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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

授業びらきのアイデア
特 集 26vol. 回

覧

『中学生の国語』指導用教材

各巻とも解説書付き　価格（18,000 円＋税）

各巻ともCD1枚・解説書付き　価格（3,000 円＋税）

●  「話すこと・聞くこと」領域の教材に対応
した，視聴覚素材を収録した DVD です。

●  各巻の解説書には，映像のスクリプトと内
容解説，授業で扱う際の留意点の解説を掲
載しています。

●  生徒による実際の活動映像を用いて，活動
のポイントをわかりやすく解説しています。

①聞くことのレッスン1
②聞くことのレッスン2
③聞くことのレッスン3
④聞き取りテスト問題例集

①スピーチ・討論ゲーム
②プレゼンテーション・パネルディスカッション
③パブリックスピーチ・企画会議

●  「話すこと・聞くこと」領域の教材に対応した，視聴
覚素材を収録した CD です。

●  ④には聞き取りテスト用の問題例を収録しています。
●  各巻の解説書には，音声素材のスクリプトと内容解説，

授業で扱う際の留意点のほか，「聞くこと」について
考える論考や学習課題例を掲載しています。

話すこと・聞くことＤＶＤ
� ①～③

話すこと・聞くことＣＤ
� ①～④
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新
年
度
を
迎
え
、
新
し
い
教
室
に
新
し
い
友
だ
ち
、
そ
し

て
新
し
い
教
科
書
と
、
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ー
ト
に
彩
ら
れ
る

春
を
迎
え
ま
し
た
。
今
回
は
「
授
業
び
ら
き
の
ア
イ
デ
ア
」

と
い
う
特
集
を
組
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
先
生
の
数
、
教

室
の
数
だ
け
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
本
号
で

ご
紹
介
し
た
以
外
に
も
お
も
し
ろ
い
ア
イ
デ
ア
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
ど
う
ぞ
編
集
部
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
み
ん
な
に
、
ひ
と
つ
ず
つ
の
お
月
さ
ま
」

と
は
、
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
に
て
長
野
ヒ
デ
子
先
生
が
ご
紹
介
く

だ
さ
っ
た
、
お
子
様
の
か
わ
い
ら
し
い
一
言
で
す
。
大
人
は

い
つ
の
間
に
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
子
ど
も
の
発
想

は
本
当
に
自
由
で
、
思
い
や
り
に
溢
れ
て
い
る
な
ぁ
と
感
じ

ま
す
。
み
ん
な
に
〝
ひ
と
つ
ず
つ
〞
の
お
月
さ
ま
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
道
を
照
ら
し
て
、
と
き
に
見
守
り
、
と
き
に
勇
気
づ

け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
、
そ
う
思
え
る
ほ
ど
春
の
月

は
き
れ
い
に
大
き
く
見
え
ま
し
た
。 

（
Ｓ
）

大きな教科書で
言葉の力をさらに育てる

『中学生の国語』

指導用デジタルテキスト １年～３年

●教科書をそのまま再現できます！
●先生方の「使いやすさ」を追求しました！
●デジタルテキストならではの豊富な資料を追加しています。
学校フリーライセンス
各学年 価格（76,000 円＋税）

