


2007夏季国語教育セミナー
昨年8月3日，渋谷のFORUM 8〈フォーラム・エイト〉にて，「2007夏季国語教育セミナー」が開催されました。
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，ILEC言語教育文化研究所のウェブページに掲載しています。（http://www.ilec.jp/data/summer_seminar.html）

楽しく力のつく朗読・群読の指導法
高橋俊三

・�講師の人間性の豊かさが随所
に感じられ，お話もとてもわ
かりやすかった。朗読，群読
に限らず，国語の教師として
の在り方が学べました。

・�今の時代に，直接言葉をかけ
ること，本を読むこと，聞か
せることが，いかに大事かを
知ることができました。もっ
と現場でも伝えていきたいと
思いました。

・�講師の先生とのやりとりか
ら，発言しよう，考えようと
いう意欲がわいてきました。
より具体的で分かりやすく，
説明文を教えるおもしろさを
教えて頂きました。

・�PISA型読解力についての三
浦先生の解釈により，理解が
より深まりました。実際に体
験できるワークショップによ
り，課題がよく見え，とても
実のある研修になりました。

・�思考力が形成されていくプロ
セスがよくわかりました。ま
た，その中に国語の授業がど
う関わっていくのかも示して
いただき，勉強になりました。

・�日英の教育のあり方の違い，どうやって学ぶ
「やる気」を出させるか。40年前のバラカン
さんの教育が具体的な形で「現在」につながっ
ているのを見て，勉強のあり方を考えさせら
れました。
・�警鐘をならすところだけではなく，切迫した，
閉塞した日本の現状を切実に考察している姿
勢がすばらしいです。

・�短時間で多くの視点から学べ
るテンポの良いワークショッ
プでした。具体的な実践事例
を多数紹介して頂けたので，
すぐに授業に生かせそうだと
感じました。

ワークショップ

力のつく，楽しい説明的文章の授業づくり
吉川芳則

ワークショップ

考えよう！ 国語教育に求められる情報化
堀田龍也

ワークショップ

声の世界から楽しい読書の世界へ
増山正子

ワークショップ

言語活動が行われる「話すこと･聞くこと」
の学習を創る

三浦修一

ワークショップ

考える学習場面を作る−説明･論説文教
材で思考力を育成するために

松友一雄

ワークショップ

ピーター・バラカンさん

 「言語教育
──やる気が半分です」

文 化 講 演



三省堂 国語教育

表紙イラスト
園田カナコ

デザイン
design Seeds
瀬戸早苗

2	 エッセイ　言葉と鳥　湯本	香樹実

特集　「書くこと」の日常化を目指して
4	 	「書くこと」へ向かう意志を生かす	―「書くこと」の日常化のために　町田	守弘

8	 	「発見カード」の活用による書くことの日常化　河野	順子

12	 書くことのパラダイム（見方の枠組み）を変え，新たな実践の展開を　吉田	和夫

16	 特別寄稿　スイスで鷗外の「高瀬舟」を読む　佐々木	豊

実践交流
18	 	小学国語	ことば磨き	─“こども詩”（小学校高学年）の実践から　橋本	正勝

20	 	小学国語		主張に整合した具体例を挙げて論理的な文章を書く	
―「若者言葉について考えよう」（五年）の実践から　藤井	正人

22	 	中学書写	書写の授業時数確保のために	─国語の授業から「書写の授業」を考える　備中	隆文

24	 特別企画　平成18年度版『現代の国語』『現代の書写』アンケート報告

28	 授業のヒント“書写”　第1回　毛筆で文字感覚を確認しよう　谷口	邦彦

30	 ことばが辞書に入る瞬
と

間
き

　第1回　不確かな融合　倉持	保男

32	 	すてきな本たち 〜子どもたちとのふれあいの中から〜	
　　　　第1回　店名の由来は「ナルニア国ものがたり」　土屋	智子

33	 編集後記
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人
間
の
脳
の
生
み
出
し
た
も
の
で
も
っ
と
も
画
期
的
な
も
の
は
？　

と
い
え

ば
、
そ
れ
は
言
葉
だ
ろ
う
。
サ
ル
や
イ
ル
カ
や
ヨ
ウ
ム
な
ど
、
人
間
以
外
の
動
物

の
言
語
能
力
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
が
抜
き
ん
で
て
い
る
と
い

う
点
で
は
議
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
、言
葉
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
人
間
の
脳
の
ユ
ニ
ー
ク
な
産
物
に
、

お
金
が
あ
る
。
こ
れ
は
以
前
に
読
ん
だ
本
の
受
け
売
り
だ
が
、
人
間
の
脳
と
い
う

の
は
、
脳
内
に
送
ら
れ
て
き
た
あ
る
信
号
を
別
の
信
号
に
置
き
換
え
て
ま
た
送
り

出
し
た
り
、
よ
う
す
る
に
置
き
換
え
を
得
意
と
す
る
装
置
で
あ
り
、
物
の
価
値
を

置
き
換
え
る
貨
幣
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
き
わ
め
て
「
脳
的
」
な
の
だ
そ
う
だ
。

　

言
葉
と
お
金
。
も
し
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、
医
者
に
行
っ
て
お
な
か
の
ど
こ
が

ど
う
痛
い
か
、
詳
細
に
う
っ
た
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
お
金
が
こ
の
世
に
存
在

し
な
か
っ
た
ら
、
少
く
と
も
私
が
遠
い
国
の
海
で
と
れ
た
マ
グ
ロ
を
口
に
す
る
こ

と
な
ど
不
可
能
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
お
金
と
言
葉
の
決
定
的
な
違
い
は
、
一
方
が
置
き
換
え
の
た
め
に
存
在

す
る
の
に
対
し
て
、
も
う
一
方
は
他
の
物
と
置
き
換
え
が
き
か
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
。
も
ち
ろ
ん
言
葉
だ
っ
て
、
あ
る
状
況
や
心
の
有
り
様
を
、
言
葉
と
い
う
も

の
に
よ
っ
て
「
置
き
換
え
て
い
る
」
と
も
い
え
る
し
、
言
葉
が
そ
れ
そ
の
も
の
だ

け
で
、
他
と
切
り
離
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
言
葉
を
お
金

の
よ
う
に
物
や
労
働
力
と
交
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
れ
を
い
ち
ば
ん
身
に
し
み
て
感
じ
る
の
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
傷
つ
け
て

し
ま
っ
た
と
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
償
う
た
め
に
物
や
お
金
を
差
し
出
す
の
も

い
い
だ
ろ
う
。
何
か
労
働
す
る
と
か
、行
い
に
よ
っ
て
謝
る
気
持
ち
を
表
す
の
も
、

と
て
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
、
か
ん
じ
ん
の
言
葉
は
生
き

残
っ
て
い
る
。

　

昔
読
ん
だ
本
の
中
に
、「
言
葉
と
鳥
は
似
て
い
る
。ど
ち
ら
も
一
度
逃
が
し
た
ら
、

捕
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
箴
言
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
本
は
ど

言 葉 と 鳥
湯 本  香 樹 実

エ ッ セ イ
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ゆもと　かずみ　東京生まれ。著書に『夏の庭』
（新潮文庫・徳間書店），『ポプラの秋』（新潮文
庫），『西日の町』（文春文庫）など。近著に『魔
女と森の友だち』（理論社　絵・ささめやゆき）。

こ
へ
行
っ
た
か
見
つ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、ず
っ
と
心
に
残
っ
て
い
る
。

た
ぶ
ん
秘
密
を
守
る
こ
と
の
難
し
さ
を
い
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
言
葉

が
ひ
じ
ょ
う
に
独
特
で
、
と
き
に
扱
い
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
た
と
え
て

い
る
と
も
私
に
は
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

言
葉
と
い
う
も
の
は
一
度
口
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
い
く
ら
消
し
て
し
ま
い
た

い
と
悔
や
ん
で
も
、
な
か
な
か
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
人
を
傷
つ
け
る
よ
う
な

悪
し
き
言
葉
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。
何
度
も
生
々
し
く
甦
り
、
気
ま
ぐ
れ
な
鳥
の
よ

う
に
現
れ
て
は
、
心
を
鋭
い
く
ち
ば
し
で
突
き
刺
す
。
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
傷
つ

い
た
人
ば
か
り
で
な
く
、
口
に
し
た
人
を
も
、
本
人
さ
え
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
貶
め
、

蝕
ん
で
い
る
。
言
葉
と
い
う
も
の
の
不
思
議
で
、
は
か
り
し
れ
な
い
の
は
そ
う
い

う
と
こ
ろ
だ
。
人
間
の
生
み
出
し
た
も
の
な
の
に
、
別
の
生
き
物
の
よ
う
な
、
そ

れ
も
鳥
の
よ
う
に
も
っ
と
天
上
の
世
界
に
近
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
深
い
闇
の
世

界
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
な
。

　

そ
れ
で
は
逃
げ
た
鳥
を
捕
ま
え
る
網
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

も
ち
ろ
ん
、
あ

る
。
そ
れ
は
言
葉
だ
。
言
葉
を
購
え
る
の
は
、
言
葉
し
か
な
い
。

　

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
言
葉
に
よ
る
何
か
を
償
い
た
い
の
な
ら
、
行
い
な

り
物
品
だ
け
で
す
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
ど
ん
な
残
酷
な
言
葉
を
も
鎮

め
る
言
葉
は
、
必
ず
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
言
葉
の
持
つ
は
か
り
し
れ
な
い
力
で

あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
の
知
人
が
、
あ
る
と
き
子
供
に
こ
う
教
え
て
い
た
。
言
葉
は
魂
の

も
っ
と
も
物
質
的
な
顕
れ
だ
、
と
。
そ
う
い
え
ば
、
人
の
魂
も
よ
く
鳥
に
た
と
え

ら
れ
る
。
た
ぶ
ん
私
た
ち
の
魂
は
、
自
分
で
思
っ
て
い
る
よ
り
ず
っ
と
野
生
の
も

の
で
あ
り
、
飼
い
慣
ら
す
こ
と
の
難
し
い
、
自
由
を
好
む
、
翼
を
持
っ
た
生
き
物

に
近
い
の
だ
ろ
う
。
人
間
は
、言
葉
を
交
わ
す
。
魂
を
交
わ
す
。
心
の
な
か
に
飼
っ

て
い
る
一
羽
の
鳥
を
、
伝
書
鳩
の
よ
う
に
行
き
交
わ
せ
な
が
ら
、
私
た
ち
は
こ
の

世
界
で
生
き
て
い
る
。
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一　

学
習
者
の
日
常
か
ら

「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

　

子
ど
も
た
ち
が
文
章
を
書
か
な
い
と
い
う
声
や
、

文
章
を
書
く
こ
と
が
嫌
い
だ
と
い
う
声
を
よ
く
耳
に

す
る
が
、実
は
彼
ら
は
日
常
生
活
の
中
で
多
く
の「
書

く
こ
と
」
の
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の

例
と
し
て
、
携
帯
電
話
を
通
し
て
メ
ー
ル
の
交
換
に

熱
中
す
る
場
面
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
携
帯

電
話
は
通
話
の
機
能
よ
り
も
メ
ー
ル
機
能
の
方
が
多

く
用
い
ら
れ
る
。「
ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
」
の
出
現
に

な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。彼
ら
の
中
に
は
、

「
書
く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
が
内
在
し
て
い
る
。「
書

く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
す
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
事

実
を
自
覚
的
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
学
校
は
文
化
の
伝
達
と
い
う
目
的
を

超
え
て
、
学
習
者
に
と
っ
て
楽
し
く
か
つ
面
白
い
要

素
を
、
も
っ
と
大
胆
に
取
り
入
れ
る
努
力
を
す
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
師
は
ま
ず
教
科
担
当
者

と
し
て
、
担
当
科
目
の
授
業
内
容
に
楽
し
い
要
素
を

ど
の
よ
う
に
導
入
す
る
の
か
を
真
剣
に
模
索
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
語
教
育
は
今
後
、
学
習
者
に
い

か
に
楽
し
く
か
つ
価
値
あ
る
こ
と
ば
の
活
動
を
さ
せ

る
か
と
い
う
点
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
書
く

こ
と
」
の
学
び
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
た
ち
に
内
在

す
る
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志
を
、
い
か
に
有

効
に
引
き
出
す
か
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
工
夫
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

学
習
者
の
現
実
を
踏
ま
え
て
「
書
く
こ
と
」
の
学

び
を
構
想
す
る
際
に
、
ま
ず
次
の
三
点
を
目
標
と
し

て
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

①　

�「
書
く
こ
と
」
に
対
す
る
興
味
・
関
心
・
意
欲

の
喚
起
。

②　
「
書
く
」
た
め
の
場
の
設
定
。

③　

�

円
滑
に
「
書
く
」
活
動
へ
と
導
く
手
引
き
（
課

題
）
の
工
夫
。

　

第
一
に
掲
げ
た
点
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の

最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
達
成
す

よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
以
前
よ
り
も
遥
か
に
「
書

く
こ
と
」を
実
践
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に「
ブ

ロ
グ
」
を
精
力
的
に
書
い
て
公
開
し
、「
プ
ロ
フ
」

と
称
さ
れ
る
自
己
紹
介
の
文
章
を
交
流
し
て
、
ネ
ッ

ト
上
で「
友
人
」を
獲
得
し
て
い
る
。
S
N
S（
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
）
を
利

用
す
る
と
、
多
様
な
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
通
し

て
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
ケ
ー
タ
イ
や
ネ
ッ
ト
が
抱
え
る
「
闇
」
の
部
分

に
対
す
る
認
識
が
必
要
な
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ

が
、
本
稿
で
は
子
ど
も
た
ち
は
書
く
こ
と
が
嫌
い
で
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る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
意
欲
喚
起
に
つ
な
が

る
学
習
材
を
開
発
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し

て
第
二
点
と
し
て
、
単
に
書
く
た
め
の
技
術
を
教
え

込
む
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
学
習
者
が
実
際
に
書
く

活
動
を
展
開
す
る
場
所
を
学
び
の
中
に
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
。「
書
く
こ
と
」
の
学
び
は
、
実
際
に
書

く
活
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
い
か
に

効
果
的
な
活
動
の
場
を
設
定
す
る
か
が
、
指
導
者
側

の
工
夫
に
か
か
っ
て
い
る
。そ
し
て
第
三
点
と
し
て
、

無
理
な
く
表
現
活
動
へ
と
い
ざ
な
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
、
適
切
な
「
手
引
き
」
す
な
わ
ち
学
習
課
題

を
工
夫
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
以
上

の
三
点
の
目
標
は
、
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
。�

二　
「
日
常
」と「
学
び
」を
結
ぶ
た
め
に

「
書
く
こ
と
」
の
学
び
を
構
想
す
る
際
に
重
要
な
こ

と
は
、
学
習
者
の
「
日
常
」
と
教
室
で
の
「
学
び
」

と
を
有
効
に
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
方
策
と
し
て
、
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

①　

�

教
室
を
離
れ
た
日
常
の
中
で
、「
書
く
こ
と
」

に
関
わ
る
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
。

②　

�

国
語
科
の
授
業
の
中
で
「
書
く
こ
と
」
の
活
動

を
推
進
し
、
日
常
の
場
面
に
生
か
す
こ
と
。

　

第
一
の
方
策
は
、
国
語
科
の
課
題
と
し
て
「
書
く

こ
と
」
に
つ
な
が
る
も
の
を
用
意
し
て
、
教
室
を
離

れ
た
日
常
の
中
で
取
り
組
む
よ
う
に
導
く
方
向
で
あ

る
。「
書
く
こ
と
」
の
学
び
は
授
業
時
間
の
中
の
み

で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
授
業
内
容
に
関
連
し

た
も
の
と
は
別
に
、「
年
間
課
題
」
と
し
て
一
年
間

を
通
し
て
継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
課
題
を
工
夫
し
て
み
た
い
。
国
語
科
は
日
常
生
活

に
お
い
て
常
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
を
直
接
学
ぶ
教

科
と
い
う
こ
と
で
、
日
ご
ろ
か
ら
こ
と
ば
に
対
す
る

関
心
と
問
題
意
識
を
高
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

年
間
課
題
の
具
体
例
と
し
て
、「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ

ン
グ
」
と
称
す
る
課
題
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、
学

習
者
が
身
近
な
場
所
か
ら
様
々
な
こ
と
ば
を
採
取
す

る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
新
聞
・
雑
誌
や
本
は
も
ち

ろ
ん
、
C
M
、
テ
レ
ビ
番
組
、
映
画
、
ゲ
ー
ム
、
歌

詞
な
ど
、
身
近
な
場
所
か
ら
新
し
く
出
会
っ
た
こ
と

ば
や
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
ば
を
選
ん

で
、
B
6
サ
イ
ズ
の
カ
ー
ド
に
一
枚
に
一
項
目
ず
つ

記
入
す
る
。
ま
ず
採
取
し
た
こ
と
ば
を「
見
出
し
語
」

と
し
て
記
入
し
、
続
い
て
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
、
用

例
、
出
典
、
採
取
年
月
日
を
し
っ
か
り
と
記
入
す
る
。

少
し
ず
つ
こ
と
ば
の
ス
ト
ッ
ク
が
増
え
た
と
こ
ろ

で
、
集
め
た
こ
と
ば
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
学
習
の
形

態
に
よ
っ
て
学
習
者
が
相
互
に
情
報
交
換
を
す
る
。

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
採
取
し
た
こ
と
ば
を
新
た
な
学
習

材
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
と
ば
の
ス
ト
ッ
ク
が
拡
大
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

