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根
本　

宗
子

現
実
の
自
分
を
使
い
、

　
　
現
実
よ
り
濃
密
に
今
を
生
き
る

ドイツのリーグで活躍する香西選手

演
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

今
の
私
が
「
現
実
の
自
分
を
使
い
、
現
実
よ
り
濃

密
に
今
を
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

私
は
十
二
歳
で
大
腿
骨
を
複
雑
骨
折
し
、
目
指

し
て
い
た
モ
ー
グ
ル
の
選
手
の
夢
が
絶
た
れ
た
。

幼
い
頃
か
ら
「
テ
レ
ビ
は
全
て
が
台
本
が
あ
っ
て

や
ら
せ
な
の
よ
。」
と
い
う
の
が
口
癖
の
超
現
実
主

義
者
の
母
親
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
世

代
の
中
で
ず
ば
抜
け
て
現
実
主
義
だ
っ
た
私
。
将

来
の
夢
を
人
に
聞
か
れ
た
り
、
当
時
流
行
っ
て
い

た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
帳
の
紙
に
将
来
の
夢
を
書
く
際

に
は「
モ
ー
グ
ル
の
選
手
に
な
り
た
い
！
」と
言
っ

た
り
書
い
た
り
し
て
い
た
が
、
雪
国
で
は
な
く
東

京
に
生
ま
れ
た
時
点
で
モ
ー
グ
ル
の
選
手
に
な
る

こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
心
の
中
で
は
気
が
つ

い
て
い
た
し
、
自
分
に
そ
の
ハ
ン
デ
を
埋
め
ら
れ

る
ほ
ど
の
根
性
が
あ
る
と
も
思
え
な
か
っ
た
。
で

も
、
あ
っ
と
い
う
間
に
ジ
ュ
ニ
ア
の
一
級
ま
で
の

検
定
に
な
ん
の
挫
折
も
な
く
合
格
し
て
き
た
自
分

の
実
力
か
ら
し
て
、
あ
あ
多
分
私
は
ス
キ
ー
の
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
仕
事
に
し

て
生
き
て
い
く
ん
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
た
。
そ

れ
が
当
時
の
現
実
だ
っ
た
。

し
か
し
、
十
三
歳
を
目
前
に
控
え
て
い
た
ス

キ
ー
の
シ
ニ
ア
検
定
が
受
け
ら
れ
る
一
年
目
の

秋
。
私
は
学
校
の
競
技
会
で
大
腿
骨
を
複
雑
骨
折

し
、「

二
度
と
ス
キ
ー
は
滑
れ
な
い
。」

と
狭
い
病
院
の
部
屋
で
言
い
渡
さ
れ
た
。
絶
望
的

を
通
り
越
し
た
人
生
で
初
め
て
あ
ま
り
現
実
味
が

な
い
瞬
間
だ
っ
た
。
今
の
よ
う
に
普
通
に
歩
行
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
数
年
間
は
記
憶
が
曖

昧
な
ほ
ど
に
辛
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
車

月刊「根本宗子」第14号『スーパーストライク』（2017年上演）
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椅
子
に
乗
っ
た
私
を
母
は
演
劇
の
劇
場
へ
と
連
れ

て
行
っ
て
く
れ
た
。

そ
れ
が
私
と
演
劇
が
出
会
っ
た
瞬
間
だ
。

そ
こ
に
は
当
時
の
私
の
感
情
の
全
て
が
あ
っ

た
。毎

日
が
辛
く
、
で
も
自
分
の
気
持
ち
を
誰
に
ど

う
伝
え
て
い
い
か
も
わ
か
ら
ず
言
葉
に
な
ら
な
い

感
情
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
私
の

気
持
ち
の
全
て
が
あ
っ
た
の
だ
。

別
に
車
椅
子
の
少
女
の
話
で
も
な
け
れ
ば
、
自

分
の
境
遇
が
似
た
登
場
人
物
が
出
て
く
る
訳
で
も

な
い
、
演
劇
初
心
者
の
私
か
ら
し
た
ら
な
ん
の
話

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
な
ん
て
理
解
で
き
て

い
な
か
っ
た
と
思
う
。
で
も
、
そ
こ
に
生
き
て
い

る
役
者
の
熱
量
と
、
戯
曲
に
描
か
れ
て
い
る
言
葉

を
聞
い
て
「
こ
れ
は
私
の
中
身
だ
。」
と
感
じ
た
。

つ
ま
り
、
演
劇
と
い
う
芸
術
の
持
っ
て
い
る

熱
の
部
分
が
私
を
動
か
し
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
と

て
も
面
白
い
作
品
だ
っ
た
し
、
素
晴
ら
し
い
お
芝

居
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
現
実
よ
り
生
々
し

く
三
時
間
舞
台
上
で
生
き
て
い
る
役
者
た
ち
が
い

た
。
と
て
も
輝
い
て
見
え
た
。

ど
ん
な
に
い
い
セ
リ
フ
を
作
家
が
書
い
た
っ

て
そ
れ
を
言
う
役
者
が
つ
ま
ら
な
け
れ
ば
客
席
に

は
届
か
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
役
者
一
人
一

人
が
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
て
、
ど
ん
な
恋
愛
を

し
て
い
て
、
ど
ん
な
環
境
に
生
ま
れ
た
人
な
の
か

な
ん
て
正
直
芝
居
を
見
て
も
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
読

ん
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
面
白
い
芝
居
に

出
て
い
る
役
者
は
、
自
分
が
生
き
て
き
た
全
て
の

こ
と
を
使
っ
て
舞
台
上
に
立
っ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
車
椅
子
の
私
の
心
が
演
劇
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
い
う
役
者
が
作
家
の
書
い

た
言
葉
を
自
分
と
い
う
体
を
し
っ
か
り
通
し
て
発

し
て
い
た
か
ら
だ
と
今
と
な
っ
て
は
と
て
も
感
じ

る
。こ

れ
は
日
常
で
も
同
じ
で
、
自
分
の
経
験
値

を
し
っ
か
り
わ
か
っ
た
上
で
話
を
し
て
く
れ
る
人

の
言
葉
と
い
う
の
は
と
て
も
す
っ
と
自
分
の
心
に

入
っ
て
く
る
し
、
逆
に
自
分
を
大
き
く
見
せ
た
い

と
か
カ
ッ
コ
つ
け
た
い
み
た
い
な
人
の
言
葉
と

い
う
の
は
一
見
飾
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る

が
、
よ
く
聞
く
と
作
り
物
の
飾
り
ば
か
り
で
心
に

入
っ
て
こ
な
い
。

自
分
を
さ
ら
け
出
し
、
素
直
に
相
手
と
向
き
合

う
こ
と
の
大
事
さ
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
。

こ
の
私
と
演
劇
と
の
出
会
い
の
経
験
を
経
て
、

私
は
役
を
演
じ
る
時
も
、
セ
リ
フ
を
書
く
時
も

月刊「根本宗子」第13号『夢と希望の先』（2016年上演）
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劇作家
根本　宗子（ねもと　しゅうこ）
1989年東京都出身。
19歳で劇団，月刊「根本宗子」を旗揚げ。
以降，劇団公演では全ての作品の作，演
出を手掛け，女優としても外部作品にも
多数出演。最近では，ＷＥＢドラマ「女
子の事件は大抵、トイレで起こるのだ。」，
ショートムービー「Heavy Shabby Girl」
の脚本を手がけるなど，演劇以外でも精
力的に活動中。2015年上演の「夏果て
幸せの果て」にて，第60回岸田國士戯
曲賞最終候補作品に選出される。

「
自
分
が
歩
ん
で
き
た
道
」
を
し
っ
か
り
た
ど
る
よ

う
に
心
が
け
て
い
る
。

私
は
普
段
演
劇
を
作
る
際
、「
こ
の
芝
居
が
、
誰

か
の
初
め
て
見
る
演
劇
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の

だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

私
が
初
め
て
見
た
演
劇
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た

よ
う
に
、
私
の
書
く
言
葉
が
役
者
と
い
う
存
在
を

通
し
て
見
て
い
る
人
に
届
い
た
時
、
そ
の
人
を
ど

う
動
か
せ
る
か
と
い
う
こ
と
の
大
事
さ
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
。
私
が
歩
ん
で
き
た
道
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
セ
リ
フ
の
力
だ
け
で
完
成
で
き

る
芸
術
が
や
り
た
け
れ
ば
私
は
小
説
家
を
や
れ
ば

い
い
わ
け
だ
が
、
私
が
演
劇
と
い
う
も
の
を
選
ん

で
い
る
意
味
は
、
私
の
歩
ん
で
き
た
道
か
ら
生
ま

れ
た
セ
リ
フ
を
、
さ
ら
に
第
三
者
で
あ
る
役
者
の

歩
ん
で
き
た
道
を
通
し
て
客
席
に
放
つ
こ
と
で
よ

り
熱
を
帯
び
た
言
葉
と
な
り
、
誰
か
の
心
に
入
り

や
す
く
な
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。

人
か
ら
言
わ
れ
た
だ
け
じ
ゃ
素
直
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
言
葉
も
、
演
劇
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
す
と
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
と

思
う
し
、
演
劇
で
動
い
た
心
と
見
終
わ
っ
た
後
に

一
人
で
向
き
合
う
時
間
を
観
客
の
人
に
は
大
事
に

し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
の
た
め
に
そ
の
時
間
を
大
事
に
し
て
も
ら
え

る
よ
う
な
演
劇
を
作
ろ
う
と
努
め
て
い
る
。

演
劇
や
そ
の
他
芸
術
に
触
れ
た
際
、

「
こ
れ
私
の
こ
と
言
っ
て
な
い
？
」
と
思
う
こ

と
が
こ
の
先
み
ん
な
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
。
そ

の
感
覚
を
ど
う
か
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。

月刊「根本宗子」
2009年5月実験公演を経て，同年7月の，創刊号『親
の顔が見てみたい』が旗揚げ公演。脚本と演出は全て
根本宗子が務める。旗揚げ公演以来，年2回の本公演
を重ねながら，本公演以外にも，四谷三丁目にあるキャ
パ20名ほどのバー夢にて行う『バー公演』シリーズ
や，作家5人による書下ろしによる根本宗子一人芝居
やバー公演シリーズをまとめて上演する『別冊「根本
宗子」』などを行う。
最新作は，演劇的実験に挑む新企画，演劇実験「根本
宗子」第一実験室『コンビニ』が2018年10月12日（金）
より，すみだパークギャラリーささやで上演される。
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「
な
い
な
。」
と
つ
ぶ
や
く
。
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
一
人
の
男
子
生
徒

が
、「
先
生
、
ど
う
し
て
桜
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
発
言
す
る

の
で
あ
る
。
教
師
の
「
お
っ
！
」
と
い
う
声
に
か
ぶ
せ
て
、
模
擬
試

験
か
何
か
の
Ｐ
Ｒ
が
流
れ
る
展
開
だ
。

そ
も
そ
も
こ
の
授
業
の
描
か
れ
方
、
授
業
者
は
板
書
の
重
要
事
項

を
示
し
な
が
ら
授
業
を
行
っ
て
い
る
の
に
、
教
室
は
全
く
無
関
心
の

ふ
う
で
、「
こ
こ
は
重
要
だ
。」
と
い
う
教
師
の
声
だ
け
が
一
方
的
、

か
つ
む
な
し
く
流
れ
て
ゆ
く
と
い
う
有
様
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
古
典

の
授
業
の
状
況
に
対
す
る
通
念
的
な
捉
え
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な

教
室
の
現
状
に
諦
め
の
色
を
に
じ
ま
せ
る
少
々
く
た
び
れ
た
教
師
と

い
う
設
定
も
大
い
に
引
っ
か
か
る
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
先
こ
の
教
師

が
彼
の
質
問
に
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
と
て
も
気
に
な
っ
た
。

こ
の
質
問
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
彼
は
「
な
ん
で
梅
な
ん
で

す
か
？
」
で
は
な
く
、「
桜
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
問
う
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
生
徒
は
、「
花
」
と
言
え
ば
桜
を
さ
す
と
い
う
古

文
の
決
ま
り
ご
と
を
既
に
学
ん
で
お
り
、
そ
の
知
識
を
基
と
し
て
、

こ
の
歌
の
場
合
に
は
梅
を
さ
す
と
い
う
特
異
性
に
気
づ
き
、
そ
の
疑

問
を
教
師
に
ぶ
つ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
が
こ
こ
に
成
り
立
と
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
を

き
っ
か
け
に
、
こ
う
し
た
学
び
を
教
室
全
体
で
共
有
し
得
る
か
否
か

が
、
教
師
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
だ
ろ
う
。

２　

古
典
に
お
け
る
類
型
性
の
気
づ
き

こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
歌

１　

は
じ
め
に

先
日
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
、
な
か
な
か
興
味
深
い
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
が
流
れ
て
い
た
。
中
学
校
か
と
思
わ
れ
る
授
業
風
景
で
あ
る
。

