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40年を超える創作活動で生みだされた、
児童文学の代表作を集大成！

●挿画担当画家 西巻茅子　 村上康成　 黒井  健　 渡辺洋二　 牧野千穂

●各巻の仕様 判型：A5判
 頁数：320ページ（第1巻～第4巻）・336ページ（第5巻）
 定価：2,100円（税込）・セット定価10,500円（税込）

季節感あふれる「あまんワールド」の特長を生かし、作品を春・夏・秋・冬の4巻に分けて収録しました。
第5巻には、エッセイ、年譜、著作目録が収められます。また、どの巻も、個性ゆたかな挿画で飾られます。
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今
年
春
に
発
表
さ
れ
た
i
P
a
d
は
、
発
売
と
同
時
に
記

録
的
な
販
売
台
数
を
売
り
上
げ
、
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
商
品
の
好
調
な
売
れ
行
き
か
ら
、
画
面
上
で
本
や

雑
誌
が
読
め
る
電
子
書
籍
が
本
格
的
に
普
及
す
る
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
の
出
版
や
流

通
に
大
き
な
変
革
が
起
き
る
と
も
推
測
さ
れ
、
出
版
界
は
そ

の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
教
科
書
を
電
子
書
籍
化
す
る
議
論
も
始
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
と
く
に
低
年
齢
の
子
ど
も
に
持
た
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
文
字
の
認
知
な
ど
の
面
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
大
人
で
も
電
子
書
籍
の
情
報
は
紙
媒
体
の
そ
れ

よ
り
読
み
取
る
速
度
が
遅
く
な
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　
日
本
語
は
漢
字
が
あ
る
か
ら
、
文
字
を
認
識
し
文
を
読
み

取
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
常
用

漢
字
が
増
え
る
こ
と
は
、
学
習
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
、
学
校
の
情
報
社
会
へ
の
対
応
も
大
変
で
す
。 

（
太
郎
）

R E P O R T
主催：三省堂2010年

夏 第3回 小学校国語教育セミナー
2010年８月3日「第３回　小学校国語教育セミナー」を開催いたしました。
どのワークショップも，活発な交流とたくさんの学び合いが生まれました。参加者の声を紹介します。
詳しい内容は，三省堂のウェブページに掲載しています。（http://www.sanseido-publ.co.jp）

ワークショップ A

・ 多くの先生方の実践を知るこ
とができた。またそれぞれの
実践の効果についての説明も
わかりやすかった。

指導の基本から作文ぎらい克服法まで
尾木　和英

ワークショップ Ｂ

・ ゲームあり，ビデオあり，演
習ありでとても楽しくために
なった。対話の相互作用につ
いての話が参考になった。

いま求められるコミュニケーション力とは
河野　順子

ワークショップ Ｃ

・ 指名されるかとドキドキしな
がらの時間でしたが，子ども
のことばで語らせる大切さが
よくわかりました。

説明的文章の授業を知的に，楽しく！
吉川　芳則

ワークショップ Ｄ

・ ２学期からすぐに生かせる内
容で勉強になりました。演習
では自分にもできる方法を教
えてもらえました。

リテラチャー・サークルで広がる
読書の授業の楽しみ

足立　幸子

ワークショップ Ｅ

・ 声を届ける楽しさを再確認で
きるすてきな時間でした。か
さこじぞうのリーディングシ
アターはクラスで実践したい。

楽しい民話や古典，
その語りと音読と群読と

高橋　俊三

ワークショップ Ｆ

・ 学力感や授業づくりの考え方
について，転換しなければな
らないポイントがはっきりわ
かった。

「聴いて→考えて→つなげる」授業を
生み出す

髙木　展郎

ワークショップ Ｇ

・ デジタル教材をどんな場面で
どんな使い方をしたら効果的
か，チャレンジすることが楽
しみになりそうです。

授業を支援する
教科書準拠デジタル教材

堀田　龍也

ワークショップ Ｈ

・ 国語だけでなく日常に生かせ
る内容だった。いま，そして
これから求められる力がどう
いうものかわかった。

フィンランド流　対話型指導法入門
北川　達夫

全 体 会 文 化

辞書を引いて，
自らの道を切り拓く

平田オリザ

「対話の時代を生きる」深谷圭助 (立命館大学教授)

講 演

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo
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巻頭エッセイ

新谷　雅弘

大人は漢字を使う魔法使い？

に
は
生
半
可
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
こ
で
、
漢
字
の
強
そ
う
な
力
に
無
意
識
に
す
が
ろ

う
と
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
本
の
タ
イ
ト
ル
な
ど
を
手
書
き
す
る
と

き
に
は
、
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
文
字
を
、
絵
を
描
く
よ
う

に
デ
ザ
イ
ン
し
な
が
ら
漢
字
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
し
ま

す
。

　

み
な
さ
ん
が
今
見
て
い
る
こ
の
活
字
も
、
元
を
た
だ
せ

ば
、
手
で
一
字
一
字
書
い
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
だ
れ
で

も
が
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
書
き
手
の
癖
や
個
性
を

感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
あ
り
ま
す
。

　

活
字
は
縦
横
ど
ち
ら
に
並
べ
て
も
列
が
凸
凹
に
な
ら

ず
、
ま
っ
す
ぐ
に
見
え
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

字
に
は
一
つ
一
つ
独
自
の
中
心
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

心
点
が
、
与
え
ら
れ
た
四
角
の
中
で
、
縦
に
並
べ
た
場
合

も
横
で
も
天
地
左
右
中
心
に
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
活
字
を
つ
く
る
と
き
、
こ
の
中
心
点

を
見
つ
け
だ
す
作
業
が
、
特
に
パ
ソ
コ
ン
の
無
い
時
代
に

は
何
年
も
か
か
る
大
作
業
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
字
を
つ

く
る
名
人
が
見
つ
め
尽
く
し
て
や
っ
と
た
ど
り
つ
い
た
も

の
で
す
。
で
も
手
書
き
に
ち
が
い
は
な
い
の
で
、
書
体
ご

と
に
独
特
の
癖
や
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
編
集
デ
ザ
イ

ン
は
そ
の
点
を
活
用
す
る
の
が
役
目
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
や
漫
画
家

が
、
故
意
に
活
字
の
標
準
か
ら
は
ず
れ
た
形
の
字
を
書
い

　

子
ど
も
が
ま
だ
幼
い
こ
ろ
に
「
お
父
さ
ん
た
ち
漢
字
人

は
…
…
」
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
こ
か
で
仕

入
れ
て
き
た
こ
と
ば
だ
と
し
て
も
、
う
ま
い
な
あ
と
感
心

し
ま
し
た
。や
っ
と
平
仮
名
を
覚
え
始
め
た
子
ど
も
に
は
、

漢
字
を
易
々
と
書
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
次
元
の
違
う

世
界
に
い
る
魔
法
使
い
の
よ
う
に
見
え
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
に
は
「
い
い
な
あ
」
と
い
う
あ
こ
が
れ
に
似

た
感
情
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
感
情
が
何
か

に
よ
っ
て
そ
の
後
に
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と

い
う
事
情
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

テ
ス
ト
な
ら
あ
の
重
圧
は
何
年
を
経
て
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ

ん
か
ら
、
そ
の
こ
と
で
あ
こ
が
れ
の
漢
字
人
へ
の
道
も
、

試
練
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
の
を
知
る
こ
と
に
は
な
っ

た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
漢
字
人
と
な
っ
て
も
立
派
な
漢
字

人
へ
の
道
は
さ
ら
に
遠
い
の
で
す
。

　

わ
た
し
は
長
い
間
雑
誌
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
き
て
、
そ

の
な
か
に
青
少
年
を
対
象
と
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
日
若
い
編
集
者
が
原
稿
を
書
き
な
が
ら
（
原
稿
用
紙

に
手
で
書
く
し
か
な
か
っ
た
時
代
）
何
か
に
つ
ま
っ
た
よ

う
す
で
、
そ
ば
に
置
い
た
辞
典
を
手
に
し
た
途
端
、「
見
る

な
！
」
と
い
う
鋭
い
声
が
と
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
声
は

「
書
け
な
い
な
ら
平
仮
名
に
し
て
お
け
！
」
と
続
き
ま
す
。

　

あ
と
に
な
っ
て
声
の
主
に
聞
き
ま
す
と
、
ま
と
も
に
書

く
こ
と
も
で
き
な
い
漢
字
を
使
っ
て
も
、
似
た
レ
ベ
ル
の

読
者
に
は
伝
わ
ら
な
い
か
ら
だ
と
申
し
ま
し
た
。
た
し
か

に
そ
の
と
き
に
書
き
手
が
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
ば
は
、
彼

p02-03_巻頭エッセイ.indd   2 10.8.6   9:03:38 AM



3

しんたに　まさひろ　1943年大阪市生まれ。広
告代理店を経て、1970年『アンアン』創刊に参
加して以後、編集デザインを中心に活動を続けて
いる。

て
主
題
を
強
く
主
張
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
基
本
は
美
し
く
か
つ
読
み
易
く
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
上
に
示
し
た
の
は
、
わ
た
し
が
以
前
個
人
的
な
研
究

の
た
め
に
「
○
○
さ
ん
の
あ
い
う
え
お
」
と
題
し
て
、
先

輩
た
ち
の
書
い
た
文
字
の
う
ち
平
仮
名
だ
け
を
、
彼
ら
の

作
品
の
中
か
ら
拾
い
出
し
て
並
べ
た
も
の
で
す
。

　
「
考
え
る
ス
ピ
ー
ド
と
同
じ
に
書
け
る
字
体
や
用
具
で

な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
堀
内
誠
一
さ
ん
の

字
は
ス
ピ
ー
ド
感
を
得
る
た
め
に
、
は
ね
の
部
分
な
ど
が

省
略
さ
れ
て
目
の
前
を
走
り
抜
け
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が

し
ま
す
。

　

花
森
安
治
さ
ん
の
字
は
別
室
に
こ
も
っ
て
書
い
た
と
い

わ
れ
、
息
を
止
め
た
よ
う
な
力
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。
わ

た
し
は
花
森
さ
ん
の
書
き
文
字
を
見
る
た
め
だ
け
に
﹃
暮

ら
し
の
手
帖
﹄
を
買
う
、
マ
ニ
ア
み
た
い
な
こ
と
も
し
て

い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
失
礼
な
本
の
買
い
方
で
し
た
。

　

長
谷
川
町
子
さ
ん
の
字
は
﹃
サ
ザ
エ
さ
ん
﹄
か
ら
拾
い

ま
し
た
。
新
聞
漫
画
は
何
百
万
人
も
の
老
若
男
女
が
間
違

わ
ず
に
読
ん
で
く
れ
る
字
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
字
が
い
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
そ
の
答
え
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
表
を
見
て
く
れ
た
文
字
を
専
門
に
開
発
し
て
い
る

経
験
豊
か
な
人
が
、「
趣
味
で
の
研
究
な
ら
平
仮
名
だ
け

に
し
た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
漢
字
は
地
獄
で
す
」
と
助

言
し
て
く
れ
た
の
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
漢
字
に
は
魔
法

が
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

デザイナー
絵本画家
堀内誠一の
あいうえお

サザエさんの
漫画家
長谷川町子の
あいうえお

編集者
イラストレーター
花森安治の
あいうえお
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集特
一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、「
常
用
漢
字
表
」
に
関
わ
る
基
本
的

な
情
報
と
、
そ
れ
に
対
す
る
改
定
に
関
わ
る
事
柄
に

つ
い
て
述
べ
る
。
な
お
筆
者
は
、
改
定
に
あ
た
っ
た

文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
及
び
漢
字
小
委
員
会
と
そ

の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
関
わ
っ
た
委
員
と
し
て

の
見
解
を
こ
こ
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
得

ら
れ
た
事
柄
と
考
え
た
こ
と
を
元
に
、
客
観
的
な
記

述
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

二　
「
常
用
漢
字
表
」
の
歴
史

　

日
本
語
は
、中
国
か
ら
漢
字
を
受
け
入
れ
て
以
来
、

漢
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
語
を
増
や
し
て
い
っ

た
。漢
字
は
数
万
種
類
が
辞
書
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

日
本
語
は
そ
の
中
か
ら
、
時
に
は
新
た
に
つ
く
っ
た

も
の
を
加
え
、
数
多
く
の
漢
字
を
用
い
て
書
き
表
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
時
代
に
お
い
て
、
日
本
語

の
使
用
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
範
囲
を
は
る
か
に
超

え
る
よ
う
な
漢
字
ま
で
用
い
た
文
章
が
現
れ
る
こ
と

が
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
中
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭

和
二
一
年
に
、
政
府
は
日
本
語
を
平
易
に
書
く
た
め

に
漢
字
を
制
限
し
、「
当
用
漢
字
表
」
と
い
う
表
に

整
理
し
た
決
ま
り
を
示
し
た
。
そ
こ
に
は
、

一
八
五
〇
字
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
な
い
漢

字
は
仮
名
書
き
と
す
る
か
語
自
体
を
言
い
換
え
る
よ

う
に
促
す
制
限
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
法
令
、

公
用
文
書
や
、
新
聞
、
雑
誌
、
放
送
（
テ
レ
ビ
）
な

ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
原
則
を

作
っ
た
。

　
「
当
用
漢
字
表
」
は
、
現
実
の
文
字
使
用
に
大
き

な
影
響
を
与
え
、
情
報
の
読
解
力
や
表
現
力
、
知
識

に
平
準
化
を
も
た
ら
し
、
戦
後
民
主
主
義
を
推
進
す

る
う
え
で
一
定
の
働
き
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
同
時
に
、
当
用
漢
字
表
の
範
囲
を
超
え
た
漢
字

の
使
用
は
残
り
続
け
た
。
昭
和
五
六
年
に
は
、
当
用

漢
字
表
を
、
漢
字
に
対
す
る
制
限
を
緩
め
る
形
で
引

き
継
い
だ
「
常
用
漢
字
表
」
が
内
閣
告
示
・
訓
令
に

よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
字
種
が
九
五
字

追
加
さ
れ
一
九
四
五
字
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

日
常
生
活
で
用
い
る
漢
字
の
「
目
安
」
と
し
て
の
表

と
い
う
緩
や
か
な
性
質
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
各

方
面
や
一
般
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
面
が
あ
り
、
こ

れ
に
よ
り
国
が
一
般
の
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
使
用

の
範
囲
を
厳
し
く
制
限
し
た
時
代
は
終
焉
を
迎
え
た

と
い
え
る
。

　

な
お
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
学
校
の
国
語
教
育
で
は

答
申
さ
れ
た
改
定
常
用
漢
字
表
に
つ
い
て

早
稲
田
大
学
社
会
科
学
総
合
学
術
院

笹
原
　
宏
之

　

情
報
化
時
代
に
対
応
す
る
と
し
て
見
直
し
が
進
む
常
用
漢
字
。
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
子

ど
も
た
ち
が
学
習
す
る
漢
字
は
二
〇
〇
字
ほ
ど
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
の
改
定
に
教
室
で
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
ま
す
。

常
用
漢
字
改
定
と
漢
字
指
導
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■特集　常用漢字改定と漢字指導

現
在
、
小
学
校
で
一
〇
〇
六
字
、
中
学
校
で
残
り
の

多
く
の
字
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
、
さ
ら
に
携
帯

電
話
な
ど
の
情
報
機
器
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と

で
、
人
々
の
間
で
漢
字
の
使
用
が
い
っ
そ
う
増
え
て

い
く
。
特
に
、
仮
名
漢
字
変
換
ソ
フ
ト
に
よ
っ
て
容

易
に
打
ち
出
さ
れ
る
漢
字
は
、そ
れ
に
拍
車
を
掛
け
、

新
聞
な
ど
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
の
間
で
も
相
互
に
影
響

が
生
じ
、
漢
字
使
用
を
促
進
す
る
循
環
を
も
た
ら
し

て
き
た
。

　

そ
う
し
た
高
度
な
情
報
化
社
会
の
到
来
と
い
う
新

た
な
状
況
の
中
で
、
平
成
一
七
年
三
月
に
文
部
科
学

大
臣
か
ら
「
情
報
化
時
代
に
対
応
す
る
漢
字
政
策
の

在
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
諮
問
を
受
け
、
文
化
審

議
会
国
語
分
科
会
に
お
い
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
平
成
二
二
年
六
月
七
日
に
、「
改
定
常
用
漢

字
表
」
が
文
化
審
議
会
か
ら
文
部
科
学
大
臣
へ
と
答

申
さ
れ
、
い
ず
れ
内
閣
告
示
・
訓
令
と
な
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
従
来
の
常
用
漢
字
表

に
対
し
て
一
九
六
字
が
追
加
さ
れ
、
使
用
機
会
の

減
っ
た
五
字
（
勺　

錘　

銑　

脹　

匁
）
が
削
除
さ

れ
て
、
合
計
二
二
三
六
字
と
な
っ
た
。

三�　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
の
性
格
と
改

定
の
も
つ
意
味

㈠
　
字
種

　

今
回
の
改
定
は
、
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯

電
話
な
ど
の
電
子
機
器
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
に

よ
り
、
漢
字
を
め
ぐ
る
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
情

報
化
時
代
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
書
籍
で
の
使

用
頻
度
に
基
づ
き
、
新
聞
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
な
ど
で
の
使
用

頻
度
も
参
照
し
つ
つ
、
文
章
を
効
率
よ
く
読
み
取
れ

る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
条
件
に

よ
り
漢
字
が
選
ば
れ
た
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
の
漢
字
使
用
の

傾
向
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
国
語
課
に
お
い
て
今
回

初
め
て
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
加
え
ら
れ
た
漢
字
に
は
、「
挨
」

「
拶
」「
巾
」「
虹
」「
呂
」「
崖
」「
憧
」「
爽
」
な
ど
、

日
常
的
に
し
ば
し
ば
目
に
し
て
い
た
字
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
り
、
こ
こ
で
や
っ
と
採
用
さ
れ
た
の
か
と
感
じ

ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
の
意
見
も
寄
せ
ら
れ
た
。

　
「
麺
」「
丼
」「
鍋
」「
串
」
は
食
事
、「
痩
」
は
健

康
や
美
容
、「
綻
」
は
経
済
状
況
を
表
す
語
と
深
く

関
係
し
て
い
る
よ
う
に
、
字
種
に
世
相
の
変
化
を
見

い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
新
聞
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
記
事
や
、
雑
誌
で
の
特
集
記
事
の
傾
向
と
一

致
す
る
側
面
が
あ
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
嬉
し
い
」
な
ど
、
書
籍
で
の
使
用
頻
度