プロジェクターでス
クリーンに映したり，
電子黒板や大型ディ
スプレイを使用した
りして，普通教室で
活用できます。

a new way
of learning
Japanese

三省堂  国語教育

1 巻頭エッセイ　　幼い子の言葉にはっとする　長野 ヒデ子

特集　授業びらきのアイデア
2 言語活動を楽しむことの実感と期待　吉川 芳則

4 楽しく学びながら，一年間の基礎を作る　白井 達夫

6 自己紹介で印象付け，期待を持たせる　高橋 俊三

8 春の喜びを感じさせる授業びらき ̶低学年における詩の学習を通じて̶　平田 園

9 「あいうえお」をまるごと楽しむ国語入門

 ̶ピカピカの一年生と「あいうえお」を柱に，楽しく勉強を始めるためのヒント̶　野澤 文

10 美しい日本語との出会い　波戸 三幸

11 違いに学び，知るから始まる，学び合う教室へ　舟橋 秀晃

…………………………………………………………………………………………………
実践交流
12  小学国語　音読劇で読む力を育てる指導の工夫

 ─『お手紙』の実践を通して─　神林 美紀

14  小学国語　読みの力を高める授業作り
 ─「雪わたり」・ポップ作りの実践を通して─　小澤 珠里

16  中学国語　思わず続きが書きたくなる
 ─小説「小さな手袋」の学習指導─　宮久保 ひとみ

18  中学国語　表現の豊かさを味わわせるための韻文指導の一方途
 ─俳句の大意をとらえる授業─　萩尾 徹子

20  中学国語　百人一首大会を開こう
 ─授業・朝学習・事前準備・大会─　日髙 辰人

…………………………………………………………………………………………………
22 見つけた！ こんな文学教材　第2回　「夏を見上げて。」（あさのあつこ）を小集団で読む　寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業　第2回　テレビゲームを活用した創作の導入　町田 守弘

25 編集後記

表紙イラスト
寺井さおり（テラコリ）
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幼
子
の
何
げ
な
い
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
て
、
う
れ
し

く
な
る
こ
と
が
良
く
あ
る
。

　

そ
ば
に
い
る
幼
い
孫
娘
に
弟
が
生
ま
れ
「
私
お
姉

ち
ゃ
ん
に
な
っ
た
よ
、
赤
ち
ゃ
ん
か
わ
い
い
！
」
と

大
喜
び
し
て
い
た
の
に
、
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
っ
こ
し
て

寝
て
い
る
マ
マ
を
見
て
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
赤
ち
ゃ

ん
あ
げ
る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
い
ら
な
い
。
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
と
ね
ん
ね
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
。「
そ
う
ね
え
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
赤
ち
ゃ
ん
も
ら
っ
て
、
一
緒
に
ね

ん
ね
し
て
も
い
い
け
ど
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
お
っ
ぱ

い
が
出
な
い
か
ら
、
お
な
か
が
す
い
た
ら
か
わ
い
そ

う
で
し
ょ
う
。」
と
言
う
と
、

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ひ
っ
ぱ
れ
ば
？　

き
っ
と
お
っ

ぱ
い
出
る
よ
。
が
ん
ば
れ
ば
？
」
と
真
剣
に
私
の
顔

を
見
つ
め
る
の
だ
。
そ
の
言
葉
に
私
も
孫
娘
の
パ
パ

で
あ
る
私
の
息
子
も
、「
ひ
っ
ぱ
れ
ば
か
ー
！
」
と

大
笑
い
し
て
抱
き
し
め
た
。け
な
げ
な
孫
娘
、赤
ち
ゃ

ん
に
マ
マ
を
と
ら
れ
て
必
死
で
我
慢
し
て
い
た
の

ね
。「
ひ
っ
ぱ
れ
ば
ー
」
は
わ
す
れ
ら
れ
な
い
言
葉

に
な
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
お
か
あ
さ
ん
が
一
番
よ
ね
。

　