「
小
倉
百
人
一
首
」
に
採
ら

れ
て
名
高
い
紀
貫
之
の
一

首
、「
人
は
い
さ
心
も
知
ら

ず
古
里
は
…
…
」〈
三
十
五

番
歌
〉
の
和
歌
を
板
書
し
た

教
師
が
、「
花
ぞ
昔
の
」
の

句
を
示
し
て
、「
こ
の
『
花
』

は
梅
だ
ぞ
。」
と
言
い
、「
何

か
質
問
は
？
」
と
問
い
か
け

る
。
そ
し
て
微
妙
な
間
と

諦
め
の
表
情
を
見
せ
て
、

先
生
、

ど
う
し
て

桜
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
か

ど
う
し
て

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
導
く
〈
古
典
教
育
〉

『
古
今
和
歌
集
』か
ら
見
え
て
く
る
こ
と

群
馬
大
学
教
育
学
部
教
授　

藤ふ
じ

本も
と　

宗む
ね

利と
し　
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「主体的・対話的で深い学び」に導く〈古典教育〉

『古今和歌集』から見えてくること

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

「主体的・対話的で深い学び」に導く〈古典教育〉

『古今和歌集』から見えてくること
授

実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

（
傍
線
は
筆
者
記
入
に
よ
る
）

こ
う
し
て
並
べ
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
表
現
の
類
型
が
見

て
と
れ
よ
う
。
桜
は
「
散
る
」「
移
ろ
ふ
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多

の
成
立
を
示
す
詞
書
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
教
育

出
版
教
科
書
三
年
の
『
和
歌
の
調
べ
』
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。
和
歌
の
詞
書
に
「
梅
の
花
を
折
り
て
よ
め
る
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
と
、
タ
ネ
を
明
か
す
の
は
た
や
す

い
が
、
そ
れ
で
は
身
も
蓋
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
詞
書
の
情
報
は
、
切

り
札
と
し
て
授
業
者
の
胸
に
収
め
て
お
い
て
、
学
習
者
に
芽
生
え
て

き
た
主
体
的
学
び
の
姿
勢
を
伸
ば
し
て
い
く
よ
う
な
展
開
を
心
が
け

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
彼
が
「
桜
」
だ
と
思
っ
た
根
拠
を
教
室
全
体
で
共
有
し
た

い
。「
花
見
」
や
「
花
吹
雪
」
等
を
例
示
し
て
、
現
在
で
も
「
花
」

と
言
え
ば
桜
を
さ
す
事
実
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
こ
の
歌
の
場
合
、
そ
の
通
例
を
破
っ
て
「
梅
」
を
さ
す
と

い
う
こ
と
が
、
ど
こ
か
ら
わ
か
る
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ

の
一
首
の
み
を
、
い
く
ら
解
析
し
て
も
得
ら
れ
る
答
え
で
は
な
い
。

和
歌
の
場
合
、
桜
の
歌
に
も
梅
の
歌
に
も
、
お
の
ず
と
表
現
上
の
類

型
が
現
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
歌

を
並
べ
て
見
比
べ
る
必
要
が
あ
る
。
く
だ
ん
の
一
首
は
『
古
今
和
歌

集
』
所
収
で
あ
る
か
ら
、
対
照
さ
せ
る
の
も
同
じ
『
古
今
和
歌
集
』

の
歌
を
十
首
ば
か
り
選
ん
で
提
示
す
る
方
法
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

「
梅
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
歌

 

読
み
人
知
ら
ず

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ
梅
の
花
あ
り
と
や
こ
こ
に
鴬
の
鳴
く

 

読
み
人
知
ら
ず

色
よ
り
も
香か

こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ
れ
誰た

が
袖
触
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も

 

紀
友
則

君
な
ら
で
誰た
れ

に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る

 

凡
河
内
躬
恒

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
の
花
香
を
尋
ね
て
ぞ
知
る
べ
か
り
け
る

 

凡
河
内
躬
恒

春
の
夜よ

の
夢
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
隠
る
る

「
桜
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
歌

 

読
み
人
知
ら
ず

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜

さ
く
ら

花ば
な

移
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く

 

読
み
人
知
ら
ず

残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
果
て
の
憂
け
れ
ば

 

紀
貫
之

春
霞
な
に
隠
す
ら
む
桜
花
散
る
間ま

を
だ
に
も
見
る
べ
き
も
の
を

 

凡
河
内
躬
恒

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
桜
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
む

 

大
友
黒
主

春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば
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く
、
咲
く
と
見
る
間
に
散
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
は
か
な
さ
を
惜
し
む
と

い
う
歌
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
花
を
散
ら
す
雨
風
を
嘆
き
、
花
を
立
ち

隠
す
霞
を
恨
む
の
で
あ
る
。
対
し
て
「
香
」「
に
ほ
ふ
」
と
詠
ま
れ

る
の
は
、
梅
の
歌
の
定
番
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
花
ぞ
昔
の
香

に
に
ほ
ひ
け
る
」
と
詠
ま
れ
た
く
だ
ん
の
歌
は
、
し
た
が
っ
て
梅
の

歌
の
典
型
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
右
の
十
首
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
抽
出
し
た
結
果

で
あ
る
わ
け
だ
が
、
春
歌
の
上
・
下
巻
に
は
こ
れ
ら
の
他
に
、

�

紀
貫
之

暮く

る
と
明あ

く
と
目
か
れ
ぬ
も
の
を
梅
の
花
いつ
の
人ひ

と

間ま

に
移
ろ
ひ
ぬ
ら
む

の
ご
と
く
「
移
ろ
ひ
」
を
嘆
く
梅
の
歌
も
あ
れ
ば
、

�

紀
友
則

色
も
香か

も
お
な
じ
昔
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け
る

の
よ
う
に
「
香
」
を
詠
む
桜
の
歌
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
ご
く
少
数
の
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
時
間
を
無
制
限
に
使
え
る
な

ら
、
春
の
歌
を
全
て
提
示
し
て
、
こ
の
よ
う
な
例
外
を
も
含
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
表
現
の
特
徴
を
考
え
さ
せ
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
あ
ま

り
現
実
的
な
方
策
と
は
思
わ
れ
な
い
。

む
し
ろ
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
梅
を
歌
っ
た
和
歌
、
桜
を

歌
っ
た
和
歌
の
特
徴
を
理
解
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
れ
を
他
の
歌
集
や

他
の
時
代
の
表
現
と
比
較
す
る
よ
う
な
学
習
に
よ
り
「
伝
統
性
」
を

認
識
さ
せ
た
い
。
例
え
ば
、
教
育
出
版
教
科
書
一
年
の
「
小
倉
百
人

一
首
」
を
利
用
し
て
み
る
。
梅
を
歌
っ
た
和
歌
は
く
だ
ん
の
一
首
の

み
な
の
で
、
残
念
な
が
ら
比
較
の
対
象
を
も
た
な
い
が
、
桜
の
ほ
う

は
「
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
…
…
」〈
九
番
歌
〉
を

は
じ
め
と
し
て
、「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
…
…
」〈
三
十
三

番
歌
〉、「
花
さ
そ
ふ
嵐
の
庭
の
雪
な
ら
で
…
…
」〈
九
十
六
番
歌
〉

の
よ
う
に
散
り
や
す
い
花
を
嘆
く
、
あ
る
い
は
「
高
砂
の
尾
上
の
桜

咲
き
に
け
り
…
…
」〈
七
十
三
番
歌
〉
の
よ
う
に
元
来
花
期
の
短
い

山
桜
を
立
ち
隠
す
霞
を
恨
む
と
い
う
趣
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
見
事
な

ほ
ど
『
古
今
和
歌
集
』
的
だ
と
わ
か
る
。
こ
う
な
る
と
紅
葉
の
歌
に

も
同
様
な
「
類
型
性
」
が
見
出
せ
る
か
に
、
学
習
者
の
興
味
を
向
か

わ
せ
た
い
。
く
い
つ
き
の
よ
い
ク
ラ
ス
な
ら
、「
小
倉
百
人
一
首
」

の
一
覧
を
用
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
紅
葉
を
歌
っ
た
和
歌
と
の

比
較
を
試
み
る
の
も
発
展
的
学
習
と
し
て
興
味
深
い
だ
ろ
う
。

３　

和
歌
的
伝
統
性
へ
の
導
き

考
え
て
み
る
と
、
現
代
で
も
桜
や
紅
葉
の
季
節
に
な
れ
ば
、
テ
レ

ビ
で
は
ど
こ
そ
こ
の
花
が
見
頃
だ
の
、
ど
こ
の
山
で
紅
葉
が
始
ま
っ

た
の
、
あ
い
に
く
の
花
散
ら
し
の
雨
に
な
る
だ
ろ
う
の
と
、
話
題
に

な
ら
な
い
日
が
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
我
々
も
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
完
全
に
こ
う
し
た
伝
統
性
の
延
長
上
に
生
き
て
い
る
の
に
、

そ
の
こ
と
自
体
に
無
自
覚
な
こ
と
と
言
っ
た
ら
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と

こ
の
上
な
い
。
本
来
な
ら
古
典
教
育
の
基
盤
と
し
て
、『
古
今
和
歌

集
』
の
学
習
を
し
っ
か
り
と
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
状
で

は
と
て
も
望
め
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
せ
め
て
は
現
代
人

に
と
っ
て
も
い
く
ら
か
馴
染
み
の
あ
る
「
小
倉
百
人
一
首
」
を
用
い

て
、
和
歌
的
伝
統
性
の
認
識
へ
と
導
き
た
い
。
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「主体的・対話的で深い学び」に導く〈古典教育〉

『古今和歌集』から見えてくること

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

「主体的・対話的で深い学び」に導く〈古典教育〉

『古今和歌集』から見えてくること
授

実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

む
覚
え
け
る
。」
を
置
い
て
見
て
み
る
と
、
両
者
の
類
型
性
が
は
っ

き
り
と
確
認
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
な
る
発
展
的
学
習
と
し
て
、
同
じ
く
第
六
学
年
共
通
教
材
と

な
っ
て
い
る
「
越
天
楽
今
様
」
の
歌
詞
や
、
道
元
禅
師
の
「
春
は
花

夏
ほ
と
と
ぎ
す
秋
は
月
冬
雪
さ
え
て
涼
し
か
り
け
り
」
を
並
べ
て
み

る
と
、
そ
こ
に
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
四
季
の
歌
と
の
重
な
り
が
見

て
と
れ
る
と
と
も
に
、
現
代
人
の
季
節
感
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る

こ
と
︱
︱
例
外
は
「
夏
ほ
と
と
ぎ
す
」
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
後
稿
に
譲
り
た
い
︱
︱
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。こ

う
し
た
学
習
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
季
節
感
を
理
解
さ
せ
て
か

ら
、
改
め
て
生
徒
た
ち
に
『
枕
草
子
』
の
初
段
を
読
ま
せ
て
み
る

と
、
お
そ
ら
く
今
ま
で
の
読
み
と
は
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
必
定
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
漠
然
と
、「
平
安
時
代
の
作
者
の
季
節
感
」
と

考
え
て
き
た
も
の
が
、
実
の
と
こ
ろ
同
時
代
に
お
い
て
は
相
当
に

異
端
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。「
春

は
」「
秋
は
」
と
言
い
つ
つ
、「
花
」
に
も
「
紅
葉
」
に
も
「
月
」
に

も
言
及
し
な
い
こ
の
作
品
を
読
ん
で
、「
古
人
の
心
に
ふ
れ
る
」
と

い
う
よ
う
な
学
習
を
さ
せ
る
こ
と
の
危
う
さ
を
、
授
業
者
は
自
覚
す

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
ど
う
扱
う
べ
き
な
の
か
。
そ
れ

は
ま
た
次
号
で
考
察
し
た
い
。

で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
の
と
き
に
和
歌
の
世
界
に
の
み
留
ま
ら
せ

ず
、
例
え
ば
花
見
や
紅
葉
狩
り
の
ご
と
く
、
そ
う
し
た
伝
統
性
が
現

代
の
日
常
生
活
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
気
づ
か

せ
る
工
夫
を
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
私
自
身
が
、
中
学
校
で
の
出
前
講
義
等
で
引
き
合
い
に

す
る
の
は
唱
歌
の
歌
詞
で
あ
る
。
小
学
校
音
楽
科
の
第
四
学
年
の
共

通
教
材
で
あ
る
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
や
「
も
み
じ
」
な
ど
は
最
適

で
、
誰
も
が
歌
詞
の
景
色
を
思
い
描
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詞
章
に
並
べ
て
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
か
ら
「
春
の
朝

