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私
た
ち
は
言
葉
で
生
き
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
考
え
、
あ

ら
ゆ
る
行
動
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
根
幹
に
あ
る
の
は
言
葉

な
の
で
す
。

　

で
は
音
楽
も
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
メ
ー
ジ
は
、

音＊
１

像
は
、
言
葉
を
介
し
て
や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
言
葉
で
も
具
体
的

な
音
で
も
な
い
、
な
に
か
不
思
議
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

が
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
漠
然
た
る
音
像
、
不
定

形
の
色
彩
と
形
、
し
か
し
確
か
な
何
か
。
そ
の
よ
う
な
も

の
が
、
や
が
て
―
―
し
か
る
べ
き
時
間
の
あ
と
、
早
け
れ

ば
直
後
に
、
極
端
に
遅
け
れ
ば
数
年
後
に
―
―
形
を
結
ん

で
い
く
の
で
す
。

　

さ
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
室
内
楽
作
品
で
は
そ
の
よ
う

に
進
ん
で
い
き
ま
す
が
、
詩
を
伴
っ
た
「
歌
」
で
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

作
曲
家
は
ま
ず
詩
（
詞
）
と
出
会
い
ま
す
。
そ
し
て
な

ん
ら
か
の
触
発
を
詩
か
ら
受
け
ま
す
。
や
が
て
そ
れ
が
音

像
を
結
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
記
す
と
わ
か
り
や
す
い

の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
す
。
と
き

に
は
自
分
の
裡う
ち

に
あ
る
「
音
の
塊
」
が
詩
の
言
葉
を
次
々

と
「
食
べ
て
」
い
く
の
で
す
。「
曲
先
行
」
と
言
っ
た
ら
わ

か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
言
葉
と
音
と
は
合
体
し
、

一
つ
の
も
の
と
な
る
、
つ
ま
り
歌
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
具
体
的
に
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
僕

が
作
曲
し
た
『
聞
こ
え
る
』
と
い
う
作
品
を
例
に
話
を
続

け
ま
す
。
最
初
の
一
節
を
記
し
ま
す
。

「
鐘
が
鳴
る
　
鳩
が
飛
び
立
つ
／
広
場
を
埋
め
た
群
衆
の
叫

び
が
　
聞
こ
え
る
／
歌
を
　
歌
を
く
だ
さ
い
」

（
詩
／
岩い
わ

間ま

芳よ
し

樹き

）

　

ど
こ
か
の
寺
院
の
前
、
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
サ

ン
・
マ
ル
コ
広
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
鐘
が
鳴
る
、
鳩

が
ワ
サ
ワ
サ
と
飛
び
立
つ
。
鳩
は
行
き
場
を
知
ら
ぬ
、
迷

え
る
群
衆
の
比
喩
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
鐘
は
彼
ら

へ
の
警
鐘
で
し
ょ
う
か
。　

　

こ
れ
を
読
む
、
あ
る
い
は
朗
読
す
れ
ば
、
そ
の
光
景
が

確
か
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
歌
を
」

―
―
た
ぶ
ん
心
を
支
え
る
も
の
、
同
様
に
進
む
べ
き
「
道
」

を
教
え
て
く
れ
る
も
の
―
―
そ
れ
を
希
求
す
る
群
衆
の
叫

び
が
聞
こ
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
で
十
分
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
試
し
に
歌
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

す
る
と
、
音
に
の
っ
て
、
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
言
葉
が
翔と

び
立
っ
て
い
く
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
自
分
の
ま
わ
り
の

空
間
に
歌
（
言
葉
と
音
の
融
合
体
）
が
広
が
っ
て
い
く
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
さ
ら
に
仲
間
と
一
緒
に
歌
う
と
、
互

い
の
声
が
溶
け
合
い
な
が
ら
一
つ
に
な
る
。
一
つ
の
世
界

を
共
有
す
る
歓
び
が
大
き
く
ふ
く
ら
む
。
共
感
の
渦
が
生

ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　

歌
・
合
唱
の
原
点
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
さ
ら
に
和

声
や
高
度
な
ポ＊
２

リ
フ
ォ
ニ
ー
へ
と
発
展
・
進
化
し
て
い
く

の
で
す
。　

　

歌
の
中
で
の
言
葉
の
役
割
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
「
鐘
が
鳴
る
」
の“

kane”

、“naru”

の
各
々
の
子
音

“
k”

や“
n”

は
ど
の
よ
う
な
「
長
さ
」「
表
情
」
で
あ
る

べ
き
か
、
母
音
の
色
合
い（
明
る
さ
や
暗
さ
）
は
ど
の
よ
う

で
あ
る
べ
き
か
、
こ
れ
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
よ
り
ど
の
よ
う
な
鐘
が
ど
の
よ
う
に
鳴
る
の
か
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

よ
り
よ
い（
佳
い
）表
現
に
到
達
す
る
に
は
発
声
、
音
程
、

リ
ズ
ム
、
発
音
、
表
情
等
、
工
夫
す
べ
き
こ
と
、
学
ぶ
べ

き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
全
て
を
一
挙
に

マ
ス
タ
ー
す
る
の
は
不
可
能
で
す
。
歌
い
な
が
ら
少
し
ず

つ
学
び
、
前
進
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。
忘
れ
て
は
な

新
実
　
徳
英
　

「
言
葉
」
と
「
音
」

巻頭エッセイ　　　　ことのは巻頭エッセイ　　　　

　

私
た
ち
は
言
葉
で
生
き
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
考
え
、
あ
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ら
な
い
の
は
、
常
に
【
歌
＝
音
楽
】
の
歓
び
と
共
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
歌
う
こ
と
が
難
行
苦
行
に
な
っ
て

は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
「
感
動
」
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
。「
感
動
」

こ
そ
が
私
た
ち
の
生
き
て
い
く
「
糧
」
な
の
で
す
。
み
ん

な
で
歌
う
こ
と
、
音
を
奏
で
る
こ
と
、
そ
こ
に
感
動
が
生

ま
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
優
れ
た
演
奏
を
聴
く
こ
と
か
ら
も

大
き
な
感
動
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
次
々
に
僕
た
ち

の
中
に
積
み
重
な
っ
て
行
き
、
や
が
て
次
の
感
動
に
結
び

つ
い
て
い
く
の
で
す
。

　

言
葉
と
そ
の
言
葉
の
表
す
も
の
、
こ
れ
を
確
か
に
身
に

つ
け
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
音
と
結
び
つ
い
て
い
る
の

か
―
―
先
の
例
で
い
え
ば
、「
鳴
る
」
の
「
る
」
は
長
く
伸

ば
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
ど
の
よ
う
に
伸
ば
す

の
か
―
―
な
ど
を
よ
く
感
じ
、
よ
く
考
え
る
の
も
大
切
な

の
で
す
。

　

と
き
に
は
交
替
で
指
揮
を
し
て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ

う
。
指
揮
は
い
わ
ば
ボ
デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
、
自
分
で

は
一
音
も
発
し
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
立
場
で
、
音
楽
の

も
っ
て
い
る
も
の
、
要
求
し
て
い
る
も
の
を
伝
え
よ
う
と

す
る
の
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
大
い
に
学
ぶ

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
曲
に
よ
っ
て
は
「
振
り
」
を
つ
け
る
の
も
有
意

義
で
楽
し
い
取
り
組
み
と
な
る
で
し
ょ
う
。
声
を
含
め
、

全
身
で
歌
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

　
【
歌
＝
音
楽
】
へ
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
ど
の
よ

う
に
自
分
の
中
に
取
り
込
む
の
か
、
表
現
し
て
い
く
の
か
。

そ
の
や
り
方
は
実
に
多
様
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
角
度
、
視

座
か
ら
大
い
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

１　

音
像
…
…
音
楽
を
聞
い
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
イ
メ
ー
ジ
。

＊ 

２　

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
…
…
二
つ
以
上
の
独
立
し
た
声
部
か

ら
な
る
音
楽
。
バ
ッ
ハ
の
『
フ
ー
ガ
』
な
ど
。

Photo by Atsushi Kondo

■
新
実
　
徳
英
（
に
い
み
　
と
く
ひ
で
）

　

作
曲
家
。
一
九
四
七
年
、
愛
知
県
生
ま
れ
。

　

東
京
大
学
工
学
部
卒
業
、
東
京
藝
術
大
学
作
曲
科
卒
業
、
同
大

学
院
修
了
。
現
在
、東
京
音
楽
大
学
客
員
教
授
。
一
九
七
七
年
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
国
際
バ
レ
エ
音
楽
作
曲
コ
ン
ク
ー
ル
に
て
史
上
二
人
め
の

グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
。
第
五
十
五
回
尾
高
賞
受
賞
の
ほ
か
、
数
々
の

賞
を
受
賞
。
作
品
は
、
オ
ペ
ラ
『
白
鳥
』、
管
弦
楽
曲
『
風
神
・
雷

神
』
の
ほ
か
、
器
楽
、
室
内
楽
、
邦
楽
、
合
唱
曲
な
ど
多
数
。
と

く
に
谷た
に
が
わ
が
ん

川
雁
と
の
共
作
『
白
い
う
た　

青
い
う
た
』、
和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

詩
の
『
つ
ぶ
て
ソ
ン
グ
』
は
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
近
著
に
エ
ッ

セ
イ
『A

.E. 

あ
る
い
は
希
望
を
う
た
う
こ
と
』
が
あ
る
。
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新
さ
せ
て
い
く
学
習
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
視
点
は
螺ら

旋せ
ん

的
・
反
復
的

に
相
互
に
関
連
し
合
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

全＊
２

国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
中
学
国
語
）
で
は
、
交
流
を
と
お
し
て
文
学

的
な
文
章
を
読
む
言
語
活
動
が
設
定
さ
れ
た
問
い
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
問
い
は
、
友
達
と
の
対
話
や
問
題
提
起
を
踏
ま
え
て
、
条
件
に
示
さ
れ
た

観
点
に
着
目
し
て
作
品
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
る
問
い
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
。
対
話
的
な
学
び
の
も
と
に
、
主
体
的
に
他
者
の
考
え
を
踏
ま

え
て
、
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
深
い
学
び
へ
の
過
程
が
問
わ
れ
て
い
る
設
問

と
も
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
自
分
の
考
え
」「
あ
な
た
の
意
見
」
な
ど
と
い
う
と
、
独
創
的

で
揺
る
が
ず
、
他
者
に
問
題
を
提
起
す
る
よ
う
な
意
義
あ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
わ
ざ
わ
ざ
人
に
伝
え
る
ま
で
も
な
い
と
萎
縮
し
て
し
ま
う
生
徒
は
少
な
く

な
い
。
改
め
て
小
学
校
の
「
読
む
こ
と
」
に
お
け
る
指
導
事
項
を
概
観
す
る
と
、

「
文
章
の
内
容
と
自
分
の
経
験
と
結
び
付
け
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
ま
と

め
、
発
表
し
合
う
こ
と
。」（
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
）、「
文
章
を
読
ん
で
考

え
た
こ
と
を
発
表
し
合
い
、
一
人
一
人
の
感
じ
方
に
つ
い
て
違
い
の
あ
る
こ
と

に
気
付
く
こ
と
。」（
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
）
と
あ
り
、
低
学
年
か
ら
確
固

と
し
た
意
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
意
見
を
さ
ま
ざ
ま
な

観
点
か
ら
形
成
し
て
い
く
過
程
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
中

学
校
で
も
「
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

　

学
校
教
育
法
第
三
十
条
第
二
項
に
定
め
る
学
力
の
三
要
素
に
加
え
、
教
育
課

程
企
画
特
別
部
会
に
お

け
る
「
論＊

１

点
整
理
」
の

報
告
に
は
、
育
成
す
べ

き
資
質
・
能
力
に
つ
い

て
の
三
つ
の
柱
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
三
つ
の
視
点
が
示
さ

れ
て
い
る
。
知
識
・
技

能
を
活
用
し
な
が
ら
、

知
識
・
技
能
を
習
得
、

定
着
さ
せ
、
探
究
的
な

学
び
に
取
り
組
み
、
新

し
い
知
識
・
技
能
を
更

【アクティブ・ラーニングの三つの視点】

深い学び

対話的な
学び

主体的な
学び

特集1

に
お
け
る

自
分
の
考
え
の
形
成

埼
玉
大
学
教
育
学
部
准
教
授　

本も
と

橋は
し

　
幸ゆ
き

康や
す　

は
じ
め
に

一

自
分
の
考
え
の
形
成

二

ア
ク
テ
ィ
ブ・
ラ
ー
ニ
ン
グ

ア
ク
テ
ィ
ブ・
ラ
ー
ニ
ン
グ
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1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

を
聞
い
た
り
、
観
点

を
変
え
て
読
み
直
す

こ
と
で
自
分
の
考
え

を
再
検
証
し
た
り
し

て
、
新
た
な
考
え
や

思
い
に
至
っ
た
り
す

る
よ
う
な
交
流
と
な

る
よ
う
に
工
夫
し
た

い
。

　

次
に
紹
介
す
る

江
原
氏
の
実
践
は
、

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
の

交
流
を
と
お
し
て
、

生
徒
一
人
一
人
の
読

み
の
深
ま
り
の
実
感

を
大
切
に
し
た
実
践
で
あ
る
。
学
び
を
深
め
る
た
め
の
観
点
（
知
識
）
を
共
有

し
、
更
新
し
て
い
く
過
程
を
重
視
す
る
授
業
展
開
や
工
夫
を
参
考
に
し
た
い
。

＊
１ 　

教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
「
教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
に
お
け
る
論
点
整
理
に
つ
い

て
（
報
告
）」
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
六
日

＊
２ 　

文
科
省
・
国
立
教
育
政
策
研
究
所
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
平
成
十
九
年
度

中
学
校
国
語
Ｂ
2
問
三
「
文
学
作
品
を
評
価
し
な
が
ら
読
む
（
芥
川
龍
之
介
『
蜘
蛛
の

糸
』）」、
平
成
二
十
七
年
度
中
学
校
国
語
Ｂ
3
問
三
「
文
学
的
な
文
章
を
読
む
（
小
泉

八
雲
『
狢む
じ
な』）」
な
ど
。

も
つ
こ
と
。」（
第
一
学
年
）、「
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に

つ
い
て
、
知
識
や
体
験
と
関
連
付
け
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
。」（
第
二
学

年
）
の
よ
う
に
段
階
を
踏
ん
で
考
え
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い

る
。
気
づ
き
や
疑
問
の
段
階
か
ら
自
分
の
意
見
を
他
者
と
交
流
す
る
場
を
大
切

に
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

交
流
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
「
相
手
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
」
す
る
こ
と
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
、
相
手

の
考
え
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、「
相
手
の
考
え
の
要
点
を

自
分
な
り
に
整
理
す
る
こ
と
、
相
手
の
示
す
根
拠
の
適
否
な
ど
を
確
か
め
る
た

め
に
質
問
す
る
こ
と
、
相
手
の
意
見
と
自
分
の
意
見
と
の
共
通
点
や
相
違
点
に

つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
な
ど
を
と
お
し
て
、
考
え
の
相
対
化
を
図
る
必
要
が
あ

る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
他
者
と
自
分
の
考
え
の
共
通
点
や
相
違
点
を
整
理
す

る
目
的
を
少
し
ず
つ
で
も
意
識
さ
せ
、
学
び
の
深
ま
り
を
実
感
で
き
る
よ
う
な

交
流
を
行
わ
せ
た
い
。

　

主
体
的
、
対
話
的
な
学
び
の
も
と
に
学
習
者
自
身
が
学
び
の
深
ま
り
に
つ
い

て
実
感
を
得
る
に
は
、
学
習
過
程
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
メ
モ
や
ノ
ー