そ
う
そ
う
、
そ
う
言
え
ば
昔
う
ち
の
娘
が
三
～
四

歳
の
こ
ろ
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
美
し
い
満
月

を
見
て
、「
お
月
さ
ま
き
れ
い
ね
え
～　

♪
で
た
で

た
月
が
～
」
と
う
た
っ
て
い
た
ら

「
ね
え
、
お
か
あ
さ
ん
。
ア
メ
リ
カ
に
も
お
月
さ
ま

あ
る
の
？
」と
真
剣
な
ま
な
ざ
し
で
聞
く
の
で
あ
る
。

「
あ
る
わ
よ
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
見
え
る
の
よ
」
と

言
う
と
安
心
し
た
顔
で
ま
た
尋
ね
た
。

「
イ
ギ
リ
ス
に
も
あ
る
の
？
」「
イ
ギ
リ
ス
に
も
あ

る
よ
」

「
じ
ゃ
あ
イ
ン
ド
は
？
」「
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
も
よ
」

「
ふ
ー
ん
」
と
納
得
し
た
。「
見
え
る
」
と
い
う
の

で
な
く
「
在
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
も
な
ん
だ
か
嬉

し
く
感
心
し
た
。
子
ど
も
は
そ
う
思
う
の
だ
な
あ
と

気
づ
か
さ
れ
た
。
当
時
、
娘
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ

ス
と
イ
ン
ド
し
か
国
の
名
前
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で

そ
こ
で
終
っ
た
の
だ
が
、
世
界
中
の
国
を
も
っ
と

知
っ
て
い
た
ら
こ
の
質
問
が
ま
だ
続
い
た
か
も
し
れ

な
い
。「
お
月
さ
ま
を
見
て
、
そ
ん
な
こ
と
思
う
の

だ
ね
ー
」
と
ほ
ん
わ
か
し
て
い
た
ら
、

「
ね
え
、
お
か
あ
さ
ん
。
み
ー
ん
な
、
ひ
と
つ
ず
つ

お
月
さ
ま
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
ね
え
」
と
ほ
っ
と
し

た
顔
に
な
っ
て
ほ
ほ
笑
ん
だ
。「
ま
あ
！　

な
ん
て

い
い
事
を
言
う
の
だ
ろ
う
！
」
と
幼
い
子
の
言
葉
が

い
と
お
し
く
て
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
そ
う
よ
、
お
月
さ
ま
は
ひ
と

つ
ず
つ
よ
ね
、
人
よ
り
も
っ
と
欲
し
い
と
思
う
か
ら

争
い
が
起
こ
る
の
だ
よ
ね
、
お
月
さ
ま
に
笑
わ
れ
る

な
あ
」
と
。
幼
い
子
ど
も
の
言
葉
に
は
っ
と
す
る
こ

と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

　

そ
の
娘
も
も
う
直
ぐ
母
親
に
な
る
。
幼
い
子
と
ま

た
向
き
合
う
時
、
此
の
事
を
思
い
出
す
だ
ろ
う
か
。

ながの　ひでこ　1941年，愛媛県生まれ。絵本作家。「お
かあさんがおかあさんになった日」で産経児童出版文化
賞，「せとうちたいこさん」で日本絵本賞を受賞。絵本や紙
芝居等の作品が多数ある。「すっすっはっはっ こ・きゅ・
う」等，呼吸と声をテーマにした絵本は話題をよんでいる。

長野　ヒデ子

幼い子の言葉にはっとする
巻 頭 エ ッ セ イ
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集特
は
じ
め
に

　

一
口
に
年
度
初
め
の
国
語
科
の
授
業
と
言
っ
て

も
、い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
小
学
校
一
年
生
は
、

や
は
り
特
別
で
あ
る
。
持
ち
上
が
り
の
学
級
と
新
し

い
学
級
と
で
も
意
味
合
い
が
違
う
。
中
学
校
で
は
、

学
級
替
え
が
あ
っ
て
も
、
教
師
が
学
年
を
持
ち
上
が

れ
ば
、
同
じ
国
語
の
先
生
の
授
業
の
継
続
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。
ま
た
、
授
業
び
ら
き
と
い
う
場
合
、

ま
さ
し
く
最
初
の
一
時
間
を
指
す
の
か
、
第
一
教
材

（
単
元
）
を
学
習
す
る
間
を
指
す
の
か
に
よ
っ
て
捉

え
方
が
異
な
る
。（
本
稿
で
は
最
初
の
一
時
間
を
授

業
び
ら
き
の
時
間
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。）

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
室
が
変
わ
り
、
新
し
い
教

科
書
、
買
い
換
え
た
ノ
ー
ト
を
机
の
上
に
置
い
て
の

ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
国
語
は
苦
手
だ
、
好
き
で
は
な

い
と
い
う
思
い
を
引
き
ず
っ
て
い
る
子
も
、
新
た
な

気
持
ち
で
授
業
に
臨
む
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
機

会
と
な
る
。

　

