
面
と
な
る
。「
Ｂ
」
で
あ
れ
ば
、
白
黒
写
真
と
い
う
歴
史

を
感
じ
る
質
感
と
、
高
層
箇
所
で
の
状
況
に
も
関
わ
ら
ず
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た

労
働
者
の
姿
、
眼
下
に
広
が
る
昔
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
街
並
み
な
ど
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
歴
史
に
読
み
の
動
機
が
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
タ
イ
ト
ル
と

併
せ
て
力
を
も
つ
タ
イ
プ
の
写
真
と
い
う
よ
り
は
、
写
真
単
体
で
大
き
な
発
信
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力
を
も
つ
タ
イ
プ
の
写
真
と
い
え
よ
う
。「
Ｃ
」
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
象
徴
で

あ
る
自
由
の
女
神
を
仰
角
で
切
り
取
っ
た
一
枚
で
あ
る
。
本
文
に
は
一
切
登
場

し
な
い
が
、
移
民
に
と
っ
て
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
到
着
を
実
感
す
る
存
在
で

あ
っ
た
と
も
い
う
。
カ
メ
ラ
が
見
つ
め
る
「
自
由
の
女
神
＝
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
」

で
あ
り
、
自
由
の
女
神
が
見
つ
め
続
け
て
き
た
移
民
の
歴
史
と
な
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
三
枚
と
も
に
含
み
こ
む
モ
チ
ー
フ
は
移
民
お
よ
び
労
働
者
で
あ
る
。

そ
れ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
表
現
し
た
の
が
「
Ａ
」、
過
去
で
表
し
た
の
が
「
Ｂ
」、

象
徴
的
に
表
し
た
の
が
「
Ｃ
」
と
な
る
。

六
　
お
わ
り
に

　

こ
こ
で
の
メ
デ
ィ
ア
学
習
の
目
的
は
、
日
常
的
に
接
す
る
で
あ
ろ
う
言
葉
と

写
真
の
複
合
物
に
対
す
る
読
解
能
力
の
向
上
に
あ
る
。
読
み
の
観
点
を
理
解
し
、

対
象
に
分
け
入
る
方
法
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
言
葉

と
写
真
と
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
と
、
相
乗
効
果
と
の
双
方
を
考
え
ら

れ
る
技
術
を
手
に
入
れ
さ
せ
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
印
象
が
何
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
自
覚
す
る
学
習
者
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
の
活
動
で
も
、
自
分
の
考
え
を
他
者
に
説
明
す
る
場
面
を
入
れ
て
い
る
の
は
、

学
習
者
に
説
明
の
動
機
を
与
え
る
た
め
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
で
は
な
く
、
説
明
し
た
く
な
る
と
い
っ
た
、
読
み
の
交
流
を
楽

し
む
学
習
者
の
姿
勢
を
作
る
た
め
に
も
、
写
真
を
選
ぶ
活
動
は
効
果
的
だ
と
考

え
る
。

「言葉と写真のかかわりを楽しむ」（第１学年Ｐ104-105）

建築作業中の写真①

建築作業中の写真②

建築作業中の写真③

給水塔の遠景写真

B
職人の休憩写真

A
桶の俯瞰写真

C
自由の女神の写真
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二
　
文
法
と
論
理
語
彙

　

論
理
語
彙
に
つ
い
て
は
明
確
な
定
義
が
な
い
。
そ
の
具
体
例
を
教
科
書
（
平

成
二
十
四
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
』）
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
。

　

第
一
学
年
の
文
法
学
習
で
は
、「
言
葉
の
き
ま
り
」
と
し
て
、「
文
の
成
分
」

一
　
は
じ
め
に

　

前
回
の
最
後
で
、「
論
理
語
彙
学
習
の
領
域
関
連
の
例
」
と
し
て
、
下
の
図
を

示
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
図
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、

教
科
書
に
出
て
く
る
語
彙
の
頻
度
や
阪
本
一
郎
氏
の
語
彙
レ
ベ
ル
な
ど
を
確
認

し
な
が
ら
、
教
科
書
語
彙
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
、「
国
語
の
特

質
」
と
し
て
の
文
法
学
習
な
ど
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
。
次
に
、「
読
む

こ
と
」
の
学
習
の
中
の
論
理
語
彙
に
つ
い
て
、
教
科
書
教
材
に
ど
の
く
ら
い
論

理
語
彙
が
出
現
す
る
か
を
調
べ
、
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。

　

論
理
語
彙
は
、
小
学
校
の
学
年
配
当
漢
字
と
は
異
な
り
、
学
年
ご
と
の
明
確

な
線
引
き
が
難
し
い
。
よ
っ
て
、
教
科
書
の
各
学
年
に
出
て
く
る
言
葉
一
つ
一

つ
を
検
討
し
つ
つ
も
、
学
習
者
自
身
の
発
達
と
理
解
度
の
関
係
や
、
読
解
に
お

け
る
抽
象
度
の
高
さ
と
ど
の
く
ら
い
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
教
材
ご

と
の
分
析
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年

ま
で
全
て
の
教
科
書
教
材
に
関
し
て
、
語
彙
と
い
う
観
点
で
横
断
的
な
確
認
も

必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
個
々
の
教
材
を
検
討
す
る
う
え
で
必
要
に

な
る
と
思
わ
れ
る
語
彙
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。

言
葉
か
ら
考
え
方
を
考
え
る

―
―
論
理
語
彙
の
系
統
と
他
領
域
と
の
関
連

茨
城
大
学
教
育
学
部
准
教
授　

鈴す
ず

木き　

一か
ず

史ふ
み　

連
載
2

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
（文法的説明・学習）

読むこと
書くこと

話すこと・聞くこと
第１学年で学習した
言葉

〈例〉
『自分の頭で考える？』
　　　　　野矢茂樹
「むしろ」「最初に」「さ
て」「あるいは」

第２学年で使用する
言葉

自分の文章の中で使
う。
〈例〉
「私がそう考えたの
は，むしろ……のよう
な理由があったから
だ。」

第３学年で使用する
言葉

討論などで使う。
〈例〉
相手の意見に対して，
「その意見は，むしろ
……だ。」

論理語彙学習の領域関連の例
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も
あ
る
。」
と
あ
る
。「
む
し
ろ
」
な
ど
も
、
副
詞
と
し
て
分
類
さ
れ
る
が
、
論

