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巻頭エッセイ●ことのは

川上 弘美

小
説
は
一
つ
か
二
つ
、
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
エ
ッ
セ
イ
は
、
無
理
だ
な
。

ま
だ
大
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
悩
ん
で
い
た
。
も
ち
ろ

ん
小
説
だ
っ
て
、
ま
だ
ろ
く
に
書
い
た
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
か
ら
、
当
時
、
エ
ッ
セ
イ
の
要
請
が
あ
る
は
ず

も
な
い
。
け
れ
ど
、「
も
し
も
小
説
家
に
な
っ
た
な
ら
」

と
い
う
夢
想
の
中
で
、
先
走
っ
て
勝
手
に
悩
ん
だ
の
だ
。

小
説
は
、
絵
空
事
だ
か
ら
ど
う
に
か
な
る
に
し
て
も
、

深
い
考
え
の
な
い
自
分
に
は
、
エ
ッ
セ
イ
は
ま
ず
不
可

能
。そ
う
判
断
し
た
わ
け
で
、そ
れ
は
あ
な
が
ち
間
違
っ

た
判
断
で
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
後
年
、
実

際
に
小
説
家
と
な
っ
て
エ
ッ
セ
イ
の
注
文
を
い
た
だ
く

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
わ
か
る
。

な
に
し
ろ
、
書
く
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
嘘
ば
な

し
な
ら
ば
、
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
の
に
、「
ほ
ん
と

う
の
こ
と
」
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ら
し
い
エ
ッ
セ
イ
は
、

一
行
も
出
て
こ
な
い
。

困
り
は
て
た
す
え
に
、
エ
ッ
セ
イ
に
も
、
嘘
ば
な
し

を
書
く
こ
と
に
し
た
。

『
立
っ
て
く
る
春
』
と
い
う
、
十
五
年
ほ
ど
前
に

書
い
た
エ
ッ
セ
イ
に
は
、「
祖
母
」
が
出
て
く
る
。
そ

の
「
祖
母
」
は
、
立
春
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
る
。

「
春
は
、
立
つ
ん
で
す
よ
」
と
、
祖
母
は
言
う
の
で
あ
る
。

「
そ
う
か
、
春
は
立
つ
の
か
」
と
不
思
議
に
思
う
「
私
」

は
、
春
が
立
つ
さ
ま
を
、
想
像
す
る
。
そ
ん
な
エ
ッ
セ

イ
で
あ
る
。

こ
の
中
の
、
何
が
「
嘘
ば
な
し
」
な
の
か
。
ま
ず
、

祖
母
が
立
春
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
部

分
が
、
嘘
で
あ
る
。
立
春
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
の
間

に
か
知
っ
て
い
た
だ
け
で
、
別
に
誰
も
教
え
て
く
れ
な

か
っ
た
。「
春
が
立
つ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
も
、
祖
母

は
た
し
か
、
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
春
が
立
つ
さ
ま
も
、

エ
ッ
セ
イ
を
書
く
以
前
に
は
、
想
像
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。
嘘
で
な
い
の
は
、
祖
母
が
実
在
し
て
い
た
こ

と
と
、
立
春
と
い
う
言
葉
が
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
く
ら

い
で
あ
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
載
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
集
の
奥

付
を
見
る
と
、
雑
誌
「
家
庭
画
報
」
の
一
月
発
売
号
に

載
っ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
季
節

に
あ
わ
せ
た
「
立
春
」
を
テ
ー
マ
に
、
エ
ッ
セ
イ
を
一

つ
、
と
い
う
注
文
を
受
け
、
適
当
な
こ
と
を
で
っ
ち
あ

げ
た
の
だ
ろ
う
。

ほ
ん
と
う
の
こ
と

ま
っ
た
く
も
っ
て
、
小
説
家
と
い
う
の
は
嘘
つ
き

な
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
で
も
っ
て
終
わ
ら
せ
る
こ

と
も
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
、
あ
ら
た
め
て
久
し
ぶ
り
に

『
立
っ
て
く
る
春
』
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は

も
し
か
す
る
と
嘘
ば
か
り
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
、
不
思
議
な
印
象
を
得
も

し
た
の
で
あ
る
。
私
の
祖
母
は
、「
春
が
立
つ
も
の
だ
」

な
ど
と
言
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
自
分
も
「
立
っ

て
く
る
春
」
の
こ
と
な
ど
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
は

ず
な
の
に
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
い
つ
か
ひ
そ
か

に
、
私
は
「
立
っ
て
く
る
春
」
を
想
像
し
て
み
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
祖
母
も
立
春
に
つ
い

て
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
し

て
何
よ
り
、
春
が
立
つ
さ
ま
は
、
文
中
に
も
あ
る
よ
う

に
、「
水
平
線
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
上
が
っ
て
く
る

靄
の
よ
う
な
絵
」
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

言
葉
で
何
か
を
表
現
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
そ
れ

が
す
べ
て
「
嘘
ば
な
し
」
と
自
身
で
承
知
し
て
い
る
こ

と
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
、
隠
し
て
も
あ
ら

わ
れ
て
し
ま
う
「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
」
が
、
必
ず
含
ま

れ
て
い
る
の
だ
。
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
頃
に
は
ま
だ
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「
も
う
春
で
す
よ
、
ひ
ろ
み
ち
ゃ
ん
。」
と
祖
母
に
言
わ
れ
、
驚
い
た
。

　
昭
和
半
ば
の
東
京
、
二
月
初
旬
。
一
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
。
出
し
た
ば
か
り
の
十
一
月
ご
ろ
に
は
重
い
と

思
っ
て
い
た
布ふ

団と
ん

の
そ
の
重
さ
が
嬉う
れ

し
く
、
い
つ
ま
で
も
朝
は
布
団
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
さ
き
を
、

も
う
暖
か
く
な
い
ゆ
た
ん
ぽ
を
包
む
ネ
ル
の
布
に
、
ぐ
ず
ぐ
ず
と
く
っ
つ
け
て
い
た
。

　
よ
う
や
く
布
団
か
ら
出
て
、
長
袖
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
て
、
セ
ー
タ
ー
を
着
て
も
、
ち
っ
と

も
暖
か
く
な
ら
な
い
。
木
造
の
家
は
隙
間
だ
ら
け
で
、
こ
の
ご
ろ
の
気
密
性
の
あ
る
家
の
よ
う
に
、
窓
に
結
露

を
見
る
こ
と
も
な
い
。
外
と
中
の
温
度
が
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
、
結
露
し
な
い
の
で
あ
る
。
吐
く
息
が
白

い
。
顔
を
洗
い
な
が
ら
、
外
国
の
お
姫
さ
ま
は
き
っ
と
毎
日
お
湯
で
洗
顔
し
て
る
ん
だ
ろ
う
な
あ
、
な
ど
と
考

え
る
。

　
私
は
、
日
本
の
小
学
生
で
、
タ
イ
ツ
の
膝
に
は
つ
ぎ
が
当
た
っ
て
い
て
（
ひ
ど
く
貧
し
い
か
ら
、
と
い
う
の

立
っ
て
く
る
春

●	

表
現
上
の
工
夫
と
そ
の
効
果
に
注
意
し

て
読
み
、
作
品
の
魅
力
を
味
わ
う
。

目
標

川か
わ

上か
み 

弘ひ
ろ

美み

　平
織
り
に
し
て
起
毛
し
た

柔
ら
か
い
毛
織
物
。
フ
ラ
ン

ネ
ル
の
略
。

ネ
ル

７	

さ
ほ
ど

文
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小
説
家
。
一
九
五
八
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。

　

お
茶
の
水
女
子
大
学
理
学
部
生
物
学
科
卒
。
一
九
九
四
年
に
、「
神

様
」
が
第
一
回
パ
ス
カ
ル
短
篇
文
学
新
人
賞
を
受
賞
し
、
作
家
と

し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。
一
九
九
六
年
に
「
蛇
を
踏
む
」
で
芥
川
賞

を
受
賞
。
二
〇
〇
一
年
「
セ
ン
セ
イ
の
鞄
」
で
谷
崎
潤
一
郎
賞
、

二
〇
〇
七
年
「
真
鶴
」
で
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
、
二
〇
一
五

年
「
水
声
」
で
読
売
文
学
賞
を
受
賞
す
る
。
他
の
著
作
に
、『
物
語
が
、

始
ま
る
』『
椰
子
・
椰
子
』『
パ
レ
ー
ド
』『
パ
ス
タ
マ
シ
ー
ン
の
幽
霊
』

『
な
め
ら
か
で
熱
く
て
甘
苦
し
く
て
』
な
ど
多
数
。

　

平
成
二
十
八
年
度
中
学
国
語
教
科
書
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国

語
３
』
に
文
学
教
材
『
立
っ
て
く
る
春
』
を
掲
載
。
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人
間
の
か
た
ち
を
し
た
も
の
で
は
、
な
か
ろ
う
。
空
気
の
よ
う
な
も
の
か
。
で
も
空
気
は
目
に
見
え
な
い
。

「
立
つ
」
と
感
じ
る
か
ら
に
は
、
目
に
見
え
な
く
て
は
。
本
の
中
に
あ
る
竜
や
鬼お

に

や
妖よ

う

怪か
い

に
似
た
、
こ
の
世
の

も
の
で
は
な
い
生
き
物
の
か
た
ち
を
し
た
も
の
か
。
そ
れ
も
違
う
、
春
は
も
っ
と
柔
ら
か
で
の
ほ
ほ
ん
と
し
て

い
る
か
ら
、
火
を
吐
い
た
り
金
棒
を
ふ
る
っ
た
り
す
る
も
の
た
ち
の
類
い
で
は
あ
る
ま
い
。
春
と
は
、
こ
ま
か

な
生
気
あ
る
も
の
に
満
ち
た
、
盛
り
上
が
る
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
な
ら
ば
。

　
歩
き
な
が
ら
、
晴
れ
た
冷
た
い
空
気
の
中
に
見
え
る

遠
い
富ふ

士じ

を
眺
め
つ
つ
、
私
は
「
立
っ
て
く
る
春
」
の

か
た
ち
を
、
決
め
た
。

　
立
っ
て
く
る
春
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
さ
い
生
き
物

で
み
っ
し
り
埋
め
つ
く
さ
れ
た
一
枚
の
絵
の
よ
う
な
も

の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
春
が
、
地
平
線
の
向
こ
う
に

ゆ
っ
く
り
上
が
っ
て
く
る
。
最
初
の
こ
ろ
は
端
っ
こ
だ

け
し
か
地
平
線
近
く
に
見
え
て
い
な
い
が
、
太
陽
が
の

ぼ
る
よ
う
に
、
日
々
次し

第だ
い

に
高
く
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
四
月
と
も
な
れ
ば
、
す
っ
か
り
全
天
を
覆
う
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
決
め
、
よ
う
や
く
私
は
満
足
し

た
。
よ
し
よ
し
。
謎
は
解
け
た
。
な
る
ほ
ど
春
は
立
つ

も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
あ
ん
ま
り
見
え
な
い
け
れ
ど
、
た
し
か
に
、
今
日
、
ず
っ
と
向
こ
う
の
あ
の
山
の
あ
た

り
に
、
春
が
立
っ
た
。
う
ん
う
ん
。

　
勝
手
に
解
か
れ
て
し
ま
っ
た
「
春
が
立
つ
」
謎
は
、
今
に
い
た
る
ま
で
、
じ
つ
は
私
の
中
に
居
つ
づ
け
て
い

る
。
現
在
も
、
立
春
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
反
射
的
に
、
水
平
線
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
上
が
っ
て
く
る
靄も

や

の
よ
う
な
絵
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
だ
ま
だ
寒
い
、
し
か
し
じ
き
に
、
春
で
あ
る
。

川
上
弘
美
［
一
九
五
八
―
］

東
京
都
に
生
ま
れ
た
。
小
説
家
。

　
作
品
に
『
蛇
を
踏
む
』『
神
様
』『
セ
ン
セ
イ
の
鞄か
ば
ん』『

神

様
２
０
１
１
』
な
ど
が
あ
る
。

《
出
典
》　『
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
』
に
よ
っ
た
。

鬼妖11	

地
平

意
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意
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「
も
う
春
で
す
よ
、
ひ
ろ
み
ち
ゃ
ん
。」
と
祖
母
に
言
わ
れ
、
驚
い
た
。

　
昭
和
半
ば
の
東
京
、
二
月
初
旬
。
一
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
。
出
し
た
ば
か
り
の
十
一
月
ご
ろ
に
は
重
い
と

思
っ
て
い
た
布ふ

団と
ん

の
そ
の
重
さ
が
嬉う

れ

し
く
、
い
つ
ま
で
も
朝
は
布
団
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
さ
き
を
、

も
う
暖
か
く
な
い
ゆ
た
ん
ぽ
を
包
む
ネ
ル
の
布
に
、
ぐ
ず
ぐ
ず
と
く
っ
つ
け
て
い
た
。

　
よ
う
や
く
布
団
か
ら
出
て
、
長
袖
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
て
、
セ
ー
タ
ー
を
着
て
も
、
ち
っ
と

も
暖
か
く
な
ら
な
い
。
木
造
の
家
は
隙
間
だ
ら
け
で
、
こ
の
ご
ろ
の
機
密
性
の
あ
る
家
の
よ
う
に
、
窓
に
結
露

を
見
る
こ
と
も
な
い
。
外
と
中
の
温
度
が
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
、
結
露
し
な
い
の
で
あ
る
。
吐
く
息
が
白

い
。
顔
を
洗
い
な
が
ら
、
外
国
の
お
姫
さ
ま
は
き
っ
と
毎
日
お
湯
で
洗
顔
し
て
る
ん
だ
ろ
う
な
あ
、
な
ど
と
考

え
る
。

　
私
は
、
日
本
の
小
学
生
で
、
タ
イ
ツ
の
膝
に
は
つ
ぎ
が
当
た
っ
て
い
て
（
ひ
ど
く
貧
し
い
か
ら
、
と
い
う
の

で
は
な
い
、
あ
の
こ
ろ
は
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
て
い
ち
い
ち
伝
線
を
か
が
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
）、
指
先
に

は
し
も
や
け
が
あ
っ
て
、
宝
物
は
箱は

こ

根ね

み
や
げ
の
千
代
紙
貼
り
の
入
れ
子
の
箱
と
タ
ミ
ー
人
形
（
着
せ
替
え
用

の
服
は
高
価
な
の
で
、
母
が
見
よ
う
見
ま
ね
で
二
着
ほ
ど
縫ぬ

っ
て
く
れ
た
）、
と
い
う
ご
く
普
通
の
子
ど
も
だ
っ

た
。

「
今
日
か
ら
春
で
す
よ
。」
も
う
一
度
、
祖
母
が
言
っ
た
。

「
で
も
ま
だ
冬
な
の
に
。」
私
は
口
を
と
が
ら
し
て
答
え
た
。
霜
柱
は
つ
ん
つ
ん
立
っ
て
い
た
し
、
そ
の
朝
も

水
道
管
が
凍
っ
た
。
あ
お
あ
お
と
し
て
い
る
の
は
つ
わ
ぶ
き
の
葉
と
ア
オ
キ
ば
か
り
で
、
楓か

え
でも

欅け
や
きも

桜
も
柿
も

す
っ
か
り
葉
を
落
と
し
て
し
ん
と
し
て
い
た
。
寒
暖
計
の
赤
は
下
の
方
に
わ
だ
か
ま
り
、
ぜ
ん
ぜ
ん
上
が
っ
て

こ
な
い
。

「
で
も
、
暦こ

よ
みの
上
で
は
、
ほ
ら
。
立
春
で
す
よ
。」

「
り
っ
し
ゅ
ん
。」

「
春
が
立
つ
、
春
に
な
る
っ
て
い
う
こ
と
で
す
よ
。」

　
祖
母
の
部
屋
に
は
日
め
く
り
の
暦
が
下
げ
て
あ
っ
た
。
暦
に
は
、
二
月
四
日
、
木
曜
、
立
春
、
の
字
が
並
ん

