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子
ど
も
の
発
す
る
言
葉
が
詩
人
の
そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
ん

な
短
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　
「
や
さ
し
い
鮫
」
と「
こ
わ
い
鮫
」
と
に
区
別
し
て
子
の
言
う
や
さ
し
い
鮫
と
は
イ
ル
カ

�

松
村
正
直

　

な
る
ほ
ど
な
あ
、
と
思
う
。
我
々
大
人
は
「
イ
ル
カ
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
作
中
の
「
子
」
は
ま
だ
そ
れ
を
知
ら
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
ち
ゃ
ん

と
わ
か
っ
て
い
る
。「
鮫
」
に
は
「
や
さ
し
い
鮫
」
と
「
こ
わ
い
鮫
」
の
二
種
類
が
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
。
そ
の
認
識
を
そ
の
ま
ま
口
に
出
し
た
こ
と
が
、
不
思
議
な
世

界
を
生
み
出
し
た
。
作
者
は
父
親
な
の
だ
ろ
う
。
今
、
こ
れ
を
書
き
留
め
な
く
て
は
、

と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
「
子
」
が
「
イ
ル
カ
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
ら
、

こ
の
世
か
ら
「
や
さ
し
い
鮫
」
と
い
う
素
敵
な
生
き
物
は
消
え
て
し
ま
う
。
子
ど
も

と
は
期
間
限
定
付
き
の
詩
人
な
の
だ
。

　

次
は
、
子
ど
も
本
人
が
作
っ
た
短
歌
で
あ
る
。

　

プ
ー
ル
に
い
っ
て
あ
そ
ぶ
よ
た
の
し
み
だ
う
き
わ
の
な
か
に
く
う
き
い
っ
ぱ
い

�

赤
澤
沙
希
（
小
一
）

　
「
う
き
わ
の
な
か
に
く
う
き
い
っ
ぱ
い
」
に
驚
く
。
こ
れ
は
大
人
に
は
絶
対
に
書
け

な
い
表
現
だ
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
浮
き
輪
に
空
気
が
入
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前

だ
か
ら
。
わ
ざ
わ
ざ
書
く
ま
で
も
な
い
、
と
我
々
は
思
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
で
も
、

短
歌
と
は
状
況
の
説
明
で
は
な
い
。
心
を
表
現
す
る
も
の
だ
。
そ
う
思
っ
て
見
た
時
、

こ
の
言
葉
の
輝
き
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
う
き
わ
の
な
か
に
く
う
き
い
っ
ぱ
い
」と
は「
こ

こ
ろ
の
な
か
に
た
の
し
さ
い
っ
ぱ
い
」
の
別
名
な
の
だ
。

　

た
の
し
み
は
ば
あ
ち
ゃ
ん
手
作
り
中
華
丼
う
ず
ら
の
玉
を
舌
で
わ
る
時

�

小
林
み
ず
き
（
小
六
）

　

こ
ち
ら
は
六
年
生
の
作
品
。「
中
華
丼
を
食
べ
る
時
」
で
も
な
く
「
う
ず
ら
の
玉
子

を
食
べ
る
時
」
で
も
な
く
「
う
ず
ら
の
玉
を
舌
で
わ
る
時
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
な

ん
と
も
素
晴
ら
し
い
。う
ず
ら
の
玉
子
に
舌
を
差
し
込
ん
で
割
る
瞬
間
の
喜
び
を
知
っ

て
い
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
で
も
、
そ
れ
を
こ
ん
な
風
に
詠
う
こ
と
は
難
し
い
。
世

界
と
の
言
葉
の
距
離
の
近
さ
が
魅
力
的
だ
。

　

ぼ
く
に
は
ね
い
も
う
と
二
人
い
る
ん
だ
よ
い
ち
ば
ん
下
は
ぽ
っ
ち
ゃ
り
し
て
る

�

中
村
駿
斗
（
小
二
）

　
「
ぽ
っ
ち
ゃ
り
し
て
る
」
が
予
想
を
超
え
て
き
た
。
そ
う
云
わ
れ
て
も
困
る
け
ど
、

笑
っ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
大
人
は
ふ
だ
ん
硬
く
て
冷
た
く
て
苦
し
い
感
覚
で
生
き
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
で
も
、
こ
ん
な
短
歌
を
見
る
と
、
世
界
が
柔
ら
か
く
て
温
か
く

て
楽
し
い
場
所
に
思
え
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
。

ほ
む
ら
　
ひ
ろ
し
　
　
歌
人
。
一
九
九
〇
年
に
歌
集
『
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
』
で
デ
ビ
ュ
ー
、
斬
新
な

視
点
と
言
葉
づ
か
い
で
短
歌
界
に
衝
撃
を
与
え
る
。
近
著
に
『
こ
れ
か
ら
泳
ぎ
に
い
き
ま
せ
ん
か
』

『
き
っ
と
あ
の
人
は
眠
っ
て
い
る
ん
だ
よ
』（
と
も
に
河
出
書
房
新
社
）
な
ど
が
あ
る
。

子
ど
も
の
言
葉

穂
村  

弘
　
歌
人

巻
随
頭
筆
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漢字指導への対応と資質・能力の明確化の試み

１
．
漢
字
の
指
導
に
つ
い
て

⑴
学
年
別
漢
字
配
当
表
の
見
直
し

　

平
成
三
十
年
度
か
ら
の
先
行
実
施
に
お
い
て
、
必
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
、
漢
字
指
導
に
関
す
る
移
行
措
置
へ
の
対
応
で
あ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
次
の
二
十
字
が
追
加
さ
れ
た
。

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

奈
、
梨
、
阪
、
阜

　

こ
れ
ら
の
漢
字
は
、全
て
第
四
学
年
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。同
時
に
、第
五
学
年（
賀
、

群
、
徳
、
富
）、
第
六
学
年
（
城
）
に
配
当
さ
れ
て
い
た
漢
字
の
一
部
も
第
四
学
年
に

移
し
、
第
四
学
年
で
都
道
府
県
名
に
使
わ
れ
る
漢
字
全
て
を
学
習
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
こ
れ
は
社
会
科
の
学
習
内
容
と
の
つ
な
が
り
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
第
四
学
年
の
配
当
漢
字
の
一
部
を
上
の
学
年
へ
移
す
な
ど
、
第
四
学
年
以

上
の
学
年
別
漢
字
配
当
表
も
見
直
さ
れ
て
い
る
。

⑵
移
行
期
間
の
漢
字
指
導

　

ま
ず
、
平
成
三
十
年
度
の
四
年
生
は
、
新
し
い
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
基
づ
い
た

指
導
が
必
要
と
な
る
。
新
た
に
追
加
さ
れ
た
二
十
字
と
上
の
学
年
か
ら
移
さ
れ
た
五

字
、
あ
わ
せ
て
二
十
五
字
の
漢
字
に
つ
い
て
、
教
育
出
版
の
Ｈ
Ｐ
上
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
移
行
措
置
資
料
（http://w

w
w
.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/

kokugo/m
igration-h30-m

00.htm
l

）
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
対
応
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

翌
三
十
一
年
度
に
は
、
新
四
年
生
と
新
五
年
生
が
新
し
い
漢
字
配
当
表
に
基
づ
い

た
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
漢
字
の
指
導
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、「
他
教
科
等

の
学
習
に
お
い
て
必
要
と
な
る
漢
字
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
科
等
と
関
連
付
け
て
指

導
す
る
な
ど
、
そ
の
確
実
な
定
着
が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
」
と
い

う
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
第
四
学
年
で
都
道
府
県
名
の
漢
字
が
増
や
さ
れ
た
の
は
、
社
会

科
の
学
習
で
の
必
要
性
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
国
語
科
で
読
み
書
き
を
学
ぶ

と
と
も
に
、
社
会
科
で
も
意
識
し
な
が
ら
使
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。
先
行
実
施
の
取
り
組
み
の
中
で
、
教
科
ど
う
し
の
関
連
を
意
識
し
た
漢
字
指

導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
児
童
の
実
態
に
即
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
し
た
い
。

　

あ
わ
せ
て
、「
学
年
別
漢
字
配
当
表
に
示
す
漢
字
の
字
体
を
標
準
と
す
る
こ
と
」
が
、

新
学
習
指
導
要
領
で
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
解
説
』
に
は
、「
常
用
漢
字
表
の
字
体
・

字
形
に
関
す
る
指
針
（
報
告
）」（
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
）
な
ど
を
踏
ま
え
た
詳
し

い
説
明
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
指
導
の
目
的
に
応
じ
て
、
柔
軟
で