ト
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
物
語
を
読
ん
で
、「
さ

あ
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。」
と
い
う
漠
然
と
し
た
発
問
を
す
る
だ
け
で
は
、

生
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
自
分
の
読
み
の
観
点
が
他
の
人
と
同
じ
な
の
か
、
異
な
る
の
か

最初に読んだ資料
（別の観点で読む）

【自分の考えの形成と深まりの実感】

●考えの修正や深化　
●新たな観点や考え　
●さらなる疑問　など

自分の体験読書経験
（他の資料や本）

友達の意見との

共通点や相違点

自分のメモや

ワークシート

1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成

「
深
い
学
び
」を
実
感
で
き
る
交
流
の
工
夫

三
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「
授
業
か
ら
読
書
活
動
へ
つ
な
げ
る
」
と
い
う
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
実
践
に
臨
ん

だ
。
今
日
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
活
動
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
き
っ
か
け
を
授
業
で
作
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

扱
う
教
材
は
、
中
学
二
年
の
『
夢
を
跳
ぶ
』
で
あ
る
。
本
教
材
の
技
能
の
系

統
は
「
読
書
」
で
あ
る
。
中
学
一
年
の
教
材
で
は
、『
ベ
ン
チ
』
が
該
当
す
る
。

そ
の
と
き
に
は
、『
ベ
ン
チ
』
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
に
よ
る
読
み
広
げ
を
し
、「
本

の
名
刺
」
を
作
成
し
て
交
流
を
し
た
。

　
『
夢
を
跳
ぶ
』
は
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
招
致
委
員
と
し
て
活
躍
す
る
佐
藤
真
海
の
話
で
あ
る
。
筆
者
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
生
徒
は
多
く
、
教
材
に
つ
い
て
興
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
内
容
は

幼
い
頃
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
活
発
な
筆
者
が
、
病
気
で
右
足
を
失
い
、
絶

望
す
る
。
し
か
し
、「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
す
る
」
と
い
う
希
望
を
も
っ

て
苦
難
を
乗
り
越
え
る
力
を
得
た
と
い
う
実
話
で
あ
る
。
学
習
者
は
、
苦
難
を

乗
り
越
え
、
夢
を
叶
え
る
筆
者
に
対
し
て
、
共
感
、
尊
敬
と
い
っ
た
思
い
を
抱

く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
教
材
を
読
み
、「
福
祉
」「
障
が
い
」「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

な
ど
に
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
本
を
読
み
広
げ
て
い
く

こ
と
に
つ
な
げ
さ
せ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
感
動
を
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
と
い
う
か
た

ち
で
他
者
に
伝
え
、
相
互
発
表
を
し
、
自
分
の
考
え
を
深
め
さ
せ
た
い
。

　

生
徒
は
、「
福
祉
」
や
「
障
が
い
」、「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
な
ど
は
、
な
ん

と
な
く
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
深

く
知
っ
た
り
考
え
た
り
し
た
経
験
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今

日
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
暮
ら
し
や
す
く
、
活
躍
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
学
習
で
、
生
徒
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
興
味
を

も
ち
、
考
え
が
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
げ
さ
せ
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
授
業
実
践

を
提
案
し
た
い
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
授
業
実
践
で
は
、
子
ど
も
た
ち

が
、
習
得
・
活
用
・
探
究
を
見
通
し
た
学
習
過
程
の
中
で
、「
見
方
や
考
え
方
」

を
は
た
ら
か
せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
思
考
・
判
断
・
表

現
を
し
、「
見
方
や
考
え
方
」
を
成
長
さ
せ
な
が
ら
、
資
質
・
能
力
を
獲
得
し

て
い
け
る
よ
う
な
学
び
を
目
ざ
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
は
三
つ
の
視
点
が
あ
り
、「
対
話
的
な
学
び
」
及
び
「
主

体
的
な
学
び
」
の
視
点
が
注
目
さ
れ
、「
深
い
学
び
」
の
視
点
に
基
づ
く
こ
と

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
、

の

視
点
を
取
り
入
れ
た

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
授
業
実
践

―
―『
夢
を
跳
ぶ
』を
中
心
に
―
―

特集2
ア
ク
テ
ィ
ブ・
ラ
ー
ニ
ン
グ

ア
ク
テ
ィ
ブ・
ラ
ー
ニ
ン
グ

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
立
土
呂
中
学
校
教
諭　

江え

原は
ら

　
瑞み
ず

貴き　

は
じ
め
に

一
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1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

（
１
）『
夢
を
跳
ぶ
』
へ
の
感
想

　

最
初
に
、『
夢
を
跳
ぶ
』
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。

【
生
徒
の
感
想
よ
り
】

　

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
の
境
遇
に
感
銘
を
受
け
、「
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る

だ
ろ
う
か
。」「
自
分
だ
っ
た
ら
耐
え
ら
れ
な
い
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
書
く
生

徒
が
多
く
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
章
中
に
あ
っ
た
、
筆
者
の
心
を
支
え
た
母
の

言
葉
「
神
様
は
そ
の
人
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
試
練
は
与
え
な
い
。」
と
い
う

言
葉
に
注
目
し
、
感
動
を
覚
え
る
声
が
多
く
あ
が
っ
て
い
た
。

（
２
）
テ
ー
マ
の
設
定

　

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
に
、『
夢
を
跳
ぶ
』
に
関
連
し
た
テ
ー

マ
を
設
定
し
た
。『
夢
を
跳
ぶ
』
を
読
ん
で
、
感
銘
を
受
け
た
こ
と
や
、
印
象

（
１
）
単
元
の
目
標

• 

興
味
を
も
っ
て
文
章
を
読
み
、
読
書
や
本
の
紹
介
に
つ
な
げ
る
。

• 

多
様
な
本
や
文
章
な
ど
か
ら
適
切
な
情
報
を
得
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め

る
。

• 

抽
象
的
な
概
念
を
表
す
語
句
、
類
義
語
と
対
義
語
、
同
音
異
義
語
や
多
義
的

な
意
味
を
表
す
語
句
な
ど
に
つ
い
て
理
解
し
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に

す
る
。

（
２
）
学
習
計
画
（
全
５
時
間
）

第
１
時 

『
夢
を
跳
ぶ
』
を
読
み
、
感
想
を
書
く
。

テ
ー
マ
を
決
め
て
本
を
選
ぶ
。

第
２
時
・
第
３
時　

テ
ー
マ
に
そ
っ
た
他
の
作
品
を
読
む
。

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
草
案
を
考
え
る
。

第
４
時 

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
。

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
練
習
を
す
る
。

第
５
時 

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
発
表
を
す
る
。

「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
読
ん
で
み
た
い
本
を
書
き
こ
む
。

　

第
１
時
か
ら
第
４
時
ま
で
は
学
校
図
書
館
、
第
５
時
は
教
室
で
行
っ
た
。
な

お
、
実
践
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
は
四
十
人
で
あ
る
。

1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

授
業
計
画

二

授
業
の
実
際

三
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は
、『
学
校
司
書
と
先
生
の
た
め
の
す
ぐ
で
き
る
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
』
渡
辺
暢
惠

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
二
）
か
ら
の
も
の
を
参
考
に
さ
せ
た
。

【
生
徒
が
作
成
し
た
シ
ナ
リ
オ
の
一
部
】

（
３
）
選
書

　

テ
ー
マ
に
そ
っ
て
、
一
人
一
冊
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
紹
介
す
る
本
を
決
め
た
。

班
の
中
で
同
じ
本
を
紹
介
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
し
た
が
、
全
体
で
二
冊
以
上

は
紹
介
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
本
の
ジ
ャ
ン
ル
は
問
わ
な
い
が
、
班
の
中

で
一
冊
は
物
語
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
作
品
を
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

選
書
の
段
階
で
、
班
で
選
ん
だ
本
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
本

を
紹
介
す
る
の
か
確
認
し
、
検
討
さ
せ
た
。

　

選
書
に
用
い
る
本
は
、
本
校
の
蔵
書
の
ほ
か
、
さ
い
た
ま
市
の
学
校
図
書
館

物
流
を
利
用
し
、他
校
か
ら
借
り
た
も
の
も
合
わ
せ
て
二
百
冊
程
度
用
意
し
た
。

【
班
で
の
「
テ
ー
マ
」
に
そ
っ
た
「
選
書
」】

◎
「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
人
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
」

『 

障
害
の
あ
る
人
の
ス
ポ
ー
ツ
ガ
イ
ド
』
藤
原
進
一
郎
／
田
中
信
行
（
汐
文
社

二
〇
〇
一
）

『 

ス
ポ
ー
ツ
を
と
お
し
て
』
高
橋
利
一
（
岩
崎
書
店　

二
〇
〇
七
）

『 

闇
を
跳
び
こ
え
、
も
う
一
歩
』
尾
崎
峰
穂
（
立
風
書
房　

二
〇
〇
〇
）

『 

パ
ラ
レ
ル
』
別
府
優
希
（
祥
伝
社　

二
〇
〇
九
）

◎
「
夢
と
は
何
か
」

『 
夢
追
い
か
け
て
』
河
合
純
一
（
ひ
く
ま
の
出
版　

二
〇
〇
〇
）

『 
そ
れ
で
も
僕
は
あ
き
ら
め
な
い
』
長
屋
宏
和
（
大
和
出
版　

二
〇
〇
七
）

『 

夢
が
か
な
う
日
』
清
水
久
美
子
（
偕
成
社　

二
〇
〇
二
）

『 

夢
を
つ
な
ぐ
』
澤
井
希
代
治
（
ひ
く
ま
の
出
版　

一
九
九
七
）

に
残
っ
た
言
葉
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
っ
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
考
え
る
よ
う

に
し
た
。

　

最
初
は
個
人
で
そ
の
理
由
と
と
も
に
テ
ー
マ
を
考
え
、
そ
れ
を
持
ち
寄
っ

て
、
班
で
一
つ
の
テ
ー
マ
を
決
め
た
。
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ

ち
ら
で
は
、「
福
祉
」「
障
が
い
」「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」「
困
難
を
乗
り
越
え
る
」

な
ど
を
例
示
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
も
と
に
、
聞
き
手
を
ひ
き

つ
け
る
よ
う
な
工
夫
を
す
る
よ
う
促
し
た
。
例
え
ば
、「
福
祉
」
だ
け
で
は
な

く
、「
み
ん
な
で
知
ろ
う
、
福
祉
の
こ
と
」「
今
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
福
祉
と

は
」
な
ど
で
あ
る
。

【
生
徒
が
個
人
で
考
え
た
「
テ
ー
マ
」
と
、
そ
の
理
由
】

「 

試
練
」
…
…
障
が
い
の
あ
る
か
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
試
練
を
乗
り
越
え

た
の
か
興
味
が
あ
る
か
ら
。

「 

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
…
…
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
競
技
や
選
手
に
興
味
が
わ
い

た
か
ら
。

【
班
で
決
め
た
テ
ー
マ
の
一
部
】

「
夢
と
は
何
か
」

「
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
人
の
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
」

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
壁
を
越
え
て
」

「
困
難
を
乗
り
越
え
て
生
き
る
」

　

お
互
い
の
考
え
た
テ
ー
マ
を
確
認
し
合
い
、
班
で
興
味
を
も
っ
て
ブ
ッ
ク

ト
ー
ク
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を
設
定
し
て
い
た
。
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1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

は
、『
学
校
司
書
と
先
生
の
た
め
の
す
ぐ
で
き
る
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
』
渡
辺
暢
惠

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
二
）
か
ら
の
も
の
を
参
考
に
さ
せ
た
。

【
生
徒
が
作
成
し
た
シ
ナ
リ
オ
の
一
部
】

（
４
）
読
書

　

授
業
内
で
二
時
間
に
わ
た
り
、
選
ん
だ
本
を
読
書
す
る
時
間
を
設
け
た
。
読

書
を
し
な
が
ら
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
草
案
を
ま
と
め
た
。
授
業
内
で
ど
う
し
て

も
読
み
終
わ
ら
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
、
貸
出
を
行
っ
た
。

草
案
の
内
容

•
作
品
名
　
•
作
者
名
（
筆
者
名
）　
•
出
版
社
名
　
•
あ
ら
す
じ
（
概
要
）

•
感
想
　
•
印
象
的
な
一
文
　
•
読
み
聞
か
せ
た
い
部
分
　

•
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト
　
•
作
家
（
筆
者
）
に
つ
い
て

※ 

な
お
、
感
想
、
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、『
夢
を
跳
ぶ
』
と
の
関
連
や
、

相
違
点
も
考
え
さ
せ
た
。

（
５
）
シ
ナ
リ
オ

　

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
と
し
て
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
そ
っ
た
発
表
の
中
で
、「
導
入

部
分
」「
各
本
の
紹
介
」「
終
末
部
分
」
の
構
成
と
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る

も
の
と
し
た
。

　

一
人
一
冊
の
紹
介
を
考
え
る
ほ
か
、「
導
入
部
分
」
と
「
終
末
部
分
」
の
担

当
も
決
め
、
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
紹
介
が
途
切
れ

な
い
よ
う
に
、
つ
な
ぎ
の
言
葉
も
工
夫
さ
せ
た
。

　

写
真
や
絵
、
図
な
ど
、
本
の
中
か
ら
聞
き
手
に
見
せ
る
部
分
も
メ
モ
を
し
て
、

本
番
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
他
に
は
、
そ
の
本
に
限
ら
ず
、
関
連
し

た
部
分
が
あ
る
本
を
併
用
し
て
提
示
す
る
生
徒
や
、
別
に
絵
や
図
を
書
い
て
、

示
す
準
備
を
す
る
生
徒
も
い
た
。

　

一
班
の
発
表
時
間
は
十
分
か
ら
十
五
分
と
し
た
。
シ
ナ
リ
オ
の
例
と
し
て

1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践
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【
生
徒
の
「
学
習
を
と
お
し
て
考
え
た
こ
と
」
よ
り
】

　

ま
た
、
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
行
っ
た
こ
と
で
、
設
定
し
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
、
今
後
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
も

見
ら
れ
た
。

　

テ
ー
マ
に
そ
っ
た
選
書
に
基
づ
く
読
書
を
し
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め

る
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
シ
ナ
リ
オ
を
作
る
。

【
ウ
　
探
究
】

　

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
に
よ
る
他
者
と
の
交
流
を
す
る
。自
分
の
考
え
を
再
度
も
つ
。

　

他
者
と
の
交
流
を
す
る
に
あ
た
り
、
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
発
表
の
時

に
「
読
ん
で
み
た
い
」
と
思
っ
た
本
の
リ
ス
ト
に
は
丸
を
つ
け
さ
せ
た
。
ま

た
、
質
問
の
時
間
も
設
け
、
気
に
な
っ
た
こ
と
は
意
見
の
交
換
が
で
き
る
よ
う

に
し
、
本
も
実
際
に
手
に
取
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

　

自
分
の
考
え
の
形
成
に
あ
た
り
、
シ
ナ
リ
オ
を
作
る
段
階
か
ら
、『
夢
を
跳

ぶ
』
に
関
連
し
た
点
や
相
違
点
に
着
目
し
て
考
え
を
も
ち
、
シ
ナ
リ
オ
の
中
に

入
れ
て
発
表
さ
せ
た
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
終
え
、「
学
習
の
ま
と
め
」
と
し
て

『
夢
を
跳
ぶ
』
を
再
読
し
、
自
分
の
読
ん
だ
本
や
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
紹
介
さ
れ

た
本
、
友
人
の
考
え
た
こ
と
を
も
と
に
、
当
初
の
感
想
と
比
較
し
な
が
ら
深
い

考
え
を
構
築
さ
せ
た
。

（
６
）
練
習

　