理
語
彙
と
し
て
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
そ
れ
ゆ
え
」
や
「
そ
れ

で
も
」
な
ど
は
、
文
の
成
分
と
し
て
は
接
続
語
で
は
あ
る
が
、
接
続
詞
と
し
て

一
語
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
も
難
し
い
。（
次
項
で
検
討
す
る
国
立
国
語
研
究

所
作
成
の
形
態
素
解
析
辞
書
〈U

niD
ic

〉
で
は
一
単
語
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い

な
い
。）

　

し
た
が
っ
て
、
教
科
書
教
材
を
学
習
す
る
際
に
は
、
語
例
と
し
て
は
典
型
的

な
接
続
詞
を
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
学
習
上
の
問
題
は
、
接
続
詞
の
正
確
な
分
類
の
記
憶
や
そ
れ
が
接

続
詞
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
文
と
文
の
接
続
を
学
ぶ
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
性
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
接

続
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
あ
る
叙
述
ど
う
し
に
関
係
性
を
も
た
せ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
的
に
認
識
す
る
た
め
に
、
文
法
用
語
と
し
て
の

接
続
語
・
接
続
詞
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
論
理
語
彙
の
必
要
性
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
文
法
学
習
と
語
彙
学
習
の
間
の
乖
離
は
埋
ま
っ
て
い
な

い
。
は
じ
め
に
示
し
た
図
に
お
い
て
、
一
年
か
ら
学
年
を
ま
た
が
っ
て
文
法
と

し
て
の
語
彙
学
習
を
す
る
矢
印
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
文
法
に
お
け
る
学
習

用
語
が
、
文
法
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
習
者
の
思
考
や
概
念
形
成
に
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
学
習
す
る
こ
と
が
必
要

だ
か
ら
で
あ
る
。

三
　
教
科
書
の
中
の
論
理
語
彙

　

次
ペ
ー
ジ
に
示
す
表
は
、
平
成
二
十
四
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国

に
つ
い
て
学
習
す
る
。
文
の
成
分
で
あ
る
「
主
語
・
述
語
」「
修
飾
語
・
被
修
飾

語
」「
接
続
語
」「
独
立
語
」
な
ど
の
中
の
一
つ
と
し
て
、「
接
続
語
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
学
習
用
語
で
あ
り
、
言
葉
の
切
り
取
り
方
を
考
え

る
う
え
で
大
変
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。「
接
続
語
」
の
定
義
と
し
て
、「
原
因
や

理
由
な
ど
を
表
し
て
あ
と
の
文
節
に
つ
な
が
る
文
節
を
接
続
語
と
い
い
ま
す
。」

と
書
か
れ
て
い
る
。
文
例
は
、「
暗
い
か
ら　

見
え
な
い
。」「
行
き
た
け
れ
ば　

行
き
な
さ
い
。」「
雨
が
降
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、体
育
祭
は
中
止
だ
。」
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、「
単
語
の
い
ろ
い
ろ
」
の
と
こ
ろ
で
、「
活
用
の
な
い
自
立
語
」
と

し
て
「
接
続
詞
」
を
学
習
す
る
。
そ
こ
で
の
説
明
は
、「
接
続
語
に
な
る
も
の
を

接
続
詞
」
と
し
て
い
る
。
接
続
詞
の
詳
し
い
説
明
や
種
別
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
ず

に
、
単
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
と
い
う
紹
介
に
と
ど
め
て
い
る
。

　

第
二
学
年
で
は
、「
活
用
の
な
い
自
立
語
」
に
つ
い
て
詳
し
く
学
習
す
る
。
そ

の
中
で
、「
接
続
詞
」
に
つ
い
て
も
説
明
と
具
体
例
に
ほ
ぼ
一
ペ
ー
ジ
割
か
れ

て
い
る
。
文
例
と
し
て
、「
か
ぜ
で
熱
が
高
い
。
だ
か
ら
、
今
日
は
外
で
遊
べ
な

い
。」
や「
ぼ
く
は
泳
げ
な
い
。
で
も
、海
へ
は
行
き
た
い
。」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
脚
注
に
は
、
接
続
詞
の
意
味
の
種
類
と
語
句
が
あ
る
。
種
類

は
、「
順
接
」「
逆
接
」「
累
加
・
並
立
」「
対
比
・
選
択
」「
転
換
」「
要
約
・
言
い

か
え
・
補
足
」
で
あ
る
。（
こ
の
分
類
は
、文
法
用
語
も
含
め
て
確
定
し
た
も
の

で
は
な
い
。
教
科
書
や
文
法
書
な
ど
に
よ
っ
て
分
類
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。）

　

接
続
詞
は
活
用
の
な
い
自
立
語
と
し
て
一
単
語
で
あ
る
が
、
接
続
語
と
接
続

詞
の
区
別
は
難
し
い
。
平
成
二
十
四
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
』

の
教
師
用
指
導
書
に
は
、「
接
続
詞
の
分
類
は
、
十
分
に
定
ま
っ
た
説
が
あ
る
と

は
い
え
な
い
。『
結
局
』
の
よ
う
に
、
副
詞
か
接
続
詞
か
判
定
が
揺
れ
る
も
の
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さ
ら
に
こ
れ
ら
の
語
彙
を
『
新
教
育
基
本
語
彙
』（
阪
本
一
郎
、
学
芸
図
書
、