は
高
く
と
も
、字
訓
だ
け
の
使
用
で
造
語
力
が
低
い
、

形
容
詞
と
し
て
の
使
用
に
と
ど
ま
る
な
ど
と
い
っ
た

理
由
か
ら
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
字
も
あ
る
。
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
字
に
は
、「
嘘
」「
噂
」
の
よ
う
に
し
ば

し
ば
使
わ
れ
て
い
る
字
も
あ
る
。
た
だ
し
、
表
に
な

い
字
を
使
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
振
り
仮
名
を
活
用
す
る
な
ど
、
読
み
手
に

配
慮
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
、
適
切
な
考
慮
を

加
え
る
余
地
の
あ
る
も
の
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

個
々
人
の
表
記
、
つ
ま
り
個
人
が
自
己
の
日
記
で
使

用
す
る
よ
う
な
漢
字
も
、
表
の
直
接
の
対
象
と
は

な
っ
て
い
な
い
点
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

学
校
教
科
書
に
は
、い
ず
れ
「
改
定
常
用
漢
字
表
」

が
何
ら
か
の
形
で
反
映
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ

る
。
新
聞
各
社
な
ど
は
、
追
加
さ
れ
た
漢
字
の
多
く

に
し
ば
ら
く
振
り
仮
名
を
付
す
と
い
っ
た
対
応
を
行

う
よ
う
で
あ
る
。
今
回
追
加
さ
れ
た
漢
字
は
、
世
の

中
で
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
漢
字
に
関

心
を
持
ち
な
が
ら
文
章
に
接
し
て
い
れ
ば
、
た
い
て

い
の
字
に
つ
い
て
は
、
次
第
に
確
実
に
読
め
る
よ
う

に
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
振
り
仮
名
が
な
く

て
も
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
く
心
掛
け
も
必
要
で
あ

ろ
う
。「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
二
〇
一
〇
年

二
月
〜
三
月
）
に
よ
っ
て
振
り
仮
名
を
求
め
る
意
識

が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
「
語
彙0

」

な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
文
章
を

表
記
し
て
い
く
と
伝
達
上
効
果
的
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
固
有
名
詞
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
常
用

漢
字
表
で
は
あ
る
が
、
公
共
性
の
高
い
都
道
府
県
名

に
大
阪0

、
福
岡0

、
栃0

木
な
ど
表
外
字
を
含
む
も
の
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
漢
字
を
す
べ
て
採
用
し
た
。

ま
た
、「
障
害
」
の
元
の
表
記
で
あ
る
「
障
碍
」
の
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「
碍
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
字
義
な
ど
も
含
め
て
検

討
し
不
採
用
と
な
っ
た
が
、
政
府
の
今
後
の
方
針
に

よ
っ
て
は
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈡
　
音
訓

　

漢
字
の
中
国
に
な
ら
っ
た
読
み
方
で
あ
る
音
読
み

と
日
本
独
特
の
訓
読
み
も
、
常
用
漢
字
表
に
は
示
さ

れ
て
い
る
。
改
定
に
お
い
て
は
、
出
版
物
で
の
文
字

列
調
査
、
国
立
国
語
研
究
所
の
「
現
代
書
き
言
葉
均

衡
コ
ー
パ
ス
」
に
よ
る
デ
ー
タ
な
ど
を
利
用
し
な
が

ら
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
た
。

　

そ
の
結
果
、「
委
（
ゆ
だ
）
ね
る
」「
育
（
は
ぐ
く
）

む
」「
描
（
か
）
く
」「
放
（
ほ
う
）
る
」「
創
（
つ
く
）

る
」「
関
（
か
か
）
わ
る
」「
全
（
す
べ
）
て
」「
他
（
ほ

か
）」「
旬
（
シ
ュ
ン
）」
な
ど
二
八
の
音
訓
が
追
加

さ
れ
、「
畝
（
せ
）」「
浦
（
ホ
）」「
疲
（
つ
か
）
ら
す
」

と
い
う
三
つ
の
音
訓
が
削
除
さ
れ
た
。「
私
」
は
「
わ

た
く
し
」
に
加
え
、「
わ
た
し
」
と
も
読
め
る
こ
と

と
な
っ
た
。
お
お
む
ね
、
一
字
に
音
・
訓
を
合
わ
せ

て
読
み
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
癒
着
」「
治
癒
」
の
「
癒
」
は
、「
常
用
漢
字
表
」

に
「
ユ
」
と
い
う
音
読
み
で
採
用
さ
れ
、
今
回
の
改

定
で
さ
ら
に
「
い
や
す
」「
い
え
る
」
と
い
う
訓
読

み
も
追
加
さ
れ
た
。「
旬
」
は
「
ジ
ュ
ン
」
と
い
う

音
読
み
に
、
旬
の
野
菜
と
い
う
場
合
の
「
シ
ュ
ン
」

と
い
う
音
読
み
も
追
加
さ
れ
た
。「
電
車
内
が
こ
む
」

の
「
こ
む
」
も
、「
込
む
」
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
近

来
の
実
勢
に
合
わ
せ
て
「
混
む
」
と
い
う
書
き
方
、

つ
ま
り
「
混
」
に
「
こ
」
と
い
う
訓
読
み
も
採
用
さ

れ
た
。
な
お
、本
来
の
「
込
む
」
も
残
さ
れ
た
た
め
、

こ
れ
ら
は
異
字
同
訓
と
な
る
が
、
改
定
で
生
じ
た
異

字
同
訓
に
つ
い
て
は
、
用
法
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

削
除
さ
れ
た
「
匁
」「
勺
」
な
ど
と
と
も
に
、
時
代

の
変
化
や
社
会
的
な
要
請
に
よ
る
変
更
と
い
え
よ
う
。

　
「
十
個
」
は
こ
れ
ま
で
は
「
ジ
ッ
コ
」
と
い
う
音

し
か
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
、「
十
」
の
備
考
欄
に

「
ジ
ュ
ッ
」
と
も
言
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　

な
お
、当
て
字
や
熟
字
訓
の
類
は
、「
真
面
目
」「
弥

生
」
な
ど
が
追
加
さ
れ
た
。「
五
月
晴
れ
」
だ
け
で

な
く
、「
五
月
」、「
お
父
さ
ん
」
だ
け
で
な
く
「
父

さ
ん
」、「
心
地
」
だ
け
で
な
く
「
居
心
地
」
と
い
っ

た
類
も
認
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
は
、
一
般
社
会
の
中
で
漢

字
を
使
う
際
の
「
目
安
」
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
制

限
を
与
え
よ
う
と
す
る
基
準
で
は
な
い
。
例
え
ば
自

己
の
日
記
に
「
お
腹
（
な
か
）」「
私
の
家
（
う
ち
）」

と
い
う
表
に
な
い
読
み
方
を
用
い
る
こ
と
は
な
ん
ら

問
題
が
な
い
。
ま
た
、
芸
術
作
品
も
対
象
外
で
あ
る

た
め
、
小
説
や
歌
詞
な
ど
で
「
悲
し
い
思
い
」
で
は

な
く
「
哀
し
い
想
い
」
と
書
か
れ
て
い
て
も
否
定
さ

れ
た
り
は
し
な
い
。

㈢
　
字
体

　

今
回
の
改
定
で
は
、時
代
の
趨
勢
に
即
し
て
、「
鬱
」

な
ど
字
画
の
複
雑
な
字
も
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
俗

字
の
「
欝
」
な
ど
よ
り
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、

画
数
が
二
九
画
に
達
す
る
こ
の
字
体
で
採
用
さ
れ

た
。
さ
ら
な
る
略
字
も
あ
っ
た
が
、
字
の
醸
し
出
す

イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
文
字
コ
ー
ド
の
面
か
ら
も
歓
迎
さ

れ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。「
改
定
常
用
漢
字
表
」

で
は
、
表
に
あ
る
全
て
の
漢
字
を
手
で
書
け
る
必
要

は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で

適
切
に
漢
字
を
選
び
出
し
、
文
書
に
打
ち
込
む
こ
と

が
で
き
る
力
は
、
学
校
だ
け
で
は
な
く
社
会
に
出
て

か
ら
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
改
定
常
用
漢
字
表
」
で
は
、
漢
字
の
形
に
一
定

の
幅
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

常
用
漢
字
表
の
改
定
に
お
い
て
は
、
印
刷
と
電
子

情
報
交
換
用
の
文
字
コ
ー
ド
で
採
用
さ
れ
て
い
る
字

体
の
一
つ
の
実
情
を
鑑
み
、
追
加
さ
れ
る
漢
字
の
多

く
は
「
表
外
漢
字
字
体
表
」（
旧
国
語
審
議
会
答
申
）

で
印
刷
標
準
字
体
と
い
う
い
わ
ゆ
る
康
煕
字
典
体
や

そ
れ
に
近
い
字
体
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一

方
、
人
名
用
漢
字
、
簡
易
慣
用
字
体
と
さ
れ
て
い
た

字
（
亀　

麺　

曽　

痩
な
ど
）
に
つ
い
て
は
そ
の
一

般
で
の
習
慣
や
生
活
漢
字
と
し
て
の
意
義
を
認
め
、

採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
ん
に
ょ（
ゆ
）う

、
し
ょ
く
へ
ん
と
い
う
部
首
の
場
合

に
は
、
本
表
で
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
字
体
と
異

な
る
字
体
が
「
許
容
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

「
遜
」「
遡
」「
謎
」
と
「
餌
」「
餅
」
は
、活
字
で
あ
っ

て
も
、
点
が
一
つ
だ
け
の
し
ん
に
ょ
う
と
新
字
体
式

p04-07_特集.indd   6 10.8.6   9:30:35 AM
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の
し
ょ
く
へ
ん
が
「
許
容
」
さ
れ
る
。
ま
た
、
情
報

機
器
の
関
係
で
、表
内
の「
通
用
字
体
」で
な
い「
頬
」

な
ど
の
字
体
を
使
用
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

　
「
常
用
漢
字
表
」で
は
、「
字
体
に
つ
い
て
の
解
説
」

が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
木
」
は
は

ね
て
も
は
ね
な
く
て
も
字
体
つ
ま
り
字
の
骨
組
み
は

同
じ
で
あ
り
、「
八
」
も
右
は
ら
い
を
「
一
」
か
ら

書
く
よ
う
に
描
か
れ
る
筆
押
さ
え
は
明
朝
体
活
字
の

デ
ザ
イ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。な
お
、「
町
」の「
丁
」

の
高
さ
は
「
畔
」
と
比
し
て
低
い
が
、
こ
の
類
は
字

体
の
差
か
否
か
、
こ
の
表
か
ら
類
推
し
て
別
に
判
断

が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
改
定
で
、デ
ザ
イ
ン
差
と
さ
れ
る
も
の
に
、

特
定
の
字
種
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
が
加
わ
っ

た
。
字
体
の
差
と
も
見
え
る
が
、「
芽
」
や
「
励
」

な
ど
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

牙
・
牙
・
　

栃
・

　

改
定
で
は
、
漢
字
を
手
書
き
を
す
る
こ
と
の
重
要

性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
手
書
き
で
の
字
体
に
つ
い

て
の
扱
い
な
ど
も
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

手
書
き
文
字
と
印
刷
物
の
活
字
書
体
と
で
は
、
習

慣
や
目
的
な
ど
の
差
に
よ
っ
て
異
な
る
形
が
現
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
次
の
範
囲
で
は
、
骨
組
み
つ
ま
り
字

体
は
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

北 

― 

　

八 

― 

　

手
書
き
の
文
字
に
お
い
て
は
、
と
く
に
字
形
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
が
や
や
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る

点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
字
体
す
な
わ
ち
字
の

骨
組
み
が
同
じ
で
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
が
異
な
る
と
い

う
、
漢
字
政
策
が
一
貫
し
て
採
っ
て
き
た
考
え
方
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

 

― 
 
 

木 

― 
 

令 

― 
 
 

女 

― 
 

　

今
回
、
し
ん
に
ょ
う
は
、
手
書
き
で
は
「

」
と

い
う
形
が
一
般
的
だ
と
さ
れ
た
。「
溺
」「
葛
」「
塡
」

「
頰
」「
喩
」「
箸
」「
嗅
」「
箋
」「
彙
」「
惧
」
な
ど
も
、

手
書
き
で
は
「
溺
」「
葛
」「
填
」「
頬
」「

」「
箸
」

「

」「

」「

」「

」
の
よ
う
に
略
し
て
も
書
く

こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
漢
字
の
形
の
わ
ず
か
な
差
に
対
し
て
、

字
の
骨
組
み
は
一
緒
だ
と
い
う
見
方
を
身
に
付
け
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
謙
遜
」「
遡
る
」「
謎
」

は
、
印
刷
物
の
活
字
書
体
で
も
、
点
が
一
つ
だ
け
の

し
ん
に
ょ
う
が
上
記
の
と
お
り
許
容
さ
れ
た
が
、
手

書
き
で
は
い
ず
れ
も
「

」
と
い
う
形
が
一
般
的
だ

と
さ
れ
た
。「
餌
」
も
「
餌
」
が
手
書
き
で
も
問
題

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

四　

お
わ
り
に

　
「
常
用
漢
字
表
」
と
そ
の
改
定
に
関
し
て
、
概
要

を
記
し
た
。
今
回
の
改
定
で
は
、
そ
の
後
の
も
ろ
も

ろ
の
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
従
来
の
常
用
漢
字
表
よ

り
も
規
則
が
複
雑
化
し
た
面
も
あ
る
の
で
、
詳
細
は

答
申
な
ど
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

　

常
用
漢
字
表
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に

は
、
私
た
ち
自
身
の
漢
字
の
用
い
方
、
漢
字
へ
の
接

し
方
に
も
意
識
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
文
字
で
書

か
れ
た
文
章
は
、
音
声
と
違
っ
て
後
々
ま
で
目
に
見

え
る
形
で
残
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
伝
え
よ
う
と

し
た
言
葉
と
意
図
を
、
読
み
手
に
き
ち
ん
と
読
み

取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
分
か
り
や
す
い
漢
字
を

選
ん
で
書
く
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

段
と
し
て
漢
字
を
適
切
に
用
い
て
い
こ
う
と
す
る
態

度
が
重
要
だ
と
い
う
認
識
が
、
今
回
の
改
定
の
背
景

と
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
者
に
向
け
て
日
本
語
を

表
記
す
る
場
合
に
は
、
常
に
意
識
し
て
お
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
よ
う
。

さ
さ
は
ら
　
ひ
ろ
ゆ
き 

早
稲
田
大
学
教
授
。
博
士
（
文
学
）。

日
本
語
の
漢
字
を
研
究
し
、常
用
漢
字
表
等
の
改
定
に
携
わ
る
。

『
日
本
の
漢
字
』（
岩
波
新
書
）
な
ど
。
金
田
一
京
助
博
士
記
念

賞
受
賞
。
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一　

改
定�

常
用
漢
字
表
と�

中
学
校
国
語
教
育
の
課
題

　

改
定
常
用
漢
字
表
が
文
化
審
議
会
か
ら
文
部
科
学

省
に
答
申
さ
れ
て
、
年
末
ま
で
に
は
内
閣
告
示
に
い

た
る
予
定
で
あ
る
。
一
九
六
字
の
追
加
、
五
字
の
削

除
、
七
語
の
熟
字
訓
の
追
加
が
あ
り
、
音
訓
に
関
し

て
も
、
変
更
一
字
、
追
加
二
八
字
、
削
除
三
字
と
い

う
枠
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
し
か
し
新
学
習
指

導
要
領
で
の
、
つ
ま
り
は
小
中
学
校
教
育
で
の
扱
い

に
つ
い
て
は
い
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
道
筋
は
見
え
て

こ
な
い
。

　

問
題
点
を
整
理
す
る
と
、
次
の
三
点
に
な
る
。
①

②
は
規
定
上
の
問
題
、
③
は
教
育
の
実
際
を
含
ん
だ

問
題
で
あ
る
。

　

①�　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
〔
伝
統
的

な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

の
「
ウ
漢
字
」
の
「
漢
字
の
読
み
」
に
関
す
る

指
導
事
項
で
あ
る
（
ア
）、

　

・�

第
一
学
年
…
（
小
学
校
で
学
習
し
た
漢
字
以
外

の
）
常
用
漢
字
の
う
ち
二
五
〇
字
程
度
か
ら

三
〇
〇
字
程
度
ま
で
の
漢
字
を
読
む
こ
と
。

　

・�

第
二
学
年
…
第
一
学
年
ま
で
に
学
習
し
た
常
用

漢
字
に
加
え
、
そ
の
他
の
常
用
漢
字
の
う
ち

三
〇
〇
字
程
度
か
ら
三
五
〇
字
程
度
ま
で
の
漢

字
を
読
む
こ
と
。

　

・�
第
三
学
年
…
第
二
学
年
ま
で
に
学
習
し
た
常
用

漢
字
に
加
え
、
そ
の
他
の
常
用
漢
字
の
大
体
を

読
む
こ
と
。

　
　

�

に
変
更
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
仮
に
現
行
の
ま

ま
で
あ
る
と
す
る
と
、
第
三
学
年
で
の
学
習
に

数
的
な
負
担
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
。ま
た
、

追
加
さ
れ
た
漢
字
の
学
年
間
で
の
配
当
に
制
限

が
付
く
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

　

②�　

追
加
に
な
っ
た
漢
字
、
熟
字
訓
、
音
訓
は
、

す
べ
て
中
学
校
段
階
で
の
学
習
対
象
に
な
る
の

か
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
高
校
配
当
の
漢
字
、

熟
字
訓
、
音
訓
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
熟
字
訓
と
音
訓
に
限
っ
て
み
る
と
、
現

行
の
規
準
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
、
い
く
つ

か
は
高
校
配
当
で
も
よ
い
難
度
の
も
の
が
あ
る
。

　

③�　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
規
定
は
そ
れ
と
し

て
、実
際
に
は
漢
字
の
「
読
み
」
だ
け
で
な
く
、

あ
る
程
度
の
「
書
き
」
も
合
わ
せ
て
指
導
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
追
加
さ
れ

た
漢
字
は
、
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
読
め
る
だ

け
で
よ
い
の
か
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
の
漢
字
変
換

が
で
き
れ
ば
よ
い
の
か
な
ど
、
漢
字
の
何
を
習

得
さ
せ
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
「
し
ん
に
ょ
う
」の
点
の
数
、「
餌
」「
餅
」の「
し
ょ

く
へ
ん
」
の
形
な
ど
、
よ
く
話
題
に
さ
れ
る
事
柄
と

は
別
に
、
中
学
校
段
階
で
の
教
育
に
と
っ
て
は
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
今
後
、
具
体
的
で
妥