で
い
た
。

「
春
っ
て
、
立
つ
の
。」

「
立
ち
ま
す
よ
。」
そ
う
言
っ
て
、
祖
母
は
真
面
目
に
頷う

な
ずい
た
。
以
来
私
は
、
春
は
立
つ
も
の
だ
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
立
つ
春
と
は
、
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
学
校
へ
の
み
ち
み
ち
、
考
え
た
。

立
っ
て
く
る
春

●	

表
現
上
の
工
夫
と
そ
の
効
果
に
注
意
し

て
読
み
、
作
品
の
魅
力
を
味
わ
う
。

目
標

川か
わ

上か
み 

弘ひ
ろ

美み

　平
織
り
に
し
て
起
毛
し
た

柔
ら
か
い
毛
織
物
。
フ
ラ
ン

ネ
ル
の
略
。

ネ
ル　キ

ク
科
の
常
緑
多
年
草
。

つ
わ
ぶ
き

　ガ
リ
ア
科
の
常
緑
低
木
。

ア
オ
キ

７	

さ
ほ
ど

文縫暦

わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
そ
の
こ
と
を
、
最
近
は
し
ば
し

ば
思
い
知
る
。
エ
ッ
セ
イ
が
書
け
な
い
と
い
う
悩
み
よ

り
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と

で
あ
る
。
大
変
な
こ
と
を
始
め
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
と
、

今
に
な
っ
て
、
襟
を
正
す
よ
う
な
思
い
で
あ
る
。

平成28年度版
『伝え合う言葉　中学国語３』
『立ってくる春』（P18−21）
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そ
の
授
業
の
一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
教
材
の
あ
り
方
、
授
業

の
あ
り
方
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
。

二　

教
材
に
つ
い
て

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
私
」
は
よ
く
知
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
る
が
、
注
意
深
く
耳
を
傾
け
て
み
る
と
、「
私
」
と
は
「
自
分
自
身
」
の
こ

と
で
あ
り
、「
Ａ
君
も
Ｂ
君
も
Ｃ
君
も
自
分
の
こ
と
を
『
私
』
と
呼
ん
で
い
る

で
し
ょ
」
と
い
う
言
葉
に
誘
導
さ
れ
て
見
え
て
く
る
「
私
」
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
考
え
た
こ
と
が
な
い
。

　
「
私
」
と
は
社
会
的
な
単
位
で
あ
り
、
人
格
を
個
別
に
備
え
て
い
て
、「
公
」

と
対
峙
す
る
概
念
で
あ
る
。
い
わ
ば
社
会
学
の
対
象
と
な
る
「
私
」
で
あ
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
が
導
入
さ
れ
、
あ
れ
だ
け
反
対
運
動
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
平
然
と
国
民
の
理
解
が
進
ん
だ
と
強
引
に
通
し
た
安
保
関
連
法
。
そ
ん
な

時
代
の
動
き
を
考
え
る
と
、
今
「
私
」
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
子
ど
も
た
ち

に
あ
る
、
と
考
え
る
。

　
『
私
』
は
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
「
私
」
と
実
体
と
し
て
の
「
私
」
の
関
係
を
扱

い
、
こ
の
時
代
の
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
良
質
な
教
材
で

あ
る
。
し
か
し
、
僕
が
担
当
す
る
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
は
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、「
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
が
な
い
」
テ
ー
マ
で
あ
り
、
い
き
な
り
読
ん
だ

の
で
は
自
分
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧

が
あ
っ
た
（
な
お
、『
私
』
は
教
科
書
で
は
三
年
生
の
教
材
で
あ
る
）。

　

そ
こ
で
山
川
方
夫
の
『
お
守
り
』
を
は
じ
め
に
読
み
、
社
会
の
変
化
の
中
で

「
私
」
が
否
応
な
く
変
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
触
れ
さ
せ
、
社
会
の
中

で
の
「
私
」
と
い
う
問
題
系
に
「
読
み
」
を
開
く
こ
と
を
企
図
し
た
。

一　

は
じ
め
に

　
『
私
』
は
題
名
が
示
す
と
お
り
「
私
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。

　

中
学
校
の
教
材
で
題
名
は
重
要
で
あ
る
。
本
市
で
使
用
し
て
い
る
教
科
書
の

論
説
文
『
モ
ア
イ
は
語
る
―
―
地
球
の
未
来
』（
二
年
生
）
は
題
名
か
ら
既
に
初

読
後
の
学
習
課
題
へ
と
い
ざ
な
っ
て
い
る
。

　
「
ど
ん
な
材
料
で
、
何
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
か
。
短
く
ま
と
め
て
み
よ
う
」

と
い
う
学
習
課
題
が
子
ど
も
た
ち
に
告
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
要
約
」
と
い
う
指
導
事
項
が
明
示
し
て
あ
れ
ば
、
教
師
は
教
材
に
導
か
れ
、

右
記
の
学
習
課
題
を
告
げ
た
く
な
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
題
名
が
材
料
（
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
モ
ア
イ
を
と
お
し
て
）
と
概

観
（
地
球
の
未
来
に
つ
い
て
）
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

教
材
が
授
業
の
流
れ
を
教
え
て
く
れ
る
、
こ
れ
こ
そ
が
現
代
の
よ
い
教
材
な

の
だ
ろ
う
。
教
師
は
悩
ん
だ
り
、
深
く
考
え
た
り
せ
ず
に
す
む
。
自
動
的
に
授

業
の
筋
道
が
示
さ
れ
る
教
材
と
い
え
る
。

　

で
は
『
私
』
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
、
僕
に
は
『
私
』
は
授
業
を
す
る
に
難
し
い
教
材
で
あ
っ
た
。

で
も
、
ぜ
ひ
子
ど
も
た
ち
と
読
ん
で
み
た
い
教
材
で
あ
っ
た
。

「
難
し
い
」
に
挑
む

︱
『
私
』を『
お
守
り
』（
山
川
方
夫
）と
あ
わ
せ
て
読
む
と

横
浜
市
立
南
中
学
校
主
幹
教
諭　

渡わ
た

邉な
べ　

美よ
し

雄お　

授
業
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い
間
生
き
て
い
く
ほ
ど
そ
の
思
い
は
強
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

自
分
の
個
性
を
見
つ
け
て
周
り
と
区
別
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
み
ん
な
と
似
た

り
寄
っ
た
り
の
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
自
分
は
自
分
だ
」
と
い
う
こ
と
が
確
信
で
き
れ
ば
人
生
は
と
て
も
前
向
き

な
も
の
に
な
る
と
思
っ
た
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
世
界
に
生
き
る
人
々
は
彼
の
言
う
と
お
り
本
当
に
操

ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
た
り
ま
え
」
と
い
う
言
葉
で
私
た
ち
を

操
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
た
り
ま
え
に
知
っ
て
い
る
」「
あ
た
り
ま

え
に
で
き
る
」「
あ
た
り
ま
え
」
と
い
う
こ
と
は
た
く
さ
ん
の
人
が
そ
れ
が
当
然

と
思
っ
て
い
る
。
規
則
を
破
っ
た
ら
怒
ら
れ
る
。
正
式
な
場
所
に
は
正
式
な
格

好
で
来
な
き
ゃ
ダ
メ
、
と
か
。
そ
れ
は
全
て
学
校
、
親
、
友
達
か
ら
教
わ
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
親
、
先
生
、
友
達
も
ま
た
学
校
、
親
友
か
ら
教
わ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
全
て
を
た
ど
る
と
全
て
の
生
き
物
の
先
祖
と
な
る
。
何
億
年
も
前
の
生

き
物
に
操
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
「
私
」
と
は
ご
先
祖
様
の
考
え
た

い
ろ
ん
な
思
考
の
一
つ
だ
と
思
う
。

　

自
分
が
見
え
な
い
何
か
に
操
ら
れ
、
知
ら
な
い
う
ち
に
画
一
化
の
流
れ
の
中

に
い
る
こ
と
を
自
分
な
り
に
精
一
杯
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
多
く
の
子
ど
も
が
こ
の
画
一
化
の
動
き
は
現
代
も
続
く
問
題
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。
次
の
作
文
は
そ
の
思
い
を
共
有
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
行
動
な
ど
が
同
じ
だ
と
、
自
分
を
自
分
だ
と
思
わ
な
く
な
っ
て
い

く
の
は
無
理
も
な
い
の
か
と
思
っ
た
。

　

自
分
が
や
っ
と
見
つ
け
た
独
自
性
ま
で
も
が
同
じ
だ
と
、
も
う
本
当
に
自
分

三　

授
業
の
流
れ
（
全
五
時
間
）

第
一
時
『
お
守
り
』
を
読
み
、あ
ら
す
じ
を
確
認
し
、初
読
後
の
感
想
を
書
く
。

第
二
時�　

学
習
課
題
【「
私
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
語
っ
て
い
ま
し
た
か
】

【「
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
」は「
ぼ
く
」に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
】

【
こ
の
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
「
私
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
君
の

考
え
を
書
い
て
み
よ
う
】
を
考
え
、
発
表
す
る
。

第
三
時
『
私
』
を
読
み
、
読
み
深
め
る
学
習
課
題
を
考
え
る
。

第
四
時　

学
習
課
題
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
発
表
す
る
。

第
五
時�　

発
表
を
参
考
に
学
習
課
題
【『
お
守
り
』『
私
』
を
読
ん
で
、「
私
」
と

い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
よ
う
】
を
書
き
、
学
習
の

ま
と
め
と
す
る
。

　
『
お
守
り
』
は
一
九
六
〇
年
に
「
北
海
道
新
聞
日
曜
版
」
に
掲
載
さ
れ
た
山

川
方
夫
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
「
ラ
イ
フ
」
に
翻
訳
が
掲

載
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
六
十
年
代
に
始
ま
る
高
度
経
済
成
長
に
伴

い
、
大
都
市
郊
外
に
次
々
と
形
成
さ
れ
た
団
地
に
住
む
こ
と
で
、
人
間
が
「
目

に
み
え
ぬ
規
律
に
統
一
さ
れ
」
画
一
化
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
自
ら

の
「
特
殊
性
」
を
確
認
す
る
た
め
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
持
つ
が
、
そ
の
行
動
ま
で

が
画
一
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
内
容
の
小
説
で
あ
る
。
具
体
的
な

叙
述
は
寓
意
性
に
富
み
、
二
年
生
に
も
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
作
品
で
あ
る
。

　【
こ
の
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
「
私
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、君
の
考
え
を

書
い
て
み
よ
う
】
よ
り

　

ど
れ
だ
け
自
分
は
「
操
ら
れ
る
規
格
品
」
で
は
な
い
と
思
っ
て
も
、
そ
う
考

え
る
こ
と
す
ら
も
操
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
て
、
長
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ろ
う
か
。

③
な
ぜ
「
私
」
と
い
う
人
物
が
二
人
い
る
の
か
。

④
な
ぜ
私
は
「（
デ
ー
タ
を
消
さ
れ
て
も
）
同
じ
私
な
の
だ
か
ら
な
ん
の
問

題
も
な
い
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
も
本
当
の
自
分
が
消
さ
れ
た
ら
、

偽
の
自
分
と
し
て
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
。

⑤
消
さ
れ
た
「
私
」
と
い
う
存
在
は
ど
う
な
る
の
か
。

⑥「
私
」
と
は
な
ん
な
の
か
。
わ
か
ら
な
い
（「
私
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）。

⑦
こ
の
作
品
は
何
が
言
い
た
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

　

課
題
は
共
通
し
て
い
る
も
の
、
他
の
課
題
を
内
包
す
る
も
の
な
ど
を
取
り
上

げ
、わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
カ
ッ
コ
内
は
僕
が
追
記
し
た
も
の
で
あ
る
。三
人

一
組
で
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
司
会
を
決
め
、
表
現
と
、
内
容
の
①
か
ら
⑤
、
⑥

⑦
か
ら
一
つ
ず
つ
、
計
三
つ
の
課
題
を
話
し
合
う
よ
う
指
示
し
た
。

　

詳
述
す
る
紙
幅
が
な
い
が
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
活
発
に
話
し
合
わ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
発
表
に
対
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
話
し
合
い
の
中
で

さ
ら
に
見
え
て
き
た
「
わ
か
ら
な
い
」
を
な
ん
と
か
埋
め
た
い
と
い
う
意
識
が

動
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

四　

ま
と
め

　
『
お
守
り
』
と
『
私
』
を
読
ん
で
感
じ
た
の
は
、
一
人
の
人
間
と
し
て
今
の

社
会
は
自
分
を
扱
っ
て
な
い
の
か
な
、
と
い
う
不
安
で
し
た
。
書
き
ぶ
り
は

違
っ
て
も
、
ど
ち
ら
の
作
品
も
「
人
間
」
と
し
て
で
は
な
く
「
玩
具
」
だ
っ
た

り
「
デ
ー
タ
」
と
し
て
「
人
」
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
。
今
や
未
来
の
社
会
で
は

は
自
分
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

こ
の
問
題
意
識
は
『
私
』
の
描
く
「
私
」
へ
の
執
着
の
な
さ
に
も
つ
な
が
っ

て
い
く
。

　
『
私
』の
学
習
課
題
は
子
ど
も
た
ち
が
書
い
て
き
た
も
の
を
も
と
に
僕
が
整
理

し
た
。
次
に
あ
る
の
は
あ
る
ク
ラ
ス
の
学
習
課
題
で
あ
る
。

学
習
課
題

表
現①

前
回
の
『
お
守
り
』
と
違
っ
て
、
こ
の
作
品
の
伝
え
た
い
意
図
が
は
っ
き

り
主
張
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
。
前
半
に
出
て
く
る
女
性
が
な
ぜ
古
い

デ
ー
タ
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
書
い
て
い
な
い
か
ら
、

は
っ
き
り
し
た
結
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
作
品

は
事
実
が
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
感
情
な
ど
が
書
か
れ
て
い
な

い
の
か
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
、
考
え
て
み
た
い
（
感
情
を
直
接
描
か
な

い
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
か
）。

②
「
無
理
難
題
タ
イ
プ
」
と
「
論
理
矛
盾
タ
イ
プ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

③
前
半
の
内
容
と
後
半
の
内
容
の
関
係
に
つ
い
て
、
考
え
た
い
。

内
容①

ど
う
し
て
来
庁
し
た
若
い
女
性
は
、
更
新
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
内
容
が
同
じ

な
の
に
自
分
で
は
な
い
と
言
っ
た
の
か
。（
な
ぜ
新
し
い
デ
ー
タ
と
古
い

デ
ー
タ
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
）

②
後
半
の
男
性
の
貸
出
カ
ー
ド
の
デ
ー
タ
が
な
ぜ
二
重
に
な
っ
て
い
た
の
だ
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流
れ
の
中
の
他
の
次
元
、
三
次
元
の
中
の
自
分
以
外
、
自
分
と
似
た
も
の
は
と

て
も
多
く
い
る
か
と
思
っ
た
。

　

一
人
め
の
文
章
は
多
く
の
子
ど
も
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
人
め
の
文

章
は
誰
と
も
違
う
思
考
の
領
域
に
た
っ
た
一
人
で
歩
き
始
め
た
潔
さ
が
あ
る
。

こ
れ
以
外
の
文
章
の
多
く
も
、
自
分
の
言
葉
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

一
年
の
授
業
で
最
も
真
剣
に
討
議
し
、
最
も
時
間
を
か
け
て
学
習
の
ま
と
め
を

書
い
て
い
た
と
思
う
。

　