一
九
八
四
年
）
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、
教
師
は
こ
れ
ら
の
語
彙
の
レ
ベ
ル
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
「
全
学

年
」
の
表
に
あ
げ
た
記
号
が
阪
本
一
郎
の
語
彙
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
Ａ
が
小
学
校

低
学
年
、
Ｂ
が
小
学
校
高
学
年
、
Ｃ
が
中
学
校
で
あ
り
、
１
か
ら
３
の
数
字
は
、

語
』
の
読
み
教
材
の
中
の
接
続
詞
の
出
現
頻
度
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
接
続
語
・
接
続
詞
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
若
干
の
差
異
が

あ
り
、
厳
密
な
分
類
定
義
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
以
降
こ
こ
で
の
接
続
詞
と
い

う
場
合
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
形
態
素
解
析
辞
書
で
あ
るU

niD
ic

（http://
w

w
w

.tokuteicorpus.jp/dist/

）
に
基
づ
い
た
分
析
と
す
る
。
ま
た
、
論
理
語

彙
と
い
う
場
合
は
、
広
く
文
と
文
や
段
落
ど
う
し
の
関
係
な
ど
を
示
す
と
考
え

ら
れ
る
語
彙
を
さ
す
。

　

下
の
表
を
見
る
と
、
読
み
教
材
で
は
、
接
続
詞
の
ほ
と
ん
ど
が
第
一
学
年
で

出
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
学
年
で
初
め
て
出
る
言
葉
は
「
も
っ

と
も
」
だ
け
で
あ
り
、
第
三
学
年
で
初
め
て
出
る
言
葉
は
「
さ
れ
ば
」
だ
け
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
・
第
三
学
年
で
若
干
の
初
出
語
を
学
習
す
る
に

し
て
も
、
第
一
学
年
の
段
階
で
、
語
や
文
、
段
落
の
関
係
と
し
て
の
接
続
詞
に

つ
い
て
、
読
み
取
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

前
述
し
た
文
法
学
習
と
も
相
関
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
第
一
学
年
の
文
法
で
接

続
語
や
接
続
詞
を
習
っ
て
い
き
な
が
ら
、
実
際
の
読
解
に
お
い
て
も
同
時
進
行

的
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
本
稿
冒
頭
の
図
の
第
一
学
年
の

部
分
で
あ
り
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
「
読

む
こ
と
」
の
連
動
的
な
学
習
進
行
と
な
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
文
法
的

な
学
習
は
反
復
練
習
に
よ
る
接
続
詞
の
正
確
な
分
類
で
も
な
け
れ
ば
、
接
続
語

や
接
続
詞
の
「
発
見
」
で
も
な
い
。
文
章
を
読
み
解
く
う
え
で
、
関
係
性
を
考

え
る
と
き
に
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、「
接
続
詞
」
と
い
う
マ
ー
ク
が
見
つ

か
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
見
つ
か
っ
た
マ
ー
ク
の
意
味
を
正
確
に
把
握
し
て
読

解
に
役
立
て
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

第１学年
接続詞 頻度
そして 49
しかし 30
また 26
が 13

けれど 5
さらに 5

で 5
では 5

あるいは 4
さて 4
ただ 4

ただし 3
一方 2

しかも 2
かつ 1
から 1

すなわち 1
合　計 160

第２学年
接続詞 頻度
そして 46
また 26

しかし 22
ただ 11
さて 10

けれど 8
が 7

では 4
すなわち 2
もっとも 2
あるいは 1
さらに 1
ただし 1
合　計 141

第３学年
接続詞 頻度
そして 53
しかし 38
また 17
ただ 8

あるいは 6
しかも 6
さらに 4
では 4

けれど 2
さて 2
で 2
が 1

されば 1
ただし 1
合　計 145

全学年
接続詞 頻度 阪本語彙
そして 148
しかし 90 Ａ1
また 69 Ａ1
ただ 23 Ａ1
が 21

さて 16 Ａ2
けれど 15 Ａ1
では 13 Ａ2

あるいは 11 Ａ1
さらに 10 Ｂ1
しかも 8 Ｂ1

で 7 Ｂ3
ただし 5 Ｃ1

すなわち 3 Ｂ1
一方 2 Ａ2

もっとも 2 Ｂ1
かつ 1
から 1

されば 1
合　計 446
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そ
の
中
で
の
難
易
度
の
分
類
を
さ
す
。
ち
な
み
に
、
阪
本
は
こ
の
分
類
を
行
っ

た
時
に
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
分
け
た
基
準
を
、
そ
の
段
階
（
小
学
校
低
学
年
段
階
、
高

学
年
段
階
、
中
学
校
段
階
）
で
理
解
さ
せ
る
べ
き
単
語
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、「
た
だ
し
」
だ
け
が
中
学
校
で
理
解
さ
せ
る
べ
き
語
で
、
あ
と

は
小
学
校
段
階
で
理
解
さ
せ
る
語
と
し
て
い
る
。

　

次
に
考
え
た
い
こ
と
は
、
実
際
の
小
学
校
で
学
習
し
た
言
葉
と
の
関
係
で
あ

る
。
中
学
校
の
第
一
学
年
で
か
な
り
の
接
続
詞
に
出
会
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、

小
学
校
で
は
出
会
わ
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と

し
て
、
教
科
書
コ
ー
パ
ス
（「
日
本
語
コ
ー
パ
ス
」
言
語
政
策
班
作
成
の
教
科

書
デ
ー
タ
ベ
ー
スhttp://w

w
w

.tokuteicorpus.jp/

）
が
有
効
で
あ
る
。
こ

の
デ
ー
タ
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
小
学
校
で
出
現
し
な
か
っ
た
語
と
し
て
、