当
な
方
針
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

二　

新
常�

用
漢
字
の
特
徴
と�

学
習
上
で
の
扱
い
方
の
視
点

　

前
項
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ

も
、
新
常
用
漢
字
（
改
定
常
用
漢
字
表
で
追
加
さ
れ

た
漢
字
）
一
九
六
字
の
全
音
訓
を
、
中
学
校
段
階
で

読
め
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
扱
っ
た
ら
よ
い

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
の
視
点
を
提
案
し

た
い
。
こ
こ
で
は
新
熟
字
訓
や
既
存
の
常
用
漢
字
の

追
加
音
訓
に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

新
常
用
漢
字
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

新
常
用
漢
字
は
耳
で
学
ぶ

千
葉
大
学
教
育
学
部

伊
坂
　
淳
一

p08-11_特集.indd   8 10.8.6   9:30:03 AM



9

■特集　常用漢字改定と漢字指導

　

①�　

動
植
物
名
や
日
常
生
活
中
の
事
物
な
ど
を
表

す
漢
字
が
多
い
。

　

②�　

そ
の
漢
字
を
音
読
み
に
す
る
場
合
の
熟
語
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
漢
字
が
多
い
。
し

か
も
、
比
較
的
日
常
で
頻
用
さ
れ
る
熟
語
が
多

い
。

　

③�　

そ
の
漢
字
を
用
い
た
熟
語
が
使
わ
れ
る
分
野

や
場
面
が
狭
い
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
慣
用
句

や
こ
と
わ
ざ
の
中
で
使
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
新
常
用
漢
字
及
び
そ
れ
を
含

ん
だ
熟
語
を
意
味
分
野
ご
と
に
分
類
し
、
さ
ら
に
平

均
的
な
中
学
校
三
年
生
を
想
定
し
て
、
す
で
に
「
単

語
と
し
て
は
」
頭
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

推
定
さ
れ
る
、
そ
の
程
度
に
よ
っ
て
分
け
て
み
た
の

が
、
一
〇
〜
一
一
ペ
ー
ジ
の
表
で
あ
る
。
こ
の
表
に

つ
い
て
は
、
今
後
な
に
か
し
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
実

証
性
の
あ
る
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、

現
時
点
で
は
あ
く
ま
で
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
推
定
で

あ
る
。
こ
れ
を
語
彙
認
知
度
と
仮
称
し
て
お
く
。

　
「
腫
れ
る
・
腫
ら
す
」
の
よ
う
な
同
根
の
語
は
一

方
で
代
表
さ
せ
た
が
、
一
応
全
て
の
音
訓
を
網
羅
し

た
。「
軽
蔑
（
＝
蔑
む
）」
の
よ
う
に
、
音
訓
を
一
項

目
で
言
い
か
え
ら
れ
る
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
集
約

し
て
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、
今
回
は
基
本
的
に
一
音

訓
の
掲
載
を
一
回
と
し
た
が
、
重
複
掲
載
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
新
常
用
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
表
と
し
て

さ
ら
に
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
扱
い
方
の
視
点
を
も
と
に
し
て
、
ど
の

よ
う
な
学
習
方
法
を
構
想
し
て
い
く
か
が
改
め
て
課

題
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
標
題
に
あ
る
よ
う

に
「
耳
で
学
ぶ
」
と
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
語

彙
認
知
度
の
高
さ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
日
常
生
活
」「
食
べ
物
」「
人
物
」「
身
体
･
健
康
」

「
生
物
・
自
然
」「
言
語
・
文
化
」
に
は
、
具
体
的
で

語
彙
認
知
度
の
高
い
語
が
多
い
。「
身
体
･
健
康
」

に
は
身
体
部
位
名
な
ど
一
部
に
非
日
常
的
な
語
が
出

て
く
る
が
、
意
味
が
具
体
的
な
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
は

し
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
「
ス
ポ
ー
ツ
」「
心
情
･
感
情
･
心
理
･
思
考
」
に

は
、
慣
用
句
及
び
音
訓
読
み
替
え
が
か
な
り
入
っ
て

い
る
が
、
耳
に
慣
れ
れ
ば
そ
う
難
し
い
こ
と
ば
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

　
「
人
間
関
係
の
ド
ラ
マ
」「
刑
事
ド
ラ
マ
」
は
、
テ

レ
ビ
の
ド
ラ
マ
番
組
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
頻
繁

に
出
て
く
る
語
な
の
で
漢
字
の
難
度
、
語
彙
の
難
解

度
に
比
し
て
、
す
で
に
耳
か
ら
入
っ
て
い
る
語
は
少

な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
「
慣
用
句
・
こ
と
わ
ざ
・
定
型
的
な
表
現
」
も
同

様
だ
ろ
う
。「
形
容
す
る
語
」「
動
き
を
表
す
語
」
に

つ
い
て
も
、
漢
字
の
難
度
の
割
に
は
、
語
彙
認
知
度

が
高
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
読

め
る
よ
う
に
す
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
恐
れ
る
必

要
は
な
い
。

　
「
同
訓
異
字
」
は
既
存
の
常
用
漢
字
と
の
関
係
で
、

前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
書
き
分
け
を
求
め
ら
れ
る
漢

字
で
あ
る
。漢
字
に
よ
る
表
現
力
が
向
上
し
た
と
も
、

厄
介
な
き
ま
り
が
増
え
た
だ
け
だ
と
も
、
賛
否
両
論

あ
る
が
、
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
ほ

ど
負
担
に
は
な
ら
な
い
。

　
「
代
用
字
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
「
県
名
･
国
名
･
地
域
名
」
は
、
こ
と
ば
と
し
て

の
理
解
以
前
に
、
ど
こ
に
ど
の
県
が
あ
る
か
と
い
う

常
識
の
問
題
が
ま
ず
あ
る
だ
ろ
う
。
漢
字
と
同
時
に

地
図
上
で
の
位
置
や
特
色
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
「
そ
の
他
」
に
は
、
結
果
と
し
て
、
漢
字
の
難
度

が
高
く
、
語
彙
認
知
度
の
低
い
、
し
か
も
意
味
が
抽

象
的
で
捉
え
に
く
い
熟
語
が
集
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
数
は
多
く
な
い
の
で
、
簡
単
な
文
脈
の
中

で
意
味
を
押
さ
え
な
が
ら
読
め
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

な
お
、「
弥
」
は
「
弥
生
時
代
」「
弥
生
土
器
」
の

よ
う
な
熟
字
訓
の
中
で
し
か
扱
え
な
い
が
、
社
会
科

の
中
で
学
習
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
常
用
漢
字
に
つ
い
て
は
、
漢
字

そ
の
も
の
の
難
し
さ
に
比
し
て
、
こ
と
ば
と
し
て
の

難
度
は
そ
う
高
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
日
常
生
活

で
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
語
、
特
に
耳

か
ら
入
っ
て
定
着
し
て
い
る
語
が
少
な
く
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
、
文
脈
や
場
面
を
与
え
れ
ば
、
聞
い
て

理
解
で
き
る
語
も
多
い
と
い
え
る
。
今
後
の
学
習
に

あ
た
っ
て
は
、「
耳
で
学
ぶ
」
こ
と
を
優
先
し
て
い

く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
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意味分野等 高 語彙認知度（推定） 低

日常生活 挨拶 便箋 宛先 玩具 配膳

雑巾がけ 拭きそうじ 風呂 ピアノの鍵盤 将棋の持ち駒

椅子 枕 シャツの袖

鍋 釜 鎌

箸 臼 瓦屋根

鉛筆の芯 竹製の籠 ドアの鍵

びんの蓋 着物の裾 釣りの餌

食べ物 麺類 丼物 天丼・牛丼 焼酎 鹿の子まんじゅう

煎餅 煎りゴマ 餅米

串焼き

人物 俺 誰 親戚 僧侶 旦那 曾祖父

身体・健康 膝 肘 頬 頭蓋骨 胃潰瘍 腫瘍 股関節 顎関接（＝顎の関節）

眉毛 脇腹 爪 臼歯 瞳孔（＝瞳）

爪先 腎臓 唾液（＝唾） 咽喉（＝喉の奥のあたり）

内股 捻挫 脳梗塞 食餌療法

痩身（＝痩せる）

生物・自然 哺乳類 脊椎動物 熊 葛の木 象牙 堆積岩

鹿 虎 鶴

亀 蜜蜂 柿

梨 藤の花 嵐

虹 洞窟

言語・文化 歌舞伎 語彙 比喩 浄瑠璃 楷書 俳諧 古刹 藍染め

スポーツ 柵越えホームラン 日頃の成果 僅差（＝僅かな差）の勝利 辣腕 牙城を崩す 采配を振るう

敵を一蹴する（＝蹴散らす）

心情・感情・
心理・思考

肝を潰す 尻込みする 羞恥心 謙遜する 涙腺が弱い 危惧する 覚醒する 詮索する

開いた口が塞がらない 萎縮する（＝気持ちが萎える） 諦観する（＝諦める）

眉間にしわを寄せる 嗅覚（＝においを嗅ぎつける力）が鋭い 捕捉する（＝捉える）

畏怖する（＝畏れる）

不安を払拭する（＝拭い去る）

戦慄を覚える

人間関係の
ドラマ

軽蔑（＝蔑む）挫折 葛藤 親睦 嘲笑（＝嘲り笑う） 怨念 奈落の底

嫉妬（＝妬む）一寸先は闇 牙をむく 関係に亀裂が入る 羨望のまなざし（＝羨ましい気持ち）

断崖絶壁（＝崖っぷち） 運命に翻弄される（＝弄ばれる） 憧憬の的（＝憧れる）

罵倒する（＝罵る）

刑事ドラマ 賄賂 失踪 拉致 怨恨 勾留 禁錮 悪の領袖 事実の隠蔽

名誉毀損 裁判沙汰 謎解き 事件の勃発 訃報

拳銃 狙撃（＝狙い撃つ）

籠城（＝立て籠もる） 血痕

死骸 溺死（＝溺れ死ぬ）

賭博（＝賭け事） 冥福

慣用句･
ことわざ・
定型的な表現

桁違い 餌食になる 変貌を遂げる 焦眉の急 冥利に尽きる

拳を突き上げる 間隙（＝隙間）を突く 塞翁が馬 未曾有の大事件

故郷に錦を飾る 虎穴に入らずんば虎児を得ず 出藍の誉れ

呪文を唱える（＝呪いの文句） 富士山麓（＝山の麓）おうむ鳴く

一年の計は元旦にあり

p08-11_特集.indd   10 10.8.6   9:30:04 AM
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三　

被
代
用
字
の
復
活
に
つ
い
て

　
「
代
用
字
と
の
関
係
」
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う

な
不
確
定
要
素
が
あ
る
。

　

現
行
の
常
用
漢
字
表
に
は
「
臆
」
が
含
ま
れ
て
い

な
い
が
、
そ
の
前
身
の
当
用
漢
字
表
の
時
代
に
「
臆

説
・
臆
測
」
に
対
す
る
「
憶
説
･
憶
測
」
と
い
う
代

替
表
記
が
提
案
さ
れ
、
す
で
に
一
般
に
も
定
着
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
「
憶
説
・
憶
測
」
と

「
臆
説
・
臆
測
」
と
が
並
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。「
盲
信
･
盲
想
」と「
妄
信
･
妄
想
」

の
関
係
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
臆

→
憶
」
の
代
用
字
か
ら
類
推
に
よ
っ
て
派
生
し
、
同

じ
よ
う
に
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
憶
病
」
は

ど
う
な
る
か
、
予
測
で
き
な
い
。

　

ま
た
、「
潰
」「
汎
」
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
、
か

つ
て
代
用
字
が
提
案
さ
れ
た
「
壊
滅
・
決
壊
・
全

壊
・
崩
壊
」「
広
範
」
の
熟
語
は
す
で
に
か
な
り
の

程
度
に
定
着
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
潰
滅
」

「
広
汎
」
な
ど
、
時
折
目
に
す
る
こ
と
の
あ
る
表
記

も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、不
確
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
見
す
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

い
さ
か
　
じ
ゅ
ん
い
ち 

千
葉
大
学
教
授
。
言
語
事
項
の
既
成

概
念
、
伝
統
的
な
学
習
内
容
・
学
習
方
法
を
、
あ
え
て
国
語
学

プ
ロ
パ
ー
の
立
場
か
ら
変
革
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
著

書
に
『
こ
こ
か
ら
始
ま
る
日
本
語
学
』（
ひ
つ
じ
書
房
）
な
ど
。

形容する語 曖昧な 憂鬱な 完璧な 旺盛な 苛酷な 傲慢な 真摯な 凄惨な 肥沃な

滑稽な 緻密な 明瞭な 斬新な

爽快な（＝爽やかな）

貪欲な（＝貪るような）

動きを表す語 参詣する（＝詣でる） 頂戴する 貼付する（＝貼り付ける） 瓦解する 叱責する（＝叱る）

整頓する 剥奪する（＝剥ぎ取る） 補填する 破綻する（＝綻びる）

湧出する（＝湧き出る）

遡及する（＝遡って影響を及ぼす）

同訓異字 唄（：歌） 痕（：後・跡）乞う（：請う）

貼る（：張る）宛てる（：当てる・充てる）

匂う（：臭う） 畏れる（：恐れる）

斬る（：切る）捉える（：捕らえる）

湧く（：沸く） 腫れる（：晴れる）

妖しい（：怪しい）

代用字との
関係 臆説・臆測（：憶説・憶測）肝腎（：肝心）

熟字訓 弥生

県名・国名
地域名

茨城 愛媛 岡山

静岡 福岡 熊本

埼玉 栃木 奈良

山梨 大阪 岐阜

阪神・京阪 近畿 韓国

その他
（難解語）

斑点 必須 蜂起 才媛 錦秋 舷側

刹那 恣意 進捗

氾濫 汎用 陶冶

淫乱（＝淫らな行為）

妖艶（＝雰囲気が妖しい、艶がある）
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在
外
教
育
施
設
に
お
け
る
漢
字
教
育

神
戸
大
学
附
属
住
吉
中
学
校

山
㟢
　
眞
一
郎

は
じ
め
に

　

平
成
二
〇
年
か
ら
二
年
間
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の

首
都
リ
ヤ
ド
で
、
在
外
教
育
施
設
（
日
本
人
学
校
）

に
勤
務
し
た
。

　

リ
ヤ
ド
日
本
人
学
校
で
は
、
小
・
中
学
校
合
わ
せ

て
二
〇
名
ほ
ど
の
児
童
・
生
徒
が
日
本
の
学
習
指
導

要
領
に
基
づ
い
た
教
育
を
受
け
て
い
た
。（
年
度
途

中
で
も
、
保
護
者
の
異
動
に
伴
っ
て
多
少
の
出
入
り

が
あ
る
）
中
東
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
王
国
は
、
外
国

人
の
観
光
目
的
で
の
入
国
が
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、

在
外
公
館
や
駐
在
企
業
で
は
多
く
の
日
本
人
が
働
い

て
い
る
。
当
時
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
全
土
で
一
〇
〇
〇

人
強
、
リ
ヤ
ド
市
内
に
は
二
〇
〇
人
弱
程
度
の
邦
人

が
在
留
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
小
・
中
学
校
の
学
齢

期
に
あ
る
子
ど
も
は
三
〇
人
ほ
ど
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

学
齢
期
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
日
本
語
の
学
習

は
、
保
護
者
の
最
も
大
き
な
気
が
か
り
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
学
習
塾
も
な
く
、
国
語
教
育
の
専
門
家
は

日
本
人
学
校
の
教
員
だ
け
と
い
う
状
況
下
で
は
、
国

語
力
習
得
に
向
け
、
保
護
者
が
焦
り
を
感
じ
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス

ク
ー
ル
に
通
学
す
る
子
ど
も
の
保
護
者
に
も
、「
事

情
が
あ
っ
て
日
本
人
学
校
に
通
わ
せ
て
い
な
い
が
、

日
本
語
の
教
育
は
何
と
か
し
た
い
」
と
い
う
思
い
は

強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
在
留
邦
人
教
育
の
使
命
を

得
て
派
遣
さ
れ
た
教
員
が
、
日
本
人
学
校
に
通
学
す

る
か
否
か
に
と
ら
わ
れ
ず
子
ど
も
や
保
護
者
の
思
い

に
応
え
た
い
と
、
休
日
に
漢
字
検
定
や
漢
字
学
習
会

を
実
施
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。（
現
在
も
継
続
さ
れ

て
い
る
）

　

日
本
の
学
校
の
「
し
つ
け
教
育
」
や
グ
ル
ー
プ
学

習
等
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
外
国
の
教
育
関
係
者
の
注

目
を
集
め
て
い
る
が
、
海
外
に
住
む
日
本
人
の
保
護

者
の
大
き
な
関
心
は
国
語
教
育
で
あ
ろ
う
。
日
本
語

の
テ
レ
ビ
放
送
も
少
な
く
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
書

籍
が
貴
重
品
と
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
は
、
格
別
の

努
力
が
必
要
で
あ
る
。
街
に
日
本
語
が
あ
ふ
れ
、
学

習
材
も
豊
富
で
、
学
校
以
外
に
も
家
庭
教
師
や
塾
の

指
導
者
と
い
う
教
育
関
係
者
に
恵
ま
れ
た
国
内
の
環

境
が
、
正
し
い
日
本
語
や
活
用
で
き
る
国
語
力
を
身

に
つ
け
た
り
す
る
た
め
に
は
、
と
て
も
す
ば
ら
し
い

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
の
教
員
は
再
確
認
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

漢
字
学
習
の
可
能
性

　

海
外
で
の
漢
字
学
習
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の

海
外
日
本
人
学
校
へ
派
遣
さ
れ
た
経
験
の
あ
る
先
生

方
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
日
本
と
大
き
な
変
わ
り
は

な
い
」
と
の
回
答
だ
っ
た
。
日
本
人
学
校
に
は
日
本

か
ら
取
り
寄
せ
た
教
材
も
比
較
的
豊
富
に
あ
る
し
、

日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た
先
生
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
。

　

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
東
部
に
ダ
ハ
ラ
ン
と
い
う
都

市
が
あ
る
。
そ
こ
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
唯
一
の
補
習

校
（
休
日
や
放
課
後
に
通
う
学
校
）
が
存
在
す
る
。

一
五
人
ほ
ど
の
児
童
・
生
徒
が
毎
週
一
回
木
曜
に
集

ま
っ
て
（
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
木
・
金
曜
が
休
日
）、

国
語
・
算
数
を
中
心
に
学
習
し
て
い
た
。
先
生
は
保

護
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
三
度
ほ
ど
巡
回

指
導
で
う
か
が
っ
た
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
先
生
方

と
「
効
果
的
な
国
語
の
指
導
方
法
」
に
つ
い
て
意
見

を
交
換
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
責
任
感
の
と
て
も
強

い
方
々
で
、
派
遣
教
員
が
一
人
も
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
大
変
熱
心
に
授
業
を
準
備
さ
れ
、
す
ば
ら