そ
れ
は
「
私
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
時
機
を
得
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、『
私
』

の
描
く
物
語
が
彼
ら
の
日
常
性
の
枠
組
み
を
撹
乱
し
、
創
造
的
な
地
平
に
導
く

力
が
あ
る
教
材
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
「
わ
か
ら
な
さ
」
が
学
習

を
切
実
な
も
の
に
し
、
級
友
と
の
共
同
的
な
学
び
を
求
め
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
「
わ
か
り
や
す
い
授
業
」「
楽
し
い
授
業
」
と
は
近
頃
あ
ち
こ
ち
で
聞
く
。
そ

れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
回
の
『
お
守
り
』
は
子
ど
も
た
ち
を
『
私
』

の
読
み
に
開
く
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
わ
か
ら
な
い
」
に
向
か
う

た
め
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
と
同
時
に
「
わ
か
ら
な
い
」
に
向
か
う
た
め
の
武

器
を
身
に
つ
け
る
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
「
わ
か
り
や
す
い
授

業
」
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
わ
か
ら
な
い
」
に
立
ち
向
か
う
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
も
の
も
あ

る
と
思
う
。
そ
れ
は
「
掘
り
起
こ
し
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
の
果
て
に
見
ら
れ
る

「
ま
だ
見
ぬ
自
分
」
や
、
世
界
の
実
相
に
少
し
近
づ
い
た
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。

　

授
業
は
教
師
が
も
つ
伝
え
た
い
事
柄
Ａ
を
子
ど
も
た
ち
に
Ａ
の
ま
ま
伝
え
る

こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
と
も
に
「
わ
か
ら
な
い
」
を
考
え
る
こ
と
で
「
私
」

を
掘
り
起
こ
す
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
デ
ー
タ
」
や
画
一
化
に
よ
っ
て
市
民
、
国
民
の
管
理
を
し
て
い
く
と
思
い
ま

す
。
現
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
実
行
さ
れ
、「
人
」
を
「
数
字
（
デ
ー
タ
）」

で
管
理
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
確
か
に
楽
だ
と
は
思
い
ま
す
。
で
も
、
一

人
一
人
の
人
権
は
損
な
わ
れ
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
流
出
、
悪
用
な
ど
が

起
き
な
い
よ
う
に
、
一
人
一
人
が
考
え
を
も
っ
て
行
動
、
生
活
を
し
て
、
流
れ

に
身
を
ま
か
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
学
習
で
不
安
に
思

い
、
改
善
策
を
考
え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

　
『
お
守
り
』
で
は
、
人
と
人
を
比
べ
た
時
の
自
分
、
相
対
的
な
自
分
に
対
し

て
、
個
人
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
中

で
の
個
人
は
ど
ん
な
に
大
き
な
輪
か
ら
抜
け
よ
う
と
し
て
も
絶
対
に
抜
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
自
分
に
対
し
て
の
自
信
の
よ
う
な
、
自
負
み
た
い
な
も
の
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
か
と
思
っ
た
。

　
『
私
』
で
は
、
同
じ
自
分
で
も
デ
ー
タ
の
自
分
と
三
次
元
に
存
在
す
る
自
分

の
関
係
、
自
分
の
中
の
絶
対
的
な
自
分
に
対
し
て
の
話
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
の

個
人
、
私
は
デ
ー
タ
と
し
て
の
私
と
実
体
と
し
て
の
私
と
ど
ち
ら
が
「
本
物
」

な
の
か
と
い
う
こ
と
、
自
分
を
自
分
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
の
こ

と
だ
っ
た
と
思
っ
た
。

　

相
対
的
な
自
分
と
絶
対
的
な
自
分
で
考
え
方
は
全
く
違
っ
た
け
れ
ど
、
結
局

は
今
、
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
自
分
が
他
の
何
者
で
も
な
く
、
こ
こ
に
し
か
い

な
い
自
分
で
あ
る
と
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
か

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
今
こ
こ
に
い
る
自
分
は
三
次
元
の
自
分
で
、
自
分
が
正
し

い
「
本
物
」
の
自
分
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
デ
ー
タ
、
つ
ま
り
二
次
元
の
自
分

も
同
じ
考
え
を
し
て
い
る
の
か
も
と
思
っ
た
。
そ
う
考
え
た
ら
、
自
分
と
い
う
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一　

は
じ
め
に

　

連
載
の
第
十
回
で
は
、
新
教
科
書
の
「
メ
デ
ィ
ア
と
表
現
」
単
元
か
ら
、
第

二
学
年
『
物
語
を
読
み
解
く
―
―
メ
デ
ィ
ア
の
解
釈
―
―
』
を
取
り
上
げ
、
新

し
く
な
っ
た
学
習
活
動
の
具
体
に
つ
い
て
述
べ
た
。
今
回
は
、
第
三
学
年
『
情

報
を
編
集
す
る
し
か
け
―
―
メ
デ
ィ
ア
に
ひ
そ
む
意
図
―
―
』
に
つ
い
て
述
べ

て
い
く
。

二　

学
習
者
主
体
の
言
語
活
動

　

単
元
の
目
標
は
、「
同
一
の
新
聞
記
事
・
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
報
道
を
比
較

し
て
読
む
」
こ
と
で
あ
る
。
旧
教
科
書
同
様
、
メ
デ
ィ
ア
が
行
う
編
集
に
つ
い

て
考
え
る
三
つ
の
小
単
元
と
、
そ
れ
ら
学
習
活
動
を
支
え
る
前
後
の
解
説
文
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
学
年
、
第
二
学
年
の
修
正
・
変
更
同
様
、
こ
こ
で
も
、

学
習
活
動
の
精
選
を
行
っ
た
。

　

第
一
学
年
で
は
「
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
」
と
し
て
「
写
真
と
言
葉
」

が
組
み
合
わ
さ
れ
た
表
現
、
い
わ
ゆ
る
、
連
続
型
テ
キ
ス
ト
と
非
連
続
型
テ
キ

ス
ト
が
複
合
す
る
、
複
合
型
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
つ
い
て
学
習
を
行
い
、
第
二

学
年
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
の
解
釈
」
と
し
て
、
小
説
と
、
そ
の
映
像
化
作
品
と

い
っ
た
、
メ
デ
ィ
ア
転
換
を
対
象
と
し
た
読
み
に
つ
い
て
学
習
を
行
っ
て
き
た
。

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
11

大
単
元

小
単
元

教
材
及
び
学
習
活
動

情報を編集するしかけ
――メディアにひそむ意図――

目標
「同一の新聞記事・テレビニュースの報道を比較して読む。」

　　　 メタ認知・理解←――――表現

前
文
「
皆
既
日
食
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。」

Ⅰ　

新
聞
記
事
を
構

成
し
よ
う

◯
実
際
の
新
聞
記
事
か
ら
抽
出
し
た
文

章
・
図
表
・
写
真

①
リ
ー
ド
文
を
踏
ま
え
、
選
ん
だ
観
点
に

そ
っ
て
、
文
章
の
構
成
、
写
真
・
地
図

の
選
択
、
見
出
し
に
つ
い
て
考
え
、
新

聞
記
事
を
完
成
さ
せ
る
。

Ⅱ　

テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー

ス
を
作
成
し
よ
う

◯
実
際
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
か
ら
抽
出
し
た

八
枚
の
画
像

②
八
枚
の
画
像
か
ら
四
枚
を
選
択
し
、
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
加
え
て
、
一
分
間

の
ニ
ュ
ー
ス
絵
コ
ン
テ
を
完
成
さ
せ
る
。

Ⅱ　

自
分
が
選
ん
だ

情
報
と
構
成
を
振

り
返
ろ
う

◯
実
際
の
新
聞
記
事
及
び
そ
の
解
説

③
新
聞
制
作
の
際
、選
ば
な
か
っ
た
文
章
・

写
真
・
地
図
に
つ
い
て
、
理
由
を
説
明

す
る
。
ま
た
は
、
ニ
ュ
ー
ス
絵
コ
ン
テ

制
作
の
際
、
使
わ
な
か
っ
た
画
像
四
枚

の
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
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は
、
紙
面
を
使
い
、
文
字
を
活
用
し
、
多
く
の
情
報
を
整
理
し
て
並
べ
て
広
げ

て
見
せ
、
多
様
感
を
演
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
学

習
活
動
に
入
る
前
に
こ
の
前
文
で
示
さ
れ
て
い
る
各
メ
デ
ィ
ア
表
現
の
特
徴
を

お
さ
え
て
お
き
た
い
。
特
に
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
は
、
撮
影
し
て
き
た
映
像
は
必

要
な
部
分
の
み
抽
出
さ
れ
、
ね
ら
い
に
基
づ
き
並
べ
替
え
が
行
わ
れ
る
。
こ
の

ば
ら
ば
ら
の
映
像
を
見
て
い
る
人
に
違
和
感
な
く
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し

て
捉
え
さ
せ
る
の
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
で
あ
る
。
映
像
を
説
明
す
る
だ
け

で
な
く
、
映
像
の
見
方
を
決
定
づ
け
る
の
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
で
あ
る
。

　

第
三
学
年
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
に
ひ
そ
む
意
図
」
と
し
て
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
リ

テ
ラ
シ
ー
を
扱
う
。
新
聞
も
テ
レ
ビ
も
、
多
様
な
情
報
が
複
合
的
に
混
在
す
る

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
第
一
学
年
で
行
っ
て
き
た
「
写
真
と
言

葉
」
は
新
聞
制
作
に
、
第
二
学
年
で
行
っ
て
き
た
絵
コ
ン
テ
読
解
は
、
テ
レ
ビ

ニ
ュ
ー
ス
の
制
作
に
生
か
せ
る
学
習
活
動
で
あ
る
。

三　

前
文
「
皆
既
日
食
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。」

　

二
〇
〇
九
年
七
月
二
十
二
日
に
起
き
た
皆
既
日
食
は
、
四
十
六
年
ぶ
り
の
で

き
ご
と
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
は
大
々
的
に
取
材
体
制
を

組
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
、
特
に
、「
観
測
で
き
た
」「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」

の
二
観
点
を
そ
ろ
え
て
報
道
を
行
っ
た
。
本
単
元
は
、
そ
の
二
観
点
を
学
習
活

動
の
視
点
と
し
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
の
メ
デ
ィ

ア
特
性
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
文
字
、
写
真
、
図
表
、
映
像
、
音
声
言
語
を

使
用
す
る
の
か
を
考
え
、
情
報
の
編
集
の
具
体
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
主

と
な
る
。
前
文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
表
現
で
あ
る
。

画
面
上
の
映
像
、
画
面
の
中
の
人
の
声
、
字
幕
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、

ば
ら
ば
ら
の
情
報
が
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
映
像
情
報
と
し
て
提
供
さ
れ
る
特

性
を
解
説
し
て
い
る
。

　

前
文
に
書
い
て
あ
る
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
特
に
、「
イ
」

は
、「
Ⅱ
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
作
成
し
よ
う
」
と
直
接
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
整
理
か
ら
、
新
聞
は
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
写
真
を
活
用
す
る
メ
デ
ィ
ア
、

テ
レ
ビ
は
、
動
画
を
活
用
し
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
字
幕
を
付
加
し
な
が
ら
臨
場

感
を
演
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
補
足
す
る
と
、
新
聞
の
場
合

表
１◯

「
前
文
」
の
構
成

ア

段
落

内
容
の
要
約

１

日
本
で
観
測
で
き
る
四
十
六
年
ぶ
り
の
皆
既
日
食
。

２

新
聞
や
テ
レ
ビ
の
報
道
で
は
、
何
を
伝
え
よ
う
と
す
る
か
。

３

新
聞
は
変
化
す
る
一
瞬
を
切
り
取
っ
た
写
真
を
活
用
。

４

テ
レ
ビ
は
動
画
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
字
幕
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
る
の
か
。

５

以
下
で
具
体
的
に
検
証
。

イ

６

①
は
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
リ
ン
グ
」
の
映
像
、
②
は
避
難
を
呼
び
か
け
る
姿

の
映
像
。

７

①
は
、「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
リ
ン
グ
で
す
」
と
画
面
を
説
明
す
る
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
②
は
、
映
像
に
映
る
係
員
の
呼
び
か
け
が
そ
の
ま
ま
聞
こ
え
て
く
る
。

動
画
は
臨
場
感
を
演
出
す
る
。
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「
Ⅰ
新
聞
記
事
を
構
成
し
よ
う
」
は
、
六
つ
の
記
事
と
四
つ
の
画
像
を
組
み

合
わ
せ
て
新
聞
紙
面
を
構
成
す
る
旧
教
科
書
の
手
法
か
ら
、
空
白
部
を
減
ら
し
、

記
事
、
画
像
を
選
択
、
見
出
し
を
考
え
る
と
い
う
内
容
に
変
更
し
た
。
記
事
を

四
「
Ⅰ
新
聞
記
事
を
構
成
し
よ
う
」

　

表
２

　

表
３

　

表
４

図
１
　
教
科
書
Ｐ
78
〜
79
掲
載
の
新
聞
記
事
を
図
示
し
た
も
の

写真①
「日食が進む様子」東京・北硫黄島近海

写真②
「大阪市立科学館の外に集まった人たちは、
雲間から時折見える日食に歓声を上げて
いた」

写真③
「皆既日食となる前に、雨
が激しくなり、体育館に
避難するツアー参加者ら」
悪石島

写真④
「傘をさしながら
上空を見上げる
観測ツアーの参
加者たち」
悪石島

大見出し①「見えた歓喜日食」

か

あい
お

う

え

く
きう

大
見
出
し
②
「
見
え
ず
哀
愁
涙
雨
」

中
見
出
し
①

「
雲
の
間
黒
い
太
陽
奄
美
」

中
見
出
し
②

「『
三
日
月
だ
』
近
畿

各
地
」

中
見
出
し
④

「
ど
っ
と
疲
れ
た
」

中見出し③
「曇り空…子の祈り届かず」

小
見
出
し
①

「
鹿
児
島
・

悪
石
島
」

小見出し②
「球場では
照明」

記事⑤
全国高校野球
選手権大会地
方大会・広島
大会、大阪大
会

記
事
③

鹿
児
島
・

悪
石
島

記
事
④

鹿
児
島
・
悪
石
島

記
事
①

鹿
児
島
県
奄
美
大
島

記
事
②
近
畿
各
地

リ
ー
ド
文

観測できた（右紙面）観測できなかった（左紙面）

◯
記
事
の
候
補
の
要
約取

材
場
所

文
末
表
現

○

Ａ

鹿
児
島
県
奄
美
大
島
あ
や
ま
る
岬

幻
想
的
な
光
景
に
、
た
め
息
が
も

れ
た
。

×

Ｂ

鹿
児
島
県
悪
石
島
・
東
京
都
か
ら

来
た
会
社
員
Ｋ
さ
ん

こ
れ
が
経
験
で
き
た
だ
け
で
も
よ

か
っ
た
」
と
話
し
た
。

◯
紙
面
の
例
と
し
て
示
さ
れ
る
枠
組
み
（
教
科
書
Ｐ
75
）

　

リ
ー
ド
文

◯
取
材
場
所
「
鹿
児
島
県
奄
美

大
島
」
文
末
表
現
「
喜
び
に
酔

い
し
れ
た
。」

見出し

記事

×
「
鹿
児
島
県
悪
石
島
御
岳
」

「
島
の
人
情
の
温
か
さ
を
再
認

識
す
る
日
々
だ
っ
た
。」

×
「
鹿
児
島
県
悪
石
島
」

「
集
ま
っ
た
人
た
ち
は
体
育
館

に
避
難
し
た
。」

写真・図

他
「
大
阪
市
立
科
学
館
」「『
金

環
日
食
』
が
、
近
畿
全
域
で
観

測
で
き
る
と
い
う
。」

◯
写
真
・
図
の
候
補

㋐　

ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
リ
ン
ク

㋑　

傘
を
さ
す

人
々

㋒　

空
を
見
上
げ

る
人
々

㋓　

奄
美
大
島
と

悪
石
島
の
地

図

あ

い

う

か

き

く

い

え

う

お
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測
で
き
た
」
と
「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し
よ
う
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。
つ
ま
り
は
、
こ
れ
が
「
メ
デ
ィ
ア
の
意
図
」
と