集
め
る
こ
と
ば
は
単
語
の
み
に
と
ど
め
ず
に
、
成

句
の
単
位
で
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。
採
取
す
る
場
所

と
し
て
は
、
主
に
C
M
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
短
い
フ
レ
ー
ズ
に
凝
縮
さ
れ
た
表
現

の
工
夫
を
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
フ
レ
ー
ズ
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と
称
す
る
課
題

だ
が
、
表
現
に
対
す
る
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
育

て
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン

グ
」
と
同
様
に
B
6
サ
イ
ズ
の
カ
ー
ド
に
一
枚
一
項

目
を
厳
守
し
て
整
理
す
る
。
こ
と
ば
と
と
も
に
表
現

に
対
す
る
関
心
を
育
て
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
意
識
を

着
実
に
「
書
く
こ
と
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
通
し
て
学
習
者
の
語
彙
を

豊
か
に
し
、
言
語
表
現
に
対
す
る
関
心
を
育
て
る
こ

と
は
、
彼
ら
の
「
日
常
」
と
教
室
の
「
学
び
」
と
を

つ
な
ぐ
た
め
の
一
つ
の
手
立
て
と
な
る
。
な
お
課
題

に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
要
件
は
、
学
習
者
の
興
味
・

関
心
を
引
き
出
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
課
題

と
し
て
の
負
担
が
あ
ま
り
過
剰
に
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
し
て
国
語
科
の
学
び
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
の
三
点
で
あ
る
。

　

続
い
て
第
二
の
方
策
は
、
国
語
科
の
授
業
の
中
に

「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
そ

こ
か
ら
学
習
者
の
日
常
の
書
く
活
動
へ
と
つ
な
ぐ
こ

と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の

授
業
で
毎
時
間
、「
研
究
の
手
引
き
」と「
授
業
レ
ポ
ー

ト
」
お
よ
び
「
研
究
資
料
」
と
称
す
る
プ
リ
ン
ト
を

準
備
し
て
、そ
れ
に
即
し
た
展
開
を
工
夫
し
て
い
る
。

す
で
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
授

業
を
組
織
し
て
い
る
が
、
毎
回
担
当
者
側
の
負
担
相
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応
の
教
育
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
研

究
の
手
引
き
」
に
は
、
そ
の
授
業
の
目
標
、
学
習
活

動
、
評
価
の
観
点
、
課
題
、
次
回
の
予
定
な
ど
を
整

理
し
て
示
す
。「
研
究
の
手
引
き
」
に
よ
っ
て
、
学

習
者
が
授
業
の
目
標
や
課
題
を
確
認
し
、
的
確
な
学

習
活
動
が
可
能
と
な
る
。ま
た「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」は
、

学
習
者
が
授
業
の
展
開
に
即
し
て
記
入
し
て
、
全
員

が
授
業
終
了
時
に
提
出
す
る
。「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」

で
個
々
の
学
習
者
の
状
況
を
可
能
な
限
り
把
握
し
、

常
に
効
果
的
な
授
業
内
容
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
。「
研
究
資
料
」
に
は
、
授
業
に
関
連
し
た
副
教

材
や
参
考
資
料
を
載
せ
て
配
布
す
る
。

　

先
に
「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の
目
標
の
第
三
点
と

し
て
掲
げ
た
「
表
現
の
た
め
の
場
の
設
定
」
と
い
う

事
項
と
の
関
連
か
ら
考
え
る
と
き
、「
授
業
レ
ポ
ー

ト
」
は
ま
さ
に
書
く
た
め
の
「
場
」
と
し
て
機
能
す

る
と
言
え
よ
う
。
毎
回
提
出
と
な
る
緊
張
感
は
、
学

習
者
の
意
識
を
「
書
く
こ
と
」
に
向
か
わ
せ
る
。
ま

た
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
を
ま
と
め
る
と
い
う

練
習
も
で
き
る
。
さ
ら
に
個
々
の
学
習
者
の
学
習
活

動
を
評
価
す
る
際
に
も
、「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
は
効

力
を
発
揮
す
る
。
そ
こ
に
は
、
学
習
者
の
自
己
評
価

と
、
グ
ル
ー
プ
学
習
時
の
相
互
評
価
の
要
素
も
含
め

て
あ
る
。「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
に
収
録
さ
れ
る
学
習

者
の
ナ
マ
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
授
業
を
進
め

る
よ
う
に
心
が
け
て
き
た
。
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
実

践
例
で
は
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
「
研
究
の
手
引
き
」

「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」「
研
究
資
料
」
を
用
い
た
指
導
に

よ
っ
て
、
指
導
内
容
の
徹
底
お
よ
び
充
実
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
。
授
業
時
に
「
授
業
レ
ポ
ー
ト
」
に
記

録
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
書
く
こ
と
の
習
慣
を
身
に

付
け
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
日
常
に
お
け
る
書
く
活

動
へ
の
発
展
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
授
業

レ
ポ
ー
ト
」
の
扱
い
も
ま
た
、「
学
び
」
と
「
日
常
」

と
を
架
橋
す
る
も
の
で
あ
る
。

三　
「
書
く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
を

ど
う
生
か
す
か

　

冒
頭
で
「
ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
」
の
話
題
を
出
し
た

が
、
た
と
え
ば
「
ケ
ー
タ
イ
」
と
「
書
く
こ
と
」
と

を
結
び
付
け
る
と
い
う
発
想
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
書
く
こ
と
」
の
日
常
化
を
目
指
す
と
い
う
課

題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
の
一
つ
の
視
座
と
な

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
府
川
源
一
郎
は
、「
ケ
ー

タ
イ
作
文
の
可
能
性
」（
日
本
国
語
教
育
学
会
『
月

刊
国
語
教
育
研
究
』
二
〇
〇
三
・
七
）
に
お
い
て
ケ
ー

タ
イ
メ
ー
ル
を
取
り
上
げ
た
。
府
川
は
学
習
者
の
現

実
に
着
目
し
、そ
の
現
実
の
中
に
あ
る
素
材
を「
切
っ

て
捨
て
る
」
こ
と
を
せ
ず
、
逆
に
そ
の
素
材
の
「
可

能
性
」
を
取
り
上
げ
て
新
た
な
授
業
を
構
想
し
よ
う

と
す
る
。
さ
ら
に
「
生
活
綴
り
方
」
に
お
け
る
洋
紙

と
謄
写
版
と
い
う
印
刷
手
段
の
普
及
に
着
目
し
、
携

帯
電
話
と
い
う
機
器
の
普
及
の
中
に
今
後
の
「
可
能

性
」
の
一
つ
の
要
素
を
見
出
し
て
い
る
。
注
目
す
べ

き
提
言
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
メ
ー

ル
の
送
受
信
を
繰
り
返
す
と
い
う
事
実
に
目
を
向
け

て
、「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
そ
こ
に
は
、
情
報
の
双
方
向
性
と
い
う
要

素
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
情
報
を
一
方
的
に
送
信

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
相
手
か
ら
の
返
信
を
期

待
す
る
と
い
う
意
志
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

返
信
の
ス
ピ
ー
ド
と
、
相
手
と
の
人
間
関
係
を
対
応

さ
せ
て
考
え
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
相
手
と
顔
を
合
わ
せ
て
の
直
接
的

な
も
の
で
は
な
い
、
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
も
重
要
な
要
素
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
か
つ
双
方
向
の
交
信
を
可

能
に
す
る
と
い
う
要
素
を
メ
ー
ル
の
特
性
と
し
て
把

握
し
、
そ
れ
を
教
室
で
の
「
書
く
こ
と
」
の
学
び
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。以
下
に
、「
交
流
作
文
」

と
称
す
る
具
体
的
な
実
践
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

　

わ
た
く
し
は
中
・
高
一
貫
の
私
立
学
校
に
勤
務
し

た
経
験
か
ら
、
異
な
る
学
年
の
間
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

交
流
す
る
と
い
う
形
態
を
取
り
入
れ
た「
書
く
こ
と
」

の
学
習
指
導
を
展
開
し
た
こ
と
が
あ
る
。
高
校
生
の

授
業
で
「
後
輩
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
中
学
生
に
宛
て
た
手
紙
を
書
か
せ
、
そ
れ
を
実
際

に
中
学
生
が
読
ん
で
感
想
を
ま
と
め
る
と
い
う
実
践

で
あ
る
。
中
学
生
・
高
校
生
の
双
方
が
相
手
か
ら
の

反
応
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
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四　

新
し
い「
書
く
こ
と
」の
学
び
へ

　

本
稿
で
は
ま
ず
学
習
者
の
日
常
の
中
に
あ
る
「
書

く
こ
と
」へ
向
か
う
意
志
を
確
認
し
た
。「
書
く
こ
と
」

の
学
び
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
志
を
引
き
出
す
よ
う

に
心
が
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
学
び
の

過
程
で
常
に
書
く
活
動
の
場
を
自
然
な
形
で
設
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
理
な
く
「
書
く
こ
と
」
へ
と

向
か
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
学
習
者
の
日
常
と
学
校

と
を
隔
て
る
境
界
を
越
境
し
て
、
書
く
活
動
へ
と
い

ざ
な
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
興
味
・
関
心
を
十
分
に

喚
起
し
得
る
学
習
材
を
提
供
す
る
必
要
も
あ
る
。
わ

た
く
し
は
、
漫
画
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
映
像
、
音

楽
、
ゲ
ー
ム
な
ど
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
に
分
類
さ

れ
る
も
の
の
学
習
材
と
し
て
の
可
能
性
を
追
求
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、「
書
く
こ
と
」
の
学
習

材
と
し
て
多
大
な
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

学
習
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
は
、
グ
ル
ー
プ

レ
ベ
ル
で
相
互
評
価
を
実
施
し
、
ク
ラ
ス
全
体
に
お

い
て
も
吟
味
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し

て
最
終
的
に
は
個
人
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、

表
現
を
磨
く
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
に
は
異
な
る
個

性
を
有
す
る
多
く
の
学
習
者
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
お
の
ず
と
独
自
の
「
文
化
」
が
生
成
さ
れ
る
。

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
「
教
室
の
文
化
」
と
称
し
て
い

る
が
、
こ
の
「
教
室
の
文
化
」
を
生
か
し
た
評
価
を

実
現
す
る
こ
と
も
、「
書
く
こ
と
」
の
学
び
の
構
想

ま
ち
だ　

も
り
ひ
ろ　

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術

院
教
授
。
学
習
者
に
身
近
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
学
習
材
開

発
と
授
業
開
発
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
る
。
著
書
に『
国

語
科
授
業
構
想
の
展
開
』（
三
省
堂
）
な
ど
。

に
含
め
て
お
き
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
学
習
者
の
「
書
く
こ
と
」
に
対

す
る
興
味
・
関
心
の
喚
起
と
い
う
点
を
基
盤
と
し
た

学
び
に
言
及
し
た
。
表
現
意
欲
を
育
て
る
こ
と
が
、

最
も
重
要
な
実
践
的
課
題
と
判
断
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
本
来
、
書
く
こ
と
が
嫌
い
で

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
で
書
か
さ
れ
る

作
文
は
苦
手
と
い
う
声
が
あ
る
。
も
し
も
作
文
教
育

を
受
け
る
こ
と
が
彼
ら
か
ら
書
く
こ
と
の
楽
し
み
を

奪
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
本
末
転

倒
で
あ
る
。
彼
ら
が
自
ら
の
生
き
る
現
実
の
中
で
少

し
ず
つ
育
ん
で
き
た
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う
意
志

を
学
校
で
は
大
切
に
し
て
、
よ
り
広
く
大
き
な
表
現

意
欲
へ
と
育
て
る
必
要
が
あ
る
。

　

ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
子
ど

も
た
ち
の
日
常
の
中
に
は
「
書
く
こ
と
」
へ
向
か
う

意
志
に
深
く
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ
特
性
を
授
業
に
も
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
、「
書
く
こ
と
」
の
新
し
い
学
び
を
構
想

し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
書
く
こ
と
」
の
日
常

化
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
新
た
な
側
面
か
ら
光
を

当
て
る
こ
と
で
も
あ
る
。

題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
氏
名
は
使
用
せ
ず
に

す
べ
て
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
対
応
す
る
こ
と
に
し
た
。
同

じ
学
校
の
中
学
生
と
高
校
生
と
の
「
交
流
作
文
」
に

よ
っ
て
、
彼
ら
の
「
書
く
こ
と
へ
と
向
か
う
意
志
」

を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
学
生
の
教
職
課
程
に
お
け
る「
国
語
科
教
育
法
」

の
授
業
で
は
、
高
校
生
に
向
け
て
短
作
文
の
課
題
を

発
信
す
る
と
い
う
内
容
で
展
開
し
た
。
十
分
間
に

八
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
書
く
と
い
う
前
提
の
も
と

で
、
大
学
生
に
課
題
を
考
案
さ
せ
る
。
作
成
さ
れ
た

課
題
は
、
そ
の
ま
ま
実
際
に
高
校
生
に
課
題
に
即
し

て
取
り
組
ま
せ
た
。
そ
の
結
果
書
か
れ
た
文
章
は
再

度
大
学
生
に
戻
し
て
、
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

る
。
高
校
生
に
は
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
す
る
作
文

と
は
別
に
、
課
題
そ
の
も
の
に
対
す
る
感
想
も
書
か

せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
相
手
を
想
定
し
て
書
く
こ
と
は
、
今

日
の
メ
ー
ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

な
が
る
。
学
習
者
の
生
活
す
る
「
い
ま
、
こ
こ
」
の

文
脈
の
中
か
ら
適
切
な
状
況
を
取
り
上
げ
て
、
学
習

の
テ
ー
マ
と
す
る
。
そ
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
異
な

る
学
年
の
間
で
の
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
交
流
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
書
く
こ

と
」
の
学
び
の
新
し
い
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
期
待

で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
取
り
組
み
を「
交
流
作
文
」

と
称
し
て
、
二
〇
〇
七
年
現
在
も
実
践
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。



�

一　
「
発
見
カ
ー
ド
」と
は

　

私
が
公
立
小
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
頃
、
子
ど
も

た
ち
の
側
に
学
び
が
定
着
し
な
い
こ
と
に
悩
ん
だ
時

期
が
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
子
ど
も
の
問
題
意
識
か
ら

授
業
を
出
発
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

悩
み
の
中
か
ら
、試
行
錯
誤
の
結
果
、「
発
見
カ
ー
ド
」

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
れ
は
、
毎
時
間
の
授
業
終
了
後
、
三
〜
五
分
間

を
と
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
授
業
を
振
り
返
っ

て
、
発
見
し
た
こ
と
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
新

た
に
生
ま
れ
て
き
た
疑
問
な
ど
を
書
き
込
む
た
め
の

カ
ー
ド
で
あ
る
。

　

は
じ
め
は
、
個
人
カ
ル
テ
を
活
用
し
て
い
た
の
だ

が
、
教
師
の
側
と
子
ど
も
の
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
の

よ
う
な
問
題
点
が
出
て
き
た
。

　

ま
ず
、
教
師
側
の
問
題
で
あ
る
。
個
人
カ
ル
テ
で

は
毎
時
間
、
到
達
目
標
を
設
定
し
、
評
価
項
目
を
明

い
う
罫
線
だ
け
の
B
5
サ
イ
ズ
の
シ
ン
プ
ル
な
用
紙

ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
こ
の
発
見
カ
ー
ド
の
活
用
は
、

私
が
実
践
現
場
に
い
る
間
ず
っ
と
続
け
た
。そ
し
て
、

大
学
で
教
え
て
い
る
今
も
活
用
し
て
い
る
。
小
さ
な

用
紙
の
中
に
、
子
ど
も
の
、
学
生
の
息
づ
か
い
ま
で

が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
、
固
有
名
詞
に
向
け
て
、

自
分
の
授
業
の
意
味
を
問
い
返
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
書
く
こ
と
の
日
常
化
と
い
う
点
で
も
効
果

的
で
あ
っ
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
こ
の
「
発

見
カ
ー
ド
」
に
、
発
見
し
た
こ
と
、
わ
か
ら
な
か
っ

た
こ
と
、
新
た
に
生
ま
れ
て
き
た
疑
問
な
ど
を
書
き

続
け
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
「
発
見
カ
ー
ド
」
に
書
き
続
け
る
こ

と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
自
ら
の
学
び
を
メ
タ

認
知
す
る
と
い
う
振
り
返
り
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
の
振
り
返
り
に
よ
っ
て
、
学
び
が
深
化
、
発

展
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

二　

書
き
続
け
ら
れ
る「
発
見
カ
ー
ド
」を

起
点
と
し
た
学
び
の
創
造

　

一
方
、
教
師
で
あ
る
私
は
、
子
ど
も
た
ち
の
書
い

た
「
発
見
カ
ー
ド
」
か
ら
学
び
、『
国
語
通
信
』
を

書
き
続
け
て
い
っ
た
。

　

次
に
そ
の
実
例
を
示
し
て
み
た
い
。
小
学
校
三
年

生
の
説
明
的
文
章
教
材
「
く
ら
し
と
絵
文
字
」（
教

育
出
版
）
で
生
ま
れ
た
「
発
見
カ
ー
ド
」
を
め
ぐ
る

示
し
、
そ
こ
へ
向
け
て
情
意
面
も
含
め
た
形
成
的
評

価
を
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
個
人
カ
ー
ド
を
通
し

て
、
教
師
側
は
客
観
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
子
ど
も
の

つ
ま
ず
き
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
し
か
し
、

子
ど
も
が
授
業
の
中
で
何
に
興
味
を
持
ち
、
何
に
つ

ま
ず
き
、
何
を
発
見
し
、
何
を
こ
そ
学
び
た
い
の
か

と
い
う
子
ど
も
の
思
い
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

　