多
様
な
評
価
を
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

中
央
教
育
審
議
会
・
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
専
門
委
員
、
同
言

語
能
力
の
向
上
に
関
す
る
特
別
チ
ー
ム
専
門
委
員
と
し
て
、
国
語
科

の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
携
わ
る
。
現
在
、
文
部
科
学
省
・
教
育
研

究
開
発
企
画
評
価
会
議
協
力
者
。

漢
字
指
導
へ
の
対
応
と
資
質
・
能
力
の
明
確
化
の
試
み

東
京
学
芸
大
学
准
教
授
　
中な

か

村む
ら 

和か
ず

弘ひ
ろ

■ 

特
集 

■

新
学
習
指
導
要
領
の
先
行
実
施
へ
の
対
策

国
語
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２
．
資
質
・
能
力
を
位
置
づ
け
た
目
標
と
評
価

⑴
新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
反
映
さ
せ
る
試
み

　

漢
字
の
移
行
措
置
へ
の
対
応
以
外
に
、
先
行
実
施
と
し
て
一
つ
取
り
組
ん
で
お
き

た
い
こ
と
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
単
元
の
目
標
あ
る
い
は
評

価
を
ど
う
設
定
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
は
、「
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
に
記
載

が
あ
る
と
お
り
、「〔
知
識
及
び
技
能
〕
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
、〔
思
考
力
、
判
断

力
、
表
現
力
等
〕
に
示
す
事
項
の
指
導
を
通
し
て
指
導
す
る
こ
と
」
が
基
本
で
あ
る
。

　

実
際
の
授
業
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
領
域
を

ベ
ー
ス
に
行
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
単
元
の
目
標
あ
る
い
は
評
価
を
考
え
る
に
は
、〔
知

識
及
び
技
能
〕
の
事
項
と
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
に
あ
る
領
域
の
事
項

と
の
双
方
か
ら
、
両
者
を
関
連
づ
け
て
、
育
成
す
る
資
質
・
能
力
を
明
確
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
中
教
審
の
答
申
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
こ
に
「
主
体
的
に

学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。

　
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』（
四
年
下
巻
）
を
例
に
、
考
え
て
み
る
。
仮
に
単
元
の
目
標
を
、「
登

場
人
物
の
名
前
や
性
格
・
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
ど
の
言
葉
を
調
べ
な
が
ら
、
ご
ん

の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
立
て
た
と
す
る
。
取
り
組
む
べ

き
こ
と
は
、
こ
の
目
標
の
も
と
で
、
新
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
ど
の
よ
う

な
資
質
・
能
力
を
身
に
つ
け
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
試
し
に
、
こ
の

単
元
の
評
価
規
準
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

【
評
価
規
準
】（
新
学
習
指
導
要
領
を
反
映
さ
せ
て
）

◯
知
識
・
技
能

　
・
様
子
や
行
動
、
気
持
ち
や
性
格
を
表
す
語
句
の
量
を
増
や
し
て
い
る
。

　
・
辞
書
や
事
典
の
使
い
方
を
理
解
し
、
使
っ
て
い
る
。

◯
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

　
・�

場
面
の
移
り
変
わ
り
と
結
び
つ
け
て
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
や
情
景
な
ど
を

具
体
的
に
想
像
し
て
い
る
。

　
・�

文
章
を
読
ん
で
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
共
有
し
、
一
人
一
人
の
違
い
に
気

づ
い
て
い
る
。

◯
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

　
・�

文
章
中
の
描
写
や
表
現
、
語
句
に
興
味
を
も
ち
、
調
べ
た
り
考
え
た
り
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

　
・�

調
べ
た
言
葉
の
意
味
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
場
面
の
様
子
や
人
物
の
気
持
ち
の
変
化

な
ど
を
想
像
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
に
よ
る
一
案
で
あ
る
。
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
観
点
別
評
価
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
文
部
科

学
省
の
専
門
部
会
等
で
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
今

あ
る
教
材
や
単
元
の
目
標
・
評
価
を
、新
学
習
指
導
要
領
が
示
し
た
内
容
を
踏
ま
え
て
、

具
体
化
し
て
い
く
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

⑵
明
確
化
、
焦
点
化
、
そ
し
て
具
体
化

　

大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
単
元
の
学
習
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
を
育

成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
先
ほ
ど
あ
げ
た
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
は
、「
登
場
人
物
の
気
持

ち
の
変
化
や
性
格
、
情
景
に
つ
い
て
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
と
結
び
付
け
て
具
体
的

に
想
像
す
る
こ
と
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
れ
を
、
本
時
案
で
考
え
た
場
合
、「『
具

体
的
に
想
像
す
る
』
と
は
、
本
時
で
扱
う
場
面
で
い
う
と
、
何
が
ど
う
想
像
で
き
る

こ
と
な
の
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
全
て
の
語
句
や
表
現
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
、
授
業
の
ね
ら
い
を
明
確
化

4

4

4

し
（「
具
体
的
に
想
像
す
る
と
は
、
子
ど
も
た

ち
が
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
読
め
れ
ば
よ
い
の
か
」）、学
習
す
る
内
容
を
焦
点
化

4

4

4

し（「
子

ど
も
た
ち
が
具
体
的
に
想
像
で
き
る
た
め
に
は
、
ど
の
叙
述
を
中
心
に
扱
え
ば
い
い

だ
ろ
う
か
」）、
指
導
の
手
立
て
を
具
体
化

4

4

4

す
る
（
そ
の
叙
述
を
め
ぐ
っ
て
、
子
ど
も

た
ち
が
主
体
的
・
対
話
的
に
深
く
学
ぶ
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
準
備
や
工
夫
が
必

要
だ
ろ
う
か
）
な
ど
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
語
科
の
先
行
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
字
の
移
行
措
置
の
扱

い
や
新
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
た
単
元
の
目
標
・
評
価
の
設
定
を
試
み
る

こ
と
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　

同
時
に
、
教
材
研
究
の
あ
り
方
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
の
授

業
実
践
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
見
つ
め
直
す
機
会
と
し
て
も
活
用
し
た
い
。
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深い学びへの多角的接近

一　

は
じ
め
に（
起
点
の
確
認
）

　

ま
ず
は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
授
業
の
姿
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
小

学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』（
平
成
二
十
九
年
六
月
、
文
部
科
学
省
）
に
は
、

国
語
科
に
お
け
る
「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

国
語
科
は
、
様
々
な
事
物
、
経
験
、
思
い
、
考
え
等
を
ど
の
よ
う
に
言
葉
で

理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
る
か
、
と
い
う
言
葉
を
通
じ
た
理
解
や

表
現
及
び
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。
言

葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
と
は
、
児
童
が
学
習
の
中
で
、
対
象
と

言
葉
、
言
葉
と
言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目

し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
し
て
、
言
葉
へ
の
自
覚
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

三
十
二
年
度
の
完
全
実
施
が
迫
る
今
、
現
場
の
教
師
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、

そ
の
具
体
を
考
え
て
い
く
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
以
下
、『
ひ
ろ
が
る
言
葉　

小

学
国
語　

３
下
』（
教
育
出
版
）
よ
り
三み

木き

卓た
く

の
『
の
ら
ね
こ
』
を
題
材
に
、
本
稿
で

は
特
に
「
対
話
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
な
ど
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
場
面
を
ど

こ
に
設
定
す
る
か
、
学
び
の
深
ま
り
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
児
童
が
考
え
る
場
面

と
教
師
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
」
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
り
よ

う
を
探
っ
て
い
く
。

二　
「
学
び
の
深
ま
り
」は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
か

　

私
は
か
つ
て
、「
の
ら
ね
こ
は
ま
た
リ
ョ
ウ
に
会
い
に
行
く
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
発

問
を
考
え
、
試
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
ま
た
」
は
再
現
性
を
求
め
る
言
葉
で
あ
る
か

ら
、
読
み
手
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
視
点
か
ら
作
品
『
の
ら
ね
こ
』
を
再
検
討
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。こ
こ
で
の「
過
去
」と
は
作
品
に
示
さ
れ
た
数
々
の
で
き
ご
と
、

「
現
在
」
と
は
屋
根
か
ら
「
の
ら
ね
こ
」
が
「
リ
ョ
ウ
」
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
結
末
、

そ
し
て
、「
未
来
」
と
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
問
で
あ
れ
ば
、
読
み
手
の

関
心
を
叙
述
に
向
け
さ
せ
つ
つ
、
書
か
れ
て
い
な
い
豊
穣
の
想
像
を
言
葉
に
で
き
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
授
業
後
、
私
は
物
足
り
な
さ
を
覚
え
た
。
授
業
が