以
下
で
は
、
そ
う
し
た
思
い
に
応
え
る
授
業
づ
く

り
の
観
点
を
言
語
活
動
の
楽
し
さ
を
実
感
す
る
こ

と
、
言
語
活
動
へ
の
期
待
を
持
つ
こ
と
に
求
め
て
み

る
。

声
を
出
す
、
響
か
せ
る

　

楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
言
語
活
動
と
し
て
、
ま
ず

声
を
出
す
こ
と
に
取
り
組
み
た
い
。
自
己
紹
介
の
ス

ピ
ー
チ
で
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
で
き

る
だ
け
多
く
の
児
童
生
徒
に
機
会
を
保
障
す
る
と
い

う
点
で
音
読
が
よ
い
。
投
げ
入
れ
教
材
を
用
い
て
も

よ
い
が
、
新
品
の
教
科
書
が
目
の
前
に
あ
る
。
冒
頭

に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
詩
や
文
学
教
材
を

使
う
よ
う
に
す
る
。

　

書
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
お
も
し
ろ
さ
、
豊
か
さ

は
、
声
に
乗
せ
て
表
出
し
て
み
て
感
じ
入
る
こ
と
が

多
い
。
ま
ず
は
一
人
で
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
。

意
味
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
が
あ
れ
ば
予
想
し
合
っ

て
も
よ
い
が
、
さ
っ
と
教
え
て
や
れ
ば
よ
い
。
書
か

れ
て
い
る
こ
と
ば
を
声
に
出
す
こ
と
、
教
室
に
読
み

声
が
響
く
こ
と
、
こ
と
ば
の
響
き
を
自
分
た
ち
の
耳

で
確
か
め
る
こ
と
を
大
事
に
し
た
い
。

　

ペ
ア
で
一
文
（
一
段
落
、
一
連
）
ず
つ
交
互
に
音

読
す
る
こ
と
、
グ
ル
ー
プ
で
順
番
に
音
読
す
る
こ
と

も
、
新
し
い
友
達
、
旧
知
の
仲
間
の
一
学
年
進
級
し

た
声
を
感
じ
る
場
と
し
て
意
味
が
あ
る
。

　

一
斉
音
読
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
。
は
じ
め
は

小
さ
な
声
で
あ
っ
た
り
、
不
揃
い
で
あ
っ
た
り
す
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
教
師
も
い
っ
し
ょ
に
読
ん
で

リ
ー
ド
す
る
。
揃
っ
て
き
た
ら
ほ
め
る
。
集
団
に
よ

言
語
活
動
を
楽
し
む
こ
と
の
実
感
と
期
待兵

庫
教
育
大
学
　
　
　

吉
川　

芳
則

　
年
度
の
最
初
の
授
業
は
、
児
童
生
徒
が
一
年
間
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
く
意
欲
や
態
度

を
形
成
す
る
大
切
な
時
間
と
な
り
ま
す
。
国
語
科
の
授
業
び
ら
き
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法

が
あ
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
紹
介
し
ま
す
。

授
業
び
ら
き
の
ア
イ
デ
ア
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る
ボ
リ
ュ
ー
ム
あ
る
声
の
響
き
、
心
地
よ
さ
は
、
学

校
で
な
い
と
経
験
で
き
な
い
。
今
後
の
音
読
活
動
へ

の
期
待
が
わ
く
。

　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か

相
談
さ
せ
、
ミ
ニ
群
読
の
よ
う
に
な
っ
て
も
お
も
し

ろ
い
。仲
間
と
い
っ
し
ょ
に
協
力
し
て
言
語
活
動（
音

読
）
を
す
る
。
声
を
響
か
せ
る
。
そ
の
こ
と
の
楽
し

さ
を
感
じ
取
ら
せ
た
い
。

短
作
文
と
し
て
の
書
く
こ
と

　

