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巻頭エッセイ

　

私
は
自
著
の
あ
と
が
き
で
「
世
間
で
よ
く
い
う
﹃
も
っ

と
考
え
ろ
﹄
と
は
﹃
自
分
の
頭
で
考
え
ろ
﹄
と
い
う
場
合

よ
り
﹃
ま
わ
り
の
考
え
に
合
わ
せ
ろ
﹄
と
い
う
場
合
の
ほ

う
が
多
い
の
で
は
な
い
か
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
は
日
本
社
会
の
過
剰
な
ま
で
の
同
調
性
を
揶
揄
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、「
ま
わ
り
の
考
え
に
合
わ
せ
る
」
こ
と

を
根
底
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
ま
わ
り
の
考

え
」
に
迎
合
し
て
自
分
の
頭
を
ま
っ
た
く
働
か
せ
な
い
の

は
困
る
。
だ
が
、「
ま
わ
り
の
考
え
」
を
ま
っ
た
く
無
視

し
て
頭
を
働
か
せ
る
の
も
困
る
か
ら
だ
。

　

人
間
が
何
か
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
自
分
の
内
部
に

止
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
は
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と

自
由
で
あ
る
。
複
雑
怪
奇
な
思
考
経
路
を
た
ど
っ
て
、
お

よ
そ
他
者
に
は
理
解
不
能
な
思
想
を
構
築
す
る
の
も
ま
た

自
由
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
「
ま
わ
り
の
考
え
」
に

配
慮
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。だ
が
、「
自
分
の
考
え
」

を
他
者
に
向
け
て
表
現
す
る
と
な
る
と
、
そ
う
と
ば
か
り

も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。「
自
分
の
考
え
」
を
本
気
で
他

者
に
伝
え
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
他
者
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
、
納
得
で
き
る
よ
う
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら

だ
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
多
少
な
り
と
も
「
ま
わ
り
の

考
え
」
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

学
校
教
育
で
「
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
」
や
「
論
理
的

に
表
現
す
る
こ
と
」
を
標
榜
す
る
と
、「
理
屈
っ
ぽ
い
子

ど
も
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
懸
念
が
広
ま
る
ら

し
い
。
こ
う
い
っ
た
懸
念
の
背
景
に
は
、
理
よ
り
も
情
を

北川　達夫

「自分の考え」と「まわりの考え」
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重
ん
じ
る
日
本
社
会
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
そ

れ
だ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
他
者
の
理
解
や
納
得
を
前
提

と
し
な
い
理
屈
を
垂
れ
る
よ
う
な
人
物
は
、
た
ぶ
ん
世
界

中
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
迷
惑
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

か
ら
だ
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
「
理
屈
っ
ぽ
い
子
ど
も
」

に
し
て
も
、
自
分
の
頭
で
何
か
を
考
え
て
い
る
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
り
、そ
の
点
は
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
の
「
考
え
」
を
表
現
す
る
と
き
に
何
も
考
え
て

い
な
い
こ
と
─
─
つ
ま
り
「
ま
わ
り
の
考
え
」
に
配
慮
し

て
い
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

自
分
の
頭
で
何
か
を
考
え
る
こ
と
。
そ
し
て
、「
自
分

の
考
え
」
を
他
者
に
向
け
て
表
現
す
る
と
き
に
考
え
る
こ

と
。こ
の
ふ
た
つ
は
分
け
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

前
者
は
「
ま
わ
り
の
考
え
」
に
配
慮
す
る
必
要
は
ま
っ
た

く
な
い
が
、後
者
は
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

よ
く
「
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
述

べ
よ
」
と
言
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
あ
り
の
ま
ま
」
に

述
べ
ら
れ
て
も
困
る
。
他
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
納

得
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
可
能
な
か
ぎ
り
他
者

が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
述
べ
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
い
。

　

建
前
を
ヌ
キ
に
し
て
い
え
ば
、
誰
も
が
本
当
に
思
っ
て

い
る
こ
と
を
本
当
に
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
た
ら
、
大
変
な

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の

頭
の
中
で
は
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と
自
由
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
外
に
向
け
て
表
現
す
る
と
き
は
改
め
て
考
え

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
に
向
け
て
表
現
し
た
瞬
間

に
社
会
的
な
責
任
が
生
じ
る
か
ら
だ
。
社
会
で
生
き
て
い

く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
ま
わ
り
の
考
え
」
に
配
慮

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

考
え
る
力
を
「
社
会
で
生
き
る
力
」
と
し
て
と
ら
え
る

場
合
、「
ま
わ
り
の
考
え
」は
別
の
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
現
実
の
社
会
に
は
一
定
の
正

解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
自
分
の
頭
で
考
え
て
状

況
に
応
じ
た
解
を
見
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
、
昨
今
の
急
激
で
予
測
不
能
な
変
化
を
す
る
社
会
に

お
い
て
は
、
自
分
の
知
識
や
経
験
だ
け
を
も
と
に
し
て
考

え
て
い
た
の
で
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
な
る
多
様

化
の
予
想
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
多
面
的
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
が
、
自
分
ひ
と
り
で
多
面
的
に
考
え
る
の
に
も

限
界
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
ま
わ
り
の
考
え
」
が
お
お
い
に

役
に
立
つ
。自
分
ひ
と
り
の
知
識
や
経
験
だ
け
で
は
な
く
、

他
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
経
験
も
も
と
に
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
自

分
ひ
と
り
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
考
え
る
だ
け
で
は
な

く
、
他
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
に
基
づ
く
考
え
を
知
っ

た
ほ
う
が
、
よ
り
多
面
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。「
自
分
の
考
え
」
と
「
ま
わ
り
の
考
え
」
を
「
統
合
」

し
て
考
え
る
こ
と
─
─
こ
れ
こ
そ
が
い
ま
求
め
ら
れ
て
い

る
「
考
え
る
力
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

きたがわ　たつお 1966年東京生まれ。元外務
省フィンランド専門官。現在は日本教育大学院大
学客員教授。㈶文字・活字文化推進機構調査研究
委員。
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集特
は
じ
め
に

　

教
員
研
修
な
ど
で
小
・
中
学
校
の
先
生
方
に
「
授

業
の
中
で
学
習
者
の
ど
の
よ
う
な
姿
が
見
た
い
で
す

か
」と
い
う
質
問
に
答
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
。

「
学
習
者
同
士
が
活
発
に
話
し
合
っ
て
い
る
姿
」
や

「
学
習
者
の
し
っ
か
り
と
書
か
れ
た
文
章
」、「
学
習

者
が
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
る
姿
」
の
三
つ
が
特
に

多
い
。
こ
れ
は
、
学
習
者
の
こ
う
し
た
姿
が
学
び
の

姿
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
先
生
が

多
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
姿

を
追
い
求
め
て
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
し
て
い
る
け
れ
ど

も
な
か
な
か
実
現
し
な
い
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る
先

生
が
多
い
こ
と
も
表
し
て
い
る
。

「
考
え
る
」た
め
に
必
要
な
こ
と
と
は
何
か
？

　

そ
れ
で
は
、
学
習
者
が
じ
っ
く
り
と
考
え
る
た
め

に
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
「
学

習
課
題
」
と
答
え
る
方
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て

筆
者
は
本
誌
15
号
に
お
い
て
、
学
習
者
の
思
考
の
起

点
と
し
て
「
多
様
な
問
い
」
を
教
師
が
与
え
る
こ
と

の
必
要
性
を
提
案
し
た
。
そ
の
考
え
に
基
づ
き
、
小

学
校
の
先
生
方
と
学
習
者
の
思
考
を
導
く
学
習
課
題

を
研
究
し
て
き
た
。
そ
の
共
同
研
究
の
中
で
次
の
よ

う
な
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

　

授
業
の
導
入
の
段
階
で
提
示
す
る
学
習
課
題
は
、

学
習
が
進
む
に
連
れ
、
学
習
者
の
感
想
や
考
え
な
ど

と
混
ざ
り
合
っ
て
、
よ
り
深
い
も
の
へ
と
変
容
し
て

い
く
傾
向
が
強
い
。
教
師
は
そ
の
変
容
を
し
っ
か
り

と
追
い
か
け
な
が
ら
、
授
業
の
後
半
で
「
学
習
者
が

じ
っ
く
り
と
考
え
る
課
題
」
を
提
示
し
直
し
、
考
え

を
深
め
る
学
習
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

現
在
は
「
入
り
口
の
課
題
」
と
「
出
口
の
課
題
」

と
い
う
二
種
類
の
課
題
を
ど
の
よ
う
な
学
習
で
つ
な

げ
て
授
業
を
考
え
る
か
と
い
う
点
に
研
究
は
移
行
し

て
い
る
が
、「
じ
っ
く
り
と
考
え
さ
せ
る
課
題
」
を

導
入
段
階
に
提
示
し
て
、
学
習
者
の
食
い
付
き
の
悪

さ
に
悩
む
よ
り
は
効
果
的
だ
と
い
う
意
見
も
多
い
。

　

こ
の
二
つ
の
課
題
の
位
置
づ
け
は
、
教
科
に
よ
っ

て
も
教
材
に
よ
っ
て
も
多
様
で
あ
る
が
、
特
に
学
習

者
が
「
じ
っ
く
り
」
考
え
る
場
面
が
多
く
見
ら
れ
る

関
係
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

Ａ　

学
習
者
個
人
が
教
材
と
向
き
合
い
な
が
ら
考
え

る
「
入
り
口
の
課
題
」
→
班
や
学
級
全
体
で
の
話
し

合
い
を
通
し
て
集
団
で
考
え
る
「
出
口
の
課
題
」。

思
考
力
を
は
ぐ
く
む
国
語
学
習
の
あ
り
方

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部

松
友　

一
雄

　「
思
考
力
」は
、い
ま
学
校
教
育
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
す
。
あ
ら
た
め
て「
思

考
力
と
は
何
か
」、「
教
室
に
お
い
て
ど
ん
な
活
動
が
思
考
力
の
育
成
に
結
び
つ
く
の
か
」

と
い
う
視
点
に
立
ち
、
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
国
語
科
の
学
び
を
提
案
し
ま
す
。

思
考
力
を
は
ぐ
く
む
国
語
科
の
学
び
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Ｂ　

既
有
知
識
や
日
常
経
験
か
ら
考
え
て
み
る
「
入

り
口
の
課
題
」
→
調
べ
学
習
や
読
解
を
通
し
て
深

ま
っ
た
理
解
を
生
か
し
て
考
え
る
「
出
口
の
課
題
」。

　

Ａ
で
は
、「
話
し
合
う
」
力
を
身
に
付
け
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
の
考
え

を
ク
ラ
ス
の
中
に
「
表
出
す
る
」
力
の
育
成
が
求
め

ら
れ
る
。
ま
た
Ｂ
で
は
、
豊
か
な
情
報
の
あ
る
学
習

環
境
や
自
分
が
学
ん
だ
こ
と
を
活
用
し
て
学
習
課
題

に
向
き
合
う
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
学
習
者
が
日
々
の
授
業
の
中
で
「
じ
っ

く
り
」
考
え
る
姿
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
授
業
の

中
で
「
学
習
課
題
の
深
化
」
を
引
き
起
こ
す
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
Ａ
の
場
合
、
自
分
と
は
異
な
る
考

え
と
出
会
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
Ｂ
の
場
合
、
新
し

い
見
方
や
知
識
の
獲
得
、発
見
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、

学
習
を
通
し
て
、
学
習
者
が
課
題
に
主
体
的
に
向
き

合
う
こ
と
で
あ
る
。

思
考
を
表
出
す
る
力
と
し
て
の
「
言
語
力
」

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
全
て
の
教
科
に
お

い
て
「
言
語
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
捉
え

方
が
考
え
ら
れ
る
。

・
各
教
科
の
学
習
の
中
で
「
言
語
力
」
を
育
成
す
る
。

国
語
の
授
業
で
習
得
し
た
「
こ
と
ば
の
使
い
方
」
を

他
の
教
科
の
学
習
場
面
の
中
で
活
用
し
て
み
る
。

・「
言
語
活
動
」
を
各
教
科
の
学
習
方
法
と
し
て
効

果
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の

学
習
に
広
が
り
や
深
ま
り
、
確
か
さ
を
も
た
ら
す
。

　

こ
の
二
つ
の
観
点
は
ど
ち
ら
も
重
要
な
観
点
で
あ

る
が
、
国
語
科
以
外
の
教
科
の
授
業
に
お
い
て
、
実

際
に
育
成
で
き
る
「
言
語
力
」
の
具
体
像
を
考
え
て

い
く
上
で
は
、後
者
の
観
点
か
ら
考
え
る
方
が
よ
い
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
で
、
学
習
者
の
言

語
力
を
必
要
と
す
る
学
習
場
面
は
ど
こ
か
？

　

答
え
は
案
外
一
つ
で
あ
る
。
学
習
者
が
自
分
の
考

え
て
い
る
こ
と
や
考
え
た
道
筋
を
言
語
化
す
る
場
面

で
あ
る
。
こ
れ
は
意
外
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

ど
の
教
科
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。そ
の
方
法
が
、

「
話
し
合
い
」
で
あ
っ
た
り
、「
図
式
化
」
で
あ
っ
た

り
、「
報
告
書
」
や
「
実
験
記
録
」
で
あ
っ
た
り
す

る
が
、
こ
う
い
っ
た
学
習
者
の
内
面
的
な
思
考
の
プ

ロ
セ
ス
を
、
形
あ
る
も
の
と
し
て
ま
さ
に
表
現
さ
せ

る
こ
と
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
お
い
て
「
言
語
力
」

を
必
要
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
部
分
が
、
言
語
力
を
育
ん
で
い
る
ク
ラ
ス
と

そ
う
で
な
い
ク
ラ
ス
の
実
際
の
授
業
で
の
違
い
と
し

て
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
与
え
ら
れ

た
学
習
課
題
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
学
習
者
が
自

分
の
思
考
や
思
考
過
程
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
示
す

こ
と
が
で
き
る
ク
ラ
ス
は
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

思
考
や
思
考
過
程
を
吟
味
し
あ
い
、
よ
り
広
が
り
と

深
ま
り
の
あ
る
学
習
が
展
開
で
き
る
。
し
か
し
一
方

で
、
そ
う
で
な
い
ク
ラ
ス
で
は
、
自
分
の
考
え
て
い

る
こ
と
や
考
え
た
道
筋
を
上
手
く
形
に
で
き
な
い
学

習
者
が
多
く
、
学
習
者
の
思
考
や
思
考
過
程
が
学
習

空
間
の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
た
め
、
深
ま

り
の
あ
る
学
習
場
面
へ
と
移
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

か
つ
て
私
た
ち
教
師
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
る

原
因
を
、
設
定
し
た
学
習
課
題
が
学
習
者
の
能
力
に

■特集　思考力をはぐくむ国語科の学び





 

 















図表１　表出する力をサポートし、鍛える
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適
合
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
考
え
て
き
た
。
確
か
に

そ
う
い
う
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
自
分
の
考

え
を
表
現
す
る
た
め
の
能
力
が
十
分
に
身
に
付
い
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
、
自
分
の
考
え
た

こ
と
や
そ
れ
に
至
っ
た
道
筋
を
こ
と
ば
に
し
て
教
室

に
表
明
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
非
常
に
難
し
い
こ

と
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、教
師
は
学
習
を
計
画
す
る
に
当
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
、
ど
の
よ
う
な
ス

テ
ッ
プ
で
そ
れ
を
教
室
で
共
有
し
て
い
く
の
か
と
い

う
こ
と
を
見
据
え
、
学
習
者
が
自
分
の
思
考
や
思
考

の
道
筋
を
表
出
す
る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
が

あ
る
。

思
考
の
表
出
を
支
え
る
メ
タ
学
習
語
彙

　

理
科
教
育
の
先
生
方
と
、
小
学
校
理
科
の
授
業
に

お
け
る
思
考
や
思
考
過
程
の
表
出
場
面
の
研
究
を
し

て
い
る
。
理
科
の
授
業
で
は
、
観
察
し
た
り
実
験
し

た
り
し
た
こ
と
自
体
を
記
録
文
や
観
察
文
と
し
て
表

現
し
た
り
、
そ
れ
を
発
表
、
報
告
す
る
学
習
活
動
が

中
心
に
な
っ
て
い
る
事
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
「
書

く
学
習
」
や
「
話
し
合
う
学
習
」
の
質
が
向
上
す
る

こ
と
が
、
理
科
学
習
そ
の
も
の
の
学
習
成
果
を
高
め

る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

学
習
者
の
書
い
た
も
の
や
話
し
て
い
る
内
容
を
詳

細
に
分
析
し
て
み
る
と
、
共
通
し
て
語
彙
が
少
な
い

た
め
に
自
分
が
考
え
た
こ
と
が
十
分
に
表
現
で
き
な

い
学
習
者
が
多
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
実
験
・
観
察

の
方
法
や
手
順
、
目
的
な
ど
、
理
科
学
習
そ
の
も
の

に
関
す
る
語
彙
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
観
察
し
た
結

果
か
ら
何
を
見
出
す
か
、
繰
り
返
し
実
験
す
る
の
は

な
ぜ
か
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
理
科
の
授
業
の
中
で

自
分
た
ち
は
一
体
何
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
自
体
を
把
握
し
、
表
現
す
る
た
め
の
語
彙
が
少
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
、
学
習
活

動
そ
の
も
の
を
認
識
し
、
思
考
の
過
程
を
表
出
し
や

す
く
す
る
た
め
の
語
彙
を
習
得
さ
せ
る
取
り
組
み
を

進
め
て
い
る
。

思
考
や
思
考
過
程
を
表
出
す
る

様
々
な
言
語
活
動

　

自
分
の
考
え
た
こ
と
や
考
え
た
道
筋
を
教
室
に
出

し
合
い
、
そ
れ
に
向
き
合
っ
て
学
習
す
る
こ
と
は
、

ど
の
教
科
に
お
い
て
も
学
習
の
深
ま
り
を
も
た
ら

し
、
学
習
の
主
体
性
を
導
き
出
す
た
め
に
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
国
語
科
の
授
業
で
は
、
こ
と
ば
そ
の
も

の
を
学
習
す
る
た
め
、
自
分
の
考
え
た
結
果
や
過
程

を
「
表
出
す
る
」
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
正
確
さ
や

わ
か
り
や
す
さ
を
基
準
に
、
よ
り
よ
く
表
出
で
き
た

か
ど
う
か
と
い
う
点
に
も
学
習
が
及
ぶ
。
こ
れ
を
、

社
会
科
や
理
科
な
ど
の
学
習
場
面
で
も
考
慮
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
。
理
科
に
は
理
科
の
、
社
会
科
に