完
成
し
た
シ
ナ
リ
オ
に
そ
っ
て
、
班
で
練
習
を
行
っ
た
。
発
表
す
る
際
に

は
、
聞
き
手
の
顔
を
見
る
な
ど
し
て
、
聞
き
手
が
聞
き
や
す
い
よ
う
に
話
す
こ

と
を
留
意
さ
せ
た
。
ま
た
、
本
を
提
示
し
な
が
ら
発
表
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
。

（
７
）
発
表

　

発
表
は
教
室
で
行
っ
た
。
机
と
椅
子
を
四
つ
ず
つ
向
か
い
合
わ
せ
、
五
つ
の

場
を
設
け
た
。
ペ
ア
の
班
を
作
り
、
相
互
発
表
を
し
た
。
発
表
の
流
れ
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

１　

ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
見
て
、
発
表
し
合
う
グ
ル
ー
プ
を
組
む
。（
ペ
ア
）

２　

ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
す
る
。（
交
替
で
行
う
。
十
〜
十
五
分
程
度
。）

　
　

・
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
記
入
を
す
る
。

　
　

・
ペ
ア
を
変
え
て
、
三
回
発
表
し
合
う
。

３　

学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

（
１
）
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
実
践

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
授

業
と
し
て
、
習
得
・
活
用
・
探
究
を
見
通
し
た
学
習
過
程
の
実
践
が
で
き
た
。

【
ア
　
習
得
】　

　
『
夢
を
跳
ぶ
』
へ
の
感
想
を
も
ち
、
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク

に
つ
い
て
知
る
。

【
イ
　
活
用
】

考
　
察

四
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1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

【
学
習
を
終
え
て
か
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
考
え
】

• 「
障
が
い
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
が
変
わ
っ
た
。
こ
の
学
習
を
と

お
し
て
「
偏
見
」
と
い
う
も
の
は
一
切
な
く
な
っ
た
。

• 

困
難
に
負
け
な
い
強
い
気
持
ち
は
何
に
対
し
て
も
必
要
不
可
欠
な
感
情
だ
と

改
め
て
感
じ
た
。

• 

こ
れ
か
ら
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
の

で
、
実
際
に
見
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

　

こ
う
い
っ
た
実
践
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
見
方
や
考
え
方
」
の
変
容
や
、

成
長
、
深
化
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）
読
書
へ
の
意
欲
喚
起

　

他
の
班
の
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
聞
き
、
読
み
た
く
な
っ
た
本
を
リ
ス
ト
に
記
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
読
書
活
動
へ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
今
回
の
実
践
に
よ
り
、

生
徒
た
ち
の
生
き
生
き
と
学
ぶ
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
つ
の
視
点
の

う
ち
の
一
つ
、「
深
い
学
び
」
を
意
識
し
た
実
践
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
場
で

は
終
わ
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
力
が
身
に
つ
い
た
の
で

は
な
い
か
。

参
考
文
献

『
は
じ
め
て
の
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
』
蔵
元
和
子
ほ
か　
（
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
二
）

【
生
徒
の
「
学
習
を
と
お
し
て
考
え
た
こ
と
」
よ
り
】

　

ま
た
、
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
行
っ
た
こ
と
で
、
設
定
し
た

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
え
、
今
後
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
も

見
ら
れ
た
。

1アクティブ・ラーニングにおける自分の考えの形成 2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践2 アクティブ・ラーニングの視点を
取り入れたブックトークの授業実践

終
わ
り
に

五
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そ
れ
ら
の
確
認
も
含
め
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
構
成
や
表
現
の
特
徴
を
捉

え
、
そ
の
効
果
を
考
え
さ
せ
た
い
。

　

本
単
元
で
は
、
生
徒
の
主
体
的
な
学
び
を
促
す
た
め
に
「
説
明
文
説
明
書
」

を
作
成
す
る
学
習
課
題
を
設
定
し
た
。
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
読
む
こ

と
で
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
や
、
班
内
で
意
見
交
換
す
る
こ
と
で
筆
者
の
論

理
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
説
明
的
文
章
と
一
口
に

言
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
比
べ
て
読
む
こ

と
で
、
筆
者
の
考
え
に
結
び
つ
く
事
実
の
述
べ
方
や
表
現
上
の
工
夫
に
も
気
づ

く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
　
内
容
の
異
な
る
三
つ
の
文
章

　

私
た
ち
が
日
常
生
活
で
ふ
れ
る
説
明
的
文
章
の
内
容
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
が
あ
る
。
教
材
と
し
て
説
明
的
文
章
を
扱
う
と
き
に
、
そ
の
内
容
の
解
釈
の

み
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
い
。
文
章
の
構
成
、
よ

り
最
適
な
論
理
展
開
、
結
論
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
根
拠
を
示
す
工
夫
な
ど
、

文
章
の
書
か
れ
方
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
活
に
生
き
た
学
習
と
な
る
。

　

今
回
扱
う
三
つ
の
文
章
は
「
序
論
・
本
論
・
結
論
」
と
い
う
構
成
上
の
大
き

な
流
れ
は
共
通
す
る
が
、
扱
わ
れ
る
内
容
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

　
『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』

　
　

・
技
術
的
な
内
容
（
電
子
レ
ン
ジ
の
仕
組
み
や
熱
の
伝
わ
り
方
）

　
　

・
原
理
や
仕
組
み
を
解
説

　
　

・
図
を
用
い
て
説
明

一
　
説
明
的
文
章
を
読
む

　

小
学
校
で
は
説
明
的
文
章
は
「
内
容
の
大
体
を
読
む
こ
と
」（
第
一
学
年
及
び

第
二
学
年
）
に
始
ま
り
、「
段
落
相
互
の
関
係
や
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考

え
」
て
読
む
こ
と
（
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
）、「
要
旨
を
と
ら
え
た
り
、
事

実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
な
が

ら
」
読
む
こ
と
（
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
）
へ
と
発
展
し
な
が
ら
学
習
し
て

き
た
。
中
学
校
で
は
、
一
学
期
に
『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』
を
教
材
と
し
て
、
文

章
の
展
開
や
表
現
を
お
さ
え
て
読
み
、「
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
」
る
こ
と
を
学
習
し
た
。
こ
こ
で
は
、

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　

文
章
の
構
成
や

表
現
の
特
徴
と

そ
の
効
果
を
考
え
る

『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』

『
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る
』

『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』

「説明文説明書」を
作ろう

授
業
実
践
１
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四　

学
習
計
画
（
全
５
時
間
）

　

第
１
時　

単
元
の
流
れ
と
学
習
課
題
を
確
認
す
る
。

　
　

▽
文
章
を
比
較
し
、
文
章
構
成
や
表
現
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
。

　
　

▽「
説
明
文
説
明
書
」
の
作
成
を
と
お
し
て
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
。

・『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』
を
読
む
。

・
文
章
構
成
や
、
本
文
と
図
と
の
関
係
を
捉
え
る
。

　

第
２
時　

各
班
で
「
読
み
の
視
点
」
を
決
め
る
。

　
　

▽ 

文
章
構
成
の
比
較
、本
文
と
グ
ラ
フ
と
の
関
係
、写
真
や
図
の
効
果
、筆

者
の
論
理
展
開
の
比
較
、
表
現
の
特
徴
と
そ
の
効
果
な
ど
、
生
徒
の
実

態
に
応
じ
て
視
点
例
を
与
え
る
。

・『
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る
』
と
『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』
を
読
む
。

　

第
３
時　

各
班
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。

・
前
時
に
決
め
た
「
読
み
の
視
点
」
に
基
づ
い
て
読
み
深
め
る
。

　

第
４
時　

三
つ
の
文
章
を
比
べ
、「
説
明
文
説
明
書
」
を
作
成
す
る
。

・
各
班
の
「
読
み
の
視
点
」
に
基
づ
い
て
ま
と
め
る
。

　

第
５
時　

ク
ラ
ス
で
「
説
明
文
説
明
書
」
を
発
表
し
合
い
、文
章
の
特
徴　

　
　
　
　
　

を
確
認
す
る
。

・
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

・
今
後
の
学
習
や
日
常
生
活
で
生
か
せ
る
こ
と
を
考
え
る
。

　
『
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る
』

　
　

・
国
語
（
言
語
）
的
な
内
容

　
　

・
調
査
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
結
果
を
用
い
て
分
析

　
　

・
帯
グ
ラ
フ
や
円
グ
ラ
フ
を
用
い
て
説
明

　
『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』

　
　

・
科
学
（
生
物
）
的
な
内
容

　
　

・
調
査
（
観
察
）
結
果
を
用
い
て
分
析

　
　

・
写
真
や
帯
グ
ラ
フ
、
図
を
用
い
て
説
明

　

説
明
文
は「
事
柄
を
説
明
し
、正
確
に
伝
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
文
章
」

（『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』
よ
り
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
特
徴
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、「
正
確
に
伝
達
す
る
」
た
め
の
表
現
の

効
果
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

三　

目
標

○
文
章
を
す
す
ん
で
読
み
、
説
明
的
文
章
の
特
徴
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

（
関
心
・
意
欲
・
態
度)

○
文
章
の
中
心
的
な
部
分
と
付
加
的
な
部
分
、
事
実
と
意
見
な
ど
を
読
み

分
け
る
。 

（
読
む
こ
と)

○
「
説
明
文
説
明
書
」
の
作
成
を
と
お
し
て
、
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
。 

（
読
む
こ
と)

○
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉
え
、
自
分
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
広
く
す
る
。 

（
読
む
こ
と)
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学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

導　入
・
前
時
の
復
習
を
す
る
。

・
め
あ
て
を
確
認
す
る
。

・
三
つ
の
文
章
の
構
成
や
筆
者
の
考
え

な
ど
を
確
認
す
る
。

･
「
説
明
文
説
明
書
」
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
身
に
つ
く
力
を
確
認
す
る
。

（
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
）。

展 開 ①
・「
説
明
文
説
明
書
」
の
ま
と
め

方
を
確
認
す
る
。

・
班
で
「
説
明
文
説
明
書
」
を
作

成
す
る
。（
プ
リ
ン
ト
）

・
班
で
話
し
合
い
な
が
ら
、
個
人

で
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
る
。

・
教
師
側
で
用
意
し
た
「
作
成
例
」
を

示
し
、
見
通
し
を
も
た
せ
る
。

・
意
見
交
換
が
し
や
す
い
よ
う
、
三
〜

四
人
の
班
と
す
る
。

・
班
で
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
取
り
組

ま
せ
る
が
、
ま
と
め
る
作
業
は
個
人

で
行
わ
せ
る
。

・
プ
リ
ン
ト
は
生
徒
の
実
態
に
応
じ

て
、
自
由
記
述
を
増
や
し
た
り
、
枠

を
用
意
し
た
り
工
夫
す
る
。

★
班
内
で
意
見
交
換
を
し
、「
読
み
の

視
点
」に
基
づ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

【
プ
リ
ン
ト
例
】

★
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特

徴
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
ち
、

ま
と
め
て
い
る
。

展 開 ②
・
作
成
し
た
「
説
明
文
説
明
書
」

を
班
で
確
認
し
合
い
、
班
の
代

表
を
決
め
る
。

・
次
時
、
ク
ラ
ス
で
発
表
し
合
う
こ
と

を
伝
え
、
班
と
し
て
の
考
え
を
ま
と

め
さ
せ
る
。

・
班
で
話
し
合
う
こ
と
で
、
読
み
を
深

め
さ
せ
た
い
。

・
文
章
の
展
開
に
即
し
た
内
容
に
な
っ

て
い
る
か
、
確
認
さ
せ
る
。

終　結
・
本
時
の
振
り
返
り
を
行
う
。

【
単
元
計
画
表
例
】

・
単
元
計
画
表
の
所
定
欄
ま
た
は
ノ
ー

ト
に
、
本
時
で
学
ん
だ
こ
と
や
考
え

た
こ
と
を
記
述
さ
せ
る
。

★
本
時
の
ね
ら
い
に
そ
っ
た
振
り
返

り
を
ま
と
め
て
い
る
。

五　

本
時
の
展
開
例
（
第
４
時
）

三
つ
の
文
章
を
比
べ
、「
説
明
文
説
明
書
」
を
作
ろ
う
。

「
説
明
文
説
明
書
を
作
ろ
う
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
年 

 

組 
 

番 
 

氏
名 

◎
単
元
の
課
題 

 

◎
学
習
の
流
れ 

／ ／ ／ ／ ／ 

学
習
日 

□
ク
ラ
ス
で
「
説
明
文
説
明
書
」
を
発
表
し
合
い
、
文
章
の
特
徴
を
確
認
す
る
。 

□
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。 

□
今
後
の
学
習
や
日
常
生
活
で
生
か
せ
る
こ
と
を
考
え
る
。 

□
三
つ
の
文
章
を
比
べ
、
「
説
明
文
説
明
書
」
を
作
成
す
る
。 

・
筆
者
の
考
え
、
文
章
構
成
、
展
開
の
し
か
た 

・
図
や
グ
ラ
フ
、
写
真
の
用
い
方
と
そ
の
効
果 

・
各
班
の
「
読
み
の
視
点
」
に
も
と
づ
い
て
ま
と
め
る
。 

□
各
班
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。 

 
 

・
前
時
に
決
め
た
「
読
み
の
視
点
」
に
も
と
づ
い
て
読
み
深
め
る
。 

□
各
班
で
「
読
み
の
視
点
」
を
決
め
る
。 

 

・
文
章
構
成
の
比
較 

・
本
文
と
グ
ラ
フ
と
の
関
係 

・
写
真
や
図
の
効
果 

 

・
筆
者
の
論
理
展
開
の
比
較 

・
表
現
の
特
徴
と
効
果 

□
『
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る
』
と
『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』
を
読
む
。 

□
単
元
の
流
れ
と
学
習
課
題
を
確
認
す
る
。 

□
『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』
を
読
む
。 

□
文
章
構
成
や
、
本
文
と
図
と
の
関
係
を
捉
え
る
。 

主
な
学
習
活
動 

     

考
え
た
こ
と
や
学
ん
だ
こ
と 

文
章
の
構
成
や
表
現
の
特
徴
と
そ
の
効
果
を
考
え
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
。 

 

授
業
実
践
１
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『
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る
』