「
す
な
わ
ち
」「
も
っ
と
も
」「
か
つ
」「
さ
れ
ば
」
の
四
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
以
外
の
言
葉
は
ど
こ
か
で
見
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、「
な
い
し
」「
な
お
」「
さ
り
と
て
」「
さ
れ
ど
も
」
は
、
教
科
書

の
読
み
教
材
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
一
般
の
書
物
に
は
出
て
く
る
言
葉
と
し
て

お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
接
続
詞
は
中
学
に
入
っ
て
全
て
新
し
く
学
習
す

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
見
え
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
第
一
学
年
の
段

階
で
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
学
校
で
読
み
教

材
に
登
場
し
、
学
習
し
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
授
業
で
取
り
上
げ
な
く
て
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
文
法
学
習
と
読
解
学
習
の
融
合
す
べ
き
問
題
が
見

え
て
く
る
。
ま
た
、「
読
む
こ
と
」
と
い
う
領
域
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
学
習
に

発
展
し
て
い
く
可
能
性
が
表
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

今
回
は
、
中
学
校
の
教
科
書
の
読
み
教
材
の
中
に
出
て
く
る
接
続
詞
に
つ
い

て
、
文
法
と
の
関
係
や
学
習
段
階
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
語
の
頻
度
の
問
題

と
一
般
書
籍
で
の
出
現
と
の
関
係
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
前
ペ
ー
ジ
の
表
を
も
と
に
次
回
か
ら
個
別
に
検
討
す
る
。
ま
た
、
学
習
者

か
ら
語
彙
を
考
え
た
場
合
は
、
理
解
語
彙
と
使
用
語
彙
と
の
問
題
が
残
っ
て
い

る
。
理
解
語
彙
の
ほ
う
が
使
用
語
彙
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
が
、
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
は

ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
理
解
語
彙
と
し
て
、
多
く
の
文
章
に

接
し
、
多
く
の
使
用
例
に
接
し
、
自
分
の
中
で
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
い

え
る
も
の
を
作
り
上
げ
つ
つ
、
そ
の
中
か
ら
徐
々
に
自
分
の
思
考
を
表
す
も
の

と
し
て
言
葉
を
選
び
出
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
、
語
句
の
意
味
内
容
を
完
全
に
習
得
し
て
か
ら
使
い
出
す
も
の
で
は

な
く
、
最
初
は
文
体
を
ま
ね
る
な
ど
し
て
使
い
な
が
ら
、
次
第
に
自
分
の
語
彙

の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
、
文
と
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
本
稿
冒
頭
の
図
に
戻
る
と
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
第
一
学
年
ま
で
で
学

習
し
て
き
た
論
理
語
彙
に
つ
い
て
、
新
し
い
言
葉
を
獲
得
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

の
言
葉
に
つ
い
て
の
メ
タ
認
識
と
し
て
の
文
法
も
学
習
し
つ
つ
、
今
度
は
「
書

く
こ
と
」
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
自
由
に
使
え
る
よ
う
な
学
習
へ
と
進
ん
で
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
回
は
、「
書
く
こ
と
」
か
ら
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
に
わ
た
る
論
理
語
彙
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
同
時
に
、
読
み

教
材
に
お
い
て
論
理
語
彙
が
重
要
な
は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

も
、
具
体
的
な
教
材
を
も
と
に
示
し
て
い
き
た
い
。
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生
が
話
し
合
い
活
動
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
指
導
教
諭
か
ら
「
簡
単
に

話
し
合
い
を
取
り
入
れ
な
い
よ
う
に
」「
話
し
合
い
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件

が
整
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
指
導
が
あ
り
、
生
徒
主
体
の
話
し
合
い
が
授
業
の

中
で
設
定
さ
れ
な
い
状
況
も
散
見
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
音
声
言
語
活
動
の
成

立
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
実
践
す
べ
き
な
の
か
を
論
考
す
る
。

　

一　

音
声
言
語
活
動
の
定
着
が
図
れ
な
い
要
因

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
活
動
は
学
校
の
中
で
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
研
究
授
業
、
公
開
授
業
な
ど
を
参
観
し
た
限
り
で
は
、

話
し
合
い
活
動
を
取
り
入
れ
て
い
る
授
業
に
出
会
う
こ
と
が
少
な
い
。
さ
ら
に
、

話
し
合
い
が
成
立
す
る
授
業
に
出
会
う
こ
と
も
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
そ
の
要

因
に
は
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
に

　

平
成
二
十
四
年
九
月
に
国
語
世
論
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、

三
つ
の
特
徴
的
な
結
果
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
漢
字
を
書
く
力
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
」「
話
す
べ
き
人
が
側
に
い
て
も
メ
ー
ル
な
ど
で
済
ま
せ
て
し
ま
い
、

直
接
話
さ
な
い
こ
と
」「
書
く
こ
と
そ
の
も
の
が
面
倒
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
今
後
、
生
徒
指
導
の
際
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
点
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
も
、
調
査
結

果
に
示
さ
れ
た
諸
点
を
是
正
す
べ
く
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
育
成
す

る
こ
と
を
指
針
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
中
学
校
の
教
室
で
は
、
依
然
と
し
て
音
声
言
語
活
動
が
な
か
な
か
成

立
し
に
く
い
と
い
う
現
状
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
教
育
実
習
な
ど
で
は
、
実
習

提言

音
声
言
語
活
動
の
成
立
に
向
け
て

帝
京
大
学
教
育
学
部　

釼け
ん

持も
ち 

勉つ
と
む　

音
声
言
語
活
動
の
成
立
に
向
け
て

―
機
能
す
る
五
つ
の
意
識
化
―
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確
保
を
し
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
教
師
の
「
時
間
が
な
い
の
で
、
二
、
三

分
で
話
し
合
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
指
示
も
授
業
の
組
み
立
て
が
不
十
分
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