は
社
会
科
の
、
正
確
さ
や
わ
か
り
や
す
さ
の
基
準
や

方
法
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
教
科
を
超
え
て
繰
り
返
し

学
習
す
る
事
で
身
に
付
く
「
表
出
力
」
が
あ
る
。
学

習
者
の
思
考
を
表
出
す
る
た
め
の
「
言
語
活
動
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」と
で
も
い
う
べ
き
、プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
自
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
学
習
を
構
想
す

る
際
に
意
識
す
る
こ
と
で
、
た
だ
単
純
に
作
文
を
書

か
せ
た
り
プ
リ
ン
ト
を
埋
め
さ
せ
た
り
す
る
の
で
は

な
い
方
法
で
、
学
習
者
の
思
考
を
教
室
に
表
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

図表２　学習内容や学習方法の理解を深める語彙

乾電池、
直列つなぎ、
並列つなぎ、
回路、光電池、
星座、
気体、液体、固体、
かさなど

認識…�様子、変化、はたらき、速さ、温度、成長

思考…�調べる、観察する、予想する、確かめる、
試す、発見する

活動…�計画する、準備する、記録する、整理する、
発表する、振り返る

教科の学習内容に関する
専門用語
理解すること自体が目標

教科の学習活動を認識するための語彙
学習活動自体を理解したり、そこで発見したり
考えたことを表現するための語彙

従来の学習語彙 メタ的学習語彙

従来の学習語彙とメタ的学習語彙
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「
み
ん
な
で
考
え
る
」事
を
実
現
す
る
た
め
に

　

本
論
考
で
は
、こ
こ
ま
で
、「
学
習
課
題
の
工
夫
」、

「
表
出
力
の
育
成
と
サ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
二
つ
の
観

点
で
、
授
業
の
な
か
で
学
習
者
が
「
じ
っ
く
り
」
と

考
え
る
姿
を
実
現
す
る
た
め
の
手
だ
て
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
個
人
思
考
に
お
い
て
も
集

団
思
考
に
お
い
て
も
必
要
な
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
特
に
集
団
思
考
を
効
果
的
に
進
め
る
た

め
に
は
、「
集
団
で
何
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
」
と

い
う
観
点
か
ら
学
習
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
。
筆

者
は
、複
数
の
小
学
校
と
の
共
同
研
究
の
中
で
、「
話

し
合
い
の
際
に
用
い
る
話
型
」
や
「
友
だ
ち
の
発
言

に
つ
な
が
る
方
法
」
な
ど
様
々
な
「
型
」
を
学
習
者

に
示
す
こ
と
で
話
し
合
い
を
活
性
化
す
る
取
り
組
み

を
続
け
て
き
た
が
、
学
級
で
そ
う
い
っ
た
「
型
」
が

共
有
さ
れ
、
共
用
さ
れ
始
め
る
と
話
し
合
い
が
活
性

化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

同
様
に
、理
科
の
授
業
な
ど
で
も
、「
実
験
の
手
順
」

や
「
観
察
の
方
法
」
な
ど
学
習
の
手
順
を
学
習
者
に

明
確
に
示
し
、
そ
れ
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
、
話
し

合
い
の
場
面
に
参
加
で
き
る
学
習
者
が
増
え
て
き

た
。

　
「
み
ん
な
で
考
え
る
」
た
め
に
は
、
学
習
環
境
と

し
て
、
様
々
な
「
方
法
」
や
「
手
順
」、「
観
点
」
な

ど
を
共
有
す
る
た
め
の
工
夫
が
重
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
学
習
者
個
人
が
考
え
る
場
合
の
材
料
と

な
る
以
上
に
、
相
互
に
説
明
し
合
う
際
の
視
覚
資
料

と
し
て
役
立
つ
情
報
を
学
習
環
境
と
し
て
工
夫
し
て

い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
学
習
に
関
す
る
視
覚
資
料
を
学
習

者
の
生
活
と
結
ぶ
形
で
掲
示
す
る
こ
と
で
、
学
習
者

が
考
え
始
め
る
起
点
と
な
っ
た
り
、
考
え
を
進
め
る

支
え
と
な
っ
た
り
す
る
。
情
報
豊
か
な
教
室
作
り
が

学
習
者
の
豊
か
な
思
考
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

ま
た
、
一
つ
の
単
元
の
中
で
集
団
で
考
え
て
き
た

こ
と
や
、
印
象
に
残
る
学
習
者
の
意
見
な
ど
を
「
学

び
の
記
録
」
と
し
て
ク
ラ
ス
に
掲
示
し
続
け
る
こ
と

で
、
単
元
の
中
の
学
習
を
基
に
し
な
が
ら
考
え
を
深

め
て
い
く
支
え
と
な
る
。
そ
の
時
間
の
授
業
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
中
で
考
え
た
こ
と
を
見

な
が
ら
考
え
ら
れ
る
環
境
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
深

く
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
と
な
り
う
る
。

　

今
回
は
、
情
報
と
思
考
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
小
学
校
で
は
、
一
つ
の
単
元

の
始
ま
り
か
ら
継
続
し
て
、
学
習
者
が
考
え
た
こ
と

だ
け
を
掲
示
し
て
い
る
。
目
に
入
る
せ
い
か
、
学
習

者
は
自
分
の
発
言
の
際
に
過
去
に
考
え
た
こ
と
を
引

用
し
な
が
ら
説
明
し
た
り
す
る
。
思
考
が
「
積
み
重

な
る
」
こ
と
も
ま
た
、「
じ
っ
く
り
」
考
え
る
た
め

に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

ま
つ
と
も　

か
ず
お 

福
井
大
学
准
教
授
。
こ
と
ば
の
力
の
具

体
的
な
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
よ
り
効
果
的
な
授
業
・
学

習
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
。
ま
た
、
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ

て
学
校
現
場
へ
の
多
角
的
な
情
報
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（http://w
w
w
.jie-labo.com

/

）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





図表３　多様な方法でプレゼンテーションする場面を作ってみる
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「
こ
と
ば
の
学
び
」
を
考
え
、
生
成
し
て
い
く
時
、

思
考
力
と
対
話
力
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
）
に

分
け
て
位
置
づ
け
る
傾
向
は
、
一
般
的
で
あ
る
。
そ

の
際
、
書
き
こ
と
ば
（
読
む
・
書
く
）
は
思
考
力
で

話
し
こ
と
ば
（
聞
く
・
話
す
）
は
対
話
力
と
単
純
に

そ
の
役
割
分
担
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
日
本

語
の
場
合
、
ま
だ
言
文
一
致
が
全
う
で
き
て
い
な
い

と
い
う
事
情
も
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
こ

と
ば
の
学
び
」
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
分

担
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
書
き
こ
と
ば
と
話
し

こ
と
ば
と
を
統
合
的
に
捉
え
る
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
言
語
活
動
領
域
の
特
性
を
勘
案
し
、
学
習
活
動

を
構
想
・
構
築
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」（
以
下
、「
話
す
・
聞

く
」）
の
領
域
に
つ
い
て
、
思
考
力
を
ど
う
捉
え
る

べ
き
か
に
つ
い
て
か
ら
述
べ
て
み
た
い
。

長
期
・
熟
考
の
側
面

　

教
科
書
に
お
け
る
「
話
す
・
聞
く
」
の
学
習
材
は
、

大
き
な
学
習
活
動
を
期
待
す
る
も
の
が
多
い
。「
ス

ピ
ー
チ
」「
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン
」「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」「
ポ

ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
」「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」「
演
劇
」
等
々
、
し
っ
か
り

と
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
せ
る
学
習

活
動
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、「
話

す
・
聞
く
」
と
い
う
領
域
の
長
期
・
熟
考
（
時
間
を

か
け
て
準
備
を
す
る
・
じ
っ
く
り
と
考
え
る
）
の
側

面
か
ら
構
想
さ
れ
た
学
習
活
動
で
あ
る
。

　

小
さ
な
（
短
時
間
で
可
能
な
）
学
習
活
動
の
提
案

は
一
部
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
、
教
科
書
は
、「
話
す
・
聞
く
」
の
指
導

内
容
を
文
字
言
語
で
提
出
せ
ざ
る
を
え
ず
、
何
か
学

習
活
動
の
方
法
を
示
す
か
、「
読
む
」
の
学
習
材
で

あ
る
よ
う
な
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア

を
利
用
し
た
副
教
材
の
活
用
や
、
教
員
独
自
の
工
夫

で
補
完
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
多

く
の
場
合
、
教
科
書
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
じ
っ
く
り
考

え
、
そ
れ
を
表
現
し
、
話
し
合
う
（
学
び
合
う
）
学

習
活
動
も
不
可
欠
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
書
く
こ

と（
作
文
）」の
よ
う
に
し
っ
か
り
準
備
す
る
こ
と
が
、

実
際
に
「
話
す
・
聞
く
」
の
活
動
場
面
に
つ
な
が
る

か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
な
ら
な
い
。
何

十
時
間
も
調
べ
た
り
、
練
習
を
し
た
り
し
て
も
、
教

室
の
状
況
に
よ
っ
て
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
い
か
に

で
も
変
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
話
す
・
聞
く
」
の

活
動
は
、
事
前
に
用
意
し
た
内
容
を
伝
達
す
る
、
と

い
う
よ
う
な
一
方
向
的
な
情
報
伝
達
で
は
な
い
の

だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
時
間
や
労
力
を
か
け
て
準
備
を
し

た
学
習
者
に
失
敗
さ
せ
な
い
教
員
の
支
援
が
必
要
で

あ
る
。

瞬
時
（
短
期
）・
臨
場
の
側
面

　

一
方
で
、「
話
す
・
聞
く
」の
領
域
の
特
性
と
し
て
、

と
り
わ
け
大
切
に
し
た
い
側
面
が
「
瞬
時
（
短
期
）・

臨
場
」
の
側
面
で
あ
る
。
人
は
生
ま
れ
て
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
の
中
で
、
時
間
的
に
は
短

い
「
判
断
」
を
す
る
こ
と
を
く
り
返
し
な
が
ら
生
き

て
い
る
。
事
前
に
準
備
を
し
て
と
い
う
こ
と
は
、
特

殊
な
場
面
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」で
は
た
ら
き
、は
ぐ
く
む
思
考
力

滋
賀
大
学
教
育
学
部

牧
戸　

章
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■特集　思考力をはぐくむ国語科の学び

　

国
語
科
の
授
業
で
は
、
取
り
立
て
て
「
話
す
・
聞

く
」
の
学
習
指
導
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
教
科

や
そ
れ
以
外
の
学
校
生
活
、
家
庭
生
活
、
地
域
生
活

に
お
い
て
も
当
然
、
言
語
活
動
と
し
て
の
「
話
す
・

聞
く
」
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
こ
と

ば
の
学
び
」
は
計
画
的
・
系
統
的
な
も
の
で
な
く
、

「
偶
発
的
」
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、そ
こ
に
「
こ

と
ば
の
学
び
」
は
無
い
と
は
言
え
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
思
考
力
を
は
ぐ

く
む
と
い
う
場
合
に
、
ど
う
し
て
も
「
じ
っ
く
り
考

え
る
」
と
い
う
「
長
期
・
熟
考
の
側
面
」
の
活
動
に

流
れ
て
し
ま
う
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
、
そ
の
瞬
間
に
は
た

ら
く
思
考
力
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
側
面
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
は
ぐ
く
む
の
か
を
国
語
科
の
「
話
す
・
聞
く
」

領
域
で
考
え
、
実
践
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
レ
ポ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
三
〇
秒
あ
る

い
は
一
分
で
報
告
（
映
像
と
と
も
に
）
す
る
、
と
い

う
よ
う
な
学
習
活
動
を
想
定
し
て
み
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

　
「
話
す
・
聞
く
」
の
指
導
は
、
と
り
わ
け
教
員
は

も
ち
ろ
ん
学
習
者
に
、「
学
び
」
の
場
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。「
瞬
時
（
短
期
）・
臨

場
の
側
面
」
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
非

常
に
日
常
的
で
あ
る
た
め
に
学
習
指
導
と
し
て
取
り

上
げ
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
困
難
な
側
面
は
逆
に
新
し
い
学
習

活
動
を
生
み
出
す
契
機
（
き
っ
か
け
）
と
な
る
。

両
側
面
を
統
合
的
に
考
え
る

　

学
習
者
は
、
ど
ん
な
役
割
に
せ
よ
、
し
っ
か
り
準

備
を
し
た
う
え
で
発
表
や
発
表
会
に
臨
み
、
な
に
か

失
敗
し
た
と
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
感
覚

や
印
象
が
残
る
と
、自
信
を
失
っ
て
、次
の
「
話
す
・

聞
く
」
学
習
活
動
や
そ
の
他
の
場
面
で
も
意
欲
が
萎

え
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
「
話
す
・
聞
く
」
の
活
動

は
、
学
習
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
に
く
い
も
の
だ
。

そ
れ
だ
け
に
、
教
員
の
支
援
の
も
と
に
、
意
欲
を
失

わ
せ
な
い
よ
う
に
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
人
は
失
敗
か
ら
学
ぶ
の
だ
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
明
確
な
目
標
が
あ
る
場
合
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、「
学
び
」
は
達
成
感
や
成
就

感
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

学
習
は
、
教
員
が
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
完
全
に

実
現
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
準
備
を
し
て
も
困

難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
克
服
し
て
学
ん
で
よ

か
っ
た
と
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
大
き
な
ま
と
ま

り
の
「
一
発
勝
負
」
の
学
習
活
動
だ
け
で
な
く
、
何

度
も
繰
り
返
す
こ
と
が
可
能
な
活
動
も
考
え
ら
れ
て

良
い
。

「
聞
く
」
か
ら
は
じ
め
る
学
習
活
動

　
「
話
す
・
聞
く
」
の
学
習
指
導
は
こ
れ
ま
で
、
ど

う
し
て
も
「
話
す
」
活
動
に
重
心
が
お
か
れ
て
き
た
。

ス
ピ
ー
チ
を
す
る
と
い
う
際
に
は
、
教
員
は
ス
ピ
ー

カ
ー
に
指
導
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

教
室
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
他
の
場
面
も
含
め
て
学

習
者
は
圧
倒
的
に
聞
き
手
の
立
場
に
い
る
。「
聞
く
」

に
こ
そ
指
導
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
話

し
手
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
歩
は
、教
員
が
「
わ
か
り
ま
し
た
か
？
」

と
い
う
確
認
を
し
た
り
、
プ
リ
ン
ト
に
書
い
て
あ
る

こ
と
を
読
み
上
げ
た
り
す
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
か

ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
必
ず
繰
り

返
さ
れ
た
り
、教
員
が
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
す
る
の
は
、

現
在
の
教
育
状
況
や
教
員
の
あ
り
か
た
と
し
て
は
、

良
心
的
で
親
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
学
習
者
は
自
立
し
た
言

語
生
活
者
・
言
語
生
活
実
践
者
と
は
な
っ
て
い
か
な

い
の
で
あ
る
。

ま
き
ど　

あ
き
ら 

滋
賀
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
こ
と
ば
と

そ
の
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て

考
究
し
て
い
る
。

p08-09_特集.indd   9 09.12.9   4:17:48 PM



10

は
じ
め
に

　

読
む
と
い
う
行
為
は
、
文
章
を
外
部
刺
激
と
し
て

認
識
し
、
そ
れ
に
反
応
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ

う
考
え
る
と
、
何
を
認
識
し
、
ど
う
い
う
反
応
を
す

る
こ
と
に
教
育
的
価
値
が
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
。

　

き
れ
い
な
活
字
だ
と
か
、
漢
字
が
多
い
と
か
の
認

識
・
反
応
も
読
む
行
為
の
状
況
に
よ
っ
て
は
大
事
な

反
応
に
な
り
得
る
が
、
国
語
の
読
む
こ
と
の
授
業
で

は
、
指
導
す
べ
き
中
心
的
反
応
に
は
な
ら
な
い
。

物
語
・
説
明
文
の
中
心
的
反
応

　

物
語
の
場
合
、
中
心
的
反
応
は
、
読
ん
で
い
る
文

章
を
通
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
物
語
世
界
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
反
応
を
「
形
象
の
直
観
」（
感
性
的
全
体

的
把
握
）
と
い
い
、
垣
内
松
三
、
西
尾
実
な
ど
古
く

か
ら
重
視
し
て
き
た
。
た
だ
、
直
観
自
体
を
教
授
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
直
観
し
た
物
事
を
検
証
す
る
こ

と
を
教
育
内
容
と
し
て
き
た
。
そ
の
考
え
方
が
普
及

し
て
い
く
に
つ
れ
、
直
観
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
こ

と
な
く
、
検
証
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
、
分
析
自
体

が
学
習
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
析
し
た
結
果

の
総
合
が
読
み
の
成
果
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
こ

と
に
な
っ
た
。
国
語
の
授
業
の
場
合

の
読
み
は
そ
れ
で
も
い
い
が
、
日
常

生
活
の
読
み
の
場
合
、
分
析
を
す
る

こ
と
な
く
直
観
の
段
階
で
用
を
済
ま

せ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
読
む
こ
と
の
授
業
過
程
が
こ
の

形
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
問
題

で
あ
る
。
感
性
的
全
体
的
把
握
に
か

か
る
思
考
と
知
的
分
析
的
把
握
に
か

か
る
思
考
の
繋
が
り
の
問
題
で
あ
る
。

　

説
明
文
の
場
合
も
、
基
本
的
に
は

同
様
に
考
え
る
。
た
だ
し
、
物
語
の

場
合
の
中
心
的
反
応
を
「
形
象
の
直

観
」
と
措
定
す
る
の
に
対
し
て
「
論

理
の
直
観
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
措
定
さ
れ
る
。

　

説
明
的
文
章
を
読
む
と
き
、
何
を
読
み
取
れ
ば
よ

い
か
が
あ
ら
か
じ
め
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
、
漠
然

と
読
む
場
合
に
比
べ
て
、
読
み
取
ろ
う
と
す
る
事
柄

に
関
す
る
情
報
に
目
が
向
け
ら
れ
、
不
十
分
で
あ
っ

て
も
、
分
か
る
と
こ
ろ
を
手
が
か
り
に
自
分
な
り
の

読
み
を
作
り
や
す
く
な
る
。「
何
を
読
み
取
れ
ば
よ

い
か
」
は
、
読
む
行
為
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
が
、
国
語
の
授
業
と
し
て
の
説
明
文
の
読
み
で