現
実
世
界
に
ひ
ら
か
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
に
観
念
的
で
、
つ
ま
ら
な
く
思
え
た
の

で
あ
る
。
子
ど
も
に
は
、
も
っ
と
生
き
生
き
と
無
邪
気
に
、『
の
ら
ね
こ
』
の
世
界
を

享
受
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
次
に
示
す
演
劇
的
手
法
な
ら
ば
、
そ
れ
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

①�

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
イ
ン
ロ
ー
ル
に
よ
る
虚
構

空
間
の
創
出

　

テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
イ
ン
ロ
ー
ル
（T

eacher 
in Role

）
と
は
、
学
習
者
を
半
ば
強
制
的
に

虚
構
世
界
に
引
き
ず
り
込
む
技
法
で
あ
る
。

教
師
が
特
定
の
人
物
に
な
り
き
っ
て
話
し
始

め
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
い
や
お
う
な
く
虚

構
世
界
の
住
人
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
し
ま

う
。
下
の
写
真
の
中
央
あ
た
り
で
床
に
手
を

つ
い
て
い
る
児
童
は
「
の
ら
ね
こ
」
に
な
っ

た
つ
も
り
で
、「
リ
ョ
ウ
」
に
扮
し
た
教
師
と

北
海
道
で
お
よ
そ
十
年
、
公
立
高
等
学
校
の
教
諭
を
経
て
、
現
職
。

現
場
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
小
・
中
学
校
の
教
師
と
と
も
に
理

論
と
実
践
の
往
還
を
模
索
し
て
い
る
。
専
門
は
読
書
現
象
論
。
近
年

は
読
書
行
為
を
空
間
作
り
と
と
も
に
研
究
し
て
い
る
。

深
い
学
び
へ
の
多
角
的
接
近

大
分
大
学
准
教
授
　
花は

な

坂さ
か

　
歩

あ
ゆ
む
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対
話
し
て
い
る
。そ
の
周
囲
に
は
他
の
児
童
が
円
形
状
に
座
り
、舞
台
を
作
っ
て
い
る
。

教
師
は
作
品
『
の
ら
ね
こ
』
に
出
て
く
る
缶
詰
の
他
、
一
般
的
な
猫
が
好
み
そ
う
な

お
も
ち
ゃ
（
例
え
ば
猫
じ
ゃ
ら
し
）
な
ど
を
用
い
て
、
の
ら
ね
こ
役
の
児
童
に
近
づ

こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
児
童
は
、「
の
ら
ね
こ
」
は
警
戒
心
が
強
い
と
い
う
こ
と
を

す
で
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
た
め
、「
そ
ん
な
も
の
、
い
ら
な
い
！
」、

「
あ
っ
ち
へ
行
け
！
」、「
そ
れ
以
上
、
近
づ
く
な
！
」
な
ど
の
よ
う
に
言
う
。
そ
し
て

教
室
に
は
笑
い
が
起
き
る
。
そ
の
様
子
は
ま
る
で
遊
ん
で
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

②
ホ
ッ
ト
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
内
面
吐
露

　

次
に
行
っ
た
の
は
、「
ホ
ッ
ト

シ
ー
テ
ィ
ン
グ
（H
ot-seating

）」

で
あ
る
。
ホ
ッ
ト
シ
ー
テ
ィ
ン
グ

は
、
虚
構
世
界
か
ら
特
定
の
登
場

人
物
を
現
実
世
界
に
招
き
寄
せ
る

技
法
で
あ
る
。
指
名
さ
れ
た
児
童

は
、「
リ
ョ
ウ
」
に
な
り
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
教
師
は
テ
レ
ビ

番
組
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
よ
う

に
ふ
る
ま
い
、
リ
ョ
ウ
役
の
児
童

に
質
問
を
し
て
い
く
。
リ
ョ
ウ
役

の
児
童
は
、「
も
し
、
リ
ョ
ウ
だ
っ

た
ら
…
…
」
と
い
う
想
定
の
も
と
、

教
師
の
質
問
に
答
え
て
い
く
。
そ

の
回
答
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
教
師
と
対
面
し
て
い
る
と
い
う
逃
れ
ら

れ
な
い
状
況
下
で
、
懸
命
に
思
考
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
枚
の
写
真
で
起
き
て
い
た
こ
と
を
、
現
象
学
的
教
育
学
を
専
門
と
す
る
中な
か

田だ

（
二
〇
〇
八
）
の
言
説
を
も
と
に
考
え
て
い
き
た
い
。

　

中
田
は
、
一
斉
授
業
に
お
け
る
代
表
者
と
の
問
答
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
聞
き
手
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
話
し
手
の
発
表
を
主
題
的

に
聞
き
な
が
ら
、
同
時
に
、
非
主
題
的
に
は
、
自
分
以
外
の
多
数
の
他
の
聞
き
手
た

ち
も
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
話
し
手
の
話
を
聞
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
い
る
は
ず
で
す
」（
二
四
二
頁
）。
つ
ま
り
、
教
室
の
児
童
た
ち
は
、
代
表
と

し
て
演
じ
て
い
る
児
童
の
応
答
を
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
観
察
し
な
が
ら
、
そ
の

児
童
の
応
答
を
他
の
児
童
は
ど
の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
聞
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
他

者
の
思
考
に
思
い
を
寄
せ
た
り
、
そ
れ
を
教
師
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
な
が
ら
聞
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
う
か
が
い
な
が
ら
聞
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
人
一
人
を
同
時
に
活
動
者
に
す
る
よ
う
な
授
業
で
は
起
こ
し
に
く
い
、
重

層
的
な
思
考
現
象
と
い
え
る
。

　

そ
の
他
、
興
味
深
か
っ
た
の
は
児
童
ら
の
身
体
が
と
っ
た
位
置
関
係
で
あ
る
。
作

品
『
の
ら
ね
こ
』
に
お
い
て
「
リ
ョ
ウ
」
と
「
の
ら
ね
こ
」
の
手
が
重
ね
合
わ
さ
れ

る
場
面
は
印
象
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
児
童
ら
は
ま
ち
が
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。こ
の
場
面
で
は
、猫
で
あ
る「
の
ら
ね
こ
」に
気
を
つ
か
っ
た「
リ
ョ

ウ
」
が
、「
手
」
で
は
な
く
、「
前
足
」
を
出
す
よ
う
に
促
す
。
写
真
に
は
な
い
が
、

そ
れ
を
言
葉
ど
お
り
に
理
解
し
て
、足
を
出
す
児
童
が
い
た
り
、上
の
写
真
の
よ
う
に
、

ひ
ど
く
緊
張
感
に

欠
け
る
状
況
を
作

り
出
す
児
童
も
い

た
。
ま
た
、
下
の

写
真
（
長
座
の
児

童
が
「
リ
ョ
ウ
」

で
、
そ
の
左
の
児

童
が
「
の
ら
ね

こ
」）
の
よ
う
な

姿
勢
も
明
ら
か
に

お
か
し
い
。
こ
こ
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は
「
の
ら
ね
こ
」
の
怯
え
を
気
づ
か
い
、
少
し
遠
く
か
ら
手
を
伸
ば
す
べ
き
場
面
で

あ
る
。
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
、
児
童
た
ち
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
イ
メ
ー
ジ

で
作
品
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
誤
読
も
興
味
深
い
学
び

を
生
み
出
す
こ
と
を
知
っ
て
お
き
た
い
。
先
の
中
田
の
言
説
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
う

し
た
過
ち
は
こ
れ
を
見
て
い
る
児
童
た
ち
に
よ
り
複
雑
な
思
考
を
も
た
ら
す
。
つ
ま

り
、「
自
分
だ
っ
た
ら
こ
の
よ
う
に
し
な
い
は
ず
だ
」、「
み
ん
な
は
ど
う
思
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
」、「
先
生
は
何
も
言
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
思
考
を
引
き
出
し
、

作
品
『
の
ら
ね
こ
』
の
情
況
を
よ
り
正
確
に
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
げ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

三　

ま
と
め（
今
後
の
課
題
と
と
も
に
）

　

本
稿
で
は
、「
学
び
の
深
ま
り
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
こ
こ
で

改
め
て
、
冒
頭
に
掲
げ
た
学
習
指
導
要
領
に
立
ち
戻
り
た
い
。
そ
こ
に
は
、「
国
語
科

は
、
様
々
な
事
物
、
経
験
、
思
い
、
考
え
等
を
ど
の
よ
う
に
言
葉
で
理
解
し
、
ど
の

よ
う
に
言
葉
で
表
現
す
る
か
、
と
い
う
言
葉
を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ
で
用