な
る
。
た
だ
し
、
記
事
内
容
を
詳
細
に
読
み
取
っ
て
い
く
と
、「
観
測
で
き
た
」

記
事
よ
り
も
、「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」
記
事
の
ほ
う
が
よ
り
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク

で
あ
り
、
特
に
「
ど
っ
と
疲
れ
た
」
は
、「
観
測
」
に
関
わ
る
裏
方
の
人
々
の

努
力
と
奮
闘
ぶ
り
が
伝
わ
り
楽
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
新
聞
記
者
と
し
て
、

記
事
を
書
く
の
で
あ
れ
ば
、「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」
物
語
の
ほ
う
に
魅
力
を
感

じ
る
と
も
い
え
よ
う
。

五　

お
わ
り
に

　
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
扱
う
本
単
元
で
は
、同
じ
事
実
を
扱
う
新

聞
報
道
と
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
を
活
用
し
て
、
学
習
者
を
「
編
集
」
す
る
側
へ
と

導
き
、
情
報
は
編
集
次
第
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
て
い
る
。
今
回
は
紙
幅
の
関
係
上
、
新
聞
を
活
用
し
た
言
語
活
動
の
み
を

取
り
上
げ
た
。
同
じ
事
実
で
あ
っ
て
も
、
報
道
機
関
が
違
え
ば
伝
え
方
も
異
な

る
。
他
社
新
聞
と
の
読
み
比
べ
も
「
編
集
」
の
さ
ま
ざ
ま
を
理
解
で
き
る
学
習

活
動
と
な
る
。「
メ
デ
ィ
ア
に
ひ
そ
む
意
図
」
と
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
、新
聞
や
テ
レ
ビ
の
表
現
特
性
の
理
解
と
、そ
の
特
性
に
応
じ

た
情
報
発
信
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
お
う
と
す
る
単
元
で
あ
る
。
既

に
で
き
あ
が
っ
て
見
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、新
聞
で
あ
れ
ば
、見
出
し
、リ
ー

ド
文
、
本
文
、
写
真
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う
な
、
人
の
手
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
「
部
分
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ
も
ど
こ
か
で
意

識
す
る
、
そ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
の
か
よ
り
も
、
な
ぜ
そ
の
記
事
を
選
択
し
た
の
か
と
い

う
点
に
焦
点
化
を
行
っ
た
。「
な
ぜ
」
の
観
点
と
な
る
の
が
、「
観
測
で
き
た
」

「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」
で
あ
る
。
右
の
表
２
に
記
事
の
選
択
肢
、
表
３
に
画

像
の
選
択
肢
、
表
４
に
紙
面
の
枠
組
み
、
図
１
に
は
教
科
書
Ｐ
78
～
79
に
掲
載

し
て
い
る
実
際
の
紙
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
略
化
し
て
示
し
て
い
る
。
表
２
を
見

る
と
、
選
択
肢
Ａ
は
、
観
測
で
き
た
記
事
で
、
元
紙
面
（
図
１
）
の
「
い
」
に

掲
載
さ
れ
て
い
た
記
事
で
あ
る
。
Ｂ
は
、「
×
」
で
、「
う
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、

記
事
の
選
択
肢
は
、「
観
測
で
き
た
」「
観
測
で
き
な
か
っ
た
」
の
二
者
択
一
と

な
る
。
写
真
も
、「
か
」「
く
」
が
「
で
き
た
」、「
き
」
が
「
で
き
な
か
っ
た
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
写
真
と
な
る
。「
エ
」
の
地
図
は
、元
紙
面
に
は
一
切
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
選
択
肢
を
は
め
こ
む
紙
面
で
あ
る
表
４
を
見
る
と
、「
観
測
で
き
た
」

奄
美
大
島
に
つ
い
て
の
記
事
が「
右
上
」で
奄
美
大
島
全
体
を
対
象
に
し
て
お
り
、

図
１
の
「
い
」「
観
測
で
き
な
か
っ
た
悪
石
島
が
「
左
上
」
で
観
測
経
緯
に
つ
い

て
書
い
て
あ
り
、「
う
」「
右
下
」
が
記
者
の
観
測
総
括
に
な
っ
て
い
て
、「
え
」

の
位
置
、「
左
下
」
は
、「
大
阪
市
立
科
学
館
」
へ
の
取
材
内
容
で
「
お
」
と
な

る
。
つ
ま
り
、
は
め
込
み
用
紙
面
表
４
は
「
あ
～
お
」
が
並
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
元
紙
面
（
図
１
）
の
左
右
（
観
測
で
き
た
、
観
測
で
き

な
か
っ
た
）
か
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く
記
事
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
既
に

バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
紙
面
に
、
あ
え
て
も
う
一
つ
記
事
を
た
す
と
い
う
試

み
で
あ
る
。
た
し
た
記
事
に
よ
っ
て
、
紙
面
の
方
向
性
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
と

も
い
え
る
。
こ
れ
は
、「
Ⅲ
自
分
が
選
ん
だ
情
報
と
構
成
を
振
り
返
ろ
う
」
と

関
わ
り
、
学
習
の
最
終
段
階
と
し
て
、
も
と
も
と
の
新
聞
の
構
成
と
し
て
、「
観
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れ
に
対
し
て
、「
ゆ
れ
る
発
問
」
と
は
、
学
習
者
に
自
由
な
思
考
を
促
す
発
問
で
、

多
様
な
答
え
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
発
問
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
こ
う
し
た
教
材
研
究
を
行
っ
た
り
発
問
を
駆
使
し
た
り
し
な
が
ら

日
々
の
授
業
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
定
期
テ
ス
ト
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

多
く
の
教
室
の
実
態
と
し
て
、
教
材
研
究
に
お
い
て
豊
か
に
解
釈
し
、
授
業
で

は
自
由
な
思
考
に
よ
る
多
様
な
解
答
を
期
待
し
た
発
問
を
展
開
し
て
い
る
一
方

で
、
定
期
テ
ス
ト
と
い
う
場
面
で
は
、
ど
う
し
て
も
「
分
析
に
よ
る
読
解
」
や

「
ゆ
れ
な
い
解
答
」
を
求
め
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

●
漢
字
を
か
な
に
、
か
な
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。

●
本
文
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

●
本
文
か
ら
○
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め
の
五
文
字
を
書
き
な
さ
い
。

●
適
切
な
も
の
を
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　

こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
定
期
テ
ス
ト
の
問
い
は
、
基
本
的
に
は
た
っ
た
一
つ

の
解
答
に
た
ど
り
着
け
る
か
ど
う
か
を
試
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
い
に

対
す
る
採
点
の
多
く
は
、
マ
ル
か
バ
ツ
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
の
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
で
は
、
言
わ
ず
も
が
な
で
は
あ
る
が
、
学
習
者
の
生
活

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
テ
ス
ト
問
題
に
お
け
る
「
最
適
解
」
と
い
う
考
え
方
に
注
目
し
、

定
期
テ
ス
ト
を
改
善
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

一
　
定
期
テ
ス
ト
が
求
め
る
た
っ
た
一
つ
の
正
解

　

鶴
田
清
司
に
よ
れ
ば
「
教
材
分
析
」
に
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
「
教
材
分

析
」
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
「
教
材
解
釈
」
で
あ
る
と
い
う
ⅰ
。「
教
材
分
析
」

と
は
、
客
観
的
・
科
学
的
に
確
立
さ
れ
た
公
的
・
明
示
的
な
規
準
（
コ
ー
ド
）

に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
理
解
の
方
法
で
あ
り
、「
教
材
解
釈
」
と
は
、
主
観
的
・

個
人
的
な
生
活
経
験
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
暗
黙
的
な
〈
前
理
解
〉
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
理
解
の
方
法
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
大
西
忠
治
の
「
発
問
」
に
対
す
る
考
え
方
に
も
通
底

す
る
ⅱ
。大
西
に
よ
れ
ば
、私
た
ち
が
ふ
だ
ん
の
授
業
で
行
っ
て
い
る
発
問
も
大

き
く
分
け
れ
ば
二
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。「
ゆ
れ
な
い
発
問
」「
ゆ
れ
る
発
問
」
が

そ
れ
で
あ
る
。「
ゆ
れ
な
い
発
問
」
と
は
、
学
習
者
が
既
に
理
解
し
て
い
る
こ

と
を
整
理
す
る
発
問
で
、
答
え
が
一
つ
に
収
束
さ
れ
て
い
く
発
問
で
あ
る
。
こ

連
載
4

宮
城
教
育
大
学
教
育
学
部
教
授　

児こ

玉だ
ま　

忠た
だ
し　

『
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
』を
育
て
る

中
学
国
語
科
の
学
習
指
導

―
―
定
期
テ
ス
ト
を
改
善
す
る
「
最
適
解
」
と
い
う
考
え
方



−13−

で
あ
る
。
例
え
ば
、
平
成
二
十
四
年
度
の
中
学
国
語
の
Ｂ
問
題
の
１
で
は
、「
美

し
い
日
本
語
と
は
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
な
さ
れ
た
対
談
の
文
章
を
読
ん
で
、
次

の
問
い
に
答
え
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
対
談
を
読
ん
で
、
あ
な
た
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
使

い
方
を
し
た
い
と
考
え
ま
す
か
。
次
の
条
件
１
か
ら
条
件
３
に
し
た
が
っ

て
、
あ
な
た
の
考
え
を
具
体
的
に
書
き
な
さ
い
。

　

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り

行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１�　

対
談
で
の
大
岡
さ
ん
、
壇
さ
ん
の
い
ず
れ
か
の
発
言
の
内
容
を

取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

条
件
２　

こ
れ
か
ら
使
っ
て
い
き
た
い
言
葉
の
例
を
挙
げ
て
書
く
こ
と
。

条
件
３　

八
十
字
以
上
、
百
二
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

　

問
い
の
中
心
と
な
る
の
は
、「
あ
な
た
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
使

い
方
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
で
あ
る
。
国
語
科
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学

習
者
た
ち
に
考
え
さ
せ
て
み
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
テ
ス
ト
に
出
題

す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
そ
も
そ

も
こ
の
問
い
は
、
学
習
者
の
生
活
経
験
や
価
値
観
な
ど
と
連
動
す
る
テ
ー
マ
で

あ
る
う
え
、
何
を
ど
う
考
え
て
答
え
る
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
拡
散
し
た
解

答
が
予
想
さ
れ
る
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
学
力
調
査
で
は
こ
の
問
い
に
三
つ
の
条
件
を
つ
け
た
。「
対
談

で
の
発
言
の
内
容
を
取
り
上
げ
る
こ
と
」、「
使
い
た
い
言
葉
の
例
を
挙
げ
る

こ
と
」、
そ
し
て
、「
記
述
量
（
文
字
数
）」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
条
件
に

よ
っ
て
、
解
答
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
が
定
ま
り
、
学
習
者
は
一
定
の
条
件
の
も

経
験
を
理
解
や
表
現
に
結
び
つ
け
た
り
、
学
習
者
の
自
由
な
思
考
を
保
証
し
た

り
す
る
と
い
っ
た
学
習
の
質
的
な
側
面
を
丁
寧
に
見
と
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ

う
し
た
課
題
の
背
景
に
は
、
テ
ス
ト
で
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
測
定
を
し
た
い

と
い
う
教
師
の
意
図
や
、
で
き
る
だ
け
測
定
結
果
の
公
平
性
を
保
ち
た
い
と
い

う
学
校
の
実
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
そ
う
し
た
テ

ス
ト
に
よ
る
測
定
に
偏
っ
て
き
た
こ
と
、
頼
っ
て
き
た
こ
と
が
も
た
ら
す
弊
害

も
同
時
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。

二
　
記
述
式
問
題
に
お
け
る
「
最
適
解
」

　

平
成
十
九
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
全
国
的
な
学
力
・
学
習
状
況
調
査
に
は
、
こ

う
し
た
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
解
説
資
料
』（
平
成

二
十
七
年
度
）
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

問
題
の
形
式
は
、
選
択
式
、
短
答
式
、
記
述
式
の
三
種
類
と
し
て
い
る
。

　

記
述
式
の
問
題
で
は
、
一
つ
に
限
定
さ
れ
る
正
答
を
書
く
の
で
は
な
く
、

幾
つ
か
の
選
択
肢
や
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
、
答
え
方
が
あ
る
も
の
な
ど
に

つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
て
書
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、「
活
用
」
の
問
題
に
お
い
て
、
各
大
問
の
中
に
一
題
程
度
、
書
か

せ
る
字
数
を
一
〇
〇
字
程
度
と
し
て
記
述
式
の
問
題
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

管
見
の
及
ぶ
限
り
、
全
国
の
中
学
校
国
語
科
の
定
期
テ
ス
ト
に
お
い
て
、

一
〇
〇
字
程
度
の
記
述
問
題
を
出
題
し
て
い
る
教
室
は
多
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、

出
題
に
お
い
て
も
採
点
に
お
い
て
も
そ
こ
に
困
難
が
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
全
国
的
な
学
力
調
査
で
は
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て
出
題

や
採
点
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が「
最
適
解
」と
い
う
考
え
方
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と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
「
ガ
イ
ア
の
知
性
」
の
必
要
性
で
す
。

　

ナ
ツ
た
ち
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、「
受
容
的
な
知
性
」
は
意
志
と
選

択
が
は
た
ら
く
、
人
間
の
知
性
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
け
れ
ど
、
別
種
の
知

性
だ
と
書
か
れ
て
い
る
部
分
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
。

　

で
す
が
、
人
間
の
知
性
に
つ
い
て
は
、「
攻
撃
的
な
知
性
」
と
あ
る
も
の

の
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、

自
分
た
ち
で
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

人
間
の
「
攻
撃
的
な
知
性
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、「
地
球
全
体
の
生
命
を
危

機
に
陥
れ
て
い
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

　

鯨
や
象
の
「
知
性
」
の
例
示
の
仕
方
を
参
考
に
、「
攻
撃
的
な
知
性
」
の

例
を
説
明
す
る
文
章
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
⑴
～
⑵
の
条
件
で
書
い
て
み
よ
う
》

⑴　

根
拠
と
な
る
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
。

⑵　

四
百
字
く
ら
い
で
ま
と
め
る
こ
と
。

　

以
上
が
、
そ
の
課
題
で
あ
る
。
全
国
的
な
学
力
調
査
の
活
用
（
Ｂ
）
問
題
と

同
様
に
、
問
い
に
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
記
述
式
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
条
件

を
み
て
み
る
と
、
一
つ
は
内
容
面
で
の
条
件
と
し
て
「
根
拠
と
な
る
具
体
的
な

事
例
を
あ
げ
る
こ
と
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
が
も
っ
て
い
る

知
識
（
見
聞
き
し
た
経
験
を
含
む
）
か
ら
、「
地
球
全
体
の
生
命
を
危
機
に
陥
れ

て
い
る
」
根
拠
と
な
る
事
例
を
考
え
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
う
い
え
る
の
か

の
理
由
を
説
明
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
が
形
式
面
で
の
条
件
と
し

と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
な
解
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方

で
こ
の
問
い
は
、
別
の
条
件
で
問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
生
活
経

験
か
ら
誰
か
が
使
っ
て
い
て
魅
力
を
感
じ
た
言
葉
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
」
と
か
、

記
述
量
（
文
字
数
）
を
も
っ
と
増
や
す
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
条
件
が

