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イラストレーター
伊藤ハムスター（いとうはむすたー）
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を使い分ける。くすりと笑えるイラストをモットー
として多彩に描く。現在，デジタル毎日にて4
コマ漫画 「跳べ！イトリ」を連載するほか，著書に『うますぎ！　東京
カレー』，挿絵に『マンガ 考える力を鍛える思考実験』など，書籍，
雑誌，ウェブ，広告などで活躍中。
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と
ぎ
す
、
紅
葉
な
ど
、
季
節
を
代
表
す
る
よ
う
な
風
物
に
対
す
る
沈

黙
は
、
一
般
に
こ
の
作
品
に
対
し
て
抱
か
れ
て
い
る
「
四
季
の
趣
を

つ
づ
っ
た
文
章
」
と
い
う
通
念
を
塗
り
替
え
る
必
要
に
、
読
者
を
追

い
込
む
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。

と
り
わ
け
ほ
と
と
ぎ
す
の
空
白
は
、
い
っ
そ
う
奇
妙
の
感
を
覚
え

さ
せ
ず
に
お
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
平
安
朝
の
夏
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の

鳥
以
外
に
風
情
あ
る
も
の
は
な
い
と
い
っ
た
て
い
で
、『
古
今
和
歌

１　

ほ
と
と
ぎ
す
不
在
の
奇
妙
さ

前
回
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
内
容
を
と
お
し
て
、
当
然
書
か
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
、

あ
え
て
書
か
れ
な
か
っ
た
「
花
」
や
「
紅
葉
」「
月
」
な
ど
に
つ
い

て
述
べ
た
。
現
代
人
に
と
っ
て
す
ら
不
自
然
に
見
え
る
、
そ
の
不
在

の
意
味
を
考
え
、
例
え
ば
話
し
合
い
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
学
習
者

ど
う
し
で
そ
の
考
え
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
当
段
の
学
び
に
と
っ
て

大
変
重
要
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、『
枕
草
子
』
と
同
時
代
の
読
者
た
ち
の
季
節
感
を
、
規

定
し
て
い
た
『
古
今
和
歌
集
』
の
重
要
性
に
着
目
。
四
季
部
の
和
歌

に
詠
ま
れ
る
度
数
の
多
い
題
材
を
、
季
節
ご
と
に
提
示
し
た
。
こ
の

よ
う
な
和
歌
的
、
伝
統
的
な
季
節
感
を
下
敷
に
し
て
当
段
を
見
る

と
、
そ
こ
に
花
、
紅
葉
な
ど
と
並
ん
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
不
在
が
鮮

明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
。
花
や
ほ
と

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

『
枕
草
子
』
の
し
か
け
を
考
え
る

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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『枕草子』のしかけを考える

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〉

『枕草子』のしかけを考える
授

実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

四
月
の
つ
ご
も
り
、
五
月
の
つ
い
た
ち
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
橘
の
葉

の
濃
く
青
き
に
、
花
の
い
と
白
う
咲
き
た
る
が
、
雨
う
ち
降
り
た

る
つ
と
め
て
な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。
花
の

中
よ
り
黄こ
が
ね金
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た

る
な
ど
、
朝
露
に
濡
れ
た
る
朝
ぼ
ら
け
の
桜
に
劣
ら
ず
。
ほ
と
と

ぎ
す
の
縁
よ
す
が
と
さ
へ
思
へ
ば
に
や
、
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
う
も
あ
ら

ず
。�

〈「
木
の
花
は
」
の
段
よ
り
〉

「
木
の
花
は
」
の
段
か
ら
、
橘
の
く
だ
り
を
引
い
た
。
こ
の
花
の

魅
力
を
称
賛
す
る
の
に
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の
縁
と
さ
へ
思
へ
ば
」
と

述
べ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
宿
る
と
す
る

の
は
、
次
の
例
歌
の
ご
と
く
、
和
歌
の
常
套
的
表
現
で
あ
る
。

�

読
み
人
知
ら
ず

今け

朝さ

来き

鳴な

き
い
ま
だ
旅
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
花は
な

橘
た
ち
ば
なに
宿
は
借か

ら
な
む

�

大
江
千
里

宿
り
せ
し
花
橘
も
枯
れ
な
く
に
な
ど
ほ
と
と
ぎ
す
声
た
え
ぬ
ら
む

両
首
と
も
『
古
今
和
歌
集
』
夏
部
の
所
収
歌
。
清
少
納
言
の
好
尚

は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
発
想
と
無
縁
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
橘
の
美
質
の
こ
と
挙
げ
に

す
ら
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の
縁
」
を
引
く
ほ
ど
こ
の
鳥
を
愛
好
し
て
い

た
こ
の
作
者
が
、
四
季
の
趣
の
様
相
を
主
題
に
し
た
「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
の
段
に
お
い
て
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
す
ば
ら
し
さ
を
想
起
し
な

か
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
あ

集
』
夏
部
の
歌
の
八
割
強
が
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
じ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
鳥
の
声
に
言
及
し
な
い
夏
の
風
趣
な

ど
、
平
安
人
の
理
解
を
得
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
奇
妙
さ
は
、『
枕
草
子
』
の
最
初
期
の
読
者
に
と
っ
て
、
一

段
と
強
く
感
じ
取
れ
た
に
相
違
な
い
。

２　

ほ
と
と
ぎ
す
を
愛
好
す
る
作
者

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
当
時
、
書
物
は
「
口
コ
ミ
」
に
よ
っ
て
広

ま
っ
た
。
作
品
を
読
ん
だ
人
の
評
判
を
聞
い
て
、
自
分
も
読
み
た
い

と
思
っ
た
人
が
借
り
受
け
る
。
中
に
は
筆
写
し
て
、
手
元
に
残
そ
う

と
す
る
人
が
い
る
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
そ
の
写
本
を
借
り
る
人
が

出
て
く
る
。
こ
う
い
う
伝
播
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
作
者
が
作
品
の

読
者
と
し
て
想
定
し
た
の
は
、
同
じ
宮
廷
に
暮
ら
す
知
識
階
層
の

人
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
疑
い
な
い
。

そ
う
い
う
身
近
な
読
者
が
読
む
と
き
、
当
段
の
夏
の
く
だ
り
が
ほ

と
と
ぎ
す
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
不
思
議
な
こ
と

と
見
え
た
に
相
違
な
い
。

な
ぜ
な
ら
身
近
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
読
者
は
作
者
の
情
報
を
多

く
有
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
作
者
の
ほ
と
と
ぎ
す
偏
愛
的
傾
向
を

知
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
代
の
読
者
た
る
我
々
も
、『
枕
草
子
』
の
他
の
章
段
に
散
見
さ

れ
る
ほ
と
と
ぎ
す
讃
美
の
表
現
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
愛
好
ぶ
り

を
知
り
得
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
前
回
「
鳥
は
」
の
段
を
例
に

論
じ
た
と
お
り
。
こ
こ
で
は
別
の
段
を
例
示
し
た
い
。



2019 秋　8

え
て
黙
殺
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

３　
「
空
白
」
の
構
造

そ
う
な
る
と
改
め
て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
段
と
は
な
ん
な
の

か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
こ
よ
う
。
自
分
が
愛
し
て
や
ま
な
い
ほ

と
と
ぎ
す
を
採
り
上
げ
ず
に
、「
夏
」
の
風
情
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
当
段
を
、
従
来
の
よ
う
に
「
作
者
の
選
出
し
た
四
季
の
趣
」
な
ど

と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
明
白
で
あ
る
。『
枕
草
子
』

は
随
筆
だ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
作
者
自
身
の
考
え
を
述
べ
た
文
章

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
、
こ
の
際
さ
っ
ぱ
り
と
改
め
て
、
当
段
の

「
空
白
」
の
構
造
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
先
に
引
い
た
「
木
の
花
は
」
の
一
節
に
は
、
こ
の
「
空

白
」
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
し
か
け
が
も
う
一
つ
見
出
せ

る
。
こ
こ
で
は
雨
に
濡
れ
た
花
橘
の
風
情
を
称
賛
す
る
の
に
、「
朝

露
に
濡
れ
た
る
朝
ぼ
ら
け
の
桜
に
劣
ら
ず
。」
と
い
っ
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
至
上
の
美
と
し
て
の
「
朝
ぼ
ら
け
の
桜
」
を
、
こ
の

作
者
も
認
識
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
す
。「
桜
を
賞
す
る
の
は

朝
が
最
上
」
と
い
う
当
時
の
通
念
的
美
意
識
の
共
有
を
証
し
立
て
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
、
桜
に
つ
い

て
一
言
も
言
及
し
な
い
の
は
、
夏
に
お
け
る
ほ
と
と
ぎ
す
の
不
在
と

同
様
、
意
識
的
に
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
こ
に
い
く
つ
か

『
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
を
加
え
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
学

び
を
い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
の
夕
ゆ
ふ
べ
、
龍
田
川
に
流
る
る
紅も
み
ぢ葉
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
む
お
ぼ
え
け
る
。�

〈「
仮
名
序
」
よ
り
〉

�

紀
貫
之

夏
の
夜
の
臥
す
か
と
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
ひ
と
声
に
明
く
る
し

の
の
め

�

壬
生
忠
峯

暮
る
る
か
と
見
れ
ば
明
け
ぬ
る
夏
の
夜
を
飽
か
ず
と
や
鳴
く
山
ほ
と

と
ぎ
す

�

坂
上
是
則

朝
ぼ
ら
け
有
明
け
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪

前
回
述
べ
た
ご
と
く
、
平
安
朝
の
読
者
の
季
節
感
に
お
い
て
、
四

季
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
風
物
の
心
象
と
、「
春
―
―
花
」「
夏

―
―
ほ
と
と
ぎ
す
」「
秋
―
―
紅
葉
」「
冬
―
―
雪
」
と
い
う
よ
う

に
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
。
そ
の
う
え

に
右
の
用
例
を
重
ね
る
と
、
各
々
の
風
物
が
特
定
の
時
刻
と
結
び
つ

く
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
「
花
―
―
朝
」「
ほ
と
と
ぎ
す

―
―
夜
」「
紅
葉
―
―
夕
」「
雪
―
―
朝
」
と
い
う
型
の
可
能
性
で
あ

る
。こ

の
う
ち
花
と
ほ
と
と
ぎ
す
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
「
木
の
花

は
」
や
前
回
紹
介
し
た
「
鳥
は
」
の
段
の
用
例
か
ら
、『
枕
草
子
』

の
時
代
に
こ
う
し
た
発
想
の
型
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
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「主体的・対話的で深い学び」に導く〈古典教育〉

『枕草子』のしかけを考える

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〉

『枕草子』のしかけを考える
授

実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

つ
く
表
現
へ
と
ず
ら
し
て
い
く
方
法
は
、
実
の
と
こ
ろ
『
枕
草
子
』

の
随
所
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

先
に
引
い
た
「
木
の
花
は
」
の
例
に
し
て
も
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の

縁
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
平
安
人
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
重

要
な
和
歌
的
類
型
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
し
な
い
。『
古
今
和
歌

集
』
夏
部
所
収
の
「
五さ

つ
き月
待
つ
花
橘
の
香か

を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の

香か

ぞ
す
る
」
と
い
う
古
歌
は
、
古
来
多
く
の
文
学
作
品
に
お
い
て
踏

ま
え
ら
れ
て
、
格
別
有
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
段
で
は
全

く
言
及
が
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
当
段
の
「
橘
」
は
、
色
と
形
に

よ
っ
て
絵
画
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
的
な
伝
統
性
に
な

じ
ん
で
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
相
当
異
端
に
見
え
た
ろ
う
。

そ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
見
る
と
、
教
育
出
版
が
教
科
書
に
採
っ

て
い
る
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
一
節
も
、
こ
れ
が
作
者
の
考
え
る

可
憐
な
も
の
だ
な
ど
と
、
う
っ
か
り
読
ん
で
い
っ
た
ら
、
思
わ
ぬ
足

元
を
す
く
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
い
ち
ば
ん
カ
ワ
イ
イ
も
の
っ

て
何
か
な
。
そ
う
だ
瓜
に
描
い
た
赤
ち
ゃ
ん
の
顔
だ
。」
な
ど
と
い

う
感
覚
は
、
ど
う
考
え
た
っ
て
普
通
じ
ゃ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
従
来
「
わ
か
り
や
す
い
古
文
」
と
考

え
ら
れ
て
き
た
『
枕
草
子
』
が
、
曲
者
と
し
て
の
本
質
を
露
わ
に
し

て
こ
よ
う
。
本
来
こ
の
作
品
は
、
同
時
代
の
知
識
人
に
読
ま
れ
る
こ

と
を
想
定
し
て
書
か
れ
、
彼
ら
の
知
的
好
奇
心
を
揺
さ
ぶ
る
し
か
け

に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

「
紅
葉
―
―
夕
」「
雪
―
―
朝
」
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
『
源
氏
物

語
』
の
用
例
が
有
効
。
紅
葉
賀
巻
で
は
青
海
波
を
舞
う
源
氏
の
姿

を
、
紅
葉
散
り
か
う
夕
景
の
中
に
描
き
、
末
摘
花
巻
で
は
姫
君
の
姿

を
見
現
わ
す
後き

ぬ

朝ぎ
ぬ

の
舞
台
を
雪
の
早
朝
と
設
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ

も
こ
う
い
う
設
定
が
趣
深
い
景
と
定
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
い
た
ず
ら
に
古
文
の
用
例
を
並
べ
る
こ
と
よ
り
は
、
第
一
回

で
引
い
た
唱
歌
の
詞
章
な
ど
を
紹
介
し
、「
か
す
み
か
雲
か
／
朝
日

に
に
お
う
」〈「
さ
く
ら
さ
く
ら
」〉、「
秋
の
夕
日
に
／
て
る
山
も
み

じ
」〈「
も
み
じ
」〉
の
ご
と
き
類
型
的
発
想
が
、
現
代
に
ま
で
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
ほ
う
が
、
学
び
の
効
果
は
高
い
だ

ろ
う
。

「
春
―
―
花
―
―
朝
」「
秋
―
―
紅
葉
―
―
夕
」
と
い
う
型
が
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
か
ら
、
唱
歌
の
現
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
れ
ば
、
よ
り
強
固
な
つ
な
が
り
で

あ
っ
た
「
季
節
―
―
風
物
」
と
い
う
か
た
ち
を
採
ら
ず
に
、
あ
え

て
「
季
節
―
―
時
刻
」
へ
と
ず
ら
し
て
見
せ
た
の
が
、「
春
は
あ
け

ぼ
の
」「
秋
は
夕
暮
れ
」
と
い
う
表
現
だ
っ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
最
も
代
表
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
誰
し
も
が
想

起
し
得
た
は
ず
の
「
風
物
」
の
位
置
は
「
空
白
」
の
ま
ま
残
さ
れ

て
、
他
の
風
物
の
趣
へ
と
筆
が
移
さ
れ
て
い
く
の
が
、「
春
は
あ
け

ぼ
の
」
の
段
の
特
質
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
こ
よ
う
。

４　

し
か
け
の
正
体

最
も
主
要
で
中
心
的
な
事
物
に
あ
え
て
言
及
せ
ず
、
人
の
意
表
を



2019 秋　10

例
と
し
て
手
紙
や
メ
ー
ル
を
書
く
活
動
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
中
学
生
の
多
く
は
手
紙
や
メ
ー
ル
よ
り
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や

T
w

itter

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
使
わ
れ

る
言
葉
づ
か
い
は
、
話
し
言
葉
で
も
書
き
言
葉
で
も
な
い
。
近
年

「
打
ち
言
葉
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
ブ
ロ
グ
、
メ
ー
ル
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
な
ど
、
情
報
機
器
上
の
文
章
表
現
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