序
論
・「
言
葉
の
ゆ
れ
」
の
説
明
と
研
究
方
法

　
　
　
（
多
く
の
人
た
ち
の
言
葉
の
使
い
方
や
考
え

方
を
調
査
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
）

・「
ら
抜
き
言
葉
」
の
使
わ
れ
方
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

本
論
・
十
六
歳
以
上
を
対
象
の
調
査
　
図
１

　
た
だ
し

・
言
葉
の
違
い
に
よ
る
調
査
　
図
２
　
図
３

・
音
数
の
少
な
い
動
詞
の
ほ
う
が
、「
ら
抜
き

言
葉
」
が
使
わ
れ
や
す
い
傾
向

　
次
に
　

・
年
齢
に
よ
る
違
い
　
図
４

・「
ら
抜
き
言
葉
」
は
比
較
的
新
し
い
言
い
方
。

若
い
人
の
ほ
う
が
よ
り
多
く
使
用
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

・
接
続
詞
で
段
落
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は

・「
ら
抜
き
言
葉
」
は
人
々
か
ら
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

・
二
十
歳
以
上
を
対
象
の
調
査
　
図
５

・
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
調
査
結
果
の
数
値
を
視
覚

　
的
に
捉
え
や
す
く
し
て
い
る
。

・
調
査
結
果
か
ら
筆
者
の
意
見
に
つ
な
げ
て
い

る
。

結
論
・
若
い
人
を
中
心
に
広
が
る
「
ら
抜
き
言
葉
」

　
一
方

・
違
和
感
を
も
つ
人
も
少
な
く
な
い
。

・
特
に
改
ま
っ
た
場
や
目
上
の
人
と
話
す
と
き

に
は
、
避
け
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
。

『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』

序
論
・
花
の
形
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
様
で
異

な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
写
真

本
論
・
調
査
の
方
法
と
、
わ
か
っ
た
こ
とグ

ラ
フ

・
偏
り
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
。

・
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
を
比
較
し
、
新

た
な
疑
問
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。

・
オ
オ
バ
ス
ノ
キ
の
例

　
一
方
　

・
ア
キ
ノ
キ
リ
ン
ソ
ウ
の
例
　
写
真
　
図

　
こ
の
こ
と
か
ら

・
昆
虫
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
の
は
、
昆

虫
の
種
類
が
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

・
写
真
と
図
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
違
い
を

視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

・
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
の
花
は
、
特

定
の
種
類
の
昆
虫
が
訪
れ
る
よ
う
に

し
て
い
る
の
か
。

・
花
の
役
割
の
説
明

　
こ
の
よ
う
に

・
受
粉
の
確
率
を
高
め
て
い
る
の
だ
。

・
問
い
と
答
え
を
繰
り
返
し
て
展
開
し

て
い
る
。

結
論
・
花
の
形
の
多
様
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
植

物
が
子
孫
を
残
す
た
め
に
長
い
年
月

を
か
け
て
作
り
上
げ
て
き
た
成
果
。

・
最
初
の
問
い
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
。

考察　どの文章も，筆者の研究結果や伝えたいことが，順序立てて述べられている。最終
的に結論で述べていることにつながるよう，文章が展開している。表現の特徴として，読
者に正確に内容が伝わるように，図やグラフ，写真を用いている。そのことで文章だけで
は伝わりにくい内容がわかりやすくなり，筆者の考えや意見がより明確になっている。また，
段落ごとのつながりや事実と意見を明確にするために，接続詞が工夫されている。

読
み
の
視
点…
文
章
の
展
開
と
表
現
の
特
徴

　『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』

序
論
・
火
を
使
わ
ず
に
加
熱
が
で
き
る
の
は
、
ど

の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
る
の
か
。

本
論
・「
マ
イ
ク
ロ
波
」
の
説
明

　
　
図
１…

波
形
を
示
す
。

・
熱
の
発
生
の
仕
組
み
の
説
明

　
　
図
２…

水
の
粒
の
形

・
図
に
よ
っ
て
目
に
見
え
な
い
科
学
的
な
事
柄

　
を
、
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

結
論
・
電
子
レ
ン
ジ
以
前
の
加
熱
方
法
の
説
明

　（
加
熱
の
原
理
＝
粒
を
振
動
さ
せ
る
こ
と
）

・
私
た
ち
の
生
活
は
、
発
想
の
転
換
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。

・
本
文
で
述
べ
て
い
る
電
子
レ
ン
ジ
と
こ
れ
ま

で
の
加
熱
方
法
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
筆
者

の
意
見
（
結
論
）
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

「『
説
明
文
説
明
書
』
を
作
ろ
う
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
　
　
　
組
　
　
番
　
氏
名

作
成
例
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こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
二
種
類
の
活
動
（
Ａ
案
、
Ｂ
案
）

を
提
案
す
る
。
こ
の
活
動
を
と
お
し
て
、
生
徒
が
よ
り
主
体
的
に
和
歌
と
向
き

合
い
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
過
去
と
、
自
分
が
生
き
て
い
る
現
在
と
の
関
わ
り
に

気
づ
き
、
和
歌
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。

二
　
授
業
計
画

（
１
）
単
元
の
目
標

・
古
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
た
り
、
文
章
を
書
い

た
り
し
て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
。

・
和
歌
の
技
法
や
歴
史
的
背
景
を
理
解
し
な
が
ら
、
響
き
を
味
わ
う
。

（
２
）
学
習
計
画

　

◎
Ａ
案
（
全
４
時
間
）

　

第
１
時 

三
大
和
歌
集
に
つ
い
て
学
ぶ
。
和
歌
を
音
読
し
、
そ
の
響
き
を

 

味
わ
う
。

　

第
２
時
・
第
３
時 

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
意
味
、
歴
史
的
背
景
、
作
者
の
心

 

情
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

　

第
４
時 

興
味
を
も
っ
た
和
歌
を
一
首
選
び
、
そ
の
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
い

 

漢
字
一
字
を
考
え
、
発
表
し
合
う
。

◎
Ｂ
案
（
全
５
時
間
）

　

第
１
時 
三
大
和
歌
集
に
つ
い
て
学
ぶ
。
和
歌
を
音
読
し
、
そ
の
響
き
を

 
味
わ
う
。

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
で
提
案
す
る
活
動
は
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
三
学
年
の
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の
「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注

意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。」〔
⑴
ア
ア
〕
を
念
頭
に
お

い
て
計
画
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
十
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化

と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
し
く
設
け
ら
れ
、
小
学
校
か
ら
和
歌
を

学
ぶ
機
会
が
作
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
生
徒
は
既
に
小
学
校
の
授
業
を
と
お
し

て
、和
歌
の
リ
ズ
ム
や
文
語
の
表
現
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
。
中
に
は
、『
小
倉

百
人
一
首
』
を
テ
ー
マ
と
し
た
漫
画
や
映
画
を
契
機
に
し
て
和
歌
へ
の
興
味
を

も
つ
生
徒
も
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
和
歌
は
工
夫
さ
れ
た
表
現
や
技
法
の
た
め

に
文
章
作
品
と
比
べ
て
わ
か
り
づ
ら
い
と
思
う
生
徒
も
少
な
く
な
い
。

村
田
女
子
高
等
学
校
中
学
校
教
諭山や

ま
ぐ
ち口　

英は
な

恵え　

『
和
歌
の
調
べ

―
―
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
―
―
』

和
歌
の
世
界
に

親
し
む

授
業
実
践
２
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〈
活
動
内
容
〉

①
教
科
書
か
ら
好
き
な
和
歌
を
一
首
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
ノ
ー
ト
に
ま
と

め
る
。
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
た
表
現
、
音
読
し
た
と
き
の
リ
ズ
ム
な
ど
に

注
目
さ
せ
る
。

②
選
ん
だ
和
歌
の
印
象
や
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
一
字
を
考
え
、
そ

の
理
由
も
簡
潔
に
記
す
。

③
四
〜
五
人
の
班
に
分
か
れ
、
班
内
で
意
見
を
交
換
す
る
。
お
互
い
の
考
え

を
聞
い
て
気
づ
い
た
こ
と
、
話
し
合
っ
て
考
え
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
書
く
。

④
班
活
動
を
と
お
し
て
、
特
に
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
た
漢
字
一
字
を
ク
ラ
ス

全
体
で
発
表
す
る
。

〈
②
の
活
動
で
発
表
さ
れ
た
生
徒
の
意
見
〉

「
春
過
ぎ
て
　
夏
来
た
る
ら
し
　
白
た
へ
の
　
衣
干
し
た
り
　
天
の
香
具
山
」

（『
万
葉
集
』・
持
統
天
皇
）

「
告
」…
…
新
緑
と
な
っ
た
天
の
香
具
山
に
真
っ
白
な
衣
が
干
し
て
あ
る
光
景
が

夏
の
始
ま
り
を
告
げ
て
い
る
か
ら
。

「
人
は
い
さ
　
心
も
知
ら
ず
　
ふ
る
さ
と
は
　
花
ぞ
昔
の
　
香
に
に
ほ
ひ
け
る
」

（『
古
今
和
歌
集
』・
紀
貫
之)

「
変
」…
…
人
の
心
は
す
ぐ
に
変
わ
る
が
、
梅
の
花
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
、
人

間
と
自
然
の
対
比
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
ら
。

「
玉
の
緒
よ
　
絶
え
な
ば
絶
え
ね
　
な
が
ら
へ
ば
　
忍
ぶ
る
こ
と
の
　
弱
り
も

ぞ
す
る
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
新
古
今
和
歌
集
』・
式
子
内
親
王)

「
秘
」…
…
自
分
の
恋
心
を
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
者
の
状
況
を
想
像

し
た
か
ら
。

　

第
２
時
・
第
３
時 

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
意
味
、
歴
史
的
背
景
、
作
者
の
心

 

情
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

　

第
４
時 

和
歌
を
一
首
選
び
、
興
味
を
も
っ
た
表
現
や
感
じ
た
こ
と
を
中

 
心
に
、
和
歌
の
鑑
賞
文
を
書
き
、
発
表
し
合
う
。

　

第
５
時 
「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
と
い
う
視
点
か
ら
和
歌
を
捉
え
、

 

季
節
に
対
す
る
現
在
の
感
覚
と
比
較
し
考
察
す
る
。

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
１
、
２
を
参
照
）

　

Ａ
案
は
多
く
の
和
歌
に
ふ
れ
た
う
え
で
、
興
味
を
も
っ
て
選
ん
だ
一
首
と
向

き
合
い
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
他
者
と
話
し
合
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。

一
方
、
Ｂ
案
は
「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
と
い
う
視
点
で
、
複
数
の
和
歌
を

検
討
し
、
さ
ら
に
現
在
の
感
覚
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
る
こ
と
に
重
点

を
お
い
て
い
る
。

三　

授
業
の
流
れ

　

本
稿
で
は
、
Ａ
案
、
Ｂ
案
と
も
に
和
歌
の
学
習
の
総
括
と
し
て
行
う
最
終
授

業
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　
（
１
）
Ａ
案
（
第
４
時
）

　

こ
の
活
動
は
、「
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
風
景
や
心
情
を
読
み
取
り
、
イ
メ
ー

ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
漢
字
一
字
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
、

教
科
書
一
九
九
ペ
ー
ジ
『
四
季
の
た
よ
り　

静
』
の
「
山
里
は
　
冬
ぞ
寂
し
さ

ま
さ
り
け
る
　
人
目
も
草
も
　
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
」（
源
宗
于
朝
臣
）
を
生
徒
に

示
し
、
和
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
「
静
け
さ
」
を
想
起
さ
せ
る
。
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授
業
実
践
２

　
〈
Ａ
案
の
活
動
を
終
え
て
〉

　

生
徒
た
ち
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
作
者
の
心
情
や
風
景
を
豊
か
に
想
像
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
多
様
な
漢
字
を
発
表
し
合
い
、
和
歌
へ
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
様
子
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、「
防
人
に
　
行
く
は
た
が
背
と
　
問
ふ
人
を
　
見
る
が
と
も
し
さ

物
思
も
せ
ず
」（『
万
葉
集
』・
防
人
の
歌
）
で
は
、「
悲
」、「
寂
」
を
あ
げ
る
生

徒
が
い
る
一
方
、「
愛
」、「
絆
」
を

発
表
し
た
生
徒
も
い
た
。
後
者
の

理
由
と
し
て
、「
作
者
の
悲
し
み

の
裏
に
は
夫
に
対
す
る
深
い
愛
情

が
あ
る
か
ら
」、「
寂
し
い
気
持
ち

を
押
し
殺
し
て
見
送
る
、
家
族
の

絆
が
感
じ
ら
れ
た
か
ら
」
と
あ
り
、

一
首
の
和
歌
の
鑑
賞
を
よ
り
深
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
（
２
）
Ｂ
案
（
第
５
時
）

　

Ｂ
案
で
は
、『
四
季
の
た
よ
り
』

と
の
連
携
を
試
み
て
い
る
。『
四

季
の
た
よ
り
』
は
、
平
成
二
十
八

年
度
版
か
ら
新
し
く
教
科
書
に
登

場
し
た
教
材
で
あ
る
。
春
か
ら

冬
ま
で
の
季
節
ご
と
に
、
古
典

の
和
歌
、
江
戸
時
代
の
句
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
絵

画
や
工
芸
品
の
図
版
、
季
節
の
言
葉
も
紹
介
さ
れ
、
視
覚
的
に
も
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
親
し
む
態
度
を
養
う
の
に
適
切
な
教
材
で
あ
る
。
今
回
は
、
教
科
書

四
十
二
ペ
ー
ジ
『
四
季
の
た
よ
り　

喜
』
の
「
山
深
み
　
春
と
も
知
ら
ぬ
　
松

の
戸
に
　
た
え
だ
え
か
か
る
　
雪
の
玉
水
」（
式
子
内
親
王
）
の
活
用
を
試
み
た
。

「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
に
着
目
し
よ
う三

年

　
　組

　
　番
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

『
和
歌
の
調
べ―

万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集―

』

①
春
過
ぎ
て

　夏
来
た
る
ら
し

　白
た
へ
の

　衣
干
し
た
り

　天
の
香
具
山 

（『
万
葉
集
』・
持
統
天
皇
）

　
季
節
の
変
化
　
　
　【
　
　
　
】↓【
　
　
　
】

　
使
っ
て
い
る
感
覚
　〈
　
視
覚
　
・
　
聴
覚
　
・
　
嗅
覚
　
・
　
触
覚
　
・
　
味
覚
　
〉

②
秋
来
ぬ
と

　目
に
は
さ
や
か
に

　見
え
ね
ど
も

　風
の
音
に
ぞ

　お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る 

（『
古
今
和
歌
集
』・
藤
原
敏
行
）

　
季
節
の
変
化
　
　
　【
　
　
　
】↓【
　
　
　
】

　
使
っ
て
い
る
感
覚
　〈
　
視
覚
　
・
　
聴
覚
　
・
　
嗅
覚
　
・
　
触
覚
　
・
　
味
覚
　
〉

『
四
季
の
た
よ
り

　喜
』

③
山
深
み

　春
と
も
知
ら
ぬ

　松
の
戸
に

　た
え
だ
え
か
か
る

　雪
の
玉
水 

（
式
子
内
親
王
）

　
　
　
　
　
山
深
み…

山
が
深
い
の
で
。
　
　
　
松
の
戸…

松
で
作
っ
た
粗
末
な
戸
。
　

　
　
　
　
　
た
え
だ
え…

と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
。
　
玉
水…

「
玉
」
は
接
頭
語
。
水
の
美
称
。

【
意
味
】
山
が
深
い
の
で
春
が
来
た
と
も
わ
か
ら
な
い
（
粗
末
な
庵
の
）
松
の
戸
に
、
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
落
ち
て
く
る
清
ら
か
な
雪
の
し
ず
く
よ
。

　
季
節
の
変
化
　
　
　【
　
　
　
】↓【
　
　
　
】

　
使
っ
て
い
る
感
覚
　〈
　
視
覚
　
・
　
聴
覚
　
・
　
嗅
覚
　
・
　
触
覚
　
・
　
味
覚
　
〉

課
題
１
　
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
を
理
解
し
よ
う
。

　（
１
）①
か
ら
③
の
和
歌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
季
節
か
ら
ど
の
季
節
へ
の
変
化
を
詠
ん
だ
も
の
か
。【
　
】
に
季
節
を
書
こ
う
。

　（
２
）
作
者
は
何
に
よ
っ
て
季
節
の
変
化
を
感
じ
て
い
る
か
。①
か
ら
③
の
和
歌
の
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
　
　
　
で
囲
も
う
。

　（
３
）
作
者
は
ど
の
感
覚
を
使
っ
て
季
節
の
変
化
を
感
じ
て
い
る
か
。〈
　
〉
の
中
を
○
で
囲
も
う
。（
複
数
選
ん
で
も
よ
い
）

こ
ろ
も

あ
め

き

か
ぐ
や
ま

ぢ
と
う
て
ん
わ
う

し
ょ
く
し
な
い
し
ん
わ
う

た
ま
み
づそ

ま
つ

い
お
り

き
ゅ
う
か
く

しょっ
か
く

き
ゅ
う
か
く

しょっ
か
く

き
ゅ
う
か
く

しょっ
か
く

ふ
ぢ
は
ら
の
と
し
ゆ
き

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
１
〉

「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
に
着
目
し
よ
う三

年

　
　組

　
　番
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　）

課
題
２
　
現
在
の
「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
を
見
つ
め
直
そ
う
。