④
　
教
師
の
「
話
し
合
い
」
活
動
時
の
具
体
性
を
欠
く
指
導
方
法

　

生
徒
に
「
話
し
合
い
」
を
さ
せ
て
い
る
時
こ
そ
、教
師
の
机
間
指
導
の
あ
り
方

が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
し
合
い
を
さ
せ
て
い
る
間
に
教
師
が
す

べ
き
こ
と
が
不
明
確
な
こ
と
が
、
機
能
し
な
い
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
生
徒
間
で
話
し
合
い
が
成
立
し
に
く
い
グ
ル
ー
プ
は
ど
の
生
徒
の
い
る

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
か
を
指
導
・
助
言
・
指
示
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
な

い
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
教
師
が
意
図
的
・
計
画
的
に
話
し
合
わ
せ
る
た
め
に
、

生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
活
動
を
支
援
す
る
机
間
指
導
を
し
て
い
な
い
点
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
　
討
議
法
な
ど
、
話
し
合
う
べ
き
議
題
が
曖
昧
で
あ
る

　

討
議
法
な
ど
は
、
小
学
校
高
学
年
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
依
然
と

し
て
話
し
合
う
べ
き
目
的
に
合
わ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
状
況
が
中
学
校

で
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

学
校
生
活
を
豊
か
に
す
べ
き
こ
と
や
、
明
日
か
ら
の
生
活
に
生
か
さ
れ
る
討

議
法
で
あ
る
こ
と
が
、
生
徒
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
自
分
に
影
響
を

も
た
ら
す
こ
と
の
必
要
性
に
ふ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

例
え
ば
、「
校
則
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
」
→
「
校
則
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ

い
か
な
い
ほ
う
が
よ
い
か
」
→
「
本
校
の
校
則
の
中
で
○
○
は
あ
る
べ
き
か
ど

①
　「
話
し
合
い
方
」
と
「
話
し
合
う
内
容
」
が
定
着
し
て
い
な
い

　

教
師
が
話
し
合
い
を
す
る
指
示
を
出
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
す

れ
ば
よ
い
か
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
話
し
合
い
を
進
め
て
い
け
ば
よ
い
か
が
生

徒
に
は
理
解
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。そ
し
て
、生
徒
の
う
ち
だ
れ
が
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
て
話
し
合
え
る
か
が
決
め
ら
れ
な
い
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。

　

ま
た
、
話
し
合
い
を
し
て
い
て
も
、
何
を
話
し
合
っ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

場
面
や
、
話
し
合
う
目
的
に
合
わ
せ
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
も
あ

る
。

②
　
話
し
合
う
べ
き
具
体
的
内
容
の
理
解
が
進
ま
な
い

　

授
業
の
中
で
も
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
さ
せ
た
い
か
と
い
う
段
階
で
、
教

師
と
生
徒
の
認
識
の
ず
れ
が
大
き
す
ぎ
て
話
し
合
い
が
成
立
し
な
い
場
合
が
あ

る
。
そ
れ
に
は
、
話
し
合
い
を
す
る
際
に
、「
グ
ル
ー
プ
の
考
え
を
ま
と
め
て
発

表
を
す
る
」「
グ
ル
ー
プ
で
自
由
に
話
し
合
っ
て
考
え
を
共
有
す
る
」「
自
由
意

見
を
共
有
し
て
代
表
者
が
意
見
を
言
う
」
な
ど
の
指
示
の
不
明
確
さ
に
よ
っ
て
、

学
習
活
動
が
曖
昧
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

③
　
話
し
合
う
目
的
と
時
間
の
確
保
が
十
分
で
は
な
い

　

話
し
合
う
た
め
に
は
、
必
要
な
目
的
と
時
間
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
事
前

に
メ
モ
を
必
要
と
し
た
り
、
書
く
活
動
と
話
し
合
い
を
同
時
に
す
る
必
要
が
あ

る
場
面
も
少
な
く
な
い
。
う
ま
く
い
か
な
い
要
因
と
し
て
、
話
し
合
う
目
的
が

明
確
で
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
時
間
の
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中
学
校
で
は
、
目
的
や
状
況
に
応
じ
て
、
機
器
や
資
料
を
使
用
し
た
り
、
敬

語
を
使
う
よ
う
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
五
つ
の
意
識

化
を
基
礎
・
基
本
と
し
て
授
業
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

相
手
、
目
的
、
状
況
、
方
法
意
識
を
具
体
的
に
も
た
せ
つ
つ
、
評
価
活
動
を
日

常
化
す
る
授
業
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

三　

音
声
言
語
活
動
が
成
立
す
る

　
　
　

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

　

音
声
言
語
活
動
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
礎
・
基
本
と
し
て
発
音
・

発
声
の
確
か
さ
、
言
葉
づ
か
い
の
確
か
さ
、
言
葉
選
び
の
確
か
さ
を
前
提
と
し

て
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
活
動
が
的
確
に
で
き
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
前
項
で
取
り
上
げ
た
五
つ
の
意
識
化
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
、

話
し
合
っ
た
価
値
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、教
師
側
、生
徒
側
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
以
下
に
記
す
。

【
教
師
側
に
と
っ
て
の
価
値
づ
け
】

①　

ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
す
れ
ば
よ
い
か
明
確
に
示
す
こ
と

②　

話
し
合
い
の
方
向
性
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と

③　

話
し
合
い
の
手
順
を
示
し
た
学
習
過
程
を
提
示
す
る
こ
と

④　

意
図
的
・
計
画
的
な
話
し
合
い
に
な
る
よ
う
机
間
指
導
の
徹
底
を
図
る

こ
と

⑤　

話
し
合
う
べ
き
方
向
性
が
ず
れ
な
い
よ
う
付
箋
な
ど
を
活
用
し
て
指
示

を
明
確
に
す
る
こ
と

う
か
」
→
「
明
日
か
ら
の
学
校
生
活
に
校
則
の
○
○
は
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
」