書
く
こ
と
は
苦
手
だ
、
面
倒
だ
と
思
っ
て
い
る
児

童
生
徒
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
子
ど
も
た

ち
に
「
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
授
業
で
は
、
気
楽
に
、

簡
単
に
鉛
筆
を
動
か
し
な
が
ら
、
書
く
こ
と
の
お
も

し
ろ
さ
、
よ
さ
に
触
れ
て
い
く
よ
う
に
す
る
よ
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
よ
う
に
す
る
。
短
作
文
と

し
て
の
書
く
こ
と
の
導
入
で
あ
る
。

　

短
作
文
と
い
う
の
は
、
一
語
、
一
文
、
二
文
、
一

段
落
、そ
し
て
二
〇
〇
字
程
度
ま
で
と
幅
は
あ
る
が
、

量
的
に
短
い
書
く
こ
と
を
言
う
。
学
習
者
に
と
っ
て

は
負
担
が
軽
く
、
長
い
作
文
を
書
く
こ
と
の
土
台
作

り
と
し
て
も
機
能
す
る
。

　

例
え
ば
、第
一
教
材
の
詩
や
文
学
教
材
を
読
ん
で
、

読
後
の
感
想
を
書
く
と
す
る
。
こ
こ
で
長
々
と
書
か

せ
た
の
で
は
「
ま
た
今
年
も
か
…
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
短
作
文
の
発
想
を
借
り
て

「
読
ん
だ
感
想
を
一
語
で
書
い
て
み
よ
う
」
と
い
う

ふ
う
に
す
る
。
ど
う
し
て
そ
の
一
語
に
し
た
の
か
、

理
由
を
一
文
（
一
行
）
で
書
い
て
付
け
足
し
て
お
く
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
付
録
。

あ
く
ま
で
「
一
語
で
」
に
と
ど
め
て
お
く
。

　

一
語
で
書
き
に
く
い
子
に
は
、二
語
に
な
っ
て
も
、

一
文
で
表
す
こ
と
に
な
っ
て
も
認
め
る
よ
う
に
す

る
。
気
軽
に
書
く
、
ち
ょ
っ
と
書
き
留
め
る
。
そ
の

感
覚
が
い
い
こ
と
な
の
だ
と
伝
え
、
取
り
組
み
や
す

さ
に
気
づ
か
せ
た
い
。

　

短
作
文
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語

（
詩
）
の
中
で
心
に
残
っ
た
（
気
に
入
っ
た
、好
き
な
）

こ
と
ば
を
一
つ
（
二
つ
）
選
ん
で
、
ノ
ー
ト
に
書
い

て
お
く
。
こ
う
し
た
形
で
の
感
想
を
書
く
こ
と
も
簡

単
に
で
き
て
楽
し
い
。
い
ず
れ
も
読
む
こ
と
と
書
く

こ
と
を
関
連
さ
せ
た
言
語
活
動
で
あ
る
。

話
し
て
伝
え
る

　

右
に
述
べ
た
短
作
文
と
し
て
書
い
た
こ
と
は
、
隣

の
子
に
、
グ
ル
ー
プ
の
子
に
ど
ん
ど
ん
話
し
て
伝
え

る
よ
う
に
す
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
書

い
た
の
か
、
理
由
を
話
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
席

を
立
っ
て
も
い
い
か
ら
、
五
人
の
友
達
に
話
し
て
あ

げ
よ
う
と
い
う
活
動
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

本
来
、
思
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
お
し
ゃ
べ

り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
楽
し
い
活
動
で
あ
る
。
国

語
科
の
授
業
に
も
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
て
、
多
様
な

考
え
、
発
想
が
生
ま
れ
る
機
会
、
場
と
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
ま
し
て
最
初
の
授
業
で
も
あ
る
。
気
楽