◎
あ
な
た
は
何
に
よ
っ
て
、
ど
の
感
覚
を
使
っ
て
、
季
節
の
変
化
を
感
じ
て
い
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
書
こ
う
。

　
例
　
季
節
の
変
化
　
　
　
　
　
　
　
　 【
冬
】↓【
春
】

　
　
　
季
節
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
　
朝
、
顔
を
洗
う
と
き
の
水
の
冷
た
さ

　
　
　
使
っ
て
い
る
感
覚
　〈
　
視
覚
　
・
　
聴
覚
　
・
　
嗅
覚
　
・
　
触
覚
　
・
　
味
覚
　
〉（
複
数
選
ん
で
も
よ
い
）

　
　
　
理
由
　
冬
の
朝
の
水
は
、
と
て
も
冷
た
い
け
れ
ど
、
春
が
近
づ
く
と
、
少
し
ず
つ
水
の
冷
た
さ
が
な
く
な
り
、
顔
を
洗
う

　
　
　
　
　
　
の
が
大
変
で
は
な
く
な
る
か
ら
。

　
季
節
の
変
化
　
　
　【
　
　
　
】↓【
　
　
　
】

　
　

　
季
節
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

　　
使
っ
て
い
る
感
覚
　〈
　
視
覚
　
・
　
聴
覚
　
・
　
嗅
覚
　
・
　
触
覚
　
・
　
味
覚
　
〉　（
複
数
選
ん
で
も
よ
い
）

　
理
由

課
題
３
　
和
歌
に
詠
ま
れ
た
時
代
と
現
代
の
「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
を
比
べ
て
、
共
通
点
、
相
違
点
を
あ
げ
よ
う
。

◎
共
通
点
（
似
て
い
る
点
）

◎
相
違
点
（
異
な
る
点
）

き
ゅ
う
か
く

しょっ
か
く

き
ゅ
う
か
く

し
ょっ
か
く

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
２
〉
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〈
活
動
内
容
〉

①
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
１
の
課
題
１
を
と
お
し
て
、
季
節
の
変
化
を
詠
ん
だ
三

首
の
和
歌
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
２
の
課
題
２
を
と
お
し
て
、
現
代
を
生
き
る
自
分
の

「
季
節
の
変
化
の
感
じ
方
」
を
見
つ
め
直
す
。

③
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
２
の
課
題
３
を
と
お
し
て
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
季
節

の
変
化
の
感
じ
方
」
と
現
代
の
感
じ
方
を
比
較
し
、
共
通
点
や
相
違
点
を

考
え
る
。

　
〈
課
題
３
に
対
す
る
生
徒
の
意
見
〉

　
◎
共
通
点

・
視
覚
や
聴
覚
で
季
節
の
変
化
を
感
じ
て
い
る
点
。（
風
の
音
に
よ
っ
て
秋
の

訪
れ
を
感
じ
る
歌
、
雪
解
け
水
が
し
た
た
る
音
で
春
の
到
来
に
気
づ
く
歌

に
共
感
し
た
。）

・
日
常
の
さ
さ
や
か
な
変
化
に
よ
っ
て
季
節
を
感
じ
て
い
る
点
。（
和
歌
で
は

風
の
音
、
現
代
で
は
朝
起
き
る
と
き
の
太
陽
の
明
る
さ
な
ど
の
変
化
で
季

節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
て
い
る
。）

・
植
物
や
天
気
な
ど
自
然
の
も
の
か
ら
四
季
の
変
化
を
感
じ
る
点
。

　
◎
相
違
点

・
和
歌
で
は
味
覚
に
よ
っ
て
季
節
を
感
じ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
だ
が
、
現
代

で
は
旬
の
食
べ
物
や
飲
み
物
で
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
点
。

・
現
代
で
は
人
工
的
な
も
の
（
街
に
流
れ
る
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
な
ど
）
に

よ
っ
て
季
節
の
変
化
を
感
じ
て
い
る
点
。

　
〈
Ｂ
案
の
活
動
を
終
え
て
〉

　

三
つ
の
課
題
を
と
お
し
て
、
自
分
自
身
の
生
活
を
振
り
返
り
、
季
節
の
変
化

を
感
じ
さ
せ
る
存
在
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
、
和
歌
の
世
界
と
の
共
通
点
、
時

代
に
よ
る
習
慣
や
環
境
の
違
い
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
四
季

の
変
化
に
敏
感
で
あ
る
姿
勢
は
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
ず
、
私
た
ち
の
感

性
や
美
意
識
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
活
動
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

『
四
季
の
た
よ
り
』
に
掲
載
さ
れ
た
美
術
品
の
写
真
に
よ
っ
て
、
日
本
の
伝
統

文
化
や
芸
術
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

日
本
の
伝
統
的
な
季
節
感
は
、
和
歌
な
ど
の
文
学
作
品
を
通
じ
て
豊
か
に
育

ま
れ
て
き
た
。
生
徒
は
、
和
歌
を
含
む
古
典
の
世
界
に
ふ
れ
、
感
じ
た
こ
と
を

表
現
し
、
他
者
と
意
見
交
換
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
を
も
つ
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
。
中
学
校
の
古
典
は
、
小
学
校
と
高
等
学
校
の
古
典
学
習
を
結
ぶ

架
け
橋
の
学
習
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
和
歌
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
れ
ば
、
や

が
て
高
等
学
校
で
学
ぶ
歌
物
語
な
ど
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

よ
り
よ
い
授
業
に
向
け
て
試
行
錯
誤
の
毎
日
で
あ
る
が
、
時
代
を
超
え
て
継

承
さ
れ
て
き
た
、
趣
深
い
和
歌
の
世
界
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
、
和
歌
の
魅
力

に
生
徒
が
気
づ
け
る
よ
う
な
授
業
を
目
ざ
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

国
語
科
の
教
員
の
間
で
は
「
語
彙
が
少
な
い
」「
語
彙
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
共
有
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。

「
最
近
の
（
子
ど
も
は
）」
と
い
う
接
頭
語
を
つ
け
つ
つ
語
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
言
説

は
、
反
対
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
反
対
す
る
人
な
ど
い
る
は
ず
も
な
い
と

い
っ
た
感
じ
で
、
話
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
連
載
も
五
回
め
に
な
り
、
最
終
回
を
迎
え
る
が
、
今
ま
で
の
回
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
私
も
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
言
い
続
け
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
こ
で
、
最
終
回
に
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
方
法
よ
り
も
、
達

成
す
る
方
法
よ
り
も
、
言
葉
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
、
述
べ
て
い
き
た
い
。

前
回
は
、「
理
解
語
彙
」
と
「
使
用
語
彙
（
表
現
語
彙
）」
と
に
分
け
、
そ
の
う

ち
の
「
理
解
語
彙
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、「
語
彙
が
少
な

い
」「
語
彙
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、「
使
用
語
彙
（
表
現
語

彙
）」
に
重
点
を
お
い
て
考
え
て
い
く
。

表
現
に
役
立
つ
言
葉

⃝

「
論
理
的
な
文
章
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど
」

論
理
的
な
文
章
を
書
く
と
い
う
課
題
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
論
理
的
に
考
え

は
じ
め
に

先
日
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

ラ
ジ
オ
か
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
が
流
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
グ
ル
ー
プ

歌
手
に
つ
い
て
、「
売
れ
な
か
っ
た
頃
に
歌
っ
て
い
た
歌
が
結
構
い
い
歌
な
の
で
、

リ
ク
エ
ス
ト
し
た
い
。」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
そ
れ
を
ラ
ジ
オ
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
ー
が
、「
日
の
当
た
ら
な
か
っ
た
頃
の
曲
で
す
ね
。」
と
発
言
し
た
の
で
あ
る
。

石
坂
洋
次
郎
に
『
陽
の
当
た
る
坂
道
』
と
い
う
小
説
が
あ
る
が
、
こ
の
比
喩
的
な

意
味
を
も
っ
て
し
て
も
、「
日
の
当
た
ら
な
か
っ
た
頃
」
と
い
う
表
現
は
、
物
理

的
な
日
ざ
し
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
が
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
で

活
動
し
て
い
る
姿
し
か
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

こ
の
表
現
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
日
の
め
を
み
る
（
み
な
い
）」
と
い
う
こ
と

を
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、「
日
の
め
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
日
の
光
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
言
い
回
し
の
不
備
が

生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
日
の
め
」
は
「
み
る
（
み
な
い
）」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

ら
二
つ
の
言
葉
の
結
び
つ
き
は
強
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
慣
用
句
と

し
て
知
っ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

教
科
書
の
言
葉
・
学
習
者
の
言
葉

―
―
教
科
書
の
言
葉
と
「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」

茨
城
大
学
教
育
学
部
准
教
授　

鈴す
ず

木き　

一か
ず

史ふ
み　

連
載
5
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象
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
語
で
も
同
様
で
あ
り
、
単
に

時
間
の
流
れ
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、

意
図
的
に
使
う
よ
う
示
さ
な
け
れ
ば
、
記
述
は
や
す
き
に
流
れ
る
。
そ
の
一
例
が
、

小
学
校
の
夏
休
み
の
日
記
で
、
一
日
の
で
き
ご
と
を
何
の
軽
重
も
な
く
、「
朝
起

き
て
、
歯
を
磨
い
て
」
と
書
く
よ
う
な
文
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
普
段
の
授
業
で
の
発
言
に
も
活
用
で
き
る
。
例
え
ば
、
学
習
者

が
授
業
中
に
発
言
し
た
と
き
に
、
授
業
者
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
学
習
者
に
論
理

的
な
説
明
を
さ
せ
る
か
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
、
学
習

者
に
さ
ら
な
る
説
明
を
求
め
、
思
考
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
言
葉

は
、「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
「
ス
ピ
ー
チ
な
ど
」
に
示
さ
れ
て
い
る
、「
例
え

ば
？
」「
な
ぜ
？
（
ど
う
し
て
？
）」「
つ
ま
り
？
（
要
す
る
に
？
）」
で
あ
る
。
具

体
的
な
例
示
を
求
め
た
り
、
理
由
を
付
加
さ
せ
た
り
、
自
分
の
発
言
を
要
約
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
は
自
己
の
発
言
を
も
う
一
度
考
え
直
し
、
他

者
に
対
し
て
説
明
す
る
と
い
う
論
理
の
要
素
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら

の
言
葉
を
授
業
者
か
ら
問
い
続
け
ら
れ
た
学
習
者
は
、
自
分
で
発
言
す
る
場
合
、

そ
の
よ
う
に
聞
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
、
は
じ
め
か
ら
、

こ
れ
ら
の
言
葉
に
そ
っ
た
内
容
を
含
め
て
発
言
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の

言
葉
そ
の
も
の
を
与
え
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
発
言
や
文
章
の
内
容
に
こ
の
考
え

方
を
含
め
る
よ
う
に
な
る
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
教
科
書
の
表
現
に
役
立
つ
語
彙
を
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、

「
例
え
ば
」「
な
ぜ
」「
つ
ま
り
」
な
ど
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
論
理
的
に
物
事
を
考
え
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
小
学
生
で
習
う
非
常
に
簡
単
な
言
葉
の
よ
う
に
見
え
つ

つ
、
常
に
使
う
こ
と
を
考
え
て
、
学
習
者
自
身
の
中
に
蓄
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
言
葉
な
の
で
あ
る
。

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
考
え
を
文
章
に
表
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
で
は
、
論
理
的
に
考
え
る
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
か
。
そ
の
一
例

が
、
中
学
二
年
の
教
科
書
『
四
コ
マ
漫
画
か
ら
意
見
文
を
書
く
』
の
学
習
活
動
に

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、「
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、「
事
実
」「
理
由
づ
け
」「
主
張
」
が
考
え
る
べ
き
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
書
か
れ
、
他
者
に
対
し
て
表
現
さ
れ
る
と
き

に
、
論
理
的
な
考
え
方
と
し
て
、
説
得
力
を
も
っ
て
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
。

文
章
を
書
く
う
え
で
、
こ
の
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
章

が
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
中
学
二
年
で
「
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
」
を
学
ぶ
ま

で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

小
学
校
高
学
年
で
学
習
す
る
因
果
律
で
物
事
を
捉
え
る
方
法
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
時
間
律
に
縛
ら
れ
て
い
た
考
え
方
や
説
明
の
仕
方
が
、「
な
ぜ
な
ら
」
な
ど
の

言
葉
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
律
に
置
き
か
わ
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
き
た
。

問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
与
え
れ
ば
効
果
的
か
が
、
教
材
に
左
右
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
考
え
方
の
指
導
事
項
に
つ
い
て
は
学
年
で
の
系
統
性
が
示
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
考
え
方
を
支
え
る
語
彙
は
系
統
的
に
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
自
分
の
教
員
経
験
か
ら
も
、
授
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
と
知
見

に
頼
っ
た
語
彙
が
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。

論
理
的
な
文
章
を
書
く
際
に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
書
け
ば
、
他
者
に

対
し
て
よ
り
説
得
力
を
も
つ
文
章
に
な
る
の
か
を
、
語
彙
の
レ
ベ
ル
に
下
し
た
表

が
、
教
科
書
巻
末
の
「
理
解
や
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
一
覧
で
あ
る
。

こ
の
一
覧
を
見
る
と
、「
し
か
し
」
や
「
す
る
と
」
な
ど
、
小
学
生
で
も
十
分

理
解
で
き
る
言
葉
が
並
ん
で
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
理
解
で
き
て
も
、
自
分
の
言

葉
と
し
て
、
論
理
を
形
づ
く
る
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。「
す
る
と
」

な
ど
は
、
時
間
的
な
順
序
を
表
し
て
い
る
き
わ
め
て
単
純
な
言
葉
の
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
理
科
の
実
験
な
ど
で
は
、
あ
る
意
図
的
作
用
を
行
っ
た
結
果
の
事
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ど
」
で
あ
る
。「
な
ど
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
創
作
を
中
心
と
し
た
描
写
に
対

し
て
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
覧
の
中
か
ら
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
た
い
。
例
え
ば
、「
う
つ
む
く
」
な
ど
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
教
科
書
で
は
重
松
清
の
『
タ
オ
ル
』
の
い
ち
ば
ん
最
後
の
部

分
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。「
父
は
拍
手
を
し
て
、
そ
の
ま
ま
う
つ
む
き
、
太

い
腕
で
目
元
を
こ
す
っ
た
。」
と
あ
る
。
教
科
書
下
段
に
は
対
義
語
の
マ
ー
ク
が

つ
い
て
お
り
、「
う
つ
む
く
」
の
対
義
語
と
し
て
「
仰
向
く
」
が
あ
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
創
作
に
寄
与
す
る
言
葉
の
学
習
と
し
て
は
、
こ
れ
だ
け
で
は

終
わ
れ
な
い
。「
う
つ
む
く
」と
い
う
言
葉
は
、
意
味
と
し
て
は「
下
を
向
く
」「
頭

を
下
に
向
け
る
」
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
単
に
物
理
的
状
況
だ
け
を
示
す
言
葉
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
先
ほ
ど
の
「
そ
の
ま
ま
う
つ
む
き
」
は
「
そ
の
ま

ま
下
を
向
き
」
で
も
、
状
況
説
明
と
し
て
意
味
は
と
お
る
。
辞
書
的
な
意
味
を
含

む
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
松
清
の
言
語
選
択
と
し
て
「
う
つ
む
く
」