は
、
何、、

、

、

、

、

に
つ
い
て

、

、
ど、

、

、

、

、

、

ん
な
こ
と
が
、
ど、

、

、

、

、

の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
が
、
一
つ
の
柱
に
な
る
。
も
う

一
つ
の
柱
は
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
自、

、

、

、

、

分
は
ど
う

考、

、

、

、

え
る
か
で
あ
る
。
こ
の
両
方
を
合
わ
せ
て
、「
論

思
考
力
を
は
ぐ
く
む「
読
む
こ
と
」の
学
び

岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

田
中　

智
生

中心反応 そのために必要な、多様な反応・観点

物　

語

形
象
の
直
観

・�情報駆動
・�ストーリー駆動（登場人物・出
来事・登場人物の変容）
・�ポイント駆動（主題・評価）
・�スタンスの移動（参加者的スタ
ンス・観察者的スタンス）
・�構成・仕掛け／表現と効果の関
係（比喩・擬音・色彩・感覚・
情景・象徴など）／視点など

（
感
性
的
全
体

的
把
握
）

説　

明　

文

論
理
の
直
観

・�論理展開の把握：問題提起（話
題提示）と結論及び問題解決過
程（話題内容）
・�関係認識（例：因果関係・主要
と付加・事実と見解など）
・�具体化⇔抽象化
・�納得反応／疑問反応／主体的意
味づけ反応など
・�比較反応／予想反応など
・�表現と効果の関係（語りかけ・
接続語句・指示語など）

（
知
的
全
体
的
把
握
）

（
問
い
と
答
え
の
直
観
）
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■特集　思考力をはぐくむ国語科の学び

理
の
直
観
」
と
す
る
。
直
観
し
た
内
容
に
は
、
学
習

者
の
個
人
差
が
反
映
さ
れ
る
が
、
そ
こ
を
出
発
点
に

し
つ
つ
、
二
次
の
分
析
検
証
段
階
の
学、

、

、

、

び
合
い
を
通

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
最
初
の
直
観
の
修
正
・
深
化

を
伴
う
学
習
を
組
織
す
る
。
そ
の
積
み
重
ね
が
、
論

理
を
直
観
す
る
と
き
の
確
か
さ
豊
か
さ
を
高
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
る
。

実
践
事
例
の
紹
介

　

岡
山
県
井
原
市
立
大
江
小
学
校
で
は
、
二
年
前
か

ら
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
た
取
り
組
み
が
進
行

中
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
目
指
す
子
ど
も
像
は
、
次
の

三
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

・�

自
分
の
思
い
を
大
切
に
し
、
他
者
の
考
え
を
認
め
、

交
流
し
合
う
子
ど
も、

《
学
び
合
い
》

・�

読
み
の
め
あ
て
を
も
ち
、
よ
り
高
ま
っ
た
読
み
方

を
獲
得
す
る
子
ど
も、

《
豊
か
な
読
み
》

・
日
常
的
に
読
書
に
親
し
む
子
ど
も

、

《
日
常
的
な
読
書
》

　

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
取
り
組
ん
だ
授
業
が

「
物
語
の
丸
ご
と
読
み
」「
説
明
文
の
問
い
と
答
え
か

ら
の
読
み
」「
お
も
し
ろ
見
つ
け
」
で
あ
る
。「
物
語

の
丸
ご
と
読
み
」「
説
明
文
の
問
い
と
答
え
か
ら
の

読
み
」
は
、
形
象
の
直
観
あ
る
い
は
論
理
の
直
観
か

ら
課
題
を
つ
か
み
、
学
び
合
い
を
通
し
て
、
読
み
方

を
振
り
返
る
授
業
構
想
で
あ
る
。
ま
た
、「
お
も
し

ろ
見
つ
け
」
は
、
物
語
に
は
物
語
の
、
説
明
文
に
は

説
明
文
の
反
応
の
種
類
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
に
す
る
授
業
構
想
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
学
習
者

が
読
み
の
構
え
を
も
っ
て
、
授
業
に
臨
む
よ
う
に
構

想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
次
で
読
み
を
広
げ
る
段

階
を
位
置
づ
け
、
獲
得
し
た
読
み
方
を
活
用
す
る
場

を
設
け
、
日
常
的
な
読
書
へ
開
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
学
校
を

上
げ
て
の
取
り
組
み
で
あ
り
、
学
年
が
変
わ
り
担
任

が
替
わ
っ
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
の
学
び
は
蓄
積
さ

れ
、
教
師
同
士
が
指
導
の
成
果
を
共
有
し
て
い
っ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、
文

学
的
文
章
と
説
明
文
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
４
一
枚
程
度
の

「
年
間
指
導
記
録
」
の
共
有
で
あ
る
。
六
年
生
の
説

明
文
の
年
間
指
導
記
録
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
下

の
よ
う
で
あ
る
。
前
年
度
の
記
録
に
上
書
き
し
て
い

く
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
年
間
指
導
計
画
と

し
て
の
性
質
も
持
つ
。
六
年
生
だ
け
見
る
と
、
か
な

り
筆
者
に
偏
っ
た
指
導
に
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
を

意
識
さ
せ
る
こ
と
で
論
理
を
対
象
化
し
、
説
明
文
の

柱
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
自、

、

、

、

、

、

、

、

、

分
は
ど
う
考
え
る
か
に

力
点
を
置
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
い
う
重
点

化
が
で
き
る
の
も
、
そ
れ
ま
で
の
学
年
で
ど
う
い
う

指
導
が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認
で
き
る
か
ら
だ
。

　

実
践
事
例
の
紹
介
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
が
、

直
観
を
重
視
し
、
感
性
的
思
考
力
・
論
理
的
思
考
力

を
は
ぐ
く
む
読
む
こ
と
の
授
業
の
方
向
性
を
感
じ
て

い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。

た
な
か　

の
り
お 

岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
。

専
門
は
国
語
教
育
学
。
中
国
の
国
語
教
育
を
研
究
す
る
一
方
、

国
語
教
育
現
場
の
実
践
的
課
題
に
つ
い
て
、
現
場
の
先
生
方
と

と
も
に
勉
強
し
て
い
る
。

〈６年生説明文�年間指導計画の一部〉
身に付けさせたい
力（ゴールの姿）

月 教材名 ゴールの姿に向かって実践した
取組（指導内容）

具体的手立て
（指導方法、読み方、交流の仕方等）

・�筆者を意識して
読み進め、説明
の道筋をとら
え、その主張や
意図に対して自
分の考えを明確
にもつ。

・�自分の読みを友
達の読みと関連
付けながら交流
し、練り合う。

・�学習した読み方
を使って目的に
応じて説明文を
読み、筆者の意
図や内容を的確
につかむ。

７ 森へ ・�筆者について知る。
・�全文を読み、森の様子が生き生
きと伝わってくる表現のよさを
確かめる。
・�象徴的に表された筆者の主張に着
目し、具体的に書かれているとこ
ろを探してサイドラインを引いた
り、補足を書き込んだりする。
・�筆者の主張となる最後の文をリ
ライトし、交流する。
・�他の筆者について知る。
・�他の筆者の作品を読む。

・�筆者に関するプロフィール紹介
の充実

・�全文掲示
・�全文記載のワークシート
・�サイドライン、書き込み
・�構造的な板書計画
・�リライト文の作成
・�第三次で扱う作品の筆者に関す
るプロフィール紹介の充実

・�筆者に宛てた手紙を書くめあて
を設定する。

10 生き物は
つながり
の中に

・�筆者について知る。
・�筆者が最も伝えたかったことを
とらえる。
・�「問題提起」「問題解決」「まとめ」
「筆者の主張」の文章構成をと
らえる。
・�筆者の説明の仕方のよさをとら
える。
・�新聞の社説、コラムなどを読む。

・�筆者に関するプロフィール紹介
の充実

・�全文掲示
・�全文記載のワークシート
・�サイドライン、書き込み
・�対比・類比による説明
・�構造的な板書計画
・�グループ学習
・�新聞の社説、コラム紹介
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本
稿
で
は
、「
書
写
技
能
の
学
び
」（
字
形
の
整
え

方
等
）
お
よ
び
「
書
字
活
動
の
学
び
」（
手
紙
を
書

く
等
）
と
い
う
国
語
科
書
写
の
二
つ
の
側
面
か
ら
、

思
考
力
と
そ
の
育
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
書
写
技
能
の
学
び
と
い
う
側
面
か
ら

　
〈
書
写
の
学
び
〉
と
〈
思
考
力
の
育
成
〉
と
は
、

ミ
ス
マ
ッ
チ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

書
写
の
学
び
の
主
な
対
象
で
あ
る
「
字
形
」
は
、

視
覚
的
な
認
知
と
反
復
練
習
だ
け
で
習
得
で
き
て
し

ま
い
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
こ
に
は「
字

形
＝
図
形
」
と
捉
え
て
し
ま
う
思
い
こ
み
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
字
形
は
確
か
に
図
形
で
あ
る
が
、
規
則

性
を
伴
っ
た
記
号
と
し
て
の
図
形
で
あ
る
点
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
字
形
の
持
つ
規
則
性
こ
そ
が
、
書

写
技
能
を
応
用
可
能
な
技
能
と
し
て
成
立
さ
せ
る
の

で
あ
り
、
ま
た
、
技
能
を
習
得
す
る
過
程
や
応
用
す

る
場
に
お
い
て
、
思
考
を
伴
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、書
写
の
手
本
（
主
に
毛
筆
）
に
は
、「
画

と
画
の
間
を
そ
ろ
え
る
」、「
画
の
方
向
を
一
定
に
す

る
」
な
ど
の
「
字
形
の
整
え
方
」
と
呼
ば
れ
る
技
能

が
内
在
し
て
い
る
。
こ
の
技
能
は
、
多
く
の
文
字
に

共
通
す
る
字
形
上
の
構
造
（
規
則
性
）
を
前
提
と
し

て
成
り
立
つ
技
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
技

能
の
存
在
を
学
習
者
が
学
ぶ
対
象
と
し
て
認
識
す
る

か
し
な
い
か
に
よ
っ
て
、
書
写
の
学
び
は
単
な
る
当

該
字
形
の
模
倣
で
終
わ
る
の
か
、「
字
形
の
整
え
方
」

と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
技
能
レ
ベ
ル
の
学
び
に
な
る

か
が
分
か
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
手
本
を
見
な
が

ら
練
習
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
傍
目
に
は
同

じ
に
見
え
た
と
し
て
も
、そ
こ
で
行
わ
れ
る
思
考
は
、

全
く
異
な
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

字
形
の
模
倣
学
習
で
は
、
形
を
似
せ
る
た
め
の
思

考
（
主
に
図
形
的
思
考
）
が
行
わ
れ
る
。
文
字
の
中

で
の
画
相
互
の
位
置
や
長
さ
の
違
い
な
ど
を
視
覚
的

に
読
み
取
っ
て
、
同
じ
字
形
を
再
現
し
よ
う
と
努
力

す
る
。
一
方
、
内
在
す
る
書
写
技
能
を
学
び
の
対
象

と
し
た
場
合
は
、
ま
ず
「
な
ぜ
字
形
が
整
っ
て
い
る

の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
技
能
の

存
在
に
気
づ
き
、次
に
、字
形
の
持
つ
規
則
性
に
そ
っ

て
、
他
の
字
形
へ
の
技
能
応
用
の
可
能
性
を
見
通
し

て
い
く
と
い
っ
た
課
題
解
決
的
な
流
れ
の
思
考
が
行

わ
れ
る
（
図
①
）。
図
形
的
な
思
考
と
言
語
を
使
っ

た
思
考
と
に
よ
っ
て
、
比
較
し
、
分
析
し
、
総
合
し
、

多
く
の
文
字
に
共
通
す
る
字
形
上
の
構
造（
規
則
性
）

に
そ
っ
て
、
そ
の
技
能
を
応
用
し
よ
う
と
し
て
い
く

の
で
あ
る
（
図
②
）。「
字
形
の
整
え
方
」
と
い
う
技

能
へ
学
び
の
意
識
が
向
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
字
限

り
の
模
倣
の
学
び
と
し
て
完
結
し
て
し
ま
い
、
思
考

も
そ
こ
で
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

手
本
の
字
形
は
上
手
に
模
倣
で
き
る
の
に
、
自
分

で
は
手
本
の
よ
う
な
整
っ
た
字
形
は
書
け
な
い
と
い

う
人
は
意
外
と
多
い
。
こ
の
こ
と
も
、
字
形
構
造
の

持
つ
規
則
性
が
「
字
形
の
整
え
方
」
と
い
う
技
能
を

　
書
写
の
学
び
に
お
い
て

　「
思
考
力
を
は
ぐ
く
む
」と
い
う
こ
と

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

松
本　

仁
志

図①�　整えて書くことと手本に似せて書くこととの違い

書  写  の  授  業
目標「画と画の間をそろえて書こう」

Ａ君

B 君

学習前の字 学習後の字

教材
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一
般
化
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
。

二
　
書
字
活
動
の
学
び
と
い
う
側
面
か
ら

　

書
写
技
能
を
運
用
す
る
場
は
、「
手
紙
を
書
く
」

と
か
「
報
告
書
を
書
く
」
と
か
「
新
聞
を
書
く
」
と

か
い
っ
た
日
常
の
書
字
活
動
の
場
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
書
字
活
動
は
、相
手
（
読
み
手
）
や
目
的
を
持
っ

て
お
り
、
そ
の
相
手
や
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
最
適
な

書
き
方
や
筆
記
具
を
選
ん
だ
り
工
夫
し
た
り
し
て
、

書
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
を
「
書
写

技
能
の
運
用
能
力
」（
図
③
）
と
言
う
。
書
写
技
能

の
日
常
化
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
力
で
あ
り
、

考
え
る
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
社
会
見
学
で
お
世
話
に
な
っ
た
工
場
長

さ
ん
に
お
礼
状
を
出
す
と
す
る
。
こ
の
と
き
に
字
形

を
整
え
て
書
く
力
だ
け
で
は
作
業
は
進
め
ら
れ
な

い
。
ま
ず
、
相
手
意
識
と
目

的
意
識
に
も
と
づ
い
た
状
況

判
断
力
が
必
要
と
な
る
。
先

方
に
お
世
話
に
な
っ
た
と
い

う
事
実
を
認
識
し
、
お
礼
の

気
持
ち
を
い
か
に
表
す
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
筆

記
具
や
用
紙
を
使
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
書
き
方
で
書
く

か
、
全
て
考
え
て
決
め
て
か

ら
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
習
得
し
た

書
写
技
能
を
日
常
の
書
字
場

面
で
生
か
す
た
め
に
は
、
相

手
や
目
的
に
応
じ
て
適
切
に

書
き
分
け
て
い
く
た
め
の
判

断
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
練
習
の
場
で
は
、

否
が
応
で
も
課
題
解
決
型
の

思
考
力
が
鍛
え
ら
れ
よ
う
。

ま
つ
も
と　

ひ
と
し 

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准

教
授
。
新
し
い
文
字
指
導
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
模
索
し
て
い
ま

す
。

図②　書写技能の理解の例

図③　書写技能の運用能力

■特集　思考力をはぐくむ国語科の学び

〈書き方の判断〉

書き方 用具・用材

①速く読み返せる程度に書く（行書） ボールペンと手帳

②�必要な情報が目立つように文字の
大きさに注意して配置よく書く

カラーフェルトペン
画用紙

〈書写場面の状況認識〉

書写活動 目的 読み手

①先生の話のメモ 必要な情報を書きとめる 自分

②�交流会の案内用
掲示物

・�必要な情報を正確に伝
える
・�多くの人の参加を促す

校内の児童
や生徒

書き手の状況

Ａ．書写技能
　　硬筆技能
　　（毛筆技能）

Ｂ．認識能力
　　空間認識
　　図形認識
　　等

 Ｃ．知　識
　　点画�字形
　　配置・配列
　　用具・用材
　　等

「林」の書き方

「話」の書き方

「左右からなる漢字の整え方」

「雲」の書き方

「星」の書き方

「上下からなる漢字の整え方」

具　体 抽　象

「部分からなる漢字の整え方」
（ゆずり合いの原理）
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実践
交流
小学国語
─低学年─

一　

子
ど
も
た
ち
の
姿

　

一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
は
文
章
を
読
む
こ
と
に
慣

れ
る
に
つ
れ
、
絵
本
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
は
っ

き
り
し
た
も
の
へ
と
興
味
の
幅
を
広
げ
て
い
る
。
し

か
し
、
多
く
の
子
ど
も
は
絵
を
手
が
か
り
と
す
る
読

み
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
の
み
を
追
う
単
な

る
「
読
み
」
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
情
景
や
登
場
す

る
も
の
の
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
読
む
よ
う
な

「
豊
か
な
読
み
」
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

入
学
し
て
か
ら
の
「
お
は
な
し
、
だ
い
す
き
」
の

活
動
（
物
語
教
材
の
学
習
、
教
師
や
地
域
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
、
上
級
生
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
な
ど
）

の
中
で
は
自
然
に
登
場
人
物
の
ま
ね
（
＝
劇
化
）
を

し
て
楽
し
ん
で
き
た
。
学
習
の
中
に
動
作
化
を
組
み

入
れ
た
経
験
は
、「
お
お
き
な
か
ぶ
」「
つ
き
よ
に
」

で
挿
絵
を
も
と
に
行
っ
て
い
る
。
言
葉
で
は
う
ま
く

表
現
で
き
な
い
こ
と
も
動
作
で
は
容
易
に
表
現
で
き
、

単
な
る
言
葉
の
言
い
換
え
で
は
な
く
、
体
感
を
通
し

て
言
葉
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
「
お
話
の
お
店
を
ひ
ら
こ
う
」
と
決
め
た
時
、
子