私
た
ち
の
「
書
く
」
場

の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ

る
現
在
、「
携
帯
メ
ー

ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
用

い
た
私
的
場
面
に
お
け

る
頻
繁
で
短
い
言
葉
の

や
り
取
り
」
で
用
い
ら

れ
る
、「
く
だ
け
た
話

し
言
葉
的
文
体
」
の
こ

と
を
「
打
ち
言
葉
」
と

い
う＊

２。
絵
文
字
や
ス
タ

ン
プ
の
利
用
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
う
し

た
ウ
ェ
ブ
上
の
言
語
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
メ
デ
ィ
ア
の
影
響

に
よ
り
、
新
た
な
日
本

語
表
現
の
あ
り
方
が
生

１　
「
打
ち
言
葉
」
と
は

中
学
生
に
な
る
と
、
子
ど
も
も
深
く
物
事
を
考
え
、
発
信
力
も
増

し
て
く
る
。
十
三
歳
か
ら
十
九
歳
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
保
有
率
は
八

割
に
達
す
る
な
ど＊

１、
発
信
手
段
も
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
の
大

人
と
接
す
る
機
会
も
増
え
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

場
に
応
じ
た
適
切
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
必
要
性
が
増
し

て
く
る
。

教
育
出
版
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
２
』
で
は
、『
話
し
言

葉
と
書
き
言
葉
』
の
教
材
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
違
い
に
つ
い
て
考

察
す
る
機
会
を
作
っ
た
り
、『
お
礼
の
手
紙
を
書
く
』
教
材
で
手
紙

や
電
子
メ
ー
ル
の
書
き
方
に
つ
い
て
説
明
し
た
り
し
て
い
る
。
ま

た
、
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
で
も
、
中
学
二
年
で
書
き
言
葉
と

話
し
言
葉
を
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
指
導
事
項
と
な
っ
て
お

り
、「
伝
え
た
い
こ
と
を
相
手
や
媒
体
を
考
慮
し
て
書
く
」
活
動
の

「
打
ち
言
葉
」の
視
点
か
ら

適
切
な
メ
デ
ィ
ア
を
考
え
る

軽
井
沢
風か

ざ

越こ
し

学
園
設
立
準
備
財
団　

澤さ
わ

田だ　

英え
い

輔す
け　

◎…特に当てはまる
○…当てはまる　　
△…やや当てはまる
×…当てはまらない

対
面
か　
　

同
期
的
か　

双
方
向
か　

匿
名
ま
た
は

偽
装
可
能
か

拡
散
さ
れ
や

す
い
か　
　

受
信
者
は
限

定
的
か　
　

非
言
語
情
報

を
使
え
る
か

備　考

話し言葉
会話 ○ ◎ ◎ △ △ ○ ◎
ビデオ通信 △ ◎ ◎ △ △ ○ ○
音声通話 × ◎ ◎ ◎ △ ○ ○

書き言葉
手紙・はがき × × ○ ○ △ ○ △
ファクシミリ × △ ○ ○ △ ○ △

電子メール ＰＣメール × △ ○ ○ ○ ○ ○

打ち言葉

携帯メール × ○ ○ ○ ○ ○ ◎

ＳＮＳ
会話型 × ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ LINE 等
コメント型 × △ △ ◎ ◎ × ◎ Twitter 等
画像説明型 × △ △ ◎ ◎ × ◎ Instagram 等

▲「『話し言葉』『書き言葉』『打ち言葉』の特性」＊３



11　みちしるべ

「打ち言葉」の視点から
適切なメディアを考える

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

「打ち言葉」の視点から
適切なメディアを考える

授
実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

ま
な
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
す
る
現
代
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
、
年
代
に

よ
り
メ
デ
ィ
ア
選
択
や
そ
こ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
式
が

細
分
化
さ
れ
た
状
況
に
い
る
。

こ
う
い
う
状
況
に
お
い
て
、
学
習
指
導
要
領
の
言
を
借
り
る
な

ら
、「
伝
え
た
い
こ
と
を
相
手
や
媒
体
を
考
慮
し
て
書
く
」
寛
容
さ

や
配
慮
が
、
ど
の
年
代
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
社
会
に

参
与
し
、
大
人
と
関
わ
り
は
じ
め
る
中
学
生
に
と
っ
て
も
、
ま
ず
は

自
分
た
ち
の
主
流
メ
デ
ィ
ア
と
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
を
使
う
層
へ
の
配

慮
を
学
ぶ
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
課
題
に
よ
っ
て
、「
打
ち
言
葉
」
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
に
考
え
て
も

ら
う
機
会
を
作
り
た
い
。
中
学
二
年
の
教
材
『
話
し
言
葉
と
書
き
言

葉
』
の
発
展
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
し
、『
伝
え
合
う
言

葉　

中
学
国
語
３
』
に
あ
る
教
材
『
図
表
な
ど
の
資
料
か
ら
文
章
を

書
く
』
の
別
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
。

３　

課
題
内
容

グ
ラ
フ
⑴
は
、
打
ち
言
葉
の
俗
語
「
お
ｋ
」「
う
ｐ
」
に
つ
い
て

の
認
知
で
あ
る
。
絵
文
字
は
多
く
の
世
代
が
認
知
し
、
使
っ
て
い
る＊

８。

ま
れ
て
い
る＊

４。

「
打
ち
言
葉
」
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
先
の
表
が
わ
か
り
や
す
い

た
め
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。「
文
字
に
よ
る
や
り
と

り
と
い
う
点
に
お
い
て
は
従
来
の
書
き
言
葉
的
で
あ
る
が
、
書
き
言

葉
に
欠
落
す
る
副
言
語
情
報
や
非
言
語
情
報
の
補
填
を
目
指
し
た
各

種
記
号
、
逸
脱
し
た
表
記
や
画
像
等
の
視
覚
情
報
に
訴
え
る
要
素

や
、
話
し
言
葉
に
近
い
言
葉
遣
い
や
、
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
を
用
い

る
」
の
が
、「
打
ち
言
葉
」
の
特
徴
で
あ
る
。
細
か
く
見
る
と
、
同

じ
「
打
ち
言
葉
」
で
も
、
書
き
言
葉
的
な
も
の
︵
例
え
ば
Ｐ
Ｃ
メ
ー

ル
︶
や
話
し
言
葉
的
な
も
の
︵
例
え
ば
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
︶
な
ど
の
違
い
が

あ
り＊

５、
加
え
て
「
話
す
よ
う
に
打
つ
」
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
た
め
、
方

言
と
の
相
性
の
よ
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る＊

６。

２　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
状
況

打
ち
言
葉
の
中
で
も
年
長
者
が
使
う
Ｐ
Ｃ
メ
ー
ル
は
、
書
き
言
葉

の
手
紙
に
極
め
て
近
い
。
そ
こ
で
は
、
差
出
人
の
所
属
や
名
前
を
名

乗
る
の
が
礼
儀
で
、
丁
寧
語
も
用
い
ら
れ
る
。
一
方
、
若
者
に
と
っ

て
Ｐ
Ｃ
メ
ー
ル
は
目
上
や
年
上
の
人
に
使
う
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
彼

ら
の
打
ち
言
葉
の
主
要
メ
デ
ィ
ア
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
の
会
話
型
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
あ
る＊

７。
そ
こ
で
は
、
手
紙
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｐ
Ｃ
メ
ー
ル
と
も
異

な
る
表
現
や
表
記
の
ル
ー
ル
で
、
会
話
に
近
い
速
度
で
断
片
的
な
情

報
が
や
り
取
り
さ
れ
る
。
件
名
や
差
出
人
な
ど
は
い
ち
い
ち
書
か

ず
、「
了
解
」
を
「
り
ょ
」
と
書
く
略
語
や
、
絵
文
字
、
ス
タ
ン
プ

の
使
用
も
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
。
急
速
に
情
報
化
が
進
み
、
さ
ま
ざ

課
題
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
次
の
グ

ラ
フ
の
う
ち
一
つ
を
選
ん
で
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
と
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
体
験
に
基
づ
く
考
え
を
二
段
落
で
構
成

し
、
二
〇
〇
～
三
〇
〇
字
程
度
で
書
き
な
さ
い
。
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し
か
し
、
誤
変
換
が
由

来
の
こ
の
俗
語
は
、
十

〜
二
十
代
の
世
代
は
約

半
数
が
使
う
の
に
対
し
、

三
十
代
以
上
に
な
る
と

「
知
っ
て
は
い
て
も
使

わ
ず
、
五
十
代
以
上
で

は
そ
も
そ
も
意
味
が
わ

か
ら
な
い
世
代
が
四
割

を
超
え
る
。」
と
い
う
、

極
め
て
世
代
に
よ
る
認

識
の
差
が
大
き
な
俗
語
で
あ
る
。

グ
ラ
フ
⑵
は
、
人
を
誘
う
場
面
で
の
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
つ
い
て
の

グ
ラ
フ
で
あ
る
。
六
十
代
以
上
は
電
話
が
中
心
だ
が
、
三
十
〜
五
十

代
は
メ
ー
ル
が
、
そ
し
て
二
十
代
以
下
に
な
る
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
増
え
る

傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
十
代
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の

一
方
で
手
紙
の
利
用
率
が
全
世
代
を
通
じ
て
最
も
高
い
の
も
興
味
深

い
。グ

ラ
フ
⑶
は
、
同
様
に
お
礼
を
伝
え
る
場
面
で
の
メ
デ
ィ
ア
利
用

に
つ
い
て
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
対
面
が
最
も
多
い
の
は
全
世
代
共
通

だ
が
、
上
の
世
代
に
な
る
ほ
ど
電
話
の
利
用
率
が
高
ま
る
こ
と
、

二
十
代
以
下
だ
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利
用
率
や
、
そ
も
そ
も
お
礼
を
相
手
に

改
ま
っ
て
伝
え
な
い
率
が
高
ま
る
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

実
際
の
授
業
で
は
、
打
ち
言
葉
の
紹
介
と
と
も
に
、
作
文
に
よ
っ

て
生
徒
の
経
験
を
共
有
し
つ
つ
、
世
代
に
よ
っ
て
打
ち
言
葉
に
対
す

る
認
知
度
や
メ
デ
ィ
ア
の
使
い
分
け
の
適
切
さ
が
異
な
る
こ
と
に
、

考
え
を
及
ぼ
す
よ
う
な
展
開
と
し
た
い
。
概
略
を
以
下
に
示
す
。

時
数

学
習
の
流
れ

一
時
間
め

◦
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
２
』
の
『
話
し
言
葉
と
書

き
言
葉
』
を
読
み
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
違
い
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、「
話
し
言
葉
の
性
質
を
も
つ
書
き
言

葉
」
で
あ
る
「
打
ち
言
葉
」
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る
。

◦
す
で
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
頻
繁
に
利
用
す
る
生
徒
が
多
い
た
め
、

事
例
を
で
き
る
だ
け
多
く
生
徒
か
ら
あ
げ
さ
せ
た
い
。

◦
「『
話
し
言
葉
』『
書
き
言
葉
』『
打
ち
言
葉
』
の
特
性＊
９」

を
参
考
に
し
つ
つ
、
生
徒
の
意
見
を
拾
い
上
げ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
違
い
を
表
形
式
で
黒
板
に
ま
と
め
る
と
よ
い
。

▲グラフ⑴　�打ち言葉から発生した俗語「おk」「う
p」の認知度（年代別）

▲グラフ⑵　�人を誘う場面でどのメディアを使うか
（年代別）

▲グラフ⑶　�人にお礼を伝える時にどのメディアを
使うか（年代別）

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
％ 10代
（n=74）

20代
（n=192）

30代
（n=246）

40代
（n=286）

50代
（n=235）

60代以上
（n=254）

使うことがある
見たことはあるが使うことはない
見たことがない

60代以上
（n=254）

50代
（n=235）

40代
（n=286）

30代
（n=246）

20代
（n=192）

10代
（n=74）

対面　　電話　　手紙　　メール　　SNS等
この目的で人とやりとりしない

47.2％

29.4％

52.1％21.0％

53.3％

9.4％

4.1％

22.9％

10.8％45.9％

0％ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60代以上
（n=254）

50代
（n=235）

40代
（n=286）

30代
（n=246）

20代
（n=192）

10代
（n=74）

0％ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

対面　　電話　　手紙　　メール　　SNS等
この目的で人とやりとりしない

42.5％

38.3％

7.3％9.9％

9.5％

9.8％

13.5％54.1％
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「打ち言葉」の視点から
適切なメディアを考える

授業実 践1

授 業 実 践 1

授
業

実
践

授業
実践

「打ち言葉」の視点から
適切なメディアを考える

授
実
業

践

実
授 業

践

授 実
業

践

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
の
適
切
さ
の
判
断
に
差
が
あ
る

こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
「
打
ち
言
葉
を
使

う
の
は
適
切
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
目

的
に
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
課
題
を
通
じ
て
、「
打
ち
言

葉
」
の
特
徴
や
メ
デ
ィ
ア
利
用
に
関
す
る
世
代
間
の
意
識
差
に
ふ
れ

る
こ
と
で
、
相
手
が
ど
の
く
ら
い
の
年
代
だ
と
ど
の
よ
う
な
お
礼
の

伝
え
方
を
す
る
と
よ
い
か
、
Ｐ
Ｃ
メ
ー
ル
を
書
く
と
き
に
は
ど
の
よ

う
な
作
法
だ
と
よ
い
か
、
子
ど
も
た
ち
は
具
体
的
な
伝
え
る
相
手
の

こ
と
を
想
像
す
る
必
要
性
を
学
べ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
経
験
は
、
彼
ら

が
総
合
学
習
な
ど
で
地
域
の
大
人
に
接
し
た
と
き
に
生
か
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

＊
１　
『
平
成
三
十
年
度
版　

情
報
通
信
白
書
』　

総
務
省　

二
〇
一
八
年

＊
２
・
８　
「
分
か
り
合
う
た
め
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
︵
報
告
︶」　

文
化
庁　

二
〇
一
八
年

＊
３
・
５
・
９　
「
情
報
化
時
代
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」　

田
中
ゆ
か

り　
『
日
本
語
学
』　

明
治
書
院　

二
〇
一
九
年
一
月

＊
４
・
７　
「
ウ
ェ
ブ
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
表
現
と
表
記
」　

石
井
久

美
子　
『
日
本
語
学
』　

明
治
書
院　

二
〇
一
七
年
九
月

＊
６　
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
方
言
の
３
用
法　
『
打
ち
こ
と
ば
』
を
例
と
し
て
」

　

田
中
ゆ
か
り　
『
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
接
点
』　

ひ
つ
じ
書
房　

二
〇
一
四
年
九
月

＊
10　
『
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
直
伝
！　

中
学
校
国
語
科
授
業
成
功
の
極
意
』　

池

田
修　

明
治
図
書　

二
〇
一
七
年

二
時
間
め

◦
課
題
の
三
つ
の
グ
ラ
フ
か
ら
一
つ
を
選
び
、
二
〇
〇
〜

三
〇
〇
字
程
度
で
作
文
を
す
る
。

◦
グ
ラ
フ
の
特
徴
を
見
つ
け
る
段
階
で
は
、
同
じ
グ
ラ
フ
を

選
ん
だ
者
ど
う
し
で
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
意
見
を
交
流

さ
せ
る
と
よ
い
︵
十
五
分
︶。

◦『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
３
』
の
『
図
表
な
ど
の
資

料
か
ら
文
章
を
書
く
』
の
グ
ラ
フ
の
読
み
取
り
の
ポ
イ

ン
ト
を
参
考
に
す
る
︵
三
十
分
︶。
生
徒
の
状
況
次
第
で

は
、
最
初
の
一
文
や
、
考
え
を
進
め
る
一
文
、
例
を
ま

と
め
る
一
文
な
ど
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
も
よ
い
。

︵
例
︶
グ
ラ
フ
に
よ
る
と
、
⋮
⋮
。

　
　