あ
し
た

に
花
の
散
る
を
見
、
秋
の
夕
暮
に
木こ

の
葉
の
落
つ
る
を
聞
き
」
や

「
秋
の
夕ゆ

ふ
べ、

龍
田
河
に
流
る
る
紅
葉
を
ば
、
帝
の
御

お
ほ
ん

目め

に
錦
と
見
た

ま
ひ
、
春
の
朝あ

し
た、

吉
野
の
山
の
桜
は
人
麿
が
心
に
は
雲
か
と
の
み
な

さ
く
ら
さ
く
ら

さ
く
ら
　
さ
く
ら
　
野
山
も
里
も
　
見
わ
た
す
か
ぎ
り
　
か
す
み
か
雲
か

朝
日
に
に
お
う
　
さ
く
ら
　
さ
く
ら
　
花
ざ
か
り

も
み
じ

秋
の
夕
日
に
　
て
る
山
も
み
じ
　
こ
い
も
う
す
い
も
　
数
あ
る
中
に

ま
つ
を
い
ろ
ど
る
　
か
え
で
や
つ
た
は
　
山
の
ふ
も
と
の
　
す
そ
も
よ
う

谷
の
流
れ
に
　
ち
り
う
く
も
み
じ
　
波
に
ゆ
ら
れ
て
　
は
な
れ
て
よ
っ
て

赤
や
黄
色
の
　
色
さ
ま
ざ
ま
に
　
水
の
上
に
も
　
お
る
に
し
き
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連
載

行
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
法
は
な
い
ね
。
Ｃ
君
が

デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
行
っ
た
の
は
「
事
実
」
で
、
男
三

人
で
行
っ
た
の
は
「
真
実
」
っ
て
と
こ
ろ
か
な
。

学
生
Ｄ　

ど
ー
で
も
よ
く
ね
ー
。
Ｃ
君
の
デ
ィ
ズ

ニ
ー
デ
ビ
ュ
ー
は
。

学
生
Ｃ　

確
か
に
…
…
。
先
生
、
ゼ
ミ
を
始
め
て
く

だ
さ
い
。

学
生
Ｄ　

お
前
が
言
い
出
し
た
ん
だ
ろ
。

丹
藤

ま
あ
ま
あ
。
Ｃ
君
が
彼
女
と
二
人
で
、
ビ
ッ

グ
サ
ン
ダ
ー
マ
ウ
ン
テ
ン
に
乗
り
、
絶
叫
す
る
日

が
来
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
っ
て
い
る
よ
。

学
生
Ｃ　

は
い
、
が
ん
ば
り
ま
す
。

丹
藤

と
こ
ろ
で
、
奇
し
く
も
、
Ｃ
君
か
ら
、
今
日

の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
出
て
き
ま
し
た
。

学
生
Ｃ　

え
ー
、
な
ん
だ
ろ
…
…
。
俺
、
そ
ん
な
す

ご
い
こ
と
言
っ
た
っ
け
？

学
生
Ａ　
「
事
実
」
で
す
か
？

丹
藤

ピ
ン
ポ
ン
！　

今
日
は
、「
説
明
文
と
は
何

か
？
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
に
、
書
物
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
Ｂ
さ
ん
、
ど
う

違
い
ま
す
か
？

学
生
Ｂ　
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
は
虚
構
で
、「
ノ
ン

１　
「
虚
構
」
と
「
現
実
」

丹
藤

さ
て
、
五
回
め
の
ゼ
ミ
を
始
め
よ
う
。
み

ん
な
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
で
、
ぼ
ー
っ

と
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
？　

Ｆ
さ
ん
は
何
し
て
た

の
？

学
生
Ｆ　

あ
た
し
で
す
か
？ 

ず
ー
っ
と
バ
イ
ト
し

て
ま
し
た
。

丹
藤

Ｅ
さ
ん
は
？

学
生
Ｅ　

実
行
委
員
に
明
け
暮
れ
て
ま
し
た
。

丹
藤

実
行
委
員
か
？ 

お
疲
れ
様
で
す
。
さ
て
、

今
日
は
…
…
。

学
生
Ｃ　

あ
の
ー
、
先
生
！　

僕
に
も
聞
い
て
く
だ

さ
い
よ
。
と
う
と
う
デ
ィ
ズ
ニ
ー
に
行
っ
ち
ゃ
い

ま
し
た
。
人
生
初
っ
す
。

学
生
Ｂ　

彼
女
で
き
た
の
？

学
生
Ｆ　

嘘
で
し
ょ
。

学
生
Ｃ　

ラ
ン
ド
に
行
っ
た
の
は
事
実
！

学
生
Ｄ　

男
三
人
で
行
っ
た
ら
し
い
よ
。

学
生
Ｃ　

な
に
、
み
ん
な
で
ド
ン
引
き
し
て
ん
だ
よ
。

い
い
じ
ゃ
ね
え
の
。
男
同
士
で
行
っ
た
っ
て
…
…
。

事
実
な
ん
だ
か
ら
…
…
。

丹
藤

確
か
に
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
男
同
士
で

第
１
回説明文とは何か？

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
　⑤

丹藤ゼミ：第５回
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て
要
旨
を
把
握
す
る
こ
と
。」

丹
藤

は
い
、
あ
り
が
と
う
。
今
読
ん
で
も
ら
っ
た

箇
所
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
何
で
す
か
？　

Ｄ
君
。

学
生
Ｄ　
「
事
実
と
感
想
、
意
見
」
を
区
別
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

丹
藤

は
い
。
指
導
要
領
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
に
し
て
も
、「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」

に
し
て
も
、
言
語
表
現
に
お
い
て
「
事
実
」
と

「
感
想
、
意
見
」
は
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

２　
「
事
実
」
と
「
意
見
」
は
分
け
ら
れ
る
？

丹
藤

国
語
教
育
で
は
、
文
学
的
文
章
と
説
明
的
文

章
に
分
け
る
の
が
フ
ツ
ー
で
す
。
そ
し
て
、
説
明

的
文
章
は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
を
分
け
る
こ
と

は
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
み
ん
な
も
そ

う
思
っ
て
い
る
で
し
よ
う
。

　
　

で
は
、
次
の
資
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ぞ

ザ
・
説
明
文
と
お
ぼ
し
き
文
章
を
用
意
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
五
月
二
十
九
日
、
神
奈
川
県
で
高
齢
者

が
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
「
事
実
」
に
つ
い
て
の

新
聞
記
事
で
す
。
こ
れ
か
ら
音
読
し
て
も
ら
い
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
差
異
に
つ
い
て
注
意

分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

平
成
二
十
九
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い

て
も
、
こ
の
事
情
に
変
わ
り
は
な
い
。
資
料
を
二

種
類
用
意
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
指
導
要
領
を
見
て

く
だ
さ
い
。

　
　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第
五
学
年
及
び
第
六

学
年
に
お
け
る
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
の

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
（
１
）
イ
」
を
、
Ａ
君

読
ん
で
く
だ
さ
い
。

学
生
Ａ　

は
い
。「
話
の
内
容
が
明
確
に
な
る
よ
う

に
、
事
実
と
感
想
、
意
見
と
を
区
別
す
る
な
ど
、

話
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
。」

丹
藤

Ｂ
さ
ん
は
、「
書
く
こ
と
（
２
）
ウ
」
を
読

ん
で
く
だ
さ
い
。

学
生
Ｂ　
「
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
簡
単
に
書
い
た

り
詳
し
く
書
い
た
り
す
る
と
と
も
に
、
事
実
と
感

想
、
意
見
と
を
区
別
し
て
書
い
た
り
す
る
な
ど
、

自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に
書
き
表
し
方
を
工

夫
す
る
こ
と
。」

丹
藤

Ｃ
君
は
、「
読
む
こ
と
（
１
）
ア
」
を
読
ん

で
。

学
生
Ｃ　
「
事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を

叙
述
を
基
に
押
さ
え
、
文
章
全
体
の
構
成
を
捉
え

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
は
現
実
…
…
で
す
。

丹
藤

「
虚
構
」
と
「
現
実
」
は
ど
う
違
う
の
？

学
生
Ｂ　

え
ー
っ
。

丹
藤

よ
く
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
は
、「
こ
の
ド
ラ
マ

は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
実
在
の
も
の
と
は
関

係
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
た
り

す
る
よ
ね
。

学
生
Ｂ　
「
虚
構
」
は
現
実
に
は
な
い
…
…
。

丹
藤

ソ
ダ
ネ
ー
。
虚
構
上
の
記
号
が
現
実
的
な
対

象
を
も
た
な
い
。
つ
ま
り
、
実
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

学
生
Ｃ　

先
生
、「
ソ
ダ
ネ
ー
」
が
よ
っ
ぽ
ど
気
に

入
っ
て
る
ん
す
ね
。

丹
藤

ツ
ッ
コ
ミ
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
な

ん
か
ほ
ん
わ
か
し
て
い
て
、
い
い
感
じ
が
す
る
ん

だ
よ
。

　
　

さ
て
、
一
般
に
、
言
葉
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト

は
、「
虚
構
」
と
「
現
実
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
分
け
ら
れ
ま
す
。
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
物

語
や
小
説
は
「
虚
構
」
で
、
説
明
文
や
評
論
は

「
現
実
」
も
し
く
は
「
事
実
」
を
扱
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
語
教
育
に
お
い

て
、
説
明
文
や
評
論
は
「
事
実
」
と
「
意
見
」
に
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連
載

も
あ
る
よ
ね
。
Ｆ
さ
ん
か
ら
、
気
が
つ
い
た
と
こ

ろ
を
あ
げ
て
み
て
。

学
生
Ｆ　

容
疑
者
の
表
現
が
「
朝
日
新
聞
」
で
は
、

「
歩
行
者
が
渡
り
始
め
た
の
が
見
え
た
の
で
、
ハ

ン
ド
ル
を
切
っ
た
」
と
な
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、

「
毎
日
新
聞
」
は
「
誰
も
横
断
歩
道
を
渡
り
始
め

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
行
け
る
と
思
っ
た
」
と
、

微
妙
に
違
っ
て
ま
す
。

学
生
Ａ　

先
生
、「
…
…
と
い
う
」
っ
て
表
現
が
多

い
と
い
う
こ
と
は
、
書
い
た
記
者
が
自
分
で
見
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

丹
藤

警
察
の
記
者
会
見
で
聞
い
た
こ
と
を
書
い
て

る
ん
で
し
ょ
。　

学
生
Ｃ
「
運
転
に
問
題
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
」
と
か
ぎ
か
っ
こ
に
な
っ
て
る
の
は
、
こ

れ
は
直
接
取
材
し
た
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

学
生
Ｅ　

そ
う
じ
ゃ
な
い
。

学
生
Ｂ　
「
容
疑
者
」
が
「
自
動
車
修
理
店
」
…
…
。

学
生
Ｆ　
「
朝
日
新
聞
」
で
は
「
車
整
備
会
社
」
と

な
っ
て
る
よ
。

学
生
Ｂ　

う
ん
。「
朝
日
新
聞
」
は
さ
、「
運
転
に
問

題
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
あ
っ

て
、「
毎
日
新
聞
」
は
「
容
疑
者
は
３
月
に
運
転

丹
藤

は
い
。
事
故
の
日
時
・
場
所
・
被
害
者
な
ど

に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
で
も
、
同

じ
事
故
・
事
実
を
扱
っ
て
い
て
も
、
異
な
る
箇
所

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
で
は
、
Ｄ
君
お
願
い
し
ま

す
。

学
生
Ｄ　

は
い
。

「
朝
日
新
聞
」　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

道
１
号
に
入
り
、
約
15
㍍
先
に
あ

る
交
差
点
の
手
前
の
横
断
歩
道
で
、

ガ
ー
ド
レ
ー
レ
ー
ル
の
切
れ
目
を

通
っ
て
歩
道
に
突
っ
込
ん
だ
。
車

側
の
信
号
は
赤
だ
っ
た
と
い
う
。

女
性
は
今
年
３
月
に
運
転
免
許

を
更
新
。
75
歳
以
上
に
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
検
査
を
昨
年
12
月
に

受
け
、
認
知
機
能
に
低
下
の
恐
れ

は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
。

車
整
備
会
社
の
男
性
に
よ
る
と
、

女
性
は
こ
の
日
、
旅
行
の
土
産
を

持
っ
て
き
た
と
い
う
。「
運
転
に
問

題
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
」
と
話
し
た
。
同
居
す
る
長

男
（
62
）
に
よ
る
と
、
女
性
は
通

院
の
た
め
に
週
に
１
、
２
回
は
運

転
し
て
い
た
。

28
日
午
前
10
時
55
分
ご
ろ
、
神
奈

川
県
茅
ケ
崎
市
元
町
の
国
道
１
号

交
差
点
で
、
乗
用
車
が
横
断
歩
道

の
歩
行
者
ら
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、

脇
の
歩
道
に
突
っ
込
む
事
故
が
あ

っ
た
。
こ
の
事
故
で
１
人
が
死
亡
、

３
人
が
軽
傷
を
負
っ
た
。
県
警
は
、

乗
用
車
を
運
転
し
て
い
た
同
市
若

松
町
の
無
職
の
女
性
（
90
）
を
自

動
車
運
転
死
傷
処
罰
法
違
反
（
過

失
運
転
致
死
傷
）
の
疑
い
で
逮
捕

す
る
方
針
。

女
性
は
調
べ
に
「
信
号
は
赤
だ
っ

た
が
歩
行
者
が
渡
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
発
進
し
た
。
歩
行
者
が
渡