の
よ
う
に
具
体
性
と
、
現
実
性
、
そ
し
て
自
分
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

な
ど
を
討
議
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
真
剣
か
つ
緊
張

感
あ
る
中
で
の
討
議
法
が
身
に
つ
き
、
言
語
感
覚
が
確
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

二　

五
つ
の
意
識
化
の
定
着
を
図
る
必
要
性

　

小
学
校
段
階
で
五
つ
の
意
識
化

を
学
ん
で
き
て
い
る
が
、
依
然
と

し
て
、
中
学
校
で
は
こ
の
域
を
理

解
し
て
定
着
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

な
い
こ
と
が
授
業
の
中
で
み
ら
れ

る
。中
学
校
で
は
、話
し
合
い
で
自

分
の
考
え
を
広
め
、
互
い
の
考
え

を
生
か
し
合
う
姿
に
転
化
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
も
、
五
つ
の
意
識
化
を

常
に
意
識
し
た
音
声
言
語
活
動
が

重
要
で
あ
り
、
こ
の
定
着
が
確
か

な
言
語
感
覚
を
培
う
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
言
う
言
語
感
覚
と
は
、
正

誤
、
適
否
、
美
醜
の
こ
と
で
あ
る
。

『小学校国語の授業力をみがく』（明治図書）釼持勉著14ページ

意識化 第１・２学年 第３・４学年 第５・６学年

相手意識 

目的意識

方法意識

状況意識

評価意識



−27−

　

お
わ
り
に

　

音
声
言
語
活
動
を
活
発
に
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
学
校
現
場
が

取
り
組
む
べ
き
か
を
論
じ
て
き
た
。
な
か
な
か
定
着
が
図
れ
な
い
要
因
を
明
確

に
し
て
、
成
立
さ
せ
る
た
め
の
諸
条
件
も
合
わ
せ
て
構
築
す
べ
き
内
容
も
こ
こ

で
示
し
た
。

　

全
国
の
中
学
校
で
さ
ら
な
る
授
業
改
善
が
求
め
ら
れ
、
音
声
言
語
活
動
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
急
務

と
な
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
国
語
世
論
調
査
の
結
果
は
、
生
徒
の
音
声
言
語

活
動
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
向
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
で

も
あ
る
。「
話
さ
な
い
生
徒
」「
話
す
必
要
性
を
も
た
な
い
生
徒
」「
話
す
価
値
を

見
い
だ
せ
な
い
生
徒
」「
話
し
た
く
な
い
生
徒
」
な
ど
の
存
在
を
考
え
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
音
声
言
語
活
動
の
成
立
を
め
ざ
し
た
学
校

現
場
の
授
業
改
善
が
急
務
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
学
校
現
場
は
生
徒
の
側
に
立
っ
て
、
授
業
の
あ
る
べ

き
方
向
性
を
再
構
築
し
て
音
声
言
語
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
も
の
が
不

可
欠
と
な
る
。
生
徒
に
と
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
身
に
つ
け
て
い
く

た
め
の
最
大
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
認
識
し
て
音
声
言
語
の
成
立
に

向
け
た
い
。

【
生
徒
側
に
と
っ
て
の
価
値
づ
け
】

①　

話
し
合
う
こ
と
で
役
立
っ
た
と
い
う
実
感
が
あ
る
こ
と

②　

話
し
合
っ
た
こ
と
で
友
達
の
考
え
を
聞
き
、
相
違
点
を
理
解
す
る
こ
と

③　

話
し
合
う
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

④　

違
い
を
認
め
、
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

⑤　

話
し
合
う
こ
と
で
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
図
れ
る
こ
と

　

四　

教
師
の
資
質
向
上
を
め
ざ
し
て

　

学
校
現
場
で
は
、
音
声
言
語
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
活
動
が
な
か
な

か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
生
徒
相
互
の
人
間
関
係
、
信
頼
関
係
が
成
立

し
て
い
な
い
中
で
、
音
声
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
に
く
い
点
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
学
級
の
中
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
機
能
す
る
た
め
に
も
、

教
師
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
つ
つ
、
音
声
言
語
活
動
が
行
え
る
体
制
を
的

確
に
組
む
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
五
つ
の
意
識
化
を
常
時
念
頭
に
置
い
た
活
動
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
、

わ
ず
か
の
時
間
で
も
学
習
活
動
が
成
立
す
る
よ
う
、
教
師
の
意
図
的
・
計
画
的
・

継
続
的
な
実
践
に
よ
っ
て
活
発
な
歩
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
国
語
科
を
中
心
と
し
て
他
教
科
に
お
い
て
も
音
声
言
語
活
動
を
取
り

入
れ
る
こ
と
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
日
常
化
を
推
進
し
、
授
業
の
質

を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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は
じ
め
に

　

中
学
校
の
新
し
い
教
育
課
程
の
実
質
上
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
、
こ
の
四
月
よ
り

二
年
め
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
度
の
学
習
指
導
要
領
は
、
教
育
基
本
法
改
正
を
踏
ま
え
た
と
い
う
意
味

で
は
、
戦
後
は
じ
め
て
の
改
訂
で
あ
っ
た
。
国
語
科
と
り
わ
け
書
写
の
領
域
と

し
て
は
、
教
育
基
本
法
の
中
で
の
「
我
が
国
の
伝
統
文
化
の
尊
重
…
…
」
に
加

え
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申
の
改
善
の
具
体
的
事
項
の
中
学
校
の
国
語
科
書
写

に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
エ
）「
書
写
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
社
会
生
活
に
役
立
つ
こ
と
を
引

き
続
き
重
視
す
る
と
と
も
に
、
文
字
文
化
に
親
し
む
よ
う
に
す
る
た

め
、
内
容
や
指
導
の
在
り
方
の
改
善
を
図
る
。」（
中
学
校
）

こ
の
こ
と
を
行
書
指
導
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
代
に
お
い
て
文
字
を
書