し
い
実
践
を
す
す
め
ら
れ
て
い
た
。
国
語
の
教
材
や
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日
本
語
の
書
籍
は
、
不
足
気
味
だ
と
思
っ
て
い
た
リ

ヤ
ド
よ
り
も
さ
ら
に
乏
し
い
環
境
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
故
に
国
語
を
学
び
た
い
、
学
ば
せ
た
い
と
い
う
熱

意
は
強
く
、
派
遣
教
員
と
し
て
少
し
で
も
効
果
的
な

ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
な
い
か
頭
を
悩
ま
せ
た
。

　

文
部
科
学
省
の
サ
イ
ト
に
は
、
補
習
授
業
校
教
師

へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
、
新
出
漢
字
の
示
し
方
、

筆
順
・
画
数
の
示
し
方
、
筆
順
指
導
と
部
首
指
導
と

を
並
行
し
て
行
う
、
終
筆
の
筆
づ
か
い
を
確
認
さ
せ

る
、
筆
順
テ
ス
ト
の
簡
単
な
方
法
、
新
出
漢
字
の
説

明
を
子
ど
も
達
に
分
担
さ
せ
る
等
、
漢
字
指
導
の
工

夫
が
示
さ
れ
て
い
る
（
文
部
科
学
省
サ
イ
ト
内
「
補

習
授
業
校
教
師
の
た
め
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ

ス
集
」）。
時
間
的
な
制
約
の
あ
る
補
習
校
で
の
学
習

指
導
を
想
定
し
た
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
指
導
法

は
、日
本
の
学
校
で
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

リ
ヤ
ド
で
の
漢
字
教
育

　

リ
ヤ
ド
日
本
人
学
校
で
は
、
各
学
年
五
人
程
度
の

少
人
数
で
あ
る
と
い
う
特
長
を
生
か
し
、
毛
筆
を
取

り
入
れ
た
漢
字
指
導
を
行
っ
た
。
赴
任
の
際
に
一
〇

本
ほ
ど
ま
と
め
買
い
し
た
物
で
あ
っ
た
が
、
生
徒
み

ん
な
で
共
有
し
大
切
に
使
っ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
た
。

　

小
学
校
低
学
年
で
は
、
払
い
や
、
と
め
・
は
ね
等
、

筆
の
穂
先
が
生
み
出
す
点
画
を
描
く
こ
と
に
興
味
を

も
ち
、
す
す
ん
で
漢
字
の
学
習
に
取
り
組
め
た
。

　

高
学
年
・
中
学
生
で
は
、
単
調
な
練
習
に
な
る
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
も
、
隷
書
や
篆
書
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
字
体
を
参
考
に
し
て
文
字
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
授

業
を
実
施
し
、
文
字
の
歴
史
に
触
れ
る
機
会
を
つ

く
っ
た
。
伝
統
的
な
文
化
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
漢

字
の
成
り
立
ち
や
部
首
に
つ
い
て
の
学
習
が
、
意
欲

を
喚
起
す
る
に
は
大
変
効
果
的
で
あ
っ
た
。
身
の
回

り
の
看
板
や
標
識
も
ア
ラ
ビ
ア
文
字
ば
か
り
の
環
境

に
住
ん
で
い
る
の
で
、
日
本
の
文
字
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
こ
と
は
非
常
に
新
鮮
に
感
じ
た
よ
う
だ
。
ま
た
、

漢
字
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
等
に
人
気
が
あ
る

た
め
、生
徒
は
興
味
を
も
っ
て
取
り
組
め
た
よ
う
だ
。

　

現
地
の
自
然
環
境
や
社
会
習
慣
が
日
本
と
は
異
な

る
た
め
、
日
本
の
気
候
や
風
俗
を
学
ぶ
機
会
を
つ
く

ろ
う
と
、
漢
字
で
表
さ
れ
る
気
象
や
色
彩
に
関
す
る

こ
と
ば
を
取
り
上
げ
、
意
味
や
読
み
な
ど
を
学
習
し

た
。五
月
雨
・
時
雨
・
驟
雨
な
ど
分
野
別
に
類
聚
し
、

漢
字
の
こ
と
ば
集
め
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　

四
字
熟
語
や
慣
用
句
に
つ
い
て
も
、
読
み
・
意

味
・
用
法
だ
け
で
な
く
、
こ
と
ば
の
歴
史
や
成
り
立

ち
な
ど
の
面
か
ら
も
学
習
し
た
。
中
心
と
な
る
語
句

（
漢
字
・
熟
語
）
を
補
充
す
る
だ
け
で
な
く
、
成
立

の
時
代
や
場
所
な
ど
で
類
別
し
、
掲
示
物
に
す
る
な

ど
工
夫
を
し
た
。
文
字
も
漢
字
を
大
き
く
書
く
（
書

道
風
に
）
こ
と
で
日
本
風
な
作
品
と
す
る
こ
と
が
で

き
た
し
、
挿
絵
の
よ
う
に
添
え
た
イ
ラ
ス
ト
も
日
本

情
緒
を
教
室
に
漂
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
海
外
の

教
室
で
は
規
則
や
道
徳
的
な
文
言
を
掲
示
す
る
こ
と

は
少
な
い
。
日
本
風
な
物
に
児
童
・
生
徒
は
大
き
な

興
味
を
も
ち
、
あ
こ
が
れ
に
似
た
感
情
ま
で
抱
い
て

い
る
の
で
、
日
本
人
学
校
が
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
日

本
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
掲
示
物
を
作
っ
て
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
。

　

漢
字
学
習
は
家
庭
で
も
比
較
的
取
り
組
み
や
す

い
。
そ
の
た
め
、
塾
に
行
か
な
い
子
ど
も
た
ち
に
家

庭
学
習
を
う
な
が
す
方
法
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、教
員
の
指
導
で
き
る
部
分
も
大
き
い
。

そ
こ
で
、
単
純
な
読
み
・
書
き
の
学
習
だ
け
に
終
始

せ
ず
、
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
を
手
始
め
に
、
漢
字

の
文
化
全
体
を
と
ら
え
、
成
立
時
の
中
国
の
様
子
や

文
化
が
継
承
さ
れ
る
形
態
、
日
本
の
漢
字
文
化
、
平

仮
名
・
片
仮
名
と
の
関
連
、
偏
や
旁
の
意
味
や
は
た

ら
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
試
み
た
。

　

い
ず
れ
も
、
生
徒
数
も
少
な
く
、
教
員
と
児
童
・

生
徒
の
距
離
が
非
常
に
近
か
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た

取
り
組
み
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
帰
国
し
て
、

知
識
を
非
常
に
重
く
と
ら
え
る
風
潮
に
接
し
な
が

ら
、
学
習
者
と
楽
し
み
な
が
ら
過
ご
し
た
時
間
を
懐

か
し
く
思
い
だ
し
て
い
る
。

や
ま
さ
き
　
し
ん
い
ち
ろ
う 

神
戸
大
学
附
属
住
吉
中
学
校

教
諭
。総
合
単
元
学
習
の
指
導
内
容
や
授
業
展
開
等
に
つ
い
て
、

現
在
研
究
を
続
け
て
い
る
。
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語
感
を
磨
き
、豊
か
な
言
語
感
覚
を
養
う
授
業
づ
く
り

　
　
　

〜
常
用
漢
字
表
改
定
を
語
彙
指
導
に
生
か
す
〜

鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
立
里
中
学
校

中
村
　
洋
一

は
じ
め
に

　

今
回
の
常
用
漢
字
表
改
定
の
動
き
は
、
教
育
現
場

の
指
導
の
負
担
を
増
す
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
い
っ

ぽ
う
で
、
生
徒
の
漢
字
（
漢
語
）
に
対
す
る
関
心
を

高
め
、
語
感
を
磨
き
、
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
る
態
度
を

培
う
好
機
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

私
は
、
こ
の
機
を
と
ら
え
て
、
生
徒
の
理
解
語
彙

を
表
現
語
彙
へ
と
高
め
る
た
め
に
、
授
業
設
計
の
在

り
方
（
語
彙
指
導
）
を
再
考
す
る
こ
と
に
し
た
。

一　

語
彙
力
の
と
ら
え

　

生
徒
の
語
彙
（
こ
と
ば
）
に
対
す
る
興
味
・
関
心

の
程
度
は
、
生
徒
個
々
が
抱
い
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
、

芸
能
、
歴
史
、
文
化
な
ど
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
、
当

然
に
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
軽
視
し
、
語

の
獲
得
に
と
ら
わ
れ
た
指
導
を
行
う
と
、
生
徒
に
負

担
を
感
じ
さ
せ
る
学
習
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　

語
の
獲
得
変
容
と
は
、
子
ど
も
の
既
有
の
語
彙
体

系
に
未
知
の
語
が
組
み
込
ま
れ
た
り
既
知
の
語
の
意

味
が
変
容
し
た
り
し
て
、
体
系
が
変
化
す
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
語
が
獲
得
さ
れ
た
り
変
容
さ
れ
た
り

す
る
た
め
に
は
、
既
有
の
知
識
体
系
の
一
部
が
、
そ

の
学
習
の
た
め
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
よ
っ
て
「
語
彙
力
」
は
、
教
材
を
学
習
さ
せ
る

中
で
、
文
脈
上
の
意
味
と
の
関
係
に
注
意
し
な
が
ら

語
句
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
身
に
付
け
さ
せ
て

い
く
も
の
。
ま
た
、
使
わ
れ
て
い
る
語
句
の
背
景
や

象
徴
的
な
意
味
を
探
り
な
が
ら
、
豊
か
に
し
て
い
く

も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。

二　

授
業
設
計
の
工
夫

　
「
語
彙
力
」
を
高
め
る
た
め
に
、
生
徒
に
こ
と
ば

を
学
ぶ
意
義
（
言
語
感
覚
が
磨
か
れ
、
理
解
力
や
表

現
力
、
論
理
的
思
考
力
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
豊
か

な
情
緒
が
育
つ
こ
と
）
を
実
感
さ
せ
る
授
業
設
計
を

工
夫
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
師
が
主
体
と
な
っ
て
語

彙
力
や
言
語
感
覚
を
育
て
る
場
（
こ
と
ば
を
学
ば
せ

る
場
）
と
、
生
徒
が
主
体
と
な
っ
て
自
ら
語
彙
力
や

言
語
感
覚
を
高
め
て
い
く
場
（
こ
と
ば
で
学
ぶ
場
）

を
有
機
的
に
関
連
づ
け
た
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
学
ぶ
意

欲
を
高
め
、国
語
学
習
の
必
要
性
を
実
感
し
な
が
ら
、

よ
り
よ
い
こ
と
ば
の
使
い
手
に
な
ろ
う
と
す
る
意
識

や
態
度
を
高
め
て
い
く
と
考
え
た
。

三　
「
こ
と
ば
を
学�

ば
せ
る
」
と�

「
こ
と
ば
で
学
ぶ
」

　
「
こ
と
ば
を
学
ば
せ
る
授
業
」
と
「
こ
と
ば
で
学

ぶ
授
業
」
の
と
ら
え
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
こ
と
ば
を
学
ば
せ
る
授
業
】

　

語
句
や
語
彙
を
習
得
さ
せ
、
言
語
感
覚
を
育

て
る
授
業

・�

教
師
が
意
図
的
に
こ
と
ば
に
着
目
さ
せ
、
美
醜
や

適
否
、
正
誤
に
つ
い
て
検
討
さ
せ
た
り
、
美
し
い

こ
と
ば
、
適
切
な
こ
と
ば
、
正
し
い
こ
と
ば
遣
い

を
じ
っ
く
り
味
わ
わ
せ
た
り
す
る
授
業

・�

辞
書
を
活
用
さ
せ
た
り
、
重
要
語
句
の
見
つ
け
方

を
学
ば
せ
た
り
し
、
そ
の
語
句
が
文
脈
の
中
で
果

た
す
役
割
や
効
果
を
と
ら
え
さ
せ
る
授
業

【
こ
と
ば
で
学
ぶ
授
業
】

　

語
句
や
語
彙
を
豊
か
に
し
、
言
語
感
覚
を
高

め
る
授
業

p14-15_特集.indd   14 10.8.6   9:34:39 AM



15

■特集　常用漢字改定と漢字指導

・�
生
徒
が
習
得
し
た
語
句
や
語
彙
、
言
語
感
覚
を
生

か
し
な
が
ら
、
重
要
語
句
を
見
つ
け
、
文
脈
の
中

で
果
た
す
役
割
や
効
果
を
自
ら
と
ら
え
る
授
業

・�

友
達
と
こ
と
ば

の
美
醜
や
適

否
、
正
誤
等
に

つ
い
て
話
し

合
っ
た
り
、
重

要
語
句
の
関
係

を
と
ら
え
た
り

し
な
が
ら
、
語

彙
力
や
言
語
感

覚
を
高
め
て
い

く
授
業

四　

�

実
践
例
１
（
こ
と
ば
を
学
ば
せ
る
授
業
）

（
一
）
改
定
常
用
漢
字
表
を
活
用
し
た
「
語
感
を
磨

く
」
授
業
（
三
年
）

　
「
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
」
の
微
妙
な
語
感

（
二
）
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る

事
項
」
の
イ
の
イ
「
慣
用
句
・
四
字
熟
語
な
ど
に
関

す
る
知
識
を
広
げ
、
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
な
ど
の

使
い
分
け
に
注
意
し
、
語
感
を
磨
き
語
彙
を
豊
か
に

す
る
こ
と
」

（
三
）
指
導
の
手
だ
て

　

ま
ず
、
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対

す
る
個
々
の
語
感
の
微
妙
な
違
い
に
対
す
る
関
心
を

高
め
、
生
徒
の
内
発
的
動
機
づ
け
を
促
す
た
め
に
、

外
来
語
「
ス
ピ
ー
ド
」
を
和
語
・
漢
語
に
換
え
さ
せ
、

「
速
さ
・
速
度
・
ス
ピ
ー
ド
」
の
微
妙
な
語
感
の
違

い
を
話
し
合
わ
せ
た
。
次
に
、
外
来
語
を
転
化
さ
せ

た
和
製
外
来
語
「
ブ
ル
ー
な
気
持
ち
」
を
提
示
し
、

新
常
用
漢
字
表
か
ら
「
ブ
ル
ー
」
の
部
分
に
合
う
熟

語
「
憂
鬱
」
を
探
ら
せ
、「
ゆ
う
う
つ
・
憂
鬱
・
ブ

ル
ー
」
の
微
妙
な
語
感
の
違
い
を
話
し
合
わ
せ
た
。

さ
ら
に
、
二
つ
の
和
語
「
き
れ
い
」「
美
し
い
」
の

微
妙
な
違
い
を
探
ら
せ
、
新
常
用
漢
字
表
や
辞
書
を

活
用
し
、「
美
し
い
」
の
意
味
を
表
す
次
の
よ
う
な

熟
語
を
抽
出
さ
せ
た
。

・
清
楚
…
品
よ
く
美
し
い�

・
華
美
…
華
や
か
で
美
し
い

・
壮
麗
…
立
派
で
美
し
い�

・
妖
艶
…
あ
や
し
く
美
し
い

・
鮮
麗
…
く
っ
き
り
と
美
し
い

五　

実
践
例
２
（
こ
と
ば
で
学
ぶ
授
業
）

（
一
）
習
得
し
た
語
彙
を
活
用
し
た
「
こ
と
ば
の
魅

力
」
に
触
れ
さ
せ
る
授
業
（
一
年
）

　
「
探
ろ
う
！
言
葉
の
微
妙
な
違
い
（
枕
草
子
）」

（
二
）
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る

事
項
」
の
イ
の
イ
「
語
句
の
辞
書
的
な
意
味
と
文
脈

上
の
意
味
と
の
関
係
に
注
意
し
、語
感
を
磨
く
こ
と
」

（
三
）
指
導
の
手
だ
て

　

ま
ず
、「
朝
焼
け
の
写
真
」
を
提
示
し
、
清
少
納

言
の
描
写
「
を
か
し
」
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
、
自
己

の
語
彙
力
を
尽
く
し
て
情
景
描
写
を
さ
せ
た
。次
に
、

前
時
で
習
得
し
た
「
美
し
い
」
を
表
現
し
微
妙
に
意

味
の
異
な
る
五
つ
の
語
句
（
上
記
）
を
提
示
し
、
自

分
の
思
い
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
を
理
由
も
あ
わ
せ
て

考
え
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
選
ん
だ
語
句
の
異
な
る
者

同
士
が
同
じ
班
に
な
る
よ
う
に
組
み
分
け
、
自
分
の

意
見
を
そ
れ
ぞ
れ
発
表
さ
せ
、
質
問
や
討
論
を
行
わ

せ
、
こ
と
ば
の
微
妙
な
違
い
を
吟
味
、
追
究
す
る
こ

と
の
意
味
・
意
義
に
気
付
か
せ
た
。

お
わ
り
に

　

は
じ
め
に
も
書
い
た
が
、「
読
め
る
が
書
け
な
い

漢
字
の
増
加
」「
こ
と
ば
の
誤
用
や
カ
タ
カ
ナ
語
の

多
用
化
」「
こ
と
ば
の
意
味
の
単
純
化
」
な
ど
が
問

題
視
さ
れ
る
現
況
に
鑑
み
る
と
、
常
用
漢
字
の
改
定

は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
語
彙
学
習
の
好
機
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
メ
ー
ル
の
文
章
に
着
目
さ
せ
る
な
ど
し