り
始
め
た
の
が
見
え
た
の
で
、
ハ

ン
ド
ル
を
切
っ
た
」
と
説
明
し
て

い
る
と
い
う
。

茅
ヶ
崎
署
に
よ
る
と
、
は
ね
ら

れ
た
の
は
い
ず
れ
も
市
内
在
住
で
、

女
性
（
57
）
が
死
亡
し
た
ほ
か
、

男
性
（
63
）、
女
性
（
39
）、
女
性

（
61
）
が
軽
傷
、
運
転
し
て
い
た
女

性
も
軽
傷
を
負
っ
た
。

女
性
は
事
故
の
直
前
、
車
整
備

会
社
の
駐
車
場
か
ら
左
折
し
て
国

歩
道
突
入　

４
人
は
ね
る

茅
ヶ
崎
　
90
歳
運
転
、
１
人
死
亡
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て
何
か
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
？ 　

Ｂ

さ
ん
。

学
生
Ｂ　

は
い
。
最
後
の
段
落
で
、
事
故
の
様
子
が

具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

丹
藤

Ｃ
君
は
？

学
生
Ｃ　

僕
も
同
じ
で
、「
朝
日
新
聞
」
や
「
毎
日

新
聞
」
は
事
故
の
こ
と
を
淡
々
と
報
じ
て
い
ま
す

け
ど
、「
産
経
新
聞
」
は
事
故
現
場
に
居
合
わ
せ

た
人
の
気
持
ち
ま
で
書
い
て
い
て
、
踏
み
込
ん
で

い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

丹
藤

他
の
人
も
そ
れ
で
い
い
で
す
か
？　

二
人
が

指
摘
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、「
産
経
新
聞
」
は
被

害
の
様
子
ま
で
報
じ
て
い
ま
す
。「
怖
く
な
っ
て

そ
の
場
か
ら
離
れ
た
」
と
い
っ
た
証
言
や
「
声
を

震
わ
せ
た
。」
と
い
う
記
述
は
、
事
故
の
恐
ろ
し

さ
を
強
調
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
高
齢

者
に
よ
る
運
転
に
批
判
的
と
い
う
「
意
見
」
を
読

む
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
。

　
　

現
在
、
高
齢
者
の
自
動
車
事
故
の
こ
と
が
社
会

的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
ね
。
高
速
道
路
を
逆

走
し
た
と
か
、
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
を
踏
み
間

違
え
て
コ
ン
ビ
ニ
に
突
っ
込
ん
だ
と
か
。
高
齢
者

は
免
許
を
返
納
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
っ
た
論
調

に
、
同
じ
事
故
を
扱
っ
た
「
産
経
新
聞
」
を
見
て

み
よ
う
。
Ａ
君
読
ん
で
。

学
生
Ａ　

は
い
。

３　
「
事
実
」
は
「
意
見
」
で
も
あ
る　

丹
藤

は
い
、
あ
り
が
と
う
。「
産
経
新
聞
」
の
記

事
は
、「
朝
日
新
聞
」
や
「
毎
日
新
聞
」
と
比
べ

免
許
証
を
更
新
し
た
際
の
認
知
機
能
検
査
で
問
題

は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。」
と
な
っ
て
る
点
は
似

て
い
る
か
も
…
…
。

丹
藤

は
い
。
細
か
な
部
分
ま
で
取
り
上
げ
た
ら
、

も
っ
と
あ
る
と
思
う
け
ど
、
同
じ
「
事
実
」
を
報

告
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
な

る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
も
そ
う
で
も
な
い
。
さ
ら

「
毎
日
新
聞
」　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

３
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
し
て
い
る
。

容
疑
者
は
現
場
の
東
約
10
㍍
の

場
所
に
あ
る
自
動
車
修
理
店
に
来

店
。
店
の
駐
車
場
を
出
た
直
後
、

事
故
を
起
こ
し
た
。

同
署
に
よ
る
と
、
容
疑
者
は
３
月

に
運
転
免
許
証
を
更
新
し
た
際
の

認
知
機
能
検
査
で
問
題
は
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
。

こ
の
事
故
で
、
県
警
は
は
ね
ら

れ
た
人
数
を
６
人
と
発
表
し
た
が
、

２
人
は
事
故
を
目
撃
し
て
気
分
が

悪
く
な
り
、
病
院
に
搬
送
さ
れ
て

い
た
と
し
て
、
人
数
を
訂
正
し
た
。

神
奈
川
県
茅
ケ
崎
の
国
道
で
通

行
人
が
乗
用
車
に
は
ね
ら
れ
、
女

性
１
人
が
死
亡
し
た
事
故
で
、
県

警
茅
ヶ
崎
署
は
28
日
、
車
を
運
転

し
て
い
た
同
市
の
無
職
、
容
疑
者

（
90
）
を
自
動
車
運
転
処
罰
法
違
反

（
過
失
運
転
致
死
傷
）
の
疑
い
で
逮

捕
し
た
。
同
署
に
よ
る
と
、
容
疑

者
は
「
赤
信
号
と
分
か
っ
て
い
た

が
、
誰
も
横
断
歩
道
を
渡
り
始
め

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
行
け
る
と

思
っ
た
」
と
供
述
し
て
い
る
。

逮
捕
容
疑
は
28
日
午
前
11
時
ご

ろ
、
茅
ケ
崎
市
元
町
の
国
道
１
号

交
差
点
で
、
横
断
歩
道
や
付
近
を
通

行
中
の
４
人
を
は
ね
、
自
転
車
に

乗
っ
て
い
た
同
市
の
女
性
（
57
）

を
死
亡
さ
せ
、
39
〜
63
歳
の
男
女

「
赤
信
号
で
交
差
点
進
入
」

１
人
死
亡
　
90
歳
容
疑
者
を
逮
捕
茅ヶ崎
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連
載

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、
財

政
難
の
影
響
で
路
線
バ
ス
が
廃
止
さ
れ
た
り
過
疎

化
が
進
ん
だ
り
し
て
、
高
齢
者
で
も
運
転
し
な

き
ゃ
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
高
齢
化
社
会
の
根
深
い
問
題
が

背
景
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
い
つ
も
言
っ
て

ま
す
が
、
言
葉
は
辞
書
的
な
意
味
ば
か
り
で
は
な

く
、
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
が
決
定
さ
れ
る
。
同
じ

「
事
実
」
で
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
が
背
景
に
あ

る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

　
　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い

の
は
、「
事
実
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
れ
は
誰
か
の
視
点
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、「
意
見
」
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。「
声
を
震
わ
せ
た
」
の
は
、「
60
代
女

性
」
が
実
際
そ
う
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

つ
ま
り
「
事
実
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
「
事

実
」
を
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
、
高
齢
者
ド
ラ
イ

バ
ー
が
生
ん
だ
悲
劇
、
も
し
く
は
悲
惨
な
事
故
と

い
う
「
意
味
」
を
生
成
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ

れ
は
、
意
図
的
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
と
は

別
の
話
で
す
。「
産
経
新
聞
」
の
記
者
は
意
図
的

に
そ
う
し
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。

「
産
経
新
聞
」　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

ア
ク
セ
ル
を
踏
み
間
違
え
た
と
い

っ
た
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
と
、「
そ
ん

な
こ
と
あ
り
得
る
の
か
な
」
な
ど

と
話
し
て
い
た
と
い
う
。

現
場
は
Ｊ
Ｒ
茅
ケ
崎
駅
か
ら
北

に
約
３
０
０
㍍
の
見
通
し
の
良
い

片
側
１
車
線
の
直
線
道
路
。
事
故

現
場
に
居
合
わ
せ
た
50
代
の
女
性

は
「
突
然
、『
ド
ス
ッ
』
と
何
か
が

ぶ
つ
か
る
音
が
し
て
、
前
を
見
た

ら
事
故
が
起
き
て
い
た
。
歩
行
者

の
中
に
赤
い
車
が
突
っ
込
ん
で
お

り
、
怖
く
な
っ
て
そ
の
場
か
ら
離

れ
た
」。
ま
た
、
別
の
無
職
の
60
代

女
性
は
「
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
内
側

に
女
性
が
１
人
倒
れ
て
い
た
の
が

見
え
た
。
車
は
歩
行
者
を
は
ね
た

後
、
建
物
に
突
っ
込
ん
で
い
っ
た

よ
う
だ
」
と
声
を
震
わ
せ
た
。

28
日
午
前
10
時
55
分
ご
ろ
、
神

奈
川
県
茅
ケ
崎
市
元
町
の
国
道
１

号
交
差
点
で
、
乗
用
車
が
横
断
歩

道
付
近
に
い
た
歩
行
者
ら
４
人
を

次
々
と
は
ね
、
う
ち
女
性
１
人
が

死
亡
し
た
。
目
撃
者
ら
に
よ
る
と
、

車
側
の
信
号
は
赤
だ
っ
た
と
い
う
。

県
警
茅
ヶ
崎
署
は
車
が
赤
信
号
で

交
差
点
に
進
入
し
た
と
み
て
、
自

動
車
運
転
処
罰
法
違
反
（
過
失
致

死
傷
）
容
疑
で
、
運
転
し
て
い
た

茅
ケ
崎
市
若
松
町
、
無
職
、
斉
藤

久
美
子
容
疑
者
（
90
）
＝
写
真
＝

を
逮
捕
し
た
。

同
署
に
よ
る
と
、
死
亡
し
た
の
は

茅
ケ
崎
市
の
松
浦
久
恵
さ
ん（
57
）。

他
の
歩
行
者
３
人
と
斉
藤
容
疑
者

は
い
ず
れ
も
軽
傷
で
、
命
に
別
条

は
な
い
と
い
う
。
目
撃
者
２
人
も

体
調
を
悪
く
し
て
病
院
に
運
ば
れ

た
。車

は
現
場
近
く
の
自
動
車
修
理

工
場
か
ら
国
道
に
出
た
と
こ
ろ
で

横
断
歩
道
付
近
に
い
た
歩
行
者
４

人
を
は
ね
た
後
、
歩
道
に
乗
り
上

げ
、
近
く
に
あ
っ
た
建
物
に
衝
突

し
た
。
斉
藤
容
疑
者
は
逮
捕
前
の

任
意
の
調
べ
に
「
赤
信
号
と
分
か

っ
て
い
た
が
、
急
い
で
い
た
の
で

通
過
し
よ
う
と
思
っ
た
。
歩
行
者

が
い
な
い
の
で
い
け
る
と
思
っ
た
」

と
の
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
。

家
族
に
よ
る
と
、
斉
藤
容
疑
者
は

週
に
１
〜
２
回
は
通
院
な
ど
の
た

め
車
で
近
距
離
を
運
転
し
て
い
た
。

テ
レ
ビ
で
高
齢
者
が
ブ
レ
ー
キ
と

90
歳
女
、
４
人
は
ね
１
人
死
亡　

交
差
点
「
赤
信
号
知
っ
て
い
た
」
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と
な
の
で
は
な
い
か
。
戦
時
下
の
大
本
営
発
表
の

よ
う
に
、「
事
実
」
と
し
な
が
ら
「
事
実
」
を
隠

蔽
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
事
実
」
と
は
真
逆
な
発

表
を
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
歴
史
的
な

事
実
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
「
事
実
」
が
あ
っ
て
、
言
語
が
そ
れ
を
忠
実
に

伝
達
す
る
の
で
は
な
く
、
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
自
体
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
意
図
、

欲
望
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
バ
イ
ア
ス
が
不

可
避
的
に
か
か
る
と
思
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
情
報

化
社
会
、
メ
デ
ィ
ア
時
代
と
い
わ
れ
る
今
日
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
必
要
で
は
な
い

の
か
。

　
　

今
日
は
、
説
明
文
と
は
何
か
を
考
え
る
手
立
て

と
し
て
、
説
明
文
の
根
拠
た
る
「
事
実
」
と
「
意

見
」
に
つ
い
て
、
言
語
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
ま

し
た
。
言
語
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
次
回
は
、
さ
ら
に
、
実
際
に
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
「
説
明
文
」
を
対
象
と
し
て
検
討

し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
、
物
語
や
小
説

に
お
け
る
「
語
り
手
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
け
ど
、

「
説
明
文
に
語
り
手
は
い
る
か
」
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
、
説
明
文
な
る
種
類
の
文
章
が
あ
る
こ
と
が
自