い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
例

示
に
よ
っ
て
、
読
み
の
「
豊
か
さ
」
の
次
元
は
ひ
ら
か
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、

方
法
的
に
は
奔
放
で
あ
り
な
が
ら
、
重
層
的
な
学
び
の
充
実
と
い
っ
て
も
よ
い
。
今

後
は
そ
れ
を
さ
ら
に（「
と
同
時
に
」と
述
べ
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
）、

「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
」
こ
と
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
不
可
避
で

あ
る
。
そ
の
際
、『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』
に
あ
る
以
下
の
言
説
も

ま
た
重
要
と
な
る
。「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
は
、
必
ず
し
も
一
単
位
時
間
の

授
業
の
中
で
全
て
が
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
単
元
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と

ま
り
の
中
で
、
例
え
ば
、
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
学
習
の
見
通
し
を
立

て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
し
て
自
身
の
学
び
や
変
容
を
自
覚
で
き
る

場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
対
話
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
な
ど
を
広
げ
た
り
深
め

た
り
す
る
場
面
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
、
学
び
の
深
ま
り
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
、

児
童
が
考
え
る
場
面
と
教
師
が
教
え
る
場
面
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
る
か
、と
い
っ

た
視
点
で
授
業
改
善
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」。
こ
の
言
説
を
、
本
稿
で
の
考

察
と
掛
け
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
と
、
教
師
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
学
び
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
造
形
的
な
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、

調
和
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
」
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
発
問
や
演
劇
的
手
法
な
ど
の
方
法
論
を
前
景
に
示
し
な
が
ら
、

そ
の
背
景
に
探
究
の
姿
勢
を
示
そ
う
と
努
め
て
き
た
。「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
重
要

な
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
あ
り
あ
り
と
作
品
世
界
を
享
受
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
を
、そ
れ
の
み
で
終
わ
ら
せ
ず
、言
葉
の
学
習
と
し
て
成
立
さ
せ
た
い
。本
稿
で
は
、

特
に
、
読
書
行
為
に
お
け
る
情
動
性
に
注
目
し
た
。「
わ
か
る
か
ら
楽
し
い
」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
な
く
、「
楽
し
い
か
ら
わ
か
り
た
く
な
る
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
も
あ
る
。
児
童
の
実
態
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
い
て
、
子
ど
も
を
深

い
学
び
へ
と
近
づ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

参
考
文
献　

中
田
基も
と

昭あ
き

（
二
〇
〇
八
） 『
感
受
性
を
育
む
―
現
象
学
的
教
育
学
へ
の
誘

い
』、
東
京
大
学
出
版
会

附
記　

本
稿
に
お
け
る
授
業
実
践
は
秋あ

き

山や
ま

郁か
お
る

教
諭
（
別べ
っ

府ぷ

市
立
上し
ょ
う

人に
ん

小
学
校
）、
甲か

斐い

理り

彩さ

教
諭
（
大お
お

分い
た

市
立
大お
お

在ざ
い

小
学
校
）
の
協
力
に
よ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申

し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
稿
者
に
よ
る
「
未
来
志
向
の
発
問
に
よ
る
想
像
行
為
の

誘
発
と
そ
の
実
際
―
三
木
卓
「
の
ら
ね
こ
」
を
高
等
学
校
の
学
習
材
に
―
」（『
国
語
論

集
』
十
三
、
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室
、
二
〇
一
六
）、「
読
者

反
応
を
引
き
出
す
た
め
の
作
品
分
析
の
具
体
― 

三
木
卓『
の
ら
ね
こ
』を
題
材
に
―
」、

「
読
み
の
「
深
さ
」
と
「
豊
か
さ
」
に
つ
い
て
の
考
察
― 

演
劇
的
手
法
を
検
討
の
材

料
と
し
て
―
」（
と
も
に
『
国
語
論
集
』
十
四
、二
〇
一
七
）
に
多
く
を
依
拠
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
も
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
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言
語
活
動（
書
く
学
習
）を
楽
し
め
る

児
童
を
育
て
る

　

日
常
の
授
業
に
お
い
て
言
語
活
動
を
成
立
・
充
実

さ
せ
る
た
め
に
は
、学
年
の
発
達
段
階
に
応
じ
た「
言

語
技
術
」
の
基
本
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
、「
身
に
つ
い
た
」
と
い
う
自
信
を

も
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

自
信
の
あ
る
児
童
は
、
身
に
つ
け
た
「
言
語
技
術
」

を
発
揮
し
、
授
業
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
情
報

を
主
体
的
に
獲
得
し
、
自
分
の
考
え
を
組
み
立
て
て

発
信
す
る
た
め
の
「
聞
く
」「
読
む
」「
話
す
」「
書
く
」

に
関
す
る
技
術
（
ス
キ
ル
）
を
生
か
す
こ
と
が
で
き

る
。し
か
し
、現
実
に
は
、国
語
嫌
い
の
児
童
も
多
く
、

高
学
年
に
な
っ
て
も
、
一
文
を
書
く
こ
と
さ
え
嫌
が

り
、
書
い
た
も
の
の
、
文
意
が
通
じ
な
い
こ
と
も
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
な
る
前
に
、
改

善
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
語
科
に
よ
る
「
こ

と
ば
の
教
育
」
の
取
り
組
み
の
第
一
段
階
で
あ
る
小

学
校
だ
け
だ
。
初
期
の
段
階
で
、
考
え
る
技
術
や
他

者
に
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
技
術
な
ど
を
、
段
階

的
に
指
導
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
の
だ
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
技
術
を
選
択
し
、
各
教

科
の
中
で
も
書
く
活
動
を
楽
し
め
る
児
童
に
育
て
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
随
筆
に
つ
い
て

学
び
、
自
ら
も
書
く
と
い
う
活
動
を
通
じ
て
、
自
分

を
表
現
す
る
こ
と
を
楽
し
め
る
児
童
を
育
て
る
こ
と

を
ね
ら
う
。

説
明
文
教
材
の
学
習
経
験
を
生
か
し
て

随
筆
を
書
く

　

六
年
生
に
と
っ
て
、
随
筆
は
な
じ
み
の
な
い
文
章

形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
理
的
に
思
考
を
組
み
立

て
、
思
考
や
主
張
を
説
明
す
る
よ
う
な
随
筆
を
書
こ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
文
教
材
の

学
習
が
、
大
き
な
役
目
を
果
た
す
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
説
明
文
の
学
習
が
大
き
な
役
目
を
果
た

す
と
は
い
っ
て
も
、
抽
象
的
な
思
考
が
で
き
な
い
低

学
年
の
発
達
段
階
で
は
、
取
り
組
ん
で
も
、
な
か
な

か
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
低
学
年
は
、
文
章
中
の

具
体
的
な
「
情
報
」
に
興
味
・
関
心
を
示
す
か
ら
だ
。

抽
象
的
に
思
考
し
、
文
章
を
論
理
の
展
開
と
し
て
理

解
で
き
る
の
は
、
中
学
年
以
上
で
あ
ろ
う
。
説
明
的

文
章
は
、
読
者
に
情
報
を
正
確
に
、
わ
か
り
や
す
く

伝
え
る
た
め
に
、
構
成
を
練
り
、
表
現
方
法
を
工
夫

し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
型
」
が
存
在

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
文
章
の
情
報
を
捉
え
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
表
現
方
法
「
型
」
に
も
着
目
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
文
章
を
的
確
に
読
み
取
る
力

や
、「
型
」
に
そ
っ
て
文
章
を
書
く
力
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
発
達
段
階
を
考
慮
し
て
、

中
学
年
か
ら
高
学
年
ま
で
に
完
成
さ
せ
た
い
説
明
的

書く学習の充実
を図る授業改善

実 践
レポート

元愛媛県松山市立
みどり小学校教諭

横
よ こ

田
た

 禎
よ し

子
こ
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実践レポート　「書く学習の充実を図る授業改善」

文
章
の
読
み
の
観
点
や
視
点
を
設
定
し
（
図
１
）、

指
導
の
た
め
の
具
体
的
な
て
だ
て
を
整
理
し
て
、
単

元
を
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、

指
導
者
が
、
こ
の
視
点
で
の
学
習
体
験
の
積
み
重
ね

を
意
識
し
、
計
画
的
に
指
導
を
継
続
す
る
こ
と
も
求

め
ら
れ
る
。

　