次
に
、
子
ど
も
の
側
の
問
題
と
し
て
、
教
師
が
設

定
し
た
評
価
項
目
は
、
必
ず
し
も
子
ど
も
自
身
が
自

分
の
学
び
の
実
態
を
実
感
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は

な
ら
ず
、
次
な
る
学
び
へ
主
体
的
に
取
り
組
む
力
や

意
欲
が
十
分
に
は
子
ど
も
自
身
に
自
覚
化
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
子
ど
も
が
自
ら
の
学
び
の
状
況
を
自
ら

の
言
葉
で
記
録
し
、
綴
っ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を

痛
感
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
行
き
着
い
た
の
が
、「
発
見
カ
ー
ド
」
と



�

記
述
で
あ
る
。（
詳
細
に
つ
い
て
は
、拙
著
『〈
対
話
〉

に
よ
る
説
明
的
文
章
の
学
習
指
導
─
メ
タ
認
知
の
内

面
化
の
理
論
提
案
を
中
心
に
し
て
─
』（
二
〇
〇
六

年
、
風
間
書
房
を
参
照
）

　

発
見
カ
ー
ド
は
大
切
！

　

一
時
間
の
授
業
の
さ
い
ご
に
、
発
見
カ
ー
ド
を
書

い
て
い
ま
す
ね
。
発
見
カ
ー
ド
は
、
友
だ
ち
の
発
表

と
自
分
の
考
え
を
く
ら
べ
て
、
新
し
く
わ
か
っ
た
こ

と
、
考
え
が
ふ
か
ま
っ
た
こ
と
、
か
わ
っ
た
こ
と
、

発
見
し
た
こ
と
、
新
し
く
生
ま
れ
た
ぎ
も
ん
を
書
い

て
い
く
も
の
で
す
ね
。
／
こ
の
発
見
カ
ー
ド
を
見
る

と
、
そ
の
人
の
学
び
の
あ
り
様
が
よ
く
わ
か
り
ま
す

よ
ね
。
／
次
の
人
た
ち
は
、
き
の
う
の
じ
ゅ
ぎ
ょ
う

か
ら
、
筆
者
は
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
（
考
え
）
を

読
む
人
に
伝
え
る
た
め
に
、
れ
い
を
出
し
て
い
る
と

い
う
筆
者
の
考
え
と
れ
い
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
よ
う
て
ん
（
大
切
な
こ

と
）
を
と
ら
え
る
に
は
、
こ
の
筆
者
の
考
え
と
れ
い

の
関
係
を
読
み
と
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
を
発
見
し

て
い
ま
す
。

　

私
は
、
琢
己
く
ん
の
発
表
で
発
見
し
ま
し
た
。
琢

己
く
ん
は
、
②
だ
ん
ら
く
の
さ
い
し
ょ
（
ふ
で
屋
さ

ん
や
の
こ
ぎ
り
屋
さ
ん
）
と
い
う
の
は
れ
い
な
ん
だ

と
発
表
し
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
発
表
か
ら
れ
い
が

書
か
れ
て
い
る
の
は
②
だ
ん
ら
く
の
要
点
を
わ
か
り

や
す
く
書
く
た
め
だ
と
考
え
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
！

と
思
い
ま
し
た
。（
彩
花
）

　

琢
己
く
ん
の
意
見
の
②
だ
ん
ら
く
は
最
し
ょ
に
れ

い
が
で
て
い
る
と
い
う
発
表
か
ら
絵
文
字
は
〜
の
で

す
が
本
当
に
よ
う
て
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。（
私
は
れ
い
が
よ
う
て
ん
だ
と
も
半
分
思
っ

て
い
た
の
で
）
／
み
ん
な
の
い
け
ん
を
き
い
て
、
三

だ
ん
ら
く
の
さ
い
ご
は
れ
い
だ
と
い
う
こ
と
を
発
見

し
ま
し
た
。（
久
実
）

　

私
は
、琢
己
く
ん
の
発
表
で
発
見
し
た
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
説
明
を
書
く
と
き
に
、
前
か
後

ろ
に
れ
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
れ
い

が
あ
る
と
あ
あ
な
る
ほ
ど
と
ぐ
た
い
て
き
に
わ
か
っ

て
大
切
だ
か
ら
で
す
。（
美
希
）

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
次
の
よ
う
に
、
友
だ
ち
の
発
表

か
ら
、
考
え
が
深
ま
っ
た
り
、
か
わ
っ
て
い
っ
た
り

し
た
人
が
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
思
っ
た
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
②
だ
ん

ら
く
が
な
い
と
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す
。
／
そ
れ
は
太

田
さ
ん
は
な
に
を
つ
た
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
し
、
要
点
が
わ
か
り
に
く
く
な
る
と
思
い

ま
す
。（
陽
子
）

　

ぼ
く
は
、
優
さ
ん
の
発
表
で
か
ん
が
え
が
か
わ
っ

た
ん
だ
け
ど
、
②
だ
ん
ら
く
が
な
い
と
、
か
こ
、
げ

ん
ざ
い
、
み
ら
い
が
き
え
る
と
い
う
こ
と
で
考
え
が

変
わ
り
ま
し
た
。（
孝
弘
）

　

ぼ
く
は
、
考
え
が
変
わ
っ
て
、
②
だ
ん
ら
く
が
な

い
と
い
け
な
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
、
②
だ

ん
ら
く
は
、
じ
だ
い
を
こ
え
て
、
多
く
の
人
々
の
く

ら
し
に
や
く
だ
っ
て
き
た
の
で
す
。
と
か
い
て
い
る

か
ら
、
②
だ
ん
ら
く
で
ぐ
た
い
て
き
に
れ
い
を
出
し

て
説
明
し
な
い
と
、④
だ
ん
ら
く
で
こ
の
よ
う
に
と
、

は
っ
き
り
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？（
明
宏
）

　

今
日
の
優
さ
ん
の
は
っ
ぴ
ょ
う
で
、太
田
さ
ん
は
、

④
だ
ん
ら
く
の
「
こ
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
絵
文

字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。」

の
「
た
く
さ
ん
」
に
①
〜
③
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
絵

文
字
を
か
く
た
め
長
く
か
く
の
だ
と
は
っ
け
ん
し
ま

し
た
。（
茉
莉
奈
）

（『
3
年
国
語
通
信
第
七
八
号
』）

　

こ
う
し
て
「
発
見
カ
ー
ド
」
に
書
か
れ
た
こ
と
が

『
国
語
通
信
』
を
も
と
に
共
有
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
の
中
か
ら
、〈
資
料
2
〉〈
資
料

3
〉
の
よ
う
に
、
自
主
的
な
学
び
が
連
続
的
に
生
み

出
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

今
日
は
、
自
分
が
書
い
た
説
明
文
と
筆
者
が
書
い

た
説
明
文
の
書
き
方
を
比
べ
て
、
自
主
学
習
の
中
で

発
見
を
生
み
だ
し
た
人
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
／
今
、
太
田
さ
ん
の
「
く
ら
し
と
絵
文
字
」
を

読
ん
で
、
説
明
文
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
太
田
さ

ん
は
、
絵
文
字
の
特
長
を
三
つ
あ
げ
て
い
ま
す
。
／

資
料
1

資
料
2
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①
見
た
し
ゅ
ん
か
ん
に
意
味
が
分
か
る
。
／
②
相
手

に
親
し
み
や
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
／
③
言
葉
や

年
れ
い
な
ど
を
こ
え
て
分
か
る
。
／
私
は
、
自
分
で

さ
が
し
た
絵
文
字
の
中
で
、
会
社
の
マ
ー
ク
や
家
の

紋
な
ど
の
特
長
と
し
て
、
／
④
名
ふ
だ
の
よ
う
な
は

た
ら
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
が
さ
が
し
た
絵
文
字
は
、
そ
れ
ら
四
つ
の
特
長
の

ど
れ
か
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
説
明
文
で
は
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
特

長
を
う
ま
く
ひ
ょ
う
げ
ん
す
る
事
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
た
め
の
太
田
さ
ん
の
工
夫
を
さ
ぐ
っ
て

い
き
た
い
で
す
。（
佳
子
）

　

佳
子
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
説
明
文
は
、
筆
者
が

読
み
手
に
何
か
伝
え
た
い
、
う
っ
た
え
た
い
こ
と
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
れ

い
の
出
し
方
や
れ
い
の
じ
ゅ
ん
じ
ょ
の
な
ら
べ
か
た

な
ど
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。「
く

ら
し
と
絵
文
字
」
の
学
習
で
は
、
そ
う
し
た
筆
者
の

説
明
の
仕
方
や
工
夫
に
対
し
て
、
自
分
は
ど
う
考
え

る
の
か
、
自
分
の
考
え
を
出
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（『
3
年
国
語
通
信
第
七
九
号
』）

　

今
、
国
語
で
は
、「
く
ら
し
と
絵
文
字
」
の
太
田

さ
ん
の
説
明
の
工
夫
を
見
つ
け
て
い
ま
す
ね
。
／
彩

花
さ
ん
は
、
自
主
勉
強
で
上
の
よ
う
な
学
び
を
し
て

き
ま
し
た
。
／
彩
花
さ
ん
は
、「
し
ゅ
ん
か
ん
」
と

い
う
言
葉
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
田
さ
ん

の
説
明
の
仕
方
の
工
夫
（
む
ず
か
し
い
言
葉
で
論
理

展
開
の
工
夫
と
い
い
ま
す
）
を
し
っ
か
り
と
読
み

取
っ
て
い
ま
す
ね
。
／
さ
あ
、
み
な
さ
ん
は
、
ど
ん

な
説
明
の
工
夫
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。
／
⑤
⑥
だ
ん
ら
く
で
、
太
田
さ
ん
の
工
夫
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
？
／
「
し
ゅ
ん
か
ん
」
と
い

う
言
葉
は
⑤
⑥
だ
ん
ら
く
に
３
回
も
使
っ
て
い
る
の

が
ヒ
ン
ト
だ
！

こ
の
学
習
方
法
を
使
っ
て
書
い
て

み
ま
す
。
そ
の
し
ゅ
ん
か
ん
を
３
回
使
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
ウ
と
エ
の
絵
文
字
は
、
し
ゅ
ん
か
ん
に
見

て
わ
か
る
絵
文
字
だ
と
い
う
こ
と
が
す
ご
く
わ
か
り

ま
す
。
／
そ
こ
か
ら
私
は
、
太
田
さ
ん
の
す
ご
い
工

夫
を
発
見
し
ま
し
た
。
／
そ
れ
は
、
⑤
で
説
明
し
て

い
る
こ
と
を
そ
れ
に
つ
け
く
わ
え
、
⑥
だ
ん
ら
く
で

れ
い
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
所
で
す
。
／
⑤
し
ゅ

ん
か
ん
に
そ
の
意
味
が
わ
か
る
。
→
⑥
れ
い
を
あ
げ

る
。�

（『
3
年
国
語
通
信
第
八
一
号
』）

　

こ
の
よ
う
に
、「
発
見
カ
ー
ド
」
を
『
国
語
通
信
』

に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
子
ど
も
た
ち

の
さ
ら
な
る
学
び
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
各
自

の
ノ
ー
ト
に
書
く
と
い
う
営
み
を
通
し
て
、
学
び
が

連
鎖
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

発
見
カ
ー
ド
の
機
能

「
発
見
カ
ー
ド
」
と
い
う
書
く
こ
と
の
日
常
化
が
ど

の
よ
う
に
学
び
に
機
能
し
て
い
く
の
か
改
め
て
考
え

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
「
発
見
カ
ー
ド
」

を
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
授
業
の
最
後
に
書
き
続
け
、

教
師
が
そ
れ
を
『
国
語
通
信
』
な
ど
に
活
用
し
な
が

ら
、
子
ど
も
た
ち
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
学
び
を
対
象
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、「
発
見
カ
ー
ド
」を
書
く
と
い
う
営
み
が〈
資

料
1
〉
の
孝
弘
や
明
宏
の
よ
う
に
、
新
た
な
学
び
を

起
こ
す
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
問

題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
学
び
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
発
見
カ
ー
ド
」を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈
資
料
1
〉
の
彩
花
や
久
実
、
美
希
の
よ
う
に
、
他

者
の
考
え
か
ら
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
を
自
覚

化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
営
み
が
、
学
び
と
は
他
者
と
の
共
同
の

中
で
作
用
し
合
い
な
が
ら
起
こ
っ
て
い
く
の
だ
と
い

う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
自
覚
化
さ
せ
て
い
く
。
そ

し
て
、
子
ど
も
た
ち
同
士
の
水
平
的
か
か
わ
り
を
活

性
化
し
て
い
く
。

　

し
か
も
、「
そ
う
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
着
眼

し
て
学
べ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
学
び
方
を
獲
得
す

る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
他
者
（
友
だ
ち
）
の
学
び
と
自
分
の
学

び
を
比
べ
な
が
ら
、
新
た
な
発
見
を
し
な
が
ら
、
子

資
料
3
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の
日
常
化
が
、
子
ど
も
の
学
び
に
大
き
な
成
果
を
も

た
ら
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
教
師
で
あ
る
私
は
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も

か
ら
毎
日
生
み
出
さ
れ
て
い
く
「
発
見
カ
ー
ド
」
を

通
し
て
、子
ど
も
の
学
び
の
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
、

多
く
の
こ
と
を
学
ば
さ
れ
た
。

　

子
ど
も
は
こ
ん
な
ふ
う
に
つ
ま
ず
い
て
い
く
の

か
。
授
業
の
中
で
は
何
も
言
葉
を
発
し
な
か
っ
た
こ

の
子
が
こ
ん
な
問
題
を
捉
え
、
感
じ
て
い
た
の
か
。

こ
の
子
の
こ
の
感
じ
方
を
生
か
し
て
い
く
た
め
に
は

ど
ん
な
授
業
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
子
ど
も
の
学
び
の
論
理
に
沿
っ
た
授
業
構
築

の
あ
り
方
を
痛
切
に
教
え
ら
れ
た
。
私
は
こ
の
子
の

こ
の
思
い
を
授
業
の
中
で
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
子
ど
も
の
思
い
を
受
け
取
る

こ
と
の
で
き
る
教
師
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
の

側
に
立
っ
た
授
業
の
実
現
は
難
し
い
。
…
…
。
日
常

化
さ
れ
た
「
発
見
カ
ー
ド
」
を
前
に
、
私
は
教
師
と

し
て
自
問
自
答
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、「
発
見
カ
ー
ド
」
に
記
さ
れ
た
言
葉
の
一

つ
一
つ
に
子
ど
も
の
願
い
や
思
い
や
憤
り
が
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
で
、
現
実
の
子
ど
も
の
思
い
の
重
さ
を

痛
感
し
た
。
そ
の
子
ど
も
の
声
に
気
づ
か
な
か
っ
た

教
師
と
し
て
の
自
分
の
無
力
を
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。

　

結
果
的
に
、「
発
見
カ
ー
ド
」
に
お
け
る
子
ど
も

の
記
述
は
、私
の
授
業
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

と
同
時
に
、
子
ど
も
の
「
発
見
カ
ー
ド
」
の
言
葉
に

か
わ
の　

じ
ゅ
ん
こ　

熊
本
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
専
攻

は
国
語
教
育
学
。
博
士（
学
校
教
育
学
）。「
読
む
こ
と
」、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
を
中
心
に
、
実
践
と
理
論
を

統
合
し
た
実
践
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

促
さ
れ
る
よ
う
に
、教
師
で
あ
る
私
も
『
国
語
通
信
』

や
『
学
級
通
信
』
を
書
く
こ
と
を
日
常
化
さ
せ
て
い

く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

書
く
こ
と
の
日
常
化
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、

教
師
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
教
師
の
営
み
の
振
り
返
り
で
あ
り
、

自
己
凝
視
で
も
あ
り
、
新
た
な
課
題
の
発
見
で
も
あ

る
の
だ
。

　

私
の
授
業
が
子
ど
も
と
と
も
に
創
り
上
げ
る
授
業

に
少
し
で
も
な
り
得
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、

子
ど
も
が
書
き
続
け
て
く
れ
た
「
発
見
カ
ー
ド
」
の

お
か
げ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

継
続
は
力
な
り
で
あ
る
。
全
国
の
先
生
方
に
こ
の

取
り
組
み
を
お
勧
め
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
児
童
名
は
す
べ
て
仮

名
で
あ
る
。

ど
も
た
ち
は
、〈
資
料
2
〉
や
〈
資
料
3
〉
の
よ
う

に
学
び
を
深
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
発
見
カ
ー
ド
」
の
活
用
に
慣
れ
て
き
た
段
階
で
、

私
は
、
授
業
の
導
入
で
、
前
時
の
「
発
見
カ
ー
ド
」

に
書
か
れ
て
い
た
発
見
や
疑
問
点
を
子
ど
も
同
士
が

発
表
し
合
う
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
さ
に
、
子
ど
も
の
側
か
ら
の
問
題
意
識

に
基
づ
い
て
学
び
が
開
始
さ
れ
、
学
び
へ
の
意
欲
が

さ
ら
に
喚
起
さ
れ
て
い
っ
た
。

四　
「
発
見
カ
ー
ド
」に
お
け
る
書
く
こ

と
の
日
常
化
か
ら
見
え
る
こ
と

　

毎
日
の
授
業
終
了
時
の
わ
ず
か
三
分
か
五
分
の
中

で
行
わ
れ
た
、「
書
く
」
と
い
う
営
み
が
、
上
述
し

て
き
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
学
び
の
振
り
返
り
に
生

か
さ
れ
、
自
ら
の
学
び
を
自
覚
化
す
る
と
と
も
に
、

他
者
の
学
び
も
促
進
し
、
新
た
な
学
び
の
課
題
や
学

び
方
を
提
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
発
見
カ
ー
ド
」
は
、
一
単
元
の
終
了
時
に