ど
も
た
ち
は
自
然
に
自
分
た
ち
の
発
表
に
必
要
な
も

の
を
考
え
始
め
た
。
グ
ル
ー
プ
で
相
談
し
合
う
中
で

自
分
の
思
い
を
通
す
た
め
の
軋
轢
も
生
じ
た
が
、
そ

れ
は
同
時
に
友
だ
ち
と
の
関
わ
り
方
を
学
び
、
思
い

を
伝
え
合
う
場
と
も
な
っ
て
い
た
。

二　

学
び
の
流
れ

第
一
次　

�

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
や
教
師

に
よ
る
読
み
聞
か
せ
や
語
り
に
よ
り
お
話

を
伝
え
る
こ
と
に
興
味
を
持
ち
、
活
動
の

め
あ
て
「
お
は
な
し
の
お
み
せ
を
ひ
ら
こ

う
」
を
持
つ
。

第
二
次　

�

学
習
の
見
通
し
を
持
つ
。

①
自
由
読
書
→
グ
ル
ー
プ
で
相
談
し
、「
お

は
な
し
の
お
み
せ
」
で
紹
介
し
た
い
本
を

選
ぶ
。

②
学
習
方
法
を
つ
か
む
。
ど
の
本
の
ど
の

場
面
を
ど
ん
な
表
現
方
法
で
伝
え
る
の
か

選
ぶ
。（
音
読
、紙
芝
居
、ペ
ー
プ
サ
ー
ト
、

劇
等
）・
・
・
自
分
の
思
い
を
伝
え
合
う
。

③
発
表
の
計
画
を
立
て
て
お
話
し
カ
ー
ド

に
記
入
す
る
・
・
・
協
力
し
、
場
面
分
け
、

役
割
分
担
、
練
習
方
法
等
の
わ
か
り
や
す

い
発
表
の
仕
方
を
考
え
る
。

第
三
次

①
発
表
・
・
・
各
グ
ル
ー
プ
の
表
現
方
法

で
発
表
す
る
。
感
想
の
交
流
を
行
い
、
よ

い
点
を
認
め
合
う
。

②
音
読
・
再
読
（
自
分
の
中
で
も
う
一
度

作
品
と
向
か
い
合
う
）

③
表
現
方
法
を
学
ぶ
学
習
の
積
み
上
げ
、

読
書
の
日
常
化
へ
の
発
展
、
思
い
や
り
や

友
だ
ち
と
協
力
し
合
う
態
度
の
育
成

お
は
な
し
の
お
み
せ
を
ひ
ら
こ
う

〜
豊
か
に
表
現
し
、伝
え
合
う
姿
を
は
ぐ
く
む
〜

静
岡
県
河
津
町
立
東
小
学
校 

外
岡　

惠
美
子
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三　

学
び
の
姿

四　

お
わ
り
に

　

読
書
へ
の
興
味
・
関
心
を
育
て
る
こ
と
と
、
自
分

の
思
い
を
伝
え
合
う
と
い
う
二
つ
の
柱
を
立
て
て
の

実
践
を
重
ね
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
表
現
力
は
豊

か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
活
動
で
は
、
単
に
読
む
だ

け
で
な
く
、
想
像
力
を
働
か
せ
て
、
読
む
こ
と
・
見

る
こ
と
・
演
じ
る
こ
と
・
聞
く
こ
と
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
た
。
紹
介
し
た
い
、
伝
え
た
い
、
と
い
う
思

い
が
、話
す
こ
と
の
基
礎
で
あ
る
「
わ
か
り
や
す
く
、

ゆ
っ
く
り
話
す
」
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
だ

読
み
方
が
つ
た
な
く
、
表
現
す
る
こ
と
を
苦
手
と
す

る
児
童
も
い
る
が
、
音
声
で
自
己
の
思
い
を
表
現
す

る
こ
と
の
楽
し
さ
を
、
様
々
な
場
で
体
験
さ
せ
て
い

き
た
い
。
読
む
こ
と
へ
の
関
心
が
広
が
っ
て
い
く
子

ど
も
た
ち
を
支
え
る
手
だ
て
と
し
て
、
読
み
聞
か
せ

や
地
域
の
図
書
館
の
本
の
紹
介
等
、
様
々
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
本
の
中
か
ら
子
ど
も
た

ち
の
心
に
残
っ
た
も
の
を
す
く
い
あ
げ
、
よ
り
豊
か

な
読
み
へ
の
道
し
る
べ
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

と
の
お
か　

え
み
こ 

静
岡
県
河
津
町
立
東
小
学
校
教
諭
。
生

き
生
き
と
し
た
学
習
集
団
を
ど
う
つ
く
る
か
。
楽
し
み
な
が
ら

実
践
す
る
日
々
。

●実践交流　小学国語 ─低学年─

紙
芝
居
グ
ル
ー
プ

・�

お
お
か
み
の
こ
わ
さ
が
わ
か

る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
話
す
。

・�

お
父
さ
ん
が
怒
っ
た
み
た
い

に
こ
わ
い
声
を
だ
す
。

・�

ひ
つ
じ
の
声
は
の
ん
び
り
が

い
い
ね
。

○
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
と
い
う
目
的
を

持
っ
て
、聞
き
手
を
意
識
し
て
話
す
姿
。

・�

お
お
か
み
が
す
ご
く

こ
わ
い
声
で
し
た
。

・�

お
お
か
み
と
ひ
つ
じ

が
き
ん
ち
ょ
う
し
て

る
の
が
わ
か
り
ま
し

た
。

【
事
前
の
話
し
合
い
】

【
発
表
す
る
姿
】

【
感
想
】

お
話
と
絵
グ
ル
ー
プ

・�

男
の
子
の
優
し
い
の
が
よ
く

わ
か
る
よ
う
に
読
む
。

・�

だ
い
す
き
だ
よ
っ
て
、
優
し

く
言
う
。

・�

絵
を
大
き
く
描
く
と
い
い
よ
。

・�

う
ち
も
犬
が
い
る
か

ら
聞
い
て
い
た
ら
悲

し
く
な
り
ま
し
た
。

・�

ゆ
っ
く
り
や
さ
し
く

話
し
た
の
が
よ
か
っ

た
で
す
。

劇
グ
ル
ー
プ

・�

お
な
ら
の
音
を
み
ん
な
で
言

う
と
大
き
く
聞
こ
え
る
。

・�

お
な
ら
で
ぶ
っ
と
ん
だ
の
が

わ
か
る
よ
う
に
ご
ろ
ご
ろ
っ

て
転
が
っ
て
い
く
よ
。

○
話
す
こ
と
、
伝
え
合
う
こ
と
を
楽
し

む
姿
。

○
よ
い
点
を
見
つ
け
、
自
分
な
り
の
感

想
を
述
べ
よ
う
と
す
る
姿
。

・�

す
ご
く
楽
し
か
っ
た
。

・�

か
か
さ
ま
と
仲
直
り

し
て
よ
か
っ
た
で
す
。

・�
お
も
し
ろ
く
て
、
笑

い
ま
し
た
。

・�

お
な
ら
で
飛
ば
さ
れ

た
の
が
す
ご
く
楽
し

か
っ
た
。

○
最
後
ま
で
聞
こ
う
と

す
る
姿
。

○
話
し
手
を
見
て
聞
く
姿
。

○
よ
い
点
を
見
つ
け
な
が
ら

聞
く
姿
。

○
う
な
ず
き
、
目
の
輝
き
。
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実践
交流
小学国語
─低学年─

は
じ
め
に
─
つ
ま
ず
く
の
は
ど
こ
？

　

作
文
が
苦
手
な
子
ど
も
は
こ
ん
な
こ
と
を
よ
く
言

う
の
で
は
な
い
か
。「
何
書
い
て
い
い
か
分
か
ら
な

い
。」
そ
し
て
担
任
が
「
何
で
も
良
い
か
ら
思
い
出

し
て
書
き
な
さ
い
。」
こ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
た
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
わ
ゆ
る
「
課
題
設
定
・
取
材
」
を
な
お
ざ
り
に

す
る
と
書
け
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。「
何
を
書
く

か
」
を
決
め
「
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
」
が
で

き
る
と
作
文
の
七
割

は
で
き
た
も
同
然
な

の
で
あ
る
。「
課
題

設
定
・
取
材
」
と
い

う
ハ
ー
ド
ル
を
越
え

る
こ
と
が
作
文
が
楽

し
く
な
る
大
切
な
一

歩
な
の
だ
。

書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
手
だ
て

　

四
月
、
二
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
「
作
文
は
好
き

で
す
か
。」
と
問
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
が
好

き
で
は
な
い
と
答
え
た
。実
際
に
書
か
せ
て
み
る
と
、

「
書
く
こ
と
が
な
い
。」「
何
行
書
け
ば
い
い
の
。」
と

い
う
有
様
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
、
作
文
が
書
け

る
よ
う
に
な
る
手
立
て
を
考
え
た
。

　
「
書
け
る
」
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
次
の
二
つ

が
必
要
だ
。
一
つ
は
「
書
き
慣
れ
る
こ
と
（
書
く
体

力
を
付
け
る
こ
と
）」、
も
う
一
つ
は
「
書
く
た
め
の

方
法
（
取
材
の
仕
方
・
構
成
・
表
現
方
法
）
を
身
に

付
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。

（
１
）
手
立
て
１
─
毎
日
書
か
せ
よ
う

　

ま
ず
、書
き
慣
れ
る
た
め
に
連
絡
帳
を
利
用
し
た
。

連
絡
帳
の
最
後
に
ひ
と
こ
と
日
記
を
書
か
せ
た
。
連

絡
帳
は
一
日
の
最
後
に
書
く
こ
と
が
多
い
。そ
こ
で
、

「
今
日
一
日
の
中
で
一
番
心
に
残
っ
た
こ
と
を
一
行

で
い
い
か
ら
毎
日
書
く
」
こ
と
を
実
践
し
た
。「
一

行
で
い
い
か
ら
」
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
作
文
に
す

る
素
材
を
探
す
こ
と
が
ね
ら
い
な
の
で
多
く
を
求
め

て
は
い
け
な
い
。
最
初
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
子
ど
も

が
多
か
っ
た
の
で
、
折
に
触
れ
て
「
〜
さ
ん
は
こ
ん

な
こ
と
書
い
て
い
る
よ
。」
と
知
ら
せ
る
よ
う
に
し

た
。
一
番
大
切
な
こ
と
は
続
け
る
こ
と
だ
。
続
け
る

た
め
に
は
子
ど
も
に
と
っ
て
も
担
任
に
と
っ
て
も
無

理
が
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
担
任
は
時

間
が
あ
る
と
き
に
は
目
を
通
す
が
、
返
事
は
書
か
な

か
っ
た
。（
保
護
者
に
は
そ
の
意
図
を
伝
え
、
会
話

の
き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
う
よ
う
協
力
を
得
た
。）

始
め
て
三
ヶ
月
は
あ
ま
り
変
化
が
な
か
っ
た
が
、
夏

休
み
前
に
だ
ん
だ
ん
書
く
こ
と
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
書
く
量
も
増
え
て
き
た
。

（
２
）
手
だ
て
２
─
授
業
で
教
え
よ
う

　
「
一
年
間
を
振
り
返
っ
て
一
つ
の
出
来
事
を
選
び

詳
し
く
思
い
出
し
て
書
く
」
こ
と
を
学
習
目
標
と
し

て
、
二
年
生
最
後
の
作
文
指
導
を
行
っ
た
。
こ
こ
で

は「
何
を
思
い
出
せ
る
か
」が
作
文
の
決
め
手
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ク
ラ
ス
で
交
流
し
な
が
ら
一
年
間
の
出
来

事
を
大
ま
か
に
思
い
出
し
た
。

書
く
こ
と
を
楽
し
も
う

〜
み
ん
な
が
書
け
る
作
文
指
導
〜

大
阪
教
育
大
学
附
属
池
田
小
学
校 

西
村　

恭
美
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て
い
た
。

②
絵
（
四
コ
マ
）
に
描
く
。

　

出
来
事
を
場
面
ご
と
に
と
ら
え
る
の
が
ね
ら
い

で
、
文
章
の
構
成
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
用

意
し
た
作
文
用
紙
（
下
の
写
真
参
照
）
を
使
っ
て
絵

に
描
い
た
。
よ
り
詳
し
く
思
い
出
せ
る
よ
う
に
色
を

付
け
た
り
吹
き
だ
し
を
書
い
た
り
し
た
。
①
の
活
動

で
大
体
の
こ
と
は
思
い
出
せ
て
い
る
の
で
、
描
く
の

に
困
っ
て
い
る
子
ど
も
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

③
絵
を
友
達
に
説
明
す
る
。

　

場
面
ご
と
に
内
容
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
ね
ら
い

で
、
④
の
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
の
準
備
で

あ
る
。
二
人
ず
つ
の
組
で
交
互
に
説
明
し
あ
っ
た
。

④
四
つ
の
絵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
く
。

　

絵
を
参
考
に
出
来
事
の
説
明
を
書
き
加
え
た
。
出

来
事
の
様
子
を
メ
モ
の
よ
う
に
簡
単
に
書
く
こ
と
を

ね
ら
っ
た
の
だ
が
、
た
く
さ
ん
書
き
込
む
子
ど
も
が

多
か
っ
た
。

お
わ
り
に

　

作
文
は
急
に
上
手
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
時
間
が

か
か
る
が
続
け
て
い
れ
ば
必
ず
力
が
付
い
て
く
る
。

ま
ず
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
担
任
が
楽
し
ん
で
続
け

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
の
作
文
を

紹
介
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
日
の
す
き
間
の

時
間
を
み
つ
け
て
ど
ん
ど
ん
紹
介
し
て
あ
げ
よ
う
。

子
ど
も
た
ち
は
友
達
の
作
文
を
聞
く
こ
と
は
好
き
だ

　

こ
の
一
覧
表
か
ら
書
き
た
い
出
来
事
を
一
つ
選

び
、
よ
り
詳
し
く
思
い
出
す
活
動
を
四
つ
の
流
れ
で

行
っ
た
。

　

①
（
写
真
を
用
い
て
）
友
達
に
話
す
。

　

②
絵
（
四
コ
マ
）
に
描
く
。

　

③
絵
を
友
達
に
説
明
す
る
。

　

④
絵
を
説
明
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
く
。

　

全
七
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
使
っ
て
行
っ
た
こ
れ

ら
の
活
動
を
通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
作
文
を
書
く

準
備
が
整
っ
て
い
っ
た
。
あ
と
は
原
稿
用
紙
に
書
く

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
紹
介
し
よ
う
。

①
（
写
真
を
用
い
て
）
友
達
に
話
す
。

　

三
人
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
た
。
自
分
の
選
ん
だ
出
来

事
に
つ
い
て
、
写
真
を
見
な
が
ら
思
い
出
し
て
話
す
。

聞
き
手
か
ら

の
質
問
に
答

え
る
こ
と
で
、

よ
り
詳
し
く

思
い
出
す
こ

と
が
で
き
た
。

写
真
が
な
い

子
ど
も
も
質

問
へ
の
答
え

を
考
え
る
こ

と
で
、
詳
し

く
思
い
出
す

こ
と
が
で
き

し
自
分
の
作
文
を
紹
介
し
て
も
ら
う
の
も
好
き
で
あ

る
。
あ
の
子
は
こ
ん
な
こ
と
し
て
い
た
の
か
と
友
達

理
解
に
も
つ
な
が
る
。
も
ち
ろ
ん
書
く
こ
と
に
も
意

欲
的
に
な
る
。
授
業
で
は
子
ど
も
達
が
つ
ま
ず
い
て

い
る
と
こ
ろ
を
み
つ
け
て
作
文
に
取
り
組
み
や
す
く

し
よ
う
。
三
月
の
終
わ
り
に
は
書
く
こ
と
が
大
好
き

な
子
ど
も
が
育
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

に
し
む
ら　

き
ょ
う
み 

恵
雨
会
で
芦
田
教
式
を
学
ぶ
。
楽
し

み
な
が
ら
「
書
く
こ
と
」
の
力
を
付
け
て
い
こ
う
と
実
践
中
。
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は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、「
わ
か
ろ
う
と
す
る
子
〜
自
ら
学
び
、

伝
え
合
う
力
の
育
成
〜
」
を
テ
ー
マ
に
、
国
語
科
を

中
心
に
据
え
、
評
価
規
準
表
を
作
成
し
て
授
業
研
究

を
進
め
て
き
た
。

　

四
年
生
で
は
、「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」

の
単
元
を
通
し
て
三
つ
の
学
習
活
動
を
計
画
し
た
。

ま
ず
、
テ
レ
ビ
番
組
や
新
聞
記
事
を
送
る
側
の
意
識

や
伝
え
る
技
法
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。
次
に
、

自
分
も
送
る
側
に
な
っ
て
写
真
を
撮
り
、
文
章
を
書

く
こ
と
。
そ
し
て
、
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の
写
真
を
組

み
合
わ
せ
て
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
活

動
を
通
し
て
、
身
の
回
り
の
出
来
事
や
物
事
に
対
し

て
自
分
な
り
の
見
方
や
考
え
方
を
も
ち
、
効
果
的
に

伝
え
る
技
術
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
だ
。

「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」の
指
導

（
１
）
評
価
規
準
表
を
も
と
に
し
た
単
元
の
目
標

○
言
語
と
非
言
語
情
報
を
効
果
的
に
活
用
し
な
が

ら
、
教
材
文
を
参
考
に
し
て
自
分
の
考
え
を
分
か
り

や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
相
手
や
目
的
に
応
じ
情
報
を
効
果
的
に
活
用
し
て

伝
え
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
に
興
味
を
も
つ
。

・
論
理
的
な
文
章
構
成
で
、
写
真
と
対
応
さ
せ
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
。

・「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
」
と
い
う
写
真
情
報
の
二
つ

の
方
法
と
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
相
手
や
目
的
に
合
っ
た
情
報
を
集
め
段
落
構
成
を

考
え
て
相
手
に
分
か
り
や
す
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

・
相
手
に
分
か
り
や
す
く
ス
ピ
ー
チ
が
で
き
、
友
だ

ち
の
伝
え
た
い
こ
と
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
学
習
の
見
通
し
を
立
て
、
発
展
的
学
習
で
結

　
　
　

ぶ
単
元
構
想

学
習
の
見
通
し
を
も
と
う

　

○
学
習
計
画
を
立
て
る　

　

○
評
価
シ
ー
ト
「
ふ
り
か
え
り
カ
ー
ド
」
の
活
用

本
文
を
読
み
取
ろ
う

　

○�

「
は
じ
め
」「
な
か
」「
ま
と
め
」「
む
す
び
」

の
論
理
的
な
段
落
構
成
を
と
ら
え
る

　

○�

写
真
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
段
落
ご
と
に
読
み
取
る

　

○
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
る

伝
え
た
い
こ
と
を
決
め
よ
う

　

○
題
材
の
収
集
と
選
択

　

○
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の
特
性
を
つ
か
み
撮
影
す
る

　

○
モ
デ
ル
文
で
ス
ピ
ー
チ
原
稿
の
書
き
方
を
学
ぶ

伝
え
た
い
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
ス
ピ
ー
チ
し
よ
う

　