六
年
生
の
随
筆
教
材
の
一
つ
『「
迷
う
」』
と
主
な

説
明
文
教
材
を
こ
の
観
点
で
分
析
す
る
と
、

○
四
月
教
材
『「
迷
う
」』（
随
筆
）

　

・
複
数
事
例
解
説
型

　

・
具
体
例
＝
＝
問
い
か
け
＝
＝
解
説
＝
＝
主
張

　

・
尾
括
型

○
六
月
教
材
『
森
林
の
は
た
ら
き
と
健
康
』

　

・
課
題
解
決
型

　

・
問
い
か
け
＝
＝
デ
ー
タ
＝
＝
論
理
的
説
明

　

・
尾
括
型

○
十
一
月
教
材
『
ぼ
く
の
世
界
、
君
の
世
界
』

　

・
話
題
発
展
型

　

・
問
い
か
け
＝
＝
論
理
的
説
明
＝
＝
主
張

　

・
語
り
か
け
る
文
体

　

こ
の
中
で
、
五
年
生
ま
で
の
説
明
文
学
習
の
経
験

を
生
か
し
て
、
書
く
活
動
ま
で
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き

る
四
月
の
教
材
『「
迷
う
」』
は
、
指
導
に
力
を
入
れ

た
い
教
材
で
あ
る
。

実
践
例

単
元
名　

�

随
筆
を
読
ん
で
、
経
験
を
も
と
に
し
て
書

こ
う

教
材
名　
『「
迷
う
」』
日
高
敏
隆
（
六
年
上
巻
）

単
元
の
目
標
（
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
）

　

自
分
に
重
ね
な
が
ら
随
筆
を
読
み
、
そ
れ
を
参
考

に
、
経
験
し
た
こ
と
を
短
い
文
章
に
書
く

教
材
の
特
性

　

四
月
教
材
『「
迷
う
」』
は
、
随
筆
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
材
の
筆
者
は
、
四
年

上
巻
『
花
を
見
つ
け
る
手
が
か
り
』
の
実
験
を
行
っ

た
人
物
で
あ
り
、
こ
の
随
筆
は
科
学
者
ら
し
い
視
点

で
、
実
に
論
理
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
は
猫
の

名
前
か
ら
連
想
を
広
げ
、「
迷
う
」
に
か
か
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
人
生
の
う
え

で
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
い
る
。

　

児
童
の
学
習
経
験
の
中
で
、『
花
を
見
つ
け
る
手

が
か
り
』
は
、
実
に
理
解
し
や
す
く
論
理
的
で
深
く

記
憶
に
刻
ま
れ
る
教
材
の
よ
う
で
、
学
習
中
に
す
ぐ

に
想
起
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ネ
コ
の
事
例
、
食
事
や
漢
字
に

関
す
る
事
例
、
ア
リ
や
カ
モ
メ
の
事
例
は
、
身
近
で

理
解
し
や
す
く
、
児
童
の
共
感
を
呼
ぶ
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

つ
け
た
い
言
葉
の
力

○�

筆
者
が
捉
え
た
事
実
や
経
験
を
取
り
上
げ
な
が

ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
筆
者
な
ら
で
は
の
視
点
、

意
味
づ
け
や
考
え
に
つ
い
て
、
読
み
手
な
り
の
考

え
や
意
見
を
も
っ
て
読
む
。

○�

自
分
の
経
験
に
対
し
て
意
見
や
考
え
を
加
え
な
が

筆者の趣旨 文章構成 表現技法 情報・知識

説明文教材
読みの観点

思
考
・
思
想

論
理
・
認
識

意
見
・
主
張
　
等

段
落
構
成

序
論
・
本
論
・
結
論

尾
括
型
・
頭
括
型

課
題
解
決
型
　
等

接
続
語
・
指
示
語
・

文
末
表
現
・
資
料
写
真
・

統
計
資
料
・
図
表
・

挿
絵
　
等

実
験
・
観
察

事
例
・
解
説

事
実
・
意
見
　
等

図1
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ら
、
簡
単
に
書
い
た
り
詳
し
く
書
い
た
り
す
る
。

単
元
の
学
習
計
画
（
全
8
時
間
）

　

学
び
に
必
要
な
の
は
高
め
合
い
、
磨
き
合
う
た
め

の
基
本
的
学
習
習
慣
の
育
成
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で

に
学
ん
で
き
た
言
語
事
項
等
は
、教
師
用
指
導
書『
解

説
・
展
開
篇
』
の
「
こ
の
本
で
学
ぶ
こ
と
」
一
覧
に
、

五
十
音
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
、

指
導
者
が
学
習
体
験
を
振
り
返
ら
せ
る
こ
と
が
効
果

的
で
あ
る
。

授
業
の
実
際

一
次　

第
１
時

　

四
年
生
教
材
『「
花
を
見
つ
け
る
手
が
か
り
」』
を

サ
ン
プ
ル
に
し
て
、『「
迷
う
」』
の
文
章
の
型
を
読

み
取
る
。

二
次　

第
３
時

　

学
習
教
材
を
一
～
二

文
ず
つ
書
き
写
し
、
読

み
取
り
内
容
を
書
き
こ

み
、
解
説
を
発
表
す
る
。

　

新
し
く
意
味
を
知
っ
た
言
葉
が
あ
っ
た
ら
、
も
う

一
度
、
本
文
に
立
ち
返
り
、
文
章
を
味
わ
い
直
す
こ

と
で
、
言
語
感
覚
が
磨
か
れ
、
豊
か
な
感
性
が
育
つ
。

さ
ら
に
は
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
が
育
成
さ
れ

る
。

次

時

学
習
活
動

一
次

１

○
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

　

・�『
花
を
見
つ
け
る
手
が
か
り
』
と
『「
迷

う
」』
の
テ
ー
マ
と
型
、
論
の
進
め
方

を
捉
え
る
。
図
１
を
参
考
に

　

・�

新
聞
や
書
籍
か
ら
、
型
や
論
の
進
め

方
を
見
つ
け
る
。

二
次

２３

○
二
つ
の
作
品
の
筆
者
の
思
い
を
考
え
る
。

○�

事
実
・
事
例
と
意
見
・
主
張
を
分
析
し

て
読
む
。

三
次

４５６７８

○�

友
達
と
読
み
合
い
、
書
評
を
書
く
。

○�

同
じ
型
、
論
の
進
め
方
の
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
、
交
流
す
る
。

○
随
筆
を
書
く
。

○
構
想
に
そ
っ
て
、
下
書
き
を
書
く
。

○
自
分
の
随
筆
の
テ
ー
マ
と
型
、
論
の
進

め
方
を
決
め
る
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

中
学
年
用
掲
示
カ
ー
ド

高
学
年
用
掲
示
カ
ー
ド

『
花
を
見
つ
け
る
手
が
か

り
』情

報
内
容

　

仮
説
検
証
型

表
現
技
法

　

読
者
へ
の
問
題
提
起
＝

＝
実
験
・
観
察
＝
＝
結
果

文
章
構
成

　

尾
括
型

筆
者
の
考
え
・
趣
旨

　

チ
ョ
ウ
が
花
を
見
つ
け

る
手
が
か
り
を
、
実
験
を

通
し
て
筋
道
立
て
て
説
明

し
て
い
る
。

次
の
型
の
中
か
ら
、

あ
て
は
ま
る
も
の

を
選
び
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
仕
上
げ

ま
し
ょ
う
。

　

仮
説
検
証
型

　

比
較
検
証
型

　

課
題
解
決
型

　

事
例
解
説
型

　

観
察
実
験
型

　

説
明
発
展
型

　

尾
括
型

　

頭
括
型

　

双
括
型

　
　
　
　

等
々

説明文の論理を読み取る
言語事項をまとめた掲示資料（図２）

１　指示語
２　接続語
３　文末表現
４　文記号
５　新出漢字
６　複合語
７　意見・感想
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実践レポート　「書く学習の充実を図る授業改善」

　

そ
こ
で
、
児
童
一
人
一
人
に
解
説
を
分
担
さ
せ
、

責
任
を
も
っ
て
担
当
部
分
を
分
析
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、

書
か
れ
て
い
る
内
容
の
小
見
出
し
や
論
の
型
を
発
表

さ
せ
、
吟
味
す
る
。
こ
の
学
習
活
動
が
、
最
後
に
随

筆
を
書
く
際
に
も
、
生
き
て
く
る
。

三
次　

第
４
時

　