 
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
⋮
⋮
。

　
　

 

三
十
代
以
上
で
は
⋮
⋮
な
の
に
対
し
て
、
二
十
代

以
下
で
は
⋮
⋮
。

　
　

 

こ
の
特
徴
が
意
味
す
る
の
は
、
⋮
⋮
。

　
　

 

私
が
こ
こ
か
ら
考
え
た
こ
と
は
、
⋮
⋮
。

　
　

 

私
の
経
験
か
ら
も
、
こ
の
傾
向
は
納
得
で
き
る
。

と
い
う
の
は
、
⋮
⋮
。

三
時
間
め

◦
前
回
書
い
た
作
文
を
共
有
す
る
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
人

の
文
章
を
読
み
、
新
た
な
発
見
や
個
々
の
経
験
の
お
も

し
ろ
さ
に
ふ
れ
る
機
会
を
増
や
す
と
よ
い
。「
書
き
込
み

回
覧
作
文₁₀
＊

」
で
回
し
読
み
を
す
る
の
が
手
軽
だ
が
、
文

集
を
作
っ
て
配
布
し
て
も
よ
い
。

４　

お
わ
り
に

こ
の
課
題
は
、
あ
く
ま
で
世
代
に
よ
っ
て
打
ち
言
葉
の
認
知
度
や
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１
　
は
じ
め
に

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
以
降
、「
学
調
」
と
略
記
）
の
目

的
は
、『
解
説
資
料
』
に
よ
れ
ば
「
各
教
育
委
員
会
や
学
校
が
速
や

か
に
児
童
生
徒
の
学
力
や
学
習
の
状
況
、
課
題
等
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
調
査
対
象
学
年
及
び
他
の
学
年
の
児
童

生
徒
へ
の
学
習
指
導
の
改
善
・
充
実
等
に
取
り
組
む
際
に
役
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、『
解
説
資

料
』
を
は
じ
め
、『
報
告
書
』
や
『
授
業
ア
イ
デ
ィ
ア
例
』
等
を
通

じ
て
、
児
童
生
徒
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
指
導
に
あ
た
っ
て
の
留

意
点
や
授
業
ア
イ
デ
ィ
ア
が
毎
年
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
提
案
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
各
教
科
書
の
内
容
に
そ
っ
た

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
提
案
を
現
場
に
生
か
す
た
め
に
は
、
教

科
書
内
容
に
落
と
し
込
ん
だ
り
、
新
た
に
教
材
や
単
元
を
開
発
し
た

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
問
い
と

教
科
書
教
材
を
結
び
つ
け
、

授
業
改
善
に
生
か
す北

海
道
教
育
大
学
准
教
授
　
菊き
く

野の

　
雅ま
さ

之ゆ
き

　

年度 出題内容 大問 設問 正答率
（%）

指導事項
（平成20年度版）

指導事項
（平成29年度版） 平成28年度版教育出版教科書教材

平成28
（2016）

情報を読む
（博物館のちらし） １

１ 76.7 １年Ｃ⑴イ １年Ｃ⑴ア
笑顔という魔法／電子レンジの発想／言葉のゆ
れを考える／花の形に秘められたふしぎ／言葉
がつなぐ世界遺産

２ 83.6 １年Ｃ⑴カ １年Ｃ⑴ウ ベンチ／写真と言葉が生み出す世界／蜘蛛の糸

３ 68.4 ２年Ｂ⑴ウ
２年Ｃ⑴ウ

２年Ｂ⑴ウ
２年Ｃ⑴エ

写真から物語を創作する／四コマ漫画から意見
文を書く
夏の葬列／水の山　富士山／ガイアの知性／レ
モン哀歌

説明的な文章を
読む
（雑誌の記事）

２

１ 65.4 １年Ｃ⑴エ １年Ｃ⑴エ オツベルと象／花の形に秘められたふしぎ／言
葉がつなぐ世界遺産

２ 64.6 １年Ｃ⑴イ １年Ｃ⑴ウ
笑顔という魔法／電子レンジの発想／言葉のゆ
れを考える／花の形に秘められたふしぎ／言葉
がつなぐ世界遺産

３ 49.8 １年Ｂ⑴ア
１年Ｃ⑴カ

１年Ｂ⑴ア
１年Ｃ⑴ウ

体験したことを文章にする／図表を用いて報告
する
ベンチ／写真と言葉が生み出す世界／蜘蛛の糸

文学的な文章を
読む
（物語の一部，
図鑑の説明）

３

１ 71.6 １年Ｃ⑴ウ １年Ｃ⑴イ
音を追いかけて／河童と蛙／古典の扉を開く／
物語の始まり／故事成語／四季の詩／少年の日
の思い出

２ 65.2 １年Ｃ⑴カ １年Ｃ⑴ウ ベンチ／写真と言葉が生み出す世界／蜘蛛の糸

３ 58.4 １年Ｂ⑴ウ
１年Ｃ⑴カ

１年Ｂ⑴ウ
１年Ｃ⑴ウ

芸術作品の鑑賞文を書く／図表を用いて報告する
ベンチ／写真と言葉が生み出す世界／蜘蛛の糸

▲学調と教科書教材の対応表（一部） ※対応表の一覧表は，こちらをご参照ください。
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調
」
を
利
用
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
「
学
調
と
教
科
書
教
材
の

対
応
表
」
を
活
用
し
て
み
た
い
。

３　

対
応
表
を
も
と
に
し
た
具
体
的
な
授
業
改
善

ま
ず
、
平
成
二
十
八
年
度
の
Ｂ
問
題
2
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

こ
の
問
題
の
正
答
率
は
、
設
問
一
が
65
％
、
設
問
二
が
65
％
、
設
問

三
が
50
％
と
、
各
設
問
に
お
い
て
課
題
が
残
っ
た
。
設
問
一
は
文
章

と
図
表
の
関
係
を
捉
え
つ
つ
、
文
章
全
体
の
構
成
を
理
解
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
文
中
に
「【
図
１
】
で
は
～
」
と
い
っ
た

文
章
と
図
と
の
関
係
を
明
示
的
に
示
す
表
現
は
使
用
さ
れ
て
お
ら

ず
、
文
章
と
図

の
内
容
理
解
の

み
で
そ
の
関
係

性
を
把
握
す
る

こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
た
点
に

つ
ま
ず
い
た
生

徒
が
多
か
っ
た

と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
設
問

の
指
導
事
項
は

Ｃ
⑴
エ
「
文
章

の
構
成
や
展

開
、
表
現
の
特

徴
に
つ
い
て
、

自
分
の
考
え
を

り
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
溝
を
埋
め
る
よ
う
な
ツ
ー
ル
を

作
成
で
き
な
い
か
と
今
回
は
「
学
調
と
教
科
書
教
材
の
対
応
表
」
な

る
一
覧
表
の
作
成
を
試
み
た
。

２　
「
学
調
と
教
科
書
教
材
の
対
応
表
」
の
作
成
と
活
用

ま
ず
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
の
範
囲
を
対
象

に
、
各
年
度
の
Ｂ
問
題
お
よ
び
平
成
三
十
一
年
度
の
設
問
の
そ
れ
ぞ

れ
の
指
導
事
項
と
正
答
率
を
入
力
し
、
新
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事

項
も
対
照
表
を
参
考
に
併
記
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
教
育
出
版
教
科

書
の
教
材
と
指
導
事
項
の
対
応
表
を
踏
ま
え
、「
学
調
」
の
設
問
の

指
導
事
項
と
合
致
す
る
学
年
の
教
科
書
教
材
を
入
力
し
た
。

「
全
国
的
な
学
力
調
査
の
今
後
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
（
ま
と

め
）」（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
に
も
、「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調

査
の
調
査
問
題
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
育

成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
教
育
委
員
会
や
学
校

に
対
し
て
、
具
体
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
示
す
も
の
と
な
る
よ
う

検
討
を
進
め
る
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
学
調
」
も
同
様
に

指
導
内
容
の
具
体
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
て
き
た
。
そ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
、
い
わ
ば
、
指
導
事
項
の
具
体
化
あ
る
い
は
指
導

内
容
の
明
確
化
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。『
中
学
校
学
習
指
導
要
領

解
説
国
語
編
』（
以
後
、『
解
説
』
と
略
記
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指

導
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
内
容
は

抽
象
度
が
高
い
た
め
、
教
員
自
身
が
そ
れ
を
児
童
生
徒
の
実
態
の
把

握
や
教
材
研
究
に
よ
っ
て
、
指
導
内
容
を
具
体
化
・
明
確
化
し
て
い

く
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
指
導
事
項
の
十
分
な
研
究
（
精

査
と
具
体
化
）
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
研
究
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
「
学

▲１年教科書Ｐ332 ▲平成28年度Ｂ問題2設問１
332333

学びのチャレンジ

　
ア
キ
た
ち
は
、「
読

点（
、
）の
使
い
方（
ど

の
よ
う
な
と
き
に
読
点

を
打
つ
の
か
）」で
困
っ

て
い
る
人
が
全
体
の
七

割
に
上
り
、
そ
の
人
た

ち
が
読
点
な
ど
の
符ふ

号ご
う

の
使
い
方
を
ど
う
思
う

か
と
い
う
調
査
の
結
果

を
見
ま
し
た
。

挑
戦せ
ん

し

ち
ょ
う

よ
う

　
調
査
結
果
を
参
考
に
、
次
の
条
件
で
意
見
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

《
⑴
～
⑷
の
条
件
で
書
い
て
み
よ
う
》

（１）
　
グ
ラ
フ
の
数
値
を
用
い
る
こ
と
。

（２）
　
自
分
自
身
の
体
験
（
事
例
）
を
交
え
て
書
く
こ
と
。

（３）
　
一
度
は
「
…
…
と
考
え
ら
れ
ま
す
。」
を
用
い
る
こ
と
。

（４）
　
四
百
字
く
ら
い
で
ま
と
め
る
こ
と
。

　
あ
な
た
は
、
こ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
た
だ
ろ
う
か
。

図
や
グ
ラ
フ
を
も
と
に
考
え
を
書
く

　
　
　
　
　
　
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る

　
筆
者
は
、
多
く
の
人
た
ち
の
言
葉
の
使
い
方
や
考
え
方
を
調
査
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
、
言
葉
の
使
い
方
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
手

が
か
り
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
授
業
で
は
、「
ら
抜ぬ

き
言
葉
」

を
ど
う
感
じ
る
か
に
つ
い
て
調
査
の
結
果
の
グ
ラ
フ
を
見
な
が
ら
、

次
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

振ふ

り
返
り

　
グ
ラ
フ
の
説
明
の
仕
方
と
関
連
づ
け
、
筆
者
の
「
…
…

と
考
え
ら
れ
ま
す
。」
な
ど
の
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考

え
る
。

　
言
葉
に
関
す
る
別
の
調
査
の
結
果
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
分
で
文
章
を
書
く
と
き
に
ど
う
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
ナ
ツ
た
ち
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
直

し
、
身
の
ま
わ
り
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
人
に
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
筆
者
に
手
紙
を
書
い
て
、
紹
介
の
た
め
に
本

文
と
グ
ラ
フ
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
許
可
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
小
学
生
に
も
紹
介
す
る
こ
と
を
考
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め

た
ほ
う
が
よ
い
と
、
先
生
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
の
で
、

と
い
う
学
習
活
動
に
な
り
ま
し
た
。

　
次
の
条
件
に
従
っ
て
、
Ｑ
＆
Ａ
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
⑴
～
⑶
の
条
件
で
書
い
て
み
よ
う
》

（１）
　
問
題
文
は
、
一
問
を
五
十
字
以
内
に
し
て
、
五
問
く
ら
い
ま
で

に
ま
と
め
る
こ
と
。
グ
ラ
フ
を
引
用
し
て
か
ま
わ
な
い
。

（２）
　
筆
者
が
「
ふ
し
ぎ
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
Ｑ
の
内
容
に
し
、

順
に
理
解
が
進
む
よ
う
に
し
て
書
く
こ
と
。

（３）
　
Ａ
は
、
本
文
の
一
部
を
引
用
し
て
説
明
す
る
こ
と
。

挑
戦せ
ん

し

ち
ょ
う

よ
う

　
内
容
を
要
約
し
て
、簡
単
な
Ｑ
（
問
い
）
＆
Ａ
（
答
え
）

を
作
り
、
ま
わ
り
の
人
に
紹
介
し
よ
う
。

Ｑ
＆
Ａ
を
作
っ
て
内
容
を
紹し

ょ
う

介か
い

す
る

　
　
　
　
　
　
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ

　『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』
の
中
で
、
筆
者
は
、
ど
ん
な

花
に
ど
ん
な
昆こ

ん

虫ち
ゅ
う

が
集
ま
る
の
か
、
長な

が

野の

県
の
湿し

つ

原げ
ん

で
の
調
査
と

観
察
の
結
果
を
手
が
か
り
に
、
昆
虫
の
種
類
と
花
の
形
の
多
様
性
に

は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
文
章
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、

そ
れ
を
読
ん
で
、
次
の
よ
う
な
学
習
を
し
ま
し
た
。

　
グ
ラ
フ
を
読
み
取
る
こ
と
を
本
文
の
筋
道
と
関
係
づ
け
て
考
え
る

こ
と
が
重
要
で
し
た
ね
。

振ふ

り
返
り

　
昆
虫
の
種
類
と
花
の
形
の
多
様
さ
に
は
ど
ん
な
関
係
が

あ
る
か
、
本
文
と
グ
ラ
フ
を
用
い
て
説
明
す
る
。

　
こ
の
文
章
は
、
調
査
→
観
察
→
説
明
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
ね
。
グ
ラ
フ
は
ど
の
説
明
に
効
果
が
あ
る
か
を
考
え

る
と
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
よ
。

使い方をわか
りやすく整理
し直したほう
がよい
　  24.9％

既に刊行されている
　辞書や書籍など
　 を参考にして
　　使えばよい
　　　18.0％

しょせき

すで

わからない
2.7％

各自が使い方
を判断すれば
よい            

19.6％

現状のままで
特に困るよう
なことはない
    34.8％

�

【
雑
誌
の
記
事
】
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
つ

�
�
�

�

　
赤
道
上
の
高
度
約
３
万
６
０
０
０

㎞
の
位
置
に
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を

建
設
す
る
と
、
地
球
の
回
転
と
同
じ

約
24
時
間
で
一
周
す
る
た
め
、
地
上

か
ら
は
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
こ
の
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、

地
上
へ
向
け
て
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ

チ
ュ
ー
ブ
を
素
材
と
す
る
ケ
ー
ブ
ル

を
伸
ば
し
て
い
く
と
、
ケ
ー
ブ
ル
は

や
が
て
地
上
に
到
達
し
、
地
上
と
宇

宙
を
結
ぶ
一
本
の
長
い
ひ
も
に
な

る
。
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
に
、
モ
ー
タ
ー

で
動
く
昇
降
機
を
取
り
付
け
て
人
や

物
資
を
運
べ
る
よ
う
に
す
る
の
が
宇

宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
地
上
側
に
だ
け
ケ
ー
ブ

ル
を
伸
ば
す
と
、
そ
の
分
、
地
球
に

引
っ
張
ら
れ
る
力
が
強
く
な
り
、
宇

宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
地
球
に
落
ち
て

き
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
宇
宙
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
地
上
と
は
反
対
側