○�

話
し
手
が
気
を
つ
け
る
点
や
聞
き
手
が
評
価
す

る
点
に
つ
い
て
知
る

　

○�

ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
も
と
に
分
か
り
や
す
く
発
表

す
る

　

○�

友
だ
ち
の
ス
ピ
ー
チ
の
良
い
点
、
直
し
た
方
が

よ
い
点
を
話
し
合
う

　

学
習
計
画
を
子
ど
も
自
身
も
把
握
す
る
こ
と
で
、

学
習
課
題
が
ど
の
よ
う
な
活
動
に
結
び
つ
く
の
か
明

確
に
な
り
、
意
欲
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
伝
え
合
う
力
を
育
成
す
る
発
展
的
学
習

①
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
二
枚
の
写
真
を
選
ぶ

　

学
習
シ
ー
ト
を
活
用
し
な
が
ら
本
文
の
読
み
取
り

を
進
め
、
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の
利
点
と
欠
点
を
理
解

「
写
真
」を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
や
意
見
を
伝
え
よ
う

〜
四
年
国
語
科「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
で
伝
え
る
」〜

愛
知
県
新
城
市
立
東
陽
小
学
校 

原　

康
江
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た
い
こ
と
（
思
い
・
考
え
）
が
話
せ
た
か

③�

ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
合
っ
た
写
真
を
選
び
、
分

か
り
や
す
く
説
明
で
き
た
か

〈
聞
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
〉

①
話
し
手
の
方
を
向
い
て
し
っ
か
り
聞
け
た
か

②�

話
し
手
の
伝
え
た
い
こ
と
（
思
い
・
考
え
）
を

聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
か

③�

話
し
手
の
発
表
の
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
か

　

そ
し
て
、
Ｔ
男
の
モ
デ
ル
文
を
使
っ
て
ス
ピ
ー
チ

の
仕
方
、
聞
き
方
を
確
認
し
た
後
、
写
真
や
ス
ピ
ー

チ
原
稿
の
よ
い
例
と
し
て
、
Ｙ
男
、
Ａ
子
の
ス
ピ
ー

チ
を
行
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
ス
ピ
ー
チ
に
楽
し
さ
を
プ
ラ
ス
し
、

内
容
の
要
点
や
キ
ー
ワ
ー
ド
を
聞
き
取
れ
た
か
確
認

す
る
ね
ら
い
も
あ
り
、
ス
ピ
ー
チ
の
終
わ
り
に
、
内

容
に
関
連
し
た
ク
イ
ズ
を
三
つ
出
題
し
た
。

　

ス
ピ
ー
チ
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
感
想
の
交
流
で

は
、
個
人
の
興
味
関
心
に
基
づ
く
発
言
が
多
く
、
写

真
と
テ
ー
マ
と
の
関
連
性
に
ま
で
深
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
に
は
、
話
し
合
い
の

中
で
教
師
が
、
話
し
手
の
「
伝
え
た
い
こ
と
」
に
つ

な
が
る
「
写
真
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
、
発
言
」
の
意
味
づ

け
を
そ
の
都
度
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
話
し
合
い
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、

も
う
一
度
確
認
し
毎
回
掲
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

し
た
あ
と
、
ス
ピ
ー
チ
用
の
写
真
を
選
ん
だ
。

　

や
は
り
子
ど
も
た
ち
は
身
近
な
人
や
動
物
に
親
し

み
を
感
じ
、
過
半
数
が
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
。
動

物
は
思
い
通
り
に
撮
影
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

テ
ー
マ
に
合
っ
た
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
の
写
真
が
撮
れ

る
ま
で
撮
り
直
す
こ
と
が
で
き
、
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を

書
く
際
に
も
一
貫
し
た
思
い
を
表
現
で
き
た
。

②
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
書
こ
う

　

次
に
、選
び
出
し
た
二
枚
の
写
真
を
軸
に
、ス
ピ
ー

チ
原
稿
を
ま
と
め
る
活
動
に
進
ん
だ
。
教
師
が
書
い

た
モ
デ
ル
文
を
参
考
に
、「
は
じ
め
」「
な
か
１
（
写

真
１
の
説
明
）」「
な
か
２
（
写
真
２
の
説
明
）」「
ま

と
め
」「
む
す
び
」
の
構
成
で
書
い
た
。
ま
た
、
選

ん
だ
写
真
に
は
、
撮
っ
た
人
、
場
所
、
内
容
な
ど
が

分
か
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
テ
ー
マ
と
関
連
づ
け
た
二
枚
の
写
真
の

説
明
や
、テ
ー
マ
を
的
確
に
伝
え
る
「
ま
と
め
」「
む

す
び
」
の
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
予
想
以
上
に
難
し

く
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
。

③
伝
え
た
い
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
話
そ
う

　

各
自
、
ス
ピ
ー
チ
原
稿
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
付
き
の

写
真
資
料
が
で
き
あ
が
り
、
話
し
方
・
聞
き
方
の
ポ

イ
ン
ト
を
確
認
し
、
評
価
シ
ー
ト
を
作
成
し
た
。

〈
話
し
方
の
ポ
イ
ン
ト
〉

①�

聞
き
手
に
分
か
り
や
す
く
話
せ
た
か
・
声
の
大

き
さ
・
速
さ
・
間
の
と
り
方
・
視
線

②�

「
ま
と
め
」「
む
す
び
」
の
中
で
自
分
の
伝
え

〈
質
問
や
感
想
の
言
い
方
〉

○
話
し
手
の
思
い
や
考
え
に
結
び
つ
く
よ
う
に
話
す

○�

写
真
か
ら
分
か
る
こ
と
と
話
し
手
の
思
い
や
考

え
を
結
び
つ
け
て
話
す

　

こ
の
指
導
の
あ
と
、
子
ど
も
た
ち
の
「
ふ
り
か
え

り
」
は
、
写
真
の
よ
さ
や
テ
ー
マ
に
基
づ
い
た
感
想

や
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

Ｋ
男
さ
ん
へ

題
「
魚
が
休
み
な
が
ら
川
を
上
れ
る
魚
道
」

○
ル
ー
ズ
…
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
る
魚
道

○
ア
ッ
プ
…
木
で
作
っ
た
魚
の
休
む
場
所

　

私
は
、Ｋ
男
さ
ん
の
写
真
の
と
り
方
が
い
い
な
と

思
い
ま
す
。上
か
ら
来
る
水
が
強
い
か
ら
魚
が
上
る

の
が
た
い
へ
ん
だ
な
あ
と
思
え
ま
す
。　

Ｔ
子
よ
り

お
わ
り
に

　

こ
の
学
習
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
大

切
さ
や
、「
写
真
」
と
い
う
媒
体
を
利
用
し
て
自
分

の
意
見
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
合
う
こ
と
の
楽
し
さ

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
も
、
本
校
の
評
価
規

準
表
を
念
頭
に
、
伝
え
合
う
力
を
育
成
す
る
授
業
を

構
想
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

は
ら　

や
す
え 

子
ど
も
た
ち
の
思
い
を
引
き
出
し
、
そ
の
よ

さ
を
認
め
合
え
る
学
級
作
り
、
授
業
作
り
を
目
指
し
て
日
々
、

奮
闘
中
。
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一　

漢
字
の
楽
し
さ
っ
て
何
だ
ろ
う

　

子
ど
も
た
ち
に「
漢
字
学
習
」に
つ
い
て
の
イ
メ
ー

ジ
を
尋
ね
た
。
漢
字
学
習
か
ら
は
、「
書
き
取
り
」・

「
宿
題
」・「
練
習
」
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ
れ
、
ド

リ
ル
学
習
を
中
心
と
し
た
学
習
が
子
ど
も
た
ち
に
浸

透
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
漢
字
の

ど
ん
な
と
こ
ろ
が
楽
し
い
か
」
と
尋
ね
る
と
、
次
の

よ
う
な
回
答
が
多
か
っ
た
。

　
　

・
漢
字
の
で
き
方
等
が
わ
か
っ
た
と
き

　
　

・
漢
字
を
た
く
さ
ん
使
え
た
と
き

　
　

・
難
し
い
漢
字
が
読
め
た
と
き

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
は
漢
字
の
読
み
書
き
だ

け
で
は
な
く
、
漢
字
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
も
興
味

関
心
が
高
く
、
日
常
の
言
語
生
活
で
漢
字
が
使
え
る

こ
と
に
意
義
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

二　

漢
字
の
楽
し
さ
を
授
業
に
取
り
入
れ
る

　

１　

単
元
名
「
漢
字
博
士
に
な
ろ
う
」（
五
年
）

　
　
　
　

※
本
単
元
は
帯
単
元
と
し
て
設
定
し
た
。

（
１
）
学
習
の
概
要

　

学
期
初
め
に
割
り
当
て
ら
れ
た
「
私
の
漢
字
」（
そ

の
学
期
の
新
出
漢
字
を
一
人
一
人
に
割
り
当
て
た
も

の
）
を
辞
書
で
詳
し
く
調
べ
、
学
期
に
数
回
、
発
表

会
を
実
施
す
る
活
動
を
と
お
し
て
、
漢
字
博
士
に
な

ろ
う
、
と
い
う
学
習
で
あ
る
。

（
２
）
学
習
の
準
備

　

・�

進
出
漢
字
の
割
り
振
り
を
決
め
る
。そ
の
時
に
、

あ
と
で
発
表
会
を
開
き
、
一
人
一
人
が
そ
の
漢

字
を
紹
介
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

　

・�

紹
介
す
る
観
点
（
内
容
）
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
お
く
。

　

・�

漢
字
に
つ
い
て
調
べ
る
時
間
は
朝
の
時
間
を
中

心
に
し
、
家
庭
学
習
も
活
用
す
る
こ
と
を
確
認

し
て
お
く
。

（
３
）
学
習
の
実
際

　

子
ど
も
た
ち
と
学
習
の
概
要
を
確
認
し
た
後
、
漢

字
博
士
と
し
て
漢
字
を
紹
介
す
る
観
点
に
つ
い
て
話

し
合
う
と
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
出
さ
れ
た
。
子
ど

も
た
ち
が
漢
字
の
楽
し
さ
だ
と
答
え
た
内
容
と
リ
ン

ク
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
書
き
順　
　

・
読
み
方
（
音
読
み
と
訓
読
み
）

・
成
り
立
ち　

・
画
数　
　

・
熟
語

・
漢
字
を
使
っ
た
単
文
づ
く
り　
　

・
部
首

　

発
表
会
は
単
元
を
終
了
す
る
ご
と
に
設
定
す
る
こ

と
を
原
則
に
し
た
が
、
そ
の
漢
字
に
対
す
る
思
い
を

保
持
さ
せ
る
た
め
に
、
新
出
漢
字
と
し
て
学
習
す
る

度
に
「
あ
な
た
の
漢
字
だ
ね
」
と
か
「
こ
の
漢
字
は

誰
の
漢
字
か
な
」と
問
い
か
け
る
よ
う
に
し
た
。「
私

の
漢
字
だ
か
ら
し
っ
か
り
書
け
な
い
と
」「
○
○
さ

ん
の
漢
字
も
△
△
さ
ん
の
漢
字
も
マ
ス
タ
ー
し
た

よ
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
然
と

漢
字
と
子
ど
も
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
い
く
の
が
感
じ

ら
れ
た
。

漢
字
の
楽
し
さ
を
実
感
で
き
る
学
習
を
！

〜「
漢
字
博
士
に
な
ろ
う
」の
実
践
を
と
お
し
て
〜

長
崎
県
佐
世
保
市
立
早
岐
小
学
校 

髙
橋　

ち
あ
き
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私
の
「
率
」
と
い
う
漢
字
は
、
と
て
も
す
て

き
で
す
。
特
に
、成
り
立
ち
を
調
べ
る
と
、ロ
ー

マ
字
と
違
っ
て
漢
字
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
漢
字

が
大
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

２　

学
習
の
成
果　

　

学
習
後
の
子
ど
も
の
感
想
か
ら
は
、
漢
字
が
た
だ

の
記
号
で
な
く
、
関
わ
る
こ
と
で
楽
し
さ
を
味
わ
う

こ
と
の
で
き
る
学
習
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ

て
く
る
。

　
　
　

漢
字
の
力

　

漢
字
は
と
っ
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
。
自
分

が
担
当
す
る
漢
字
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、
ワ
ク

ワ
ク
し
ま
し
た
。
早
く
調
べ
た
く
て
た
ま
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

発
表
会
の
日
が
近
づ
く
と
、
自
分
が
担
当
す
る
漢

字
の
紹
介
づ
く
り
を
行
っ
た
。
教
科
書
や
辞
書
を
片

手
に
黙
々
と
紹
介
づ
く
り
を
す
る
姿
が
教
室
に
あ
っ

た
。
よ
り
よ
い
紹
介
を
す
る
た
め
に
は
、
わ
か
り
や

す
い
資
料
が
必
要
だ
と
話
し
合
い
、「
漢
字
博
士
カ
ー

ド
」
の
作
成
へ
と
発
展
し
た
。

　

資
料
１
は
、「
率
」
と
い
う
漢
字
を
担
当
し
た
子

ど
も
が
作
成
し
た
「
漢
字
博
士
カ
ー
ド
」
で
あ
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、漢
字
博
士
に
な
る
た
め
に
必
要
な
内

容
を
わ
か
り
や
す
く
発
表
し
よ
う
と
懸
命
に
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、漢
字
に
つ
い
て
調
べ
る
だ
け
で
な
く
、

漢
字
に
対
す
る
思
い
ま
で
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

今
ま
で
は
、
た
だ
覚
え
る
だ
け
の
漢
字
だ
っ

た
け
ど
、
今
は
漢
字
の
こ
と
が
本
当
に
た
く
さ

ん
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
と
て
も
い
い

学
習
を
し
た
気
が
し
ま
す
。
漢
字
に
は
、
不
思

議
な
こ
と
や
な
る
ほ
ど
と
思
う
こ
と
が
た
く
さ

ん
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
、
た
く
さ
ん
調

べ
て
漢
字
博
士
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

三　

楽
し
さ
は
学
習
の
原
動
力

　

本
稿
で
紹
介
し
た
実
践
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
得

た
漢
字
に
対
す
る
知
識
は
、
量
や
質
の
面
で
、
通
常

の
漢
字
学
習
だ
け
で
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど

充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
資
料
１
に
示
し
た
よ
う

な
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
積
極
的
に
漢

字
を
マ
ス
タ
ー
す
る
た
め
の
ゲ
ー
ム
を
作
り
、
国
語

の
時
間
や
朝
の
時
間
で
活
用
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

　
「
漢
字
の
楽
し
さ
」
を
実
感
さ
せ
る
学
習
に
こ
そ
、

漢
字
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る

の
で
あ
る
。

た
か
は
し　

ち
あ
き 

様
々
な
「
人
・
も
の
・
こ
と
」
と
の
関

わ
り
合
い
を
大
切
に
し
た
学
習
に
つ
い
て
、
実
践
・
研
究
を
続

け
て
い
る
。
国
語
科
を
核
と
し
た
他
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活

動
の
充
実
に
つ
い
て
の
多
く
の
実
践
を
持
つ
。

●実践交流　小学国語 ─高学年─
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実践
交流
小学国語
─全学年─

一　

は
じ
め
に

　

多
く
の
教
師
は
子
ど
も
た
ち
に
漢
字
を
覚
え
さ
せ

る
た
め
に
、
市
販
の
漢
字
ド
リ
ル
や
漢
字
学
習
ノ
ー

ト
等
を
宿
題
に
し
、
漢
字
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
。
確

か
に
漢
字
に
限
ら
ず
言
語
と
い
う
も
の
は
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
繰
り
返
し

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
度
身
に
つ
け
て
し
ま
え
ば
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
経
験
と

し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
漢
字
を
た

く
さ
ん
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
漢
字
を
覚
え
る
目
的
が

テ
ス
ト
で
高
得
点
を
と
る
た
め
だ
け
で
あ
っ
た
な

ら
、
テ
ス
ト
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
、
せ
っ
か
く
覚

え
た
漢
字
も
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
漢
字
に
限
ら
ず
、
他
の
教
科
の
学
習
も

同
じ
で
あ
る
。

二　

漢
字
学
習
海
外
事
情

　

海
外
で
日
本
人
学
校
で
は
な
く
、
土
曜
日
に
補
習

授
業
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
は
現
地
校
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
校
に
通
っ
て

い
る
た
め
、
学
校
や
地
域
社
会
で
は
日
本
語
は
使
わ

な
い
。コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
は
外
国
語（
英

語
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、土
曜
日
に
補
習
授
業
校
で
、

日
本
の
学
校
と
同
じ
よ
う
に
教
科
書
を
使
っ
て
学
習

指
導
要
領
に
準
じ
た
教
育
を
受
け
て
い
る
。
母
国
語

は
日
本
語
で
あ
り
、
家
庭
内
で
は
日
本
語
で
話
し
て

い
る
の
で
、
日
常
会
話
で
日
本
語
に
困
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
い
。
し
か
し
、
海
外
滞
在
期
間
が
長
期
に
わ

た
る
と
日
本
語
よ
り
も
外
国
語
（
英
語
）
で
思
考
し
、

外
国
語
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
方
が
楽

に
な
っ
て
い
く
。

　

そ
う
な
る
と
補
習
授
業
校
で
最
も
困
難
を
極
め
る

の
は
漢
字
学
習
で
あ
る
。
毎
週
土
曜
日
に
漢
字
テ
ス

ト
が
行
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
漢
字
テ
ス
ト
に
向
け
て

金
曜
日
の
夜
は
何
回
も
漢
字
を
書
い
て
覚
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
中
に
は
泣
き
な
が
ら
や
っ
た
り
、
ス

ト
レ
ス
で
親
子
げ
ん
か
が
始
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も

珍
し
く
な
い
。
翌
日
漢
字
テ
ス
ト
は
高
得
点
を
と
る

こ
と
が
で
き
て
き
た
と
し
て
も
テ
ス
ト
が
終
わ
る
と

忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
普
段
、
家
庭
で
の
日

常
会
話
以
外
の
日
本
語
を
使
う
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な

い
の
で
、
使
わ
な
い
言
語
は
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
当

然
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
日
本
語
の
語

彙
が
育
た
ず
、
日
本
語
の
学
習
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
も
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
や
が
て
、
母
国
語
で
あ
る
あ
る
日
本
語
を
使
っ