く
こ
と
か
ら
、
文
字
を
“
打
つ
”
あ
る
い
は
画
面
に
“
触
れ
る
”
と
い
う
時
代

に
あ
っ
て
も
、
手
書
き
文
字
、
と
り
わ
け
よ
り
身
近
な
硬
筆
用
具
で
す
ぐ
文
字

化
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。“
手
で
文
字
を
書
く
”
こ
と
そ

の
も
の
を
、
ど
う
中
学
生
に
生
涯
に
わ
た
る
書
写
の
能
力
、
行
書
力
と
し
て
身

新
教
育
課
程
に
お
け
る

　
　

中
学
校
国
語
科
書
写
の
行
書
指
導
の
あ
り
方東

京
学
芸
大
学
教
授　

長な
が

野の　

秀ひ
で

章あ
き　

に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
今
度
の
改
訂
で
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、�〔
言
語
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
い
う
領
域
変
更
の
意
味

　

図
１
は
、
昭
和
52
年
版
の
小
・
中
学
校
の
国
語
科
書
写
の
位
置
づ
け
か
ら
、

平
成
元
年
版
、
平
成
10
年
版
の
言
語
事
項
、
さ
ら
に
今
度
の
〔
伝
統
的
な
言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
「
書
写
」
の
領
域
の
み
を
、
こ
の
約

35
年
あ
ま
り
の
変
遷
を
図
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

中
学
校
に
お
い
て
、
昭
和
52
年
版
で
は
、
「
Ａ
表
現
」
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
、
手
書
き
文
字
文
化
が
有
す
る
歴
史
的
か
つ
伝
統
的
側
面
も
指
導
で
き
、
手

書
き
文
字
と
し
て
の
“
美
し
さ
”
と
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
れ
ば
、
あ
る
意
味

“
居
心
地
の
よ
い

0

0

0

0

0

0

”領
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
成
元
年
版
か
ら
書
写
力
の
充
実
、

と
り
わ
け
技
能
的
な
面
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
「
言
語
事
項
」
と
い
う
国

語
科
の
三
領
域
を
支
え
る
基
礎
的
な
面
が
強
く
押
し
出
さ
れ
、
領
域
の
位
置
づ

け
が
大
き
く
変
っ
た
時
で
あ
っ
た
。
今
度
の
平
成
20
年
版
で
は
、〔
伝
統
的
な

…
…
〕
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
図
の
網
か
け
の
箇
所
が
、『
文
字
文
化
』
と
し

書写
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て
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の

言
語
事
項
で
は
関
連
づ
け
に
く
か
っ
た

文
化
的
な
面
が
復
活
し
、
昭
和
52
年
版

当
時
の
「
Ａ
表
現
」
と
ま
で
は
い
か
な

い
ま
で
も
、
文
字
文
化
、
手
書
き
文
字

文
化
と
い
う
面
に
お
い
て
は
少
し
戻
っ

た
位
置
づ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
新
し
い
領
域
下
に
お
け
る
行
書
指
導
の
あ
り
方

　（
１
）
楷
書
を
行
書
化
す
る
中
で
の
学
習
過
程
の
見
直
し

　

行
書
学
習
の
導
入
に
、
楷
書
と
行
書
を
示
す
中
で
行
書
の
特
徴
を
順
序
立
て

て
理
解
す
る
こ
と
は
一
つ
の
方
法
で
あ
り
、
生
徒
に
は
わ
か
り
や
す
い
方
法
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
行
書
の
導
入
に
お
い
て
、
行
書
そ
の
も
の
が
文
字
文
化
と

い
う
視
点
か
ら
も
行
書
体
そ
の
も
の
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
そ
の
「
用
の
美
」
を
見

せ
る
と
い
う
考
え
方
が
で
き
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

図
２
は
１
年
の
教
科
書
教
材
（
平

成
24
年
版
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

行
書
体
と
し
て
多
く
の
特
徴
が
あ
る

教
材
を
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
で
示

す
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
ま
た
図
３

の
よ
う
に
古
典
教
材
の
（
王お

う

羲ぎ

之し

・

集し
ゅ
う

王お
う

聖し
ょ
う

教ぎ
ょ
う

序じ
ょ

）
を
実
習
教
材
で

は
な
く
鑑
賞
教
材
と
し
て
、
行
書
美

に
ふ
れ
る
瞬
間
を
大
切
に
す
る
よ
う

な
指
導
の
あ
り
方
の
転
換
が
必
要
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　（
２
）
毛
筆
の
機
能
を
活
用
し
た
授
業
の
あ
り
方

　

行
書
体
に
限
ら
ず
他
の
多
く
の
書
体
は
、
手
書
き
（
手
で
の
造
形
）
の
過
程

の
中
で
毛
筆
と
い
う
特
別
な
用
具
の
機
能
が
合
わ
さ
っ
て
発
展
し
て
き
た
文
化

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
毛
筆
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
手
書
き
文
字
の

字
形
や
リ
ズ
ム
な
ど
を
生
徒
に
視
覚
的
に
示
し
な
が
ら
毛
筆
の
機
能
を
い
っ
そ

う
理
解
さ
せ
る
あ
り
方
を
、
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

　
①
　
毛
筆
の
動
き
を
生
徒
の
眼
の
前
で
提
示
す
る
。

　

中
学
校
の
書
写
指
導
に
お
い
て
も
毛
筆
は
、
学
習
の
手
段
で
あ
り
毛
筆
技
能

の
向
上
を
目
的
と
す
る
位
置
づ
け
で
は
な
い
。
毛
筆
学
習
で
は
、
生
徒
が
行
書

の
特
徴
を
理
解
す
る
上
で
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
場
面
と
捉
え
、
な
る
べ
く
教
師