明
で
、
自
然
で
、
普
通
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
け

ど
、
純
粋
に
説
明
だ
け
し
て
終
わ
り
と
い
う
文
章

が
果
た
し
て
世
の
中
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
一
般

的
に
、
そ
の
よ
う
に
「
自
明
」「
自
然
」「
普
通
」

と
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
、
再
検
討
の
対
象
と

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
問

題
な
の
は
、
先
ほ
ど
「
声
を
震
わ
せ
た
。」
の
例

で
示
し
た
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が
説
明
だ
け
し

て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
「
意

見
」
な
の
に
「
事
実
」
と
受
け
取
っ
て
し
ま
う
こ

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、「
事
実
」
と
し
て
表
現

さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、「
意
見
」
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
客

観
的
で
、
公
平
中
立
な
は
ず
の
新
聞
と
て
例
外
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
事
実
」
と
「
意
見
」

は
、
判
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
し
て
、「
事

実
」
と
「
意
見
」
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
の
か
、

「
虚
構
」
と
「
現
実
」
は
別
だ
と
信
じ
て
い
ら
れ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
第
一
回
で
、
言
語
論
的
転
回

の
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。「
事
実
」
と
「
意
見
」

が
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
根
拠
は
、
言
語
は
道
具

で
あ
る
と
い
う
用
具
主
義
的
言
語
観
に
由
来
す
る

と
ぼ
く
は
考
え
て
い
ま
す
。
今
日
は
時
間
も
な
い

の
で
、
そ
の
こ
と
は
措
く
こ
と
に
し
ま
す
。
と
に

か
く
、
言
葉
を
表
現
す
る
こ
と
自
体
、
そ
の
人
の

立
場
な
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
り
、
視
点
な
り
と
不

可
分
な
の
で
は
な
く
、
客
観
的
で
、
公
平
中
立
な

言
葉
な
り
言
説
と
い
う
も
の
に
懐
疑
的
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。

学
生
Ａ　

す
る
と
、
説
明
文
と
い
う
の
は
実
際
に
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

丹
藤

ぼ
く
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
国
語
教
育
で

意
見
？

説
明
？

現
実
？ 虚

構
？

事
実
虚
構
？

事
実
事
実
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学
校
司
書
が
近
隣
の
公
共
図
書
館
に
協
力
を
求
め
て
関
連
資
料
を
集

め
、
ブ
ッ
ク
ト
ラ
ッ
ク
に
「
参
考
図
書
コ
ー
ナ
ー
」
を
特
設
す
る
こ

と
が
定
着
し
て
い
る
。
ブ
ッ
ク
ト
ラ
ッ
ク
は
移
動
が
容
易
な
の
で
、

授
業
の
と
き
に
は
生
徒
の
活
動
場
所
近
く
に
運
び
、
必
要
な
い
場
合

に
は
目
立
た
な
い
場
所
に
収
納
で
き
る
の
が
大
き
な
利
点
で
あ
る
。

授
業
に
必
要
な
資
料
を
一
つ
の
場
所
に
集
積
さ
せ
る
こ
と
で
、
合
理

的
な
情
報
探
索
活
動
が
可
能
と
な
る
。
教
科
の
特
性
や
単
元
ご
と
の

設
定
目
標
に
よ
り
利
用
形
態
は
多
少
異
な
る
が
、
図
書
館
で
資
料
を

も
と
に
調
べ
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
単
元

と
し
て
、
国
語
、
英
語
、
理
科
、
社
会
、
音
楽
、
美
術
、
保
健
体

育
、
技
術
家
庭
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
教
科
で
図
書
館
を
活
用
す
る
授

業
が
日
常
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
総
合
的
な
学
習

１　

は
じ
め
に

前
回
は
、
国
語
科
に
お
け
る
学
校
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業
に
つ

い
て
述
べ
た
。
引
き
続
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
で
取
り
組
め
る
学
校

図
書
館
の
活
用
例
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
、
学
習
・
情
報
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
本
校
図
書
館
の
活
用
事
例
を
授
業
と
授
業
以
外
に
分
け
て

紹
介
し
、
次
に
読
書
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

最
後
に
、
学
校
図
書
館
を
毎
日
開
け
る
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。

２　

学
習
・
情
報
セ
ン
タ
ー
①

●
探
究
型
学
習
の
授
業
の
場
と
し
て
多
く
の
教
科
に
広
げ
る

本
校
で
は
、
授
業
者
が
事
前
に
学
校
司
書
に
依
頼
し
た
う
え
で
、

学
校
図
書
館
を

多
様
な
活
用
が
で
き
る
場
と
し
て

位
置
づ
け
よ
う

東
京
大
学
教
育
学
部
附
属
中
等
教
育
学
校
教
諭　
　
　
　
　

勝か
つ

亦ま
た　

あ
き
子こ　

▲ブックトラックに特設した
参考資料コーナー　　　
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学校図書館を多様な活用が
できる場として位置づけよう

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

学校図書館を多様な活用が
できる場として位置づけよう

授
実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

３　

学
習
・
情
報
セ
ン
タ
ー
②

●
課
外
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
探
究
学
習
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る

学
校
図
書
館
は
、
家
庭
で
勉
強
し
に
く
い
生
徒
に
と
っ
て
貴
重
な

学
習
空
間
と
も
な
る
。
複
数
の
情
報
源
を
も
と
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
く

よ
う
な
探
究
的
課
題
に
取
り
組
め
る
環
境
を
教
室
で
整
備
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
探
究
的
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て

は
、
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
情
報
活
用
が
可
能
な
環
境
整
備
が
必

要
と
な
る
が
、
こ
こ
に
は
生
徒
の
家
庭
に
お
け
る
経
済
状
況
の
格
差

が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
情
報
格
差
を
解
消
す
る
た

や
宿
泊
行
事
の
事
前
学
習
に
お
い
て
も
、
参
考
図
書
コ
ー
ナ
ー
作
り

は
有
効
で
あ
る
。
学
校
司
書
に
依
頼
す
れ
ば
、
授
業
期
間
中
は
関
連

資
料
を
あ
え
て
貸
し
出
さ
ず
、
館
内
閲
覧
扱
い
に
す
る
な
ど
、
資
料

に
関
す
る
柔
軟
な
扱
い
も
可
能
だ
。

こ
れ
以
外
に
も
、
新
聞
の
保
管
場
所
と
し
て
図
書
館
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
学
校
な
ら
ば
、
国
語
科
、
社
会
科
、
総
合
学
習
等
に
お

い
て
図
書
館
を
Ｎ
Ｉ
Ｅ
の
場
と
し
て
活
用
で
き
る
。
新
聞
記
事
ス
ク

ラ
ッ
プ
を
展
示
し
た
り
、
辞
書
・
事
典
類
や
参
考
図
書
を
追
加
資
料

と
し
て
関
連
づ
け
た
り
す
る
こ
と
も
、
図
書
館
で
は
比
較
的
容
易

だ
。
ま
た
、
英
語
の
多
読
テ
キ
ス
ト
を
図
書
館
資
料
と
し
て
登
録

し
、
授
業
の
前
後
で
も
貸
し
借
り
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
も
効
果
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
著
作
権
に
は
十
分
配
慮
し
た
い
。

時
期
や
学
年
の
重
な
り
に
も
配
慮
し
つ
つ
年
間
指
導
計
画
の
中
に

学
校
図
書
館
を
活
用
す
る
授
業
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
来
館
者
数

の
増
加
と
学
校
図
書
館
の
全
般
的
な
活
性
化
が
期
待
で
き
る
。

こ
う
し
た
図
書
館
を
活
用
し
た
授
業
の
具
体
的
な
事
例
を
探
す
際

に
は
、
東
京
学
芸
大
学
学
校
図
書
館
運
営
専
門
委
員
会
の
運
営
す
る

サ
イ
ト
「
先
生
の
た
め
の
授
業
に
役
立
つ
学
校
図
書
館
活
用
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
が
参
考
と
な
る
。

︵http://w
w
w
.u-gakugei.ac.jp/̃schoolib/htdocs/index.

php?page_id=0

︶

▲複数のメディアによる探究学習の活動
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め
に
も
、
昼
休
み
・
放
課
後
な
ど
課
外
に
図
書
館
を
開
館
で
き
る
体

制
を
整
え
、
探
究
的
な
学
習
課
題
に
取
り
組
む
場
と
し
て
図
書
館
を

活
用
で
き
る
よ
う
整
備
す
る
こ
と
が
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

校
内
に
、
情
報
検
索
を
可
能
と
す
る
端
末
機
器
や
参
考
資
料
を
同

時
に
広
げ
た
状
態
で
ノ
ー
ト
に
記
録
で
き
る
作
業
空
間
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
生
徒
は
そ
こ
で
、
探
究
的
な
学
び
の
過
程
を
全
て
完
結
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
配
備
が
進
ん
で
も
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
で
電
子
情
報
を
検
索
す
る
の
み
で
レ
ポ
ー
ト
は
完
成
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
中
等
教
育
段
階
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ

ロ
グ
の
資
料
を
両
方
並
べ
、
情
報
を
吟
味
し
な
が
ら
レ
ポ
ー
ト
を
書

く
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
あ
る
。
生
徒
の
実
態
に
即
し
た
現
実
的
な
対

応
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
終
的
に
は
、
生
徒
自
身
が
「
探
究
的
な
課
題
に
取
り
組
み
や
す

い
作
業
空
間
の
条
件
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
立
ち
、
よ
り

よ
い
作
業
空
間
を
自
ら
考
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
思

考
の
前
段
階
と
し
て
情
報
活
用
空
間
の
モ
デ
ル
を
「
リ
ア
ル
に
示

す
」
こ
と
も
、
学
校
図
書
館
に
お
い
て
は
実
現
可
能
で
あ
る
。

４　

読
書
セ
ン
タ
ー

●�

授
業
で
来
館
し
た
生
徒
が
本
を
手
に
取
り
た
く
な
る

　
し
か
け
を
作
る

図
書
館
を
授
業
で
訪
れ
る
生
徒
が
増
加
し
た
ら
、
彼
ら
に
対
し
て

昼
休
み
や
放
課
後
に
も
来
館
し
た
く
な
る
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
た

い
。
い
ち
ば
ん
取
り
組
み
や
す
い
の
は
、
授
業
で
生
徒
が
訪
れ
る

際
、「
つ
い
で
効
果
」
を
狙
っ
て
本
の
紹
介
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
作
っ

て
お
く
こ
と
だ
。
司
書
教
諭
が
作
っ
て
も
よ
い
が
、
学
校
司
書
が
い

る
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
学
校
司
書
に
依
頼
す
る
。
新
刊
図
書
案
内
や

生
徒
の
興
味
関
心
を
ひ
く
紹
介
コ
ー
ナ
ー
を
作
り
、
授
業
の
前
後
に

ち
ら
っ
と
目
に
し
た
り
手
に
と
っ
た
り
し
や
す
い
場
所
に
本
を
置

き
、
常
に
情
報
を
更
新
し
ア
ピ
ー
ル
し
続
け
る
こ
と
が
、
学
校
司
書 ▲選挙前の特設コーナー
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学校図書館を多様な活用が
できる場として位置づけよう

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

学校図書館を多様な活用が
できる場として位置づけよう

授
実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

５　

さ
い
ご
に

●�

学
校
全
体
で
﹁
多
様
性
を
包
摂
す
る
居
場
所
﹂
と
し
て

　
位
置
づ
け
る

中
学
校
段
階
の
学
校
図
書
館
資
料
は
、
読
書
推
進
の
た
め
に
も
、

可
能
な
限
り
生
徒
の
興
味
関
心
に
寄
り
添
う
も
の
を
選
び
た
い
。
季

節
感
の
あ
る
テ
ー
マ
や
話
題
の
ス
ポ
ー
ツ
、
料
理
、
映
画
、
テ
レ

ビ
、
ゲ
ー
ム
の
原
作
は
関
心
を
も
た
れ
や
す
い
。
ま
た
評
価
の
高
い

コ
ミ
ッ
ク
は
、
躊
躇
せ
ず
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や

絵
本
、
外
国
語
資
料
や
電
子
書
籍
な
ど
も
、
選
書
の
際
、
積
極
的
に

購
入
を
検
討
し
た
い
。
最
終
的
な
判
断
は
、
学
校
の
予
算
や
実
情
に

応
じ
て
司
書
教
諭
が
決
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
と
し
て
、
利

用
者
で
あ
る
生
徒
の
意
見
や
要
望
を
集
め
、
採
用
の
可
否
に
つ
い
て

も
で
き
る
限
り
そ
の
理
由
を
公
開
す
る
と
よ
い
。
生
徒
や
教
職
員
の

学
校
図
書
館
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
、
学
校
全
体
で
読
書
推
進
に
主