て
の
表
現
に
自
信
を
失
い
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
深
刻

な
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
。
こ
の
よ
う
に
海
外
の
補

習
授
業
校
で
学
ぶ
こ
ど
も
た
ち
や
保
護
者
の
現
状
を

目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
国
語
（
日
本
語
）
教
育
や

そ
の
基
盤
に
な
る
日
本
語
、漢
字
の
学
習
に
つ
い
て
、

大
き
な
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
た
気
持
ち
に
な
る
の

で
あ
る
。

三　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

　

小
学
校
に
外
国
語
（
英
語
）
活
動
が
導
入
さ
れ
た

が
、
そ
の
目
標
は
外
国
語
を
通
じ
て
、
言
語
や
文
化

に
つ
い
て
体
験
的
に
理
解
を
深
め
、
積
極
的
に
コ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
の
漢
字
学
習
法

〜
海
外
子
女
・
帰
国
子
女
教
育
の
視
点
か
ら
〜

神
戸
大
学
附
属
住
吉
小
学
校 

杉
浦　

浩
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四　

千
六
の
漢
字
も
一
字
か
ら

　

漢
字
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
書
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
教
材
は
な
い
か
探
し
て
み
た
が
、
適
当

な
も
の
が
な
か
っ
た
。
な
け
れ
ば
自
分
で
作
る
し
か

な
い
。
そ
う
考
え
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
教
材
を
五
年
間

か
け
て
作
っ
た
。
小
学
校
一
年
生
の
漢
字
か
ら
六
年

生
の
一
〇
〇
六
字
の
漢
字
の
プ
リ
ン
ト
一
五
〇
枚
。

名
付
け
て
「
千
六
の
漢
字
も
一
字
か
ら
（
千
里
の
道

も
一
歩
か
ら
）」
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
学
年
配
当

漢
字
を
五
十
音
順
に
な
ら
べ
て
、
同
じ
音
の
漢
字
を

同
時
に
学
習
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
漢
字
の

音
だ
け
で
は
同
音
異
義
語
の
壁
に
ぶ
ち
当
た
り
解
答

で
き
な
い
。
漢
字
一
字
一
字
の
意
味
を
考
え
な
け
れ

ば
正
解
で
き
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
逆
に
一
字
の

漢
字
の
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
を
理
解
す
れ
ば
、
複
数
の

音
読
み
、
訓
読
み
の
問
題
が
解
け
る
よ
う
に
し
た
。

さ
ら
に
、既
習
の
漢
字
も
繰
り
返
し
出
題
し
て
い
る
。

文
は
語
彙
を
増
や
す
た
め
、
日
常
会
話
で
使
え
そ
う

な
言
葉
を
入
れ
、一
文
を
長
く
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

一
年
生
の
漢
字
「
貝
」
と
い
う
漢
字
の
市
販
の
漢
字

ド
リ
ル
を
見
る
と
「
さ
ざ
え
は
巻
貝
で
す
。」
と
い

う
文
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
は
、
お
そ
ら
く
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
一
生
使
う
こ
と

も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
苦
肉
の
策
で
は
あ
る
が

「
サ
ザ
エ
さ
ん
は
ま
ん
が
で
す
が
、
さ
ざ
え
は
巻
き

貝
で
す
。」
と
い
う
文
に
し
た
。
サ
ザ
エ
さ
ん
は
固

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
素
地
を
養
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
語
（
英
語
）
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
国
語

（
日
本
語
）
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し

て
使
い
こ
な
す
た
め
に
は
、
日
本
の
言
語
や
文
化
の

理
解
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
語
は
漢
字

文
化
で
あ
り
、
漢
字
は
表
意
文
字
で
あ
る
。
表
音
文

字
の
英
語
と
は
異
な
り
、
漢
字
一
字
一
字
に
は
意
味

が
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、
海
外
子
女

や
帰
国
子
女
の
多
く
の
児
童
・
生
徒
は
漢
字
の
意
味

を
考
え
ず
に
、
丸
暗
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ

の
た
め
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
数
と
は
比
較
に
は
な
ら

な
い
ほ
ど
数
の
多
い
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
に
大
き
な

抵
抗
を
感
じ
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
。

　

漢
字
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
使

え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
漢
字
一
字
一
字
の
意

味
や
イ
メ
ー
ジ
を
体
験
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
漢
字
テ
ス
ト
で
得
点
を
と
る
こ
と
を
目
的
に

市
販
の
漢
字
ド
リ
ル
等
を
繰
り
返
し
書
い
て
覚
え
る

学
習
法
で
は
日
本
語
と
い
う
言
語
や
文
化
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
ま
た
、
子

ど
も
た
ち
一
人
一
人
の
漢
字
の
理
解
や
習
得
状
況
が

異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
年
配
当
漢
字
を
一
律

に
覚
え
さ
せ
る
学
習
法
に
も
問
題
が
あ
る
。

有
名
詞
で
カ
タ
カ
ナ
で
あ
る
が
、「
さ
ざ
え
」
は
和

語
な
の
で
ひ
ら
が
な
の
ま
ま
。
そ
の
二
つ
後
の「
気
」

と
い
う
漢
字
の
文
に
「
カ
ツ
オ
君
は
い
つ
も
げ
ん
気

い
っ
ぱ
い
だ
」
と
い
う
文
を
入
れ
た
。
日
本
の
漫
画

文
化
を
取
り
入
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

一
文
一
文
に　

な
ん
ら
か
の
思
い
を
込
め
、
熟
語
や

言
い
回
し
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使
用
頻
度
の
高
い
も
の
を
と
考

え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
を
か
け
、
ヒ
ッ
ト
数

の
多
い
語
句
を
選
択
し
た
。
さ
ら
に
、
理
科
や
社
会

の
学
習
用
語
を
入
れ
た
り
、こ
と
わ
ざ
を
い
れ
た
り
、

ふ
り
仮
名
も
音
読
み
、
訓
読
み
を
カ
タ
カ
ナ
と
ひ
ら

が
な
で
区
分
け
し
た
。

　

こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
漢
字
プ
リ
ン
ト
を
毎
日
一
枚
続

け
る
こ
と
で
、
漢
字
が
本
当
に
苦
手
だ
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
三
カ
月
も
続
け
れ
ば
劇
的
な
変
化
が
訪
れ

る
。「
千
六
の
漢
字
も
一
字
か
ら
」
一
五
〇
枚
、
御

入
り
用
の
方
は
差
し
上
げ
ま
す
。

e-m
ail

ア
ド
レ
スsugiura@

people.kobe-u.ac.jp

す
ぎ
う
ら　

ひ
ろ
し 

神
戸
大
学
附
属
住
吉
小
学
校
教
諭
。
元

Ｌ
Ａ
補
習
授
業
校
勤
務
。
現
在
は
帰
国
子
女
教
育
担
当
。
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実践
交流
中学国語

一　

言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る
こ
と
の
意
義

　

文
章
は
書
き
手
が
伝
え
た
い
内
容
を
ど
の
よ
う
な

言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
最
も
適
切
な
の
か

を
考
え
な
が
ら
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
書
き
手
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で

あ
る
。
単
に
表
現
さ
れ
た
内
容
を
理
解
す
る
に
と
ど

ま
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
そ
の
言
葉
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
は
、
書
き

手
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
な
ど
認
識
ま
で
を
も
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
思
考
力
を

高
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
読

み
の
経
験
を
重
ね
て
い
く
こ
と
は
、
理
解
し
た
こ
と

を
表
現
す
る
こ
と
に
転
移
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
や

態
度
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

折
し
も
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
高
め
る
こ
と
の
必

要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
昨
今
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
中
核
と
す
る
確
か
な

学
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

今
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
吟
味
し
た
り
検
討
し
た
り

し
な
が
ら
読
む
学
習
は
、
国
語
科
の
力
を
付
け
る
う

え
で
極
め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。

二　

言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る

力
を
つ
け
る
た
め
に

　

言
葉
の
吟
味
・
検
討
を
通
し
て
書
き
手
の
主
張
や

主
題
等
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
言
葉
に
着
目

し
、
ど
の
よ
う
に
吟
味
・
検
討
す
れ
ば
よ
い
の
か
と

い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ば
、言
葉
の
吟
味
・

検
討
の
方
法
を
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
を
通
し
て
、

身
に
付
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
次
に

具
体
的
な
も
の
を
一
部
示
す
。

【
着
目
す
る
言
葉
】

〈
文
学
的
文
章
〉　
　
　
　
　〈
説
明
的
文
章
〉

○
心
情
・
感
情
を
表
す
語
　
○
主
張
に
関
連
す
る
語

○
様
子
・
態
度
を
表
す
語
　
○
繰
り
返
し
の
語

○
会
話
文
　
　
　
　
　
　
　
○
価
値
判
断
を
表
す
語

○
呼
称
　
　
　
　
　
　
　
　
○
文
末
表
現

○
情
景
描
写
　
　
　
　
　
　
○
数
量
を
表
す
語

○
脇
役
の
意
図
　
　
　
　
　
○
事
例
の
意
図

○
事
柄
や
場
面
の
意
図
　
　
○
段
落
の
意
図

○
題
名
の
意
味
　
　
　
　
　
○
段
落
の
順
序

【
思
考
操
作
】

○
取
り
出
す　
　
　
　

○
結
び
つ
け
る

○
辞
書
で
調
べ
る　
　

○
並
び
か
え
る

○
比
べ
る　
　
　
　
　

○
重
み
づ
け
る

○
取
り
除
く　
　
　
　

○
分
類
す
る

○
置
き
換
え
る

言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る
力
を
育
て
る
指
導

岐
阜
県
瑞
浪
市
立
瑞
浪
中
学
校 

伊
藤　

勝
彦

本時の課題提示

まとめ

個人追究
（習得した方法で学習範囲の言葉を吟
味・検討する）

集団追究Ⅰ
（個人追究での各自の考えを交流する）

焦点化する発問
（新たな吟味・検討する方法を獲得する）

集団追究Ⅱ
（集団追究Ⅰで出された考えを結びつ
けながらねらいに迫る）
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変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
他
の
人
々
は
言

う
ま
で
も
な
い
。故
郷
は
風
景
だ
け
で
は
な
く
、人
々

ま
で
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
故
郷
の
変
貌
ぶ

り
に
対
す
る
わ
た
し
の
悲
し
み
を
よ
り
際
だ
た
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
が
変
わ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ン
ト
ウ
ま
で
も
変
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
や
ル
ン
ト

ウ
だ
け
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
期
待
を
も
表
そ

う
と
し
て
い
る
。」

　

こ
の
発
言
は
、語
や
文
レ
ベ
ル
の
吟
味
で
は
な
く
、

文
章
レ
ベ
ル
で
言
葉
を
吟
味
・
検
討
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
故
郷
と
い
う
作
品
を
構
造
的
に
読
ん
で
い

る
生
徒
の
姿
だ
と
言
え
る
。

四　
「
モ
ア
イ
は
語
る
」（
第
二
学
年
）

で
の
実
践

　

人
類
の
地
球
に
お
け
る
資
源
の
有
効
活
用
の
必
要
性

を
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
モ
ア
イ
文
明
を
事
例
と
し
て
訴
え

て
い
る
説
明
的
文
章
で
あ
る
。モ
ア
イ
文
明
を
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
文
章
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、

そ
れ
が
筆
者
の
主
張
に
説
得
力
を
も
た
せ
て
い
る
。

○
　
事
例
の
意
図
を
読
む

　

主
張
を
含
む
⑯
段
落
以
降
の
範
囲
を
取
り
扱
っ
た

学
習
で
「
モ
ア
イ
文
明
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た

筆
者
の
意
図
は
何
だ
ろ
う
か
。」
と
発
問
し
た
。
そ

の
後
、
生
徒
か
ら
は
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る
力
を
生
徒
一
人

一
人
が
確
実
に
身
に
付
け
る
た
め
に
、
右
に
示
し
た

言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る
方
法
を
先
の
よ
う
な
一
単

位
時
間
の
指
導
過
程
で
指
導
す
る
よ
う
に
し
た
。

三　
「
故
郷
」（
第
三
学
年
）で
の
実
践

　

周
知
の
通
り
、「
故
郷
」
は
中
学
校
三
年
間
の
文

学
的
文
章
指
導
の
総
決
算
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

教
材
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
身
に
付
け
て
き
た
言
葉
を

吟
味
・
検
討
す
る
力
を
活
用
し
て
よ
り
確
か
な
も
の

に
す
る
に
は
絶
好
の
教
材
で
あ
る
。

　

二
十
年
ぶ
り
に
帰
っ
た
故
郷
は
風
景
も
住
む
人
々

も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
幼
な
じ
み
の
ル
ン
ト

ウ
も
昔
の
彼
と
は
似
も
つ
か
な
い
人
物
に
変
わ
り
果

て
て
い
た
。
そ
ん
な
故
郷
に
絶
望
し
、
新
た
な
出
発

を
す
る
わ
た
し
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

○
　
場
面
の
意
図
を
読
む

　

三
十
年
前
の
ル
ン
ト
ウ
と
の
思
い
出
が
描
か
れ
た

後
、
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
と
の
出
会
い
の
場
面
が
あ
る
。

こ
の
場
面
の
学
習
で
次
の
よ
う
に
生
徒
に
発
問
し

た
。「
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
が
登
場
す
る
場
面
を
こ
の
位

置
に
書
い
た
の
は
、
作
者
の
ど
ん
な
意
図
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。」
そ
れ
に
対
す
る
生
徒
の
発
言
の
一
部

を
次
に
紹
介
す
る
。

・「
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
は
故
郷
の
人
々
の
代
表
で
あ
る
。

昔
は
豆
腐
屋
小
町
と
呼
ば
れ
る
人
気
者
で
あ
っ
た
人

が
、
今
は
コ
ン
パ
ス
の
よ
う
に
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
に

・「
資
源
の
有
効
活
用
を
主
張
す
る
た
め
に
、
他
の

例
で
は
な
く
モ
ア
イ
文
明
を
事
例
と
し
て
出
し
た
の

は
、
モ
ア
イ
文
明
の
滅
亡
し
た
原
因
が
人
口
増
加
に

よ
る
森
林
破
壊
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
然
の
こ
と
を
考

え
な
い
人
間
の
欲
望
の
せ
い
で
あ
る
。
地
球
滅
亡
に

対
す
る
危
機
感
を
読
者
に
伝
え
る
に
は
森
林
破
壊
に

よ
っ
て
滅
亡
し
た
モ
ア
イ
文
明
を
取
り
上
げ
る
の
が

最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
現
代
の
人
間
も
こ
の
ま
ま
自
然

の
こ
と
を
考
え
な
い
と
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と

を
読
者
に
伝
え
る
に
は
説
得
力
が
あ
る
。」

　
「
モ
ア
イ
は
語
る
」の「
読
む
こ
と
」の
学
習
の
後
、

意
見
文
を
書
く
学
習
を
行
っ
た
。
題
材
は
「
現
代
社

会
の
問
題
」
で
あ
る
。
そ
の
際
、
主
張
を
裏
付
け
る

根
拠
と
し
て
、取
り
上
げ
る
事
例
の
適
否
を
考
え
た
。

こ
れ
は
、
モ
ア
イ
文
明
の
事
例
が
筆
者
の
主
張
に
説

得
力
を
も
た
せ
る
た
め
に
極
め
て
適
切
な
事
例
で
あ

る
と
い
う
学
び
を
生
か
し
た
学
習
で
あ
る
。

五　

実
践
を
終
え
て

　

言
葉
を
吟
味
・
検
討
す
る
力
を
つ
け
る
指
導
は
文

章
を
第
三
者
的
に
読
む
こ
と
で
あ
り
、
メ
タ
認
知
能

力
を
付
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に
文

章
を
批
判
的
に
読
む
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
に
も

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

い
と
う　

か
つ
ひ
こ 

岐
阜
県
瑞
浪
市
立
瑞
浪
中
学
校
教
頭
。

日
本
国
語
教
育
学
会
会
員
。
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実践
交流
中学書写

１　

は
じ
め
に

　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
書
写
」
に
関
す
る

指
導
事
項
は
、「
国
語
科
教
育
の
一
環
と
し
て
の
書

写
力
の
育
成
」、「
学
習
場
面
や
実
生
活
に
生
き
る
書

写
力（
適
切
に
書
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
書
写
力
）

の
育
成
」、「
文
字
文
化
に
関
す
る
認
識
形
成
と
親
し

む
態
度
の
育
成
」、「
書
写
力
の
育
成
に
お
け
る
系
統

性
の
重
視
」
と
い
っ
た
四
つ
の
基
本
的
な
考
え
方
か

ら
作
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
回
の
指
導
事
項

に
は
意
識
的
学
習
の
主
体
性
の
育
成
に
関
す
る
系
統

性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

言
語
教
育
と
し
て
の
国
語
科
教
育
が
育
成
す
る
能

力
は
、
言
語
活
動
（
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
書
く

こ
と
、読
む
こ
と
）
の
諸
能
力
で
あ
る
。「
書
写
」
は
、

主
に
は
書
く
こ
と
と
関
連
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
単

体
の
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
写
し
た
り
、
紙
面
に

バ
ラ
ン
ス
よ
く
文
字
を
配
置
し
た
り
す
る
能
力
の
育

成
だ
け
で
は
な
く
、
書
き
た
い
こ
と
を
文
字
化
さ
せ

て
い
く
過
程
で
、
目
的
や
相
手
に
合
わ
せ
て
意
志
を

的
確
に
伝
達
で
き
る
よ
う
な
書
写
力
の
育
成
を
常
に

意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
文
字
文

化
に
関
す
る
認
識
の
形
成
を
通
し
て
、
文
字
を
手
書

き
す
る
こ
と
の
意
義
を
認
識
さ
せ
な
が
ら
主
体
的
に

書
写
す
る
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

身
近
な
題
材
を
用
い
て
字
形
・
文
字
の
大
き
さ
・

配
列
な
ど
を
工
夫
し
文
字
を
正
し
く
整
え
て
速
く
書

く
こ
と
を
学
ば
せ
、
そ
れ
を
日
常
の
生
活
に
生
か
そ

う
と
す
る
態
度
や
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。

２　

実
践

　

中
学
生
は
周
辺
の
文
字
環
境
の
影
響
を
顕
著
に
受

け
や
す
い
こ
と
か
ら
、
豊
か
な
文
字
感
覚
を
は
ぐ
く

む
た
め
に
効
果
的
な
学
習
過
程
を
構
築
す
る
必
要
性

が
あ
る
。
生
徒
の
変
容
に
目
を
向
け
、
課
題
解
決
を

中
心
と
し
た
学
習
を
計
画
し
、
目
標
に
準
拠
し
た
評

価
を
通
し
て
学
習
成
果
だ
け
で
な
く
学
習
過
程
そ
の

も
の
に
着
目
し
た
指
導
を
行
い
た
い
と
考
え
た
。

　