変
わ
れ
ば
、
解
答
（
正
答
）
も
変
わ
っ
て
く
る
の
が
こ
の
問
い
の
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
条
件
が
変
わ
れ
ば
答
え
る
べ
き
こ
と
が
変
わ
る
よ
う
な
解
答

を
「
最
適
解
」
と
呼
び
た
い
と
思
う
。「
最
適
解
」
を
要
求
す
る
こ
う
し
た
問

い
は
、
あ
る
条
件
の
中
で
の
正
答
を
目
ざ
す
も
の
と
な
り
、
そ
こ
で
学
習
者
た

ち
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
は
鍛
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
対
談
を

取
り
上
げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と

し
た
唯
一
の
正
解
（
絶
対
解
）
の
た
め
の
問
い
と
比
べ
て
、
学
習
者
た
ち
は
生

き
た
学
び
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
　「
学
び
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
に
み
る
「
最
適
解
」
の
課
題

　

平
成
二
十
八
年
版
の
教
育
出
版
の
中
学
国
語
教
科
書
『
伝
え
合
う
言
葉　

中

学
国
語
』
で
は
、
こ
う
し
た
「
最
適
解
」
を
求
め
る
課
題
を
い
く
つ
も
収
録
し

て
い
る
。
そ
れ
が
、
各
学
年
の
巻
末
に
掲
載
し
た
「
学
び
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
で

あ
る
。

　

例
え
ば
、
中
学
二
年
の
説
明
文
教
材
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
を
取
り
上
げ
た
課

題
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
例
を
根
拠
に
あ
げ
て
書
く　
　

―
―
ガ
イ
ア
の
知
性

挑
戦
し
よ
う

　

筆
者
の
主
張
は
、
人
間
が
「
受
容
的
な
知
性
」
を
も
つ
も
の
に
学
ぶ
こ
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合
か
ら
条
件
を
変
え
て
、
そ
の
記
述
量
を
減
ら
す
こ
と
（
例
え
ば
、
一
〇
〇
字

程
度
）
が
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
事
例
に
つ
い
て
も
も
っ
と
簡
単
な
内
容
で
、

理
由
に
つ
い
て
も
簡
潔
な
説
明
が
正
解
と
な
る
だ
ろ
う
。
採
点
に
あ
た
っ
て
は
、

「
地
球
全
体
の
生
命
を
危
機
に
陥
れ
て
い
る
」
と
い
え
る
事
例
を
選
ぶ
こ
と
が

で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
で
危
機
に
陥
れ
て
い
る
の
か

理
由
づ
け
が
で
き
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
を
文
意
の
通
る
か
た
ち
で
一
〇
〇
字
程

度
の
分
量
で
記
述
で
き
て
い
る
か
、
な
ど
が
そ
の
基
準
と
な
る
。

　

解
答
の
条
件
を
踏
ま
え
た
し
っ
か
り
し
た
採
点
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

一
人
一
人
の
学
習
者
が
ど
の
部
分
に
つ
ま
ず
い
た
の
か
を
教
師
が
丁
寧
に
見
と

る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
テ
ス
ト
の
改
善
が
学
習
者
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
を
育
て
る
と
と
も
に
、
教
師
の
授
業
改
善
に
も
生
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

　

今
後
、
高
校
入
試
が
こ
う
し
た
問
題
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
既
に
一
部
の
都
道
府
県
の
高
校
入
試
に
は
そ
う
し
た
問
題
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
大
学
入
試
の
大
き
な
改
革
も
迫
っ

て
い
る
と
の
報
道
も
あ
る
。
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
定
期
テ
ス
ト
問
題
の
改

善
は
急
務
と
な
る
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

ⅰ
鶴
田
清
司
『
国
語
教
材
研
究
の
革
新
』（
明
治
図
書
出
版　

一
九
九
一
）

ⅱ
大
西
忠
治
『
発
問
上
達
法
』（
民
衆
社　

一
九
八
八
） 

て
、
四
百
字
程
度
と
い
う
記
述
量
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の

条
件
が
学
習
者
た
ち
に
「
最
適
解
」
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
と
な
っ

て
い
る
。

　

例
え
ば
、
こ
う
し
た
問
い
と
一
般
の
定
期
テ
ス
ト
な
ど
で
出
題
さ
れ
る
次
の

よ
う
な
問
い
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
歴
然
で
あ
る
。

問
「
攻
撃
的
な
知
性
」
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①�　
「
攻
撃
的
な
知
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
知
性
で
す
か
。
文
章
中
の
言

葉
を
使
っ
て
書
き
な
さ
い
。

　
　

解
答�

例　

自
分
た
ち
の
安
全
と
便
利
さ
の
た
め
に
自
然
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
、
意
の
ま
ま
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
知
性
。

②�　
「
攻
撃
的
な
知
性
」
が
進
歩
し
た
こ
と
で
、ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
ま
す
か
。
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

自
然
と
の
共
生　
　
　
　

イ　

自
然
環
境
へ
の
適
応

　

ウ　

自
然
の
営
み
の
理
解　
　

エ　

自
然
環
境
の
破
壊

　
　

解
答
例　

エ

　
「
学
び
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
課
題
は
、定
期
テ
ス
ト
の
た
め

に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
学
自
習
が
可
能
な
課
題
と
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
教
科
書
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
に

関
す
る
事
例
を
求
め
た
り
、
四
百
字
と
い
う
か
な
り
の
分
量
の
記
述
を
求
め
た

り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
件
で
学
習
者
に
書
か
せ
る
場
合
、
根
拠
と
な
る
事

例
に
つ
い
て
も
危
機
に
陥
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
詳
し
く
記
述

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

も
し
仮
に
こ
の
課
題
を
定
期
テ
ス
ト
で
出
題
す
る
な
ら
、
テ
ス
ト
時
間
の
都
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に
指
導
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
理
解
語
彙
と
し
、
ど
の
よ

う
な
言
葉
を
表
現
語
彙
と
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
。「
理
解
や
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」

の
索
引
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
つ
い
て
教
科
書
教
材
を
も
と
に
学
習
す
る
手
段
と

し
て
有
効
で
あ
る
。索
引
は
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
対
し
て
、文
種
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。

読
み
教
材
で
は
、
説
明
的
文
章
な
の
か
文
学
的
文
章
な
の
か
に
よ
っ
て
、
理
解
し
て

お
く
べ
き
言
葉
に
違
い
が
生
じ
る
。
表
現
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
文
種
の
文
章

を
書
く
の
か
に
よ
っ
て
使
う
言
葉
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ

れ
ら
を
一
覧
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
振
り
返
り
や
確
認
と
し
て
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
に
つ
い
て
は
、
教

材
や
学
習
活
動
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
日
常
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
も
視
野
に
入

れ
た
い
。

　

こ
の
索
引
は
、
教
材
内
の
脚
注
を
集
約
し
、
理
解
に
役
立
つ
語
彙
と
表
現
に
役
立

つ
語
彙
に
分
け
た
一
覧
で
あ
る
。
教
科
書
に
は
、
教
材
に
出
現
し
た
語
句
に
つ
い
て

脚
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
脚
注
の
種
類
に
は
、
意
味
を
調
べ
る
こ
と
、
類
義
語
・

対
義
語
を
調
べ
る
こ
と
、
短
文
を
作
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
学
習
者
が
教
材
で
学
習

し
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
語
彙
と
い
う
視
点
で
振
り
返
っ
た
り
復
習
し
た
り
し
て
、

は
じ
め
に

　

前
回
は
、
学
習
指
導
要
領
の
頻
出
語
と
し
て
の
「
構
成
」「
展
開
」「
論
理
」「
根

拠
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
あ
げ
て
、
第
二
学
年
の
教
科
書
教
材
を
中
心
と
し
て
語
彙

に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
し
て
、
教
科
書
の
巻
末
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
学
習
に
必

要
な
用
語
（
索
引
）」
に
つ
い
て
、
学
習
者
自
身
が
ど
こ
で
学
習
し
た
か
を
確
認
し
、

戻
る
べ
き
場
所
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
学
習
活
動
の
中
で
の
こ
の
索
引
の

位
置
づ
け
を
行
っ
た
。
今
回
は
、
巻
末
の
も
う
一
つ
の
索
引
で
あ
る
「
理
解
や
表
現

に
役
立
つ
言
葉
」
を
取
り
上
げ
る
。

　

語
彙
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
聞
い
た
り
読
ん
だ
り

し
て
意
味
内
容
が
わ
か
る
「
理
解
語
彙
」
と
、
話
す
こ
と
や
書
く
こ
と
に
お
い
て
使

わ
れ
る「
使
用
語
彙
」
と
で
あ
る
ⅰ
。
こ
の
「
使
用
語
彙
」
に
つ
い
て
、こ
こ
で
は
「
表

現
語
彙
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
索
引
の
名
前
で
あ
る
「
理
解
や
表
現
に

役
立
つ
言
葉
」
と
対
応
さ
せ
る
た
め
と
、
学
習
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
言
語
表
現
を

す
る
と
き
に
使
用
す
る
言
葉
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

　

通
常
、
表
現
語
彙
よ
り
は
理
解
語
彙
の
ほ
う
が
量
的
に
多
く
、
理
解
語
彙
を
増
や

し
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
表
現
語
彙
と
し
て
自
分
の
文
章
な
ど
で
活
用
で
き
る
よ
う

教
科
書
の
言
葉
・
学
習
者
の
言
葉

―
―
教
科
書
の
言
葉
と
「
理
解
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
4



−17−

こ
も
崩
れ
て
い
な
い
「
形
状
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、美
し
さ
に
対
し
て
「
破

綻
」
が
な
い
と
い
う
状
態
、
す
な
わ
ち
、
完
璧
な
美
し
さ
を
実
現
し
て
い
て
、
美
と

い
う
抽
象
的
な
も
の
に
対
し
て
欠
点
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
も
含
ん
で
い

る
と
い
う
観
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

〇
文
学
的
文
章

　

文
学
的
文
章
に
表
れ
る
言
葉
は
、
辞
書
的
な
定
義
を
し
に
く
く
、
状
況
を
伴
っ
て

初
め
て
意
味
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
二
年
生
の
冒
頭
教
材

の
『
タ
オ
ル
』
に
は
「
け
げ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
こ
の
言
葉
は
作
品
の

読
解
上
も
重
要
で
あ
る
が
、
他
の
文
学
作
品
を
読
む
際
に
も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
意
味
を
調
べ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の

言
葉
が
使
わ
れ
る
状
況
と
合
わ
せ
て
読
み
取
り
、語
彙
と
し
て
獲
得
さ
せ
た
い
。『
タ

オ
ル
』
で
使
わ
れ
て
い
る
場
面
は
、
祖
父
の
葬
儀
に
訪
れ
た
客
（
シ
ラ
イ
さ
ん
）
が
、

焼
香
で
祭
壇
の
前
に
座
っ
た
と
き
、
広
間
に
い
る
人
た
ち
は
そ
の
客
の
こ
と
を
知
ら

ず
「
け
げ
ん
そ
う
な
顔
で
客
の
背
中
を
ち
ら
ち
ら
見
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
辞
書
に

よ
れ
ば
「
理
由
や
事
情
が
わ
か
ら
な
く
て
、
不
思
議
に
思
う
こ
と
」
と
あ
る
ⅲ
。
し

か
し
、「
不
思
議
」
で
片
づ
け
ら
れ
る
状
況
だ
ろ
う
か
。
他
の
文
学
作
品
で
「
怪
訝
」

を
見
て
み
る
と
、
夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

　

あ
る
時
自
分
は
、
船
の
男
を
つ
ら
ま
え
て
聞
い
て
見
た
。

「
こ
の
船
は
西
へ
行
く
ん
で
す
か
」

　

船
の
男
は
怪
訝
な
顔
を
し
て
、
し
ば
ら
く
自
分
を
見
て
い
た
が
、
や
が
て
、

「
な
ぜ
」
と
問
い
返
し
た
。

「
落
ち
て
行
く
日
を
追
っ
か
け
る
よ
う
だ
か
ら
」

　

船
の
男
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
た
。
そ
う
し
て
向
う
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
（『
漱
石
全
集　

第
十
二
巻
』
岩
波
書
店　

一
九
九
四　

よ
り
ⅳ
）

ど
の
よ
う
な
言
葉
を
学
習
し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
活
用
す
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い

て
、
全
体
的
な
見
通
し
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
理
解
に
役

立
つ
言
葉
」
と
「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
中
か
ら
、「
理
解
に
役
立
つ
言
葉
」
に

つ
い
て
具
体
的
な
言
葉
や
、
教
材
を
も
と
に
学
習
材
と
し
て
の
索
引
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。

理
解
に
役
立
つ
言
葉

〇
説
明
的
文
章

　

説
明
的
文
章
は
、
接
続
表
現
に
よ
っ
て
、
文
章
構
成
の
論
理
性
が
示
さ
れ
る
が
、

通
常
の
名
詞
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
物
事
の
状
態
や
状
況
を
正
確
に
説
明
す
る
言
葉

づ
か
い
が
求
め
ら
れ
、
言
葉
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
で
、
理
解
が
進
み
読
解
に
結

び
つ
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
説
明
的
文
章
の
中
に
辞
書
的
意
味
以
外
の
意
味
が
内

包
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
筆
者
が
な
ぜ
そ
の
言
葉
を
選
ん
だ
の
か
を
読
み
取
る

必
要
が
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
筆
者
の
考
え
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
言
葉
は
、
教
科
書
教
材
と
し
て
の
説
明
的
文
章
を
読
む
と
き
だ
け
で
な
く
、
一
般

的
な
文
章
を
読
む
際
に
も
大
切
な
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
『
日
本
の
花
火
の
楽
し
み
』
の
中
に
あ
る
言
葉
で
、
索
引
に
載
っ
て
い
る

言
葉
は
「
破
綻
」
や
「
熟
練
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
花
火
が
開
い
た
と
き

の
「
破
綻
の
な
い
丸
さ
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
が
、「
破
綻
」
と
は
物
理
的
、
形
状

的
な
状
態
を
指
し
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
概
念
的
な
状
況
に
使
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
例
え
ば
辞
書
に
は
、「
物
事
や
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
て

修
復
し
よ
う
の
な
い
状
態
に
陥
る
こ
と
」ⅱ
と
あ
る
。
具
体
例
と
し
て
は
「
財
政
が

破
綻
す
る
」
と
い
っ
た
、
経
済
状
態
を
表
現
す
る
文
脈
で
使
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、
こ
の
教
材
の
中
で
「
破
綻
」
と
い
う
言
葉
を
学
習
す
る
際
に
、
花
火
の
丸
さ

を
表
現
し
修
飾
す
る
言
葉
と
し
て
捉
え
る
と
、
一
般
的
な
文
章
で
の
出
現
頻
度
か
ら

考
え
る
と
、
も
う
一
歩
進
ん
だ
学
習
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
花
火
の
丸
さ
が
ど
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鯨
と
象
を
撮
影
す
る
機
会
が
と
て
も
多
か
っ
た
。
特
に
意
識
的
に
選
ん
だ
つ
も
り
は

な
い
の
に
、
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
て
き
た
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
鯨

や
象
と
深
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
人
た
ち
が
皆
、
人
間
と
し
て
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ

た
か
ら
だ
。」

　

問
題
は
「
つ
き
あ
っ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
つ
き
あ
う
」
と
い
う
言
葉

は
、「
…
…
と
つ
き
あ
う
」
と
い
う
形
で
使
用
す
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
多
く
ⅴ
、「
人