は
十
数
枚
、一
年
間
の
終
わ
り
に
は
、何
十
枚
と
な
っ

て
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
積
み
重
ね
を
振
り
返
っ

た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
が
何
を
ど
の
よ
う
に

学
ん
で
き
た
の
か
、自
ら
の
学
び
の
成
長
を
実
感
し
、

そ
の
言
葉
の
束
に
自
ら
の
学
び
へ
の
成
就
感
を
感
じ

と
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
感
と
成
就
感
が
子
ど
も
の

次
な
る
学
び
を
促
進
し
て
い
く
。

「
発
見
カ
ー
ド
」
と
い
う
、
さ
さ
や
か
な
書
く
こ
と
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一　

書
く
こ
と
の
日
常
化
の
た
め
の
方
策

　

立
場
を
変
え
な
が
ら
も
長
く
国
語
教
育
に
携
わ
っ

て
い
る
と
、
教
室
で
実
際
に
教
え
て
い
る
こ
と
と
、

社
会
に
と
っ
て
必
要
な
「
実
学
と
し
て
の
国
語
」
と

の
違
い
に
多
少
い
ら
だ
つ
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
稿
で
は
「
書
く
こ
と
」
に
視
点
を
当
て
、
現

在
行
な
わ
れ
て
い
る
指
導
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
見
方
の

枠
組
み
）
を
少
し
変
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
、
改

め
て
検
討
し
て
み
た
い
。（「
す
で
に
や
っ
て
い
る
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
る
方
は
、
項
目
を
見
て
選
ん
で
お
読
み

い
た
だ
き
た
い
。）

①　

時
系
列
で
書
く

　

前
回
の
「
こ
と
ば
の
学
び
」（

１
）

で
も
あ
っ
た
よ
う

に
、
小
学
校
か
ら
高
校
に
到
る
ま
で
、
教
師
は
「
時

系
列
で
書
く
こ
と
」
を
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。
と
い
う

よ
り
、
そ
の
意
義
を
感
じ
て
い
な
い
し
、
ま
と
も
に

教
え
て
も
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

　

聞
い
た
こ
と
を
で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
書
く
な

ど
、
速
記
的
な
技
能
が
必
要
で
は
な
い
か
、
あ
る
い

は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
て
も
良
い
の
で
は
な
い

か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
議
論
は
あ
る
と
思
う
が
、
と
に

か
く
人
の
話
す
こ
と
や
授
業
の
内
容
を
（
自
分
が
分

か
る
よ
う
に
）
速
く
書
く
訓
練
（
練
習
）
が
必
要
で

あ
る
。

　

私
は
、
授
業
の
中
で
「
な
る
べ
く
速
く
た
く
さ
ん

書
く
こ
と
」
を
追
求
す
る
時
間
を
設
定
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
十
分
間
で
で
き
る
だ
け
多
く
書
く
こ
と
を

求
め
、
長
く
書
い
た
生
徒
を
褒
め
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。（
何
を
書
く
の
か
、
ど
う
書
く
の
か
な
ど
、

内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。）
ま
た
、
一
定
の
内

容
を
で
き
る
だ
け
聞
き
取
り
、
書
き
取
る
こ
と
の
練

習
も
し
た
。
な
じ
ん
で
い
る
国
語
教
師
の
話
だ
け
で

な
く
、
既
存
の
学
習
材
や
聞
き
取
り
課
題
を
用
い
る

こ
と
も
検
討
し
た
い
。（

２
）

③　

メ
モ
を
と
る

　

我
々
の
日
常
生
活
で
は
、
内
容
に
つ
い
て
「
適
切

な
メ
モ
を
と
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

音
声
言
語
の
指
導
で
は
用
い
ら
れ
る
が
、
他
の
領
域

で
は
こ
れ
を
十
分
指
導
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

話
を
聞
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
教
材
を
読
み
な
が
ら

メ
モ
を
と
る
に
は
一
定
の
技
能
が
必
要
だ
が
、
何
を

ど
の
よ
う
に
と
れ
ば
い
い
の
か
国
語
の
時
間
に
き
ち

ん
と
教
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
ペ
ー

ジ
で
示
す
よ
う
な
ウ
ェ
ッ
ブ
（
マ
ッ
ピ
ン
グ
）
を
用

際
の
社
会
で
は
例
え
ば
「
事
故
報
告
」
な
ど
「
時
系

列
」
で
書
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

た
が
っ
て
、「
時
系
列
」
で
「
な
る
べ
く
具
体
的
に

詳
し
く
」記
述
す
る
こ
と
を
も
う
少
し
指
導
し
た
い
。

時
系
列
で
記
述
し
た
後
、「
残
す
も
の
捨
て
る
も
の
」

を
決
め
、
強
調
す
る
部
分
を
よ
り
工
夫
し
て
書
く
よ

う
に
（
編
集
す
る
こ
と
を
）
指
導
す
る
。
最
初
に
書

く
時
系
列
の
作
文
は
、
提
出
す
る
作
品
の
「
種
」
や

「
素
材
」
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
を
も
っ
と
大
事

に
し
た
い
。

②　

速
く
た
く
さ
ん
書
く

　

教
室
の
作
文
指
導
で
、
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
い
て

し
か
も
日
常
生
活
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
「
速
く
書

く
」
こ
と
で
あ
る
。
き
れ
い
な
字
で
な
く
て
も
よ
い

し
、
丁
寧
に
書
か
な
く
て
も
よ
い
、
ま
た
、
漢
字
を

使
わ
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
と
に
か
く
「
速
く
た
く

さ
ん
書
く
こ
と
」
を
も
う
少
し
指
導
す
る
必
要
が
あ

る
。
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い
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
中
央
部
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
見
出
し
で
も

あ
る
の
で
、
最
後
に
書
か
せ
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

メ
モ
の
取
り
方
は
各
自
が
工
夫
す
る
と
よ
い
の
だ

が
、
分
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
た
メ
モ
を
ど
の
よ
う

に
と
る
か
、
相
互
に
話
し
合
っ
た
り
様
式
を
工
夫
し

た
り
す
る
こ
と
も
国
語
の
時
間
に
指
導
し
た
い
。

④　

記
号
を
使
う

「
作
文
で
記
号
を
使
う
な
ん
て
」
と
言
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、例
え
ば
校
正
の
た
め
の
記
号
も
あ
る
。

メ
モ
を
と
る
際
に
、
自
分
だ
け
分
か
る
記
号
な
ど
も

役
に
立
つ
こ
と
を
指
導
し
た
い
。
○
△
□
※
◎
や

A
・
Q
・
P
・
＆
な
ど
の
他
に
↓
や
@
、
＝
や
÷
≠

≒
な
ど
数
記
号
の
使
用
も
教
え
る
と
よ
い
。
生
徒
は

お
も
し
ろ
が
り
、
自
分
な
り
の
記
号
を
工
夫
す
る
。

⑤　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
う

　

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
用
い
て
作
文
す
る
こ
と
も
ぜ

ひ
教
え
た
い
。
も
し
、
キ
ー
ボ
ー
ド
の
ブ
ラ
イ
ン
ド

タ
ッ
チ
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
書
く
よ
り
も
数

倍
速
く
、
思
考
の
流
れ
と
同
じ
よ
う
に
メ
モ
し
た
り

記
述
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
一
生
の

財
産
で
あ
る
。
ま
た
、
正
確
な
漢
字
が
分
か
ら
な
く

て
も
文
章
が
書
け
る
こ
と
も
「
メ
リ
ッ
ト
」
で
あ
る
。

　

国
語
科
の
教
師
は
そ
れ
を
「
デ
メ
リ
ッ
ト
」
で
あ

る
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
、
特
別
支
援
学

級
で
実
践
し
、
こ
れ
で
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ

た
生
徒
が
多
く
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
育
で

は
、
下
書
き
は
ノ
ー
ト
や
メ
モ
パ
ッ
ド
で
行
い
、
実

際
の
提
出
作
文
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
が

多
い
。
ス
ペ
ル
チ
ェ
ッ
ク
ど
こ
ろ
か
、
ス
ペ
ル
の
自

動
修
正
も
で
き
る
。
目
的
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
。

⑥　

内
容
を
考
え
る

「
先
生
は
作
文
を
書
け
と
言
う
が
、
何
を
書
け
ば
い

い
か
分
か
ら
な
い
。」
と
よ
く
生
徒
に
言
わ
れ
る
。

書
く
た
め
に
は
内
容
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を

発
想
す
る
た
め
の
「
枠
組
み
」
も
必
要
で
あ
る
。
例

え
ば
、
下
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
今
日
の
出
来
事
や
昨

日
の
経
験
、
自
分
の
こ
と
な
ど
を
書
か
せ
て
み
て
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
「
パ
ー
ツ
」
を
選
ん
で

書
き
、
後
で
組
み
合
わ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
詩
や

韻
文
を
書
く
こ
と
も
こ
れ
で
指
導
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑦　

ペ
ア
で
考
え
る

　

作
文
は
一
人
で
書
く
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
る
教

師
や
生
徒
が
多
い
が
、
二
人
一
組
で
作
文
を
書
く
こ

と
を
経
験
さ
せ
て
み
る
と
発
想
が
変
わ
る
。

　

こ
れ
を
二
回
繰
り
返
す
と
、
だ
れ
で
も
一
定
の
作

文
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
途
中
で
テ
ー
マ
を
変
え

Main
中心テーマ

What
何をどうした

Who
だれが

When
いつ

How
どのように

Why
なぜ・どうして

Where
どこで



14

た
り
、内
容
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

⑧　

グ
ル
ー
プ
で
考
え
る
作
文

　

何
か
に
つ
い
て
の
意
見
を
作
文
に
す
る
に
は
グ

ル
ー
プ
（
四
人
が
ベ
ス
ト
）
で
作
文
を
検
討
す
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
話
題
に
つ
い

て
、右
の
図
の
よ
う
に
良
い
点
（
長
所
）、悪
い
点
（
短

所
）、
課
題
（
取
り
組
む
べ
き
こ
と
）、
可
能
性
（
夢

や
希
望
、
あ
る
べ
き
姿
）
な
ど
分
担
を
決
め
て
出
し

合
う
。

え
を
書
く
。

二　

対
象
化
と
ト
ラ
ン
ス
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

①　

対
象
化
す
る
と
い
う
行
為

「
書
く
こ
と
」
と
は
認
識
を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、自
分
の
見
聞
き
し
た
こ
と
、

経
験
し
た
こ
と
、
考
え
や
感
情
を
「
対
象
」
と
し
て

と
ら
え
そ
れ
を
他
者
に
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
自
分
の
思
考
や
感
情
を
生

み
出
す
他
の
媒
介
物
（
メ
デ
ィ
ア
）
に
つ
い
て
、
文

章
化
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
を
ト
ラ
ン
ス

メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
媒
介
物
の
交
換
）
と
言
う
が
、

次
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
可
能
で
あ
る
。

②　

絵
か
ら
文
章
へ

　

絵
画
や
彫
刻
な
ど
に
伴
う
情
景
や
感
情
、
作
者
の

思
い
な
ど
を
可
能
な
限
り
文
章
化
す
る
。
作
品
世
界

の
具
体
物
や
人
物
の
姿
を
文
章
に
し
て
も
よ
い
し
、

批
評
や
感
想
で
も
よ
い
。
自
分
の
受
け
取
っ
た
イ

メ
ー
ジ
や
感
性
を
大
切
に
し
て
文
章
や
詩
を
書
く
。

③　

音
楽
か
ら
文
章
へ

　

同
じ
よ
う
に
音
楽
の
モ
チ
ー
フ
や
そ
の
世
界
を
感

じ
る
ま
ま
に
文
章
化
す
る
。
正
し
い
と
か
間
違
っ
て

い
る
と
か
の
な
い
世
界
な
の
で
、
自
由
に
記
述
で
き

る
。
絵
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
鑑
賞
文
や
詩
歌

に
進
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

④　

映
画
か
ら
文
章
へ

　

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
も
映
画
で
も
、
ビ
デ
オ
で
も
よ

い
が
、
そ
れ
ら
の
一
部
を
文
章
化
し
た
り
、
会
話
を

再
現
し
た
り
す
る
。
最
も
感
動
的
な
部
分
を
取
り
出

し
て
書
い
た
り
、冒
頭
の
情
景
を
書
い
た
り
す
る
と
、

そ
の
作
品
を
紹
介
で
き
る
作
文
に
な
る
。
こ
れ
を
互

い
に
読
み
合
っ
た
り
、
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
。

三　

日
常
の
言
語
生
活
の
対
象
化

①　

会
話
か
ら
文
章
へ

　

学
校
や
家
庭
で
の
生
活
の
会
話
を
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
（
ボ
イ
ス
レ
コ
ー
ダ
ー
）
に
録
音
し
、
そ
れ
を

再
生
し
て
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
に
す
る
。
授
業
で
実
践
し

た
が
、
面
白
く
て
夢
中
に
な
る
生
徒
も
い
た
。
そ
の

後
、
役
割
を
決
め
て
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
の
会
話
を

創
作
し
、
作
品
化
し
た
り
、
実
際
に
会
話
し
て
は
録

音
し
直
し
た
り
し
て
、
完
成
度
の
高
い
作
品
（
戯
曲

の
よ
う
な
台
本
）
を
生
み
出
し
た
生
徒
も
現
れ
た
。

②　

他
の
授
業
の
振
り
返
り

　

自
分
の
好
き
な
授
業
や
印
象
に
残
っ
た
授
業
な

ど
、
本
日
の
授
業
を
振
り
返
り
「
学
ん
だ
こ
と
、
疑

問
に
思
っ
た
こ
と
、
役
立
ち
そ
う
な
こ
と
、
授
業
の

意
見
や
感
想
」
な
ど
を
「
国
語
の
ノ
ー
ト
」
に
書
く
。

ま
た
、
次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
し
て

も
よ
い
。
こ
れ
は
他
の
教
科
と
の
連
携
に
も
つ
な
が

り
、
国
語
の
授
業
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
生
徒
の
実

態
も
把
握
で
き
る
。実
際
、職
員
室
の
話
題
に
も
な
っ

た
。

　

デ
ィ
ベ
ー
ト
的
な
内
容
、
両
義
的
な
内
容
が
テ
ー

マ
と
し
て
最
適
で
あ
る
。（
例
え
ば
、「
電
車
の
優
先

席
は
必
要
か
」「
学
校
は
大
き
い
方
が
よ
い
か
」な
ど
）

こ
の
話
し
合
い
を
基
に
、
そ
の
後
自
分
の
意
見
や
考

良い点（長所） 悪い点（短所）

可能性（希望） 課題（取り組み）
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入
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
優
れ
た「
作
品
ノ
ー
ト
」

は
許
可
を
得
て
紹
介
し
、
全
体
の
モ
デ
ル
に
し
た
。

④　

授
業
の
中
で
の
十
分
間
作
文
の
実
践

　

日
常
の
中
に
「
書
く
こ
と
」
を
導
入
す
る
に
は
、

国
語
の
授
業
の
中
で
「
書
く
こ
と
」
を
意
図
的
・
計

画
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
前
記
の

よ
う
な
ノ
ー
ト
づ
く
り
を
単
な
る
宿
題
に
は
し
た
く

な
い
。
そ
こ
で
、
五
十
分
の
授
業
を
十
分
〜
十
五
分

の
ユ
ニ
ッ
ト
に
組
み
、
そ
の
一
つ
を
作
文
の
時
間
に

す
る
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
な
る
べ
く

た
く
さ
ん
速
く
書
く
」
こ
と
や
話
を
聞
い
て
再
現
で

き
る
メ
モ
を
と
る
こ
と
を
指
導
す
る
。
ま
た
、
次
の

よ
う
な
観
点
か
ら
じ
っ
く
り
書
く
こ
と
も
教
え
る
。

ア　

光
（
い
ろ
い
ろ
な
光
の
状
況
を
入
れ
て
）

イ　

音
（
様
々
な
音
を
作
文
の
中
に
入
れ
込
む
）

ウ　

匂
い
（
朝
、
雨
の
後
、
日
中
、
夕
方
な
ど
）

エ　

味
や
触
覚
（
舌
触
り
や
手
の
感
触
な
ど
）

オ　

ひ
ら
め
き
や
連
想
、
偶
然
の
一
致
な
ど

　

こ
れ
ら
五
感
に
よ
る
観
点
を
作
文
（
詩
や
短
歌
・

俳
句
で
も
よ
い
）
の
中
に
入
れ
込
む
こ
と
で
、
一
⑥

で
紹
介
し
た
よ
う
な
内
容
を
再
構
築
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
お
互
い
に
読
み
合
い
、
コ
メ
ン
ト

を
書
く
な
ど
の
時
間
も
短
時
間
設
け
る
。（
な
る
べ

よ
し
だ　

か
ず
お　

千
葉
県
及
び
東
京
都
の
教
員
・
指
導
主

事
と
し
て
、新
し
い
国
語
教
育
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。現
在
、

社
会
で
役
立
つ
実
学
と
し
て
の
国
語
を
検
討
中
で
す
。

く
多
く
の
生
徒
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
う
。）

⑤　

朝
の
十
分
作
文
の
導
入

　