体
的
に
取
り
組
む
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。

メ
デ
ィ
ア
の
多
様
性
を
保
障
す
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
、
合
理
的
配
慮
に
つ
な
が
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

本
校
図
書
館
で
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ト
ラ
ッ
カ
ー
を
展
示
し
た
り
、

保
健
室
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
と
適
宜
コ
ミ
ッ
ク
を
交
換
し
た

り
し
て
、
支
援
や
配
慮
を
要
す
る
生
徒
の
情
報
交
換
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
実
は
最
も
有
効
な
合
理
的
配
慮
は
、
図
書
館

を
毎
日
昼
休
み
と
放
課
後
に
開
き
、
図
書
館
担
当
職
員
が
常
駐
す
る

な
ら
ば
可
能
で
あ
る
。

図
書
館
を
情
報
空
間
と
し
て
成
立
さ
せ
る
前
提
条
件
と
し
て
、

「
必
要
な
本
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
わ
か
る
よ
う
な
状
態
」
に
館
内
を

整
備
す
る
こ
と
、
生
徒
の
実
態
や
興
味
関
心
に
加
え
、
潜
在
的
ニ
ー

ズ
も
含
め
た
適
切
な
選
書
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
発
注
業
務
が
滞
り

な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
司
書
教
諭
よ

り
も
学
校
司
書
の
ほ
う
が
、
多
く
を
学
び
専
門
知
識
を
有
し
て
い

る
。
い
わ
ば
学
校
司
書
の
最
大
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時

に
、
学
校
教
員
の
指
導
観
や
通
常
業
務
と
異
な
る
た
め
に
理
解
さ
れ

に
く
い
部
分
で
も
あ
る
。
司
書
教
諭
は
学
校
司
書
が
力
量
を
最
大
限

発
揮
で
き
る
よ
う
協
力
し
つ
つ
、
と
き
に
は
学
校
全
体
に
理
解
を
求

め
て
働
き
か
け
る
必
要
も
あ
る
。

▲リクエスト・予約受付コーナー
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一
方
で
、
こ
れ
ら
全
て
の
業
務
を
司
書
教
諭
が
担
う
こ
と
は
当
然

不
可
能
で
あ
る
。
有
能
な
ス
キ
ル
を
も
つ
学
校
司
書
を
確
保
し
て
教

職
員
全
体
の
協
力
を
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
チ
ー
ム
学
校
」
と
し

て
皆
で
図
書
館
を
作
ろ
う
と
働
き
か
け
る
こ
と
が
、
現
在
、
司
書
教

諭
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
と
で
あ
る
。
特
別
支
援
の
対
象
で
も
な
く
、
保
健
室
や
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
ル
ー
ム
に
行
く
必
要
の
な
い
生
徒
に
と
っ
て
も
、
図
書
館
は

居
心
地
の
よ
い
空
間
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
中
で
人
間
関
係
に
波
風

が
生
じ
、「
な
ん
と
な
く
」
教
室
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
生
徒

も
い
れ
ば
、
相
談
し
に
く
い
悩
み
を
抱
え
て
一
人
で
過
ご
し
た
い
生

徒
も
い
る
。
筆
者
は
学
級
担
任
時
、
図
書
館
に
い
っ
と
き
は
通
い
詰

め
て
い
た
生
徒
が
、
ク
ラ
ス
内
で
の
人
間
関
係
修
復
後
、
図
書
館
に

「
ほ
ど
よ
く
」
来
る
よ
う
に
な
っ
た
例
や
、
図
書
館
で
気
の
合
う
仲

間
と
出
会
い
、
教
室
で
も
落
ち
着
い
た
表
情
を
徐
々
に
取
り
戻
し
て

い
っ
た
生
徒
の
例
を
こ
れ
ま
で
多
数
見
て
き
た
。
学
校
図
書
館
は
、

誰
も
が
そ
の
場
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
開
か
れ
た
場
所
と
し
て
、

専
門
知
識
の
あ
る
大
人
が
図
書
館
の
自
由
な
雰
囲
気
と
穏
や
か
な
秩

序
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。

本
校
で
は
、
貸
出
・
返
却
カ
ウ
ン
タ
ー
な
ど
目
に
つ
き
や
す
い
場

所
に
は
登
場
し
な
い
が
、
心
身
の
不
調
や
性
に
関
す
る
話
題
を
わ
か

り
や
す
く
扱
っ
た
図
書
が
、
書
架
の
中
で
よ
く
位
置
を
変
え
て
お

り
、
よ
く
手
に
取
ら
れ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
学
校
司
書
が
、
人
目

に
つ
き
に
く
い
書
架
の
奥
に
こ
れ
ら
の
図
書
を
配
架
し
、
生
徒
が
さ

り
げ
な
く
手
を
伸
ば
せ
る
環
境
を
わ
ざ
わ
ざ
作
っ
て
い
る
た
め
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、
学
校
図
書
館
が
毎
日
開
館
し
て
い
る
こ
と
は
、
学

校
全
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
安
心
効
果
を
も
た
ら
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
安

を
抱
え
る
現
代
の
生
徒
達
の
生
活
全
般
を
包
摂
す
る
こ
と
に
繋
が

る
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

▲安心して読める空間が関係性を育む
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こ
の
た
び
、
新
学
習
指
導
要
領
の
全
面
実
施
が
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
か
ら

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
か

ら
二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
特
例
が
定
め
ら

れ
、
い
わ
ゆ
る
移
行
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
中
学
校
で
の
学
習
の
一
部
に
変
更
が
生
じ
ま
す
。
大
き
く
分
け

て
、
次
の
二
点
と
な
り
ま
す
。

①
「
学
年
別
配
当
漢
字
表
」

　
こ
れ
ま
で
中
学
校
に
配
当
さ
れ
て
い
た
漢
字
の
一
部
が
小
学
校
に
移
動
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
他
教
科
で
の
学
習
と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
こ
と
に
よ

り
、
確
実
な
定
着
を
図
る
た
め
で
す
。
具
体
的
に
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

【
中
学
校
→
小
学
校
四
年
】

　
茨
、
媛
、
岡
、
潟
、
岐
、
熊
、
香
、
佐
、
埼
、
崎
、
滋
、
鹿
、
縄
、
井
、
沖
、

栃
、
奈
、
梨
、
阪
、
阜

　�
（
二
十
字
）

②
「
共
通
語
と
方
言
」

　
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
中
学
校
二
年
で
学
習
す
る
内
容
だ
っ
た

も
の
が
、
小
学
校
か
ら
の
接
続
を
意
図
し
て
、
中
学
校
一
年
に
移
行
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
下
段
に
記
し
た
表
は
、
移
行
措
置
が
必
要
と
な
る
学
年
と
教
材
を
表
し
た
も

の
で
す
。
漢
字
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
度
か
ら
、
方
言
と
共
通
語
に
つ
い

て
は
、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
移
行
措
置
に
基
づ
い
た
指
導
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
移
行
措
置
に
基
づ
い
た
指
導
の
た
め
の
資
料
を
ご
用

意
し
ま
し
た
。
本
資
料
を
コ
ピ
ー
し
て
い
た
だ
き
、
授
業
の
際
に
ご
活
用
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、
本
資
料
は
当
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
も
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

移行措置期間
中学校
新版教科書
使用開始

【小学校五年】【小学校六年】【中学校一年】
漢字

方言と共通語

【中学校二年】

【小学校六年】【中学校一年】
漢字

【中学校二年】
漢字

【中学校三年】

▲移行措置に基づいた指導が必要となる学年と教材

平
成
二
十
八
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉
　
中
学
国
語
』
移
行
措
置
資
料
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1

1�
　
都
道
府
県
名
を
確
か
め
よ
う
。

＊
　
　
線
は
、
都
道
府
県
名
に
関
わ
る
読
み
方
。（
Ｐ
２
参
照
）

　
北ほ

っ

海か
い

道
　
　
　
青あ

お

森も
り

県
　
　
　
岩い

わ

手て

県
　
　
　
宮み

や

城ぎ

県

　
秋あ

き

田た

県
　
　
　
山や

ま

形が
た

県
　
　
　
福ふ

く

島し
ま

県
　
　
　
茨い

ば
ら

城き

県

　
栃と

ち

木ぎ

県
　
　
　
群ぐ

ん

馬ま

県
　
　
　
埼さ

い

玉た
ま

県
　
　
　
千ち

葉ば

県

　
東と

う

京き
ょ
う

都
　
　
神か

奈な

川が
わ

県
　
　
新に

い

潟が
た

県
　
　
　
富と

山や
ま

県

　
石い

し

川か
わ

県
　
　
　
福ふ

く

井い

県
　
　
　
山や

ま

梨な
し

県
　
　
　
長な

が

野の

県

　
岐ぎ

阜ふ

県
　
　
　
静し

ず

岡お
か

県
　
　
　
愛あ

い

知ち

県
　
　
　
三み

重え

県

　
滋し

賀が

県
　
　
　
京き

ょ
う

都と

府
　
　
　
大お

お

阪さ
か

府
　
　
　
兵ひ

ょ
う

庫ご

県

　
奈な

良ら

県
　
　
　
和わ

歌か

山や
ま

県
　
　
鳥と

っ
と
り取
県
　
　
　
島し

ま

根ね

県

　
岡お

か

山や
ま

県
　
　
　
広ひ

ろ

島し
ま

県
　
　
　
山や

ま

口ぐ
ち

県
　
　
　
徳と

く

島し
ま

県

　
香か

川が
わ

県
　
　
　
愛え

媛ひ
め

県
　
　
　
高こ

う

知ち

県
　
　
　
福ふ

く

岡お
か

県

　
佐さ

賀が

県
　
　
　
長な

が

崎さ
き

県
　
　
　
熊く

ま

本も
と

県
　
　
　
大お

お

分い
た

県

　
宮み

や

崎ざ
き

県
　
　
　
鹿か

児ご

島し
ま

県
　
　
沖お

き

縄な
わ

県

・・・・5 ・・・・10・・・・15・

漢
字
の
練
習

（
茨
）
茨
〈
い
ば
ら
〉

茨
城
県

岐
キ

分
岐

佐
サ

佐
幕

（
栃
）
栃
〈
と
ち
〉

栃
木
県

阜
〈
フ
〉

岐
阜
県

崎
さ
き

○
○
崎

埼
〈
さ
い
〉

埼
玉
県

岡
〈
お
か
〉

静
岡
県

熊
く
ま

熊
手

奈
ナ

奈
落

滋
ジ

滋
味

鹿
し
か

〈
か
〉

鹿
の
角

鹿
の
子

潟
か
た

新
潟
県

阪
ハ
ン

阪
神

沖
お
き

沖
合
い

井
〈
シ
ョ
ウ
〉

い

天
井

井
戸

香
コ
ウ

かか
お－

り

香
水

移
り
香

花
の
香
り

縄
ジ
ョ
ウ

な
わ

縄
文
時
代

縄
と
び

梨
な
し

梨
の
木

媛
エ
ン

才
媛

こ
の
教
材
で
学
ぶ
漢
字

新
出
音
訓

新★

潟
県
（
に
い
）

三
重★

県
（
え
）
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2

潟
か
た 

干
潟

15

水
12

岡
〈
お
か
〉 

岡
山
県

　静
岡

県

8

山
5

佐
サ 

補
佐

　大
佐

　中
佐 

少
佐

　佐
幕

7

人
5

縄
ジ
ョ
ウ 

自
縄
自
縛

　縄

文も
ん

時
代

な
わ 

縄
跳と

び

　縄
張
り 

し
め
縄

15

糸
9

奈
ナ 

奈
落

　奈
良ら

県

8

大
5

阜
〈
フ
〉 

岐
阜
県

8

阜
0

媛
エ
ン 
才
媛

12

女
9

沖
お
き 

沖
合
い

チ
ュ
ウ

7

水
4

埼
〈
さ
い
〉 

埼
玉
県

11

土
8

岐
キ 

岐
路

　分
岐
点

　多

岐

7

山
4

香
コ
ウ 

香
水

　香
炉ろ

　線
香 

香
料

　香
辛
料

　芳ほ
う

香

か 

移
り
香

　残
り
香

か
お－

り
　
か
お－

る 

花
の

香
り

　梅
が
香
る

〈
キ
ョ
ウ
〉

9

香
0

鹿
し
か 

鹿
の
角

〈
か
〉 

鹿
の
子

11

鹿
0

栃＊
〈
と
ち
〉 

栃
木
県

9

木
5

梨
な
し 
山
梨
県

11

木
7

阪
ハ
ン 

阪
神

　京
阪

7

阝
4

熊
く
ま 

熊
本
県

14

火
10

茨
〈
い
ば
ら
〉 

茨
城き

県

9

艹
6

井
〈
シ
ョ
ウ
〉 

天
井

い 

井
戸

　井
戸
端
会
議

セ
イ

4

二
2

滋
ジ 

滋
養

　滋
味

12

水
9

崎
さ
き 

○
○
崎

11

山
8

都
道
府
県
名
に
関
わ
る
漢
字

▼
以
下
は
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
内
容
を
表
し
ま
す
。（
例
「
茨
」）