を
使
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
父
親
の
心
情
や
内
面
を
そ
の
行
動
に
託
し
て
描
写
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
創
作
な
ど
」
の
「
表
現
に
役
立
つ

言
葉
」
と
い
う
の
は
、
辞
書
的
意
味
内
容
以
上
に
、
言
葉
の
中
に
、
喚
起
す
る
イ

メ
ー
ジ
や
特
別
に
限
定
さ
れ
た
状
況
を
含
ん
だ
言
葉
な
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
う

つ
む
く
」
は
、
悲
し
み
な
ど
で
正
面
を
見
て
い
ら
れ
な
い
、
や
む
な
き
し
ぐ
さ
で

あ
り
、
そ
れ
は
心
情
的
状
況
を
行
動
や
動
作
に
よ
っ
て
明
確
に
示
す
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
、
辞
書
的
意
味
に
文
脈
的
意
味
を
加
味
し
て
使
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
一
覧
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
単
な
る
描
写
が
、
心
情
や
内
面
の
表
現
に
な
る
と
い
う
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
中
に
、「
さ
す
が
に
疲

労
し
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
メ
ロ
ス
が
「
疲
労
」
し
て
い
る
こ

と
を
示
せ
れ
ば
状
況
説
明
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、
こ
の
「
さ
す
が
に
」
の

一
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ロ
ス
が
い
か
に
熱
い
情
熱
を
も
ち
強
靭
な
精
神

そ
の
他
の
語
も
同
様
で
あ
る
が
、「
…
…
と
比
べ
て
」
な
ど
は
、
比
較
す
る
思

考
を
補
佐
す
る
。
こ
の
語
は
『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』
に
出
て
く
る
言

葉
で
あ
る
が
、
説
明
文
を
理
解
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
な
に
か
も
の
を
語
る
と

き
に
は
、
比
較
対
象
が
あ
る
こ
と
で
わ
か
り
や
す
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
言

葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
が
書
い
た
り
話
し
た
り
す
る
と
き
に
常
に
心
が
け
る
べ

き
「
考
え
方
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
論
理
的
な
文
章
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど
」
の
表
現
に
役
立
つ
語
は
、

そ
れ
ら
の
意
味
内
容
を
知
る
の
で
は
な
く
、
も
の
の
考
え
方
の
根
幹
で
あ
り
、
い

ろ
い
ろ
な
学
習
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
言
葉
な
の
で
あ
る
。

⃝

「
創
作
な
ど
」

学
習
指
導
要
領
に
は
、
中
学
二
年
の
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
と
し
て

「
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
て
、
詩
歌
を
つ
く
っ
た
り
物
語
な
ど
を
書
い
た
り
す
る

こ
と
。」
と
あ
り
、
創
作
に
つ
い
て
の
活
動
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
中
学

二
年
ま
で
「
創
作
」
に
関
す
る
学
習
は
行
わ
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

「
書
く
こ
と
」
に
関
し
て
、
小
学
校
の
言
語
活
動
例
に
は
、
第
一
学
年
及
び
第
二

学
年
「
想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
文
章
に
書
く
こ
と
。」、
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年

「
身
近
な
こ
と
、
想
像
し
た
こ
と
な
ど
を
基
に
、
詩
を
つ
く
っ
た
り
、
物
語
を
書

い
た
り
す
る
こ
と
。」、
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
「
経
験
し
た
こ
と
、
想
像
し
た

こ
と
な
ど
を
基
に
、
詩
や
短
歌
、
俳
句
を
つ
く
っ
た
り
、
物
語
や
随
筆
な
ど
を
書

い
た
り
す
る
こ
と
。」
と
、全
て
の
学
年
に
わ
た
っ
て
「
創
作
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

中
学
校
に
入
る
と
、
言
語
活
動
が
、
鑑
賞
文
や
図
表
、
批
評
文
な
ど
に
も
比
重
が

お
か
れ
る
た
め
、
中
学
二
年
の
言
語
活
動
で
創
作
的
要
素
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
創
作
を
中
心
と
し
た
学
習
は
、
小
学
一
年
か
ら
系
統
的
に
行
わ

れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
学
習
に
中
学
生
と
し
て
取
り
組
む
と
き
の
言

葉
の
指
針
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
「
創
作
な
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だ
け
豊
か
な
内
容
を
表
現
す
る
か
は
、「
創
作
な
ど
」
に
役
立
つ
言
葉
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
、
読
み
手
に
対
し
て
状
況
の
説
明
だ
け
で
な
い
感
懐
を
抱
か
せ
る

言
葉
が
い
か
に
使
わ
れ
て
い
る
か
に
よ
る
。

自
分
が
表
し
た
い
事
柄
に
つ
い
て
、
ど
の
言
葉
を
用
い
る
か
は
、
自
分
の
中
に

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
言
葉
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
る
。
し
か
し
、
や
み
く
も
に

言
葉
を
記
憶
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
言
葉

と
は
何
か
。
具
体
的
に
は
、「
絆
」
と
い
う
作
文
を
書
く
と
き
に
、
必
要
と
な
る

言
葉
は
何
か
。
も
し
、
そ
の
言
葉
が
自
分
の
中
に
全
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず

は
そ
れ
ら
の
言
葉
を
含
む
文
章
を
読
む
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、「
理
解
語
彙
」
を

増
や
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
解
し

た
、
内
容
は
わ
か
っ
た
と
い
う
状
態
に
安
住
し
て
い
る
と
、
実
は
そ
の
言
葉
は
自

分
の
も
の
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
使
い
た
い
と
き
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
語
彙
を
増
や
す
、
語
彙
を
広
げ
る
と
い
う
と
き
に
、
今
ま
で
習
っ
た
は
ず
の

言
葉
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
学
習
が
必
要
で
あ
る
。

「
理
解
や
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
一
覧
は
、
単
に
学
習
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ

る
語
彙
を
一
覧
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
科
書
教
材
と
し
て
学
習

し
た
語
彙
を
、
も
う
一
度
自
分
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
教
科
書
の
中
の
ど
こ
に

出
て
き
た
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
文
章
を
作
る
と
き
に
生
か
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
る
。
文
章
を
作
る
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
自
分
の
思
考
を
広
げ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
読
み
手
と
し
て
の
他
者
が
存
在
す
る
。
こ
の
一
覧
が
、

継
続
的
思
考
訓
練
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

※�

連
載
「
教
科
書
の
言
葉
・
学
習
者
の
言
葉
」
は
本
号
を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
す
。

ご
愛
読
く
だ
さ
り
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

力
と
肉
体
を
兼
ね
備
え
て
い
た
か
を
内
に
含
む
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
学
習
者

が
こ
の
言
葉
を
使
う
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
説
明
し
、
物
語
を

進
め
る
だ
け
の
「
展
開
」
に
か
か
わ
る
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
登
場
人
物
に
対
す

る
明
示
さ
れ
な
い
部
分
の
肉
づ
け
や
、
状
況
の
過
酷
さ
な
ど
を
さ
ら
に
読
み
手
に

感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
書
き
手
の
判
断
や
価
値
観
を
言
葉
の
中
に
含
ま
せ
て
い
る
言
葉

を
使
う
こ
と
は
、
論
理
的
文
章
な
ど
で
言
葉
を
厳
密
に
使
い
、
言
葉
や
文
の
関
係

を
正
確
に
明
示
す
る
こ
と
と
は
異
な
っ
た
言
語
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
多
く
含
ん
で
い
る
か
や
、
辞
書
的
意
味

以
外
の
文
脈
的
意
味
内
容
を
多
く
含
む
語
で
あ
る
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
文
学

的
文
章
を
読
む
際
に
、
文
に
出
て
く
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
語
に
接
す
る
だ
け
で

な
く
、
ど
の
よ
う
な
語
彙
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

教
科
書
全
体
を
見
渡
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ

の
表
現
に
必
要
な
語
彙
と
い
う
の
は
、
教
科
書
に
出
て
き
た
言
葉
を
集
め
る
こ
と

で
、
教
科
書
を
言
葉
と
い
う
視
点
で
も
う
一
度
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

茨
城
県
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
に
「
小
平
記
念
作
文
」
が
あ
る
。
応
募
作
品
に
対

し
て
入
選
作
が
少
な
く
、
狭
き
門
で
あ
り
、
優
秀
な
作
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
は
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
言
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
論
理
的
な
作
文
と
い
う
よ
り
は
、「
絆
」
や
「
環
境
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が

示
さ
れ
て
お
り
エ
ッ
セ
ー
に
近
い
が
、
エ
ッ
セ
ー
だ
と
し
て
も
言
葉
や
文
を
つ
な

ぐ
言
葉
や
関
係
性
を
明
確
に
す
る
言
葉
は
、
読
み
手
に
対
し
て
、
自
分
の
考
え
を

明
確
に
伝
え
る
役
割
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
限
ら
れ
た
文
字
数
の
中
で
ど
れ
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１　
「
作
者
」
の
退
場
、「
語
り
手
」
の
登
場

全
員
揃
っ
た
か
な
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
ゼ

ミ
を
は
じ
め
ま
す
。
こ
の
ゼ
ミ
で
は
、
ぼ
く
の
ほ

う
か
ら
八
回
に
わ
た
っ
て
、
物
語
や
小
説
の
読
み

方
に
つ
い
て
概
説
し
ま
す
。
第
一
回
め
の
今
日
は
、

「
語
り
」論
や
物
語
論
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
の
言

語
論
が
議
論
の
中
心
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
Ａ
君
。

「
語
り
手
」
っ
て
聞
い
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
？

学
生
Ａ　

教
育
実
習
に
行
く
の
で
、
中
学
校
の
国

語
教
科
書
を
見
て
い
た
ら
、「
語
り
手
に
着
目
し

て
読
み
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
丹
藤
先
生
が
授
業

で
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
「
語
り
手
」
と
い
う
も
の

か
と
思
い
ま
し
た
。

Ｂ
さ
ん
。「
語
り
手
」
を
説
明
し
て
ご
ら
ん
。

学
生
Ｂ　

え
ー
、「
語
り
手
」
？　

教
科
書
に
載
っ

て
る
ん
で
す
か
？

平
成
二
十
四
年
度
版
の
教
科
書
か
ら
扱
わ

れ
て
い
る
よ
。
二
人
と
も
、
中
学
校
の
教
員
志
望

だ
よ
ね
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
以
上
、
生
徒
に

「
セ
ン
セ
イ
。
語
り
手
っ
て
何
で
す
か
？
」っ
て
き

か
れ
て
、
知
ら
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

ね
。

学
生
Ｂ　

そ
う
で
す
よ
ね
…
…
。
そ
れ
で
は
改
め

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
語
り
手
」
と
は
何
か
と
き
か
れ
た
ら
、
お

話
を
語
っ
て
い
く
仮
の
、
も
し
く
は
虚
構
上
の
主

体
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

学
生
Ｃ　

そ
れ
っ
て
「
作
者
」
と
は
違
う
ん
で
す

か
？「

作
者
」
と
は
違
う
よ
。「
作
者
」
は
実
体

的
な
概
念
だ
け
ど
、「
語
り
手
」
は
あ
く
ま
で
機

能
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
に
存
在
す
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
っ
て
こ
と
に
な
る
。

学
生
Ａ　

な
ぜ
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
を
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
か
？

学
生
Ｃ　

そ
う
そ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
「
語
り
手
」
を
も

ち
出
さ
な
く
て
も
、
別
に
困
ら
な
い
と
思
う
け
ど
。

「
作
者
」
じ
ゃ
、
だ
め
な
ん
で
す
か
？

区
別
し
な
き
ゃ
辻
褄
が
合
わ
な
い
こ
と

が
あ
る
か
ら
だ
よ
。
少
な
く
と
も
文
学
の
場
合
、

「
作
者
」
で
は
読
め
な
い
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
冒
頭
の

一
文
は
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無

い
。」
と
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
作
者
は
猫

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
推
理
小
説
で
は
殺
人
事
件
が

起
こ
る
け
ど
、
ま
さ
か
作
者
が
罪
に
問
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
よ
ね
。
こ
れ
は
、
近
・
現
代
文
学
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭

に
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も

丹
藤

丹
藤

丹
藤

丹
藤

丹
藤

丹
藤

第
１
回
なぜ「語り」
　　　　 なのか

愛知教育大学教育学部教授　　丹
たんどう

藤　博
ひろふみ

文

「
語
り
」講
座
　①

丹藤ゼミ：第１回

連
載
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学
生
Ｃ　

先
生
、
本
当
は
、
作
者
が
嫌
い
な
ん
じ
ゃ

な
い
す
か
？

学
生
Ｄ　

そ
う
い
う
問
題
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
。

こ
う
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
あ
る
か
な
。
あ

る
時
、
小
学
校
で
読
み
に
つ
い
て
議
論
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
、
作
者
に
き
い
て

み
る
こ
と
に
な
り
、
手
紙
を
出
し
た
そ
う
だ
。
そ

し
た
ら
、
そ
の
作
者
は
親
切
に
も
返
事
を
く
れ
た
。

そ
こ
に
は
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
。」
と
し
か
書
い
て

な
か
っ
た
と
い
う
ん
だ
。

学
生
Ｃ　

書
い
た
人
が
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
、
誰
に

も
わ
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

学
生
Ｄ　

で
も
、
そ
ん
な
も
ん
か
も
…
…
。

要
は
、
読
み
の
根
拠
を
作
者
に
求
め
る
の
で

は
な
く
て
、
作
品
を
自
立
し
た
言
語
表
現
と
し
て

扱
う
こ
と
が
読
み
の
前
提
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
っ
き
も
言
っ
た
け
ど
、
テ
ク
ス
ト
は
、
作
者
の

言
い
た
い
こ
と
を
忠
実
、
あ
る
い
は
素
朴
に
反
映

す
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
小
学
生
か
ら
手

紙
を
も
ら
っ
て
「
わ
か
ら
な
い
。」
と
答
え
た
作

者
が
特
別
意
地
悪
な
の
で
は
な
く
て
、
原
理
的
に

わ
か
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
作
者
の

手
を
離
れ
た
ら
、
作
者
も
ま
た
一
人
の
読
者
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
こ
の
こ
と
を
言
語
の

面
か
ら
理
論
的
に
説
明
し
ま
す
。

し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。」
と
あ
る
。「
女
」
が

語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か

し
、
作
者
は
紀
貫
之
。
貫
之
は
男
だ
よ
ね
。
つ
ま

り
、「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
が
分
離
し
て
い
る
点

が
文
学
の
基
本
的
な
条
件
と
い
う
こ
と
で
す
。

学
生
Ａ　

で
も
、
国
語
教
育
で
は
、「
作
者
の
言
い

た
い
こ
と
は
何
で
す
か
。」
と
よ
く
発
問
さ
れ
ま

す
よ
ね
。

学
生
Ｂ　

私
も
大
学
に
来
て
、「
語
り
手
」
っ
て
、
初

め
て
聞
き
ま
し
た
。
高
校
ま
で
は
「
作
者
」
で
し

た
。

国
語
教
育
は
、
戦
前
に
解
釈
学
の
影
響
を
受

け
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
い
ま
だ
に
脱
却
し
て
い
な

い
み
た
い
だ
。
作
者
の
意
図
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
作
品
に
素
朴
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

う
前
提
に
立
つ
読
み
方
だ
ね
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
で
は
一
九
三
○
年
代
か
ら
五
○
年
代

に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
批

評
理
論
が
起
こ
り
、
作
者
の
意
図
を
考
慮
す
る
の

は
誤
謬
だ
と
さ
れ
た
。
一
九
六
○
年
代
か
ら
の
フ

ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
で
は
、
ロ
ラ
ン
＝
バ
ル
ト
が

「
作
者
の
死
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
て
物
議

を
か
も
し
た
。
読
み
の
起
源
と
し
て
の
「
作
者
」

と
い
う
考
え
方
は
、
既
に
失
効
し
て
い
る
と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。