へ
も
ケ
ー
ブ
ル
を
伸
ば
し
て
バ
ラ
ン

ス
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。

　
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
空
想
世
界

だ
け
の
技
術
と
考
え
ら
れ
て
い
た
理

由
の
一
つ
は
、
ケ
ー
ブ
ル
を
作
る
こ

と
が
で
き
る
素
材
が
な
い
こ
と
だ
っ

た
。
し
か
し
、
１
９
９
１
年
に
カ
ー

ボ
ン
ナ
ノ
チ
ュ
ー
ブ
と
い
う
物
質
が

発
見
さ
れ
た
。
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ

チ
ュ
ー
ブ
は
炭
素
で
で
き
た
物
質
で

あ
り
、
非
常
に
軽
く
強
い
と
い
う
特

性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
発
見
に
よ

り
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
実
現
の
可
能

性
が
高
ま
っ
た
。
現
在
は
、
鉄
の
１

０
０
倍
の
強
度
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ケ
ー
ブ
ル
で
地
上
と
宇
宙
を

結
ぶ

新
た
な
物
質
の
発
見

 

こ
れ
ま
で
は
、
宇
宙
へ
行
く
た
め

の
方
法
と
し
て
、
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト

ル
や
ソ
ユ
ー
ズ
な
ど
の
ロ
ケ
ッ
ト
を

利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
ロ
ケ
ッ
ト
に
は
大
量
の
燃
料
な
ど

を
積
み
込
む
た
め
、
荷
物
を
多
く
積

む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
電
力
で
動
く
宇
宙
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
を
使
え
ば
、
昇
降
機
で
大

量
の
荷
物
や
た
く
さ
ん
の
人
を
宇
宙

に
運
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

 

ロ
ケ
ッ
ト
は
、
打
ち
上
げ
に
多

く
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
に
加
え
、

一
度
使
っ
た
機
体
の
再
利
用
も
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
宇
宙
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
は
外
か
ら
供
給
さ
れ
る
電

力
で
動
か
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て

繰
り
返
し
使
う
こ
と
が
可
能
な
の

で
、
安
い
費
用
で
宇
宙
に
行
く
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
宇
宙
飛
行
士
に
な
る
た

め
に
は
、
健
康
面
や
科
学
的
な
知

識
、
語
学
力
な
ど
に
関
す
る
様
々

な
資
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は

安
全
性
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
地
上
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
同
じ
よ
う
に
乗
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
え
ば
、

誰
で
も
宇
宙
に
行
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

宇宙エレベーターのイメージ

大
量
輸
送
も
Ｏ
Ｋ

ロ
ケ
ッ
ト
よ
り
も
安
い
費
用

誰
で
も
宇
宙
へ

宇宙ステーションから
地上とは反対側に
伸ばされたケーブル

宇宙ステーション
高度
約３万6000km

昇降機

地上

地球

イラスト

写真写真

写真
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全国学力・学習状況調査の問いと
教科書教材を結びつけ，授業改善に生かす
全国学力・学習状況調査の問いと
教科書教材を結びつけ，授業改善に生かす

も
つ
こ
と
。」
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
で
は
『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ

た
ふ
し
ぎ
』
や
『
言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺
産
』
な
ど
の
教
材
が
該
当

す
る
こ
と
が
表
か
ら
わ
か
る
。『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』

に
は
、
本
文
中
に
「
上
の
①
の
「
基
準
グ
ラ
フ
」
に
な
る
。」
や

「
②
～
⑥
の
グ
ラ
フ
は
、」、「「
基
準
グ
ラ
フ
」（
①
）
と
比
べ
て
、」

な
ど
の
表
現
が
使
用
さ
れ
、
文
章
と
図
表
と
の
関
係
性
が
捉
え
や
す

い
一
方
、
花
の
写
真
や
断
面
図
に
つ
い
て
は
本
文
と
の
関
係
を
明
示

す
る
表
現
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。『
言
葉
が
つ
な
ぐ
世
界
遺
産
』

で
も
、
彫
刻
や
見
取
り
図
の
写

真
に
関
し
て
本
文
中
に
明
示
的

な
表
現
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
教

材
の
際
に
は
、「
学
調
」
の
課

題
を
踏
ま
え
て
、
本
文
と
図
表

等
の
関
係
性
に
つ
い
て
整
理
す

る
活
動
を
ぜ
ひ
生
徒
に
取
り
組

ま
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、

『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語

１
』
に
は
『
学
び
の
チ
ャ
レ
ン

ジ
』
と
い
う
発
展
的
な
学
習
活

動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

「
図
や
グ
ラ
フ
を
も
と
に
考
え

を
書
く
」
と
い
う
活
動
が
あ

る
。こ

こ
で
は
図
表
の
内
容
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
自
分
の
考
え

を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
の
条
件
を
工

夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
と
図
表
等
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
さ

ら
に
理
解
を
深
め
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
本
文
と
図
表
等
の
関
係

を
明
示
的
に
書
く
場
合
、
書
か
な
い
場
合
、
図
表
等
を
掲
載
し
な
い

で
文
章
の
み
で
説
明
す
る
場
合
な
ど
の
条
件
が
考
え
ら
れ
る
。
既
習

の
教
材
で
振
り
返
り
を
し
な
が
ら
、
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
定

着
と
と
も
に
活
用
す
る
力
を
伸
ば
す
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。

設
問
二
で
は
、
目
的
（
問
い
）
に
応
じ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
つ
け

出
す
基
本
的
な
技
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の
内
容
理

解
（
根
拠
）
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
正
誤
を
判
断
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
指
導
事
項
は
Ｃ
⑴
イ
で
あ
る
。
教
科
書
教

材
で
は
、『
笑
顔
と
い
う
魔
法
』、『
電
子
レ
ン
ジ
の
発
想
』、『
言
葉

の
ゆ
れ
を
考
え
る
』、『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』、『
言
葉
が

つ
な
ぐ
世
界
遺
産
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
『
学
び
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
』
に
お
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
「
Ｑ
＆
Ａ
を
作
っ
て
内

容
を
紹
介
す
る
」
を
活
用
す
る
と
よ
い
。
簡
単
な
Ｑ
に
対
応
す
る
内

容
を
本
文
か
ら
引
用
し
な
が
ら
Ａ
を
作
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
目

的
に
応
じ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
つ
け
出
す
活
動
と
な
る
。
ま
た
、
こ

の
Ｑ
を
実
際
に
生
徒
ど
う
し
で
回
答
さ
せ
合
う
こ
と
で
、
本
文
の
内

容
理
解
を
問
う
活
動
と
も
な
る
。

設
問
三
は
、「
図
書
館
の
利
用
の
仕
方
」「
本
の
探
し
方
」
と
い
っ

た
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
定
着
さ
せ
、
生
徒
自
身
が
そ
れ
ら
を
意

識
的
に
活
用
し
た
り
、
説
明
で
き
た
り
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

（
対
応
す
る
指
導
事
項
は
Ｃ
⑴
カ
で
あ
る
）。
誤
答
の
パ
タ
ー
ン
の
一

つ
で
あ
る
解
答
類
型
２
の
反
応
率
は
33
％
で
あ
る
。
そ
の
誤
答
例
は

「
宇
宙
に
つ
い
て
の
本
を
探
す
。」「
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

▲１年教科書Ｐ333 ▲平成28年度Ｂ問題2設問２ 332333

学びのチャレンジ

　
ア
キ
た
ち
は
、「
読

点（
、
）の
使
い
方（
ど

の
よ
う
な
と
き
に
読
点

を
打
つ
の
か
）」で
困
っ

て
い
る
人
が
全
体
の
七

割
に
上
り
、
そ
の
人
た

ち
が
読
点
な
ど
の
符ふ

号ご
う

の
使
い
方
を
ど
う
思
う

か
と
い
う
調
査
の
結
果

を
見
ま
し
た
。

挑
戦せ

ん

し

ち
ょ
う

よ
う

　
調
査
結
果
を
参
考
に
、
次
の
条
件
で
意
見
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

《
⑴
～
⑷
の
条
件
で
書
い
て
み
よ
う
》

（１）
　
グ
ラ
フ
の
数
値
を
用
い
る
こ
と
。

（２）
　
自
分
自
身
の
体
験
（
事
例
）
を
交
え
て
書
く
こ
と
。

（３）
　
一
度
は
「
…
…
と
考
え
ら
れ
ま
す
。」
を
用
い
る
こ
と
。

（４）
　
四
百
字
く
ら
い
で
ま
と
め
る
こ
と
。

　
あ
な
た
は
、
こ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
た
だ
ろ
う
か
。

図
や
グ
ラ
フ
を
も
と
に
考
え
を
書
く

　
　
　
　
　
　
言
葉
の
ゆ
れ
を
考
え
る

　
筆
者
は
、
多
く
の
人
た
ち
の
言
葉
の
使
い
方
や
考
え
方
を
調
査
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
、
言
葉
の
使
い
方
を
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
手

が
か
り
に
な
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
授
業
で
は
、「
ら
抜ぬ

き
言
葉
」

を
ど
う
感
じ
る
か
に
つ
い
て
調
査
の
結
果
の
グ
ラ
フ
を
見
な
が
ら
、

次
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

振ふ

り
返
り

　
グ
ラ
フ
の
説
明
の
仕
方
と
関
連
づ
け
、
筆
者
の
「
…
…

と
考
え
ら
れ
ま
す
。」
な
ど
の
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考

え
る
。

　
言
葉
に
関
す
る
別
の
調
査
の
結
果
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
分
で
文
章
を
書
く
と
き
に
ど
う
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
ナ
ツ
た
ち
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
直

し
、
身
の
ま
わ
り
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
人
に
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
筆
者
に
手
紙
を
書
い
て
、
紹
介
の
た
め
に
本

文
と
グ
ラ
フ
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
許
可
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
小
学
生
に
も
紹
介
す
る
こ
と
を
考
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め

た
ほ
う
が
よ
い
と
、
先
生
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
の
で
、

と
い
う
学
習
活
動
に
な
り
ま
し
た
。

　
次
の
条
件
に
従
っ
て
、
Ｑ
＆
Ａ
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
⑴
～
⑶
の
条
件
で
書
い
て
み
よ
う
》

（１）
　
問
題
文
は
、
一
問
を
五
十
字
以
内
に
し
て
、
五
問
く
ら
い
ま
で

に
ま
と
め
る
こ
と
。
グ
ラ
フ
を
引
用
し
て
か
ま
わ
な
い
。

（２）
　
筆
者
が
「
ふ
し
ぎ
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
Ｑ
の
内
容
に
し
、

順
に
理
解
が
進
む
よ
う
に
し
て
書
く
こ
と
。

（３）
　
Ａ
は
、
本
文
の
一
部
を
引
用
し
て
説
明
す
る
こ
と
。

挑
戦せ

ん

し

ち
ょ
う

よ
う

　
内
容
を
要
約
し
て
、簡
単
な
Ｑ
（
問
い
）
＆
Ａ
（
答
え
）

を
作
り
、
ま
わ
り
の
人
に
紹
介
し
よ
う
。

Ｑ
＆
Ａ
を
作
っ
て
内
容
を
紹し

ょ
う

介か
い

す
る

　
　
　
　
　
　
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ

　『
花
の
形
に
秘
め
ら
れ
た
ふ
し
ぎ
』
の
中
で
、
筆
者
は
、
ど
ん
な

花
に
ど
ん
な
昆こ

ん

虫ち
ゅ
う
が
集
ま
る
の
か
、
長な

が

野の

県
の
湿し

つ

原げ
ん

で
の
調
査
と

観
察
の
結
果
を
手
が
か
り
に
、
昆
虫
の
種
類
と
花
の
形
の
多
様
性
に

は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
文
章
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、

そ
れ
を
読
ん
で
、
次
の
よ
う
な
学
習
を
し
ま
し
た
。

　
グ
ラ
フ
を
読
み
取
る
こ
と
を
本
文
の
筋
道
と
関
係
づ
け
て
考
え
る

こ
と
が
重
要
で
し
た
ね
。

振ふ

り
返
り

　
昆
虫
の
種
類
と
花
の
形
の
多
様
さ
に
は
ど
ん
な
関
係
が

あ
る
か
、
本
文
と
グ
ラ
フ
を
用
い
て
説
明
す
る
。

　
こ
の
文
章
は
、
調
査
→
観
察
→
説
明
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
ね
。
グ
ラ
フ
は
ど
の
説
明
に
効
果
が
あ
る
か
を
考
え

る
と
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
よ
。

使い方をわか
りやすく整理
し直したほう
がよい
　  24.9％

既に刊行されている
　辞書や書籍など
　 を参考にして
　　使えばよい
　　　18.0％

しょせき

すで

わからない
2.7％

各自が使い方
を判断すれば
よい            

19.6％

現状のままで
特に困るよう
なことはない
    34.8％
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全国学力・学習状況調査の問いと
教科書教材を結びつけ，授業改善に生かす

二
十
年
度
版
の
『
解
説
』
に
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
で
問

わ
れ
て
い
る
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の

効
果
に
つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
考
え
る
こ
と
。」
と
あ
り
、

「
根
拠
を
明
確
に
し
て
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
て
お
き
た
い
。
平
成
二
十
九
年
度
版
の
『
解
説
』
に
は
、

「
根
拠
を
明
確
に
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、「
例
え
ば
、
文
章
の
構
成

や
展
開
、
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
い
た
り
発
表
し

た
り
す
る
際
に
、
自
分
の
考
え
を
支
え
る
根
拠
と
な
る
段
落
や
部
分

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」
と
あ
り
、
こ
の
指
導
事
項

で
求
め
ら
れ
る
内
容
に
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
い
る
。
以
上
の
こ
と
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
先
に
あ
げ
た
教
科
書
教
材
を
研
究
し
て
み
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
表
現
の
特
徴
（
あ
る
い
は
表
現
の
効
果
）

に
つ
い
て
根
拠
に
基
づ
い
て
（
根
拠
を
あ
げ
な
が
ら
）
取
り
組
む
課

題
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

４　

お
わ
り
に

以
上
、「
学
調
と
教
科
書
教
材
の
対
応
表
」
を
き
っ
か
け
に
、
指

導
事
項
の
具
体
的
な
把
握
の
仕
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
本
稿

は
、「
学
調
」
の
問
い
を
ゴ
ー
ル
に
し
よ
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
は

な
く
、「
学
調
」
の
問
い
を
き
っ
か
け
に
授
業
改
善
、
指
導
事
項
の

分
析
、
教
材
研
究
・
単
元
研
究
の
ヒ
ン
ト
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
引
き
続
き
、
現
場
の
先
生
が
た
の
授
業
作
り
に
役
立
つ
情
報

や
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

書
か
れ
た
本
を
探
す
。」
と
い
っ
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
解
答
し

た
生
徒
は
、
先
の
よ
う
な
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
定
着
、
も
し
く

は
そ
れ
ら
の
意
識
的
な
活
用
や
説
明
に
課
題
が
あ
る
。
図
書
館
に
関

す
る
知
識
・
技
能
に
つ
い
て
は
、
二
年
生
の
『
図
書
館
で
本
を
探
そ

う
』
に
お
い
て
「
日
本
十
進
分
類
法
」
を
詳
し
く
解
説
し
て
お
り
、

第
一
学
年
段
階
で
も
、
小
学
校
で
の
既
習
内
容
に
加
え
て
、
十
分
に

理
解
さ
せ
た
い
内
容
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
表
に
記
載
さ
れ
る
読