〈
い
ば
ら
〉
茨
城き

県 

は
、
読
み
と
用
例
。
／
青
字
は
、
中
学
校
で
学
ば
な
い
読
み
。
／
9 

艹 

6 

は
、
総
画
数
・
部
首
・
部
首
を
除
い
た
画
数
。
／
　
　 

　
　
　
　
　
は
一い

っ

般ぱ
ん

的
な
筆
順
。

た
だ
し
、
画
数
や
部
首
、
筆
順
は
、
辞
書
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
＊
は
複
数
の
字

体
が
通
用
し
て
い
る
漢
字
で
あ
る
。

常
用
漢
字
表
備
考
欄ら

ん

に
示
さ
れ
た
都
道
府
県
名
の

読
み
方

　「
常
用
漢
字
表
備
考
欄
に
示
さ
れ
た
都
道
府
県
名
の
読
み
方
」

と
は
、「
常
用
漢
字
表
」
に
お
い
て
、
都
道
府
県
名
に
用
い
ら

れ
る
漢
字
の
読
み
方
が
音
訓
欄
に
な
い
場
合
に
、
備
考
欄
に
注

記
さ
れ
た
都
道
府
県
名
の
読
み
方
で
あ
る
。

え
ひ
め
　
　
　
愛
媛

い
ば
ら
き
　
　
茨
城

ぎ
ふ
　
　
　
　
岐
阜

か
ご
し
ま
　
　
鹿
児
島

し
が
　
　
　
　
滋
賀

み
や
ぎ
　
　
　
宮
城

か
な
が
わ
　
　
神
奈
川

と
っ
と
り
　
　
鳥
取

お
お
さ
か
　
　
大
阪

と
や
ま
　
　
　
富
山

お
お
い
た
　
　
大
分

な
ら
　
　
　
　
奈
良
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1

方
言
と
共
通
語

言
葉　

地
域
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。
中
に
は
、
似
て
い
る
言
い
方

も
あ
る
し
、
全
く
違ち

が

う
言
い
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
じ
ゃ
。

・・・・5 ・・・・10

方
言
は
ど
う
し
て
で
き
る
か

　
言
葉
は
人
と
人
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
で
す
。
近
い
所
で
生
活
し

て
い
る
人
の
言
葉
が
似
て
い
る
の
は
、
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で

す
。
逆
に
、
別
々
の
場
所
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
間
で
、
話
を
す
る

機
会
が
ず
っ
と
な
け
れ
ば
、
二
つ
の
場
所
の
言
葉
は
、
違
う
も
の

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
例
が
、
上
の

「
梅
雨
」
の
地
図
で
す
。

　
本
州
の
東
側
で
は
「
×
」の
「
ニ
ュ
ー
バ
イ
」が
多
く
使
わ
れ
、

西
側
で
は
「
●
」
の
「
ツ
ユ
」
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
る
言
葉
を
方
言
と
い
い
ま
す
。

日
本
の
ど
こ
で
も
、
そ
の
土
地
の
方
言
が
あ
り
ま
す
。

図
１
　「
梅
雨
」
を
意
味
す
る
言
葉
の
分
布

0 300km

ツユ
ツユリ
ニューバイ
ナガメ
ナガセ
サンズイ

●	

方
言
と
共
通
語
の
特と

く

徴ち
ょ
うに
つ
い
て
知
る
。

目
標
と
振
り
返
り
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2

・・・・5 ・・・・10・・・・15・・

　
本
州
の
東
西
の
境
目
の
あ
た
り
に
は
、
高
い
山
脈
や
大
き
な
川

が
あ
り
、
交
通
手
段
の
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
時
代
に
は
、
人

人
の
行
き
来
を
妨さ

ま
たげ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
東
西
で
、
使

う
言
葉
が
違
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
違
い
は
、
単
語
だ
け
で
は
な
く
、
発
音
な

ど
に
も
現
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、 

東
京
の
人
が
「
箸は

し

」の
意
味
で
「
ハ
シ
」と
言
う
と
、

大
阪
の
人
に
は
「
橋
」
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
は
、
ア
ク
セ
ン
ト

が
違
う
た
め
で
、こ
れ
は
発
音
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
　
　
　
　
）

　
共
通
語
は
、
東
京
の
山
の
手
の
言
葉
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
東
京
の
言
葉
に
は
、
も
と

も
と
近き

ん

畿き

地
方
の
言
葉
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

方
言
の
い
ろ
い
ろ

　
Ｐ
214
へ

共
通
語
の
成
り
立
ち

　
共
通
語
で
、「
梅
雨
」
や
「
行
こ
う
」
と
い
う
の
も
、
近
畿
地

方
の
方
言
が
入
っ
た
も
の
で
す
。

　
方
言
は
長
い
時
間
を
か
け
て
で
き
た
言
葉
で
す
。

　
次
の
「
と
ん
ぼ
」
の
地
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。
東
北
地
方
の
一

部
に
「
ア
ケ
ズ
」
が
あ
り
、
奄あ

ま

美み

や
沖お

き

縄な
わ

に
「
ア
ケ
ー
ジ
ュ
ー
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ト
ン
ボ
の
古
い
言
い
方
で
あ
る
「
ア
キ

方
言
と
歴
史

図
２
　「
行
こ
う
」
を
意
味
す
る
言
葉
の
分
布

イコー，イカ（ー）
イクベー
イカズ
イカマイカ
イカナイカ

0 300km
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3

・・・・5 ・・・・10・・・・15・・

ヅ
」
か
ら
き
て
お
り
、
こ
の
古
い
言
い
方
が
、
遠
く
離は

な

れ
た
と
こ

ろ
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
も
と
も
と
は
、
長
い
間
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
近
畿
地
方
な

ど
を
含ふ

く

む
地
域
に
、
こ
の
言
い
方
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

こ
に
、あ
と
か
ら
「
ト
ン
ボ
」な
ど
の
新
し
い
言
い
方
が
で
き
て
、

全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
た
め
に
、
南
北
に
孤こ

立り
つ

す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
方
言
か
ら
日
本
語
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
方
言
に
は
、
古
い
言
葉
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
す

が
、
中
に
は
、
近
年
、
新
し
く
生
ま
れ
た
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

　
大
学
に
入
っ
た
ば
か
り
の
学
生
の
こ
と
を
、
関
東
地
方
で
は

「
一
年
生
」
と
言
い
、近
畿
地
方
で
は
「
一
回
生
」
と
言
い
ま
す
。

今
の
よ
う
な
大
学
が
で
き
た
の
は
明め

い

治じ

時
代
で
す
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
言
葉
の
違
い
は
、
古
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

新
し
い
方
言

図
３
　「
と
ん
ぼ
」
を
意
味
す
る
言
葉
の
分
布

0 300km

アケズ
アケコ，アケシ
アケージュー
フェーダ
ゲンザ
トンボ
トンポなど
ドンブなど
ダンボなど
エンバ，ヘンボ
ボイ
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4

　
言
葉
の
違
い
を
生
む
の
は
、
地
理
的
な
要
因
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
あ
る
航
空
会
社
で
は
、「
飛
行
機
酔よ

い
」
の
こ
と
を
「
空そ

ら

酔よ
い

」

と
言
い
、
別
の
航
空
会
社
で
は
、「
空く

う

酔す
い

」
と
言
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
違
う
会
社
の
人
ど
う
し
で
は
、
一い

っ

緒し
ょ

に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
な

い
た
め
に
生
じ
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
若
い
人
が
使
っ
て
い
る
言
葉
を
、
お
年
寄
り
が
理
解
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
代
で
は
、
地
理
的
な
原
因
だ
け
で
な
く
、
所

属
す
る
団
体
や
世
代
な
ど
の
社
会
的
な
原
因
に
よ
っ
て
、
言
葉
が

違
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
社
会
方
言
と
い
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
、
方
言
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。

社
会
方
言

方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け

　
現
代
の
人
は
、
方
言
と
共
通
語
を
、
相
手
や
場
面
に
よ
っ
て
使

い
分
け
て
い
る
の
が
一い

っ

般ぱ
ん

的
で
す
。
例
え
ば
、
家
族
と
話
す
と
き

は
方
言
で
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
と
話
す
と
き
は
共
通
語
で
、
と
い

う
ぐ
あ
い
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
を
す
る
の
が
、
現
代
の
方
言
の
大
き
な

特と
く

徴ち
ょ
う

と
い
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

⑴ 

　
自
分
た
ち
の
言
葉
で
共
通
語
と
違
う
の
は
、
ど
ん
な
言
葉

か
。
ま
た
、
発
音
や
言
葉
の
特
徴
（
接
続
詞
や
文
末
表
現
な

ど
）
に
つ
い
て
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

⑵ 

　
方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

る
か
、
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

考
え
よ
う

・・・・5 ・・・・10・・・・15・・

＊ 

図
１
・
３
は
「
日
本
言
語
地
図
」（
一
九
六
六—

一
九
七
四
年
　
国
立
国

語
研
究
所
）
を
も
と
に
作
成
。

＊ 
図
２
は
「
方
言
文
法
全
国
地
図
」（
一
九
八
九—

二
〇
〇
六
年
　
国
立
国

語
研
究
所
）
を
も
と
に
作
成
。
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『
白
樺
』
を
創
刊
し
、
代
表
作
の
「
友
情
」「
愛
と
死
」「
人
生
論
」
な
ど
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
数
々
の
文
学
作
品
を
発
表
し
て
い
き
ま
す
。

　

三
〇
歳
代
は
自
ら
が
理
想
と
す
る
社
会
を
実
現
し
よ
う
と
「
新
し
き
村
」
の

創
設
に
力
を
入
れ
ま
す
。
新
し
き
村
と
は
、
一
定
の
時
間
は
村
の
た
め
に
農
業

な
ど
の
労
働
に
従
事
し
、
そ
れ
以
外
の
時
間
は
音
楽
鑑
賞
や
読
書
、
画
を
か
く

な
ど
し
て
自
己
を
磨
き
、
人
間
的
に
成
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
実
践
の
場
で

す
。
一
九
一
八
年
に
、
自
ら
土
地
を
探
し
始
め
、
同
年
十
一
月
十
四
日
に
日

ひ
ゅ
う

向が

（
現
在
の
宮
崎
県
児こ

湯ゆ

郡ぐ
ん

木き

城じ
ょ
う

町ち
ょ
う）

に
開
村
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
九

年
に
埼
玉
県
に
も
村
を
開
き
、
百
周
年
と
な
る
現
在
も
、
両
地
で
活
動
は
続
き

ま
す
。

　

実
篤
は
、
日
向
の
新
し
き
村
で
生
活
し
て
い
た
一
九
二
三
年
、
三
八
歳
で
初

め
て
子
を
得
ま
す
。
赤
ん
坊
の
こ
ろ
こ
ろ
と
変
わ
る
表
情
を
か
き
留
め
た
い
と

思
い
、
こ
の
頃
か
ら
鉛
筆
の
素
描
や
筆
に
よ
る
淡
彩
画
を
か
き
始
め
、
四
年
後

に
は
「
最
初
に
か
い
た
油
絵
」
と
記
し
た
南
瓜
の
油
彩
画
を
完
成
さ
せ
る
な

ど
、
画
を
か
く
こ
と
に
熱
中
し
て
い
き
ま
し
た
。
画
を
か
く
き
っ
か
け
は
他
に

も
あ
り
、
娘
時
代
に
画
家
を
志
し
て
い
た
妻
の
安
子
が
、
家
事
の
合
間
に
家
族

や
植
物
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
姿
が
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
実
篤
に
影
響
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
家
族
の
定
説
で
し
た
。

　

画
を
か
き
始
め
た
当
初
は
思
い
ど
お
り
に
か
け
な
い
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、「
下
手
な
の
は
い
ゝ
と
し
て
も
、
見
え
て
ゐ
る
く
せ
に
似
な
す
ぎ

る
の
が
腹
が
立
つ
の
で
く
り
か
へ
し
、
く
り
か
へ
し
い
ろ
〳
〵
の
も
の
を
や
つ

て
ゐ
る
内
に
、
少
し
は
進
歩
し
て
く
る
。
そ
れ
が
面
白
い
の
で
こ
の
頃
は
毎
日

何
か
か
い
て
ゐ
る＊

１

。」
と
回
想
し
て
い
ま
す
。
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
実
篤
は
旅

行
や
病
気
で
画
を
か
く
こ
と
が
で
き
な
い
時
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
を