て
「
美
し
い
日
本
語
と
は
」
と
い
う
「
自
己
内
対
話
」

を
促
す
た
め
に
、
生
徒
の
「
価
値
観
」
を
「
揺
さ
ぶ

り
」
続
け
、
豊
か
な
言
語
感
覚
を
養
い
た
い
。

な
か
む
ら
　
よ
う
い
ち 

二
三
年
間
、
魅
力
あ
る
授
業
づ
く
り

を
模
索
し
て
い
る
。
漱
石
の
よ
う
な
愛
、松
蔭
の
よ
う
な
情
熱
、

海
舟
の
よ
う
な
広
い
視
野
を
も
っ
た
教
師
、
い
や
先
生
に
な
り

た
い
。
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溺 デキ
おぼれる

塡 テン

妬 ト
ねたむ

賭 ト
かける

藤 トウ
ふじ

瞳 ドウ
ひとみ

栃 とち

頓 トン

貪 ドン
むさぼる

丼 どんぶり
どん

那 ナ

奈 ナ

梨 なし

謎［謎］なぞ
鍋 なべ

匂 におう

虹 にじ

捻 ネン

罵 バ
ののしる

剝 ハク
はがす
はぐ
はがれる
はげる

箸 はし

氾 ハン

汎 ハン

阪 ハン

斑 ハン

眉 ビ
ミ
まゆ

膝 ひざ

肘 ひじ

阜 フ

訃 フ

蔽 ヘイ

餅［餅］
　（餠）

ヘイ
もち

璧 ヘキ

蔑 ベツ
さげすむ

哺 ホ

蜂 ホウ
はち

貌 ボウ

頰 ほお

睦 ボク

勃 ボツ

昧 マイ

枕 まくら

蜜 ミツ

冥 メイ
ミョウ

麺（麵）メン
冶 ヤ

弥（彌）や

闇 やみ

喩 ユ

湧 ユウ
わく

妖 ヨウ
あやしい

瘍 ヨウ

沃 ヨク

拉 ラ

辣 ラツ

藍 ラン
あい

璃 リ

慄 リツ

侶 リョ

瞭 リョウ

瑠 ル

呂 ロ

賂 ロ

弄 ロウ
もてあそぶ

籠 ロウ
かご
こもる

麓 ロク
ふもと

脇 わき

＜音訓の変更＞
1	 側	（訓：かわ）→「がわ」と変更。

＜音訓の追加＞
1	 委	（訓：ゆだねる）
2	 育	（訓：はぐくむ）
3	 応	（訓：こたえる）
4	 滑	（音：コツ）
5	 関	（訓：かかわる）
6	 館	（訓：やかた）
7	 鑑	（訓：かんがみる）
8	 混	（訓：こむ）
9	 私	（訓：わたし）
10	臭	（訓：におう）

11	旬	（音：シュン）
12	伸	（訓：のべる）
13	振	（訓：ふれる）
14	粋	（訓：いき）
15	逝	（訓：いく）
16	拙	（訓：つたない）
17	全	（訓：すべて）
18	創	（訓：つくる）
19	速	（訓：はやまる）
20	他	（訓：ほか）

21	中	（音：ジュウ）
22	描	（訓：かく）
23	放	（訓：ほうる）
24	務	（訓：つとまる）
25	癒	（訓：いえる・いやす）
26	要	（訓：かなめ）
27	絡	（訓：からめる）
28	類	（訓：たぐい）

＜音訓の削除＞
1	 畝	（訓：せ） 2	 疲	（訓：つからす） 3	 浦	（音：ホ）

＜削除字種＞

勺 シャク

錘 スイ
つむ

銑 セン

脹 チョウ

匁 もんめ

現行「常用漢字表」から追加・削除された字種、変更・追加・削除された音訓の一覧表を以下に示しました。
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■特集　常用漢字改定と漢字指導

＜追加字種＞

漢字 音訓

挨 アイ

曖 アイ

宛 あてる

嵐 あらし

畏 イ
おそれる

萎 イ
なえる

椅 イ

彙 イ

茨 いばら

咽 イン

淫 イン
みだら

唄 うた

鬱 ウツ

怨 エン
オン

媛 エン

艶（艷）エンつや
旺 オウ

岡 おか

臆 オク

俺 おれ

苛 カ

牙 ガ
ゲ
きば

瓦 ガ
かわら

楷 カイ

潰 カイ
つぶす
つぶれる

諧 カイ

崖 ガイ
がけ

蓋 ガイ
ふた

骸 ガイ

柿 かき

顎 ガク
あご

葛 カツ
くず

釜 かま

鎌 かま

韓 カン

玩 ガン

伎 キ

亀（龜）キかめ
毀 キ

畿 キ

臼 キュウ
うす

嗅 キュウ
かぐ

巾 キン

僅 キン
わずか

錦 キン
にしき

惧 グ

串 くし

窟 クツ

熊 くま

詣 ケイ
もうでる

憬 ケイ

稽 ケイ

隙 ゲキ
すき

桁 けた

拳 ケン
こぶし

鍵 ケン
かぎ

舷 ゲン

股 コ
また

虎 コ
とら

錮 コ

勾 コウ

梗 コウ

喉 コウ
のど

乞 こう

傲 ゴウ

駒 こま

頃 ころ

痕 コン
あと

沙 サ

挫 ザ

采 サイ

塞 サイ
ソク
ふさぐ
ふさがる

埼 さい

柵 サク

刹 サツ
セツ

拶 サツ

斬 ザン
きる

恣 シ

摯 シ

餌［餌］ジえさ
え

鹿 しか
か

叱 シツ
しかる

嫉 シツ

腫 シュ
はれる
はらす

呪 ジュ
のろう

袖 シュウ
そで

羞 シュウ

蹴 シュウ
ける

憧 ショウ
あこがれる

拭 ショク
ふく
ぬぐう

尻 しり

芯 シン

腎 ジン

須 ス

裾 すそ

凄 セイ

醒 セイ

脊 セキ

戚 セキ

煎 セン
いる

羨 セン
うらやむ
うらやましい

腺 セン

詮 セン

箋 セン

膳 ゼン

狙 ソ
ねらう

遡［遡］ソさかのぼる
曽（曾）ソウゾ
爽 ソウ

さわやか

痩［瘦］ソウやせる
踪 ソウ

捉 ソク
とらえる

遜［遜］ソン
汰 タ

唾 ダ
つば

堆 タイ

戴 タイ

誰 だれ

旦 タン
ダン

綻 タン
ほころびる

緻 チ

酎 チュウ

貼 チョウ
はる

嘲 チョウ
あざける

捗 チョク

椎 ツイ

爪 つめ
つま

鶴 つる

諦 テイ
あきらめる

改定常用漢字表に関する資料	 文化審議会「改定常用漢字表（答申案）	平成22年６月７日」による。
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実践
交流
小学国語
─低学年─

一　

情
報
を
読
む

　

低
学
年
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、
教
科
書
の
説
明
文

は
、
新
た
な
知
識
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
が
詰

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、大
体
の
情
報
が
わ
か
る
と
、

子
ど
も
は
満
足
し
、文
章
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
国
語
科
の
授
業
で
は
、
新
た
な
知
識
を
得
る

た
め
だ
け
に
読
ん
で
い
く
訳
に
は
い
か
な
い
。

　

低
学
年
で
は
、必
要
な
情
報
を
確
か
に
取
り
出
し
、

表
現
に
拓
い
て
い
き
た
い
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
が
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

○�　

子
ど
も
が
「
読
み
誤
り
そ
う
な
情
報
」
や

「
読
み
の
浅
い
情
報
」
に
つ
い
て
の
発
問

　

一
読
で
は
、情
報
を
つ
か
み
に
く
い
部
分
が
あ
る
。

例
え
ば
、
順
序
が
複
雑
で
あ
る
部
分
や
、
情
報
不
足

で
あ
る
部
分
な
ど
で
あ
る
。
授
業
で
は
、
そ
の
よ
う

な
文
章
に
、
子
ど
も
を
向
か
わ
せ
、
確
か
に
情
報
を

取
り
出
さ
せ
た
い
。

○　

取
り
出
し
た
情
報
の
再
表
現

　

説
明
文
の
授
業
で
は
、
取
り
出
し
た
情
報
を
加
工

し
、自
分
の
言
葉
で
表
現
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
。

表
現
に
至
っ
て
こ
そ
、
情
報
が
読
め
た
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
低
学
年
で
は
、「
文
章
に
登
場
す
る
も
の

の
立
場
に
立
っ
て
、表
現
す
る
活
動
」、高
学
年
で
は
、

「
筆
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
書
き
換
え
た
り
、
書
き

加
え
た
り
す
る
活
動
」
が
考
え
ら
れ
る
。

二　

単
元
に
つ
い
て

１　

単
元
名　

「
読
ん
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
合
お
う
」

（「
ど
ん
ぐ
り
と
ど
う
ぶ
つ
た
ち
」（
日
本
文
教
出
版

二
年
下
））

２　

単
元
の
目
標

⑴�　

文
章
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
み
ず

な
ら
の
木
や
動
物
に
な
り
き
っ
て
、
進
ん
で
表
現

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

⑵�　

み
ず
な
ら
の
木
と
動
物
た
ち
の
共
生
の
様
子

を
、
叙
述
に
即
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

３　

単
元
計
画
（
約
五
時
間
）

第
一
次�　

全
文
を
通
読
し
、
驚
い
た
こ
と
や
不
思
議

な
こ
と
を
書
く
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
①

第
二
次�　

み
ず
な
ら
の
木
と
動
物
た
ち
の
共
生
の
様

子
を
読
み
取
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
③

第
三
次　

動
物
た
ち
に
手
紙
を
書
く
・
・
・
・
・
①

三　

授
業
の
実
際

　

第
二
次
三
時
で
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
部
か
ら
本

論
部
の
情
報
を
読
ま
せ
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
み
ず
な
ら
の
木
は
、
ど
う
ぶ
つ
た
ち
に
、

ど
ん
ぐ
り
と
い
う
、
た
い
せ
つ
な
食
べ
も
の
を
あ
た
え
ま

す
。
そ
の
か
わ
り
、
り
す
や
ね
ず
み
な
ど
の
ど
う
ぶ
つ
た

ち
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
、
ど
ん
ぐ
り
を
木
に
そ
だ
て
る

手
つ
だ
い
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　

本
論
部
は
、
地
面
や
土
の
中
に
あ
っ
た
ど
ん
ぐ
り

の
行
方
が
具
体
的
に
説
明
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
結

論
部
に
あ
る
、「
手
つ
だ
い
」
の
内
実
に
つ
い
て
は
、

直
接
的
に
書
か
れ
て
な
い
。そ
こ
で
、子
ど
も
は
、「
手

情
報
を
確
か
に
取
り
出
し
、

自
分
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
説
明
的
文
章
の
授
業

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
小
学
校 

井
原
　
哲
典
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Ｔ�　

ど
こ
へ
行
っ
た
ど
ん
ぐ
り
が
木
に
な
る
の

か
な
。

Ｃ�　

十
三
段
落
に
「
土
の
あ
さ
い
と
こ
ろ
に
の

こ
っ
た
ど
ん
ぐ
り
が
、め
を
出
し
て
い
ま
す
」

と
書
い
て
あ
っ
た
よ
。

Ｃ　

浅
い
所
に
、
た
ま
た
ま
残
っ
た
の
だ
ね
。

Ｔ　

そ
れ
は
、
手
伝
い
と
言
え
る
の
か
な
。

Ｃ�　

た
ま
た
ま
で
も
、
ど
ん
ぐ
り
を
浅
い
所
に

埋
め
た
の
だ
か
ら
、
手
伝
い
と
言
え
る
よ
。

Ｃ�　

わ
た
し
も
、ち
ゃ
ん
と
埋
め
て
い
る
か
ら
、

手
伝
い
だ
と
思
う
。

　

こ
ん
な
や
り
取
り
の
中
で
、
教
師
は
ど
ん
ぐ
り
の

行
方
と
、
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
板
書
で
整

理
し
た
。
そ
し
て
、
浅
い
所
に
残
っ
た
ど
ん
ぐ
り
が

木
に
な
る
こ
と
を
確
か
め
、
次
の
よ
う
に
問
う
た
。

Ｔ�　

み
ず
な
ら
の
木
は
、
動
物
た
ち
に
何
か
言

い
た
い
こ
と
は
な
い
か
な
。

Ｃ�　
「
ど
ん
ぐ
り
を
木
に
育
て
る
手
つ
だ
い
を

し
て
く
れ
、あ
り
が
と
う
」
と
言
い
た
い
よ
。

Ｃ�　

き
っ
と
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
い
た
い
よ

ね
。

Ｃ�　

で
も
、
動
物
た
ち
も
ど
ん
ぐ
り
を
食
べ
て

い
る
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」
と
思
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
教
師
が
り
す
役
、
子
ど
も
が
み
ず
な
ら
の

木
役
に
な
っ
て
対
話
劇
を
行
っ
た
。そ
れ
を
参
考
に
、

つ
だ
い
」
に
つ
い
て
、
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
。

Ｔ�　

り
す
や
ね
ず
み
な
ど
の
動
物
た
ち
は
、
ど

の
よ
う
に
「
ど
ん
ぐ
り
を
木
に
そ
だ
て
る
手

つ
だ
い
」
を
し
て
い
る
か
な
。

Ｃ　

ど
ん
ぐ
り
を
土
の
中
に
埋
め
て
い
る
よ
。

Ｔ　

ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
。

Ｃ�　

十
一
段
落
に
書
い
て
あ
る
よ
。
で
も
、
ほ

と
ん
ど
食
べ
ら
れ
る
け
ど
ね
。

Ｔ　

そ
れ
は
、
手
伝
い
か
な
。

Ｃ�　

食
べ
た
ら
、
木
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
手

伝
い
で
は
な
い
ね
。

Ｃ�　

食
べ
残
し
て
、「
そ
の
ま
ま
の
こ
っ
た
も

の
」
が
、
木
に
な
る
よ
。

Ｃ　

ぼ
く
も
、
そ
う
だ
と
思
う
よ
。

Ｃ�　

あ
と
、
隠
し
た
所
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た

ど
ん
ぐ
り
も
、
木
に
な
る
よ
。

Ｔ�　

土
の
中
の
ど
ん
ぐ
り
は
、
全
部
木
に
な
る

の
か
な
。

Ｃ　

全
部
で
は
な
い
。芽
が
出
な
い
の
も
あ
る
。

Ｔ　

ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
。

Ｃ�　

十
二
段
落
に
「
土
の
ふ
か
い
と
こ
ろ
に
の

こ
っ
た
ど
ん
ぐ
り
は
、
め
が
土
の
上
ま
で
出

ら
れ
ず
に
、
か
れ
て
い
ま
す
」
と
書
い
て
あ

る
。
だ
か
ら
、
土
の
深
い
所
に
残
っ
た
ど
ん

ぐ
り
は
、
芽
が
出
な
い
の
だ
よ
。

次
の
よ
う
な
対
話
劇
の
シ
ナ
リ
オ
を
作
っ
て
い
っ

た
。木�　

　

ど
ん
ぐ
り
を
土
の
あ
さ
い
と
こ
ろ
に
う

め
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
。

り
す　

え
っ
。
ぼ
く
、
食
べ
ち
ゃ
っ
た
よ
。

木�　
　

じ
つ
は
ね
、
食
べ
て
な
か
っ
た
ど
ん
ぐ

り
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。

り
す　

へ
え
、そ
う
な
ん
だ
。
知
ら
な
か
っ
た
。

木　
　

お
か
げ
で
、
な
か
間
が
ふ
え
た
よ
。

り�

す　

い
え
い
え
。
ぼ
く
た
ち
も
、
み
ず
な
ら

さ
ん
の
ど
ん
ぐ
り
を
食
べ
て
い
る
よ
。
こ
ち

ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
。

四　

成
果
と
今
後
の
課
題

　

読
み
取
り
に
く
い
情
報
に
つ
い
て
問
う
こ
と
で
、

子
ど
も
は
文
章
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
今
後
、
表
現

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
が
文
章
に
向
か
い
、
情
報
を

取
り
出
し
て
い
く
よ
う
な
実
践
を
工
夫
し
た
い
。

〔
参
考
文
献
〕
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仁
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授
業
』
明

治
図
書
、
一
九
九
七
年

い
は
ら
　
あ
き
の
り 

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
小
学
校

教
諭
。
最
近
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
読
む
こ
と
の
学
習
に
お
け
る

表
現
活
動
の
工
夫
」
で
あ
り
、
実
践
的
研
究
を
進
め
て
い
る
。

●実践交流　小学国語 ─低学年─
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実践
交流
小学国語
─中学年─

一　

は
じ
め
に

　

四
年
生
の
詩
の
授
業
の
ね
ら
い
は
、「
人
物
の
気

持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
声
に
出
し
て
読
む
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、あ
る
一
つ
の
表
現
に
着
目
し
、

「
こ
こ
で
の
表
現
か
ら
人
物
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
わ

か
る
か
」
と
発
問
し
て
も
、
な
か
な
か
子
ど
も
か
ら

芳
し
い
反
応
は
返
っ
て
こ
な
い
。
自
分
の
解
釈
に
対

し
て
自
信
が
も
て
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

指
導
方
法
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
た
と
き
、
井
関
義

久
先
生
の
著
書
『
学
び
方
を
学
ぶ
分
析
批
評
』（
明

治
図
書
）
を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
解
釈

の
仕
方
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

「
作
者
が
何
を
考
え
て
い
る
か
、
で
は
な
く
、
読
者

と
し
て
ど
う
考
え
る
か
、
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
当
然

の
よ
う
に
、
自
分
の
問
題
意
識
に
ひ
き
つ
け
た
曲
解

に
基
づ
い
て
、
勝
手
に
納
得
す
る
こ
と
も
あ
る
。」

　

私
は
、
そ
れ
ま
で
正
解
を
求
め
る
あ
ま
り
、
全
員

に
同
じ
よ
う
な
解
釈
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、

自
分
の
感
じ
た
意
見
を
述
べ
る
ど
こ
ろ
か
、
人
物
の

気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
こ
と
な
ど
不
可
能
で

あ
っ
た
。

二　

思
い
を
伝
え
る
詩
文
字
と
の
出
会
い

　

全
員
の
思
い
を
大
切
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
一
つ

ひ
と
つ
の
表
現
に
対
し
て
、
全
員
の
解
釈
を
聞
い
て

い
た
の
で
は
、
指
導
時
間
を
超
過
し
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
考
え
つ
い
た
の
が
、
上
の
詩
文
字
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ミ
ニ
文
字
は
教
室
が
静
か
な
状
態
で

や
っ
と
聞
こ
え
る
よ
う
な
声
、
そ
れ
に
対
し
て
、
特

大
文
字
は
叫
ぶ
と
き
の
よ
う
な
声
の
大
き
さ
で
あ

る
。
太
線
文
字
は
、「
強
い
気
持
ち
を
伝
え
た
い
」

と
き
、
二
重
線
文
字
は
、「
不
思
議
な
感
じ
を
伝
え

た
い
」
と
き
、
波
線
文
字
は
、「
相
手
に
対
す
る
恐

れ
を
表
す
」と
き
に
使
う
。丸
文
字
は
、「
う
れ
し
い
・

幸
せ
な
気
持
ち
を
伝
え
た
い
」
と
き
に
使
い
、
そ
の

感
情
が
さ
ら
に
強
く
な
る
と
花
丸
文
字
と
な
る
。
ま

た
、
く
る
く
る
文
字
は
、「
ユ
ニ
ー
ク
な
感
情
を
伝

え
た
い
」
と
き
に
、
音
符
文
字
は
、「
歌
い
た
く
な

る
よ
う
に
楽
し
い
」
と
き
に
使
う
な
ど
、
楽
し
さ
や

う
れ
し
さ
で
も
変
化
を
付
け
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
創
作
文
字
を
使
え
ば
、
三
つ
の
利
点