そ
こ
で
三
学
期
、
題
材
に
「
百
人
一
首
」
を
用
い

て
、
文
字
基
準
中
心
の
指
導
に
加
え
字
形
・
文
字
の

大
き
さ
・
配
列
な
ど
の
工
夫
に
よ
り
生
徒
の
個
性
を

生
か
し
た
作
品
作
り
を
行
っ
た
。「
百
人
一
首
」
の

学
習
は
第
一
学
年
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
。
全
校
体
制

で
取
り
組
む
学
校
行
事
で
あ
る
百
人
一
首
大
会
（
一

月
実
施
）
に
向
け
、
生
徒
達
は
札
取
り
を
楽
し
み
な

が
ら
教
材
に
親
し
ん
だ
り
暗
記
・
暗
唱
に
取
り
組
ん

だ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
題
材
は
、
こ
の

行
事
を
意
識
し
て
の
選
材
で
あ
り
、
楽
し
く
学
習
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
本
学
習
を
通
し
、
生
徒
一

人
一
人
が
持
つ
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
世
界
観

を
よ
り
広
げ
る
と
と
も
に
、
学
習
場
面
や
実
生
活
に

生
き
る
書
写
力
（
適
切
に
書
き
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
書
写
力
）
の
育
成
を
図
り
な
が
ら
、
一
人
一
人
が

意
欲
的
か
つ
主
体
的
に
書
写
の
授
業
に
取
り
組
み
、

授
業
を
通
し
て
得
た
能
力
を
日
常
生
活
に
役
立
て
よ

う
と
す
る
態
度
を
は
ぐ
く
む
学
習
活
動
を
考
え
た
。

　

新
学
習
指
導
要
領
の
「
第
三　

指
導
計
画
の
作
成

と
内
容
の
取
り
扱
い
」
に
お
い
て
、「
イ　

硬
筆
及

び
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
各
学
年
で
行

豊
か
な
文
字
感
覚
を
は
ぐ
く
む
学
習
指
導
の
実
践

〜
百
人
一
首
の
書
写
を
と
お
し
て
〜

東
京
都
台
東
区
立
忍
岡
中
学
校 

石
津　

あ
や
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硬
筆
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
楷
書
・
行
書
で
作
品
作

り
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し
て
、
小
学
校
の
学
習
を
ふ

ま
え
て
楷
書
か
ら
学
び
を
始
め
、
最
終
的
に
は
日
常

の
書
字
活
動
に
生
か
す
こ
と（
速
く
正
し
く
美
し
く
）

を
め
ざ
し
て
硬
筆
行
書
で
作
品
作
り
に
取
り
組
み
な

が
ら
、
本
題
材
を
表
現
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

文
字
・
用
具
を
工
夫
し
て
選
択
す
る「
思
考
・
判
断
」

力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

　

毛
筆
は
半
紙
１
／
２
に
細
字
で
書
き
、
そ
れ
を
黒

ラ
シ
ャ
紙
に
貼
っ
て
見
や
す
く
し
た
も
の
を
校
内
に

掲
示
し
た
。
毛
筆
は
Ｂ
５
の
色
上
質
紙
に
好
み
の
筆

記
具
で
書
き
、
白
模
造
紙
に
貼
っ
て
校
内
に
掲
示
し

た
。
上
質
紙
の
色
は
数
種
類
用
意
し
て
お
き
、
和
歌

の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
各
自
で
選
ば
せ
た
。
毛

筆
・
硬
筆
と
も
に
縦
・
横
置
き
は
指
定
し
な
い
こ
と

で
、配
置
や
文
字
の
大
き
さ
を
工
夫
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

具
体
的
な
取
り
組
み
の
工
夫
と
し
て
、
第
一
に

テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
（
以
下
Ｔ
・
Ｔ
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。
Ｔ
・
Ｔ
に
よ
り
、
姿
勢
や
用
具
の
扱
い

方
か
ら
書
法
・
技
能
に
及
ぶ
き
め
細
か
い
机
間
指
導

を
行
う
よ
う
に
し
た
。

　

第
二
に
毛
筆
・
硬
筆
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
め
書
き
を

行
っ
た
後
に
、
友
達
の
作
品
か
ら
学
ぶ
鑑
賞
の
時
間

を
取
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
自
ら
の
作
品
を
友
達
に

見
ら
れ
る
と
い
う
緊
張
感
が
字
や
態
度
に
現
れ
る
こ

と
、
配
列
の
工
夫
や
ト
メ
・
ハ
ネ
の
あ
り
方
な
ど
自

分
の
作
品
と
友
達
の
作
品
を
比
較
す
る
過
程
で
学
び

い
、（
略
）」
と
、「
硬
筆
」
と
い
う
用
語
が
明
示
さ

れ
て
い
る
。「
毛
筆
」
の
み
が
「
書
写
」
の
指
導
内

容
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
毛
筆
は
硬
筆
の
基
礎
と
捉
え
、
単
元
の
前
半
で

毛
筆
の
指
導
を
、
そ
こ
で
培
っ
た
能
力
を
生
か
せ
る

よ
う
に
後
半
の
硬
筆
の
指
導
を
行
っ
た
。
本
単
元
の

硬
筆
の
指
導
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
具
を
用
い
て
表
現

さ
せ
、
国
語
科
の
他
の
分
野
や
他
教
科
、
日
常
・
生

活
へ
の
応
用
を
意
識
さ
せ
て
い
っ
た
。
ま
た
、毛
筆
・

を
よ
り
深
め
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
。

３　

お
わ
り
に

　

本
実
践
で
は
、
身
近
な
題
材
を
設
定
し
た
こ
と
に

よ
り
、楽
し
く
意
欲
的
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
Ｔ
・
Ｔ
に
よ
っ
て
生
徒
一
人
一
人
に
対
す
る

個
別
指
導
時
間
が
増
え
、
生
徒
は
姿
勢
と
持
ち
方
が

文
字
に
与
え
る
影
響
を
体
験
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
友
達
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
自
ら

の
作
品
を
振
り
返
る
こ
と
と
な
り
、
丁
寧
に
文
字
を

書
く
こ
と
や
分
か
り
や
す
く
読
み
や
す
い
文
字
を
書

く
こ
と
を
動
機
づ
け
る
良
い
契
機
と
な
っ
た
。
そ
う

い
っ
た
過
程
を
通
し
自
己
批
正
の
精
度
が
上
が
り
、

技
能
の
向
上
と
そ
の
次
の
学
習
へ
の
意
欲
・
集
中
力

向
上
に
つ
な
が
っ
た
。

　

書
写
以
外
の
授
業
時
や
日
常
生
活
に
お
い
て
は
文

字
基
準
な
ど
な
い
状
態
で
文
字
を
書
く
機
会
が
圧
倒

的
に
多
い
。
そ
の
と
き
に
美
し
い
字
や
そ
の
配
列
に

つ
い
て
考
え
て
書
け
る
生
徒
を
育
て
る
に
は
、
引
き

続
き
手
書
き
文
字
の
大
切
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
継
続
的
に
指
導

し
生
徒
の
文
字
感
覚
を
は
ぐ
く
ん
で
い
き
た
い
。

い
し
づ　

あ
や 

『
今
日
か
ら
使
え
る
言
語
能
力
』
を
授
業
で

身
に
つ
け
て
ほ
し
い
！
　
と
考
え
、
子
供
と
関
わ
る
日
々
。
子

供
は
大
き
な
可
能
性
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い

る
。

●実践交流　中学書写  

指
導
計
画

学
習
の
ポ
イ
ン
ト

百
人
一
首
を
書
こ
う
１

　

毛
筆（
細
字
）楷
書
①
・�

小
筆
の
持
ち
方
･
姿
勢

百
人
一
首
を
書
こ
う
２

　

毛
筆（
細
字
）楷
書
②
・�

細
字
で
の
楷
書
と
仮
名
の

調
和

百
人
一
首
を
書
こ
う
３

　

毛
筆（
細
字
）行
書
①
・�

行
書
の
特
徴
の
理
解
と

表
現

百
人
一
首
を
書
こ
う
４

　

毛
筆（
細
字
）行
書
②
・�

字
形
･
大
き
さ
･
配
列
の

理
解

百
人
一
首
を
書
こ
う
５

　

毛
筆
作
品
の
鑑
賞
会
・�

友
達
の
作
品
か
ら
の
学
び

・�

字
形
な
ど
を
整
え
て
レ

ポ
ー
ト
の
作
成

百
人
一
首
を
書
こ
う
６

　

硬
筆

・�

鉛
筆
の
持
ち
方
･
姿
勢

百
人
一
首
を
書
こ
う
７

　

硬
筆
楷
書

・�

楷
書
と
仮
名
の
調
和

・�

字
形
･
大
き
さ
･
配
列
の

理
解

百
人
一
首
を
書
こ
う
８

　

硬
筆
行
書

・�

行
書
の
特
徴
の
理
解

百
人
一
首
を
書
こ
う
９

　

硬
筆
作
品
の
鑑
賞
会

　

ま
と
め

・�

友
達
の
作
品
か
ら
の
学
び

・�

字
形
な
ど
を
整
え
て
レ

ポ
ー
ト
の
作
成
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子どものことばが
教えてくれたこと

岩 辺 泰 吏

「しんしん」は私の泣き声第 1 回

　

四
年
生
を
担
任
し
て
い
る
一
月
、
東
京
に
は
珍
し
く
大

雪
が
降
っ
た
。
校
庭
は
真
白
だ
。
子
ど
も
は
大
喜
び
。
二

時
間
目
が
す
ん
だ
ら
外
で
遊
ぼ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
機
会
に
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
詩
を
、
一
時
間
目

の
国
語
で
取
り
上
げ
た
。
草
野
心
平
の
「
ゆ
き
」
で
あ
る
。

　

黒
板
に
、
題
名
を
記
さ
ず
に
ま
ず
二
行
を
書
い
た
。
そ

し
て
、
ず
っ
と
離
し
て
さ
ら
に
二
行
を
書
い
た
。

─
さ
あ
、
こ
れ
は
、
何
を
あ
ら
わ
し
た
詩
だ
ろ
う
。
こ

の
空
い
て
い
る
間
に
は
、何
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、

ど
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
…
と
、た
ず
ね
た
。

す
ぐ
に
「
雪
だ
！
」
と
出
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
う
し
た
ら
作
品
の
鑑
賞
に
入
る
予
定
で
あ
っ
た
。

─
雪
だ
！　

と
、
手
を
挙
げ
た
の
は
龍
太
た
だ
一
人
。

「
今
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、﹃
東
京
に
し
ん
し
ん
と
雪
が
降
っ

て
い
ま
す
﹄
と
言
っ
て
い
た
」
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
後

に
続
く
も
の
は
い
な
い
。

　

み
き
と
何
人
か
の
女

の
子
は
、「
小
鳥
が
鳴
い

て
い
る
声
だ
。
い
ろ
い

ろ
な
小
鳥
が
鳴
い
て
い

る
か
ら
し
ん
し
ん
と
聞

こ
え
る
ん
だ
」
と
言
う
。

　

り
か
は
、「
子
ど
も

が
泣
い
て
い
る
の
だ
と

思
う
」
と
言
う
。「
ゆ

う
べ
、
私
は
妹
と
け
ん

か
を
し
て
泣
か
し
た
。
そ
れ
で
、お
母
さ
ん
に
叱
ら
れ
た
。

声
を
上
げ
て
泣
く
と
う
ん
と
叱
ら
れ
る
か
ら
、
が
ま
ん
し

て
し
ん
し
ん
と
泣
い
た
。
お
父
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
、
お

母
さ
ん
か
ら
話
を
聞
く
と
ま
た
私
が
叱
ら
れ
た
。
そ
れ
で

ま
た
し
ん
し
ん
と
泣
い
た
」「
こ
ん
な
に
間
が
空
い
て
い

る
の
は
、
子
ど
も
が
が
ま
ん
し
て
泣
い
て
い
る
か
ら
だ
。」

　

り
か
の
家
は
都
営
団
地
だ
。
大
き
な
声
で
叱
っ
た
り
、

泣
い
た
り
す
る
と
、
隣
近
所
に
筒
抜
け
に
な
る
。「
ま
た

や
っ
て
る
…
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
だ
。

　

こ
う
じ
は
、「
ミ
シ
ン
の
音
だ
」
と
言
う
。「
ゆ
う
べ
、

母
ち
ゃ
ん
が
、
学
校
に
持
っ
て
い
く
雑
巾
を
縫
っ
て
く
れ

た
。
う
ち
は
三
人
兄
弟
だ
か
ら
た
く
さ
ん
縫
っ
た
。
こ
れ

は
そ
う
い
う
と
き
の
ミ
シ
ン
の
音
だ
。」

　

三
人
の
わ
ん
ぱ
く
兄
弟
を
抱
え
、
お
母
さ
ん
は
大
奮
闘

し
て
い
る
。
実
家
の
う
ど
ん
屋
で
働
き
な
が
ら
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

で
も
活
躍
し
、
学
級
の
相
談
事
に
も
気
軽
に
応
え
て
く
れ

る
。
し
か
し
、
ど
の
子
も
寝
る
直
前
に
明
日
の
持
ち
物
を

言
い
だ
す
よ
う
な
子
な
の
で
あ
る
。

─
犬
だ
。
犬
が
い
ろ
ん
な
物
の
に
お
い
を
か
い
で
ま

わ
っ
て
い
る
ん
だ
と
言
う
の
は
、
ゆ
う
き
だ
。
ゆ
う
き
は

口
が
重
い
分
、
犬
や
猫
、
小
さ
な
動
物
が
好
き
で
、
よ
く

散
歩
に
連
れ
出
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
三
連
の
二
行
を
書
き
足
し
た
。

「
ニ
レ
に
も
ポ
プ
ラ
に
も
ア
カ
シ
ア
に
も

　

や
ね
に
も
い
ぬ
に
も
で
ん
ち
ゅ
う
に
も
」

─
ほ
ら
、
犬
だ
！　

と
ゆ
う
き
。
ゆ
う
き
の
遊
び
仲
間

「
し
ん
し
ん
し
ん
し
ん

 

し
ん
し
ん
し
ん
し
ん

 

し
ん
し
ん
し
ん
し
ん

 

し
ん
し
ん
し
ん
し
ん
」
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が
加
わ
る
。
ひ
ろ
し
た
ち
は
、「
太
陽
の
光
だ
。
光
は
な

ん
で
も
し
ん
し
ん
と
照
ら
す
」
と
。
女
の
子
た
ち
は
自
信

を
も
っ
て
「
鳥
の
声
」
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
。

　

四
連
の
分
を
空
け
て
、
さ
ら
に
、
五
連
の
二
行
を
書
く
。

「（　
　

）
は
ひ
と
び
と
の
む
ね
を
は
ず
ま
せ

　
（　
　

）
は
ひ
と
び
と
の
こ
こ
ろ
を
き
よ
め
」

─
ほ
う
ら
、
犬
だ
。
犬
と
散
歩
し
て
い
る
と
、
胸
が
は

ず
む
ん
だ
。

─
太
陽
だ
。
太
陽
は
人
々
の
心
を
清
め
る
ん
だ
。

─
鳥
の
声
は
人
々
の
心
を
清
め
ま
す
。

…
…
わ
い
わ
い
と
な
っ
て
い
く
。
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、

そ
の
ま
ま
思
う
と
こ
ろ
を
話
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、
四
連
の
二
行
を
書
い
た
。

「
ひ
る
ま
の
（　
　

）
は
と
り
の
に
こ
げ

　

よ
な
か
の
（　
　

）
は
ガ
ラ
ス
の
こ
な
」

　

ア
レ
？　

と
い
う
感
じ
で
静
か
に
な
る
。
さ
と
み
が
質

問
す
る
。

─
先
生
、「
に
こ
げ
」
っ
て
何
で
す
か
？

　

私
は
ジ
ャ
ン
パ
ー
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
ダ
ウ
ン
（
羽
）

を
抜
い
て
、
ふ
っ
と
吹
い
て
み
せ
る
。
ゆ
っ
く
り
と
落
ち

る
様
子
を
、み
ん
な
し
ん
と
見
つ
め
て
い
た
。そ
し
て
、「
ガ

ラ
ス
の
こ
な
」
の
降
る
様
子
を
思
い
描
く
。
そ
れ
か
ら
、

も
う
一
度
は
じ
め
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
読
み
あ
げ
た
。「
と

り
の
に
こ
げ
」「
ガ
ラ
ス
の
こ
な
」
が
子
ど
も
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
を
一
つ
に
し
て
い
っ
た
。

─
あ
あ
、
雪
だ
！　

と
、
声
が
あ
が
っ
た
。

─
う
ん
、
そ
う
だ
ね
。
で
も
、
み
ん
な
の
考
え
た
こ
と

は
す
ご
く
す
て
き
だ
っ
た
。
先
生
は
こ
ん
な
考
え
が
出
る

な
ん
て
予
想
し
な
か
っ
た
。
雪
の
世
界
の
様
子
を
考
え
て

お
し
ま
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
み
ん
な
の
考
え
を

聞
い
て
い
て
、
草
野
心
平
が
書
い
た
雪
の
世
界
っ
て
い
う

の
は
、
叱
ら
れ
て
泣
い
て
い
る
女
の
子
も
い
る
し
、
三
人

兄
弟
の
た
め
に
雑
巾
を
縫
っ
て
い
る
母
ち
ゃ
ん
も
い
る

し
、
犬
と
散
歩
し
て
い
る
子
も
い
る
。
そ
う
思
っ
た
ら
、

こ
の
詩
の
世
界
が
う
ん
と
大
き
く
な
っ
た
よ
う
に
思
う
よ
。

　