朝
読
書
を
や
っ
て
い
る
学
校
は
多
い
が
、
書
く
こ

と
を
導
入
し
て
い
る
学
校
は
ま
だ
少
な
い
。し
か
し
、

一
週
間
の
う
ち
一
日
十
分
程
度
、
ひ
た
す
ら
書
く
こ

と
を
行
う
時
間
が
あ
る
と
よ
い
。「
書
く
こ
と
の
日

常
化
」
を
授
業
で
指
導
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
こ

の
朝
作
文
を
学
校
と
し
て
積
極
的
に
導
入
し
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
最
初
か
ら
学
校
全
体
で
取
り
組
む
の

で
は
な
く
、
や
れ
る
ク
ラ
ス
・
や
れ
る
学
年
か
ら
始

め
て
ほ
し
い
。

③　

ノ
ー
ト
の
可
能
性「
作
品
と
し
て
の
ノ
ー
ト
」

　

教
員
に
な
っ
た
当
初
「
国
語
の
ノ
ー
ト
は
き
れ
い

に
書
く
も
の
」
と
指
導
し
て
き
た
。
し
か
し
、
黒
板

を
い
か
に
丁
寧
に
写
し
て
も
そ
の
生
徒
の
成
長
に
は

あ
ま
り
役
立
た
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

前
述
の
よ
う
な
多
様
な
作
文
を
日
常
的
に
国
語
ノ
ー

ト
に
書
く
こ
と
を
啓
発
し
、
何
で
も
書
く
ノ
ー
ト
、

下
書
き
が
残
る
ノ
ー
ト
、
作
品
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が

分
か
る
ノ
ー
ト
を
指
導
す
る
よ
う
に
し
た
。（
ち
ょ

う
ど
作
家
の
下
書
き
ノ
ー
ト
の
よ
う
に
、
制
作
の
プ

ロ
セ
ス
が
す
べ
て
分
か
る
ノ
ー
ト
を
目
標
に
し
た
。）

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
自
分
の
「
進
化
」
の

跡
が
分
か
る
よ
う
な
「
個
性
的
で
雑
多
な
ノ
ー
ト
」

（
生
徒
に
よ
っ
て
は
見
事
に
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
分
類

し
き
れ
い
な
ノ
ー
ト
を
作
成
し
た
が
。）
を
「
作
品

と
し
て
の
ノ
ー
ト
」
と
名
付
け
、
可
能
な
限
り
そ
れ

ら
を
見
て
、
評
価（
啓
発
的
・
肯
定
的
な
評
価
）を
記

今日の授業の振り返り
月　日　　校時　教科（　　）

学んだこと（箇条書きも可）
・
・
・
疑問に思ったこと
・
・
役立ちそうなこと
・
・
意見・感想



16

ス
イ
ス
で
鷗
外
の「
高
瀬
舟
」
を
読
む

一　

在
外
教
育
施
設
欧
州
巡
回
指
導

　

海
外
子
女
教
育
振
興
財
団
の
依
頼
を
受
け
て
、
イ

ギ
リ
ス
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ス

イ
ス
各
国
に
在
る
補
習
授
業
校
を
巡
回
指
導
す
る
機

会
を
得
た
。

　

こ
れ
ら
の
た
い
て
い
の
補
習
校
で
は
、
教
員
免
許

を
有
さ
な
い
現
地
採
用
教
員
（
国
際
結
婚
し
た
主
婦

や
留
学
生
等
）
が
日
本
国
内
と
同
じ
教
科
書
を
使
用

し
て
、
主
と
し
て
国
語
の
学
習
を
し
て
い
る
。

　

今
回
の
巡
回
指
導
で
回
っ
た
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
補
習

授
業
校
で
出
会
っ
た
中
学
二
年
、
三
年
の
五
名
の
子

ど
も
た
ち
は
、全
員
ス
イ
ス
永
住
を
目
ざ
し
て
い
る
。

共
通
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
母
親
は

日
本
人
で
、
父
親
が
ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
す
る
ス
イ

ス
人
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
、

週
末
に
な
る
と
、
保
護
者
の
車
に
乗
っ
て
、
補
習
授

業
校
に
や
っ
て
く
る
。
家
庭
で
は
ド
イ
ツ
語
、
日
本

語
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。長
い
夏
休
み
に
な
る
と
、

母
親
の
母
国
で
あ
る
日
本
に
里
帰
り
を
す
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
一
つ
の
母
語
、
日
本
語
に
か
か
わ
り

続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

私
は
、
こ
こ
ス
イ
ス
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
補
習
授
業
校

で
、鷗
外
の
「
高
瀬
舟
」
の
師
範
授
業
を
実
施
し
た
。

二　

森
鷗
外
の「
高
瀬
舟
」と
い
う
教
材

　

幼
い
頃
に
両
親
を
病
で
亡
く
し
た
喜
助
は
、
弟
と

助
け
合
い
、
貧
し
い
な
が
ら
も
何
と
か
二
人
で
、
そ

の
日
の
仕
事
を
頼
り
に
暮
ら
し
て
き
た
。
病
弱
な
弟

は
、
兄
だ
け
が
働
き
苦
労
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る

負
い
目
か
ら
、
自
分
の
咽
喉
に
剃
刀
を
あ
て
て
自
殺

し
よ
う
と
す
る
が
死
に
切
れ
な
い
。

　

そ
の
日
の
仕
事
を
終
え
て
家
に
戻
っ
た
兄
喜
助

に
、「
ど
う
せ
な
お
り
そ
う
に
も
な
い
病
気
だ
か
ら
、

早
く
死
ん
で
、
少
し
で
も
兄
貴
に
楽
を
さ
せ
た
い
。」

と
、
自
分
で
か
き
切
っ
た
咽
喉
か
ら
漏
れ
る
息
を
手

で
押
さ
え
、
や
っ
と
の
思
い
で
そ
う
話
し
た
。「
剃

刀
が
刺
さ
っ
た
ま
ま
で
は
苦
し
く
て
仕
方
な
い
の

で
、
兄
さ
ん
、
剃
刀
を
抜
い
て
ほ
し
い
。」
と
。

　

つ
い
に
は
弟
の
願
い
を
聞
い
て
、
咽
喉
に
刺
さ
っ

た
剃
刀
を
、兄
喜
助
が
引
い
て
抜
い
て
や
る
。
弟
は
、

間
も
な
く
息
絶
え
る
。

　

こ
の
行
為
で
、
兄
喜
助
は
、
弟
殺
し
の
罪
状
を
負

い
、
遠
島
を
申
し
付
け
ら
れ
、
今
、
高
瀬
舟
に
乗
り

込
ん
で
い
る
。

三　

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ブ
リ
ス
ト
ル
ホ
テ
ル
で

　

ス
イ
ス
で
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
語
を
公
用
語
と
す
る

ス
イ
ス
の
現
地
校
で
学
ぶ
、中
学
二
年
・
三
年
生（
将

来
日
本
に
戻
る
事
は
な
い
と
見
込
ま
れ
て
い
る
ス
イ

ス
人
の
父
と
、
日
本
人
の
母
親
と
の
間
に
生
ま
れ
た

特

別

寄

稿

大
阪
府
池
田
市
立
緑
丘
小
学
校

佐
々
木　

豊
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子
ど
も
た
ち
）
に
は
、
こ
の
難
解
な
テ
ー
マ
を
持
つ

「
高
瀬
舟
」
は
手
に
負
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
。

　

補
習
校
で
の
授
業
前
夜
、
私
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の

ホ
テ
ル
で
、
授
業
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
。
日
本
国

内
で
は
、
こ
の
教
材
は
、
読
書
教
材
と
し
て
五
時
間

で
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
在
外

教
育
施
設
。
年
間
三
〇
日
の
授
業
日
し
か
な
い
。
補

習
校
側
か
ら
は
、「
二
時
間
で
完
結
し
て
ほ
し
い
。」

と
の
要
請
を
受
け
た
。

　

一
時
間
目
は
範
読
。
二
時
間
目
は
、
生
徒
か

ら
、
自
分
で
読
み
た
い
場
面
を
指
摘
さ
せ
、
そ

こ
を
読
み
た
い
理
由
を
発
表
さ
せ
る
。最
後
に
、

「
高
瀬
舟
」
の
、〔
本
の
帯
〕
作
り
で
、
一
言
感

想
を
書
か
せ
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
構
想
を
立
て
た
。
こ
こ
に
は
、
こ
の

難
解
な
「
高
瀬
舟
」
の
学
習
が
、
ス
イ
ス
で
一
三
〜

一
四
年
も
生
活
し
て
き
た
生
徒
に
は
理
解
で
き
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
思
い
か
ら
の
授
業
構
想
だ
っ
た
。

　

前
夜
、
ホ
テ
ル
で
の
私
の
授
業
準
備
は
、
ひ
た
す

ら
音
読
、
朗
読
の
練
習
に
割
い
た
。
明
け
方
、
よ
う

や
く
読
み
の
練
習
を
終
え
て
、
二
時
間
ほ
ど
眠
り
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
補
習
授
業
校
に
向
か
っ
た
。

四　

オ
ウ
ム
返
し
の
国
語
で
は
な
く

　

予
定
通
り
、
私
は
一
時
間
目
を
私
の
「
高
瀬
舟
」

範
読
に
充
て
、二
時
間
目
は
、五
人
の
生
徒
か
ら
、「
私

の
音
読
し
た
い
箇
所
」
の
発
表
を
さ
せ
た
。
そ
の
一

人
ひ
と
り
が
実
に
興
味
深
い
発
表
を
し
た
。

○�

弟
が
、
自
分
の
命
を
絶
つ
こ
と
を
兄
に
依
頼
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
壮
絶
な
状
況
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

○�

生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
困
難
な
弟
の
命
を
、
兄

が
絶
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
む
し
ろ
幸
い
と
い

う
べ
き
で
は
な
い
か
。

○�

救
う
た
め
に
殺
す
こ
と
は
罪
に
な
ら
な
い
と
思
う
。

等
々
、
ス
イ
ス
で
永
住
を
決
め
て
い
る
、
父
親
が
ス

イ
ス
人
、母
親
が
日
本
人
と
い
う
国
際
人
中
学
生
は
、

一
人
ひ
と
り
き
ち
ん
と
「
高
瀬
舟
」
に
向
か
っ
て
い

る
。

　

こ
ん
な
難
解
な
テ
ー
マ
を
持
っ
た
鷗
外
の
近
代
小

説
な
ど
、
週
一
度
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
先
生
が
教
え
る

補
習
授
業
校
の
国
語
の
授
業
で
は
理
解
で
き
な
い
だ

ろ
う
、と
思
っ
た
私
の
予
想
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
た
。

鷗
外
の
難
解
な
文
章
が
ス
ラ
ス
ラ
音
読
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
生
徒
た
ち
は
、
ス
イ
ス

の
現
地
校
で
、公
用
語
の
ド
イ
ツ
語
と
い
う
国
語
で
、

あ
る
い
は
道
徳
で
、〈
安
楽
死
〉
に
つ
い
て
考
え
る

機
会
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
、
思
い
至
る
の
で

あ
っ
た
。

◎�

日
本
語
を
す
ら
す
ら
読
め
な
い
か
ら
、鷗
外
の「
高

瀬
舟
」
の
難
解
な
テ
ー
マ
な
ど
理
解
で
き
な
い
だ

ろ
う
。

と
い
う
考
え
違
い
を
、
国
内
の
国
語
学
習
に
お
い
て

も
行
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
語
で
〈
安

楽
死
〉
を
考
え
て
い
る
補
習
授
業
校
の
子
ど
も
た
ち

は
、
鷗
外
の
「
高
瀬
舟
」
を
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。

　

最
近
流
行
の
小
学
校
英
語
で
は
、
時
計
を
示
し
な

が
ら
、〈W

hat�tim
e�is�it�now

?

〉
と
問
う
場
面
が

あ
る
そ
う
で
あ
る
。ま
た
、四
月
か
ら
担
任
を
持
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
先
生
か
ら〈W

hat's�your�nam
e?

〉

と
問
わ
れ
る
よ
う
な
ナ
ン
セ
ン
ス
を
、
根
幹
と
な
る

国
語
科
の
学
習
場
面
で
も
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
と
、
身
震
い
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『「
春

の
小
川
」
に
は
「
さ
ら
さ
ら
」
と
い
う
言
葉
が
対
応

す
る
。』
と
、
感
じ
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
し
な

い
ま
ま
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
国
語
教
室
に

な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
青
〉
と
い
う
言
葉

の
意
味
は
、
辞
書
に
は
〈
澄
み
切
っ
た
空
の
よ
う
な

色
〉
と
あ
る
が
、〈
空
よ
り
も
濃
い
海
の
色
が
本
当

の
青
だ
〉
と
感
じ
・
考
え
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る

国
語
の
時
間
が
、
今
こ
そ
大
切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
日
本
か
ら
遠
く
離
れ
た
在
外
で
学
ぶ
邦
人

子
弟
の
方
が
、
正
し
く
日
本
語
（
国
語
）
を
学
ん
で

い
る
。

　

欧
州
に
出
か
け
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
よ

か
っ
た
。

さ
さ
き　

ゆ
た
か　

池
田
市
立
緑
丘
小
学
校
校
長
。「
池
田
子

ど
も
詩
の
会
」
主
宰
。
現
在
、
大
阪
府
小
学
校
国
語
科
教
育

研
究
会
会
長
。
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は
じ
め
に

「
子
ど
も
に
詩
を
書
か
す
な
。」
丸
谷
才
一
先
生
の

言
葉
。
し
か
し
、竹
中
郁
は
「
詩
ら
し
き
も
の
」（
こ

ど
も
詩
）を
書
か
せ
る
こ
と
に
生
涯
を
か
け
ら
れ
た
。

二
十
年
足
ら
ず
の
つ
た
な
い
研
究
で
は
あ
る
が
、
故

人
竹
中
郁
の
教
え
を
学
び
、
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち

か
ら
い
た
だ
い
た
宝
物
を
こ
こ
に
紹
介
し
、
今
後
の

私
の
学
び
の
糧
に
し
た
い
と
考
え
る
。

一 

「
よ
ー
く
見
る
」─“
こ
ど
も
詩
”の
基
盤

「
正
直
に
・
飾
ら
ず
に
・
簡
潔
に
」
こ
れ
が
、
竹
中

郁
の
“
こ
ど
も
詩
”
の
根
本
に
据
え
ら
れ
た
原
則
だ

と
考
え
る
。
私
は
、
子
ど
も
の
作
品
を
評
価
す
る
観

点
と
し
て
、
こ
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
。
今
、
は
っ

き
り
と
言
え
る
こ
と
は
、「
よ
ー
く
見
る
」
暮
ら
し

を
築
く
こ
と
か
、
こ
の
三
点
に
迫
る
方
法
だ
と
い
う

こ
と
だ
。

　

飼
育
委
員
会
で
、
毎
日
う
さ
ぎ
の
世
話
。
家
で
も

う
さ
ぎ
を
育
て
て
い
る
。
ま
さ
に「
う
さ
ぎ
と
一
体
」

の
彼
の
暮
ら
し
。“
白
い
”“
こ
お
り
色
”“
ぜ
ん
ぶ

耳
を
下
げ
て
い
る
”
…
…
。「
よ
ー
く
見
る
」
生
活

態
度
が
生
み
出
し
た
“
こ
ど
も
詩
”
だ
。

二 

“
か
わ
い
ら
し
さ
”を
こ
え
る
も
の
は

　

高
学
年
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
は
、“
た
く
み
さ
”

“
か
っ
こ
よ
さ
”“
順
序
立
て
”“
理
屈
っ
ぽ
さ
”
が

目
立
ち
は
じ
め
て
く
る
。
低
学
年
の
あ
り
の
ま
ま
の

“
か
わ
い
ら
し
さ
”を
こ
え
る
も
の
は
何
か
。そ
れ
は
、

仲
間
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
大
き
く
芽
生
え

る“
は
に
か
み
”“
は
じ
ら
い
”“
つ
つ
み
か
く
し
”“
た

め
ら
い
”
な
ど
の
感
情
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
言
い
合
え
る
学
級
。
い
や
、
書
い

て
読
ん
で
感
じ
合
え
る
学
級
。
高
学
年
担
任
だ
か
ら

こ
そ
味
わ
え
る
幸
せ
。

　

何
と
も
楽
し
い
雰
囲
気
が
、
学
級
に
や
わ
ら
か
な

空
気
を
か
も
し
出
す
。

三 

詩
作
活
動
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
は

　

教
室
の
ロ
ッ
カ
ー
の
隅
の
箱
に
、
印
刷
し
た
プ
リ

ン
ト
の
余
り
を
裏
返
し
て
入
れ
て
お
く
。
子
ど
も
た

ち
は
、
何
か
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
れ
に
書
い
て
『
ど

き
ん
箱
』（
私
は
詩
と
言
わ
ず
に
“
ど
き
ん
”
と
読
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は
し
も
と　

ま
さ
か
つ　

大
学
で
子
ど
も
の
詩
と
出
会
い
そ

の
“
と
り
こ
”
と
な
る
。
大
阪
市
“
こ
ど
も
詩
の
会
”
で

二
十
年
“
こ
ど
も
詩
”
を
勉
強
。

ん
で
い
る
）
に
入
れ
に
く
る
。
印
刷
し
、
次
の
日
に

皆
の
前
で
本
人
が
朗
読
す
る
。
そ
ん
な
毎
日
を
繰
り

返
し
て
い
る
と
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
“
や
さ
し

さ
”
が
見
え
て
く
る
。
聞
い
て
い
る
仲
間
の
笑
う
顔

も
、
日
ご
と
に
ま
ろ
や
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

こ
れ
ぞ
ま
さ
に
“
こ
ど
も
詩
”
を
書
く
活
動
か
ら

い
た
だ
け
る
副
産
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
尊
い
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
子
ど