が
あ
っ
た
。
一
つ
目
は
、
子
ど
も
が
間
違
え
る
こ
と

を
気
に
せ
ず
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
進
め
ら
れ
る
こ

詩
文
字
が
創
り
だ
す
豊
か
な
音
読
の
世
界

〜
思
い
を
伝
え
る
創
作
文
字
は
詩
の
音
読
の
楽
譜
〜

神
奈
川
県
相
模
原
市
立
大
沼
小
学
校 

齋
藤
　
浩

ミニ文字 小文字 中文字 大文字 特大文字

中太線文字 極太線文字 二重線文字 波線文字 二重波線文字

丸文字 花丸文字 キラキラ文字 ピカピカ文字 涙文字

くるくる文字 音符文字 ふわふわ文字 ドーンと文字 もっと言いたい文字
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「
ふ
し
ぎ
」
の
中
太
線
文
字
も
、「
た
ま
ら
な
い
」

の
二
重
線
文
字
も
、
後
半
に
い
く
ほ
ど
、
ど
ん
ど
ん

大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
不
思
議

で
た
ま
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
増
幅
し
て
い
く

様
子
が
見
て
と
れ
る
。

四　

詩
文
字「
音
読
発
表
会
」

　

四
月
下
旬
に
行
っ
た
音
読
発
表
会
は
、
授
業
参
観

と
し
た
。
多
く
の
保
護
者
の
前
で
緊
張
す
る
と
思
い

き
や
、ま
る
で
だ
れ
も
観
客
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
、

全
員
が
堂
々
と
そ
し
て
ゆ
っ
た
り
と
音
読
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
。
そ
の
理
由
を
何
人
か
に
聞
い
た
。

「
詩
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
意
識
し
て
き
た
の
で
、

本
番
も
練
習
と
同
じ
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
。」

「
自
分
の
詩
の
読
み
方
は
良
い
と
い
う
自
信
が
あ
っ

た
の
で
、
本
番
で
も
あ
わ
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。」

　

参
観
し
た
保
護
者
の
方
に
も
感
想
を
聞
い
た
。

「
全
員
が
こ
れ
ほ
ど
堂
々
と
読
め
る
の
は
す
ご
い
と

思
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
前
を
向
く
だ
け
で
な
く
、
伝

え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。」

「
同
じ
よ
う
な
音
読
が
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
人
ひ
と
り
一
生
懸
命
考
え
た
こ
と
が
、
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
。」

　

子
ど
も
た
ち
は
、
詩
文
字
を
使
っ
た
り
創
っ
た
り

し
て
い
く
過
程
で
、
詩
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
た

よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
発
表
会
で
は
、
詩
の
世
界

と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
の
解
釈
に
し
た
根
拠
を

書
く
時
間
を
短
縮
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。三
つ
目
は
、

詩
文
字
自
体
が
音
読
を
す
る
際
の
楽
譜
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。

三　

詩
文
字
を
使
っ
た
作
品

　

授
業
で
は
、
金
子
み
す
ゞ
氏
の
作
品
「
ふ
し
ぎ
」

を
扱
っ
た
。
こ
の
子
は
「
ふ
し
ぎ
で
た
ま
ら
な
い
」

と
い
う
表
現
を
中
心
に
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

に
完
全
に
入
り
込
ん
で
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
た
。

五　

お
わ
り
に

　

今
ま
で
の
詩
の
授
業
で
あ
れ
ば
、子
ど
も
た
ち
は
、

「
間
違
え
た
ら
、
恥
ず
か
し
い
。」

と
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
詩
文
字
を
創
る

過
程
で
、
間
違
い
は
存
在
し
な
い
。
教
師
も
、
ク
ラ

ス
の
仲
間
も
、
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
し
な

い
。
そ
の
子
が
そ
う
解
釈
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

判
断
に
口
を
は
さ
む
権
利
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
創
造
的
な
音
読
に
つ
な
げ
る
こ
と

も
可
能
に
な
っ
た
。

「
こ
ん
な
大
き
な
声
で
読
ん
だ
ら
、
恥
ず
か
し
い
。」

「
こ
ん
な
表
情
で
読
ん
だ
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
。」

そ
ん
な
様
子
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

以
前
私
は
、
子
ど
も
に
も
っ
と
気
持
ち
を
込
め
て

読
む
よ
う
に
と
、
平
気
で
そ
の
子
の
心
を
傷
つ
け
る

指
示
を
頻
発
し
て
い
た
。
だ
が
、本
実
践
を
通
し
て
、

子
ど
も
の
力
を
引
き
出
す
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た

め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

さ
い
と
う
　
ひ
ろ
し 

著
書
に
『
こ
れ
か
ら
の
「
総
合
的
な
学

習
」
─
情
報
の
活
用
力
を
育
む
─
』（
学
文
社
）。「
情
報
活
用

能
力
が
育
む
話
す
力
」（
日
本
国
語
教
育
学
会
）
な
ど
論
文
も

多
数
。

●実践交流　小学国語 ─中学年─
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実践
交流
中学国語

一　

は
じ
め
に

　

本
校
は
平
成
二
一
年
度
よ
り
県
の
「
学
力
向
上
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
国
語
力
向
上
の
た
め
の
実
践
研
究
）」

（
二
二
年
度
よ
り
「
学
び
の
充
実
促
進
事
業
」
に
名

称
変
更
）
の
研
究
指
定
を
受
け
て
い
る
。「
国
語
力

の
向
上
が
学
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
仮
説

の
も
と
取
り
組
ん
で
き
た
。「
国
語
力
」
が
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、
研
究
の
中
心
が
国
語
科
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、実
践
は
全
て
の
教
科（
領
域
）で
行
っ
て
い
る
。

　

各
教
科
（
領
域
）
に
お
い
て
、「
国
語
力
の
向
上
」

の
指
導
に
つ
な
が
る
部
分
を
明
確
に
し
、
教
科
（
領

域
）
独
自
の
方
法
で
の
指
導
も
行
っ
て
い
る
。

　

同
志
社
大
学
講
師
の
遠
藤
瑛
子
先
生
の
ご
指
導
に

よ
り
、
各
教
科
と
も
、
基
本
的
な
取
り
組
み
を
共
通

認
識
し
て
実
践
を
続
け
て
い
る
。

二　
「
国
語
力
」と
は

　
「
国
語
力
」と
は
単
に「
国
語
の
学
力
」で
は
な
く
、

各
教
科
に
共
通
し
て
必
要
な
力
で
あ
る
。

本
校
で
は
「
国
語
力
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

　

①
的
確
に
聞
き
取
る
力

　

②
自
分
の
考
え
を
的
確
に
伝
え
る
能
力

　

③
読
解
力

　

④
言
語
力

　
　
　
　
　
　

↓

※
現
実
社
会
に
お
い
て
、
目
的
に
応
じ
た
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
を
み
つ
け
、
解
決
す
る
た
め
の
基

礎
と
な
る
能
力
。

　

・�

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力（
話
し
合
う
、

説
明
す
る
）

　

・�

自
ら
考
え
行
動
す
る
能
力
（
判
断
力
、
思

考
力
）

三　

国
語
科
の
基
本
的
な
実
践

　

①
毎
時
間
、
学
習
の
主
題
、
到
達
目
標
を
提
示
す

る
。

　

黒
板
に
、
そ
の
授
業
の
主
題
（
学
習
内
容
）
と
到

達
目
標
（
な
る
べ
く
具
体
的
な
行
動
目
標
と
な
る
よ

う
に
）
を
板
書
し
、生
徒
に
読
ま
せ
る
。
こ
れ
は
「
学

習
者
」
と
し
て
意
識
づ
け
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い

る
。

　

ま
た
、
事
前
に
学
習
手
順
を
示
し
、
生
徒
自
身
の

学
習
進
度
に
応
じ
た
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。（
二
一
年
度　

全
国
学
力
・
学
習
状

況
調
査
の
『
予
習
す
る
』
の
ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
に
つ

な
が
っ
た
。）

　

②
小
集
団
学
習
（
協
同
学
習
）
の
充
実

　

自
分
の
考
え
や
意
見
を
も
ち
、
協
同
学
習
で
発
表

し
て
い
く
こ
と
は
、「
伝
え
る
」
た
め
の
文
章
力
、

表
現
力
を
高
め
る
。
小
集
団
学
習
（
協
同
学
習
）
を

行
う
と
き
気
を
つ
け
る
こ
と
は
、「
発
言
力
の
あ
る

生
徒
の
考
え
」
＝
「
班
の
考
え
」
に
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
役
割
分
担
を

し
っ
か
り
と
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

伝
え
あ
い
、学
び
あ
い
、高
め
あ
う
力
の
育
成

〜
学
び
の
充
実
促
進
事
業
に
お
け
る
国
語
科
の
役
割
〜

兵
庫
県
三
田
市
立
富
士
中
学
校 

岡
本
　
俊
明
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④
「
定
期
テ
ス
ト
診
断
直
し
」

　

定
期
テ
ス
ト
終
了
後
、
テ
ス
ト
の
振
り
返
り
と
し

て
、
次
の
観
点
で
書
か
せ
て
い
る
。

　

・
ど
の
よ
う
に
勉
強
し
た
の
か

　

・
勉
強
し
た
結
果
ど
う
だ
っ
た
か

　

・
勉
強
の
や
り
方
は
自
分
に
合
っ
て
い
た
か

　

・�

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
勉
強
す
れ
ば
よ
い
と
思

う
か

　

・
次
回
テ
ス
ト
に
向
け
て
の
決
意

　

こ
の
よ
う
に
、
自
分
を
振
り
返
り
「
考
え
を
ま
と

め
る
力
」
は
「
確
か
な
学
力
」
に
つ
な
が
る
。
回
収

し
た
「
定
期
テ
ス
ト
診
断
直
し
」
は
、一
人
一
人
に
、

学
習
方
法
や
注
意
事
項
な
ど
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
記
入

し
て
返
却
し
て
い
る
。

　

本
年
度
は
、
全
教
科
の
①
単
元
（
教
材
）
名
、
②

単
元
（
教
材
）
の
目
標
、
③
評
価
基
準
、
④
具
体
的

評
価
方
法
を
ま
と
め
た
「
シ
ラ
バ
ス
」
を
作
成
し
、

年
度
初
め
に
全
校
生
に
配
布
、
説
明
を
し
た
。
国
語

科
で
は
「
学
習
の
進
め
方
」
と
し
て
、
予
習
・
復
習

の
仕
方
、
ノ
ー
ト
の
と
り
方
、
テ
ス
ト
の
答
案
の
書

き
方
等
に
つ
い
て
も
説
明
を
し
た
。

四　

生
徒
の
学
習
意
欲
の
向
上
に

�

特
に
効
果
が
あ
っ
た
指
導

　

①�

評
価
規
準
、
具
体
的
評
価
方
法
の
確
認
（
シ
ラ

バ
ス
、
教
材
ご
と
）

　
［
小
集
団
学
習　

役
割
分
担
の
例
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
＝
司
会　

Ｄ
＝
質
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
＝
記
録　

Ｅ
＝
質
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
＝
発
表　

Ｆ
＝
盛
上
げ
係

　

現
在
、
小
集
団
学
習
（
協
同
学
習
）
は
、
生
活
班

を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
た
め
一
班
の
人
数
が
六

〜
七
人
に
な
っ
て
い
る
が
、
一
班
の
人
数
は
、
四
人

程
度
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
。

　

③
発
表
の
仕
方
の
徹
底

発
表
す
る
と
き
の
約
束

　

①
発
表
は
挙
手
を
し
て

　

②
指
名
さ
れ
た
ら
「
は
い
」
と
返
事

　

③
起
立
を
し
て

　

④
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
聞
こ
え
る
よ
う
に

　

⑤
「
〜
で
す
。」
語
尾
ま
で
は
っ
き
り

　
　

※
「
話
し
手
」
は
い
つ
も
一
人
だ
け

　

発
表
は
、
教
師
に

対
し
て
行
う
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も

教
室
に
い
る
生
徒
に

聞
こ
え
る
よ
う
に
さ

せ
る
。
自
分
た
ち
が

学
ぶ
場
で
あ
る
と
い

う
意
識
を
も
た
せ
る

こ
と
を
意
図
す
る
。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

　

②�

群
読
、
劇
等
の
発
表
に
対
し
、
観
点
を
明
確
に

し
た
相
互
評
価

　

③
デ
ィ
ベ
ー
ト
活
動
な
ど
を
通
し
た
討
論
の
学
習

　

④�

「
対
話
劇
」
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
の
意
思
や

価
値
観
を
き
ち
ん
と
相
手
に
伝
え
る
学
習

　

⑤
小
説
を
題
材
に
し
た
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

　

⑥
ミ
ニ
作
文
用
紙
に
よ
る
表
現
活
動

五　

お
わ
り
に

　
「
生
徒
に
求
め
る
力
」＝「
教
師
に
求
め
ら
れ
る
力
」

と
い
う
考
え
の
も
と
、
教
師
の
国
語
力
の
向
上
に
つ

い
て
も
取
り
組
み
を
進
め
、
遠
藤
先
生
ご
指
導
の
演

習
に
よ
る
研
修
会
を
重
ね
て
き
た
。
具
体
的
な
実
践

内
容
に
つ
い
て
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
研

究
を
進
め
る
な
か
で
、
教
師
の
授
業
改
革
、
意
欲
が

生
徒
の
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が
っ
た
と
思
う
。

研
究
の
成
果
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
の

検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
研
究
に
お
け
る
国
語
科

の
役
割
を
十
分
に
認
識
し
、
授
業
形
態
・
内
容
の
工

夫
を
率
先
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
。

お
か
も
と
　
と
し
あ
き 

昭
和
五
四
年
よ
り
兵
庫
県
公
立
中
学

校
に
勤
務
。平
成
二
〇
年
度
よ
り
三
田
市
立
富
士
中
学
校
勤
務
。

研
究
主
任
。
三
田
市
「
三
好
達
治
」
研
究
会
会
員
。
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実践
交流
中学国語

一　

は
じ
め
に

　

読
書
指
導
は
今
ま
で
一
般
的
に「
本
を
読
む
こ
と
」

そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
指
導
や
図
書
館
作
り
が
な

さ
れ
て
き
た
し
、
私
自
身
も
長
く
そ
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
実
践
し
て
き
た
。
し
か
し
指
導
要
領
の
改
定

に
伴
い
、
授
業
の
中
で
「
読
書
」
を
扱
う
こ
と
の
意

味
を
考
え
た
と
き
、「
読
書
を
通
し
て
つ
け
た
い
力
」

を
明
確
に
目
標
に
置
き
、
系
統
的
に
指
導
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
。
つ
ま
り
読

書
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
発
想
で
あ

る
。
そ
れ
を
読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
と
名
付
け
、
そ
の
指

導
と
評
価
の
研
究
を
行
っ
た
の
が
、
第
三
八
回
全
日

本
中
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会
第
五
分
科
会
で
の

発
表
で
あ
る
。

二　

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は

　

新
学
習
指
導
要
領「
読
む
こ
と
」の
指
導
事
項「
読

書
と
情
報
活
用
」
の
内
容
か
ら
、
読
書
リ
テ
ラ
シ
ー

を
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー

Ａ�　

目
的
を
も
っ
て
本
を
選
び
、
情
報
を
取
り

出
す
力

Ｂ�　

本
を
読
み
、
説
明
し
た
り
、
感
想
を
発
表

し
た
り
す
る
力

Ｃ�　

本
を
読
み
視
点
を
も
っ
て
批
評
し
た
り
す

る
力

Ｄ　

複
数
の
本
を
読
み
、
内
容
を
比
較
す
る
力

Ｅ�　

複
数
の
本
を
読
ん
で
自
分
の
考
え
を
も

ち
、
意
見
を
交
わ
し
合
う
力

　

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
は
大
ま
か
に
学
年
進
行
に
対
応
し
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
授
業
を
し
た
ら
よ
い
か
の

提
案
を
行
っ
た
。

三�　

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
に
沿
っ
た

�
系
統
的
な
授
業

　

い
く
つ
か
の
例
を
紹
介
す
る
。

・
一
年
生
「
図
書
館
の
使
い
方
」

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
Ａ

　
　

�

学
校
図
書
館
や
公
共
図
書
館
の
使
い
方
に
つ
い

て
知
る
。

・
一
年
生
「
広
が
る
読
書
」

　
　

�

テ
ー
マ
を
決
め
て
本
を
選
び
、
引
用
等
を
入
れ

て
紹
介
す
る
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
Ｂ

・
一
年
生
「
○
○
中
学
校
推
薦
図
書
」
作
り

　
　

�

推
薦
図
書
を
選
び
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
入
れ

て
紹
介
文
を
書
き
、
冊
子
を
つ
く
る
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
Ｃ

・
二
年
生
「
批
評
的
な
読
み
」

　
　

人
物
像
を
読
み
取
り
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
Ｄ

・
二
年
生
「
比
べ
読
み
」

　
　

複
数
の
本
を
読
み
比
べ
、
考
え
を
深
め
る
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
Ｅ

・
三
年
生
「
読
書
交
流
会
」

　
　