随
筆
の
下
書
き
を
持
ち
寄
り
、
同
じ
型
、
論
の
進

め
方
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
交
流
す
る
。
交
流

に
あ
た
っ
て
は
、
文
章
吟
味
の
ポ
イ
ン
ト
を
五
つ
に

絞
り
、
評
価
し
合
う
。

考　

察

　

文
章
構
成
や
論
の
展
開
、型
の
提
示
と
習
得
に
よ
っ

て
児
童
は
、
思
考
と
表
現
の
型
を
身
に
つ
け
、
文
章

を
的
確
に
読
み
取
る
力
や
、「
型
」
に
そ
っ
て
文
章
を

書
く
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
は
、「
型
」
を
取
り
払
っ
た
と
き
に
は
、
論
理
的
に

考
え
を
進
め
な
が
ら
発
言
し
た
り
文
章
を
書
い
た
り

す
る
力
と
し
て
大
き
く
成
長
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
読
み
取
り
に
お
い
て
、
掲
示
カ
ー
ド
を
活

用
し
て
一
人
一
文
の
解
説
を
発
表
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
互
い
の
読
解
内
容
を
比
較
検
討
す
る
の
に

有
効
な
て
だ
て
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
言
語
活
動

の
累
積
が
、
単
元
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
児
童

の
目
的
意
識
や
相
手
意
識
な
ど
を
一
貫
し
て
維
持
さ

せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に

書
く
能
力
を
確
実
に
一
歩
進
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

課　

題

　

指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
発
達
段
階
を
考
慮
し
て
、

中
学
年
か
ら
高
学
年
ま
で
に
完
成
さ
せ
た
い
説
明
的

文
章
の
読
み
の
観
点
や
視
点
を
設
定
し
、
指
導
の
た

め
の
具
体
的
な
て
だ
て
を
整
理
し
て
単
元
を
組
ん
で

い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
ね
ら
い
に
即

し
た
教
材
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ

は
、
学
年
を
超
え
て
教
材
の
選
定
を
す
る
必
要
が
あ

り
、
指
導
に
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

随
筆
の
ポ
イ
ン
ト　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

説明文　一人一文　解説発表

① 

情
報
力

　

��　

書
き
た
い
話
題
や
考
え
に
つ
い
て
取
材
し
、
資
料
や

話
材
を
探
し
て
見
つ
け
た
り
、
必
要
な
部
分
を
整
理
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
。

　

�

資
料
や
話
材
の
数（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

② 

引
用
力

　

��　

情
報
と
し
て
の
資
料
や
話
材
、
図
表
や
グ
ラ
フ
、
写

真
等
を
効
果
的
に
文
章
と
関
連
づ
け
て
い
る
か
。

　

�

図
表
グ
ラ
フ
、
写
真
等
の
数
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

③ 

比
較
力

　

��　

読
み
手
の
視
点
に
立
っ
て
、
話
題
や
考
え
を
比
べ
て

読
み
、
表
現
様
式
の
特
質
を
理
解
し
て
い
る
か
。

　

�

表
現
様
式（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

④ 

要
約
力

　

��　

自
分
の
感
じ
た
こ
と
や
考
え
・
主
張
を
文
章
構
成
に

合
わ
せ
て
、
文
章
の
要
点
を
短
く
ま
と
め
て
い
る
か
。

　
�

文
章
構
成
の
型（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

⑤ 
推
敲
・
評
価
力

　

��　

信
頼
性
や
客
観
性
、
正
確
性
、
妥
当
性
、
表
現
や
構

成
の
効
果
を
判
断
で
き
る
か
。

　

�

友
達
へ
の
コ
メ
ン
ト
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一
、
は
じ
め
に

　

前
号
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
小
学
校
の
教
育
課
程
を
全
面
的
に
改
訂
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
）
の
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
初
等
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
改
訂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
概
説
し
つ
つ
、
国
語
科
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
科
）
の
状
況

に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
百
三
十
以
上
も
の
民
族
が
お
り
、
そ
こ
で

話
さ
れ
る
言
語
の
数
は
、
百
十
以
上
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
多
民
族
・
多
言
語
国
家

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
ど
の
よ
う
に
国
語
の
教
科
書
を
作
成
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
号
で
は
編
集
作
業
を
通
し
て
感
じ
た
日
本
の
国
語
教
育
の
特

徴
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
国
語
科
の
教
科
書
作
成
の
様
子

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
現
在
作
成
し
て
い
る
の
は
、
小
学
校
一
年
か
ら
五
年
ま
で
の
教
科

書
と
指
導
書
で
あ
る
。い
わ
ゆ
る
国
定
国
語（
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
）教
科
書
で
あ
る
た
め
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
全
て
の
子
ど
も
た
ち
が
使
う
教
科
書
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
は
多
言
語
・
多
文
化
国
家
の
た
め
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
（
ビ
ル
マ
語
）
が
母
語

で
な
い
子
ど
も
や
、
日
常
生
活
で
も
ほ
と
ん
ど
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
を
使
わ
な
い
子
ど
も

た
ち
が
い
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
か
ら
三
年
か
け
て
、
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
語
科
の
状
況

調
査
を
行
い
、
新
教
科
書
の
編
集
方
針
を
決
め
、
よ
う
や
く
一
年
生
の
教
科
書
と
指

導
書
が
完
成
し
た
。そ
の
後
は
約
一
年
間
で
、二
年
生
の
教
科
書
と
指
導
書
を
作
成
し
、

現
在
三
年
生
の
も
の
を
作
成
中
で
あ
る
。

　

教
科
書
の
執
筆
・
編
集
に
つ
い
て
は
、
言
語
教
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
筆
者
、

そ
れ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
か
ら
は
、
教
員
養
成
校
の
教
員
二
名
、
小
学
校
教
員
二
名
、

教
育
省
一
名
が
中
心
と
な
り
、
全
て
の
教
科
書
と
教
師
用
指
導
書
を
作
成
し
て
い
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
関
係
者
は
、
原
則
と
し
て
通
常
の
勤
務
を
離
れ
て
編
集
作
業
だ
け
に
携

わ
っ
て
い
る
が
、
日
本
の
教
科
書
は
三
十
名
前
後
で
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て

も
、
非
常
に
マ
ン
パ
ワ
ー
は
少
な
く
苦
労
し
て
い
る
。

　

さ
て
、こ
の
よ
う
な
な
か
で
の
教
科
書
づ
く
り
で
あ
る
が
、学
習
指
導
要
領
も
な
く
、

何
を
ど
う
つ
く
っ
て
よ
い
の
か
最
初
は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
半
年
ほ
ど
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
教
科
書
や
授
業
を
見
た
り
、
関
係
者
の
話
を
聞
い
た
り
し
た
う
え
で
、
次
の

よ
う
な
新
教
科
書
の
方
針
を
筆
者
が
つ
く
り
、
関
係
者
と
共
有
し
た
。

　

①
文
字
学
習
の
基
本
的
な
方
法
（
積
み
上
げ
と
同
時
に
、
た
く
さ
ん
読
ん
で
書
く
）

　

②�

多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
応
じ
た
指
導
（
詩
や
物
語
ば
か
り
で
な
く
、
説
明
的
文
章

や
話
す
・
聞
く
指
導
の
導
入
）

　

③�

子
ど
も
の
側
に
立
っ
た
指
導
（
暗
記
中
心
で
は
な
く
、
興
味
・
関
心
、
思
考
力
・

表
現
力
の
重
視
）

　

④�

一
時
間
の
指
導
方
法（
一
時
間
中
同
じ
こ
と
を
や
る
の
で
は
な
く
、読
む
・
書
く
・

聞
く
・
話
す
活
動
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
）

　

⑤�
教
科
書
の
機
能
（
教
科
書
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
の
働
き
も
も

た
せ
、
書
き
込
み
な
ど
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
）

　

⑥
現
代
口
語
の
導
入
（
文
語
ば
か
り
で
な
く
、
低
学
年
で
は
口
語
も
導
入
）

　

⑦
多
言
語
・
多
文
化
へ
の
対
応
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
非
母
語
話
者
へ
も
一
定
の
対
応
）

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
の
教
科
書
づ
く
り
か
ら
学
ぶ
こ
と

筑
波
大
学
准
教
授
　
長お

さ

田だ 

友ゆ
う

紀き

ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
共
和
国
の
事
例
か
ら

見
え
た
日
本
の
国
語
教
育
の
特
徴
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ミャンマー連邦共和国の事例から見えた日本の国語教育の特徴

三
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
見
え
る
日
本
の
国
語
教
育
の
特
徴
と
課
題

　

こ
う
い
っ
た
作
業
に
従
事
し
な
が
ら
、
日
本
の
国
語
教
育
の
特
徴
や
課
題
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