書
教
材
や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」
教
材
の
取
材

段
階
な
ど
で
繰
り
返
し
知
識
・
技
能
の
定
着
を
図
り
つ
つ
、
活
用
し

た
り
説
明
し
た
り
す
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

別
の
年
度
の
問
題
を
も
う
一
つ
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
平
成

二
十
九
年
度
Ｂ
問
題
1
設
問
三
で
あ
る（
文
学
的
な
文
章
を
読
む
）。

こ
の
設
問
で
は
、
比
喩
の
内
容
を
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
捉
え
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
設
問
の
正
答
率
は
42
％
で
あ
る
。

『
報
告
書
』
の
解
答
類
型
か
ら
、
比
喩
表
現
が
指
し
示
す
内
容
を
把

握
で
き
な
い
、
比
喩
表
現
自
体
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の

課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
対
応
す
る
指
導
事
項
は
Ｃ
⑴
エ
で
あ

る
。
教
科
書
教
材
は
、『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ｃ
⑴
エ
「
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
自
分
の

考
え
を
も
つ
こ
と
。」
と
い
う
指
導
事
項
は
、「
文
章
の
構
成
や
展

開
」
と
「
表
現
の
特
徴
」
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
の
二

つ
の
側
面
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
問
題
で
は
「
表
現

の
特
徴
」
を
問
う
て
い
る
。
指
導
事
項
の
多
く
は
、
複
数
の
指
導
内

容
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
指
導
の
際
に
は
指
導
事
項
の
分
割
・
分
析

し
た
う
え
で
、
指
導
内
容
を
確
実
に
お
さ
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
ま
た
、「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」
こ
と
に
つ
い
て
も
、
平
成
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よ
ほ
ど
準
備
が
必
要
で
す
が
、
こ
れ
は
「
日
本
語
表
現
」。
訝い

ぶ
かし

み

つ
つ
も
、
と
り
あ
え
ず
初
回
の
授
業
に
文
房
具
屋
で
売
っ
て
い
る
ご

く
普
通
の
履
歴
書
用
紙
を
持
っ
て
い
き
、
受
け
た
い
会
社
を
仮
定
し

て
書
か
せ
て
み
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
同
封
の
見
本
を
参
照
し
つ
つ
、

で
す
。

さ
て
、
小
一
時
間
し
て
回
収
し
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
書
け
な

い
。
お
も
し
ろ
い
ほ
ど
に
。
全
員
が
鉛
筆
書
き
で
、
誤
字
だ
ら
け
と

い
う
の
は
ま
あ
予
想
の
範
囲
内
と
し
て
、
書
く
欄
を
写
し
間
違
え

る
、
空
欄
が
多
い
、
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
問
題
で
、
い
ち
ば
ん

大
切
な
、《
自
己
Ｐ
Ｒ
》
が
「
特
に
な
い
」、《
志
望
動
機
》
が
「
ラ

ク
そ
う
だ
か
ら
」「
給
料
が
高
い
か
ら
」
と
な
る
と
も
う
か
え
っ
て

愛
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
な
ん
と
謙
虚
、
な
ん
と
正
直
な
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
も
、
一
枚
や
二
枚
で
な
く
、
過
半
が
こ
ん
な
感
じ
な
の
で

す
。
顔
を
見
る
か
ぎ
り
、
ふ
ざ
け
た
り
斜
に
構
え
た
り
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
う
む
、
た
し
か
に
こ
れ
は
時
間
が
か
か
る

か
も
し
れ
な
い
。

翌
週
ま
で
に
全
部
添
削
し
て
返
却
し
よ
う
か
と
も
思
い
ま
し
た

が
、《
自
己
Ｐ
Ｒ
》
や
《
志
望
動
機
》
な
ど
直
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ

ん
し
、
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
で
直
し
て
し
ま
っ
て
は
、
自
分
で
書
け
る

よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
ら
ど
う
手
を
つ
け
れ
ば
い
い
の
か
。

そ
の
大
学
は
ス
ポ
ー
ツ
が
有
名
で
、
体
つ
き
か
ら
し
て
明
ら
か
に

体
育
会
系
の
学
生
た
ち
が
わ
ん
さ
か
い
ま
し
た
。
で
も
彼
ら
も
遠
か

ら
ず
履
歴
書
を
書
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
責
任
は
重
大
で

す
。

１　

大
学
の
授
業
で
履
歴
書
を
書
か
せ
る
？

大
学
院
を
出
た
ば
か
り
で
、
高
校
や
ら
予
備
校
や
ら
大
学
や
ら
の

非
常
勤
を
あ
ち
こ
ち
掛
け
持
ち
し
て
い
た
二
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
。
あ
る
大
学
か
ら
「
日
本
語
表
現
」
と
い
う
授
業
の
お
呼
び
が
か

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
創
作
系
の
表
現
の
講
座
を
持
っ
て
い

た
の
で
、
今
度
も
似
た
よ
う
な
も
の
か
と
思
っ
た
ら
さ
に
あ
ら
ず
、

大
学
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
は
、「
半
期
で
受
講
生
が
履
歴
書
を
書
け
る

よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

は
て
、
九
十
分
×
十
五
回
で
履
歴
書
を
書
く
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
何
か
特
殊
な
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
出
す
自
己

推
薦
の
書
類
の
よ
う
な
数
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
も
の
な
ら
た
し
か
に

生
活
に
役
立
つ
文
学
の
力

明
治
大
学
文
学
部
准
教
授　

伊い

藤と
う　

氏う
じ

貴た
か　
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生活に役立つ文学の力

考
え
た
末
に
、「
履
歴
書
と
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
。」
と
い
う

こ
と
を
学
生
と
話
し
合
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。
会
社
は
な

ん
の
た
め
に
こ
う
い
う
も
の
を
要
求
す
る
の
か
。
こ
ち
ら
は
何
を
伝

え
た
く
て
こ
の
欄
を
埋
め
る
の
か
。
そ
こ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、

き
わ
め
て
表
層
的
に
、
あ
る
い
は
逆
に
過
度
に
本
音
を
剝
き
出
し
に

し
て
書
い
て
し
ま
い
ま
す
。
一
方
、
そ
こ
さ
え
お
さ
え
て
お
け
ば
、

字
数
の
増
減
に
も
慌
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
会
社
に
ふ
さ
わ
し
い
こ

と
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

２　

履
歴
書
は
ラ
ブ
レ
タ
ー

い
ろ
い
ろ
意
見
を
聞
き
つ
つ
も
、
最
終
的
に
、「
履
歴
書
は
ラ
ブ

レ
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
だ
。」
と
い
う
こ
と
で
全
員
納
得
し
ま
し

た
。
特
に
、
自
分
は
相
手
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
相
手
は
自
分

の
こ
と
を
知
ら
な
い
状
況
で
出
す
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
す
。
そ
し
て
こ
こ

か
ら
は
速
い
の
で
す
。

ラ
ブ
レ
タ
ー
で
、
相
手
の
こ
と
が
好
き
に
な
っ
た
理
由
に
「
金
持

ち
だ
か
ら
」
と
書
く
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
こ
と
を
知
ら
な
い
相
手

に
、
自
分
の
取
り
柄
は
「
特
に
な
い
」
と
書
く
で
し
ょ
う
か
。
さ
す

が
に
こ
れ
が
い
か
に
非
常
識
か
は
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
ま
す
。

前
に
書
い
た
自
分
の
履
歴
書
が
ま
さ
に
そ
れ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

も
。さ

て
で
は
、
ラ
ブ
レ
タ
ー
で
あ
る
以
上
、
ま
ず
相
手
を
褒
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
誰
に
で
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
月
並
み

い
ち
ば
ん
の
問
題
は
、
彼
ら
自
身
が
そ
の
重
大
性
を
あ
ま
り
感
じ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
授
業
で
無
理
矢
理
書
か
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
自
分
の
将
来
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と

が
ピ
ン
と
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
ち
ら
が
い

く
ら
口
で
強
調
し
て
も
、
な
か
な
か
通
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
わ

か
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
お
説
教
く
さ
い
と
し
か
思
え

な
い
の
で
し
ょ
う
。

と
り
あ
え
ず
、
ル
ー
ル
を
一
つ
ひ
と
つ
説
明
し
て
い
く
の
は
や

め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
全
員
が
同
時
進
行
で
一
緒
に
左
上
か
ら

一
欄
ず
つ
埋
め
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
名
前
の
上
は

『
フ
リ
ガ
ナ
』
と
カ
タ
カ
ナ
だ
っ
た
ら
カ
タ
カ
ナ
で
、『
ふ
り
が
な
』

だ
っ
た
ら
ひ
ら
が
な
で
」、「
住
所
は
都
道
府
県
か
ら
」、「
住
所
の
数

字
に
は
フ
リ
ガ
ナ
は
要
り
ま
せ
ん
」
…
…
。
お
互
い
根
気
は
い
る
で

し
ょ
う
が
、
一
枚
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

で
す
が
そ
れ
一
枚
き
り
で
す
。
こ
の
次
、
自
分
一
人
で
新
た
な
履

歴
書
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
細
か
な
ル
ー
ル

な
ど
覚
え
き
れ
な
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
何
度
も
何
度
も
練
習
す

れ
ば
身
に
つ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
書
式
の
異
な
る
場

合
に
は
対
応
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

せ
め
て
大
事
な
こ
と
だ
け
、《
自
己
Ｐ
Ｒ
》
と
《
志
望
動
機
》
の

欄
だ
け
で
も
し
っ
か
り
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
と
は
い

え
、
履
歴
書
に
よ
っ
て
欄
の
大
き
さ
も
違
え
ば
、
受
け
る
べ
き
会
社

に
よ
っ
て
内
容
も
当
然
違
っ
て
き
ま
す
。
よ
い
も
の
を
一
つ
練
り
上

げ
て
、
あ
ち
こ
ち
で
使
い
ま
わ
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。



2019 秋　20

な
褒
め
言
葉
で
な
く
、「
ど
う
し
て
も
あ
な
た
で
な
け
れ
ば
ダ
メ
な

ん
で
す
。」
と
言
え
る
理
由
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、「
そ
う
い
う
あ

な
た
に
私
が
ぴ
っ
た
り
な
ん
で
す
。」
と
い
う
自
分
の
特
徴
に
つ
い

て
の
ア
ピ
ー
ル
も
必
要
で
す
。
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
《
自
己
Ｐ
Ｒ
》

と
《
志
望
動
機
》
に
あ
た
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
い
だ
け
で
な

く
、
双
方
が
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
い
る
の
が
ベ
ス
ト
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。（
も
ち
ろ
ん
、
高
校
や
大
学
に
対
し
て
も
同
じ
で
す
。
私

た
ち
が
大
学
の
推
薦
入
試
な
ど
で
見
る
の
も
こ
の
点
で
す
。）

こ
う
し
て
や
っ
と
《
自
己
Ｐ
Ｒ
》
と
《
志
望
動
機
》
の
重
要
性
が

腑
に
落
ち
た
学
生
諸
君
は
、
他
の
箇
所
に
も
注
意
を
払
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
誰
か
ら
誰
へ
、
自
分
か
ら
特
定
の
あ

の
人
＝
会
社
へ
、
と
い
う
具
体
的
な
場
面
が
き
ち
ん
と
想
定
で
き
て

こ
そ
、
他
の
欄
に
対
す
る
配
慮
も
生
ま
れ
る
の
で
す
。

な
ぜ
字
を
き
れ
い
に
読
み
や
す
く
書
い
た
ほ
う
が
い
い
の
か
、
な

ぜ
住
所
の
数
字
の
上
に
は
フ
リ
ガ
ナ
が
い
ら
な
い
の
か
（
相
手
は
数

字
も
読
め
な
い
人
な
の
だ
ろ
う
か
）、
な
ど
自
分
で
考
え
て
、
ど
う

す
べ
き
か
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
喋
っ
た
こ
と
も
な
い
、

憧
れ
の
あ
の
人
に
対
す
る
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
つ
も
り
で
書
く
、
と
い
う

具
体
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
効
能
で
す
。

３　

履
歴
書
を
書
く
た
め
に
必
要
な
文
学
の
力

さ
て
こ
こ
ま
で
が
前
書
き
で
す
。
既
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
三
分

の
二
ほ
ど
も
使
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
本
題
に
入
り
ま

す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
な
ぜ
「
文
学
が
役
に
立
つ
」
と
言
え
る

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
履
歴
書
を
書
く
と
い
う
一
見
無
味
乾
燥
な
実
用
的
な
場

面
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
立
場
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
自
分
を
見
て
、

具
体
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
思
い
浮
か
べ
る
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に

効
果
的
だ
か
ら
で
す
。

も
う
少
し
細
か
く
説
明
す
る
と
、
ま
ず
一
つ
め
は
、
相
手
の
見
方

を
知
る
と
い
う
こ
と
。
自
己
の
視
点
に
囚
わ
れ
ず
、
他
者
の
視
点
に

立
つ
訓
練
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
二
つ
め
は
、
日
常

的
な
物
事
の
因
果
関
係
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
。
論
理
的
な
言
動
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
一
つ
め
の
点
に
関
し
て
、
履
歴
書
で
は
次
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
給
料
が
高
い
か
ら
」
と
い
う
《
志
望
動

機
》
は
、
こ
ち
ら
か
ら
す
れ
ば
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
会

社
側
か
ら
す
れ
ば
、
仕
事
の
内
容
や
経
営
理
念
に
ふ
れ
ず
、
給
料
の

高
さ
だ
け
を
言
う
な
ら
ば
、
別
に
う
ち
の
会
社
で
な
く
て
も
い
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
相
手
の
側

に
立
っ
た
も
の
の
見
方
、
と
い
う
の
は
、
文
学
作
品
、
特
に
小
説
を

通
じ
て
登
場
人
物
の
視
点
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
で
身
に
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

文
学
、
特
に
小
説
は
、
こ
の
よ
う
に
他
者
の
視
点
で
も
の
を
見
る

と
い
う
訓
練
に
な
り
ま
す
。
履
歴
書
を
書
く
に
際
し
て
、
そ
れ
を
読

む
会
社
の
採
用
担
当
に
な
り
き
っ
て
そ
の
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、

《
自
己
Ｐ
Ｒ
》
と
《
志
望
動
機
》
以
外
の
欄
で
も
ど
ん
な
こ
と
を
ど
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生活に役立つ文学の力

と
し
て
語
る
の
で
す
。
単
に
一
時
の
衝
動
を
言
語
化
す
る
だ
け
で

も
、
多
少
ス
ト
レ
ス
は
晴
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
り
有
効
な

手
段
と
し
て
、
自
己
を
「
物
語
」
化
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
他

者
に
も
自
分
自
身
に
も
安
定
し
た
「
自
分
」
の
像
を
示
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

履
歴
書
を
書
く
に
あ
た
っ
て
も
、
自
分
が
今
ま
で
何
を
し
て
き
た

か
、
今
後
こ
の
会
社
で
何
を
し
た
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
貫
し

た
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
非
常
に
説
得
力

の
あ
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。

長
々
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
結
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
履
歴

書
」
と
い
う
き
わ
め
て
実
用
的
な
文
書
を
作
成
す
る
の
で
さ
え
も
、

そ
れ
を
磨
か
れ
た
優
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
文
学
の
力
が
役
に

立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
力
な
し
に
表
面
的

な
こ
と
ば
の
操
作
で
事
足
り
る
、
と
思
う
の
は
恐
ろ
し
い
。
セ
ン

タ
ー
試
験
に
代
わ
る
共
通
テ
ス
ト
や
高
校
国
語
の
新
学
習
指
導
要
領

が
そ
ち
ら
側
に
大
き
く
傾
く
の
で
は
、
と
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
ぜ
ひ