�

一
冊
の
本
か
ら
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
関
連
し
た

本
を
読
み
、
読
書
交
流
会
を
開
く
。

読
書
リ
テ
ラ
シ
ー
と
そ
の
指
導

練
馬
区
立
開
進
第
二
中
学
校 

深
澤
　
眞
知
子
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Ｂ
評
価
の
基
準

・「
高
瀬
舟
」
を
読
み
、「
足
る
を
知
る
」
と
い
う
喜

助
の
生
き
方
や
「
安
楽
死
」
の
問
題
を
読
み
取
り
、

そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

・「
高
瀬
舟
」
か
ら
疑
問
を
広
げ
て
読
書
の
テ
ー
マ

を
見
つ
け
、そ
れ
に
関
す
る
本
を
意
欲
的
に
読
み
、

読
書
の
幅
を
広
げ
る
。

・
読
書
交
流
会
を
通
し
て
自
分
の
考
え
を
伝
え
た

り
、
他
人
の
考
え
を
理
解
し
た
り
し
て
再
度
「
高

瀬
舟
」
の
主
題
に
迫
り
、
読
み
を
深
め
る
。

（
三
）　

指
導
の
実
際

第
一
時
〜
三
時　
「
高
瀬
舟
」
を
読
み
、
事
件
の
概

要
と
主
人
公
の
考
え
な
ど
を
理
解
さ
せ
る
。

第
四
時
と
家
庭
学
習　

読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と

に
読
書
テ
ー
マ
を
考
え
さ
せ
る
。
テ
ー
マ
に
沿
っ

た
本
を
互
い
に
出
し
合
い
、
ク
ラ
ス
で
一
〇
冊
程

度
に
絞
り
、自
宅
学
習
と
し
て
各
自
が
読
む
。（
冊

数
自
由
）

五
・
六
・
七
時　

選
ん
だ
本
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
を
つ

く
り
、
読
書
交
流
会
を
す
る
。「
高
瀬
舟
」
プ
ラ

ス
一
冊
の
本
を
比
較
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
発

表
し
て
い
く
。
そ
の
話
し
合
い
の
結
果
を
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
発
表
し
、
さ
ら
に
考
え
を
深
め
る
。

五　

お
わ
り
に

　

こ
の
読
書
の
授
業
は
単
発
で
は
で
き
な
い
し
、
一

年
生
か
ら
の
積
み
重
ね
で
目
的
を
も
っ
て
育
て
て
い

　

最
終
的
に
は
リ
テ
ラ
シ
ー
の
Ｅ
に
あ
る
読
書
交
流

会
の
よ
う
な
形
式
で
、
情
報
の
比
較
や
批
評
な
ど
を

含
ん
で
、
互
い
に
意
見
を
交
換
し
合
い
、
さ
ら
に
考

え
を
深
め
ら
れ
る
生
徒
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

四　
「
読
書
交
流
会
」の
実
践

　

●
単
元
名　
「
高
瀬
舟
」

　
　
　

〜
プ
ラ
ス
一
冊
で
深
め
る
読
書
交
流
会
〜

　

リ
テ
ラ
シ
ー
の
Ｅ
は
、
一
年
次
か
ら
積
み
重
ね
て

き
た
リ
テ
ラ
シ
ー
の
集
大
成
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
を
含
ん
で
い
る
。
逆
に
い
え
ば
積
み
重
ね
な
し
で

は
こ
の
授
業
は
難
し
い
。「
系
統
的
に
」
と
い
う
所

以
で
あ
る
。
し
か
し
、
積
み
重
ね
て
い
け
ば
確
実
に

生
徒
達
は
変
容
し
て
い
く
。そ
の
展
開
を
紹
介
す
る
。

（
一
）　

指
導
上
の
工
夫

・「
高
瀬
舟
」
を
読
み
、
疑
問
を
広
げ
て
他
の
本
を

読
み
、
そ
こ
か
ら
読
書
交
流
会
に
つ
な
げ
る
た
め

に
、
最
初
の
読
み
を
し
っ
か
り
さ
せ
る
こ
と
に
留

意
す
る
。

・
話
し
合
い
の
中
心
が
比
較
す
る
作
品
に
流
れ
な
い

よ
う
に
、
必
ず
「
高
瀬
舟
」
に
戻
る
よ
う
確
認
し

て
お
く
。

・
読
書
交
流
会
に
お
い
て
話
し
合
い
が
活
発
に
行
え

る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
話
し
合
い
活
動
を
も
と

に
、
事
前
に
司
会
者
・
記
録
者
を
決
め
て
お
き
、

す
ぐ
に
話
し
合
い
に
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。

（
二
）　

単
元
の
評
価

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
授
業
者
に

と
っ
て
簡
単
で
は
な
い
授
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
読

書
リ
テ
ラ
シ
ー
を
系
統
的
に
指
導
し
て
い
く
こ
と

で
、「
読
む
こ
と
」
の
み
な
ら
ず
「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」
も
含
め
た
国
語
科
で
育
成
す
る
力
の
三
年

間
の
集
大
成
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
応
え
を
通

し
、
目
標
を
も
っ
て
読
書
指
導
を
す
る
こ
と
の
効
果

を
改
め
て
感
じ
て
い
る
。

※
「
高
瀬
舟
」
の
読
書
交
流
会
の
た
め
に
選
ん
だ
本

『
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
と
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
た
ち
』

�

黒
柳
徹
子　
　

『
い
の
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』�

日
野
原
重
明　
　

『
救
命
セ
ン
タ
ー
当
直
日
誌
』�

浜
辺
祐
一　
　

『
安
楽
死
と
尊
厳
死
─
医
療
の
中
の
生
と
死
』

�

保
阪
正
康　
　

『
病
者
は
語
れ
ず
〜
「
東
海
大
安
楽
死
事
件
」』

�

永
井　

明　
　

『
１
リ
ッ
ト
ル
の
涙
』�

木
藤
亜
也　
　

『
い
の
ち
の
ハ
ー
ド
ル
』�

木
藤
潮
香　
　

『
楢
山
節
考
』�

深
沢
七
郎　
　

『
塩
狩
峠
』�

三
浦
綾
子　
　

『
最
後
の
一
葉
』�

Ｏ
・
ヘ
ン
リ
ー　
　

『
絵
本
』�

松
下
竜
一　

佐
藤
雅
彦
編　
　

ふ
か
さ
わ
・
ま
ち
こ 

練
馬
区
立
開
進
第
二
中
学
校
校
長
。
第

三
八
回
全
中
国
研
東
京
大
会
第
五
分
科
会
責
任
者
・
練
馬
区
国

語
グ
ル
ー
プ
研
究
会
所
属
。
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は
じ
め
に

　

三
十
一
音
に
凝
縮
さ
れ
た
こ
と
ば
の
中
に
込
め
ら

れ
た
作
者
の
思
い
は
深
く
、
時
に
は
し
み
じ
み
と
、

時
に
は
激
し
く
私
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
読
み
手
は
こ
と
ば
に
委
ね
ら
れ
た
意
味
を
一
つ

一
つ
ひ
も
と
く
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　

生
徒
が
、
短
歌
を
読
み
込
み
、
そ
の
よ
さ
を
体
感

で
き
る
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
今
回
、
話
し
合
い
活
動
を
通
し
た
、
短
歌

の
こ
と
ば
に
立
ち
返
り
、
自
分
の
こ
と
ば
を
紡
ぎ
出

す
読
み
の
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。

１　

こ
と
ば
の
抽
出
・
再
構
成
・
対
照
化

　

授
業
の
最
初
の
課
題
で
あ
る
。

「
短
歌
で
『
作
者
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
』
を
作
文

に
し
よ
う
。」

　

ま
ず
、
作
者
が
今
い
る
場
所
や
時
間
、
季
節
、
登

場
す
る
「
も
の
」
や
「
人
」
を
明
記
さ
せ
た
。

　

生
徒
は
こ
と
ば
を
一
つ
一
つ
整
理
し
、
ノ
ー
ト
に

書
き
込
ん
で
い
く
。
短
歌
の
中
に
登
場
す
る
「
も

の
」・「
人
」は
書
い
て
あ
る
か
ら
わ
か
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
で
あ
る
。
皆
、
頭
を
抱
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
斎
藤
茂
吉
の
「
み
ち
の
く
の
母
の
い
の

ち
を
一
目
見
ん
一
目
見
ん
と
ぞ
た
だ
に
急
げ
る
」
を

例
に
挙
げ
る
。「
も
う
す
ぐ
亡
く
な
る
母
の
姿
を
見

た
い
」
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
作
者
は
今
、
ど

こ
に
い
て
、
何
を
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。

　

短
歌
は
短
い
こ
と
ば
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
中
学
生
に
と
っ
て
は
、
場
面
を
想
起
し
、
作
者

の
思
い
を
読
み
と
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
う

だ
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
。

①　

�「
抽
出
」
し
た
こ
と
ば
を
「
再
構
成
」
し

た
り
「
対
照
化
」
す
る
こ
と
。

②　

必
要
に
応
じ
て
「
補
足
」
す
る
こ
と
。

　

生
徒
は
、

場
所　
　
　
「
み
ち
の
く
（
山
形
県
）」

時
間　
　
　
「
夜
」

登
場
人
物　
「
母
（
死
）」・「
急
ぐ
作
者
」

と
い
う
こ
と
ば
を
抽
出
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
次
の

課
題
を
与
え
る
。

課
題
⑴ �「
み
ち
の
く
」
の
母
に
会
い
に
行
く
の

で
あ
れ
ば
、作
者
は「
ど
こ
」に
い
る
？

課
題
⑵ �

ど
ん
な
手
段
で
会
い
に
行
っ
て
い
る
？

　

こ
こ
か
ら
、
生
徒
の
話
し
合
い
活
動
に
よ
る
そ
の

こ
と
ば
の
再
構
成
と
対
照
化
が
始
ま
る
。

　

⑴
・
⑵
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
時
間
を
要
し
な

か
っ
た
。「
作
者
は
『
み
ち
の
く
』
か
ら
は
ず
っ
と

離
れ
た
場
所
（
例
え
ば
東
京
）
に
い
た
は
ず
だ
。」

「
だ
っ
た
ら
、
汽
車
に
乗
っ
て
る
よ
。」

　

た
だ
、「
急
い
で
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な

の
か
、
生
徒
の
こ
と
ば
が
詰
ま
る
。

短
歌
を
読
ん
で
自
分
の
こ
と
ば
を
紡
ぐ

〜
話
し
合
い
活
動
と
リ
ラ
イ
ト
を
通
し
て
〜

長
崎
県
佐
世
保
市
立
江
迎
中
学
校 

諸
藤
　
智
一
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そ
の
気
持
ち
の
状
態
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か

と
。
客
車
の
椅
子
に
座
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
出

口
の
ド
ア
の
前
で
、
こ
の
ド
ア
が
開
く
の
は
ま
だ
か

ま
だ
か
と
待
っ
て
い
る
の
で
は
と
解
釈
す
る
生
徒
も

い
る
。作
者
の
短
歌
に
込
め
た
こ
と
ば
が
少
し
ず
つ
、

生
徒
の
心
に
し
み
て
い
く
の
を
実
感
し
た
。

３　

作
品
の
リ
ラ
イ
ト

　

最
後
に
次
の
課
題
を
与
え
た
。

「
斎
藤
茂
吉
が
、
こ
の
短
歌
を
作
文
に
し
た
と
し
よ

う
。
ど
ん
な
文
章
を
書
く
だ
ろ
う
。
君
た
ち
が
茂
吉

に
な
り
か
わ
っ
て
二
百
字
前
後
で
書
い
て
ご
ら
ん
。」

　

短
歌
か
ら
、「
こ
と
ば
」
の
意
味
を
紡
ぎ
出
し
た

彼
ら
は
、
黙
々
と
書
き
始
め
た
。
そ
の
筆
が
、
な
ぜ

か
止
ま
ら
な
い
。
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
の
余
白
ま
で

書
く
生
徒
や
、
授
業
が
終
わ
っ
て
も
、
ま
だ
書
い
て

い
る
生
徒
が
い
た
。
休
み
時
間
に
は
、
書
い
た
作
品

を
読
み
合
う
姿
も
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の

生
徒
が
作
品
を
書
き
あ
げ
た
の
だ
っ
た
。

　

次
に
生
徒
の
作
品
を
挙
げ
る
。
作
品
の
こ
と
ば
一

つ
一
つ
を
ひ
も
と
き
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
思
い
を
紡

ぎ
出
し
た
結
果
で
あ
る
。

作
品
１

　

僕
は
汽
車
の
窓
を
見
つ
め
な
が
ら
、
内
心
と

て
も
焦
っ
て
い
た
。早
く
、早
く
着
い
て
く
れ
！

２　

こ
と
ば
の「
補
足
」と
作
品
の
追
体
験

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
作
品
を
客
観
的
に
見
て
い
た

生
徒
に
、
作
品
の
こ
と
ば
の
中
に
隠
れ
て
い
る
も
の

を
紡
ぎ
出
す
た
め
の
課
題
を
与
え
る
。
補
足
の
読
み

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
は
客
観
的
な

読
み
を
離
陸
し
て
、
作
品
の
中
に
入
り
込
み
、
作
者

の
追
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
た
だ
に
い
そ
げ
る
」
が
、
生
徒
が
一
番
思
い
あ
ぐ

ね
る
こ
と
ば
の
よ
う
だ
。
生
徒
は
、
何
ら
か
の
手
段

で
急
い
で
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
こ
と

ば
と
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
補
足
の
課
題
を

示
す
。

課
題
⑶ 

「
急
い
で
い
る
」
も
の
は
何
？

　
　
　

 

「
何
が
」「
急
い
で
」
い
る
？

　

当
時
、
一
番
早
い
交
通
手
段
は
汽
車
で
あ
る
。
そ

ん
な
汽
車
に
乗
っ
て
い
な
が
ら
「
急
い
で
い
る
」
と

は
作
者
の
ど
ん
な
状
況
を
表
し
て
い
る
の
か
。

　

生
徒
の
中
で
、
少
し
ず
つ
短
歌
の
こ
と
ば
か
ら
の

紡
ぎ
出
し
が
始
ま
る
。

　

ど
ん
な
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
汽
車
の
速
度
は
一

定
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
急
い
で
い
る
の
は
汽
車

で
は
な
く
、
自
分
の
気
持
ち
な
の
で
は
な
い
か
、
と

生
徒
は
気
づ
く
。「
母
の
限
り
あ
る
命
に
会
い
に
行

く
」
た
め
汽
車
に
飛
び
乗
っ
た
も
の
の
、
そ
の
不
安

や
緊
張
、
作
者
の
焦
り
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
る
。

僕
は
何
度
も
心
の
中
で
叫
ん
で
い
た
。
駅
を
通

り
過
ぎ
る
た
び
に
い
ら
だ
ち
も
募
る
一
方
だ
。

あ
と
五
駅
、
あ
と
三
駅
…
。
僕
は
汽
車
の
出
口

の
前
に
立
ち
、
今
か
今
か
と
ド
ア
の
開
く
の
を

待
っ
て
い
る
。

作
品
２

　

私
は
急
い
で
い
る
。
焦
り
と
不
安
で
汗
だ
ら

け
の
手
。
電
車
の
音
と
共
に
、
私
の
鼓
動
も
大

き
く
、
速
く
な
る
。
母
の
こ
と
を
思
え
ば
な
お

さ
ら
、
じ
ん
わ
り
と
し
た
汗
が
、
私
の
ほ
お
を

伝
う
。
あ
あ
、
早
く
、
も
っ
と
早
く
！　

母
が

生
き
て
い
る
う
ち
に
、
列
車
の
ド
ア
よ
、
早
く

開
い
て
く
れ
…
。

お
わ
り
に

　

作
品
を
読
み
味
わ
う
方
法
は
様
々
で
あ
る
。た
だ
、

何
度
も
「
こ
と
ば
」
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
見
え

隠
れ
す
る
「
こ
と
ば
」
の
持
つ
力
、
そ
し
て
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
探
究
で
き
る
生
徒
を
一

人
で
も
多
く
育
て
た
い
。
そ
の
力
が
ひ
い
て
は
、
生

徒
の
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
日
常
生
活
の
中
で
活
用

さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
─
と
て
も
シ
ン

プ
ル
に
。
よ
り
深
く
。

も
ろ
ふ
じ
　
と
も
か
ず 

生
徒
の
伝
え
合
い
学
習
と
課
題
解
決

学
習
を
中
心
に
据
え
た
国
語
の
授
業
を
展
開
中
。「
わ
か
っ
た
」

と
言
え
る
生
徒
を
一
人
で
も
多
く
し
た
い
と
思
う
毎
日
で
す
。

●実践交流　中学国語  
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子どものことばが
教えてくれたこと

岩 辺 泰 吏

読書とことば第 3 回

　
「
学
校
の
中
で
一
番
狭
い
所
、
息
苦
し
い
よ
う
な
所
は

ど
こ
？
」
と
聞
く
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
ト
イ
レ
」「
掃

除
道
具
入
れ
の
ロ
ッ
カ
ー
」
と
答
え
る
。「
あ
あ
、
掃
除

道
具
入
れ
で
遊
ぶ
子
が
今
も
い
る
ん
だ
な
あ
⋮
」
と
、
変

に
共
感
し
た
り
も
す
る
。
な
か
に
は
、「
教
室
」
と
言
う

子
が
あ
っ
て
、
担
任
は
ち
ょ
っ
と
焦
る
こ
と
が
あ
る
。

　

続
い
て
、「
学
校
の
中
で
一
番
広
い
所
は
ど
こ
？
」
と
、

子
ど
も
た
ち
に
た
ず
ね
る
。
た
い
て
い
、「
校
庭
」「
体
育

館
」
と
答
え
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
う
言
う
。

「
そ
こ
に
行
く
と
、
ラ
イ
オ
ン
が
い
て
、
ゾ
ウ
が
い
て
、

赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
が
い
る
。

原
始
人
が
い
て
、
宇
宙
人
が
い
る
。
徳
川
家
康
が
い
て
、

リ
ン
カ
ー
ン
が
い
る
⋮
」

「
⋮
⋮
？
」

　

ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
子
が
、
何
人
か
手
を
挙
げ
る
。

「
図
書
室
だ
！
」

「
そ
う
だ
、そ
こ
に
は
何
で
も
あ
る
。
し
か
し
、君
が
行
っ

て
、
そ
の
本
を
手
に
取
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
は
た
だ
静

か
な
、
つ
ま
ら
な
い
紙
の
倉
庫
だ
」。

　

四
年
生
ぐ
ら
い
な
ら
、
な
る
ほ
ど
⋮
と
う
な
ず
い
て
く

れ
る
。

「
ぼ
く
が
そ
こ
に
行
っ
た
ら
ね
、
ネ
コ
が
い
っ
ぱ
い
い
た

ん
だ
よ
。
さ
あ
、
こ
こ
に
切
り
ぬ
い
た
ネ
コ
た
ち
は
ど
の

お
家
（
本
）
か
ら
逃
げ
出
し
た
ん
だ
ろ
う
か
？　

探
し
て

く
だ
さ
い
」

と
言
っ
て
、「
家
出
ネ
コ
を
探
し
て
！
」
の
ア
ニ
マ
シ
オ

ン
を
始
め
る
。

　