と
」「（
人
名
）
と
」「
彼
女
と
」「
彼
と
」「
私
と
」「
男
性
と
」
と
続
く
。
こ
の
こ
と

か
ら
、「
つ
き
あ
う
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
は
、
対
象
に
人
間
が
来
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
で
は
、
つ
き
あ
う
対
象
が
「
鯨
や
象
」
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
鯨
や
象
を
人
間
と
同
等
の
も
の
と
し
て
見
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
「
つ
き
あ
う
」
と
い
う
言
葉
以
外
で
同
様
の
文
脈
を
と
る

と
す
れ
ば
、「
関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
も
選
択
可
能
で
あ
る
。「
…
…
と
関
係

す
る
」
と
い
う
場
合
の
ほ
う
が
、対
象
が
人
間
に
限
定
さ
れ
な
い
。「
こ
と
と
」「（
人

名
）
と
」「
問
題
と
」「
も
の
と
」
の
順
に
頻
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
文
と
し
て
比

べ
て
み
る
と
、「
鯨
や
象
と
深
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
人
た
ち
」「
鯨
や
象
と
深
く
関
係

し
て
い
る
人
た
ち
」
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
だ
い
ぶ
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
そ
れ
は
、
対
象
と
し
て
人
間
を
設
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
係
し
て
い
る
。

　

本
文
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
鯨
や
象
や
オ
ル
カ
に
つ
い
て
擬
人
法
が
用
い
ら
れ

て
い
る
部
分
が
発
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
合
図
も
な
い
の
に
自
ら
細
心
の
注
意
を

は
ら
っ
て
人
間
が
落
ち
な
い
よ
う
に
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、
そ
の
ま
ま
人
間
を
プ
ー

ル
サ
イ
ド
に
立
た
せ
て
や
る
。」
の
「
細
心
の
注
意
を
は
ら
う
」
な
ど
は
、
オ
ル
カ

の
行
為
を
人
間
の
行
為
と
し
て
置
き
か
え
た
言
葉
づ
か
い
で
あ
る
。
ま
た
、「
立
た

せ
て
や
る
」
の
「
や
る
」
は
人
間
側
が
し
て
も
ら
う
対
象
と
し
て
受
動
の
位
置
に
立

た
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
な
擬
人
的
用
法
だ
け
で
な
く
、
本
来
、
人
間

に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
「
つ
き
あ
う
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
は
鯨
や
オ
ル
カ
に
対
し
て
、
ま
る
で
人
間
に
関
し
て

　　

船
の
男
が
「
な
ぜ
」
と
問
う
と
い
う
こ
と
は
「
不
思
議
だ
か
ら
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
が
、な
ぜ
そ
の
よ
う
に
問
う
た
か
が
問
題
で
あ
り
、「
怪
訝
」と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

聞
か
れ
る
べ
き
問
い
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
「
船
の
男
は
不
思
議

な
顔
を
し
て
」
と
し
た
の
で
は
、
単
に
疑
問
に
感
じ
た
と
い
う
こ
と
し
か
表
現
さ
れ

な
い
。
こ
れ
を
『
タ
オ
ル
』
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
広
間
に
い
る
人
た
ち
が
客
に
対

し
て
送
っ
た
視
線
や
と
っ
た
態
度
は
、
い
る
べ
き
で
は
な
い
人
が
い
る
と
い
う
よ
う

な
感
覚
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
怪
訝
」
と
い
う
言
葉
は
主
に
「
顔
」
に
対
し
て
使
わ

れ
る
言
葉
で
あ
り
、「
怪
訝
な
声
」
や
「
怪
訝
な
色
」
と
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
文
学
的
文
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
状
況
に
対
応
し
た
言
葉
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
単
に
事
実
や
で
き
ご
と
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
一
作
品
だ
け
で
は
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
言
葉
が
、
文
学
作
品
を
読
む
際
に
必
要
な
言
葉
か
と
い
う
学
習
語
彙
を

選
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
教
科
書
教
材
の
言
葉
の
中
で
、
文
学
的

文
章
の
学
習
語
彙
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
を
、
他
の
文
学
作
品
と

対
照
さ
せ
て
選
び
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
役
立
つ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
に
見
ら
れ
る
言
葉
の
レ
ト
リ
ッ
ク

　

こ
れ
ら
の
言
葉
は
な
ぜ
言
葉
と
し
て
の
学
習
が
大
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
ガ
イ

ア
の
知
性
』
を
例
と
し
て
、
言
葉
が
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
は
説
明
的
文
章
で
あ
り
、
学
習
目
標
と
し
て
、「
自
然
や
知
性

に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。」「
文
章
の
構
成

や
展
開
、
表
現
の
仕
方
を
確
か
め
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
読

む
。」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
「
筆
者
の
考
え
」
と
「
表
現

の
仕
方
」
に
つ
い
て
、
語
彙
を
中
心
に
読
み
解
く
。

　
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
の
冒
頭
部
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。「
こ
こ
数
年
、
私
に
は
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あ
る
重
要
な
で
き
ご
と
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
筆
者
の
思
い
が
言
葉
の
端
々

に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
言
葉
の
辞
書
的
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
文
章
読
解
で
あ
る
「
筆
者
の

考
え
方
」
や
「
表
現
方
法
」
に
ま
で
関
係
し
た
一
覧
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、

巻
末
の
「
理
解
や
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
の
索
引
を
学
習
の
一
助
と
し
た
い
。
そ
れ

は
、
単
に
中
学
生
が
初
め
て
見
る
言
葉
で
あ
る
と
か
、
難
し
そ
う
な
言
葉
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
説
明
的
文
章
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
、
文
学
的
文
章
を
読
ん
だ

り
書
い
た
り
す
る
と
き
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
文
章
が
言
葉
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
以
上
、
書
き
手
の
思
考
を
読
み

取
る
に
は
、
そ
の
言
葉
を
選
択
し
た
理
由
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
言

葉
が
辞
書
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、「
つ
き
あ
う
」
や
「
…
…
し
て
や
る
」
と
い
っ
た
、

そ
れ
を
使
う
筆
者
の
姿
勢
や
考
え
が
表
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
読
み
解
く
力
は
、
文
章
中
に
出
て
き
た
と
き
に
辞
書
を
引
く

だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

今
回
は
、
中
学
二
年
生
の
学
習
材
を
中
心
に
し
て
、「
理
解
に
役
立
つ
言
葉
」
に

つ
い
て
、
な
ぜ
理
解
に
役
立
つ
の
か
を
具
体
的
な
言
葉
に
そ
っ
て
確
認
し
た
。
次
回

は
「
表
現
に
役
立
つ
言
葉
」
に
つ
い
て
、
実
際
の
学
習
者
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
発

達
し
て
い
る
の
か
も
踏
ま
え
て
考
え
て
い
く
。

ⅰ 
「
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典　

第
四
版
」（
田
近
洵
一
・
井
上
尚
美 

編　

二
〇
一
二　

教
育
出
版
）

ⅱ 

「
明
鏡
国
語
辞
典　

第
二
版
」（
大
修
館　

二
〇
〇
二
・
十
二
）

ⅲ　
　

同　

右

ⅳ　

現
代
仮
名
遣
い
に
変
え
、
表
記
を
一
部
改
変
し
て
い
る
。

ⅴ　

使
用
例
の
計
量
に
つ
い
て
は
、「
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
」
の
分
析
に
よ
っ
て
い
る
。
以
下
の
Ｕ
Ｒ

Ｌ
で
共
起
語
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「N

IN
JA

L-LW
P for BCCW

J http://nlb.ninjal.ac.jp/

」

書
か
れ
て
い
る
文
章
を
読
む
よ
う
に
誘
導
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
鯨
や
象
た
ち
に
接
す
る
筆
者
の
明
確
な
態
度
の
表
明
で
あ
り
、
筆
者
の
考
え
方

そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
、
学
習
目
標
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
「
筆
者
の
考
え
方
」
や
「
表
現
の
仕
方
」

と
い
う
も
の
は
、「
ガ
イ
ア
の
知
性
」
に
つ
い
て
直
接
的
に
書
か
れ
て
い
る
部
分
で

は
な
く
、
文
章
全
体
に
わ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
統
制
さ
れ
た
言
葉
に
よ
り
構
築
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
読
み
手
が
文
章
を
読
み
進
め
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う

な
感
覚
を
も
っ
て
そ
の
言
葉
を
捉
え
る
か
を
考
慮
し
た
文
章
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
の
一
つ
に
「
示
唆
」
や
「
陥
れ
る
」
が
あ
る
。

巻
末
の
索
引
で
は
、
説
明
的
文
章
の
理
解
に
役
立
つ
言
葉
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
二
つ
の
言
葉
は
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
で
出
て
く
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
、

一
般
的
な
説
明
的
文
章
に
も
出
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。

　
「
陥
れ
る
」
は
、「
人
間
」
が
「
地
球
全
体
の
生
命
」
を
「
危
機
」
に
、「
陥
れ

る
」
と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
般
的
な
文
章
に
お
い
て
何
に
「
陥

れ
る
」
か
に
つ
い
て
、
文
脈
を
考
え
て
み
る
と
、「
国
中
を
混
乱
に
陥
れ
る
」
な
ど
、

「
不
安
に
」「
混
乱
に
」「
恐
怖
に
」
と
よ
く
な
い
状
態
に
変
化
さ
せ
る
と
き
に
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
言
葉
を
使
う
と
き
、
筆
者
は
そ
れ
が

「
非
常
に
よ
く
な
い
状
態
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
示
唆
」
に
つ
い
て
は
、「
示
唆
を
与
え
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
使
わ
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
る
対
象
は
人
間
で
あ
り
、
与
え
る

主
体
は
人
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
経
験
」「
人
生
観
」「
思
想
」
な
ど
個
人
的
具

体
的
な
活
動
を
超
え
て
抽
象
化
さ
れ
た
こ
と
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

人
間
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
鯨
や
象
は
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
を

も
っ
て
い
る
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
ガ
イ
ア
の
知
性
』
に
戻
れ
ば
、
人
間
の
行
動
は
地

球
に
と
っ
て
よ
い
影
響
を
与
え
て
お
ら
ず
、
鯨
や
象
の
存
在
は
そ
れ
だ
け
で
意
味
の
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■指導展開例　50分授業（１／２時間め）

学習活動 ＤＶＤ−ＲＯＭの活用場面 視聴
時間

１ 目標理解 

 

 

 

 

２ 試書 

 

 

３ 基準確認　　 

 

  

 

 

 

４ 練習① 

 

 

 

５ 練習② 

 

 

６ まとめ・評価 

 

 

 

７ 硬筆への発展 

８ 後片づけ

◦前時の振り返りをする。

「連続と省略について行書で

書くことができる」

◦電子黒板①で教材文字「平

和」を提示する。

 

◦楷書との違いを意識して教材

文字を見て書くようにする。

◦電子黒板②で教材文字の動画

を２回視聴する。点画の省略

と筆脈の動きを焦点化して見

るようにする。

◦電子黒板③で「和」の書き方

の点画が楷書とどう違うか注

視する。

◦生徒が自己の課題に合わせて

自由に動画を見られるように

する。

◦動画を止めて（電子黒板④）

課題別に活用を図る。

◦基準に合わせて書いたか，楷

書との違いが明確になってい

るかを話し合う。

◦生徒相互に省略した点画の書

き方を確かめる。

◦教材文字「和」と関連文字「私，秋，移」を書くようにする。

◦筆の後始末の仕方を電子黒板で再確認する。

３分 

 

 

 

 

 

 

３分 

 

 

 

３分

 

 

 

 

８分

電子黒板（①）

電子黒板（②）

電子黒板（③）

電子黒板（④）
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　これからの国語科書写の指導においては，単に教材文字を書けるようになるということではなく，
文字言語をとおし生活に根ざした書写力の向上を目ざす必要があります。そして，国語科に求めら
れている言語活動を最大限活用した授業のあり方そのものが問われています。ここでは，行書入門
期の指導として，毛筆教材「平和」を使用して「点画の連続と省略」を理解し，行書の書き方を習
得することを目的として，ＤＶＤ−ＲＯＭを効果的に使用した基礎･基本の確実な定着を図ってい
く指導方法を紹介します。
■電子黒板としての機能
　平成28年度版「中学校書写教師用指導書」付属ＤＶＤ−ＲＯＭ（以下ＤＶＤ）教材には，行書教
材のための「入門期指導の映像」「運筆練習」「練習用紙」「師範映像」などが収録されてあり，筆脈
の連続を確認したり，点画の変化を理解することができます。特に，行書入門期の指導においては，
生徒が主体的な学びとなるよう積極的な活用を図ることで，定着度を高める効果が得られます。
■行書指導におけるＤＶＤ活用のポイント  
　ＤＶＤの動画の活用をすることで次の効果が考えられます。

① 楷書から行書への筆脈の違いを理解できる。
② 生徒が主体的に学ぶ道具としての役割が期待できる。
③ 指導者側からの全体指導，個別指導，課題別指導に生かすことができる。
④ 生徒の側から重要なポイントを静止して活用したり，話し合いの活動がしやくなる。
⑤ 学習過程としての振り返りが徹底でき，基礎・基本の定着が図れる。
⑥ 言語活動を最大限に駆使した授業を取り入れることができる。

◦教材「平和」ＤＶＤの動画の活用
　教材「平和」の楷書と行書を対比してどのような違いがあるかを的確に把握して，点画の変化
に気づかせるために動画を使用して，効果的に活用を図れます。特に，「和」の「のぎへん」の書
き方がどう変化しているかを十分に理解させるようにする必要があります。「のぎへん」の３画め
の終筆を「はね」，５画めを省略して4画めを右上に「はね」る方法を筆脈の動きと合わせて理解
する必要があります。
　電子黒板の設置場所が教室黒板の延長上として正面左側に設置してあることが少なくありま
せん。生徒が主体的に学ぶ機器として活用が図れるように日頃から慣れておくことも大切です。

■練習用紙の活用
　行書指導の際には，教材文字「平和」の指導効果を考えた練習用紙を活用することが求められま
す。行書指導のポイントとなる連続，省略，点画の変化を理解していくためには，動画で筆脈の動
きを確認して，穂先の動きを十分に理解して書くことが大切です。生徒が速く書く書き方としての
行書を硬筆文字で自信もって書けるようにする必要があります。

教師用指導書ＤＶＤ−ＲＯＭを活用した指導方法
――第１学年「平和」教材での活用のアイディア

帝京大学教育学部教授　釼
けん

持
もち

　勉
つとむ
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〔
一
八
九
〇
〕
年
八
月
の
「
尚
商
立
国
論
」（『
時
事
新
報
』）
や
同
三
十
年
六
月

の
三
田
演
説
会
に
お
い
て
も
福
澤
は
「
独
立
自
尊
」
を
文
字
に
記
し
声
に
も
出

し
た
が
、
い
ず
れ
も
深
淵
な
思
想
の
表
明
と
い
う
ほ
ど
に
気
負
い
の
あ
る
文
脈

で
は
な
か
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、「
独
立
自
尊
」
と
い
う
理
念
が
最
初
か
ら
福
澤
の
中
に
あ
っ
て
、

そ
の
実
現
の
た
め
に
慶
應
義
塾
が
創
設
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
独
立
自
尊
」

は
福
澤
が
生
涯
を
通
し
て
形
作
っ
た
理
念
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
生
の
到
達
点
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
到
達
点
、
と
記
し
た
理
由
は
、
前
掲
の
『
福
翁

百
余
話
』
は
福
澤
の
最
晩
年
の
小
作
品
集
で
あ
り
、
福
澤
の
没
後
二
か
月
め
に

出
版
さ
れ
た
事
実
が
示
し
て
い
よ
う
。
生
前
に
残
し
た
数
多
く
の
著
作
に
お
い

て
、
福
澤
は
「
独
立
自
尊
」
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
深
く
考
え
を
巡
ら
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
「
独
立
自
尊
」
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
福
澤
や
慶
應
義
塾
の