知
っ
た
日
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
毎
日
絵
筆
を
と
り
ま
す
。
画
題
を
よ
く
見
つ
め
る

は
じ
め
に

　

東
京
都
調
布
市
に
は
、
武
者
小
路
実
篤
が
晩
年
の
二
〇
年
を
過
ご
し
た
家
屋

敷
と
庭
が
現
存
し
ま
す
。「
年
を
と
っ
た
ら
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
住
み
た
い
」

と
い
う
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
夢
を
叶
え
た
そ
の
土
地
に
は
、
水
が
湧
き
、
大
き

な
池
が
二
つ
あ
り
、
武
蔵
野
の
自
然
が
豊
か
に
残
り
ま
す
。
自
分
の
仕
事
を
完

成
さ
せ
た
い
と
思
い
建
て
た
家
で
は
、
午
前
中
に
原
稿
を
か
き
、
午
後
は
来
客

に
会
っ
た
り
画
を
か
い
た
り
し
て
過
ご
し
ま
し
た
。

武
者
小
路
実
篤
の
生
涯

　

実
篤
は
一
八
八
五
年
、
東
京
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
学
習
院
中
等
学
科
在
学
中

に
文
学
や
美
術
に
興
味
を
も
ち
始
め
る
と
、
二
三
歳
で
処
女
作
品
集
『
荒
野
』

を
自
費
出
版
、
翌
一
九
一
〇
年
に
は
志
賀
直
哉
、
有
島
武
郎
ら
と
と
も
に
雑
誌

武
者
小
路
実
篤

　
　
画え

と
言
葉
の
表
現

一
般
財
団
法
人
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館　

佐さ

藤と
う　

杏あ
ん
ず　

書
写
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と
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
油
画
を
か
く
時
が
、
一
番
気
ら
く
で
、

日
本
画
を
か
く
時
は
、
そ
れ
よ
り
は
息
ぐ
る
し
く
、
字
を
か
く
時
が
一
番
く
る

し
い
。
息
が
つ
ま
る
。
字
が
一
番
、
主
観
的
で
、
実
力
的
だ
。
精
神
を
こ
め
て

で
な
い
と
字
は
死
ん
で
し
ま
う
し
、
精
神
が
こ
も
っ
た
時
、
一
息
で
か
か
な
い

と
字
が
つ
く
っ
た
も
の
に
な
る＊

６

。」
と
書
く
よ
う
に
、
文
字
の
形
と
し
て
美
し

い
だ
け
で
な
く
、
心
や
精
神
を
こ
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。

作
品
か
ら
み
る
実
篤
の
書

　

当
館
が
所
蔵
す
る
書
は
、
実
篤
が

三
〇
歳
代
後
半
（
一
九
二
〇
年
代
）
の

作
品
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
実

篤
が
本
格
的
に
画
を
か
き
始
め
た
時
期

と
重
な
っ
て
お
り
、
文
筆
だ
け
で
な
く

画
や
書
に
表
現
を
求
め
て
い
っ
た
こ
と

が
資
料
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

　

初
期
の
書
は
、
筆
の
入
り
や
止
め
、

は
ね
、
払
い
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、

筆
の
滑
り
を
楽
し
む
か
の
よ
う
な
自
由

な
表
現
で
す
。
線
も
細
く
、
作
品
と
し

て
の
書
と
い
う
よ
り
も
、
万
年
筆
に
イ

ン
ク
を
含
ま
せ
て
書
く
原
稿
の
延
長
と

し
て
、
筆
に
墨
を
つ
け
て
文
章
を
書
い

て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
こ

れ
ら
の
作
品
は
、
当
時
、
実
篤
が
居
住

こ
と
で
、
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
知
り
、
色
や
形
を
な
ん
と
か
し
て
紙
面
に
表

現
し
よ
う
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
文
学
活
動
を
始
め
る
よ
り
も
前
の
青
年
時
代
か
ら
美
術
品
の
鑑
賞
を

好
み
、
雑
誌
『
白
樺
』
は
美
術
図
版
を
毎
号
に
掲
載
す
る
側
面
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
ま
し
た
。
実
篤
は
、
古
今
東
西
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
自
ら
の
琴
線
に

触
れ
る
美
術
品
や
芸
術
家
を
愛
で
、
手
の
届
く
も
の
を
買
い
求
め
、
日
常
的
に

鑑
賞
し
て
は
作
者
と
心
を
通
わ
せ
、
感
じ
た
力
を
自
ら
の
糧
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
、
ど
の
活
動
も
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
亡
く
な
る
数
ヶ
月
前
、

九
〇
歳
で
病
に
倒
れ
る
ま
で
精
力
的
に
続
き
ま
し
た
。
前
向
き
に
人
生
を
讃
美

す
る
言
葉
や
、
自
然
の
美
し
さ
を
素
直
に
表
現
し
た
書
画
は
、
実
篤
が
作
品
に

こ
め
た
思
い
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

一
心
こ
め
て
か
く

　

実
篤
は
、
小
学
校
時
代
の
嫌
い
な
科
目
に
「
体
操
と
、
図
画
と
、
作
文
と
、

習
字
と
、
唱
歌＊

２

」
を
挙
げ
、
学
習
院
で
は
一
番
字
が
下
手
だ
と
謙
遜
す
る
時
に

「
武
者
に
つ
い
で
は
僕
が
一
番
下
手
だ＊

３

」
と
同
級
の
間
で
言
わ
れ
て
い
た
ほ
ど

で
し
た
。
八
〇
歳
の
時
に
は
「
今
で
も
そ
う
だ
が
、
僕
は
書
を
な
ら
っ
た
事
は

な
い
。
た
だ
心
を
こ
め
て
一
心
に
書
く
だ
け
が
取と

り

得え

だ
と
思
っ
て
い
る＊

４

。」
と

言
い
、
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
筆
と
墨
の
表
現
に
出
会
い
、
自
分
な

り
の
や
り
方
で
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
た
作
品
の
数
々
は
、

多
く
の
人
々
に
広
く
親
し
ま
れ
る
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

　

書
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
実
篤
は
「
字
を
か
く
時
は
一
心
そ
の
も
の
に

な
る
こ
と
を
僕
は
何
と
な
く
心
が
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一

心
は
融
通
無
碍
で
あ
り
た
い
。
形
に
と
ら
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
形
を
忘
れ
切

り
も
せ
ず
、
形
に
即
し
て
精
神
が
充
実
し
て
流
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
る＊

５

。」

武者小路実篤　画
え

と言葉の表現

「嵐」・1924年
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明
す
る
も
の
、「
い
く
ら
か
い
て
も 

か
い
て
も 

あ
き
ぬ
薯
か
な
」
の
よ
う
な

画
を
か
く
こ
と
に
対
す
る
自
ら
の
気
持
ち
を
述
べ
た
も
の
、「
君
は
君 

我
は
我

な
り 

さ
れ
ど
仲
よ
き
」（『
中
学
書
写
』
教
科
書
八
一
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
画

を
き
っ
か
け
に
、
人
間
や
自
然
に
対
す
る
実
篤
の
思
い
を
表
す
言
葉
が
あ
り
ま

す
。

　

文
学
者
で
あ
り
、
画
も
か
く
実
篤
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
と
感
じ
た
も

の
を
「
言
葉
」
と
「
画
」、
二
つ
の
側
面
か
ら
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

し
ょ
う
。

調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館

　

当
館
で
は
、
実
篤
の
九
〇
年
の
生
涯
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
文
学
、
新
し

き
村
、
書
画
、
収
集
美
術
品
や
調
布
で
の
暮
ら
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
切
り
取
っ
た
展
覧
会
を
年
に
八
回
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
隣
接
す
る
実

篤
公
園
内
に
あ
る
旧
実
篤
邸
（
登
録
有
形
文
化
財
）
に
は
、
晩
年
の
二
〇
年
の

暮
ら
し
を
物
語
る
調
度
品
が
今
も
残
り
、
土
・
日
・
祝
日
の
内
部
公
開
日
に
邸

内
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
篤
が
一
心
こ
め
て
表
現
し
た
数
々
の
作

品
を
と
お
し
て
、
そ
の
思
い
を
感
じ
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
。

＊
１
「
画
を
か
い
て
見
て
」（『
平
和
の
民
』
昭
和
二
年
）　

＊
２
「
或
る
男
」

一
四
章
（
大
正
一
二
年
）　

＊
３
「
或
る
男
」
六
六
章
（
大
正
一
二
年
）　

＊
４
「
一

人
の
男
」
七
一
章
（
昭
和
四
四
年
）　

＊
５
及
び
＊
６
「
書
に
就
て
の
雑
感
」（『
瓶

史
』
昭
和
一
二
年
春
の
号
）　

＊
７ 

実
篤
は
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
か
ら
大

正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
ま
で
の
七
年
間
、
日
向
の
新
し
き
村
に
居
住
し
た
。

＊
資
料
写
真
は
全
て
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館
提
供
。

し
て
い
た
日
向
の
新
し
き
村＊

７

の
仲
間
た
ち
が
旧
蔵
し
て
い
ま
し
た
。
文
字
の
美

し
さ
や
力
強
さ
よ
り
も
、
言
葉
の
意
味
や
、
誰
か
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
に

主
眼
が
あ
っ
た
と
考
察
で
き
ま
す
。

　

四
〇
歳
代
半
ば
（
一
九
三
〇
年
代
）
の
作
品
か
ら
、
筆
の
入
り
や
止
め
、
は

ね
、
払
い
が
徐
々
に
現
れ
、
特
に
六
〇
歳
代
（
一
九
五
〇
年
代
）
以
降
の
作
品

は
筆
圧
が
増
し
て
線
は
太
く
な
り
、
力
強
い
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

最
も
円
熟
し
た
表
現
は
七
〇
歳
代
後
半
か
ら
八
〇
歳
代
半
ば
（
一
九
六
〇
︱

七
〇
年
代
）
で
、
言
葉
の
意
味
だ
け
で
な
く
文
字
の
形
や
線
の
動
き
か
ら
も
、

実
篤
の
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

画
と
言
葉
の
表
現

　

画
に
画
讃
を
添
え
た

作
品
は
一
九
三
〇
年

代
、
実
篤
が
筆
と
墨
で

本
格
的
に
画
を
か
き
始

め
た
当
初
か
ら
見
て
と

れ
ま
す
。そ
の
内
容
は
、

「
馬
鈴
薯
群
居
図
」
の

よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
説

武者小路実篤　画
え

と言葉の表現

「龍となれ」・1960–65年「野菜図」・1960–65年
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編
集
後
記

二
〇
一
八
年
秋
号
を
お
届
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中
学
校
に
お
き
ま
し
て
は
、
来
年
度
か
ら
移
行
措
置
に
基
づ
い
た
指
導
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
指
導
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
資
料
を

本
号
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
同
様
の
資
料
、
移
行
措
置

に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
た
資
料
な
ど
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら

も
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

◎
教
育
出
版
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.kyoiku-shuppan.co.jp

ま
た
、
本
号
で
は
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
則
っ
た
授
業
、
課
外
活
動
の
ご

提
案
の
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
の
枠
組
み
が
大
き
く
変

わ
る
現
状
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
参
考
に
し
て
い

た
だ
き
、
先
生
が
た
の
授
業
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

表
紙
絵

　
本
号
の
表
紙
は
、
岩
田
正
『
郷
心
譜
』
よ
り
一
首
を
選
び
ま
し
た
。
相
手
を

思
い
や
る
尊
さ
、
普
段
は
意
識
し
に
く
い
け
れ
ど
あ
り
が
た
い
存
在
へ
の
気
づ

き
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

と
き
に
わ
れ
ら
声
を
か
け
あ
ふ
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を

思
ひ
出
だ
し
た
る
と
き

�

岩
田
正
　

彩
り
豊
か
な
秋
の
一
枚

朝
日
新
聞

　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

　
朝
日
新
聞
社
／
毎
日
新
聞

　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

　
毎
日
新

聞
社
／
産
経
新
聞

　
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
九
日

　
産
業
経
済
新
聞
社
（
無
断
転
載
・
複
写
不
可
）

▲くいしんぼう達　画／斎藤史佳
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応募の決まりなど詳しくはホームページを見てね

夏至の日に北回帰線が通る場所で
何かが起こる？

４月から台湾に住んでいる。地球儀を見ていると台湾
を横断する北回帰線を見つけた。不思議に思い調べると，
夏至の日に北回帰線が通る場所で何かが起こると聞き，
家族で北回帰線標のある嘉義に行き，南中時刻に写真を
撮ると，何と「影のない世界」が体験できた！　
これは太陽が頭の真上に来る場所が地球上にあり，北

回帰線より南，南回帰線より北の地域であり，地球は地
軸を傾けたまま太陽の周りを公転するからである。世界
は不思議なことばかり。私たちは台湾で影のない世界を
体験できました！

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

2018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（2018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16回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

メッセージ