と
も
中
学
の
早
い
時
期
に
、
真
に
日
常
的
、
真
に
実
用
的
な
こ
と
ば

は
文
学
の
こ
と
ば
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。

ん
な
ふ
う
に
書
い
て
ほ
し
い
か
も
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ど
ん
な
に
無
味
乾
燥
に
見
え
る
実
用
的
な
文
章
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
こ
と
ば
で
あ
る
か
ぎ
り
、
必
ず
「
誰
か
ら
誰
へ
」
と
い
う
伝
達

に
お
け
る
〈
意
図
〉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
無
視
し
て
、
表
面
的
な

〈
意
味
〉
の
部
分
で
や
り
と
り
し
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
真
の
意
味

で
「
実
用
的
」
に
は
な
り
え
な
い
の
で
す
。
時
に
は
裏
に
隠
れ
た
こ

と
ば
の
〈
意
図
〉
を
捉
え
る
の
に
、
文
学
を
読
む
こ
と
は
非
常
に
役

立
つ
と
言
え
ま
す
。

ま
た
さ
ら
に
、
二
つ
め
の
点
と
し
て
、
物
事
の
因
果
関
係
を
見
き

わ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
め
の
点

と
も
か
か
わ
り
ま
す
が
、
一
見
、
理
由
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
他

人
の
言
動
に
も
、
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
必
ず
な
ん
ら
か
の
原
因
が
あ

る
は
ず
で
す
。
小
説
を
読
む
こ
と
は
、
他
者
の
言
動
の
中
に
因
果
関

係
を
見
る
訓
練
に
も
な
り
ま
す
し
、
ま
た
実
は
そ
れ
よ
り
大
事
な
こ

と
と
し
て
、
自
分
自
身
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
捉
え
る
助
け
に
な
り

ま
す
。

物
理
的
に
苦
し
い
状
況
に
お
か
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
場
そ

の
場
で
条
件
反
射
の
よ
う
に
対
処
し
て
な
ん
と
か
日
々
を
送
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
言
動
は
し
ば
し
ば
互
い
に
矛
盾
し
た
も
の

と
な
り
、
そ
れ
が
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
降

り
積
も
り
、
い
ず
れ
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
爆
発
し
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
近
年
開
発
さ
れ
た
の
が
、「
物
語
療
法
」
と
い
う

も
の
で
す
。
時
間
を
と
っ
て
自
己
を
内
省
し
、
自
分
の
過
去
・
現

在
・
未
来
を
一
本
の
糸
で
繋
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
「
物
語
」
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連
載

学
生
Ｂ　

み
ん
な
で
持
ち
寄
っ
て
順
位
の
高
い
人
か

ら
選
ぶ
ん
だ
っ
け
？

丹
藤

そ
う
だ
ね
。
だ
か
ら
、
勝
っ
た
か
ら
い
い
景

品
に
あ
り
つ
け
る
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
ど
れ
も
、

だ
い
た
い
千
円
程
度
の
も
の
で
。

学
生
Ｂ　

先
生
の
景
品
、
ゲ
ッ
ト
し
た
い
な
。

学
生
Ｃ　

た
ぶ
ん
ト
ト
ロ
関
係
だ
よ
、
俺
が
思
う
に
。

学
生
Ｄ　

研
究
室
中
、
ジ
ブ
リ
系
の
も
の
ば
か
り
だ

も
ん
ね
。

丹
藤

こ
れ
ら
は
、
歴
代
の
ゼ
ミ
生
が
卒
業
時
や
誕

生
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
く
れ
た
ん
だ
よ
。
ぼ
く
が
買
っ

た
の
も
あ
る
け
ど
さ
…
…
。

　
　

ま
あ
、
い
い
や
。
ゼ
ミ
を
始
め
る
よ
。
さ
て
、

前
回
の
振
り
返
り
を
Ａ
君
、
お
願
い
し
ま
す
。

学
生
Ａ　

は
い
、
説
明
文
に
も
語
り
手
を
想
定
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

丹
藤

う
ん
。
Ｂ
さ
ん
、
理
由
は
？

学
生
Ｂ　

説
明
文
も
物
語
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

か
ら
…
…
で
す
。

丹
藤

よ
く
で
き
ま
し
た
。
世
の
中
に
は
説
明
だ

け
し
て
終
わ
り
と
い
っ
た
文
章
は
、
ま
ず
な
い

と
言
っ
て
い
い
。
ど
ん
な
文
章
も
書
い
て
あ
る
内

容
を
読
ん
で
い
る
人
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。

１　

詩
教
育
の
現
在

丹
藤

み
ん
な
、
来
週
の
「
丹
藤
杯
争
奪
大
ボ
ー
リ

ン
グ
大
会
」
の
準
備
は
大
丈
夫
か
な
？

学
生
Ｃ　

練
習
し
と
か
な
き
ゃ
。

学
生
Ｄ　

お
ま
え
、
ス
コ
ア
、
ど
れ
く
ら
い
？

学
生
Ｃ　

…
…
一
○
○
ち
ょ
っ
と
っ
て
と
こ
？

学
生
Ｄ　

す
く
な
ー
。

学
生
Ｅ　

じ
ゃ
あ
、
Ｄ
君
は
？

学
生
Ｄ　

一
五
○
く
ら
い
か
な
？

学
生
Ｂ　

す
ご
ー
い
。
私
、
一
○
○
い
か
な
い
し
。

学
生
Ｃ　

俺
と
大
し
て
変
わ
ん
ね
ぇ
じ
ゃ
ね
え
か

よ
！　

先
生
は
、
ど
れ
く
ら
い
す
か
？

丹
藤

去
年
だ
っ
た
か
な
、
一
昨
年
だ
っ
た
か
な
、

五
連
続
ス
ト
ラ
イ
ク
出
し
た
よ
。

学
生
Ｃ　

ま
じ
っ
す
か
？

学
生
Ｅ　

や
ば
い
！

学
生
Ｂ　

二
○
○
い
っ
た
ん
で
す
か
？

丹
藤

う
ん
。
だ
か
ら
言
っ
て
る
で
し
ょ
。
丹
藤
の
、

丹
藤
に
よ
る
、
丹
藤
の
た
め
の
ボ
ー
リ
ン
グ
大
会

だ
っ
て
…
…
。

学
生
Ｆ　

景
品
買
っ
と
か
な
き
ゃ
。

第
１
回詩 の 語り手

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
　⑦

丹藤ゼミ：第７回
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ス
か
ら
現
代
詩
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、

日
本
で
は
詩
教
育
は
不
振
な
の
か
。
こ
の
こ
と

は
、
試
験
に
出
し
に
く
い
と
い
っ
た
問
題
に
と
ど

ま
ら
ず
、
と
て
も
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ

に
、
こ
の
国
の
教
育
に
お
け
る
言
語
に
対
す
る
見

方
、
詩
に
つ
い
て
の
認
識
が
端
的
に
現
れ
て
い
る

と
考
え
る
か
ら
で
す
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
児
童

詩
と
い
っ
て
児
童
に
詩
を
書
か
せ
る
実
践
が
大
変

盛
ん
だ
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
現
在
も
、
詩
教

育
を
熱
心
に
実
践
し
て
い
る
学
校
や
先
生
が
た
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
般
に
は
、
盛

ん
に
実
践
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
、
教
科
書
に
お
け
る
詩
の
扱
い
に

も
見
て
と
れ
ま
す
。
音
読
し
て
リ
ズ
ム
を
味
わ
う

と
か
、
詩
的
な
表
現
の
特
徴
を
理
解
す
る
と
い
っ

た
レ
ベ
ル
で
す
。
ぼ
く
は
、
い
く
つ
か
の
教
育
研

究
大
会
の
共
同
研
究
者
を
し
て
い
ま
す
が
、
詩
の

実
践
レ
ポ
ー
ト
は
と
き
ど
き
出
さ
れ
は
す
る
も
の

の
、
あ
ま
り
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

と
い
う
よ
り
、
と
て
も
苦
労
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
、
詩

の
語
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
詩
の
テ
ク
ス

ト
に
は
語
り
手
は
い
る
の
か
、
い
る
と
す
れ
ば
ど

で
、
学
校
で
詩
を
学
ん
だ
記
憶
は
あ
り
ま
す
か
？

Ｅ
さ
ん
。

学
生
Ｅ　

え
っ
。
う
ー
ん
、
習
っ
た
記
憶
は
あ
り
ま

す
け
ど
、
何
を
、
ど
う
習
っ
た
か
と
言
わ
れ
る

と
…
…
。

丹
藤

Ｆ
さ
ん
は
？

学
生
Ｆ　

は
い
…
…
。
高
校
で
中
原
中
也
の
詩
を

や
っ
た
の
は
覚
え
て
ま
す
け
ど
、
な
ん
か
難
し

か
っ
た
記
憶
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。　

学
生
Ｄ　

授
業
で
あ
ん
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
…
…
。

学
生
Ｃ　

詩
っ
て
受
験
に
あ
ん
ま
出
さ
れ
な
い
よ
な
。

学
生
Ａ　

セ
ン
タ
ー
試
験
の
過
去
問
に
は
な
か
っ
た

と
思
う
。

学
生
Ｂ　

そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
う
か
も
…
…
。

丹
藤

詩
の
言
葉
の
特
徴
の
一
つ
に
、
意
味
的
な

多
義
性
も
し
く
は
含
意
性
が
あ
る
か
ら
、
解
答

が
多
様
で
試
験
に
は
出
し
に
く
い
っ
て
こ
と
は
あ

る
で
し
ょ
う
。
詩
教
育
は
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま

で
、
不
振
だ
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
フ

ラ
ン
ス
の
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
を
研
究
し
た

こ
と
が
あ
る
け
ど
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
中
心
は

詩
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
ホ
メ
ロ

も
っ
と
言
う
と
、
納
得
し
共
感
し
て
ほ
し
い
と
い

う
欲
望
が
あ
る
。
誰
か
に
、
何
か
を
伝
え
た
い
か

ら
書
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
そ

も
そ
も
書
く
必
要
な
ど
な
い
。
読
者
に
共
感
な
り

感
動
な
り
、
な
ん
ら
か
の
行
為
を
促
そ
う
と
す
る

性
質
を
テ
ク
ス
ト
の
行
為
性
と
言
い
ま
し
た
。
と

す
れ
ば
、
根
拠
や
結
論
を
書
い
て
お
け
ば
そ
れ
で

す
む
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
読
者
が
理
解

し
や
す
い
よ
う
に
物
語
的
な
図
式
や
構
成
に
な
っ

て
い
た
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
り
し
て
い
る

　

場
合
が
多
い
。
説
明
文
で
は
、
よ
く
「
序
論
―
―

　

本
論
―
―
結
論
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
と

教
わ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
第
三
回
の
「『
語
り
』

と
は
何
か
」
で
指
摘
し
た
「
始
め
―
―
中
―
―
終

わ
り
」
と
い
う
物
語
の
基
本
構
造
と
同
じ
だ
ね
。

テ
ク
ス
ト
自
体
が
物
語
的
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に

語
り
手
を
想
定
す
る
こ
と
は
無
理
が
な
い
。
む
し

ろ
、
語
り
手
が
読
者
の
理
解
や
共
感
を
得
る
べ
く
、

ど
の
よ
う
な
構
成
や
叙
述
を
し
て
い
る
か
に
目
を

向
け
る
こ
と
が
説
明
文
に
お
い
て
も
肝
要
で
あ
る

こ
と
を
、
実
際
の
説
明
文
教
材
に
基
づ
い
て
見
て

い
き
ま
し
た
。

　
　

で
は
、
今
日
は
詩
を
取
り
上
げ
ま
す
。
と
こ
ろ
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連
載

要
件
な
わ
け
で
す
。
あ
な
た
が
た
も
「
あ
り
の
ま

ま
を
書
け
」「
見
た
ま
ま
を
書
け
」
と
い
っ
た
よ

う
に
指
導
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し

か
し
、
詩
も
文
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
虚
構
の
産

物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
リ
ア
リ
ズ
ム
一
辺
倒
で
は

詩
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

ぼ
く
は
考
え
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
「
生
活
」
や

「
現
実
」
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
の
詩
と
い
う
本
来
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
離

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
ぼ
く
は
、
子
ど
も

の
「
生
活
」
や
「
現
実
」
を
扱
う
べ
き
で
な
い
な

ど
と
言
い
た
い
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
に
と
っ
て
日
々
の
「
生
活
」
は
大
事
な
こ

と
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
詩
を
教
室
で
読
ん
だ
り
、

書
か
せ
た
り
す
る
な
ら
、
詩
の
特
性
に
合
っ
た
指

導
を
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
す
。
そ
れ
で

は
、
詩
の
特
性
と
は
何
か
。

　
　

こ
こ
で
は
、
詩
教
育
の
理
論
と
し
て
、「
異
化
」

に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。「
異
化
」
と

は
、
端
的
に
言
う
と
、
非
日
常
化
と
い
う
こ
と
で

す
。
日
常
見
慣
れ
た
も
の
を
異
な
る
仕
方
で
見
せ

る
。
二
十
世
紀
の
初
頭
、
ロ
シ
ア
で
フ
ォ
ル
マ
リ

比
喩
と
か
擬
人
法
と
か
教
え
て
か
ら
、
読
み
に
迫

る
っ
て
こ
と
で
す
か
ね
…
…
。

丹
藤

な
る
ほ
ど
。
ま
ず
拙
著
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
リ

テ
ラ
シ
ー
』（
溪
水
社　

二
○
一
八
）
に
書
い
た

こ
と
で
す
が
、
ぼ
く
の
考
え
を
二
つ
あ
げ
ま
す
。

　
　

一
つ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

問
題
で
す
。
そ
も
そ
も
詩
は
近
代
に
入
っ
て
か

ら
成
立
し
た
も
の
で
す
。
日
本
で
は
、
古
代
か

ら
「
歌
」
は
盛
ん
に
詠
ま
れ
た
け
れ
ど
、
江
戸
時

代
ま
で
は
「
詩
」
と
い
え
ば
漢
詩
の
こ
と
を
さ
し

て
い
た
。
近
代
に
入
っ
て
西
洋
か
ら
ポ
エ
ム
が

入
り
、
日
本
で
も
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
島
崎
藤
村
が
文
語
定
型
詩
を
、
萩
原
朔
太
郎

が
口
語
自
由
詩
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
は
文
学
史

の
範
囲
だ
ね
。
文
学
の
ほ
う
で
は
、
耽
美
派
と
か

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
系
譜
が
あ
っ
た
わ
け
だ
け
ど
、

教
育
で
は
正
岡
子
規
の
「
写
生
」
や
坪
内
逍
遥

の
「
写
実
」
と
い
っ
た
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
圧

倒
的
だ
っ
た
。
鈴
木
三
重
吉
の
綴
り
方
も
そ
う
だ

し
、
一
世
を
風
靡
し
た
綴
り
方
教
育
も
そ
う
で
す
。

現
在
で
も
、
作
文
は
、
あ
く
ま
で
子
ど
も
の
「
生

活
」
を
書
く
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の

日
常
的
な
生
活
、
つ
ま
り
リ
ア
リ
ズ
ム
が
重
要
な

う
い
っ
た
語
り
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
詩
教
材
を
ど
う
扱
え
ば