丹
藤

丹
藤

丹
藤

２　

言
語
論
的
転
回

「
二
十
世
紀
は
言
語
の
世
紀
」と
か「
言
語
論

的
転
回
」が
起
こ
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、言
語

に
対
す
る
見
方
が
変
わ
っ
た
。
ど
う
変
わ
っ
た
か

と
い
う
と
、
そ
れ
ま
で
の
言
語
は
意
味
を
伝
達
す

る
道
具
だ
と
さ
れ
て
い
た
、
ま
た
現
実
が
あ
っ
て

言
語
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
言
語

は
道
具
な
ど
で
は
な
く
、
言
語
こ
そ
が
現
実
を
構

成
し
創
造
す
る
…
…
。
み
ん
な
、
目
が
点
に
な
っ

て
い
る
よ
。
大
丈
夫
？
（
笑
）。

言
語
論
的
転
回
は
、
言
語
学
者
の
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
『
一
般
言
語
学
講
義
』
を
嚆こ

う

矢し

と
す
る
と
さ
れ

て
い
る
け
ど
、
哲
学
者
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
に
も
同
じ
言
語
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
君
た
ち
に
と
っ
て
は
初
耳
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
最
近
の
学
問
で
は
既
に
自
明
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
君
た
ち
は
、
国
語
を
専
攻
し
て
い
る

わ
け
だ
か
ら
、
言
語
に
つ
い
て
学
ん
で
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
言
語
論
的
転
回
に
つ

い
て
簡
単
に
解
説
し
ま
す
。

「
転タ

ー
ン回
」
す
る
以
前
の
言
語
観
と
ど
う
変
わ
っ

た
の
か
と
い
う
と
、
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
言
葉
は
指
示
対

象
と
必
ず
し
も
一
対
一
の
対
応
関
係
に
な
い
と

丹
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い
う
点
で
す
。
そ
れ
ま
で
、
言
葉
は
「
意
味
す
る

も
の
」「
意
味
さ
れ
る
も
の
」「
指
示
対
象
」
の
三

点
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
は
、
言
葉
は
「
意
味
す
る
も
の
」（
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
）
と
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」（
シ
ニ

フ
ィ
エ
）
が
コ
イ
ン
の
よ
う
に
表
裏
と
な
っ
て
で

き
て
い
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
言
葉
か
ら
指
示

対
象
を
除
外
し
た
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
わ

か
り
や
す
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
」
と
は
「
音
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
シ
ニ
フ
ィ

エ
」
と
は
「
概
念
」
ま
た
は
「
意
味
」
と
い
う
こ

と
、「
指
示
対
象
」
と
は
現
実
の
モ
ノ
や
コ
ト
の
こ

と
で
す
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
現
実
が
あ
っ
て
、
そ

れ
に
言
葉
を
与
え
る
と
い
っ
た
見
方
を
「
言
語
名

称
目
録
観
」
と
し
て
批
判
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
、
世
界
が
あ
っ
て
言
葉
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

「
虹
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
か
ら
、「
虹
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
。
言
葉
に
先
立
っ
て
世
界
が
あ
る
と

い
っ
た
よ
う
に
ね
。
し
か
し
、
日
本
人
は
「
虹
」

を
七
色
と
見
て
い
る
わ
け
だ
け
ど
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
六
色
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
は
三
色
と

見
る
ら
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
虹
」
と
い
う

現
象
が
言
葉
に
先
立
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

学
生
Ｇ　

虹
っ
て
世
界
中
ど
こ
で
も
七
色
な
の
か
と

デ
ィ
ー
ズ
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た

新
た
な
学
問
の
分
野
や
領
域
を
生
み
出
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、文
学
だ
け
で
は
な
く
、哲

学
、
歴
史
学
、
社
会
学
、
心
理
学
、
医
学
な
ど
に

も
新
た
な
視
点
を
生
み
出
し
ま
す
。
上
野
千
鶴
子

編『
構
築
主
義
と
は
何
か
』（
勁
草
書
房　

二
○
○

一
）
の
「
は
じ
め
に
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま

す
。
Ｅ
さ
ん
、
読
み
上
げ
て
く
だ
さ
い
。

学
生
Ｅ　

は
い
。

　

二
○
世
紀
の
思
想
的
な
発
見
の
ひ
と
つ
は
、

言
語
の
発
見
で
あ
っ
た
。
言
語
が
自
然
的
な

も
の
で
は
な
く
、
人
為
的
で
恣
意
的
な
差
異
の

体
系
で
あ
る
こ
と
、
言
語
が
言
語
外
的
な
指
示

対
象
物
を
意
味
し
た
り
伝
達
す
る
道
具
で
は

な
く
、
意
味
の
産
出
を
つ
う
じ
て
現
実
を
構
成

す
る
当
の
実
践
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
語

が
心
理
的
・
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会

的
・
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

あ
り
が
と
う
。
現
実
が
あ
っ
て
言
語
が
あ
る

の
で
は
な
く
、
言
語
が
現
実
を
あ
ら
し
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
よ
ね
。
社
会
学
の
次
は
、

臨
床
心
理
学
を
見
て
み
よ
う
か
。
こ
れ
は
野
口
裕

二
『
物
語
と
し
て
の
ケ
ア
│
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ア

プ
ロ
ー
チ
の
世
界
へ
』（
医
学
書
院　

二
○
○
二
）

と
い
う
本
で
す
。「
２
言
葉
と
現
実　

言
葉
は
世

思
っ
て
ま
し
た
。

も
う
少
し
具
体
例
を
出
そ
う
か
。
ヘ
レ
ン
＝

ケ
ラ
ー
は
、
手
に
水
を
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
か
け
ら
れ

て
も
な
ん
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
サ

リ
バ
ン
先
生
に
よ
っ
て
手
に
「w
ater

」
と
書
い

て
も
ら
っ
て
初
め
て
「w
ater

」
を
認
知
で
き
た

と
い
う
話
は
有
名
だ
よ
ね
。
星
座
や
雑
草
な
る

も
の
が
人
間
の
存
在
以
前
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
人
間
が
勝
手
に
オ
リ
オ
ン
座
と
か
タ
ン
ポ
ポ

と
か
、
言
葉
で
世
界
を
分
節
化
し
て
い
る
だ
け
で

し
ょ
う
。
他
に
は
「
い
ま
は
、
二
人
に
、
言
葉
は

い
ら
な
い
。」
と
い
っ
た
歌
詞
が
Ｊ
ポ
ッ
プ
に
よ

く
あ
る
け
ど
、「
言
葉
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
意

味
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
で
し
か
言
い
表
す
こ
と
が

で
き
な
い
よ
ね
。
要
す
る
に
、
我
々
は
、
言
語
化

さ
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
っ
て
こ
と
で
す
。

「
言
語
論
的
転
回
」
と
い
う
用
語
は
、ソ
シ
ュ
ー

ル
自
身
が
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
上
論
理

実
証
主
義
の
ベ
ル
ク
マ
ン
が
初
め
て
用
い
、
ア
メ

リ
カ
の
ロ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
哲
学
的
に
言
う
と
、
そ
れ

ま
で
の
基
本
的
な
方
法
が
意
識
分
析
か
ら
言
語

の
分
析
に
転
換
し
た
こ
と
を
言
い
ま
す
。
言
語
観

の
転
換
は
、
記
号
論
や
構
造
主
義
に
展
開
し
、
や

が
て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ

丹
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界
を
つ
く
る
」
と
い
う
箇
所
を
読
ん
で
み
よ
う
。

〈
言
葉
が
世
界
を
つ
く
る
と
い
う
見
方
は

│

筆
者
注
〉
ち
ょ
っ
と
常
識
を
引
っ
く
り
返
す
よ

う
な
考
え
方
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え

ば
、
わ
た
し
た
ち
が
直
接
見
た
こ
と
の
な
い
世

界
（
た
と
え
ば
死
後
の
世
界
）
に
つ
い
て
語
り

あ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
の
な
か
に

よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
世
界
が

言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
言

葉
が
世
界
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

最
近
、
臨
床
の
場
面
に
お
い
て
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・

セ
ラ
ピ
ー
」が
注
目
さ
れ
て
い
る
け
ど
、そ
の
基
盤
は

言
語
論
的
転
回
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
ね
。
こ

こ
ま
で
で
何
か
質
問
は
あ
り
ま
す
か
？　

Ｄ
君
。
ど

う
？

学
生
Ｄ　

は
あ
、
言
葉
が
世
界
を
あ
ら
し
め
る
と
い

う
点
が
、
な
ん
か
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
。
モ
ノ
や
コ

ト
が
あ
っ
て
言
葉
が
あ
る
と
い
う
ほ
う
が
わ
か

り
や
す
い
よ
う
な
…
…
。

Ｄ
君
、
そ
し
た
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
は
ど
う

か
な
？

「
し
ょ
せ
ん
は
言
葉
だ
。
現
実
は
厳
し
い
。」
と

言
う
人
は
、
言
葉
が
現
実
を
創
っ
て
い
る
こ
と

を
知
ら
な
い
。
現
実
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
だ
か
ら
、
現
実
が
厳
し
い
の
は
当
然
だ
。

（
中
略
）
言
葉
は
道
具
な
ん
か
で
は
な
い
。
言

葉
は
自
分
そ
の
も
の
な
の
だ
。
／
だ
か
ら
こ
そ
、

言
葉
は
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

こ
れ
は
池
田
晶
子
が
中
学
校
の
教
科
書
（『
伝

え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
３
』
教
育
出
版
）
に
書

き
お
ろ
し
た
『
言
葉
の
力
』
の
一
節
で
す
。
現
実

が
あ
っ
て
言
葉
は
道
具
だ
と
い
う
見
方
で
は
、
言

葉
は
無
力
で
す
。
し
か
し
、
我
々
は
、
現
実
の
前

に
無
力
な
の
で
は
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
や

世
界
を
創
造
で
き
る
し
、
ま
た
実
際
に
そ
う
し
て

い
る
の
で
す
。
要
は
、
言
葉
が
現
実
を
創
る
と
い

う
地
平
か
ら
自
分
や
世
界
を
見
直
す
こ
と
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

３　

言
語
論
的
転
回
と
読
み
の
教
育

学
生
Ｆ　

そ
れ
は
、
国
語
の
授
業
に
も
必
要
な
ん
で

す
よ
ね
…
…
。

も
ち
ろ
ん
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
文
学
を
読
む
う
え
で
は

不
可
欠
で
す
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、

諸
科
学
・
学
問
で
は
、
既
に
言
語
に
つ
い
て
の
見

方
が
「
転タ

ー
ン回
」
し
て
い
ま
す
。「
転
回
」
し
た
以
上
、

言
語
を
教
え
る
国
語
教
育
も
「
転
回
」
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
国
語
教

育
は
、
言
語
論
的
転
回
以
前
の
言
語
観
の
域
に
と

ど
ま
っ
て
お
り
、
読
み
方
は
昔
の
解
釈
学
の
ま
ま

だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
解
釈
学
的
な
作
者
中

心
主
義
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
ば
か
り
に
拘
泥

す
る
内
容
主
義
・
主
人
公
主
義
で
は
、
読
み
は
深

ま
っ
て
い
か
な
い
。

で
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
言
語
論
的
転
回
を

前
に
進
め
る
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
。
読
み
の
教

育
に
お
い
て
は
、「
語
り
」
を
読
ん
で
い
く
こ
と

を
実
践
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。「
語
り
手
」

と
い
う
お
話
を
進
め
て
い
く
仮
の
主
体
が
、
物
語

内
容
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い

は
「
語
り
手
」
と
登
場
人
物
の
関
係
性
を
見
て
い

く
こ
と
が
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
広
げ
深
め
て
い

け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
自
身

が
、
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
子
ど
も
の
も
の
の
見
方
、
つ
ま
り
認
識
を
変

え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
読
む
行
為
は
、

認
識
力
や
思
考
力
を
養
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

は
い
。
今
日
は
、
言
語
論
的
転
回
を
ベ
ー
ス
に
、

「
語
り
」
や
「
語
り
手
」
を
読
み
の
教
育
に
取
り
入

れ
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。

次
回
は
、
さ
ら
に
物
語
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

丹
藤

丹
藤



−28−

り
ま
し
た
。

一
葉
が
十
七
歳
の
時
に
父
が
他
界
し
、
母
と
妹
の
生
活
を
担
う
戸
主
と
な
っ
て
か
ら
、

貧
し
さ
と
の
闘
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。
小
説
で
身
を
立
て
よ
う
と
決
意
し
た
も
の
の
思

い
通
り
に
進
ま
ず
、困
窮
の
打
破
を
狙
っ
て
荒
物
・
駄
菓
子
屋
を
開
き
、商
売
を
始
め
ま

す
。
こ
の
商
い
を
始
め
た
場
所
が
下
谷
龍
泉
寺
町
（
現
在
の
台
東
区
竜
泉
）
で
、
一
葉

の
代
表
作
「
た
け
く
ら
べ
」
の
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。
一
葉
の
住
ま
い
に
隣
接
す
る
吉

原
遊
廓
の
独
特
な
風
情
と
、
商
い
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
、
吉
原
で
仕
事
を
得
る
「
廓

者
」（
く
る
わ
も
の
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
や
そ
の
子
供
た
ち
を
通
し
て
、一
葉
は
、社
会

の
片
隅
に
生
き
る
人
々
の
声
を
す
く
い
取
る
と
い
う
、
小
説
家
と
し
て
書
く
べ
き
テ
ー

マ
を
見
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、こ
の
地
で
生
活
し
た
経
験
が
、名
作
と
呼
ば
れ
る
数
々

の
作
品
を
わ
ず
か
十
四
ヶ
月
の
間
に
発
表
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
奇
蹟
の
十
四
ヶ
月
」
を

迎
え
る
布
石
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

一
葉
と
書
の
出
会
い

一
葉
と
「
書
」
と
の
出
会
い
は
、「
萩
の
舎
」
に
あ
り
ま
し
た
。
一
葉
は
明
治
十
九
年

八
月
に
入
塾
し
ま
す
。「
萩
の
舎
」
で
は
、
主
宰
者
で
あ
る
中
嶋
歌
子
か
ら
千
蔭
流
の

手
ほ
ど
き
を
受
け
、
地
道
に
修
練
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
が
目
に
す
る
一

葉
の
書
は
、
美
し
く
、
見
事
な
達
筆
で
す
が
、
一
葉
の
生
涯
の
親
友
・
伊
東
夏
子
に
よ

る
と
、「
萩
の
舎
」
入
門
直
後
は
、ま
る
で
尋
常
小
学
校
三
年
生
が
書
い
た
文
字
の
よ
う

だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
遺
し
て
い
ま
す
。

「
千
蔭
流
」
と
い
う
流
派
は
、
和
歌
や
和
文
を
鑑
賞
す
る
時
に
し
た
た
め
る
書
芸
と

し
て
幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
特
に
江
戸
派
（
江
戸
派
と
は
、
加
茂
真
淵
の
門

弟
で
あ
る
加
藤
千
陰
と
村
田
春
海
を
主
と
し
て
、
寛
政
初
年
に
結
成
さ
れ
た
派
閥
の
こ

は
じ
め
に

「
樋
口
一
葉
」
と
い
う
名
前
を
聞
く
と
、
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
五
千
円
札
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
平
成
十
六
年
に
新
し
く
お
札
の
肖
像
が
変
わ
り
、
一
葉
が
登
場
し