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
、
明
治
三
十
三
年
二
月
に
慶
應
義
塾
が
発
表
し
た
、「
修
身
要
領
」
に

よ
る
。
そ
の
編
纂
の
発
起
人
は
福
澤
で
あ
り
、
内
容
は
「
日
清
戦
争
後
の
思
想

界
の
混
迷
、
条
約
改
正
に
よ
る
内
地
雑
居
」
と
い
う
新
し
い
社
会
状
況
に
対

し
て
、「
現
時
の
社
会
に
適
す
る
修
身
処
世
の
綱
領
」
を
ま
と
め
た
、
い
わ
ば

道
徳
の
規
範
集
で
あ
っ
た
（『
福
澤
諭
吉
事
典
』
慶
應
義
塾
、
平
成
二
十
二
年
、

三
百
三
十
六
ペ
ー
ジ
以
下
。
米
山
光
儀
氏
執
筆
。
以
下
同
）。

一　

デ
ジ
タ
ル
で
読
む
福
澤
諭
吉

　

は
じ
め
に
、
福
澤
諭
吉
の
著
作
や
思
想
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
き
の
便
利

な
検
索
ツ
ー
ル
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、「
デ
ジ
タ
ル
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・

デ
ジ
タ
ル
で
読
む
福
澤
諭
吉
」（http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/

fukuzaw
a_about.htm

l

）と
い
う
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
一
覧
の
サ
イ
ト
で
あ
る
。慶

應
義
塾
図
書
館
の
メ
イ
ン
ペ
ー
ジ
か
ら
入
る
。
そ
こ
に
は
福
澤
の
五
十
五
タ
イ

ト
ル
、
全
百
十
九
冊
に
お
よ
ぶ
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
著
作
物
の
全
文
が
我
々
を

待
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
る
縦
断
検
索
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
早
速
「
独
立
自
尊
」
の
四
文
字
を
打
ち
込
ん
で
み
る
。
き
っ
と
詳

細
な
参
考
文
献
が
画
面
に
現
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
僅
か
一
例
、『
福
翁
百
余
話
』（
明
治
三
十
四
〔
一
九

〇
一
〕
年
四
月
刊
）、
三
十
一
ペ
ー
ジ
の
使
用
例
が
表
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

二　

独
立
自
尊
は
福
澤
の
晩
年
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る

　
「
独
立
自
尊
」
は
福
澤
諭
吉
の
思
想
と
し
て
、
ま
た
、
福
澤
が
創
始
し
た
慶

應
義
塾
の
教
育
の
基
本
精
神
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
四

文
字
熟
語
は
意
外
な
こ
と
に
福
澤
自
身
の
生
前
の
著
作
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
上
記
の
検
索
結
果
以
外
に
も
、
明
治
二
十
三

福
澤
諭
吉
・
慶
應
義
塾
・「
独
立
自
尊
」

書写

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

岩い
わ

谷た
に　

十
じ
ゅ
う

郎ろ
う　
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三　
「
独
立
自
尊
」
の
カ
タ
ロ
グ
―
そ
の
個
人
道
徳
的
側
面

　

そ
こ
で
前
述
し
た
「
修
身
要
領
」
全
二
十
九
項
目
を
見
て
み
よ
う
。
す
る
と

そ
の
う
ち
十
七
項
目
に
わ
た
っ
て
計
十
八
回
「
独
立
自
尊
」
の
文
字
が
見
え

る
。
草
案
段
階
で
は
む
し
ろ
「
独
立
自
重0

」
の
用
語
が
多
用
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、
こ
の
「
修
身
要
領
」
は
、
ま
さ
に
「
独
立
自
尊0

」
を
精
神
と
し
た
綱
領
と

い
っ
て
い
い
。
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
条
項
を
拾
い
読
み
し
て
み
よ
う
。

　

そ
の
第
二
項
に
は
、「
心
身
の
独
立
を
全
う
し
自
か
ら
其
身
を
尊
重
し
て
人

た
る
の
品
位
を
辱
め
ざ
る
も
の
之
を
独
立
自
尊
の
人
と
云
ふ
」
と
定
義
が
与
え

ら
れ
る
。
第
三
項
に
は
、「
自
ら
労
し
て
自
ら
食
ふ
は
人
生
独
立
の
本
源
な
り

独
立
自
尊
の
人
は
自
労
自
活
の
人
た
ら
ざ
る
可
ら
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
第
八
項

は
、「
男
尊
女
卑
は
野
蛮
の
陋
習
な
り
文
明
の
男
女
は
同
等
同
位
互
に
相
敬
愛

し
て
各
そ
の
独
立
自
尊
を
全
か
ら
し
む
可
し
」
と
宣
言
す
る
。
さ
ら
に
第
四
項

で
は
、
心
身
を
快
活
に
せ
よ
、
と
う
た
い
、
ま
た
第
五
項
に
は
自
殺
は
「
独
立

自
尊
の
旨
に
反
す
る
背
理
卑
怯
の
行
為
」
で
あ
る
と
厳
し
く
難
じ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
条
項
の
指
し
示
す
内
容
は
、
い
わ
ば
個
人
主
義
的
な
個
人
道
徳
と

い
っ
て
も
よ
く
、
今
日
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
試
み
に
「
独

立
自
尊
」
を
『
広
辞
苑
』
な
ど
で
引
け
ば
、「
独
立
し
て
世
に
処
し
、
自
己
の

人
格
と
威
厳
を
保
つ
こ
と
」
と
あ
り
（『
広
辞
苑
』
第
三
版
）、
福
澤
や
慶
應
な

ど
に
も
は
や
言
及
し
な
い
ほ
ど
に
「
平
板
」
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
そ
れ
ら
は
非
常
に
一
般
的
な
処
世
訓
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
だ
か
ら
こ

そ
「
独
立
自
尊
」
は
地
球
上
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
「
個
」
と
し
て
の
人
間
の
生

き
方
を
模
索
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
今
も
導
き
の
力
を
失
わ
な
い
価
値
が
あ
る

よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。

　

実
際
、
福
澤
の
生
前
の
所
論
は
、
ま
だ
封
建
的
な
思
潮
が
色
濃
く
残
る
当
時

　

全
二
十
九
項
目
か
ら
な
る
こ
の
モ
ラ
ル
コ
ー
ド
の
編
纂
は
、
福
澤
の
高
弟
や

門
下
生
が
作
業
に
あ
た
り
、
明
治
三
十
二
年
の
十
一
月
か
ら
始
ま
っ
た
。
実
は

そ
の
前
年
の
九
月
、
福
澤
は
脳
溢
血
を
発
症
し
て
倒
れ
死
線
を
さ
ま
よ
う
。
同

三
十
二
年
三
月
頃
、
彼
は
奇
跡
的
に
揮
毫
が
で
き
る
ほ
ど
に
回
復
し
た
。
い
ろ

い
ろ
な
解
釈
は
で
き
る
と
思
う
が
、
こ
の
「
修
身
要
領
」
こ
そ
が
、
結
果
的
に

は
、
死
期
を
さ
と
っ
た
福
澤
が
、
自
ら
の
人
生
を
振
り
返
り
つ
つ
自
ら
を
越
え

て
慶
應
義
塾
が
モ
ラ
ル
の
「
泉
源
」
と
し
て
、
未
来
に
あ
り
続
け
る
こ
と
を
強

く
願
っ
た
「
遺
言
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
こ
の

「
修
身
要
領
」
発
表
後
、
福
澤
は
そ
の
普
及
活
動
に
極
め
て
熱
心
に
携
わ
っ
た
。

彼
は
財
政
難
で
あ
っ
た
慶
應
義
塾
を
潰
し
て
ま
で
も
こ
の
「
修
身
要
領
」
の
普

及
に
資
金
を
用
い
た
い
と
の
意
向
を
示
し
た
と
い
う
。

福澤の揮毫した「修身要領」明治三十三年六月
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批
判
も
相
次
い
だ
。
前
文
中
に
「
万
世
一
系
の
帝
室
を
奉
戴
す
る
」
こ
と
を
明

言
も
し
て
い
る
「
修
身
要
領
」
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
個
人
主
義
的
な
基
調
に

強
い
違
和
感
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
教
育
勅
語
の
解
説
書
『
勅
語
衍
義
』

を
著
し
た
井
上
哲
次
郎
な
ど
は
、「
修
身
要
領
」
は
教
育
勅
語
の
趣
旨
に
反
し

て
い
る
と
断
じ
た
。

　

周
知
の
通
り
福
澤
は
、
身
分
的
な
上
下
関
係
の
倫
理
を
社
会
国
家
の
秩
序
原

理
に
直
結
さ
せ
る
儒
教
思
想
を
批
判
し
、
人
民
と
政
府
を
つ
な
ぐ
関
係
の
基
軸

を
契
約
思
想
に
置
い
た
。
政
府
と
人
民
は
上
下
の
関
係
で
は
な
く
、
お
の
お
の
、

契
約
の
主
体
と
し
て
対
峙
し
合
う
平
等
な
関
係
に
置
か
れ
る
（『
学
問
の
す
ゝ

め
』）。「
修
身
要
領
」
に
具
体
的
に
項
目
化
さ
れ
た
「
独
立
自
尊
」
と
は
、
当
時

の
時
代
思
潮
に
対
す
る
福
澤
の
粘
り
強
い
抵
抗
姿
勢
が
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
天
皇
の
勅
語
に
よ
る
道
徳
は
当
然
に
普
遍
的
／
不
変
的
で
あ
る
べ
き
だ

と
す
る
井
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
修
身
要
領
」
が
前
提
と
し
て
い

た
「
徳
教
（
道
徳
）
は
人
文
の
進
歩
と
共
に
変
化
す
る
」（「
修
身
要
領
」
前
文

部
分
）
と
の
可
変
的
な
道
徳
観
は
、
む
し
ろ
「
道
徳
」
の
名
に
値
し
な
い
と
痛

烈
な
批
判
の
矢
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
道
徳
と
は
時
間
を
超
え
て
常

に
同
一
で
あ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
の
慶
應
義
塾
で
は
、
こ
の
「
修
身
要
領
」
は
歴
史
的
な
文
書
と
し
て
、

も
は
や
現
用
の
モ
ラ
ル
コ
ー
ド
と
し
て
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

道
徳
は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
自
己
設
定
が
組
み
込
ま
れ
た
「
修

身
要
領
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
精
神
た
る
「
独
立
自
尊
」
も
ま
た
変
化
し
た
と
見

る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
創
設
者
を
失
っ
た
後
の
慶
應
義
塾
は
、
こ
れ
ま
で
福

澤
の
託
し
た
「
遺
言
」
の
何
を
活
か
し
何
を
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
克
服
し

て
き
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
も
し
て
ゆ
く
の
か
。
時
代
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発

信
の
場
と
し
て
の
「
独
立
自
尊
」
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

の
日
本
社
会
に
あ
っ
て
、
上
述
の
個
人
主
義
的
な
思
想
を
紹
介
し
日
本
に
定
着

さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
。
周
知
の『
学
問
の
す
ゝ
め
』や『
文
明
論
之

概
略
』、
さ
ら
に
「
男
女
論
」
な
ど
で
展
開
さ
れ
た
、
福
澤
の
学
問
観
、
文
明
観
、

そ
し
て
男
女
平
等
観
は
、
す
べ
て
「
個
」
と
し
て
の
人
間
存
在
に
立
脚
し
た
彼

の
哲
学
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
修
身
要
領
」
の
各
条
項
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
キ
ー

ワ
ー
ド
「
独
立
自
尊
」
は
、
福
澤
の
生
前
の
思
想
的
な
エ
ッ
セ
ン
ス
を
有
機
的

に
統
合
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
は
最
初
か
ら
「
個
」
と

し
て
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、「
個
」
に
な
る
べ
く
自
ら
を
処
し
て
ゆ
く
べ
し

と
の
主
体
的
な
自
己
形
成
へ
の
誘
い
で
あ
っ
た
。

四　
「
独
立
自
尊
」
の
そ
の
後
―
修
身
要
領
の
反
響
な
ど

　
「
修
身
要
領
」
に
は
、
社
会
道
徳
、
国
民
道
徳
も
語
ら
れ
て
い
る
。
自
他
の
権

利
の
尊
重
、
私
的
報
復
の
禁
止
、
自
他
間
に
お
け
る
信
義・礼
儀
の
必
要
性
な
ど

は
、
社
会
関
係
に
お
け
る
道
徳
律
で
あ
ろ
う
。
ま
た
政
府
に
よ
る
国
法
の
遵
守
、

立
法
へ
の
参
与
と
国
費
使
用
の
監
督
な
ど
は
国
民
の
政
府
・
国
家
に
対
し
主
張

し
得
る
権
利
と
い
え
よ
う
が
、
軍
事
に
服
し
軍
費
を
負
担
す
る
、
さ
ら
に
「
国

の
独
立
自
尊
」
を
守
る
た
め
に
他
国
と
交
戦
す
る
こ
と
な
ど
は
、
国
家
に
対
し

国
民
の
果
た
す
べ
き
義
務
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
修
身
要
領
」
の
描
く

道
徳
の
次
元
は
、
個
人
→
社
会
→
国
家
と
拡
大
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
第
十
三
項

が
「
健
全
な
る
社
会
の
基
は
一
人
一
家
の
独
立
自
尊
に
在
り
」
と
示
す
よ
う
に
、

こ
の
モ
ラ
ル
コ
ー
ド
の
基
点
は
、
や
は
り
な
ん
と
い
っ
て
も
「
個
人
」
や
そ
の

営
む
「
家
庭
」
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
「
修
身
要
領
」
が
公
表
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
は
さ
ま
ざ

ま
に
論
評
し
た
。
賛
成
の
も
の
も
あ
れ
ば
批
判
も
あ
っ
た
。
特
に
、
教
育
勅
語

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
ず
忠
孝
の
倫
理
に
薄
い
と
す
る
儒
教
主
義
的
立
場
か
ら
の
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表
紙
絵

　

今
号
の
表
紙
絵
は
、
ワ
ラ
ビ
（
蕨
）。
シ
ダ
植
物
の
多
年
草
で
、
春
に
出
る
若

い
芽
は
食
用
に
な
り
ま
す
。

　

ワ
ラ
ビ
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
ま
す
。

　
　

志
貴
皇
子

　
　

石
走
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
出
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

（『
万
葉
集
』
巻
八 

一
四
一
八
）

【
歌
意
】岩

の
上
を
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
流
れ
る
滝
の
ほ
と
り
の
、
小
さ
く
可
憐
な
わ
ら

び
の
芽
が
、
や
わ
ら
か
く
萌
え
出
す
春
に
な
っ
た
こ
と
だ
な
あ
。

漢字 音　　訓

撤 テツ

奴 ド

督 トク

尼 あま

弐 ニ

尿 ニョウ

捻 ネン

頒 ハン

蛮 バン

妃 ヒ

罷 ヒ

扶 フ

膚 フ

譜 フ

払 はら-う

併 ヘイ
あわ-せる

募 ボ
つの-る

簿 ボ

漢字 音　　訓

俸 ホウ

倣 ホウ

砲 ホウ

褒 ほ-める

紡 ボウ

麻 マ
あさ

盲 モウ

耗 モウ

庸 ヨウ

瘍 ヨウ

拉 ラ

酪 ラク

虜 リョ

寮 リョウ

隷 レイ

齢 レイ

錬 レン

枠 わく

漢字 音　　訓

葬 ソウ

僧 ソウ

踪 ソウ

堕 ダ

惰 ダ

駄 ダ

戴 タイ

但 ただ-し

壇 ダン

逐 チク

嫡 チャク

酎 チュウ

聴 チョウ
き-く

勅 チョク

朕 チン

墜 ツイ

偵 テイ

滴 テキ
しずく

（７）

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書→教育出版
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（６）