①
教
育
行
政
の
整
備

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
一
九
九
九
年
以
降
、国
語
の
教
科
書
作
成
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
現
役
世
代
に
教
科
書
作
成
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
も
っ
た
人
材
が
お
ら
ず
、
ど
う
や
っ

て
つ
く
っ
た
ら
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
日
本
の
よ
う
な
学
習
指
導

要
領
や
教
科
書
の
定
期
的
な
改
訂
は
、
指
導
内
容
を
改
善
し
た
り
最
新
の
状
況
を
踏

ま
え
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
携
わ
る
人
材
育
成
と
い
う
視
点
か
ら
も
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
ま
た
、
学
習
指
導
要
領
も
途
中
か
ら
筆
者

ら
が
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
諸
外
国
の
も
の
な
ど
も
参
考
に
し
た
が
、
や
は
り
日

本
の
指
導
要
領
が
非
常
に
よ
く
で
き
て
お
り
、
お
お
い
に
参
考
と
し
た
。

②
研
修
の
充
実

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
は
、
学
校
内
で
互
い
の
授
業
を
見
た
り
、
校
外
の
私
的
な

研
究
会
に
参
加
し
て
学
ん
だ
り
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
そ
も
そ
も

教
員
養
成
校
が
二
年
制
で
あ
り
、
十
分
に
学
べ
な
い
ま
ま
教
員
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
状
況
が
あ
る
。
教
師
た
ち
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し

て
よ
り
上
級
学
校
に
移
っ
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
小
学
校
教
諭
と
し
て
の

専
門
性
を
じ
っ
く
り
と
高
め
に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
教
師
が

国
語
の
授
業
を
互
い
に
見
せ
合
っ
た
り
、
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
な

く
、
自
分
た
ち
で
磨
き
合
っ
て
専
門
性
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
学

校
外
で
の
研
修
や
、
公
的
・
私
的
な
研
究
会
も
と
て
も
多
い
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で

あ
る
。

③
子
ど
も
を
中
心
と
し
た
教
育
論
の
伝
統

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
子
ど
も
の
意
欲
が
大
切
に
さ
れ
た
り
、
子
ど
も
が
言
葉
を
感
じ

た
り
、
言
葉
で
思
考
し
て
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
は
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
暗
記
中
心
の
授
業
で
子
ど
も
た
ち
は
非
常
に
苦
し
ん
で
い

る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
語
教
室
を
見
る
と
、
言
語
と
は
何
か
、
言
葉
を
学
ぶ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
原
点
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
一
方
で
、
日

本
の
国
語
教
育
が
積
み
上
げ
て
き
た
、
子
ど
も
を
大
切
に
し
た
伝
統
の
積
み
重
ね
を

再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

④
母
語
で
教
師
が
学
べ
る
こ
と

　

日
本
で
も
明
治
時
代
の
大
学
の
授
業
は
英
語
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
に
は
各
学
問
領
域
の
専
門
用
語
が
十
分
に
な
く
、
今
で

も
高
校
や
大
学
の
各
教
科
の
教
科
書
は
英
語
で
提
供
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。

　

日
本
で
は
、
国
語
教
育
に
つ
い
て
学
び
た
け
れ
ば
、
日
本
語
の
文
献
を
読
め
ば
い

ろ
い
ろ
な
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
の
歴
史
が
わ
か
る
だ

け
で
な
く
、
諸
外
国
の
理
論
や
実
践
も
数
多
く
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
世
界
の
状
況
ま

で
も
把
握
で
き
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
で
「
英
語
で
」
で
き
る
こ
と
の
重
要
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
本
語
で
」
学
べ
る
こ
と
は
忙
し
い
教
師
た
ち
に
と
っ
て

は
あ
り
が
た
い
。
日
本
で
は
、
教
師
が
学
ぶ
機
会
が
言
語
的
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
日
本
で
は
多
言
語
・
多
文
化
へ
の
対
応
は
ま
だ
十
分
で

は
な
い
。
日
本
語
指
導
が
必
要
な
外
国
人
児
童
生
徒
は
三
万
四
千
人
ほ
ど
い
る
と
い

う
デ
ー
タ
も
あ
る
（
文
科
省
二
〇
一
七
）。
多
言
語
・
多
文
化
教
育
は
、
外
国
人
子
弟

な
ど
の
増
加
に
よ
っ
て
日
本
で
も
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
う
い
っ

た
点
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
逆
に
多
く
の
こ
と
を
学
べ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
文
献
】

○�
長
田
友
紀
（
二
〇
一
六
）「
輸
出
型
国
語
教
育
へ
の
転
換
に
む
け
て
」
日
本
読
書
学
会
『
読
書
科

学
』
第
五
八
巻
三
号　

本
稿
は
こ
れ
に
基
づ
き
執
筆
。�

○�
長
田
友
紀
（
二
〇
一
七
）「
多
言
語
多
文
化
国
家
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
語
教
育
」『
小
学
国
語
通
信�

こ
と
ば
だ
よ
り
』
二
〇
一
七
年
秋
号

○�

文
科
省
（
二
〇
一
七
）「「
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生
徒
の
受
入
状
況
等
に
関
す
る
調
査
（
平

成
二
十
八
年
度
）」
の
結
果
に
つ
い
て
」

　

http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/houdou/29/06/1386753.htm
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デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア（
読
み
書
き
障
害
）の
子
ど
も
へ
の
理
解
と
対
応

─
は
じ
め
か
ら
「
勉
強
な
ん
か
で
き
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
子
な
ど
い
な
い
─

教
育
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

品し
な

川が
わ

　
裕ゆ

香か

コラム
書写

　

20
年
近
く
前
に
取
材
し
た
女
性
か
ら
長
い
メ
ー
ル
が
、
あ
る
日
突
然
届
い
た
。
9

歳
の
と
き
に
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
（
以
下
Ｄ
Ｘ
）
と
国
内
の
数
少
な
い
専
門
家
か
ら
診

断
さ
れ
た
彼
女
は
、
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
指
導
を
一
度
も
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま

高
校
を
卒
業
し
て
就
職
し
、
の
ち
に
パ
ー
ト
ナ
ー
と
出
会
い
結
婚
し
、
母
に
な
っ
た
。

毎
年
届
く
年
賀
状
か
ら
幸
せ
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
の
で
、
私
か
ら

連
絡
す
る
こ
と
は
控
え
て
い
た
。

　

彼
女
は
文
字
の
読
み
書
き
は
苦
手
だ
っ
た
が
、
思
考
力
、
社
会
性
、
問
題
解
決
ス

キ
ル
、
協
調
性
、
批
判
的
吟
味
力
や
創
造
性
な
ど
ほ
か
の
資
質
・
能
力
は
同
世
代
の

中
で
も
群
を
抜
い
て
優
秀
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
な
の
か
、
小
・
中
・
高
と
ど
の
時
代

の
教
師
も
「（
も
っ
と
で
き
る
は
ず
な
の
に
）
怠
け
て
い
る
」「（
教
師
を
）
バ
カ
に
し

て
い
る
」
と
言
っ
て
責
め
た
。
責
め
ら
れ
続
け
た
こ
と
に
疲
れ
切
っ
て
し
ま
っ
た
彼

女
は
「
努
力
を
ど
れ
だ
け
重
ね
て
も
、
自
分
は
み
ん
な
み
た
い
に
で
き
る
よ
う
に
な

ら
な
い
」と
絶
望
し
、高
校
2
年
の
2
学
期
、両
腕
を
ナ
イ
フ
で
切
り
刻
ん
で
し
ま
う
。

自
殺
未
遂
だ
っ
た
。

　

…
…
で
も
、
そ
れ
は
平
成
19
年
度
に
特
別
支
援
教
育
が
始
ま
る
前
の
こ
と
で
は
？

　

確
か
に
。
で
は
現
状
は
、
目
の
前
に
い
る
子
ど
も
の
発
達
の
特
性
や
教
育
的
ニ
ー

ズ
を
理
解
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
指
導
（
支
援
で
は
な
い
）
が
な
さ
れ
て
い
る
？　

　

確
か
に
こ
の
間
、
発
達
障
害
と
い
う
概
念
は
広
ま
り
、
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
や

「（
前
略
）
む
す
め
が
し
ょ
う
が
っ
こ
う
に
い
き
は
じ
め
て
か

ら
私
は
な
や
み
や
く
ろ
う
が
た
く
さ
ん
に
な
り
し
た
そ
う
だ

ん
す
る
あ
い
て
も
い
な
い
マ
マ
と
も
だ
ち
も
一
人
も
い
な
い

な
か
ホ
ン
ト
に
が
ん
ば
る
が
ん
ば
る
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま

す
！
（
中
略
）
む
す
め
は
普
通
に
健
康
で
す
が
、
私
が
Ｌ
Ｄ

デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
な
た
め
に
む
す
め
が
が
っ
こ
う
い
ま
な
に

を
ま
な
ん
で
い
る
か
ハ
ー
ク
で
き
な
い
の
が
つ
ら
い
で
す
。

（
中
略
）
れ
ん
ら
く
も
う
も
電
話
に
で
て
も
聞
い
て
め
も
し
て

次
に
ま
わ
す
が
な
か
や
か
ま
っ
た
く
で
き
な
い
む
す
め
の
ク

ラ
ス
に
め
い
わ
く
か
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
れ
ん
ら
く
も
う
は

さ
い
ご
に
お
願
い
し
ま
す
と
か
い
っ
で
も
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア

を
り
か
い
し
て
も
ら
え
ず
私
は
い
ま
い
ろ
ん
な
こ
と
が
う
ま

く
い
き
ま
せ
ん
。
で
も
し
っ
か
り
お
母
さ
ん
し
た
い
し
し
っ

か
り
が
ん
ば
っ
て
い
き
た
い
だ
か
ら
が
ん
ば
る
が
ん
ば
る
私

が
ん
ば
る
っ
て
や
っ
て
き
て
い
ま
す
（
後
略
）」
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書写コラム

Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
（
注
意
欠
如
多
動
性
障
害
）
へ
の
指
導
は
多
少
な
り
と
も
進
ん
だ
。
だ
が
、

学
習
障
害
（
以
下
Ｌ
Ｄ
）
や
Ｄ
Ｘ
に
対
し
て
エ
ビ
デ
ン
ス
ベ
ー
ス
（
効
果
が
あ
る
と

科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
方
法
）
の
指
導
を
行
う
教
育
現
場
は
い
ま
だ
圧
倒
的
に
少
な

い
。
読
み
が
で
き
な
い
な
ら
ひ
た
す
ら
読
む
練
習
を
し
、
書
字
が
苦
手
な
ら
ひ
た
す

ら
書
く
練
習
を
す
る
。
Ｌ
Ｄ
は
学
習
障
害
、
つ
ま
り
学
習
の
障
害
だ
か
ら
教
科
指
導

を
と
、
プ
リ
ン
ト
学
習
を
繰
り
返
し
や
る
、
丁
寧
に
細
か
く
や
る
、
内
容
を
簡
単
に

し
て
や
る
。
さ
ら
に
最
近
は
「
合
理
的
配
慮
」
の
名
の
も
と
、
読
み
書
き
の
指
導
よ

り
も
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
Ｉ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
力
を
注
ぐ
現
場
も
散
見
さ
れ
る
（
余
談

だ
が
、
合
理
的
配
慮
と
は
「
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
お
よ
び
調
整
」
で
あ
っ
て
、
教

え
な
い
、
や
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
い
）。
教
え
る
側
に
悪
気
が

な
い
の
は
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
効
果
は
あ
が
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の

課
題
は
認
知
機
能
的
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
あ
り
、
反
復
練
習
や
努
力
で
な
ん
と
か
な

る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
エ
ビ
デ
ン
ス
上
、
小
学
校
４
年
生
レ
ベ
ル
の

読
み
書
き
が
で
き
な
け
れ
ば
大
人
に
な
っ
て
か
ら
不
適
応
を
起
こ
し
や
す
い
。

　

そ
も
そ
も
Ｄ
Ｘ
と
は
、
知
的
に
も
視
覚
機
能
や
聴
覚
機
能
と
い
っ
た
感
覚
機
能
的

に
も
全
く
問
題
が
な
い
の
に
、読
む
こ
と
が
困
難
と
い
う
生
得
的
な
機
能
不
全
だ
。「
読

み
書
き
の
Ｌ
Ｄ
」
と
も
い
わ
れ
、
Ｌ
Ｄ
の
中
心
的
症
状
と
さ
れ
て
い
る
。
原
因
に
つ

い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
脳
の
な
か
の
音
韻
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
課
題
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
大
方
一
致
し
て
い
る
。

　

身
近
に
こ
ん
な
子
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？　

知
的
に
は
課
題
が
な
い
の
に
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
平
仮
名
を
覚
え
な
い
。
覚
え
な
い
か
ら
読
め
な
い
。
平
仮
名
は
な
ん

と
か
読
め
る
が
片
仮
名
は
読
め
な
い
し
書
け
な
い
。
平
仮
名
・
片
仮
名
は
な
ん
と
か

な
っ
て
も
簡
単
な
漢
字
を
覚
え
な
い
。
覚
え
な
い
か
ら
書
け
な
い
。
音
読
さ
せ
て
み

る
と
、
文
の
中
の
単
語
が
識
別
で
き
ず
変
な
と
こ
ろ
で
区
切
っ
て
し
ま
う
。
単
語
の

読
み
が
遅
く
、
間
違
い
が
多
い
。
間
違
い
が
多
い
か
ら
す
ら
す
ら
読
め
な
い
。
こ
う

い
う
子
は
し
り
と
り
や
言
葉
遊
び
が
苦
手
か
も
し
れ
な
い
。
聞
き
間
違
い
も
多
い
か

も
し
れ
な
い
し
聞
い
て
覚
え
る
こ
と
も
苦
手
か
も
し
れ
な
い
…
…
。

　

こ
の
よ
う
な
症
状
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
即
Ｄ
Ｘ
と
か
Ｌ
Ｄ
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
〝
何
ら
か
の
理
由
〟
が
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
状
態
像
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

大
人
の
役
割
は
、
発
達
的
な
視
点
に
基
づ
き
指
導
、
実
践
、
検
証
、
修
正
し
、
よ
り
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
指
導
を
試
み
て
い
く
こ
と
だ
。
目
の
前
に
文
字
が
読
め
な
い
・
書
け
な

い
子
が
い
た
ら
、「
覚
え
な
い
」
の
で
は
な
く
「
覚
え
ら
れ
な
い
の
か
も
？
」
と
捉
え

る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
少
し
で
も
教
育
的
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
る
た
め

に
行
動
観
察
し
、
で
き
れ
ば
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
や
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
た

い
。
そ
の
う
え
で
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
明
確
に
し
て
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
指
導
を
開

始
し
て
ほ
し
い
。
冒
頭
の
彼
女
の
メ
ー
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
発
達
的
な
課
題

は
対
処
方
法
を
学
ぶ
べ
き
時
期
に
学
ば
な
け
れ
ば
、
大
人
に
な
っ
た
あ
と
も
彼
女
た

ち
を
精
神
的
に
も
物
理
的
に
も
追
い
込
み
続
け
、
と
こ
と
ん
孤
立
さ
せ
て
い
く
。
そ

も
そ
も
、
は
じ
め
か
ら
「
勉
強
な
ん
か
で
き
な
く
て
も
い
い
や
」
と
思
っ
て
い
る
子

な
ど
一
人
も
い
な
い
。
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
い
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
。

1
9
6
4
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
大
学
卒
業
後
、
出
版
社
で
雑
誌
・
書
籍
の
編
集
者
と
し
て
勤
務
。
2
0
0
0
年
に

独
立
し
国
内
外
の
教
育
現
場
に
お
け
る
い
じ
め
・
不
登
校
・
虐
待
か
ら
発
達
障
害
な
ど
を
予
防
的
観
点
か
ら
多
角

的
に
取
材
執
筆
。
第
一
次
安
倍
内
閣
教
育
再
生
会
議
委
員
を
は
じ
め
文
部
科
学
省
中
央
教
育
審
議
会
企
画
特
別
部

会
、
同
教
育
課
程
特
別
支
援
教
育
部
会
委
員
ほ
か
公
職
を
歴
任
。
日
本
に
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
を
紹
介
し
た
『
な
ま

け
て
な
ん
か
な
い
！
』
シ
リ
ー
ズ
（
岩
崎
書
店
）、『「
働
く
」
た
め
に
必
要
な
こ
と
』（
筑
摩
書
房
）
ほ
か
著
書
多
数
。
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地きゅうをまもっている木
　この絵は，人間が作り出したわるい空気を，木がきれい
な空気にかえているところをそうぞうしてかきました。
　大きな木の中に，うちゅうがあり，そして，わたしたち
がすむ地きゅうがあります。
　わるい空気は，水を多くふくませてかきました。

「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

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!