も
と
子
ど
も
の
心
が
つ
な
が
っ
て
い
く
。
子
ど
も
と

担
任
の
心
が
結
び
つ
い
て
い
く
。

四 

や
ん
わ
り
と
批
判
す
る“
こ
ど
も
心
”

　

世
の
中
の
矛
盾
、
世
間
の
大
人
の
発
言
を
、
子
ど

も
は
心
で
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
心
を“
ど
き
ん
紙
”

に
や
ん
わ
り
と
書
き
綴
る
。
子
ど
も
な
り
の
的
確
な

批
判
。
う
ー
ん
と
う
な
ら
せ
て
し
ま
う
こ
の
力
。

五 

ユ
ー
モ
ア
こ
そ“
子
ど
も
魂
”

六 

初
め
て
詩
作
を
試
み
る
時
に
は

　

高
学
年
を
受
け
持
っ
た
担
任
と
し
て
、
心
が
け
た

い
こ
と
を
二
つ
三
つ
。

⑴　

�

た
く
さ
ん
喋
ら
せ
て
、少
し
書
い
て
（
助
け
て
）

あ
げ
ま
し
ょ
う
。

⑵　

�

そ
ん
な
“
幼
稚
な
こ
と
を
し
て
”
と
い
う
声
に

は
耳
を
か
さ
な
い
で
。

⑶　

�“
知
っ
て
い
る
”“
あ
た
り
ま
え
”
と
い
う
高
学

年
児
の
意
識
を
ぶ
っ
こ
わ
し
、
対
象
を
鋭
く
と

ら
え
、自
分
や
友
だ
ち
を
静
か
に
見
直
す
に
は
、

ゆ
き
つ
も
ど
り
つ
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

お
わ
り
に

「
よ
ー
く
見
る
」
訓
練
を
日
々
継
続
す
る
活
動
が
、

生
き
た
言
葉
を
育
む
。
自
然
に
言
葉
が
磨
か
れ
る
。

学
級
が
活
性
化
さ
れ
、
授
業
が
生
き
生
き
と
し
て
く

る
。
ぜ
ひ
一
度
、
試
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
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目
指
す
子
ど
も
の
姿

　

序
論
（
は
じ
め
）・
本
論
（
な
か
）・
結
論
（
お
わ

り
）
の
構
成
を
学
習
し
た
子
ど
も
は
、
そ
の
構
成
で

文
章
を
書
く
。し
か
し
、形
式
上
は
そ
の
構
成
に
な
っ

て
い
る
だ
け
で
、
内
容
を
読
む
と
、
序
論
・
本
論
・

結
論
の
三
つ
が
論
理
的
に
整
合
し
て
い
な
か
っ
た

り
、
関
連
が
弱
か
っ
た
り
す
る
文
章
が
多
い
。

　

そ
の
よ
う
な
実
態
か
ら
、
序
論
・
本
論
・
結
論
の

整
合
や
関
連
が
図
ら
れ
た
文
章
、
す
な
わ
ち
論
理
的

な
文
章
を
書
く
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
、
私
の
大

き
な
実
践
上
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
自
分

の
生
活
経
験
や
既
習
内
容
の
中
か
ら
、
序
論
と
結
論

で
述
べ
た
主
張
を
裏
付
け
る
適
切
な
具
体
的
事
例
を

考
え
、
そ
れ
を
的
確
に
書
く
子
ど
も
を
目
指
し
て
い

る
。

　

本
稿
で
は
、「
若
者
言
葉
」
を
題
材
と
し
た
文
章

を
書
く
学
習
を
通
し
て
、
論
理
的
な
文
章
を
書
く
力

を
高
め
る
指
導
方
法
を
提
案
す
る
。

指
導
の
構
想

①
単
元
の
学
習
計
画
（
全
八
時
間
）

第
一
次
（
二
時
間
）

・�

教
科
書
教
材
「
日
本
語
を
考
え
る
」（
教
育
出
版
）

を
読
み
、
日
本
語
の
特
性
を
知
る
。

・�

教
科
書
教
材
の
続
編
と
し
て
、「
若
者
言
葉
」
を

使
っ
て
い
る
事
例
を
二
つ
読
み
、「
若
者
言
葉
」

に
関
心
を
も
つ
。

第
二
次
（
三
時
間
）

・�「
省
略
し
た
言
い
方
」
と
「
あ
い
ま
い
な
言
い
方
」

の
二
種
類
に
分
け
て
、「
若
者
言
葉
」を
集
め
さ
せ
、

そ
れ
を
使
っ
た
会
話
例
を
書
く
。

第
三
次
（
二
時
間
）

・�「
あ
い
ま
い
な
言
い
方
」の
会
話
例
を
挙
げ
て
、「
若

者
言
葉
」
に
反
対
す
る
文
章
を
書
く
。

・�「
省
略
し
た
言
い
方
」
の
会
話
例
を
挙
げ
て
、「
若

者
言
葉
」
に
賛
成
す
る
文
章
を
書
く
。

第
四
次
（
一
時
間
）

・�「『
若
者
言
葉
』
を
使
っ
て
い
る
人
へ
」
と
い
う
文

題
で
意
見
文
を
書
く
。

②
論
理
的
な
文
章
を
書
く
力
を
高
め
る
指
導
方
法

　

単
元
の
中
で
中
核
と
な
る
時
間
が
、
第
三
次
の
二

時
間
で
あ
る
。
こ
の
二
時
間
で
身
に
付
け
た
力
が
第

四
次
で
書
く
意
見
文
に
発
揮
さ
れ
る
。
各
一
時
間
に

お
け
る
指
導
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
前
文
と
主
張
が
書
か
れ
て
い
る
序
論
」（
教

材
文
Ａ
）
を
提
示
し
、
本
論
の
内
容
を
問
う
。
こ
れ

に
よ
り
、
子
ど
も
は
、
日
常
生
活
や
こ
れ
ま
で
の
既

習
内
容
と
教
材
文
Ａ
と
を
関
連
付
け
て
、
本
論
で
挙

げ
る
事
例
を
考
え
る
。

　

次
に
、「
事
例
の
ま
と
め
と
主
張
が
書
か
れ
て
い

る
結
論
」（
教
材
文
Ｂ
）
を
提
示
し
、
本
論
の
内
容

を
再
度
問
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
は
、
考
え
た

事
例
を
見
直
し
、
説
明
を
付
加
し
た
り
、
書
き
方
を

変
え
た
り
す
る
。

　

こ
の
二
つ
の
学
習
過
程
を
通
し
て
、
子
ど
も
は
、

論
理
的
な
文
章
の
書
き
方
を
学
ぶ
。



　

日
本
語
を
勉
強
し
て
い
る
留
学
生
の
A
君
へ

　
（
序
論
＝
教
材
文
A
）

　

あ
な
た
が
電
車
の
中
で
聞
い
た
若
者
言
葉
で
、

「　
　

」
や
「　
　

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し

た
よ
ね
。
そ
の
若
者
言
葉
は
、
相
手
か
ら
気
持
ち

や
理
由
な
ど
を
た
ず
ね
ら
れ
て
答
え
る
と
き
に
よ

く
使
わ
れ
ま
す
。

　

私
は
、
そ
の
若
者
言
葉
は
使
わ
な
い
方
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、そ
の
言
葉
を
使
う
と
、

は
っ
き
り
し
な
い
答
え
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、そ
の
よ
う
な
会
話
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

結
論
＝
教
材
文
B

　

こ
の
よ
う
に
、
気
持
ち
や
理
由
な
ど
を
答
え
る

と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
若
者
言
葉
を
使
う
と
相
手

は
迷
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
若
者
言
葉

を
使
う
よ
り
も
、
ふ
つ
う
の
言
い
方
を
し
た
方
が

よ
い
と
思
い
ま
す
。

a
「
昨
日
み
た
テ
レ
ビ
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
？
」

b
「
う
ー
ん
、
び
み
ょ
う
だ
ね
」

　

ふ
つ
う
な
ら
、「
あ
ま
り
お
も
し
ろ
く
な
か
っ

た
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
と
比
べ
て
、
b
の
よ
う

に
言
う
と
、
そ
の
テ
レ
ビ
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、

相
手
は
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ア
ａ 

「
昨
日
み
た
テ
レ
ビ
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
？
」

　

ｂ 

「
う
ー
ん
、
び
み
ょ
う
だ
ね
。」

イ
ａ  「
動
物
園
と
遊
園
地
ど
っ
ち
に
行
き
た
い

の
。」

　

ｂ 

「
私
的
に
は
、
遊
園
地
に
行
き
た
い
な
あ
。」

ウ
ａ  「
ど
う
し
て
、
昨
日
家
に
遊
び
に
来
て
く
れ

な
か
っ
た
の
。」

　

ｂ 

「
だ
っ
て
、急
に
用
事
が
で
き
ち
ゃ
っ
た
し
。」

エ
ａ 

「
あ
の
映
画
ど
う
だ
っ
た
？
」

　

ｂ 

「
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
っ
て
い
う
か
。」
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ふ
じ
い　

ま
さ
と　

新
潟
音
読
研
究
会
に
所
属
し
、
実
践
研

究
を
し
て
い
る
。「
暗
唱
・
音
読
」「
論
理
的
思
考
」「
聞
い
て

話
す
力
」
の
三
つ
を
実
践
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
。

学
習
の
様
子（
第
三
次
一
時
間
目
）

①
序
論
を
読
み
、
本
論
で
挙
げ
る
事
例
を
考
え
る

　

次
の
教
材
文
A
（
自
作
）
を
提
示
し
た
。

②
結
論
を
読
み
、
①
で
挙
げ
た
会
話
例
を
見
直
す

　

次
の
教
材
文
B
（
自
作
）
を
提
示
し
た
。

・�「
〜
よ
り
も
、
〜
の
方
が
…
」
と
あ
る
の
で
、
普

通
の
言
い
方
と
比
べ
る
よ
う
に
書
く
と
い
い
。

　

次
に
、
右
の
意
見
を
ふ
ま
え
て
、
会
話
例
ア
の
後

に
続
け
て
記
述
さ
せ
た
。

　

あ
る
子
ど
も
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

ま
ず
、
B
の
よ
う
な
結
論
を
書
く
場
合
、
本
論

は
こ
の
ま
ま
で
よ
い
か
と
問
う
た
。

　

子
ど
も
か
ら
の
意
見
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

・�「
相
手
は
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
の
で
、
会
話
例
の
後
に
、
相
手
が
ど
の
よ

う
に
迷
う
の
か
を
説
明
し
た
方
が
い
い
。

・�「
ふ
つ
う
の
言
い
方
を
し
た
方
が
い
い
」
と
い
う

記
述
が
あ
る
の
で
、
普
通
の
言
い
方
も
書
い
た

方
が
い
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
は
、
序
論
と
結
論
を
基
に
、

相
手
を
迷
わ
せ
る
「
若
者
言
葉
」
の
会
話
例
を
、
普

通
の
言
い
方
と
比
べ
な
が
ら
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

ま
と
め

　

本
時
は
、序
論
及
び
結
論
と
整
合
・
関
連
さ
せ
て
、

ど
の
よ
う
な
事
例
を
選
び
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
書

い
た
ら
よ
い
か
を
考
え
る
学
習
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
今
日
的
課
題
で
も
あ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力

を
高
め
る
学
習
で
も
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、「　

」に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
挙
げ
さ
せ
た
。

子
ど
も
は
、
教
材
文
の
「
は
っ
き
り
し
な
い
答
え
に

な
る
」
と
い
う
記
述
を
基
に
、「
〜
的
に
は
」「
っ
て

い
う
か
」「
び
み
ょ
う
」「
〜
し
」
と
い
う
「
あ
い
ま

い
言
葉
」
を
挙
げ
た
。

　

次
に
、「
あ
い
ま
い
言
葉
」
を
使
っ
た
会
話
例
を

記
述
さ
せ
た
。
子
ど
も
が
書
い
た
主
な
会
話
例
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。
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履
修
問
題
が
浮
上
す
る
今
日
、
中
学
校
一
年
生
に

お
い
て
は
、年
間
一
四
〇
時
間
の
授
業
時
数
の
中
で
、

週
一
時
間
を
書
写
の
時
間
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は

容
易
で
あ
る
。
し
か
し
二
、三
年
生
に
お
い
て
は
、

年
間
一
〇
五
時
間
の
中
で
国
語
の
授
業
時
数
を
確
保

し
な
が
ら
、
単
元
の
間
に
書
写
の
授
業
時
間
を
設
定

す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
、
か
な
り
困
難
と
な
っ
て

く
る
。週
三
時
間
の
国
語
の
年
間
指
導
計
画
の
中
に
、

書
写
の
授
業
を
、
い
か
に
組
み
入
れ
て
い
く
か
は
、

教
育
現
場
の
課
題
と
言
え
る
。

　

そ
こ
で
、
年
間
指
導
計
画
に
国
語
の
言
語
表
現
力

の
向
上
の
た
め
、
書
写
と
連
携
さ
せ
た
授
業
を
工
夫

で
き
な
い
か
と
考
え
、指
導
計
画
の
工
夫
を
試
み
た
。

国
語
教
材
か
ら
書
写
へ
の
発
展

【
三
年
生
】

　

故
事
成
語
（
名
言
）・
韻
文
「
和
歌
の
世
界
」「
季

節
を
感
じ
て
」
の
発
展
と
し
て
、
自
分
の
好
き
な
詩

や
言
葉
を
選
び
、
毛
筆
で
作
品
を
書
く
。

【
二
年
生
】

「
短
歌
の
世
界
」
や
「
漢
詩
の
世
界
」
の
発
展
と
し

て
古
文
・
漢
詩
の
好
き
な
部
分
を
選
び
、
短
冊
に
サ

イ
ン
ペ
ン
・
筆
ペ
ン
で
書
く
。

【
一
年
生
】

「
わ
た
し
た
ち
と
古
典
」
の
発
展
と
し
て
、
古
文
・

故
事
成
語
を
硬
筆
で
書
く
。

図
書
室
の
活
用
と
図
書
館
指
導
員
と
の
T
・
T

　

教
材
に
つ
い
て
は
、
国
語
の
授
業
で
学
習
し
た
内

容
、
日
常
生
活
の
中
で
目
に
し
た
様
々
な
言
葉
や
詩

な
ど
で
も
良
い
が
、
基
本
的
に
は
国
語
科
授
業
の
関

連
・
発
展
と
考
え
る
。
古
典
の
漢
詩
や
漢
文
の
発
展

教
材
と
し
て
図
書
室
で
調
べ
学
習
を
行
い
、
さ
ら
に

自
分
の
思
い
や
願
い
、
あ
る
い
は
学
習
し
た
内
容
を

作
品
に
さ
せ
た
い
。

　

三
年
生
の
教
材
に
お
い
て
、
書
体
は
、
楷
書
・
行

書
と
し
た
。
図
書
室
の
五
体
字
類
だ
け
で
は
資
料
不

足
の
た
め
、
司
書
教
諭
の
協
力
を
得
て
県
・
市
・
地

域
の
図
書
館
よ
り
字
書
を
借
り
入
れ
、
楷
書
・
行

書
・
草
書
字
典
を
参
考
に
、
自
分
の
思
い
を
表
現
し

や
す
い
書
体
や
、
字
形
を
選
ぶ
よ
う
に
し
、
学
習
成

果
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
辞
書
の
コ

ピ
ー
や
辞
書
を
引
く
作
業
に
は
司
書
教
諭
の
協
力
を

得
た
。

三
年
生
の
授
業
実
践
例

　

国
語
の
授
業
で
学
習
し
た
り
、
調
べ
た
り
し
た
内

容
の
中
か
ら
好
き
な
言
葉
を
作
品
に
す
る
。
発
表
の
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び
ん
な
か　

た
か
ふ
み　

真
っ
白
な
面
に
、
筆
を
走
ら
す
書

の
喜
び
を
、
義
務
教
育
の
書
写
の
授
業
で
、
一
人
で
も
多
く

の
生
徒
に
実
感
し
て
も
ら
い
た
い
。

場
（
文
化
祭
）
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、書
写
力
・

自
己
表
現
力
を
伸
ば
し
て
い
く
。

【
第
一
時
学
習
内
容
】

　

好
き
な
言
葉
や
自
分
の
思
い
に
近
い
言
葉
を
教
科

書
か
ら
選
び
、
辞
書
を
参
考
に
し
て
構
成
図
を
作
成

す
る
。

表
現
方
法
の
工
夫

　

表
現
方
法
に
つ
い
て
は
、
書
道
用
紙
（
様
々
な
大

き
さ
）
の
ほ
か
に
、各
自
が
用
意
し
た
市
販
の
色
紙
・

短
冊
・
プ
レ
ー
ト
・
皿
・
表
示
札
な
ど
、を
使
用
し
、

濃
墨
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
朱
墨
や
淡
墨
、
水
性
の

ペ
ン
キ
な
ど
を
使
用
す
る
。
自
分
の
思
い
を
作
品
に

し
、
文
化
祭
や
廊
下
に
展
示
、
最
終
的
に
自
分
の
思

い
出
の
作
品
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的

意
識
を
持
っ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
工
夫
を
試
み
た
。

お
わ
り
に

　

中
学
校
の
書
写
の
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
て
み

た
。
学
校
教
育
に
お
い
て
の
書
写
授
業
は
ど
う
あ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
点
画
の
書
き
方
や
文
字