今
の
子
ど
も
は
感
性
が
貧
困
だ
と
か
、
感
動
し
な
い
と

か
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
ほ
ん
と
う
は
私
た
ち

の
授
業
に
も
っ
と
も
っ
と
工
夫
が
必
要
な
の
で
は
な
い

か
。
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
に
、
問
い
に
対
し
て
は
「
正

解
」
に
近
づ
こ
う
と
す
る
よ
う
に
求
め
つ
づ
け
て
き
た
。

　
「
ゆ
き
」
の
授
業
に
お
い
て
、
初
め
の
私
の
構
え
は
そ

う
で
あ
っ
た
。
作
者
の
描
く
雪
の
降
り
つ
も
る
世
界
の
豊

か
さ
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
子
ど
も

た
ち
は
、
作
者
の
言
葉
を
自
分
に
引
き
寄
せ
て
、
自
分
の

体
を
と
お
し
て
納
得
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
友
達
の

意
見
に
う
な
ず
き
、
友
達
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と

も
で
き
た
。
安
心
し
て
自
分
の
考
え
を
投
げ
だ
す
こ
と
が

で
き
る
時
間
が
、
仲
間
を
理
解
し
、
自
分
を
高
め
る
時
間

に
な
っ
て
い
っ
た
。
最
後
は
、
草
野
心
平
の
「
ゆ
き
」
の

世
界
を
あ
ら
た
め
て
味
わ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は

初
め
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
「
生
き
て
い
る
人
の
ぬ
く
も

り
」
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。�

＊
児
童
名
は
仮
名
。

いわなべ　たいじ 読書のアニマシオン研究会
（アニマシオンクラブ）代表。元葛飾区立飯塚小
学校教諭。
 アニマシオンの方法と思想を応用して、読書啓
発をはじめ、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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ことわざを楽しむ

ことばが辞書に入る瞬
と き

間   ─  第 7 回

『三省堂　例解小学ことわざ辞典』編者　川嶋　優

今回の辞書

三省堂 例解小学ことわざ辞典
三省堂／2009年

一
　
解
釈
の
違
い

　

江
戸
い
ろ
は
ガ
ル
タ
の
「
い
の
一
番
」
は
「
犬
も

歩
け
ば
棒
に
当
た
る
」。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
こ
の

句
の
解
釈
は
、

　

Ⓐ
出
し
ゃ
ば
る
と
思
わ
ぬ
災
難
に
遭
う

　

Ⓑ
何
か
を
し
て
い
れ
ば
思
わ
ぬ
幸
運
に
出
会
う

の
正
反
対
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

Ⓐ
の
解
釈
を
支
持
す
る
人
も
い
れ
ば
、
Ⓑ
の
解
釈

が
当
た
っ
て
い
る
と
す
る
人
も
い
る
。
ま
た
あ
る
人

は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
Ⓐ
に
な
っ
た
り
Ⓑ
に
な
っ

た
り
と
語
る
。
さ
ら
に
、
年
齢
と
共
に
体
験
を
数
多

く
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ⓐ
か
ら
Ⓑ
へ
、
ま
た
Ⓑ
か

ら
Ⓐ
へ
と
変
移
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
感
想
も

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
句
を
一
つ
と
っ
て
も
、
あ
あ
だ
こ

う
だ
と
意
見
が
百
出
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
と
わ
ざ
が

持
つ
特
有
の
性
格
で
あ
り
、
ま
た
魅
力
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
例
句
を
授
業
で
取
り
上
げ
る
と
、
授
業
は

生
き
生
き
と
し
、
児
童
・
生
徒
は
活
発
に
手
を
挙
げ

る
。
だ
れ
も
が
自
分
と
し
て
の
意
見
を
持
て
る
か
ら

で
あ
る
。
ぜ
ひ
試
し
て
ほ
し
い
。

　

解
釈
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
解
釈
そ
の
も
の
が

間
違
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
最
も
顕
著
な
例
で
は

「
情
け
は
人
の
為
な
ら
ず
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

誤
り
に
は
、
他
人
に
対
す
る
厳
し
い
い
ま
し
め
と
解

す
る
以
前
に
、
人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い

る
現
代
の
冷
た
い
背
景
が
感
じ
ら
れ
、
危
惧
を
覚
え

る
。

　
「
君
子
は
豹
変
す
」
も
、
誤
っ
た
形
で
見
出
し
な

ど
に
使
わ
れ
て
い
る
。
君
子
に
失
礼
の
な
い
よ
う
、

本
来
の
意
味
を
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
。

　

ど
の
時
代
で
も
、ど
ん
な
場
合
で
も
、だ
れ
に
と
っ

て
も
不
変
の
教
え
は「
正
直
の
頭こ

う
べに

神
宿
る
」と「
笑

う
門
に
は
福
来
た
る
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
抽
象
的

な
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
の
生
活
行
動
を
通
し

て
、
児
童
・
生
徒
に
実
感
さ
せ
た
い
。

二
　
こ
と
ば
に
着
目

　

句
全
体
だ
け
で
は
な
く
、
使
わ
れ
て
い
る
単
語
一

つ
一
つ
を
吟
味
し
た
り
、
さ
せ
た
り
す
る
の
も
お
も

し
ろ
い
。

　
「
早
起
き
は
三
文
の
徳
」
は
子
ど
も
た
ち
が
小
さ

い
と
き
か
ら
耳
に
し
て
き
た
教
え
で
あ
る
が
、
果
た

し
て
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
「
三
文
」
は
値
打
ち
が

高
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
低
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
二

束
三
文
」
と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
も
低
い
よ
う
に
思

え
る
。
そ
う
な
る
と
、「
早
起
き
は
三
文
の
徳
」
と
は

何
を
言
い
た
い
の
か
、
ど
ん
な
徳
を
考
え
て
い
る
の

か
、
さ
ら
に
な
ぜ
「
得
」
で
は
な
く
「
徳
」
な
の
か

と
い
う
質
問
が
出
る
。
児
童
・
生
徒
の
発
問
は
鋭
い
。

　
「
三
」
は
、こ
の
ほ
か
に
も
「
三
日
天
下
」
と
も
「
三

顧
の
礼
」
と
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
少
な
い
と
多
い

の
狭
間
に
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
。

「
三
度
目
の
正
直
」
は
、
果
た
し
て
ど
う
い
う
使
わ

れ
か
た
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
三
」
と
い
う
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数
字
は
確
か
に
お
も
し
ろ
い
。

　
「
重
箱
の
隅
を
楊
枝
で
ほ
じ
く
る
」
よ
う
で
あ
る

が
、「
七
転
八
起
（
七
転
び
八
起
き
）」
の
「
七
」
と

「
八
」に
つ
い
て
も
、児
童
・
生
徒
か
ら
疑
義
が
出
る
。

「
七
転
八
倒
」
の
場
合
は
わ
か
る
が
、「
七
転
八
起
」

だ
と
数
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。「
七
転
七
起（
？
）」

で
は
な
い
か
な
ど
、
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
の
話

し
合
い
を
持
た
せ
る
の
も
無
駄
で
は
な
い
。

　
「
ま
な
じ
り
（
眦
）」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。「
ま

（
目
）
な
（
の
）
尻
」
と
い
う
こ
と
で
、
平
た
く
言

え
ば
「
目
尻
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ま

な
じ
り
を
決
す
る
」「
目
尻
を
下
げ
る
」
な
ど
と
使

わ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
な
ら
、「
目
尻

を
決
す
る
」「
ま
な
じ
り
を
下
げ
る
」
と
表
現
し
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
出
る
。
し
か

し
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
そ
う
は
い
か
な
い
の

か
を
考
え
さ
せ
る
の
も
い
い
。

　
「
目
」
が
出
た
つ
い
で
に
、
も
う
一
つ
。「
目
と
鼻

の
先
」
の
「
先
」
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。
大
人
で
も
、

人
に
よ
っ
て
指
す
所
が
異
な
る
。

三
　『
三
省
堂
　
例
解
小
学
こ
と
わ
ざ
辞
典
』

　

こ
こ
ま
で
ほ
ん
の
一
部
分
こ
と
わ
ざ
を
材
料
に
し

た
議
論
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
例
の
よ
う

に
、
こ
と
わ
ざ
に
は
授
業
を
楽
し
く
活
発
に
さ
せ
る

要
素
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
と
わ
ざ
の
授

業
は
児
童
・
生
徒
に
興
味
を
抱
か
せ
、
覚
え
て
み
よ

う
、
使
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
わ
か
せ
る
。
し

か
も
、
子
ど
も
の
と
き
身
に
つ
け
た
こ
と
ば
は
、
一

生
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
授
業
の
資
料
と
し
て
役
立
て
て
い
た
だ

こ
う
と
、
三
省
堂
で
は
こ
の
た
び
『
三
省
堂　

例
解

小
学
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
を
刊
行
し
た
。
今
ま
で
も
多

種
の
こ
と
わ
ざ
辞
典
を
出
版
し
て
き
た
が
、
こ
の
た

び
の
新
刊
書
は
、特
に「
小
学
」「
例
解
」に
的
を
絞
っ

て
編
集
し
て
あ
る
。

　
「
小
学
」
は
小
学
生
に
も
わ
か
る
よ
う
に
と
い
う

意
図
で
あ
る
が
、
実
は
小
学
生
と
し
て
覚
え
て
お
い

た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
わ
ざ
の
十
倍
以
上
も
の
数
を
採

録
し
て
あ
る
の
で
、
大
学
生
・
社
会
人
の
学
習
書
と

し
て
も
通
用
す
る
。
ま
た
、
意
味
な
ど
の
理
解
は
単

に
語
義
の
羅
列
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
実
例
と
し

て
場
面
場
面
に
よ
る
そ
の
使
わ
れ
か
た
を
頭
に
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

項
目
に
適
切
な
用
例
が
示
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
「
例

解
」
と
名
付
け
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
。

　

児
童
・
生
徒
に
と
っ
て
何
よ
り
も
楽
し
い
話
は

「
故
事
」
で
あ
る
。
先
生
が
た
も
、
こ
の
欄
を
参
考

に
し
て
、
興
味
あ
る
話
を
展
開
し
て
ほ
し
い
。
先
生

が
た
に
と
っ
て
も
、
楽
し
い
授
業
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。

四
　
真
の
国
際
人

　

明
治
の
開
国
以
来
、
さ
ら
に
終
戦
以
来
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
人
は
広
く
海
外
に
目
を
向
け
、
世
界
を
相

手
と
す
る
国
際
人
に
成
長
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
声
が
叫
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
声
は
、
現

今
い
っ
そ
う
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
外
国
語
を
駆
使
し
、外
国
の
文
化
を
吸
収
し
…
…
」

と
、
い
ろ
い
ろ
と
国
際
人
と
し
て
の
条
件
が
並
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
風
潮
の
中
で
最
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
前
提
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は“
国
籍
不
明
者
”

に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

り
っ
ぱ
な
国
際
人
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分

の
国
土
に
し
っ
か
り
足
を
踏
み
締
め
て
立
ち
、
自
分

の
国
の
文
化
に
精
通
し
、
自
分
の
国
に
誇
り
を
持
つ

こ
と
が
必
須
の
条
件
と
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

外
国
の
人
に
は
相
手
に
さ
れ
な
い
。
自
国
の
文
化
に

誇
り
を
持
っ
て
、は
じ
め
て
他
国
の
文
化
を
尊
重
す
る

こ
と
が
で
き
る
。こ
れ
が
真
の
国
際
人
の
姿
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
痛
感
し
た
文
部
科
学
省
は
、
こ
の
た

び
学
習
指
導
要
領
を
改
訂
し
、「
伝
統
的
な
言
語
文

化
」
に
全
面
的
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の

『
三
省
堂　

例
解
小
学
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
が
広
く
活

用
さ
れ
る
時
機
の
到
来
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
指
導
者
の

皆
さ
ん
、
児
童
・
生
徒
の
皆
さ
ん
に
楽
し
み
な
が
ら

ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

る
。

か
わ
し
ま
　
ゆ
た
か 

学
習
院
元
初
等
科
長
。
現
在
、
学
習

院
名
誉
教
授
。
著
書
に『
漢
字
を
お
ぼ
え
る
辞
典
』（
旺
文
社
）、

『
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
た
い
品
格
の
躾
け
』（
ベ
ス
ト
新

書
）
な
ど
。
平
成
十
年
博
報
賞
（
日
本
語
・
国
語
教
育
個
人

部
門
）
受
賞
。
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の
い遣 手

こ
とば

１第 回

　“take off”（テイクオフ）

　多くの人は、これが「離陸（する）」という

意味をもつことを知っているだろう。

　「大空へ飛び立つ」という雄大なイメージを

喚起させるためだろう。歌の歌詞や会社や店の

名前などでも見かける耳慣れたことばだ。

　しかし、このことば、実際の航空管制では、

ごく限られた場面にしか使われないという。つ

まり、管制官から飛行機のパイロットに「離陸

許可を出すとき」と「取り消す」とき、この二

つの場面以外は、「離陸（する）」ことを表すの

に“take off”を使うことはできないのだ。

　世界の航空管制は、国連のICAO（国際民間

航空機関）で定められた管制用語を用いた簡潔

なフレーズのやりとりによって行われている

（原則として英語）。航空機の安全な運航のため

にはパイロットと航空管制官の意思の疎通が非

常に重要であるからだ。また、現在も無線を

使って交信を行っていて、人間の肉声を必ずし

も明瞭とは言えない無線交信で聞き分けなけれ

ばならない。そのため、私たちの会話のことば

とは異なるルールが必要になるのだ。

　管制官からの指示を聞き間違えたり、意味を

取り違えたりすることが、重大な事故につなが

りかねないことは容易に想像ができる。羽田空

港では２分に１機の割で離陸するのだ。

　実際、これまでICAOの管制用語の改訂は、

航空機事故やインシデント（事故につながるよ

うな潜在的事例）の発生を契機に行われること

が多かったという。

　“take off”の使用ルールについても、日本で

は、2008年2月に北海道の千歳空港で発生し

たインシデントを契機に、あらためて徹底が図

られた。管制官が“Expect immediate take 

off”（まもなく離陸できます）と言ったのを、

パイロットが“expect”を聞き落として離陸許

可が出たものと思いこみ、着陸機が残っている

滑走路で離陸に向けた滑走を始めてしまったの

だ。このような場合には、同じ「離陸」の意を

表す“departure”など別のことばを使わなけ

ればならない。

　ほかにも、例えば“ th ”は“ t ”で置き換えて

発音する（3=TREEトゥリー、1,000=TOU-

SANDタウザンド）など、数字の読みあげかた

にも独特の発音が用いられている。

　おもしろいことに、航空管制と船舶の操船指

示には、共通することばがいくつもあるとい

う。航空管制は、まさに飛行機の水先案内をし

て空の安全を守っているのだ。

　取材協力：(財)航空交通管制協会

　http://www.atcaj.or.jp/index.html

航 空 管 制 の こ と ば
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新学習指導要領の「伝統的な言語文化」
重視をふまえ、ことわざ・慣用句・故事
成語・四字熟語など3,500項目を収録。
すべての漢字にふりがなつきで１年生
から使えます。楽しいイラストも満載！

●定価1,575円（税込）　
●Ｂ6判　●416ページ　
ISBN978-4-385-13955-5

［ワイド版］1,785円／Ａ5判
ISBN978-4-385-13956-2

三 省 堂

辞
典こ
と
わ
ざ

例
解
小
学

　
本
誌
が
お
手
元
に
届
く
こ
ろ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

流
行
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
各
地
で
学
校
閉

鎖
や
学
級
閉
鎖
な
ど
が
相
次
ぎ
、
授
業
の
進
度
や
行
事
の
開

催
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
ま
し
た
。
先
生
方
も
対

応
に
追
わ
れ
、
疲
労
困
憊
の
ご
様
子
。
で
も
、
そ
ん
な
と
き

に
も
心
配
す
る
の
は
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
。
先
生
方
の
子
ど

も
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。

　
小
社
新
刊
『
授
業
を
豊
か
に
す
る
28
の
知
恵
』（
白
井
達
夫

著
）
は
、
文
字
通
り
教
室
の
学
び
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
ノ

ウ
ハ
ウ
が
つ
ま
っ
た
本
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

「
一
人
一
人
の
子
ど
も
を
輝
か
せ
た
い
」
と
の
願
い
を
も
っ
た

著
者
の
姿
か
ら
、
子
ど
も
と
日
々
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
を

深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
新
連
載
「
子
ど
も
の
こ
と
ば
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
」「
こ

と
ば
の
遣
い
手
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
愛
読
く
だ

さ
い
。�

（
太
郎
）
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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

思考力をはぐくむ国語科の学び
特 集 21vol. 回

覧

▶すべての漢字にふりがな付きで，１年生から使える。
▶新開発の用紙で，20％の軽量化を実現。
▶類書中最軽量で，最大級の33,000語を収録。
▶豊富な用例・図版や例解コラムに加え，特設コラムをさらに充実。
▶地名・人名も取り上げ，他教科の学習にも活用できる。
▶ 常用漢字をすべて収録，くわしく解説。付録に，イラストで楽しむ
　「くらしの中の英語」ポスター。
▶２色刷。文字が大きいワイド版も同時刊行。

▶新開発の用紙で20％の軽量化を実現。
▶類書中最軽量で，最大の3,000字を収録。
▶最新人名用漢字983字にも対応。常用漢字は筆順を明示。
▶漢字の字義ごとに熟語を分類する画期的方式で漢字の意味の広がりを把握。
▶豊富な［例］［表現］欄，充実したコラム，多彩な付録。
▶ さくいんとしても使える「小学校で学ぶ漢字一覧表」ポスター・
　「漢字辞典引き方ガイド」シートの二大特別付録つき。
▶２色刷。文字が大きいワイド版も同時刊行。
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 1,995円（税込）／B6判／ ISBN978-4-385-13821-3
［ワイド版］2,205円（税込）／A5判／ ISBN978-4-385-13822-0田近洵一 編

 1,995円（税込）／B6判／ ISBN978-4-385-13817-6
［ワイド版］2,205円（税込）／A5判／ ISBN978-4-385-13818-3

林 四郎（主幹），大村はま 編

1,890円（税込）／Ａ５判／128ページ
ISBN978-4-385-36461-2

1,470円（税込）／Ａ５判／120ページ
ISBN978-4-385-36417-9

白井達夫 著松本仁志 著

大切なのは，一人一人の子ど
もにまっすぐ向き合い，一つ
一つの課題に真摯に対応しつ
づけること。豊かな授業を生
むノウハウを，豊富な実例を
挙げて解説します。PISA や
情報教育など現代の教育課題
にも言及。

国語科の中で，「書くこと」の
領域の学習に密接に関わり
ながらも指導の方向性がな
かなか定まらない書写指導。
「『書くこと』の学びを支える」
書写指導について，その考え
方と実践のあり方を提案し
ます。

授業を豊かにする
28の知恵

「書くこと」の学びを支える
国語科書写の展開
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