い
い
か
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

２　

詩
教
育
は
な
ぜ
不
振
な
の
か

丹
藤

先
ほ
ど
、
み
ん
な
に
詩
の
授
業
の
記
憶
を
聞

い
た
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
結

果
で
し
た
。
そ
し
て
、
ぼ
く
も
詩
教
育
は
不
振
だ

と
言
い
ま
し
た
。
で
は
、
な
ぜ
詩
教
育
は
不
振
な

の
で
し
ょ
う
。
詩
の
言
葉
は
意
味
的
に
多
義
的
で

あ
り
、
含
意
性
が
あ
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
は

な
い
か
と
言
い
ま
し
た
。
他
に
は
ど
ん
な
理
由
が

考
え
ら
れ
ま
す
か
？　

Ｂ
さ
ん
。

学
生
Ｂ　

…
…
は
い
。
詩
は
難
し
い
。
わ
か
り
に
く

い
。　

丹
藤

み
ん
な
俯
い
た
り
、
視
線
を
逸
ら
し
た
り
し

て
る
ね
（
笑
）。
Ｄ
君
は
ど
う
で
す
か
？

学
生
Ｄ　

え
ー
っ
と
で
す
ね
ー
、
何
を
教
え
た
ら
い

い
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
？

丹
藤

自
分
が
、
教
師
で
、
詩
を
扱
う
と
し
た
ら
ど

う
し
ま
す
か
？　

Ａ
君
。

学
生
Ａ　

詩
の
言
葉
の
特
徴
は
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
、
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主
語
は
ど
れ
で
述
語
が
ど
れ
か
も
判
然
と
し
な

い
。
だ
い
た
い
、
句
読
点
は
な
く
て
い
い
の
っ
て

感
じ
じ
ゃ
な
い
？　

だ
ん
だ
ん
行
が
上
に
上
が
っ

て
い
る
け
ど
、
こ
ん
な
記
述
の
仕
方
は
日
常
あ
り

え
な
い
。
原
稿
用
紙
に
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
た
ら

先
生
に
怒
ら
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　
　

詩
と
は
言
葉
の
冒
険
だ
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
。

冒
険
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
的
な
創
造
も
あ
る
。
冒

険
と
は
、
既
成
の
概
念
や
意
味
を
壊
す
方
向
に
向

か
う
で
し
ょ
う
。
正
し
い
と
い
う
枠
組
み
の
中
で

冒
険
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な

い
。
冒
険
な
ら
冒
険
と
し
て
の
活
動
を
さ
せ
る
べ

き
だ
し
、
評
価
も
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
普
段
の
教
育
や
指
導
と
は
別
の
発
想

を
し
な
い
か
ぎ
り
詩
教
育
は
う
ま
く
い
か
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
す
。

　
　

念
の
た
め
に
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
ぼ
く
は
、

小
学
生
に
は
詩
は
無
理
だ
と
か
、
詩
教
育
は
や

め
た
ほ
う
が
い
い
な
ど
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
逆
で
す
。
詩
の
言
葉
こ
そ
、
言
葉
の
可

能
性
を
ひ
ら
き
、
我
々
の
認
識
を
広
げ
深
め
る
の

で
あ
り
、
教
え
る
価
値
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
国

語
の
授
業
で
も
っ
と
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
と
思
っ

ズ
ム
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。「
フ
ォ
ル
ム
」
と
い

う
の
は
、
英
語
で
い
う
と
「
フ
ォ
ー
ム
」、
つ
ま

り
「
形
式
」
で
す
。
文
学
の
文
学
た
る
ゆ
え
ん
は

何
か
。
そ
れ
は
形
式
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
形

式
主
義
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
＝
シ

ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、
ロ
マ
ー
ン
＝
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
と

い
っ
た
人
た
ち
が
有
名
で
す
。
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル

マ
リ
ズ
ム
運
動
自
体
は
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
樹

立
に
よ
っ
て
粛
清
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
が
、
八
十
年
代
に
再
び
注
目
さ
れ
、
ぼ
く
が
学

生
だ
っ
た
頃
、
ロ
シ
ア
・
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
し

て
日
本
で
も
よ
く
紹
介
さ
れ
て
ま
し
た
。「
ア
バ

ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
は
「
前
衛
」
と
い
う
意
味
で
す
。

出
版
物
だ
け
で
な
く
、
東
京
の
デ
パ
ー
ト
で
展
覧

会
が
あ
り
、
何
度
か
観
に
行
き
ま
し
た
。
映
画
、

ポ
ス
タ
ー
、
建
築
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

で
前
衛
的
な
方
法
が
試
み
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
こ

で
言
い
た
い
こ
と
は
、
芸
術
の
存
在
意
義
が
、
非

日
常
化
に
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
子
ど
も
の
生
活

や
現
実
を
再
現
さ
せ
る
と
い
う
見
方
と
は
方
法
論

的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
っ
た
ん
は
、

虚
構
の
世
界
に
行
っ
て
、
日
常
や
生
活
を
相
対
化

す
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
虚

構
の
世
界
で
日
常
（
現
実
）
を
洞
察
す
る
と
言
っ

て
も
い
い
。

　
　

も
う
一
つ
は
、
言
語
の
問
題
で
す
。
こ
こ
で
も
、

言
語
そ
の
も
の
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
小
学

生
と
い
っ
た
発
達
段
階
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち

は
語
彙
数
も
増
え
て
い
く
し
、
言
語
能
力
も
獲
得

し
て
い
く
。
そ
の
際
の
言
語
能
力
と
は
、
統
語
論

（
統
辞
論
と
も
言
い
ま
す
が
）
的
な
能
力
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
主
語
は
ど
れ
で
、
述
語
が
ど
う
対
応
し

て
、
修
飾
語
は
ど
う
で
、
と
い
っ
た
よ
う
に
で
す
。

国
語
の
授
業
で
も
、
文
法
と
し
て
、
い
わ
ば
正
し

い
文
が
書
け
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
話
せ
る
よ
う

に
指
導
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
詩
の
言
葉
は
、

そ
の
よ
う
な
統
辞
的
な
言
語
と
は
異
質
な
、
レ
ト

リ
カ
ル
な
も
の
で
す
。
教
科
書
を
見
て
み
よ
う
か
。

Ｆ
さ
ん
、
そ
こ
に
あ
る
小
学
校
の
国
語
の
教
科
書

取
っ
て
。
ど
れ
で
も
い
い
よ
。

　
　

で
は
、
教
育
出
版
の
四
年
生
の
島
田
陽
子
さ
ん

の
『
お
お
き
な
木
』
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
お
ー
い

　
　
　
　
　
　
お
お
き
な
木

　
　
　
　
　
お
お
き
な
っ
て

　
　
　
　
お
お
き
な
え
だ
　
ひ
ろ
げ
て
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連
載

　
　

今
日
は
、
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ど

う
い
う
営
み
な
の
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
Ｃ
君
が
、「
昨
日
、
僕
は
、
サ
ッ

カ
ー
の
試
合
で
ゴ
ー
ル
を
決
め
た
。」
と
い
う
文

を
書
い
た
と
し
ま
す
。

学
生
Ｃ　

ま
じ
（
笑
）。
昨
日
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

め
っ
ち
ゃ
気
持
ち
よ
か
っ
た
。
試
合
に
は
負
け
た

け
ど
さ
。

丹
藤

も
う
、
い
い
よ
（
笑
）。「
昨
日
、
僕
は
、

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で
ゴ
ー
ル
を
決
め
た
。」
と
い

う
文
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
昨
日

ゴ
ー
ル
を
決
め
た
「
僕
」
と
、
そ
れ
を
書
い
て
い

る
と
き
の
「
僕
」
の
二
人
の
「
僕
」
に
分
か
れ
る

と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す

る
と
、
語
る
「
僕
」
と
語
ら
れ
る
「
僕
」
に
分
か

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
僕
」
が
分

裂
す
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
い
い
で
す

か
？

　
　

こ
れ
は
、
文
学
で
あ
ろ
う
が
、
説
明
文
で
あ
ろ

う
が
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
詩
で
あ
ろ
う
が
、

基
本
的
に
は
同
じ
で
す
。
文
学
は
一
人
称
小
説
と

い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
い
い
よ
ね
。
詩
で
言
う
と
、

金
子
み
す
ゞ
の
『
ふ
し
ぎ
』
が
教
育
出
版
の
中
学

学
生
Ｄ　

お
ま
え
「
パ
ワ
ハ
ラ
」
っ
て
言
え
ば
い

い
っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。

学
生
Ｅ　

Ｃ
君
、
自
分
に
都
合
が
悪
い
と
「
パ
ワ
ハ

ラ
」
と
か
「
ア
カ
ハ
ラ
」
と
か
言
う
よ
ね
（
笑
）。

丹
藤

二
人
と
も
、
い
い
こ
と
言
う
な
あ
ー
（
笑
）。

学
生
Ｃ　

な
ん
か
俺
が
悪
者
み
た
い
じ
ゃ
な
い
で
す

か
…
…
。

学
生
Ｄ　

ま
あ
、
い
い
か
ら
。
が
ん
ば
っ
て
考
え
ろ
。

学
生
Ｃ　

え
ー
と
…
…
で
す
ね
。
質
問
、
な
ん
で
し

た
っ
け
？

一
同　
（
笑
）。

学
生
Ａ　

詩
に
は
語
り
手
は
い
る
か
？

学
生
Ｃ　

い
、
い
ま
す
と
も
。
も
ち
ろ
ん
で
し
ょ
。

い
る
に
き
ま
っ
て
ま
す
よ
。　

丹
藤

や
け
く
そ
気
味
だ
ね
（
笑
）。
そ
の
と
お
り
。

　

こ
れ
ま
で
、
物
語
や
小
説
に
お
い
て
は
、
作
者

と
語
り
手
は
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
テ
ク
ス

ト
外
の
作
者
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
内
の
語
り
手

を
想
定
し
て
読
む
こ
と
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
説
明
文
に
お
い
て

も
同
様
で
す
。
詩
と
て
例
外
で
は
な
い
。
説
明
文

は
物
語
的
図
式
に
依
存
す
る
理
由
を
説
明
し
ま
し

た
が
、
詩
は
ど
う
か
。

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ぼ
く
自
身
今
で
も
詩
が
好

き
で
す
。
高
校
生
の
時
、
読
書
感
想
文
の
懸
賞

金
で
初
め
て
買
っ
た
の
が
『
萩
原
朔
太
郎
詩
集
』

で
、
学
生
時
代
は
ポ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ア
ポ

リ
ネ
ー
ル
と
い
っ
た
海
外
の
詩
人
の
詩
を
よ
く
読

ん
で
ま
し
た
。
最
近
は
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
＝
ラ
ン

ボ
ー
の
『
地
獄
の
季
節
』
を
文
庫
ご
と
に
読
み
比

べ
し
て
ま
す
。
ラ
ン
ボ
ー
と
言
っ
た
っ
て
、
ハ
リ

ウ
ッ
ド
映
画
の
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
＝
ス
タ
ー
ロ
ー

ン
が
や
っ
て
る
ラ
ン
ボ
ー
じ
ゃ
な
い
よ
。

一
同　

？

丹
藤

あ
れ
っ
？　

知
ら
な
い
か
。
ま
あ
、
い
い
や
。

３　

物
語
の
語
り
手
と
詩
の
語
り
手

丹
藤

で
は
、
次
の
話
題
に
い
き
ま
す
。
Ｆ
さ
ん
、

物
語
の
語
り
手
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

学
生
Ｆ　

え
ー
と
、
テ
ク
ス
ト
内
で
お
話
を
語
る
虚

構
上
の
主
体
で
す
。

丹
藤

い
い
ね
ー
、
完
璧
だ
ね
。
Ｃ
君
。
詩
に
は
語

り
手
は
い
ま
す
か
？

学
生
Ｃ　

俺
す
か
？　

先
生
、「
い
じ
め
」
す
よ
。

パ
ワ
ハ
ラ
か
も
。
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し
て
自
己
を
実
現
す
る
。」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

『
レ
モ
ン
哀
歌
』
の
語
り
手
は
、
妻
の
詩
を
悲
し

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
別
に
読
者
か
ら
の
対
話
を

求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
妻
の
死
と
い
う
出
来

事
か
ら
時
間
は
止
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
妻
の
生

き
た
証
と
し
て
「
レ
モ
ン
」
が
そ
こ
に
あ
る
。「
疑

い
を
知
ら
ぬ
、
反
駁
し
難
い
、
包
括
的
な
言
語
と

し
て
自
己
を
実
現
す
る
。」
と
は
、
そ
う
い
う
意

味
だ
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
。

　
　

つ
ま
り
、
物
語
や
説
明
文
だ
け
で
な
く
、
詩
に

も
語
り
手
は
想
定
で
き
る
け
れ
ど
、
詩
の
語
り
手

は
物
語
の
よ
う
に
読
者
に
開
か
れ
た
対
話
的
な
様

相
を
呈
す
る
の
で
は
な
く
、
比
喩
的
に
言
う
な
ら

石
碑
の
よ
う
に
た
だ
そ
こ
に
屹
立
し
て
い
る
。
物

語
と
は
異
な
る
詩
独
自
の
語
り
方
に
着
目
し
て
読

む
必
要
が
あ
る
。

　
　

は
い
、
今
日
は
以
上
で
す
。
次
回
は
、
い
よ
い

よ
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
を
し
て
、
実
際
に
物
語
の

分
析
を
し
て
し
め
く
く
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
　

さ
て
、
も
う
一
つ
。
物
語
同
様
、
詩
に
も
語
り

手
を
想
定
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
う
し

た
ほ
う
が
い
い
。
た
だ
し
、
物
語
の
語
り
手
と
詩

の
語
り
手
と
は
や
や
異
な
る
点
も
あ
る
。『
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
の
第
三
部
第
一
章
を
開

い
て
く
だ
さ
い
。
島
崎
藤
村
の
『
初
恋
』
と
高
村

光
太
郎
の
『
レ
モ
ン
哀
歌
』
と
い
う
詩
が
あ
り
ま

す
。
同
じ
詩
で
も
、
読
ん
で
み
て
ど
う
で
す
か
。

ぼ
く
の
見
方
で
言
う
と
、『
初
恋
』
は
七
五
調
の

文
語
定
型
詩
だ
け
ど
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
物
語
で

す
。
恋
人
と
林
檎
の
樹
の
下
で
デ
ー
ト
す
る
と
い

う
出
来
事
が
あ
り
、「
始
め
―
―
中
―
―
終
わ
り
」

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
懐
か
し
く

思
い
出
す
と
い
う
時
間
も
あ
る
。
し
か
し
、『
レ

モ
ン
哀
歌
』
の
ほ
う
は
、「
智
恵
子
」
の
死
以
来

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
時
間
は
止
ま
っ
て

い
る
。
何
か
の
出
来
事
が
展
開
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
学
生
の
頃
、
ミ
ハ
イ
ル
＝
バ
フ
チ
ン
と

い
う
ロ
シ
ア
の
理
論
家
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
で
す

が
、
小
説
の
語
り
は
対
話
に
開
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
詩
の
ほ
う
は
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
に
引
用
し