動
物
名
画
案
内
﹃
う
ふ
ふ
の
美
術
館
﹄（
福
音
館
）
の

ネ
コ
達
は
、
楽
譜
を
眺
め
て
話
し
合
っ
て
い
る
。
音
符
は

逃
げ
込
ん
だ
ネ
ズ
ミ
た
ち
だ
。﹃
ト
ラ
│
ネ
コ
科
の
な
か

ま
た
ち
﹄（
ブ
ロ
ン
ズ
新
社
）
に
は
、「
最
大
の
ネ
コ
」
で

あ
る
ト
ラ
が
漫
画
的
な
絵
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
図
鑑
も

読
ま
な
く
て
は
お
も
し
ろ
く
な
ら
な
い
も
の
だ
。﹃
国
語

辞
典
﹄
の
「
ね
こ
」
は
こ
と
ば
だ
け
だ
。
同
じ
よ
う
に
こ

と
ば
だ
け
だ
け
ど
、詩
集
﹃
ネ
コ
と
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
﹄（
ま

ど
・
み
ち
お
詩
集
・
理
論
社
）
の
表
現
と
は
違
う
。

　

そ
う
い
う
中
に
、
一
つ
（
一
匹
）
だ
け
、
物
語
の
ネ
コ

を
入
れ
て
お
く
。﹃
椋
鳩
十
の
ネ
コ
物
語
﹄（
理
論
社
）
か

ら
「
屋
根
裏
の
猫
」。
そ
れ
は
、
他
の
ネ
コ
た
ち
と
明
ら

か
な
違
い
が
あ
る
。

「
ニ
ワ
ト
リ
を
く
わ
え
て
い
る
！
」

「
お
じ
さ
ん
が
ホ
ウ
キ
で
た
た
こ
う
と
し
て
い
る
」

な
ど
と
、
見
つ
け
た
こ
と
が
発
表
さ
れ
る
。

「
目
が
す
ご
く
大
き
い
。」

「
な
ん
だ
か
こ
わ
そ
う
⋮
」

な
ど
と
付
け
加
え
ら
れ
る
。

「
こ
の
ネ
コ
だ
け
は
、
物
語
の
中
の
ネ
コ
、
現
実
に
は
い

な
い
ネ
コ
な
ん
だ
。
屋
根
裏
で
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
母

ネ
コ
だ
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
食
べ
物
を
運
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
強
さ
、た
く
ま
し
さ
を
表
す
た
め
に
、

目
を
ギ
ョ
ロ
ッ
と
大
き
く
し
た
り
、
大
き
な
口
に
ニ
ワ
ト

リ
を
く
わ
え
さ
せ
た
り
し
て
描
い
て
い
る
ん
だ
ね
。」
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グ
ル
ー
プ
で
行
う
こ
う
し
た
ゲ
ー
ム
の
後
に
、
学
校
図

書
室
に
あ
る
ネ
コ
の
本
を
並
べ
て
も
ら
う
。
子
ど
も
た
ち

は
新
し
い
関
心
を
も
っ
て
本
に
手
を
の
ば
す
。

　

あ
る
小
学
校
で
こ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
を
や
っ
た
後
で
、

担
任
の
方
が
、「
先
生
の
お
話
さ
れ
た
よ
う
な
詩
を
子
ど

も
が
書
い
て
い
ま
す
」と
児
童
の
作
品
を
見
せ
て
く
れ
た
。

　

だ
れ
で
も
使
え
る
ひ
み
つ
の
ま
ほ
う

�

富
士
市
立
神
戸
小　

四
年　

女
子　

Ｔ
･
Ｍ

私
は
一
つ
だ
け　

ま
ほ
う
が
使
え
る

そ
れ
は　

ど
ん
な
世
界
へ
で
も
行
け
る
ま
ほ
う

雲
の
上
、
お
か
し
の
国
、
に
じ
の
上
だ
っ
て
行
け
る
ん
だ

じ
ゅ
ん
び
す
る
も
の
は

本
と
時
間
と
ワ
ク
ワ
ク
す
る
心

あ
な
た
の
家
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
？

主
人
公
に
な
っ
た
つ
も
り
で

表
紙
を
め
く
っ
て
み
た
な
ら
ば

そ
こ
は　

あ
な
た
の
想
像

夢
の
よ
う
な
楽
し
い
国
！

と
き
に
は
こ
わ
ー
い
世
界
も
も
ち
ろ
ん
味
わ
え
る

本
を
読
ん
で
る
時
間
だ
け
が

い
ろ
ん
な
自
分
に
出
会
え
る
最
高
の
ひ
と
と
き

今
日
は
ど
ん
な
世
界
に
行
こ
う

あ
な
た
も

夢
の
と
び
ら
を
開
い
て
み
よ
う

　

そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
新
し
い
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
」

に
読
書
の
喜
び
を
見
い
だ
し
つ
つ
、
友
だ
ち
と
分
か
ち
合

お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
分
か
ち
合
う
こ
と
ば
、
豊
か
な
可
能
性
を
も
つ
「
わ

た
し
」
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
ば
と
し
て
獲
得
さ
れ
て

い
く
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
を
、
若
い
世
代
を
、
よ
り
広

い
未
知
の
世
界
に
一
歩
踏
み
出
さ
せ
て
い
く
ち
か
ら
を
育

て
て
い
く
の
だ
と
思
う
。

　

創
造
的
な
思
考
は
、
自
由
な
読
書
に
よ
っ
て
は
げ
ま
さ

れ
る
。
し
か
し
、「
自
由
な
読
書
」に
は
、「
よ
き
読
み
手
」

を
励
ま
し
育
て
る
“
大
人
”
や
“
友
”（
仲
間
）
が
必
要

で
あ
る
。「
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
は
、
そ
の
手
立
て

を
考
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

　

い
ま
、
子
ど
も
た
ち
は
学
ぶ
ほ
ど
、
孤
独
に
な
っ
て
い

く
。
学
校
の
読
書
の
時
間
で
さ
え
孤
独
だ
。
読
書
は
本
来
、

世
界
を
広
げ
、友
を
得
、「
わ
た
し
」を
発
見
し
・
確
認
し
、

豊
か
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。「
心
の
闇
」
と
向
か
い

あ
い
、「
真
実
の
こ
と
ば
」
を
刻
ん
で
い
く
。
そ
う
し
て
、

「
生
き
る
力
」
を
与
え
ら
れ
る
。「
国
民
読
書
年
」
に
あ
た

り
、
あ
ら
た
め
て
わ
た
し
た
ち
は
「
読
書
」
に
何
を
求
め

て
、
子
ど
も
た
ち
に
読
書
を
呼
び
か
け
る
の
か
問
い
直
し

た
い
。

いわなべ　たいじ 読書のアニマシオン研究会代表。
明治学院大学教授。前葛飾区立飯塚小学校教諭。
 アニマシオンの思想と方法を応用して、国語およ
び学習全体の改革へのチャレンジを続けている。
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は、前者のほうが刑が重くなることが多い。す

なわち、裁判では、犯罪を犯す意思にも、厳密

に細分された概念が必要なのだ。

　ＰＴは「必ず殺してやろうと思ったわけでは

ないが、死んでしまうならそれも仕方がないと

思って、……した」と解説し、裁判の中では言

い換えるか説明を加えることを提案している。

「合理的な疑い」
　「合理的な」「疑い」、どちらも日常生活でよ

く使われることばである。さて、「被告は、罪

を犯した疑いがある」「被告は、罪を犯してい

ない疑いがある」この二つの文を比べたとき、

どちらがことばの使い方として適当だと考える

だろうか。この場合、前者ではないか。それ

は、「疑い（疑う）」ということばに、「悪いこ

とを怪しむ」気持ちが含まれていると一般的に

考えられているからだ。

　裁判では、「合理的な疑い」はとても重要な

概念であるという。そもそも裁判では検察官の

側に被告の罪を証明する責任があり、これに失

敗したとき被告は無罪となる。したがって、検

察官の主張は、常識に照らして間違いないと言

い切れるようなものでなければならない。これ

を指して、「検察官は合理的な疑いを残さない

程度の証明を行う必要がある」、という。

　ＰＴはこれも説明を加えたり「疑い」を「疑

問」と言い換えたりすることを提案している。

　裁判は人が人の罪を裁く場である。被告が有

罪となった場合には、国は刑罰という重大な不

利益を被告に科すことになる。だからこそ、厳

密な審理が求められ、そこで使われることば

も、犯罪の成立にかかわるものから裁判事務の

ものまで、正確で細密な用語の使用が求められ

ているのだ。

　これを市民にわかることばにかえていくこと

が、かなりの困難を伴い時間を要することは想

像できる。しかし、考えてみれば、裁判の当事

者である被告にも自分のかかわる裁判がどのよ

うに進行し、何が語られているか十分には伝

わっていなかったのかもしれない。当事者、そ

して市民に開かれた裁判に近づく努力は続けら

れるべきだろう。

参考資料：

『裁判員時代の法廷用語』（三省堂・2008年）

『やさしく読み解く裁判員のための法廷用語ハ

ンドブック』（三省堂・2008年）

「サイバン語と日常語の間—法廷用語言い換え

コトハジメ」（「Sanseido Word-Wise Web」

連載　URL:http://dictionary.sanseido-

publ.co.jp/wp/tag/法廷用語の日常語化PT）
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　近年、いくつかの分野で、専門用語をわかり

やすいことばに言い換える作業が進められてい

る。医学用語や法廷（裁判）用語がそうだ。病

院で医師から病状や治療方針の説明を受けると

きに、ことばが難しくて理解できないというの

はよく聞く話。裁判で使われることばも耳慣れ

ないものが多い。

　2009年5月に裁判員裁判が始まった。一般

市民が裁判員として刑事裁判（以下、裁判とよ

ぶ）に参加することから、大型ディスプレイな

どを使って証拠の説明をし、専門家でなくとも

わかりやすい裁判にしようとしていることが報

道されてきた。いっぽう、ことばについても一

般の人（裁判員）が理解できる日常的な用語を

使って進行するような取り組みが進められてき

た。

　日本弁護士連合会は、2004年に「法廷用語

の日常語化に関するプロジェクトチーム（以下

ＰＴ）」をつくり、裁判で使われることばの検

討を進め、2007年に報告書をまとめた。

　検討は、まず市民の法廷用語に対する認識を

面接によって調査し、「裁判では重要だがあま

り知られていない語」を選定した。これを検討

の対象とし、言語の専門家（研究者・テレビ関

係者など）と法律家（研究者・弁護士）が、

「わかりやすくかつ正確な法廷用語」としてど

うあるべきかを議論して、言い換えの例や語の

説明を一語ずつまとめていった。

　ここでは、二つのことばを例にとって見てみ

たい。一つはことば自体が耳慣れず理解が難し

いもの、一つは日常的なことばだが意味が一般

の理解とはちがうものである。

「未必の故意」
　「未必の故意」ということばは、殺人事件を

扱った小説やテレビドラマ以外には、日常生活

ではまずお目にかかることはないだろう。

　ＰＴのある委員が、市民講座で参加者にいく

つかの裁判用語の書き取りをしてもらったとこ

ろ、「ミヒツノコイ」の出来は最悪だったとい

う。参加者は40歳から80歳くらいの漢字に強

い世代であったにもかかわらず、何度も復唱さ

せられ、あげく提出された解答用紙は白紙ばか

り。解答には「密室の恋」「密室の行為」など

というものもあったとか。たしかに、なにか犯

罪のにおいがすることばではある。

　このことばはどんな意味なのだろう。

　裁判では犯罪を行う意思がなかった者は処罰

しないのが原則。犯罪を犯す意思を「故意」と

いう。故意の程度によって処罰の重さが変わっ

てくる。殺人事件の場合、相手が確実に死ぬと

わかっていた場合（「確定的故意」という）と、

確実に死ぬとはわからなかったが死ぬなら死ん

でもいいと思った場合（「未必の故意」）とで

裁 判 の こ と ば
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　イギリスで生活していると文書の多さに圧倒

される。どれも長くて細かいし、きちんとした

言葉遣いで書いてある。国や地域の中で人間ら

しく生きる、すなわち個人あるいは団体として

権利を守るためには、乱暴な言葉でわめいたり

逆に黙ってあきらめるのではいけない。時間が

かかっても辛抱強く状況を説明したり、他人に

説得するために話したり書いたりすることが大

切だと思い知る。

　学校では社会で要求される言語能力を培うと

いう目標のために子ども達に「書く」ことを教

える。この目的達成のための技術は大変高度な

ので、幼少時から時間をかけ、系統立った計画

に沿って訓練する。促成栽培的方法では目的が

達成できないことをイギリスの教育関係者や教

師は承知している。

　本書では、いずれ社会に出る子ども達に対し

て、小中学校という最も重要、しかも長期に渡

る時期に、教師が書くことをどのように教えて

いるかを事例として紹介した。何の目的でどん

な作業をさせるか、どんな基準で評価し向上さ

せようとするか等を盛り込んだ。これは、イギ

リスに日本人家族として長く住み、私自身の勉

強や職業体験を通して発見したことに基づくも

ので、日本では初めての試みだ。

　国語の例として、小学校入学前後の指導の仕

方、8〜10歳時の考える土台を作る書き方、

10、11歳時の作文、効果的な描写、書評、脚

本書き、書き換え等を紹介した。11、12歳の

子ども達は、高度な構成力、描写力、想像力が

要求され、物語の始め方の工夫なども学ぶ。

12、13歳では構成力、描写力をさらに磨き、

物語や議論のための文章を書く。13〜15歳時

には考える筋道立ての訓練のための実践を繰り

返す。これらの実例を見てほしい。

　イギリスでは民主主義が早く発達し、その向

上のための議論が絶えない。本年春のイギリス

総選挙の折にそれを目の当たりにした。産業革

命も世界に先駆け始まったが、それには創立

350年になる英国学士院の存在も大きい。科

学は、実験を重んじる実践的な方針をとるが、

議論や討論を尊び、書くことを重視する。

　本書で紹介した化学、物理、歴史、地理の実

例はそうした伝統や方針を反映する。理科では

頻繁に図を描き常に文章化する。歴史では背景

や原因を探り自国を考える。実践的な地理の学

習でもまとまったものを書く。13歳以降はほ

ぼ全教科で報告書を書く。「書いて独立して考

える」機会を通し、世の中に出ていく準備をさ

せる。これらの様子が日本の教育現場に参考に

なれば幸いだ。

英国在住。言語学博士。専門は日本人児童の言語発

達。著書『ことばを使いこなすイギリスの社会』等。

『書く力が身につく�
� イギリスの教育』

山本麻子
岩波書店　2010年4月刊　2,200円＋税

新 刊 自 己 紹 介
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今
年
春
に
発
表
さ
れ
た
i
P
a
d
は
、
発
売
と
同
時
に
記

録
的
な
販
売
台
数
を
売
り
上
げ
、
大
き
な
話
題
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
商
品
の
好
調
な
売
れ
行
き
か
ら
、
画
面
上
で
本
や

雑
誌
が
読
め
る
電
子
書
籍
が
本
格
的
に
普
及
す
る
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
の
出
版
や
流

通
に
大
き
な
変
革
が
起
き
る
と
も
推
測
さ
れ
、
出
版
界
は
そ

の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
教
科
書
を
電
子
書
籍
化
す
る
議
論
も
始
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
と
く
に
低
年
齢
の
子
ど
も
に
持
た
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
文
字
の
認
知
な
ど
の
面
か
ら
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
大
人
で
も
電
子
書
籍
の
情
報
は
紙
媒
体
の
そ
れ

よ
り
読
み
取
る
速
度
が
遅
く
な
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　
日
本
語
は
漢
字
が
あ
る
か
ら
、
文
字
を
認
識
し
文
を
読
み

取
る
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
常
用

漢
字
が
増
え
る
こ
と
は
、
学
習
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
、
学
校
の
情
報
社
会
へ
の
対
応
も
大
変
で
す
。 

（
太
郎
）

R E P O R T
主催：三省堂2010年

夏 第3回 小学校国語教育セミナー
2010年８月3日「第３回　小学校国語教育セミナー」を開催いたしました。
どのワークショップも，活発な交流とたくさんの学び合いが生まれました。参加者の声を紹介します。
詳しい内容は，三省堂のウェブページに掲載しています。（http://www.sanseido-publ.co.jp）

ワークショップ A

・ 多くの先生方の実践を知るこ
とができた。またそれぞれの
実践の効果についての説明も
わかりやすかった。

指導の基本から作文ぎらい克服法まで
尾木　和英

ワークショップ Ｂ

・ ゲームあり，ビデオあり，演
習ありでとても楽しくために
なった。対話の相互作用につ
いての話が参考になった。

いま求められるコミュニケーション力とは
河野　順子

ワークショップ Ｃ

・ 指名されるかとドキドキしな
がらの時間でしたが，子ども
のことばで語らせる大切さが
よくわかりました。

説明的文章の授業を知的に，楽しく！
吉川　芳則

ワークショップ Ｄ

・ ２学期からすぐに生かせる内
容で勉強になりました。演習
では自分にもできる方法を教
えてもらえました。

リテラチャー・サークルで広がる
読書の授業の楽しみ

足立　幸子

ワークショップ Ｅ

・ 声を届ける楽しさを再確認で
きるすてきな時間でした。か
さこじぞうのリーディングシ
アターはクラスで実践したい。

楽しい民話や古典，
その語りと音読と群読と

高橋　俊三

ワークショップ Ｆ

・ 学力感や授業づくりの考え方
について，転換しなければな
らないポイントがはっきりわ
かった。

「聴いて→考えて→つなげる」授業を
生み出す

髙木　展郎

ワークショップ Ｇ

・ デジタル教材をどんな場面で
どんな使い方をしたら効果的
か，チャレンジすることが楽
しみになりそうです。

授業を支援する
教科書準拠デジタル教材

堀田　龍也

ワークショップ Ｈ

・ 国語だけでなく日常に生かせ
る内容だった。いま，そして
これから求められる力がどう
いうものかわかった。

フィンランド流　対話型指導法入門
北川　達夫

全 体 会 文 化

辞書を引いて，
自らの道を切り拓く

平田オリザ

「対話の時代を生きる」深谷圭助 (立命館大学教授)

講 演

http://tb.sanseido.co.jp/kokugo/kokugo
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40年を超える創作活動で生みだされた、
児童文学の代表作を集大成！

●挿画担当画家 西巻茅子　 村上康成　 黒井  健　 渡辺洋二　 牧野千穂

●各巻の仕様 判型：A5判
 頁数：320ページ（第1巻～第4巻）・336ページ（第5巻）
 定価：2,100円（税込）・セット定価10,500円（税込）

季節感あふれる「あまんワールド」の特長を生かし、作品を春・夏・秋・冬の4巻に分けて収録しました。
第5巻には、エッセイ、年譜、著作目録が収められます。また、どの巻も、個性ゆたかな挿画で飾られます。
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