の
形
の
取
り
方
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
そ
し

て
更
に
、
自
己
表
現
と
し
て
、
自
ら
の
気
持
ち
や
、

学
習
し
た
内
容
を
様
々
な
形
で
作
品
に
し
、
他
の
人

に
鑑
賞
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
個
性
を
尊

重
す
る
意
味
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

り
、ま
さ
に
自
己
と
の
戦
い
で
あ
り
「
自
分
づ
く
り
」

に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
書
写
の
授
業
時
数
の
確
保
と
い
う
観
点
に

立
っ
て
、
国
語
の
授
業
と
の
連
携
・
発
展
を
す
る
な

か
で
、
書
写
の
授
業
展
開
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
今

後
の
課
題
と
考
え
る
。

【
第
三
時
学
習
内
容
】

　

作
品
を
完
成
さ
せ
る
。

【
第
二
時
学
習
内
容
】

　

練
習
用
紙
に
練
習
す
る
。



24

ア 学校全体で話し合う
イ  教科の先生方と話し

合う
ウ  同学年を担当する先

生同士で話し合う
エ 個人で編成する
オ その他

ア 3.9%

イ 46.1%

ウ 20.1%

エ 27.8%

オ 2.1%

Q1 国語の授業のカリキュラム編成はどの
ようにしていますか。

ア 教科書のみ
イ  ときどき独自の学習材

を使う
ウ ほとんど独自の学習材
エ 教科書は使わない
オ その他

Q2 国語の授業で，教科書はどの程度，使っ
ていますか。

エ 0.0%

ア 20.0%

イ 78.5%

ウ 0.3%
オ 1.2%

ア   目次通りの順序で進める
イ  順序を入れ替えて行うことがある
ウ その他

ア 8.4%

イ 90.7%

ウ 0.9%Q3 授業は教科書の目次の順序で
進めますか。

◦ 国語の学習の目的やそれに伴う日常活動の意義付け
などのオリエンテーション

◦国語の授業の受け方やノートの使い方などの説明
◦ 国語科でつけたい力，授業でがんばってほしいこと，

個人の目標
◦詩の音読
◦自己紹介
◦感動した本の紹介
◦図書室で読書指導

Q4 毎年４月の授業開きではどのような活
動を設定していますか。

ご意見
◦ 板書を写すだけでなく，自分の考えやポイントを書

くように指導
◦ 古典と現代文では使い方を変える。めあてはノート

を二段に区切って上の段に書く等
◦3年は板書以外のメモを入れること
◦ 学校で統一したノートの取り方を打ち合わせ，４月

に統一して指導する
◦ノートのとり方の例を実際に見せる

Q5 国語のノートの使い方について，どの
ような指導をしていますか。

ご意見
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基礎・基本となる学習内容（学習指導
要領に示された学習指導事項）を保障
する「本編」と，補充・選択・発展・

拡充のための「資料編」の二部構成としました。
この点についてはいかがですか。

各学習材について，①内容価値に関す
る目標（思いや考えをふかめたいこと）
と②言語技能に関する目標（身につけ

たいことばの力）との二つの目標を設定し，それ
ぞれ主に「関心・意欲・態度」，「各領域，言語」
の評価規準につながるようにしました。この点に
ついてはいかがですか。

ア この方向でよい
イ 改善した方がよい
ウ その他

ア 78.1%

イ 20.0%

ウ 1.9%

Q6

ア この方向でよい
イ 改善した方がよい
ウ その他

ア 88.8%

イ 8.6%
ウ 2.6%

Q7

ア 活用している
イ 参考程度に活用している
ウ 活用していない

ア 24.3%

イ 65.5%

ウ 10.2%

Q8 本編の読むこと学習材についている
「学びの道しるべ」（学習の手引き）は
活用していますか。

ア 過去の実践が豊富
イ 文学的価値が高い
ウ  学習者の興味・関

心に合う
エ 文豪の作品
オ その他

ア 6.9%

イ 43.0%ウ 38.8%

オ 4.8%
エ 6.6%

Q9 特に文学の学習材に求めることはどの
ようなことですか。ひとつ選んでくだ
さい。

その他のご意見

◦心理的葛藤が見えやすいもの
◦心情や情景などが，文章を根拠に読み取れるもの
◦学びの典型になりうるもの

ア 論理構造が明確
イ 話題が現代的
ウ  学習者の興味・関心

に合う
エ 新しい発見がある
オ 筆者が著名
カ その他

ア 57.8%

イ 8.1%

ウ 15.1%

エ 18.4%

カ 0.6%
オ 0.0%

特に説明文に求めることはどのよ
うなことですか。ひとつ選んでく
ださい。

Q10

その他のご意見

◦生徒が書く説明文の模範となる
◦実生活につながる

◦ 自分の考えをまとめて，正しく，豊かに表現する楽
しさ

◦ 根拠を明らかにして，自分の考えを論理的に述べる
力

◦ 自分の個性を出せる文章を書けるところまで身につ
けてほしい

◦ 話しことばを使わず，事実と意見をしっかり分けて
書くこと

◦構成を練って順序立てて書くこと
◦場面に応じた適切な文章

Q11 「書くこと」の活動を通して，学
習者に身につけてもらいたいこと
はどのようなことですか。

ご意見
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教科書掲載の学習材以外に行った「話す
こと・聞くこと」または「書くこと」の学
習活動がありましたら，教えてください。

Q12

◦俳句作り，現代詩作り
◦ 意見文を学習した後，新聞への投書を数度書かせました
◦ 総合学習と関連して「平和学習」でレポートのまとめ，発

表の形で話すこと・聞くこと，書くことを一年間通じて重
ねて指導展開を行った

◦課題作文練習
◦スピーチ
◦独自に作った聞き取りテスト
◦漢検問題に挑戦する
◦百人一首を楽しむ
◦「私の主張」を発表する
◦紙芝居の上演（グループごと）
◦400字シナリオ
◦リレー作文

ご意見

漢字のご指導に関して，工
夫していることがありまし
たら，教えてください。

Q13

◦ 新聞のコラム等を利用して，文中で活かす漢
字力の育成を工夫している

◦ 漢字（特に象形文字）のもとの絵文字を参考
にさせ，漢字を覚えやすくしている（漢字の
成り立ち）

◦漢字検定の設問方法に沿った説明，解説
◦ 日常生活につながるように書かせること。そ

れから，繰り返すこと
◦ 範囲を指定して繰り返し練習し，漢字テスト

で確認をします。トメ，ハネ，ハライをきち
んと採点します

ご意見

実際に，資料編を活用されている
具体例を教えてください。Q14

◦ 調べ学習（語彙を広める，文学作品を調べる）の基
本資料として

◦主張文を書くときに，表現テーマ例集を参考にする
◦ 「表現テーマ例集」は，校内の「少年の主張大会」

用のテーマ例集として使った
◦「小さな図書館へようこそ」は読書感想文に向けて
◦「招待のはがき」は運動会で地区の敬老会に向けて

ご意見

ア 活用している
イ  調べたいことがあるときだけ
ウ 全く活用していない

ア 54.1%イ 42.7%

ウ 3.2%

学習指導書は活用していますか。Q15

古典の授業を通して学習者に身に
つけてもらいたいことは，どのよ
うなことですか。

Q16

◦日本語のもつ美しさ，リズム，ひびき
◦ことばへの関心
◦古典の世界の美しさ
◦さまざまなものの見方，視野の広さ，歴史への関心
◦繊細な感覚
◦先人の人々のものの見方，考え方
◦普遍的な人間性

ご意見

小学校との連携で配慮しているこ
とがありましたら，教えてください。Q17

◦ 五十音図を知らない，または不十分な生徒への指導
カタカナがよく書けない生徒への指導

◦ 小学校教諭との日常会話や授業参観から，小学校の
現状を知ること

◦指導方法，漢字の定着状況，作文の書き方
◦小学校漢字を継続して扱っている
◦ノートの使い方

ご意見
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書写の指導はどなたが担当しています
か。

ア 担当の国語科の先生
イ  国語科の中の特定の先生
ウ 国語科以外の先生
エ 非常勤講師の先生
オ  ティームティーチング（TT）
カ その他

ア 83.0%

イ 4.5%
ウ 2.3%
エ 2.3%
オ 6.8%
カ 1.1%

Q1書写に関する行事やその他の学習で
の取り組みを実施していますか。

ア 特にない
イ 書き初め
ウ  毛筆コンクールへの出品
エ  硬筆書写コンクールへの出品
オ  文化祭などでの作品掲示
カ  総合的な学習の 

時間での取り組み
キ その他

ア 5.4%

エ 8.1%

カ 1.3%
キ 2.7%

イ 30.2%

ウ 24.8%

オ 27.5%

Q2

『現代の書写』（以下本書）では，基礎・
基本を明確にし，より柔軟なカリキュ
ラムが編成できるように，本編と資料

編の二部構成にいたしました。この点については
いかがですか。

ア この方向でよい
イ 改善した方がよい
ウ その他

ア 93.5%

イ 5.2%
ウ 1.3%

Q3本書は，各単元が「考えよう・話し合
おう（気づき）→気づきを生かして書
こう［硬筆］→毛筆で大きく書いて確

かめよう→学習を生かそう［硬筆］」という「学
びのサイクル」で構成されています。この点につ
いてはいかがですか。

ア この方向でよい
イ 改善した方がよい
ウ その他

ア 92.0%

イ 5.3%
ウ 2.7%

イ 45名

ウ 37名

オ 41名

Q4

「考えよう・話し合おう」「気づきを生
かして書こう」には，形成的評価の資
料として使えるよう書き込み欄・執筆

欄を設けました。この点についてはいかがですか。

ア この方向でよい
イ 改善した方がよい
ウ その他

ア 90.5%

イ 8.1%
ウ 1.4%

Q5書写教科書に関してご意見をお寄せく
ださい。Q6

◦ 書き込み式教科書は数十時間の授業では，ありがた
いです

◦デジタルデータは助かりました
◦ ワークシートは大いに活用した。生徒は行書の形を

とるのに役立っていたと思う。評価カードは，時間
的な余裕がなく，活用できなかった

◦ 毛筆は，硬筆の筆の流れを確かめる程度の指導です。
確かめて練習して確かめて練習して…ワークシート
がたいへん重宝しました

◦ １年生の教科書の毛筆字形例をもう少し増やしてほ
しい

ご意見
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書
写
授
業
で
何
を
学
ぶ
？

「
書
け
れ
ば
い
い
よ
」「
読
め
れ
ば
い
い
よ
」
と
は
、

中
学
校
の
現
場
に
い
た
当
初
、
生
徒
か
ら
よ
く
聞
い

た
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
授
業
へ
の
子
ど

も
達
の
「
あ
き
ら
め
」
の
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
学
習
へ
の
意
欲
が
わ
か
な
い
、
学
習

目
標
が
見
い
だ
せ
な
い
、学
習
の
成
果
が
見
え
な
い
、

な
ど
の
問
題
点
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

筆
者
の
実
践
に
限
ら
ず
、
本
来
の
子
ど
も
の
学
び

か
ら
離
れ
て
書
写
授
業
を
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
説
明
・
示
範
・
毛
筆
練
習
・
加
朱
添
削
・
清

書
と
い
う
形
式
的
な
授
業
展
開
に
終
始
し
て
は
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
各
種
コ
ン
ク
ー
ル
に
出

品
す
る
た
め
の
時
間
に
充
て
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。

　

書
写
学
習
と
は
、
日
本
語
の
文
字
を
正
し
く
、
整

え
て
、
読
み
や
す
く
、
速
く
書
く
力
の
育
成
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
を
工
夫
し
て
書
く
こ
と
を
支
え
る
文
字

感
覚
を
育
成
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
か
。ま
た
、

根
本
と
な
る
認
知
能
力
の
育
成
、
運
動
能
力
の
育
成

も
欠
か
せ
な
い
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て

も
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

三
回
に
わ
た
り
紙
面
を
提
供
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
た
。
子
ど
も
は
書
写
授
業
を
通
し
て
何
を
学

ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
拙
い
実
践
を
も
と
に
、
何

か
し
ら
の
提
案
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

あ
る
生
徒
の
書
き
文
字
か
ら

　

新
学
期
を
迎
え
た
四
月
の
中
学
校
。
A
君
と
い
う

次
の
よ
う
な
文
字
を
書
く
生
徒
が
入
学
し
た
。
漢
字

を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
の
は
愛
嬌
と
し
て
、
全
体
と

し
て
稚
拙
で
あ
る
。
後
の
こ
と
だ
が
、
保
護
者
か
ら

何
と
か
し
て
も
ら
い
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
個

人
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

書
く
と
こ
ろ
を
仔
細
に
見
て
即
座
に
感
じ
た
こ
と

は
、
文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
が
文
字
と
し
て
形
作
ら

れ
る
た
め
に
は
、
点
画
の
適
切
な
組
み
合
わ
せ
が
必

要
で
あ
る
。
一
応
の
点
画
は
揃
っ
て
い
る
が
、
そ
の

一
点
一
画
が
本
来
の
点
画
と
は
違
う
。

　

原
因
は
案
外
す
ぐ
に
見
つ
か
っ
た
。
A
君
は
、
文

字
を
「
線
の
組
み
合
わ
せ
」
で
で
き
て
い
る
と
勘
違

い
し
て
い
た
の
だ
。
な
か
な
か
先
生
方
に
理
解
し
て

い
た
だ
け
な
い
部
分
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な

り
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
筆
者
は
大
真
面
目
に

思
っ
て
い
る
。

　

少
し
詳
し
く
説
明
し
よ
う
。
点
画
は
硬
筆
筆
記
用

具
を
用
い
て
書
か
れ
る
と
「
線
」
に
は
違
い
な
い
が
、

文
字
は
も
と
も
と
〈
筆
〉
で
書
か
れ
て
き
た
長
い
歴

史
が
あ
る
。〈
筆
〉
は
硬
筆
筆
記
具
と
は
異
な
り
、

筆
圧
の
調
節
に
よ
り
太
さ
を
自
由
に
調
節
で
き
る
利

点
が
あ
る
と
と
も
に
、
通
常
あ
る
程
度
の
太
さ
を
維

持
し
つ
つ
、書
か
れ
た
点
画
は
〈
面
積
の
あ
る
「
形
」〉
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と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

授
業
で
意
識
化
し
た
い
こ
と

　

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
例
え
ば
横
画
の

場
合
、
右
手
で
ご
く
自
然
に

4

4

4

4

4

筆
を
下
ろ
し
、
引
く
と

横
に
細
長
い
平
行
四
辺
形
の
「
形
」
が
で
き
る
。
縦

画
の
場
合
も
同
様
に
、
縦
に
細
長
い
平
行
四
辺
形
の

「
形
」
が
で
き
る
。
他
の
基
本
点
画
も
す
べ
て
〈
面

積
の
あ
る
「
形
」〉
と
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
技
能
的
に
は
小

学
生
で
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
実
際
に
小

学
校
五
年
生
で
実
践
し
た
時
は
ク
ラ
ス
全
員
が
理
解

で
き
た
。
ま
た
、
筆
を
初
め
て
持
っ
た
外
国
か
ら
の

中
学
生
に
も
短
時
間
で
実
践
で
き
た
。

　

ま
ず
、
学
習
指
導
書
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
用
意
さ

れ
て
い
る
、
課
題
文
字
の
輪
郭
の
み
示
さ
れ
た
も
の

を
使
用
し
、
そ
れ
を
な
ぞ
り
書
き

4

4

4

4

4

し
て
い
く
。
こ
の

時
大
切
な
こ
と
は
、
輪
郭
の
形
を
一
回
で
〈
塗
り
つ

ぶ
す
〉
気
持
ち
で
書
く
こ
と
。
留
意
す
る
こ
と
は
、

筆
の
軸
を
手
前
に
倒
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

の
み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
手
順
で
行
う
。

　

①　

�

点
画
ご
と
に
、
筆
の
先
（
穂
先
）
が
通
る
と

こ
ろ
を
あ
げ
さ
せ
る
。

　

②　

�

そ
の
こ
と
の
規
則
性
に
気
づ
か
せ
る
（
穂
先

は
点
画
の
縁
を
通
る
こ
と
）。

　

③　

�

規
則
性
か
ら
ポ
イ
ン
ト
を
抽
象
化
す
る
（
点

画
に
よ
っ
て
穂
先
の
通
る
こ
と
こ
ろ
は
決

ま
っ
て
い
る
こ
と
）。

硬
筆
筆
記
具
に
転
移
さ
せ
る

　

点
画
を
一
回
で
〈
塗
り
つ
ぶ
す
〉
気
持
ち
で
書
こ

う
と
す
る
と
、
筆
の
軸
は
多
少
〈
ひ
じ
〉
の
方
向
に

倒
れ
る
。
横
か
ら
見
て

　60°
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
良
い

こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
角
度
は
鉛
筆
な
ど
の

硬
筆
筆
記
具
の
角
度
と
一
致
す
る
。

　

鉛
筆
な
ど
の
硬
筆
筆
記
具
で
書
写
す
る
場
面
で

は
、
毛
筆
で
書
い
た
と
き
の
〈
塗
り
つ
ぶ
す
〉
気
持

ち
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
書
か
れ
た

点
画
は
線
に
し
か
見
え
な
い
が
、
点
画
の
「
形
」
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
気
持
ち
で
書

い
て
い
る
こ
と
を
自
分
で
確
か
め
さ
せ
る
。〈
塗
り

つ
ぶ
す
〉
気
持
ち
で
書
く
と
硬
筆
筆
記
具
の
角
度
も

　60°
程
度
と
な
り
、
筆
記
具
の
持
ち
方
ま
で
も
が
修
正

さ
れ
る
。

　

シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
の
硬
筆

筆
記
具
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
我
々
は
、本
来
「
形
」

の
組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
て
い
く
べ
き
文
字
感
覚
を

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
丸
文
字
な
ど
か
つ
て
若
者

の
間
で
流
行
し
た
書
き
方
の
根
底
に
は
こ
の
感
覚
の

喪
失
が
あ
り
、「
線
」
の
組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
た

違
和
感
か
ら
く
る
読
み
に
く
さ
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。「
線
」
の
組
み
合
わ
せ
で
書

か
れ
る
文
字
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
面
が
い
ろ
い
ろ
含
ま

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

毛
筆
を
書
写
の
授
業
で
用
い
る
理
由
は
、
大
き
く

書
い
て
学
習
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
以
前
は
当
た
り
前

だ
っ
た
こ
と
を
授
業
で
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
虚

し
さ
は
あ
る
が
、
先
入
観
や
形
式
は
捨
て
、
学
習
者

に
目
を
向
け
る
と
、
今
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
が
い
く
つ
も
見
え
て
く
る
。

た
に
ぐ
ち　

く
に
ひ
こ　

安
田
女
子
大
学
准
教
授
。
広
島
大

学
附
属
中
・
高
等
学
校
教
諭
を
経
て
、
〇
三
年
度
か
ら
安
田

女
子
大
学
勤
務
。
お
も
に
、
書
写
書
道
の
学
習
内
容
、
方
法

の
改
善
に
関
す
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

稚拙な印象

違和感なく読める

「
線
」を
ひ
く
感
じ

「
形
」を
塗
り
つ
ぶ
す
感
じ

穂先の通るところを意識して書く

線の組み合わせで書く
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気
に
な
る
言
葉「
ヤ
バ
イ
」

「
今
日
さ
、
授
業
中
に
お
し
ゃ
べ
り
ト
カ
し
て
い
た

ら
、
先
生
に
に
ら
み
つ
け
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
。
あ
れ
っ

て
、
ヤ
バ
イ
よ
ね
。」

「
そ
う
だ
ね
。
ヤ
バ
イ
ね
。
平
常
点
に
影
響
す
る
か

も
ね
。」

　

こ
ん
な
女
子
大
生
と
お
ぼ
し
き
者
ど
う
し
の
会
話

を
電
車
の
中
で
よ
く
耳
に
す
る
。「
お
し
ゃ
べ
り
ト

カ
」
の
「
ト
カ
」
も
気
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま

ず
措
い
て
、「
ヤ
バ
イ
」
に
話
題
を
絞
ろ
う
。

　

男
女
を
問
わ
ず
、
若
者
の
間
で
「
ヤ
バ
イ
」
が
猖

獗
を
極
め
て
い
る
。
こ
の
「
ヤ
バ
イ
」
は
、
語
原
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
元
来
、
盗
人
仲
間
や
香
具
師

の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
隠
語
で
、
身
に
危
険
が
及

ぶ
よ
う
な
事
態
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
筆

者
が
子
供
の
こ
ろ
（
第
二
次
大
戦
前
後
）
に
は
、
親

か
ら
使
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
だ
と
教
え
ら
れ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。と
こ
ろ
が
、大
学
の
教
師
に
な
っ

た
昭
和
四
十
年
代
ご
ろ
か
ら
、
若
者
の
日
常
語
に

な
っ
た
か
の
よ
う
に
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当

初
は
耳
障
り
で
、
違
和
感
や
不
快
感
を
抱
き
、「
そ

ん
な
言
葉
は
使
う
な
」
と
心
の
中
で
叫
ん
で
い
た
も

の
だ
。
最
近
は
感
覚
が
麻
痺
し
た
と
み
え
、
さ
ほ
ど

気
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

と
は
言
え
、
対
話
の
相
手
が
自
分
自
身
の
場
合
に

は
、
心
中
穏
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
ら
し
く
、

七
・
八
年
前
の
こ
と
だ
が
、
授
業
終
了
後
に
、
日
ご

ろ
サ
ボ
り
が
ち
な
学
生
が
教
壇
に
歩
み
寄
り
、「
僕

の
出
席
回
数
、（
単
位
認
定
上
）
ヤ
バ
イ
で
す
か
」

と
問
う
て
き
た
。思
わ
ず
か
っ
と
な
っ
て「『
ヤ
バ
イ
』

と
は
だ
れ
に
向
か
っ
て
言
っ
て
い
る
の
だ
」
と
怒
鳴

り
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
怒
鳴
ら
れ
た
当
人
は
た
だ
ポ

カ
ン
と
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
を
目

撃
し
て
い
た
学
生
も
い
た
の
で
、
次
回
の
授
業
で
、

何
故
に
怒
鳴
り
つ
け
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
縷
縷
説

明
し
た
。
必
修
科
目
の
単
位
取
得
が
可
能
か
ど
う
か

は
重
大
問
題
で
、
万
一
不
可
能
な
ら
、
当
人
に
災
難

が
及
ぶ
の
だ
か
ら
、
正
に
「
ヤ
バ
イ
」
問
題
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
く
、文
脈
上
は
何
ら
誤
り
は
な
い
が
、

使
用
す
る
場
面
（
特
に
相
手
に
対
す
る
配
慮
の
面
）

が
不
適
切
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
出
席
し
て
い
た

学
生
は
一
応
納
得
し
た
よ
う
だ
っ
た
。
こ
れ
で
一
安

心
と
思
っ
た
矢
先
に
、あ
る
学
生
が
真
顔
で
「
で
は
、

そ
う
い
う
時
（
身
に
危
険
が
迫
る
よ
う
な
場
合
）
に

何
と
言
え
ば
よ
い
の
か
。
他
に
言
い
よ
う
が
な
い
と

思
う
の
だ
が
」
と
、
切
り
返
し
て
き
た
。
細
部
は
覚

え
て
い
な
い
が
、
そ
の
時
々
の
事
態
や
状
況
に
応
じ
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た
適
切
な
表
現
を
選
ん
で
言
え
、
と
応
じ
た
よ
う
な

覚
え
が
あ
る
。

　

自
分
の
身
に
危
険
や
災
難
が
及
ぶ
、
あ
る
い
は
好

ま
し
く
な
い
結
果
を
招
く
と
い
っ
た
範
囲
で
使
わ
れ

て
い
る
分
に
は
、
言
葉
の
出
所
が
ど
う
あ
ろ
う
と
許

容
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、

「
ヤ
バ
イ
」
が
際
限
な
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
多
義

性
を
帯
び
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
少
数
の
言
葉

を
多
義
的
─
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
包
括
的
に
使
っ
て

日
常
の
言
語
生
活
を
営
む
傾
向
が
若
い
世
代
に
広

が
っ
て
い
る
の
が
気
に
掛
か
る
。
旨
い
も
の
を
初
め

て
口
に
し
て
、「
こ
れ
ヤ
バ
イ
」
と
言
う
。
何
が
「
ヤ

バ
イ
」
と
判
断
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
の
か
、
味
の

よ
さ
を
知
ら
な
か
っ
た
無
知
に
対
す
る
反
省
か
、
病

み
つ
き
に
な
る
こ
と
へ
の
恐
れ
か
、
な
ど
と
推
測
し

た
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
理
解
不
能
だ
。

辞
書
に
お
け
る「
ヤ
バ
イ
」の
扱
い

　

古
い
世
代
の
人
間
に
は
理
解
不
能
な
用
法
で
あ
っ

て
も
、
辞
書
の
世
界
で
は
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
が
、『
大
辞
林
』（
三
省

堂
刊
、
第
三
版
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）
に
は
、

　
　

①　

�

身
に
危
険
が
迫
る
さ
ま
。
あ
ぶ
な
い
。「
─
・

い
ぞ
、
逃
げ
ろ
」

　
　

②　

�

不
都
合
が
予
想
さ
れ
る
。「
こ
の
成
績
で
は

─
・
い
な
」

　
　

③　

�

若
者
言
葉
で
、
す
ご
い
。
自
身
の
心
情
が
、

し
、
ど
ん
な
気
持
ち
を
表
そ
う
と
思
っ
た
の
か
発
言

者
に
問
い
質
し
て
み
た
。
か
な
り
苦
し
い
説
明
で

あ
っ
て
も
何
と
か
理
解
で
き
た
の
は
、
質
問
し
た
中

の
半
数
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
「
ヤ
バ

イ
」
と
言
っ
た
の
か
と
問
い
詰
め
る
と
、
何
と
な
く

ム
ー
ド
的
に
、
と
か
、
み
ん
な
が
使
う
か
ら
と
い
っ

た
要
領
を
得
な
い
答
え
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど

う
も
自
分
の
発
言
を
明
確
に
意
識
化
し
、
そ
れ
に
責

任
を
負
う
よ
り
は
、
安
易
に
付
和
雷
同
し
て
他
人
と

同
じ
言
動
を
と
っ
て
い
る
方
が
、
彼
ら
の
社
会
で
は

安
全
な
生
き
方
の
よ
う
で
あ
る
。
下
手
に
自
己
主
張

を
し
た
り
、
他
人
の
言
動
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
り

す
る
こ
と
は
、仲
間
か
ら
疎
外
さ
れ
る
因
と
な
っ
て
、

好
ま
し
い
人
間
関
係
を
保
つ
上
で
、
必
ず
し
も
プ
ラ

ス
に
は
働
か
な
い
よ
う
だ
。
互
い
に
相
手
を
認
め

合
っ
て
共
存
す
る
上
で
の
符
丁
の
よ
う
な
役
割
が
こ

の
「
ヤ
バ
イ
」
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
ど
ん
な
意
味
で
言
葉
を
使
っ
た
の
か

を
確
認
す
る
こ
と
も
な
く
、
意
思
を
通
じ
合
っ
て
い

る
と
思
い
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
は
何
と
も
曖
昧
且

つ
不
確
か
な
融
合
で
あ
る
。

く
ら
も
ち　

や
す
お　

一
九
三
四
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
日

本
語
検
定
委
員
会
評
議
員
。
東
京
大
学
文
学
部
卒
業
、
同
大

学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
了
。
日
本
語
学
専
攻
。
慶
應
義
塾

大
学
教
授
、
大
正
大
学
教
授
を
歴
任
。

ひ
ど
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
様
子
に
つ
い
て

い
う
。「
こ
の
曲
、
─
・
い
よ
」〔
若
者
言
葉

で
は
「
格
好
良
い
」
を
意
味
す
る
肯
定
的
な

文
脈
か
ら
、「
困
っ
た
」
を
意
味
す
る
否
定
的

文
脈
ま
で
、
広
く
感
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
〕

《
筆
者
注
：
─
に
「
や
ば
い
」
の
語
幹
「
や
ば
」

が
入
る
》

と
、一
項
を
立
て
て
取
り
上
げ
て
い
る
。「
格
好
良
い
」

と
「
困
っ
た
」
が
肯
定
・
否
定
と
対
比
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
言
語
現
象
を
忠
実
に
反
映

さ
せ
よ
う
と
、
若
者
言
葉
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
た

こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。
筆
者
の
か
か
わ
っ
て
い
る

同
じ
三
省
堂
の
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
で
も
、
次
の

版
で
は
、
何
ら
か
の
対
応
を
す
る
か
ど
う
か
が
編
修

委
員
会
の
話
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

不
確
か
な
融
合

『
大
辞
林
』
の
③
に
言
う
「
感
動
詞
」
で
思
い
当
た

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
も
大
学
勤
め
を
し
て
い
た
時

の
こ
と
だ
が
、
卒
業
論
文
の
相
談
に
来
た
学
生
数
人

を
相
手
に
、
い
か
に
も
彼
ら
が
「
ヤ
バ
イ
」
を
使
い

そ
う
な
場
面
を
い
く
つ
か
設
定
し
、
今
日
は
「
ヤ
バ

イ
」
を
使
う
こ
と
を
容
認
す
る
か
ら
、
思
い
切
っ
て

使
っ
て
み
な
さ
い
と
持
ち
掛
け
た
。
し
ば
ら
く
自
由

に
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
る
と
、「
ヤ
バ
イ
」を
乱
発
す
る
。

三
十
分
ほ
ど
経
っ
て
、
文
脈
か
ら
は
何
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
の
か
判
断
し
難
か
っ
た
用
法
を
拾
い
出



32

「
ナ
ル
ニ
ア
国
も
の
が
た
り
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

C
・
S
・
ル
イ
ス
が
書
い
た
全
七
巻
の
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
シ
リ
ー
ズ
で
す
。
店
の
名
は
こ
こ
か
ら
と
っ
て

い
ま
す
。
一
連
の
お
話
の
舞
台
で
あ
る
「
ナ
ル
ニ
ア

国
」
は
、
自
然
の
美
し
い
、
気
候
の
よ
い
国
で
、
も

の
言
う
動
物
た
ち
や
人
間
、
神
話
・
伝
説
の
登
場
人

物
た
ち
が
な
か
よ
く
暮
ら
す
別
世
界
で
す
。
当
店
が

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
心
安
ら
ぐ
場
所

で
あ
る
よ
う
に
、
本
と
の
よ
い
出
会
い
が
子
ど
も
た

ち
に
幸
せ
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、
と
い
う
願
い
が
込

め
ら
れ
て
の
命
名
で
す
。

　

さ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
物
語
と
ど
ん
な
風
に

出
会
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

第
一
巻
の
『
ラ
イ
オ
ン
と
魔
女
』
が
映
画
化
さ
れ

二
〇
〇
五
年
三
月
に
公
開
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
新
聞
・
テ
レ
ビ
に
は
映
画
の
宣
伝
が

あ
ふ
れ
ま
し
た
が
、
当
店
ら
し
い
『
ラ
イ
オ
ン
と
魔

女
』
と
子
ど
も
と
の
出
会
い
と
し
て
、
私
た
ち
は
朗

読
会
を
企
画
し
ま
し
た
。
新
書
サ
イ
ズ
の
岩
波
少
年

文
庫
版
で
200
頁
以
上
あ
る
本
の
、
全
文
朗
読
で
す
。

朗
読
会
は
三
週
連
続
で
行
い
、
応
募
し
た
約
50
名
の

親
子
が
、
毎
回
2
〜
3
時
間
、
計
8
時
間
近
い
朗
読

を
聞
き
通
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
が
飽
き
る
か
と
心
配
で
し
た
が
、
一

人
の
朗
読
者
が
声
色
な
ど
も
使
わ
ず
、
た
ん
た
ん
と

読
む
の
を
じ
っ
と
聴
く
だ
け
の
こ
の
時
間
を
、
お
お

ぜ
い
の
子
ど
も
た
ち
が
心
か
ら
楽
し
ん
で
く
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
は
じ
め
に
想
定
し
た
高
学

年
以
上
よ
り
小
さ
い
子
（
二
年
）
た
ち
も
い
た
の
で

す
。「
お
話
を
聞
き
慣
れ
て
い
る
の
で
だ
い
じ
ょ
う

ぶ
で
す
」
と
い
う
強
い
要
望
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
、
何
人
か
の
お
客
様
か
ら
、「
一

年
生
だ
け
ど
、
親
子
と
も
ど
も
楽
し
ん
で
ま
す
」
と

い
う
声
も
聞
き
ま
し
た
。

　

成
否
を
あ
や
ぶ
ん
だ
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
が
、
こ
の

成
果
に
私
た
ち
は
改
め
て
“
力
の
あ
る
本
は
強
い
”

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
初
版
（
一
九
六
六
）
か
ら
40

年
近
く
読
み
継
が
れ
て
い
る
の
は
だ
て
じ
ゃ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
作
品
が
一
番
と
語

る
作
家
が
多
い
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。

　

冒
険
の
世
界
に
心
身
と
も
没
入
す
る
と
い
う
、
こ

う
し
た
読
書
こ
そ
子
ど
も
時
代
に
体
験
し
て
も
ら
い

た
い
、
そ
ん
な
願
い
を
心
に
秘
め
つ
つ
、
今
日
も
カ

ウ
ン
タ
ー
に
立
っ
て
い
ま
す
。

つ
ち
や　

と
も
こ　

教
文
館 

子
ど
も
の
本
の
み
せ 

ナ
ル
ニ

ア
国
店
長
。
公
立
図
書
館
員
、
日
本
図
書
館
協
会
・
児
童
基

本
蔵
書
目
録
作
成
委
員
会
（
非
常
勤
）
な
ど
を
経
て
現
職
。
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料
理
、
食
器
、
家
の
内
装
ま
で
、
器
用
に
手
作
り
で
こ

な
し
て
し
ま
う
方
の
ブ
ロ
グ
を
と
き
ど
き
覗
い
て
い
ま
す
。

セ
ン
ス
の
い
い
部
屋
の
写
真
に
触
発
さ
れ
て
、
自
宅
の
模

様
替
え
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
ど
こ
か

ら
何
を
始
め
て
い
い
の
か
、
頭
の
中
は
モ
ヤ
モ
ヤ
す
る
ば

か
り
で
す
。
ま
ず
は
図
式
化
し
て
み
よ
う
と
、
間
取
り
図

を
書
き
出
し
、
買
い
足
し
た
い
も
の
、
取
り
か
か
る
手
順

な
ど
を
一
通
り
文
字
に
し
て
、
線
で
消
し
た
り
結
ん
だ
り

し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
入
り
組
ん
で
い
た
情
報
を

す
っ
き
り
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

日
常
の
些
細
な
こ
と
も
書
き
出
し
て
考
え
る
こ
と
で
、

「
何
と
な
く
」
を
無
理
な
く
具
体
化
で
き
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
買
い
出
し
に
行
く
日
ま
で
、
こ
の
メ
モ
を
な
く
さ

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
し
た
。�
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