小学校

昭和52年告示

図１　ここ約35年間の学習指導要領における「書写」の位置づけ

平成元年告示 平成10年告示 平成20年告示

Ｃ 書くこと ［言語事項］ ［言語事項］ ［伝統的な言語文化と　　
　国語の特質に関する事項］

Ａ 表現 ［言語事項］ ［言語事項］

（ 文 字 文 化 ）（ 文 字 文 化 ）

［伝統的な言語文化と　　
　国語の特質に関する事項］

［伝統的な言語文化と　　
　国語の特質に関する事項］

Ａ 表現 ［伝統的な言語文化と　　
　国語の特質に関する事項］

中学校

図１　約35年間の学習指導要領における「書写」の位置づけ

図２　教科書教材
　　　（１年「平和」）

図３　集王聖教序
　　　「天地」（部分）
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が
自
ら
大
き
く
筆
使
い
を
生
徒
に
示

す
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
の
よ
う
な
映
像
教
材
な
ど
の
活
用

な
ど
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
図
４
は
行

書
の
毛
筆
に
よ
る
学
習
の
ま
と
め
で

見
ら
れ
る
生
徒
の
毛
筆
作
品
例
で
あ

る
。
毛
筆
が
硬
筆
の
よ
う
に
筆
の
一

つ
の
面
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い

毛
筆
文
字
例
で
あ
り
、
筆
使
い
が
生

か
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
硬

筆
を
使
用
し
て
行
書
の
学
習
を
ま
と

め
る
方
が
よ
い
と
言
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
５

は
、
毛
筆
の
筆
使
い
を
よ
く
理
解
し
、
運
筆
の
リ
ズ
ム
が
表
現
で
き
て
い
る
生

徒
の
ま
と
め
書
き
の
例
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
毛
筆
作
品
を
比
較
す
る
と
、
毛
筆
の
運
筆
力
が
生
徒
の
行
書

力
、
ひ
い
て
は
硬
筆
力
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

② 

　
行
書
の
特
徴
を
示
す
箇
所
を
手
書
き
の
際
の
一
つ
の
“
型
”
と
し
て
徹
底

す
る
。

　

行
書
学
習
の
本
来
的
な
課
程
を
丁
寧
に
計
画
、
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
加
え
、

限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
、
生
徒
が
よ
り
日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
目
的

や
場
面
に
応
じ
て
行
書
を
使
用
し
活
用
す
る
上
で
、
偏
や
旁
や
冠
な
ど
の
行
書

の
書
き
方
を
こ
の
“
型
”
と
し
て
硬
筆
用
具
で
徹
底
的
に
学
習
す
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
よ
り
実
践
的
教
材
と
し
て
の
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
を
研
究
開
発

す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

③�

　
学
習
し
た
行
書
を
意
図
的
、
計
画
的
に
国
語
の
学
習
な
ど
で
そ
の
活
用
を

図
る

　

書
写
の
学
習
の
中
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
国
語
の
『
Ｂ
書
く
こ
と
』
の
学

習
の
場
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
国
語
科
の
ノ
ー
ト
な
ど
手
で
文
字
を
書
く
場
面

に
お
い
て
、
学
習
し
た
行
書
を
生
か
す
場
面
を
意
図
的
、
計
画
的
に
実
践
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
際
、
行
書
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
漢
字

書
き
取
り
の
時
の
楷
書
の
字
形
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
中
学
校
に
お
い

て
は
、
小
学
校
書
写
で
の
学
習
の
延
長
と
し
て
の
、
正
整
な
手
書
き
文
字
の
技

能
と
、
行
書
を
は
じ
め
と
す
る
手
書
き
文
字
の
“
表
現
の
幅
”
を
学
習
す
る
の

が
中
学
校
書
写
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
理
解
し
、
行
書
指
導
を

い
っ
そ
う
推
進
、
実
践
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

今
度
の
第
三
学
年
の
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
に
「
身
の
回
り
の
多
様
な

文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ
と
。」
と
い
う
事
項
が
一
つ

示
さ
れ
た
。
前
述
の
行
書
指
導
の
新
し
い
展
開
と
合
わ
せ
、
毛
筆
文
字
と
印
字

な
ど
が
、
目
的
に
応
じ
て
社
会
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
よ

う
な
実
践
も
ぜ
ひ
と
も
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

図４　生徒作例
　　　「社説」

図５　生徒作例
　　　「雲海」
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ま
は
ら
三
桃
先
生
の
直
筆
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
、『
鷹
の
よ
う
に
帆
を
あ
げ

て
』
を
、
抽
選
で
四
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
五
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
春
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
ブ
キ
（
山
吹
）
で
す
。
バ
ラ
科
の
落
葉
低
木
で
、
黄
金

色
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

　

ヤ
マ
ブ
キ
の
花
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
。

　
　
　
　

厚
見
王
の
歌
一
首

　
　

か
は
づ
鳴
く　

神
奈
備
川
に　

影
見
え
て　

今
か
咲
く
ら
む　

山
吹
の
花

 

（『
万
葉
集
』
巻
第
八　

一
四
三
五
）

【
歌
意
】

河か

鹿じ
か

の
鳴
く
神
奈
備
川
の
水み
な
も面

に
影
を
映
し
て
、
今
頃
咲
い
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
か
、
山
吹
の
花
は
。

＊
Ｐ
11
～
14
で
掲
載
し
た
新
聞
記
事
・
写
真
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
聞
社
（
中
日
新

聞
社
、
読
売
新
聞
社
、
朝
日
新
聞
社
）
の
許
諾
を
得
て
転
載
し
て
い
ま
す
。
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「答える」と
「応える」って
どう使い分けるの？

「挨拶」も「曖昧」もいつのまにか中学校で学習する漢字に……。

そんな時には…… そんな時には……