て
あ
る
け
ど
、「
詩
作
品
に
お
い
て
は
言
語
は
疑

い
を
知
ら
ぬ
、
反
駁
し
難
い
、
包
括
的
な
言
語
と

校
一
年
生
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
ま
す
が
、「
わ

た
し
は
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
、」
と
始
ま
り
ま

す
ね
。「
黒
い
雲
か
ら
ふ
る
雨
が
、
／
銀
に
ひ
か
っ

て
い
る
こ
と
」
を
「
ふ
し
ぎ
」
だ
と
思
っ
て
い
る

「
わ
た
し
」
と
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
「
わ
た
し
」

に
分
か
れ
る
わ
け
で
す
。
同
じ
「
わ
た
し
」
で

も
、
語
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
と
語
ら
れ
て
い
る

「
わ
た
し
」
に
分
か
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、

統
一
的
な
作
者
と
し
て
の
「
金
子
み
す
ゞ
」
で
は

な
く
て
、
語
り
手
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
と
捉
え

た
ほ
う
が
正
鵠
を
射
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
作

文
か
ら
詩
に
い
た
る
ま
で
、
書
く
と
い
う
行
為
自

体
、
基
本
的
に
は
一
人
称
で
あ
り
、「
わ
た
し
」

や
「
僕
」
が
分
裂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て

み
る
と
、
三
人
称
と
い
う
語
り
方
は
、
き
わ
め
て

特
異
な
現
象
だ
よ
ね
。
自
分
の
視
点
か
ら
見
る
と

い
う
一
人
称
な
ら
た
い
て
い
の
人
に
で
き
る
け
ど
、

自
分
を
超
え
て
他
者
や
世
界
の
側
に
立
っ
て
世
界

を
見
る
わ
け
だ
か
ら
。
例
え
ば
、
我
々
は
、
通
常

他
者
の
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
小
説

で
は
、
他
者
の
気
持
ち
が
語
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。

こ
れ
は
、
実
際
の
生
活
に
は
あ
ま
り
な
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
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タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
し
た
調
べ
学
習
な
ど
を
行
い
、
家
庭
で
は
学
習
支
援
ソ

フ
ト
に
よ
る
宿
題
配
信
や
提
出
を
行
う
な
ど
、
日
常
的
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
学
習

を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
書
写
学
習
の
過
程
の
中
で
友
達
や
ク
ラ
ス
の
人
と
の
意

見
交
換
を
学
習
教
材
ソ
フ
ト
を
活
用
し
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
と
お
し
て
行
い
、
課

題
を
視
覚
化
す
る
こ
と
で
課
題
意
識
を
明
確
化
さ
せ
課
題
解
決
へ
と
導
く
指

導
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。

　

今
回
は
、
第
一
学
年
行
書
学
習
の
ま
と
め
「
書
き
初
め
課
題
の
学
習
」
に

つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
。

二
　
授
業
計
画

⑴
単
元（
題
材
）名 

【
生
活
に
広
げ
よ
う
】
書
き
初
め
を
し
よ
う　

課
題
「
青
雲
大
志
」

　

（
東
京
都
中
学
校
書
写
研
究
会　

書
き
初
め
紙
上
展
行
書
課
題
よ
り
）

⑵
単
元（
題
材
）の
目
標 

　

【
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
習
】
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
、
筆
使
い
や
字

形
・
配
列
に
気
を
つ
け
て
書
き
初
め
課
題
を
書
こ
う
。

⑶
学
習
計
画
（
七
時
間
扱
い
）

　

第
一
時　
　

今
年
度
の
書
き
初
め
課
題
の
文
字
基
準
理
解
と
補
助
線
引
き

　

第
二
時　
　

行
書
書
き
初
め
課
題
よ
り
「
大
志
」
試
書
①

　

第
三
時
※　

行
書
書
き
初
め
課
題
よ
り
「
大
志
」
試
書
②

　

第
四
時　
　

行
書
書
き
初
め
課
題
よ
り
「
青
雲
」
試
書

　

第
五
時　
　

楷
書
書
き
初
め
課
題
よ
り
「
理
想
」

　

第
六
時　
　

楷
書
書
き
初
め
課
題
よ
り
「
の
人
」
試
書

　

第
七
時　
　

行
書
・
楷
書
の
ど
ち
ら
か
一
つ
を
選
び
、
試
書

一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
で
提
案
す
る
活
動
は
、
平
成
29
年
告
示
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
第

一
学
年
の
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
「
書
写
」
に
関
す
る

指
導
事
項
「
漢
字
の
行
書
の
基
礎
的
な
書
き
方
を
理
解
し
て
身
近
な
文
字
を

行
書
で
書
く
こ
と
」
を
念
頭
に
お
い
て
計
画
し
た
も
の
で
あ
る
。
毛
筆
を
使

用
す
る
各
学
年
で
の
書
写
の
指
導
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
つ
い
て
、
提

案
授
業
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
た
。

　

自
身
の
勤
務
す
る
渋
谷
区
に
お
い
て
は
、区
内
小
中
学
校
の
全
て
の
児
童
・

生
徒
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
が
貸
与
さ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
先
進
的
な

授
業
が
各
教
科
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
生
徒
は
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
で
自
分
の

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
す
る
機
会
が
あ
る
。
学
校
内
で
は
、
学
習
教
材
ソ
フ
ト

に
よ
る
意
見
交
換
や
新
聞
作
成
、
Ｗ
о
ｒ
ｄ
に
よ
る
レ
ポ
ー
ト
作
成
や
イ
ン

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
指
導
法
の
工
夫

書
き
初
め（
行
書
）課
題
の

学
習
を
と
お
し
て

渋
谷
区
立
上
原
中
学
校
主
幹
教
諭　

板い
た

垣が
き　

純
じ
ゅ
ん

子こ　

書
写
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に
書
き
込
み
、
各
班
か
ら
ク
ラ
ス
全
体
で
課
題
を
共
有
・
視
覚
化
す
る
。

　

次
に
、
学
習
指
導
要
領
の
基
本
方
針
で
あ
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
」
の
実
現
に
向
け
て
、
協
働
探
究
を
行
う
場
面
を
設
定
し
た
。
内
容
は
、

個
別
探
究
で
行
っ
た
課
題
発
見
に
つ
い
て
、
班
ご
と
に
対
話
す
る
こ
と
で
課

題
の
共
通
性
や
差
異
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
班
で
の
対
話

内
容
を
班
長
が「
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
」内
の
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
で
き
る
新
し
い

シ
ー
ト
に
記
入
す
る
こ
と
で
、
個
人
か
ら
班
、
班
か
ら
ク
ラ
ス
全
体
で
課
題

を
共
有
し
、
視
覚
化
す
る
こ
と
で
深
い
学
び
へ
と
つ
な
が
る
学
習
が
で
き
た
。

【
個
別
探
究　

２
】

〇
視
覚
化
さ
れ
た
課
題
よ
り
、
本
時
に
解
決
し
た
い
課
題
を
生
徒
一
人
一
人

が
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
合
わ
せ
て
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
適
切
に
活
用

三
　
授
業
の
流
れ

　

本
稿
で
は
、
第
三
時
の
授
業
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

⑴
第
三
時
の
目
標

①
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
、
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
で
各
自
の
課
題
を
視
覚
化
す
る

こ
と
で
、
課
題
解
決
へ
の
道
を
探
る
。

②
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
、
字
形
を
整
え
、
文
字
の
大
き
さ
、
配
列
・

配
置
に
気
を
つ
け
て
毛
筆
・
行
書
で
書
き
初
め
作
品
の
試
書
に
取
り
組
む
。

⑵
第
三
時
の
展
開

【
個
別
探
究　

１
】

〇
前
回
の
試
書
に
つ
い
て
自
己
分
析
し
、
課
題
を
達
成
で
き
た
と
こ
ろ
と
達

成
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
確
認
し
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
て
学
習
教

材
ソ
フ
ト「
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
」に
生
徒
一
人
一
人
が
書
き
込
む（
課
題
発
見
）。

　

課
題
文
字
「
大
」「
志
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
字
に
つ
い
て
、
で
き
た
こ
と
を

赤
色
の
付
箋
に
、
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
青
色
の
付
箋
に
書
き
込
む
こ
と
に

す
る
。
ま
た
、
表
の
上
部
を
「
課
題
を
達
成
で
き
た
こ
と
」、
下
部
を
「
課

題
と
な
る
こ
と
」
と
付
箋
を
貼
る
位
置
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
こ
と
で
生

徒
は
迷
う
こ
と
な
く
書
き
込
み
が
で
き
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
生
徒
一
人
一

人
の
課
題
が
色
分
け
さ
れ
、
課
題
が
明
確
化
さ
れ
た
。

【
協
働
探
究
】

〇【
個
別
探
究　

１
】
で
「
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
」
に
書
き
込
ん
だ
内
容
に
つ
い
て
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
見
な
が
ら
班
員
と
対
話
す
る
中
で
、
ど
ん
な
課
題
を
も
つ

人
が
多
い
か
、
各
自
の
課
題
を
視
覚
化
す
る
（
課
題
分
析
）。

　

各
生
活
班
の
班
長
が
、
班
で
の
課
題
分
析
の
結
果
を
「
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
」

ＩＣＴを活用した指導法の工夫
書き初め（行書）課題の学習をとおして

「コラボノート」に自己分析を書き込む。
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め
課
題
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
プ
ロ
セ
ス

を
生
か
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

学
習
教
材
ソ
フ
ト
「
コ
ラ
ボ
ノ
ー
ト
」
に
よ
る
生
徒
相
互
の
意
見
交
換
を

し
た
り
、
ク
ラ
ス
全
体
で
課
題
を
共
有
・
視
覚
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
、
主
体
的
・
対
話
的
な
学
び
に
よ
る
一
定
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
や
動
画
を
生
徒
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
へ
配
信
す
る
こ

と
で
、
生
徒
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
通
じ
て
受
け
取
り
、
従

来
の
手
本
の
み
の
教
材
か
ら
、
複
数
の
教
材
か
ら
選
択
を
し
て
視
覚
教
材
を

使
え
る
点
で
は
生
徒
か
ら
も
好
評
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

〇
授
業
の
課
題

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
利
用
し
た
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
生
徒
へ

の
理
解
を
促
し
た
り
、
視
覚
化
す
る
こ
と
で
、
瞬
時
に
学
習
課
題
が
把
握
で

き
る
な
ど
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
い
が
、
機
械
が
ゆ
え
に
、
操
作
性
の
問
題
、
電

波
ア
ク
シ
デ
ン
ト
等
の
問
題
、
生
徒
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
充
電
切
れ
の
問
題
な
ど
、

授
業
環
境
設
備
に
関
す
る
問
題
は
常
に
抱
え
て
お
り
、
授
業
者
は
常
に
Ｉ
Ｃ

Ｔ
を
で
き
な
い
場
合
の
授
業
の
準
備
を
行
っ
て
い
る
状
況
に
も
あ
る
。
ま
た
、

教
員
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
も
イ
ン
ス
ト
ー
ル
で
き
る
ソ
フ
ト
の
制
限
が
地
区
ご

と
に
異
な
り
、
現
状
で
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
教
員
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
取
り
込
む
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
、
今
回
の
授
業
を
展
開
す
る
上
で
も
苦
労
を
し
た
。
以
上

の
よ
う
に
、
授
業
環
境
設
備
に
関
し
て
は
、
今
後
、
安
心
し
て
授
業
に
取
り

組
め
る
環
境
改
善
が
課
題
と
い
え
る
。

し
練
習
す
る
（
課
題
解
決
）。

　

授
業
の
後
半
で
は
、
前
半
で
視
覚
化
し
い
っ
そ
う
明
確
化
さ
れ
た
課
題
の

中
か
ら
各
自
が
本
時
に
解
決
し
た
い
課
題
を
設
定
し
、
個
別
探
究
す
る
場
面

を
設
定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
従
来
か
ら
の
課
題
文
字
の
手
本
の
み
な
ら
ず
、

課
題
文
字
を
書
く
時
の
実
際
の
手
の
動
き
を
見
ら
れ
る
動
画
や
、
補
助
線
や

空
間
を
意
識
し
て
か
け
る

よ
う
作
成
し
た
パ
ワ
ー
ポ

イ
ン
ト
な
ど
を
生
徒
の
タ

ブ
レ
ッ
ト
へ
配
信
す
る
こ

と
で
、
生
徒
は
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
瞬
時
に
教
材

と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
、
生
徒
一
人

一
人
が
教
材
を
選
択
し
て
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
て

書
写
の
練
習
が
で
き
る
よ

う
に
し
た
結
果
、
充
実
し

た
個
別
探
究
の
時
間
が
過

ご
せ
て
い
た
と
思
う
。

四
　
お
わ
り
に

【
授
業
を
終
え
て
の
成
果
と
課
題
】

〇
授
業
の
成
果

　

中
学
校
へ
入
学
し
て
「
行
書
」
を
学
習
し
始
め
た
一
年
生
が
「
行
書
」
の

特
徴
を
学
び
理
解
し
た
上
で
、
練
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
今
回
の
書
き
初 タブレットを活用し，練習する。

ＩＣＴを活用した指導法の工夫
書き初め（行書）課題の学習をとおして
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編
集
後
記

二
〇
一
九
年
秋
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

春
先
に
平
成
の
時
代
に
終
わ
り
を
告
げ
、「
令
和
」
と
い
う
新
し
い
時
代
と

な
り
ま
し
た
。「
令
和
」
と
い
う
言
葉
は
、『
万
葉
集
』
の
「
梅
花
の
歌
」
を
原

典
と
し
て
い
ま
す
。「
初
春
令
月
　
気
淑
風
和
」（
初し
ょ

春し
ゅ
んの
令れ

い

月げ
つ

に
し
て
、
気き

淑よ

く
風
和や

わ
らぐ
）
か
ら
「
令
和
」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
和
歌
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
号
で
は
こ
れ
ま

で
の
連
載
に
続
い
て
、
和
歌
の
視
点
か
ら
考
え
る
古
典
教
育
の
新
し
い
あ
り
方

に
つ
い
て
藤
本
宗
利
先
生
が
述
べ
て
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
の
授
業
の
参
考
に
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、
高
等
学
校
の
科
目
構
成
の
再
編
に
伴
い
、
文
学
の
意
義
が
問
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
な
ぜ
物
語
が
必
要
な
の
か
、
物
語
の
効
用
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
が
論
じ
て
い
ま
す
。
本
号
で
も
、
丹
藤
博
文
先
生

に
よ
る
「
語
り
」
に
つ
い
て
の
連
載
や
、
伊
藤
氏
貴
先
生
が
文
学
の
力
に
つ
い

て
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
事
が
今
後
の
国
語
教
育
を
考
え
る
う
え
で
の

一
助
に
な
れ
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

出
典
（
Ｐ
15
・
16
）

　
国
立
教
育
政
策
研
究
所

表
紙
絵

　
今
号
の
表
紙
絵
は
、『
短
歌
研
究
　
六
月
号
』（
短
歌
研
究
社
　
二
〇
一
九
）

よ
り
一
首
を
選
び
ま
し
た
。
歌
の
言
葉
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
自
由
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
歌
で
す
。
数
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
か
ら
一
つ
を

選
び
と
り
、
イ
ラ
ス
ト
と
し
て
表
現
し
ま
し
た
。
イ
ラ
ス
ト
の
表
現
が
読
者
の

か
た
の
解
釈
と
同
じ
な
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
を
想
像
し
な
が

ら
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ぴ
ん
く
の
ふ
う
せ
ん
空
ゆ
く
き
ぶ
ん
　
ね
こ
が
口
さ
い
だ
い
に

あ
け
あ
く
び
を
し
た
り

�

渡
辺
松
男
　

夏
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
る
一
枚

▲縁側で涼む　画／斎藤史佳
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https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

〒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

前
回

入
選
作
品

　この地球を救う花は，まずお花なので二酸化炭素を吸っ
て，酸素を出します。それに葉と花びらは太陽光パネルに
なっているので，発電も出来ます。さらに花びらの部分が
風で回って，風力発電も出来る花です。
　みんなが大好きな自然と地球が私達の何代も先の未来で
も，愛されて続けるように，こんなお花が地球中にたくさ
ん色鮮やかに咲くといいと思いました。（中学 3年）

地球を救う花
◎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

2019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（2019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17回

応募者全員に
参加賞が
もらえるよ!

メッセージ