ま
し
た
。
女
性
と
し
て
初
め
て
小
説
家
と
い
う
職
業
に
就
き
、
社
会
進
出
を
果
た
し
た

と
い
う
こ
と
が
、
お
札
の
肖
像
と
し
て
選
ば
れ
た
大
き
な
理
由
で
す
。
一
葉
は
、「
た

け
く
ら
べ
」「
に
ご
り
え
」「
十
三
夜
」
な
ど
、
現
在
で
も
読
み
継
が
れ
て
い
る
作
品
を

次
々
と
発
表
し
、
明
治
時
代
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
近
代
文
学
史
上
に
そ
の
名
を
輝

か
せ
て
い
ま
す
が
、
実
は
「
書
道
」
の
名
手
で
も
あ
り
ま
し
た
。

台
東
区
立
一
葉
記
念
館
で
は
、
一
葉
の
直
筆
原
稿
や
和
歌
短
冊
な
ど
を
広
く
公
開
し

て
多
く
の
来
館
者
を
迎
え
て
い
ま
す
。
小
説
の
内
容
と
共
に
人
々
の
強
い
関
心
を
集
め

て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
し
た
た
め
ら
れ
た
文
字
の
美
し
さ
に
つ
い
て
で
す
。
本
稿
で
は
、

一
葉
と
書
の
出
会
い
や
、
能
書
家
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
経
緯
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
一

葉
に
と
っ
て
「
書
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

樋
口
一
葉
の
生
涯

樋
口
一
葉
と
は
、
小
説
を
書
く
時
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
す
。
本
名
は
樋
口
奈
津
。
四
季

を
重
ん
じ
る
歌
を
詠
む
時
は
そ
の
伝
統
に
の
っ
と
り
、
本
名
の
「
奈
津
」
に
「
夏
」
の

字
を
あ
て
て
夏
子
と
記
し
ま
し
た
。
明
治
五
年
旧
暦
三
月
二
十
五
日（
新
暦
五
月
二
日
）、

現
在
の
東
京
都
千
代
田
区
に
生
ま
れ
、
両
親
と
姉
、
二
人
の
兄
、
妹
と
い
う
七
人
家
族

の
次
女
で
し
た
。
十
一
歳
で
学
校
教
育
を
終
え
た
後
、
十
四
歳
の
時
に
父
親
の
す
す
め

で
貴
顕
の
人
々
が
集
う
「
萩
の
舎
」（
は
ぎ
の
や
）
と
い
う
和
歌
、書
、古
典
文
学
を
教

え
る
歌
塾
に
入
塾
し
た
こ
と
が
、
一
葉
の
文
学
の
才
能
を
開
花
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な

書写

樋
口
一
葉
の
人
と
書

台
東
区
立
一
葉
記
念
館　

近こ
ん

藤ど
う　

直な
お

子こ　
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年
四
月
か
ら
始
ま
る
一
葉
の
日
記
「
若
葉
か
け
」
は
千
蔭
流
で
丁
寧
に
書
か
れ
て
お
り
、

日
記
が
習
字
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

図
版
１
は
、「
月
前
柳
」（
つ
き
の
ま
え
の
や
な
ぎ
）
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
一
葉
の

和
歌
作
品
で
す
。「
萩
の
舎
」
で
は
毎
年
二
月
に
「
発
会
」
と
い
う
和
歌
の
発
表
会
が
開

催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

打
ち
な
び
く
柳
を
み
れ
ば
の
ど
か
な
る
　
お
ぼ
ろ
月
よ
も
か
ぜ
は
あ
り
け
り

夏
子
　

新
し
い
年
を
迎
え
て
初
め
て
開
か
れ
る
こ
の
発
会
に
、
門
人
た
ち
は
着
飾
っ
て
出
席

し
ま
し
た
。
一
葉
は
明
治
二
十
年
に
初
め
て
こ
の
会
に
参
加
し
ま
す
が
、
裕
福
な
家
庭

の
令
嬢
と
は
異
な
り
、
晴
れ
着
を
持
た
ず
、
古
着
の
寸
法
を
直
し
て
上
着
に
し
、
出
席

し
ま
し
た
。
こ
の
会
の
競
点
（
点
取
と
も
言
い
、
同
じ
題
に
つ
い
て
詠
み
競
い
、
優
劣

を
決
め
る
）
で
満
点
の
十
点
を
取
っ
た
の
が
こ
の
「
月
前
柳
」
で
、
古
着
の
引
け
目
を

忘
れ
て
喜
び
に
ひ
た
っ
た
と
い
う
、
非
常
に
重
要
な
意
味
の
あ
る
作
品
で
す
。
歌
は
明

治
二
十
年
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、
筆
跡
は
明
治
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年
と
推
定

さ
れ
、
第
Ⅱ
期
の
手
跡
を
鑑
賞
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
し
て
も
注
目
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

第
Ⅲ
期
は
明
治
二
十
五
年
か
ら
二
十
六
年
の
春
頃
に
あ
た
り
、
中
期
書
風
の
完
成
期

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
葉
が
初
め
て
小
説
を
発
表
し
た
の
は
、
一
葉
の
初
恋
の
人
と
言
わ
れ
る
半
井
桃
水

が
発
行
し
た
雑
誌
「
武
蔵
野
」
誌
上
に
お
い
て
で
し
た
。
売
行
き
が
不
振
だ
っ
た
た
め

三
編
で
廃
刊
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
一
葉
は
こ
の
雑
誌
の
第
二
編
と
三
編
の
題

箋
を
書
く
ま
で
上
達
し
て
い
ま
し
た
。（
図
版
２
）

ま
た
、
一
葉
に
と
っ
て
、

千
蔭
流
で
清
書
す
る
と
い

う
意
識
は
小
説
に
も
反
映

さ
れ
、一
葉
記
念
館
が
所
蔵
す
る
処
女
作
「
闇
櫻
」（
明
治
二
十
五
年
「
武
蔵
野
」
第
一

編
掲
載
図
版
３
）
は
こ
の
第
Ⅲ
期
に
あ
た
る
資
料
で
、
最
も
美
し
い
草
稿
と
し
て
貴
重

と
）
の
系
統
の
人
々
の
間
で
流
行
し
、
継
承
さ
れ
ま
し
た
。
加
藤
千
陰
に
よ
っ
て
化
政

期
に
完
成
さ
れ
た
草
仮
名
、
草
書
の
書
法
で
、
線
、
か
た
ち
の
艶
美
と
品
格
を
追
及
し

て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。「
萩
の
舎
」
で
教
え
た
千
蔭
流
の
書
は
臨
書
に
よ
る

稽
古
が
行
わ
れ
、
ま
ず
は
字
の
か
た
ち
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
し
た
。
門
人
た
ち
は
稽

古
日
に
詠
ま
れ
た
歌
を
清
書
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
の
清
書
は
習
字
を
兼
ね
て

お
り
、
こ
の
練
習
を
積
み
重
ね
て
、
お
お
む
ね
二
～
三
年
で
千
蔭
流
を
覚
え
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
萩
の
舎
」
で
は
、
優
れ
た
歌
（
和
歌
）
を
優
美
な
筆
跡
で
表
す
た
め
の
技
芸
と

し
て
書
を
教
授
し
て
い
ま
し
た
。
一
葉
を
は
じ
め
と
す
る
「
萩
の
舎
」
門
人
に
と
っ
て
、

和
歌
と
書
の
関
係
は
極
め
て
密
接
で
あ
り
、
書
が
あ
っ
て
初
め
て
歌
が
成
り
立
つ
と
い

う
教
え
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

書
風
の
展
開
と
作
品

一
葉
は
、
詠
草
を
清
書
す
る
文
字
と
し
て
千
蔭
流
を
身
に
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発

し
ま
し
た
。
そ
の
書
風
の
展
開
と
特
長
に
つ
い
て
、
一
葉
研
究
家
の
野
口
碩
氏
は
「
萩

の
舎
」
入
門
前
を
除
き
、
六
期
に
分
け
て
考
察
し
て
い
ま
す
。
野
口
氏
の
論
考
（
註
）

を
基
に
、
一
葉
の
作
品
を
眺
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
Ⅰ
期
は
、「
萩
の
舎
」
に
入
門
し
た
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
葉
が
千
蔭
流
を
身
に
つ
け
る
過
渡
期
に
あ
た
り
、
試
行
錯
誤
の

繰
り
返
し
か
ら
か
、
こ
の
時
期
の
作
品
は
書
風
が
安
定
せ
ず
、
そ
の
字
体
は
目
ま
ぐ
る

し
い
変
化
を
見
せ
て
い
ま
す
。

第
Ⅱ
期
は
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
二
十
四
年
頃
で
す
。
か
た
ち
が
安
定
し
、
よ
う
や

く
本
格
的
に
千
蔭
流
の
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
短
冊
に
歌
を
書
き
つ
け
る
数
も
こ
の
頃
か
ら
増
え
始
め
て
い
ま
す
。
明
治
二
十
四

図版2
「武蔵野」
第二編

図版１
「月前柳」
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き
よ
う
と
す
る
一
葉
が
抱
い
て
い
た
、
将
来
へ
の
不
安
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
伺

え
ま
す
。
第
Ⅵ
期
の
「
流
れ
る
よ
う
に
の
び
の
あ
る
線
」
と
い
う
手
跡
の
特
徴
を
よ
く

表
し
て
い
る
作
品
で
、
こ
の
先
の
さ
ら
な
る
上
達
が
期
待
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
が
、

明
治
二
十
九
年
に
入
る
と
病
気
が
進
行
し
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

結
び一

葉
は
、
お
よ
そ
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
千
蔭
流
の
書
を
身
に
つ
け
ま
し
た
。
習
い

始
め
る
前
は
尋
常
小
学
校
三
年
生
の
よ
う
な
文
字
だ
っ
た
と
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
の
能
書
家
と
な
り
、「
萩
の
舎
」
で
も
若
い
門
人
た
ち
の
手
ほ
ど
き
を
す
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

文
字
こ
そ
人
の
心
を
あ
ら
は
す
も
の
な
れ

同
じ
師
の
も
と
に
お
な
じ
き
手
本
を
な
ら
ひ
た
る
中
に

さ
て
か
れ
こ
れ
ひ
と
し
き
は
少
な
か
り
け
り

　
　
　
　
（
蓬
生
日
記
　
明
治
二
十
六
年
五
月
三
日
）

一
葉
は
、
自
身
の
書
に
つ
い
て
の
考
え
を
こ
の
よ
う
に
日
記
に
遺
し
て
い
ま
す
。
一

葉
の
「
文
字
は
人
の
心
を
表
す
も
の
」
と
い
う
、
こ
の
言
葉
に
託
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、
文
字
と
は
、
人
の
心
を
映
し
、
ま
た
そ
の
人
柄
を
表
し
、
そ
し
て
、
私
達
が
一
葉

の
文
字
を
目
に
し
た
時
に
覚
え
る
感
動
か
ら
、
人
の
心
を
打
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
境
地
に
達
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
葉
は
、
千
蔭
流
の

文
字
を
学
ん
だ
だ
け
で
な
く
、「
書
」
に
あ
る
べ
き
奥
義
を
悟
り
、
今
に
伝
え
て
い
る

の
で
す
。

　
　
　
　

註　
「
墨
」
二
十
号
特
集　

樋
口
一
葉
「
樋
口
一
葉
・
書
と
心
」
野
口　

碩

　
　
　
　
　
　

一
九
七
九
年
一
月　

芸
術
新
聞
社

な
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
Ⅳ
期
は
明
治
二
十
六
年
七

月
か
ら
明
治
二
十
七
年
三
月
に

至
る
下
谷
龍
泉
寺
町
時
代
に
あ

た
り
ま
す
。
一
葉
記
念
館
所
蔵
の
、

一
葉
の
友
人
・
野
々
宮
き
く
に
宛

て
た
書
簡
（
明
治
二
十
六
年
九
月

二
十
八
日
付
図
版
４
）
は
こ
の
頃

の
書
風
を
伝
え
て
お
り
、
か
た
ち
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
の
び
の
び
と
し
た
筆
跡
か
ら
、
研
究
者

は
そ
の
洒
脱
さ
を
認
め
て
い
ま
す
。

第
Ⅴ
期
は
明
治
二
十
七
年
四
月
以
降
で
、
最
熟

成
期
の
第
Ⅵ
期
へ
と
つ
な
が
る
過
渡
期
に
あ
た
り

ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
「
萩
の
舎
」
の
門
人
た
ち
に
、

中
嶋
歌
子
の
代
稽
古
を
行
う
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

第
Ⅵ
期
は
明
治
二
十
八
年
か
ら
一
葉
が
亡
く

な
る
明
治
二
十
九
年
ま
で
の
期
間
で
、
書
風
の
重

要
な
転
換
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
流
れ
る

よ
う
に
の
び
の
あ
る
線
に
個
性
が
表
れ
、
い
わ
ゆ
る
書
の
完
成
期
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
小
説
家
と
し
て
の
熟
成
期
と
書
の
完
成
期
が
重
な
る
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図
版
５
は
、「
老
女
」
と
い
う
題
の
作
品
で
す
。

更
し
な
や
　
お
は
す
て
山
の
月
ふ
け
て
　
わ
か
よ
の
あ
き
は
見
る
人
も
な
し

夏
子
　

明
治
二
十
八
年
二
月
七
日
、
中
牟
田
常
子
の
主
催
で
行
わ
れ
た
歌
会
に
出
席
し
た
時

に
一
葉
が
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
題
詠
（
予
め
出
さ
れ
た
題
に
即
し
て
歌
を
作
る
こ
と
）

と
し
て
生
ま
れ
た
作
品
で
す
が
、
姥
捨
山
伝
説
を
踏
ま
え
て
、
ひ
と
り
作
家
と
し
て
生

図版３「闇櫻」冒頭

図版４　野々宮宛書簡

図版５「老女」
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新
実
徳
英
先
生
の
直
筆
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
（『A

.E.

あ
る
い
は
希
望
を
う

た
う
こ
と
』）
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
六
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
六
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
、
オ
ミ
ナ
エ
シ
（
女
郎
花
）
で
す
。
オ
ミ
ナ
エ
シ
科
の
多

年
草
で
、
秋
の
七
草
の
一
つ
で
す
。
こ
こ
で
は
一
首
を
紹
介
し
ま
す
。

手
に
取
れ
ば
　
袖そ
で

さ
へ
に
ほ
ふ
　
を
み
な
へ
し
　
こ
の
白し
ら

露つ
ゆ

に
　

散
ら
ま
く
惜お

し
も

�

（『
万
葉
集
』
巻
第
十
　
二
一
一
五
）

【
歌
意
】

手
に
取
る
と
、
袖
ま
で
が
美
し
く
染
ま
る
お
み
な
え
し
が
、
こ
の
白
露
に

散
る
の
は
惜
し
い
な
あ
。

（JA
SRA

C

　
出
　1610113

‐601

）
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北海道支社 〒060－0003 札幌市中央区北三条西3-1-44 ヒューリック札幌ビル 6F
TEL: 011-231-3445　FAX: 011-231-3509

函館営業所 〒040－0011 函館市本町6-7 函館第一ビルディング 3F
TEL: 0138-51-0886　FAX: 0138-31-0198

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

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

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

中国支社 〒730－0051 広島市中区大手町3-7-2 
  あいおいニッセイ同和損保広島大手町ビル 5F

TEL: 082-249-6033　FAX: 082-249-6040
四国支社 〒790－0004 松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル 5F 

TEL: 089-943-7193　FAX: 089-943-7134
九州支社 〒812－0007 福岡市博多区東比恵2-11-30 クレセント東福岡 E室

TEL: 092-433-5100　FAX: 092-433-5140
沖縄営業所 〒901－0155 那覇市金城3-8-9 一粒ビル 3F 

TEL: 098-859-1411　FAX: 098-859-1411