漢字 音　　訓

邦 ホウ

泡 ホウ
あわ

峰 ホウ
みね

慢 マン

漫 マン

羅 ラ

痢 リ

竜 リュウ
たつ

猟 リョウ

陵 リョウ

厘 リン

漏 ロウ
も-る　も-れる　も-らす

漢字 音　　訓

酢 サク
す

錯 サク

侍 ジ
さむらい

璽 ジ

邪 ジャ

爵 シャク

腫 シュ
は-れる　は-らす

需 ジュ

儒 ジュ

臭 シュウ
くさ-い　にお-う

粛 シュク

殉 ジュン

匠 ショウ

抄 ショウ

宵 よい

剰 ジョウ

嬢 ジョウ

慎 シン
つつし-む

刃 は

帥 スイ

随 ズイ

斥 セキ

脊 セキ

隻 セキ

摂 セツ

仙 セン

旋 セン

潜 セン
ひそ-む　もぐ-る

禅 ゼン

措 ソ

塑 ソ

礎 ソ

荘 ソウ

捜 ソウ
さが-す

曹 ソウ

喪 ソウ
も

漢字 音　　訓

尉 イ

慰 イ
なぐさ-める　なぐさ-む

緯 イ

壱 イチ

姻 イン

悦 エツ

謁 エツ

憶 オク

虞 おそれ

卸 おろ-す　おろし

褐 カツ

且 か-つ

冠 カン
かんむり

款 カン

監 カン

艦 カン

峡 キョウ

斤 キン

偶 グウ

倹 ケン

圏 ケン

顕 ケン

弧 コ

誇 コ
ほこ-る

錮 コ

勾 コウ

孔 コウ

侯 コウ

溝 コウ
みぞ

乞 こ-う

拷 ゴウ

酷 コク

墾 コン

懇 コン

唆 サ

債 サイ

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書→教育出版

光村図書→教育出版
◆３年生で移行措置が必要
　となる漢字②
＊［旧版光村３年 → 新版教出２年］の漢字
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漢字 音　　訓

邦 ホウ

泡 ホウ
あわ

峰 ホウ
みね

慢 マン

漫 マン

羅 ラ

痢 リ

竜 リュウ
たつ

猟 リョウ

陵 リョウ

厘 リン

漏 ロウ
も-る　も-れる　も-らす

（５）

漢字 音　　訓

錠 ジョウ

娠 シン

甚 はなは-だ　はなは-だしい

腎 ジン

粋 スイ
いき

瀬 せ

姓 セイ　ショウ

窃 セツ

桑 くわ

逮 タイ

滝 たき

痴 チ

畜 チク

鎮 チン

塚 つか

坪 つぼ

邸 テイ

泥 どろ

斗 ト

塗 ト
ぬ-る

棟 トウ
むね

痘 トウ

稲 トウ
いね　いな

匿 トク

屯 トン

曇 ドン
くも-る

妊 ニン

廃 ハイ
すた-れる　すた-る

漠 バク

畔 ハン

斑 ハン

盤 バン

符 フ

腐 フ
くさ-る　くさ-れる　くさ-らす

侮 ブ

沸 フツ
わ-く　わ-かす

漢字 音　　訓

亜 ア

畝 うね

炎 エン
ほのお

猿 エン
さる

翁 オウ

稼 かせ-ぐ

蚊 か

概 ガイ

潟 かた

韓 カン

忌 キ

戯 ギ

菊 キク

仰 ギョウ　コウ
あお-ぐ

傑 ケツ

軒 ケン
のき

繭 まゆ

玄 ゲン

碁 ゴ

昆 コン

佐 サ

鎖 サ
くさり

宰 サイ

催 サイ
もよお-す

崎 さき

滋 ジ

慈 ジ

釈 シャク

朱 シュ

囚 シュウ

叔 シュク

潤 ジュン
うるお-う　うるお-す　うる-む

庶 ショ

升 ショウ
ます

症 ショウ

彰 ショウ

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書→教育出版

光村図書→教育出版
◆３年生で移行措置が必要
　となる漢字①
＊［旧版光村３年 → 新版教出１年］の漢字
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漢字 音　　訓

錠 ジョウ

娠 シン

甚 はなは-だ　はなは-だしい

腎 ジン

粋 スイ
いき

瀬 せ

姓 セイ　ショウ

窃 セツ

桑 くわ

逮 タイ

滝 たき

痴 チ

畜 チク

鎮 チン

塚 つか

坪 つぼ

邸 テイ

泥 どろ

斗 ト

塗 ト
ぬ-る

棟 トウ
むね

痘 トウ

稲 トウ
いね　いな

匿 トク

屯 トン

曇 ドン
くも-る

妊 ニン

廃 ハイ
すた-れる　すた-る

漠 バク

畔 ハン

斑 ハン

盤 バン

符 フ

腐 フ
くさ-る　くさ-れる　くさ-らす

侮 ブ

沸 フツ
わ-く　わ-かす

漢字 音　　訓

亜 ア

畝 うね

炎 エン
ほのお

猿 エン
さる

翁 オウ

稼 かせ-ぐ

蚊 か

概 ガイ

潟 かた

韓 カン

忌 キ

戯 ギ

菊 キク

仰 ギョウ　コウ
あお-ぐ

傑 ケツ

軒 ケン
のき

繭 まゆ

玄 ゲン

碁 ゴ

昆 コン

佐 サ

鎖 サ
くさり

宰 サイ

催 サイ
もよお-す

崎 さき

滋 ジ

慈 ジ

釈 シャク

朱 シュ

囚 シュウ

叔 シュク

潤 ジュン
うるお-う　うるお-す　うる-む

庶 ショ

升 ショウ
ます

症 ショウ

彰 ショウ

漢字 音　　訓

忙 ボウ
いそが-しい

剖 ボウ

貌 ボウ

朴 ボク

翻 ホン

凡 ボン

盆 ボン

魔 マ

昧 マイ

又 また

眠 ミン
ねむ-る　ねむ-い

茂 モ
しげ-る

網 モウ
あみ

紋 モン

躍 ヤク
おど-る

幽 ユウ

憂 ユウ
うれ-える　うれ-い

揚 ヨウ
あ-げる　あ-がる

踊 ヨウ
おど-る　おど-り

窯 かま

抑 ヨク
おさ-える

沃 ヨク

翼 ヨク
つばさ

雷 ライ
かみなり

辣 ラツ

粒 リュウ
つぶ

励 レイ
はげ-む　はげ-ます

鈴 レイ　リン
すず

麗 レイ

裂 レツ
さ-く　さ-ける

露 ロ　ロウ
つゆ

郎 ロウ

湾 ワン

腕 ワン
うで

（４）

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書→教育出版

光村図書→教育出版
◆２年生で移行措置が必要
　となる漢字②
＊［旧版光村３年 → 新版教出１年］の漢字
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漢字 音　　訓

曖 アイ

扱 あつか-う

威 イ

偉 イ
えら-い

鬱 ウツ

怨 オン

媛 エン

煙 エン
けむ-る　けむり　けむ-い

禍 カ

牙 ゲ
きば

郭 カク

岳 ガク
たけ

葛 カツ

肝 カン
きも

堪 た-える

敢 カン

含 ガン
ふく-む　ふく-める

頑 ガン

岐 キ

幾 キ
いく

棄 キ

丘 キュウ
おか

嗅 キュウ
か-ぐ

叫 キョウ
さけ-ぶ

詣 もう-でる

隙 すき

剣 ケン
つるぎ

弦 ゲン

孤 コ

枯 コ
か-れる　か-らす

郊 コウ

慌 あわ-てる　あわ-ただしい

綱 コウ
つな

剛 ゴウ

豪 ゴウ

獄 ゴク

漢字 音　　訓

胆 タン

窒 チツ

釣 つ-る

貼 チョウ
は-る

訂 テイ

妬 ト
ねた-む

逃 トウ
に-げる　に-がす　のが-す　のが-れる

陶 トウ

藤 トウ
ふじ

洞 ドウ
ほら

胴 ドウ

突 トツ
つ-く

豚 トン
ぶた

貪 ドン
むさぼ-る

鈍 ドン
にぶ-い　にぶ-る

なぞ

軟 ナン
やわ-らか　やわ-らかい

匂 にお-う

罵 バ
ののし-る

杯 ハイ
さかずき

拍 ハク　ヒョウ

剝 ハク
はが-す　は-ぐ　は-がれる　は-げる

縛 バク
しば-る

肌 はだ

伴 ハン　バン
ともな-う

披 ヒ

尾 ビ
お

匹 ヒツ
ひき

泌 ヒツ

猫 ねこ

敷 し-く

舞 ブ
ま-う　まい

噴 フン
ふ-く

墳 フン

憤 フン

蔑 ベツ
さげす-む

漢字 音　　訓

頃 ころ

恨 コン
うら-む　うら-めしい

沙 サ

栽 サイ

擦 サツ
す-る　す-れる

恣 シ

紫 シ
むらさき

叱 シツ
しか-る

湿 シツ
しめ-る　しめ-す

漆 シツ
うるし

秀 シュウ

酬 シュウ

充 ジュウ

柔 ジュウ　ニュウ
やわ-らか　やわ-らかい

渋 ジュウ
しぶ　しぶ-い　しぶ-る

緒 ショ　チョ
お

沼 ぬま

焦 ショウ
こ-げる　こ-がす　こ-がれる

礁 ショウ

鐘 ショウ
かね

壌 ジョウ

浸 シン
ひた-す　ひた-る

審 シン

薪 シン
たきぎ

須 ス

吹 スイ
ふ-く

睡 スイ

是 ゼ

斉 セイ

扇 セン
おうぎ

羨 うらや-む　うらや-ましい

遷 セン

痩 や-せる

汰 タ

妥 ダ

卓 タク

（３）

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書→教育出版

光村図書→教育出版
◆２年生で移行措置が必要
　となる漢字①
＊［旧版光村２年 → 新版教出１年］の漢字
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漢字 音　　訓

維 イ

姻 イン

韻 イン

悦 エツ

嫁 よめ　とつ-ぐ

且 か-つ

祈 キ
いの-る

恭 キョウ

琴 キン
こと

襟 えり

啓 ケイ

錮 コ

勾 コウ

孔 コウ

甲 コウ　カン

侯 コウ

稿 コウ

購 コウ

惨 サン

傘 かさ

旨 シ

羞 シュウ

襲 シュウ
おそ-う

俊 シュン

殉 ジュン

如 ジョ

召 ショウ
め-す

祥 ショウ

掌 ショウ

嬢 ジョウ

嘱 ショク

辱 ジョク

芯 シン

震 シン
ふる-う　ふる-える

刃 は

斥 セキ

漢字 音　　訓

隠 イン
かく-す　かく-れる

媛 エン

含 ガン
ふく-む　ふく-める

江 コウ
え

佐 サ

鎖 サ
くさり

索 サク

紫 シ
むらさき

斜 シャ
なな-め

朱 シュ

焦 ショウ
こ-げる　こ-がす　こ-がれる

壌 ジョウ

飾 ショク
かざ-る

浸 シン
ひた-す　ひた-る

藻 ソウ
も

泰 タイ

陶 トウ

塔 トウ

洞 ドウ
ほら

栃 とち

貪 ドン
むさぼ-る

奈 ナ

匂 にお-う

迫 ハク
せま-る

伴 ハン　バン
ともな-う

披 ヒ

尾 ビ
お

普 フ

噴 フン
ふ-く

黙 モク
だま-る

愉 ユ

雷 ライ
かみなり

辣 ラツ

漢字 音　　訓

脊 セキ

跡 セキ
あと

籍 セキ

仙 セン

但 ただ-し

淡 タン
あわ-い

嫡 チャク

鋳 チュウ
い-る

呈 テイ

偵 テイ

塡 テン

悼 トウ

舶 ハク

般 ハン

膚 フ

払 はら-う

蔽 ヘイ

俸 ホウ

倣 ホウ

崩 ホウ
くず-れる　くず-す

妨 ボウ
さまた-げる

肪 ボウ

紡 ボウ

没 ボツ

魅 ミ

盲 モウ

耗 モウ

慄 リツ

倫 リン

劣 レツ
おと-る

恋 レン
こ-う　こい　こい-しい

麓 ロク
ふもと

（２）

平成28年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／教育出版継続使用

教育出版継続使用 教育出版継続使用
◆３年生で移行措置が必要
　となる漢字①
＊［旧版教出３年 → 新版教出１年］の漢字

◆３年生で移行措置が必要
　となる漢字②
＊［旧版教出３年 → 新版教出２年］の漢字
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漢字 音　　訓

隠 イン
かく-す　かく-れる

媛 エン

含 ガン
ふく-む　ふく-める

江 コウ
え

佐 サ

鎖 サ
くさり

索 サク

紫 シ
むらさき

斜 シャ
なな-め

朱 シュ

焦 ショウ
こ-げる　こ-がす　こ-がれる

壌 ジョウ

飾 ショク
かざ-る

浸 シン
ひた-す　ひた-る

藻 ソウ
も

泰 タイ

陶 トウ

塔 トウ

洞 ドウ
ほら

栃 とち

貪 ドン
むさぼ-る

漢字 音　　訓

威 イ

郭 カク

繭 まゆ

頃 ころ

沙 サ

埼 さい

煮 に-る　に-える　に-やす

狩 シュ
か-る　か-り

渋 ジュウ
しぶ　しぶ-い　しぶ-る

叔 シュク

峠 とうげ

軟 ナン
やわ-らか　やわ-らかい

妊 ニン

墳 フン

僕 ボク

茂 モ
しげ-る

窯 かま

粒 リュウ
つぶ

漢字 音　　訓

奈 ナ

匂 にお-う

迫 ハク
せま-る

伴 ハン　バン
ともな-う

披 ヒ

尾 ビ
お

普 フ

噴 フン
ふ-く

黙 モク
だま-る

愉 ユ

雷 ライ
かみなり

辣 ラツ

（１）

　

平成28年度版

『伝え合う言葉　中学国語』
移行措置資料（漢字）

■４月から新しい教科書をお使いいただくにあたり
　本資料は，教科書の改訂（および採択会社の変更）の際に必要となる漢字の移行措置を
行うためのものです。ご指導にあたっては，適宜，本資料をご活用ください。
　音訓欄の，片仮名は音読みを，平仮名は訓読みを，＿＿線は特別な読みや用法のごく狭
い読みを示します。

教育出版継続使用 教育出版継続使用
◆２年生で移行措置が必要
　となる漢字①
＊［旧版教出２年 → 新版教出１年］の漢字

◆２年生で移行措置が必要
　となる漢字②
＊［旧版教出２年 → 新版教出１年］の漢字
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〒101- 0051 東京都千代田区神田神保町 2－10
TEL. 03-3238-6862  FAX. 03-3238-6887「地球となかよし」事務局

応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

受け継がれる伝統と心
私は中学校で，かるた部に所属しています。私がかる

たを始めたのは小学校四年生の頃です。私はこのときか
ら，かるたが好きです。理由は，男女も年齢も関係なく，
平等な立場で試合に立ち向かえるからです。また，いろ
いろな年代の方と話したり，仲良くなったりできるとこ
ろも，試合をしている全員が，古くからある百人一首を
一生懸命とっている姿も私のお気に入りです。百人一首
が現在まで残っているのは，日本人が百人一首を大切に
してきたからだと，私は思います。なので，私も大好き
な百人一首をこれから先も残せていけるように，かるた
を続けていきたいです。

前
回

入
選
作
品

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

小学生・中学生（数名のグループ単位での応募も可）応募資格

2016年 7月1日～ 9月 30日
詳細は「優秀作品展示室」とあわせてホームページをご覧下さい。応募期間

作品
テーマ

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

メッセージ
作品募集（2016年度）

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

第14回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!