に
友
達
に
話
し
て
伝
え
る
、
相
手
の
考
え
を
聞
い
て

あ
げ
る
場
を
設
定
し
、
伝
え
合
う
こ
と
の
楽
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
時
間
に
し
た
い
。

　

読
ん
だ
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
書
い
た
こ
と
は
、

互
い
に
伝
え
合
い
、
情
報
交
換
し
て
、
ま
た
自
分
の

考
え
に
生
か
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
楽
し
み

な
が
ら
行
う
国
語
科
授
業
に
な
る
と
い
う
予
告
を
、

話
し
て
伝
え
る
言
語
活
動
を
実
際
に
経
験
さ
せ
る
中

で
行
う
よ
う
に
す
る
。

お
わ
り
に

　

ス
タ
ー
ト
の
授
業
と
い
う
こ
と
で
、
特
別
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
設
定
し
て
児
童
生
徒
の
興
味
を
ひ
く
こ
と
も

考
え
ら
れ
て
よ
い
。

　

し
か
し
本
稿
で
述
べ
た
の
は
、
国
語
科
の
授
業
で

は
話
す
・
聞
く
、
書
く
、
読
む
言
語
活
動
を
楽
し
く
、

学
級
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
行
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
と
い
う
今
後
の
授
業
の
基
本
方
針
を
実
感
さ

せ
、
期
待
を
持
た
せ
る
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の

性
格
を
持
っ
た
授
業
び
ら
き
で
あ
る
。

　

押
し
つ
け
ず
、
子
ど
も
た
ち
に
気
づ
か
せ
る
と
い

う
ス
タ
ン
ス
を
大
事
に
し
た
い
。

き
っ
か
わ　

よ
し
の
り 

兵
庫
教
育
大
学
教
授
。
国
語
教
育
探

究
の
会
事
務
局
長
。
説
明
的
文
章
領
域
を
中
心
に
、
学
習
活
動

の
構
成
と
展
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
。

■特集　授業びらきのアイデア
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「
国
語
の
授
業
初
め
は
楽
し
い
活
動
に
し
た
い
。」

と
は
、
誰
し
も
思
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど

も
た
ち
の
学
習
へ
の
期
待
が
最
も
ふ
く
ら
ん
で
い
る

四
月
、「
楽
し
か
っ
た
」
で
終
わ
ら
せ
て
は
も
っ
た

い
な
い
。
今
後
一
年
間
の
学
習
に
つ
な
が
っ
て
い
く

よ
う
な
活
動
を
工
夫
し
た
い
。

話
し
合
い
方
を
学
ば
せ
る

　

工
藤
直
子
さ
ん
の
詩
集『
の
は
ら
う
た
』（
童
話
屋
）

は
、
野
原
の
住
人
た
ち
が
し
ゃ
べ
っ
た
り
歌
っ
た
り

し
た
言
葉
を
書
き
留
め
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
お

り
、
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
詩
も
大
好
き
で
あ
る
。

　

四
月
初
め
の
国
語
の
学
習
に
お
い
て
、私
は
よ
く
、

そ
の
「
創
作
上
の
作
者
」
を
考
え
る
と
い
う
学
習
を

行
っ
た
。

　

ま
ず
、
創
作
上
の
作
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま

に
、「
の
は
ら
う
た
」
の
中
の
一
編
を
私
が
読
む
。

　
　

は
る
が
き
た

も
も
い
ろ
の　

す
き
と
お
る　

み
み
に

き
こ
え
て
く
る　

は
る
の　

ひ
び
き

お
か
の
う
え
か
ら　

ら
ん
・
ら
ん

た
ん
ぽ
ぽ
の　

ふ
か
ふ
か
の
う
た

　

そ
し
て
、
野
原
の
住
人
の
誰
の
言
葉
か
を
当
て
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
た
い
て
い
、
詩
の
中
に
で
て
く
る

言
葉
に
目
を
つ
け
て
「
タ
ン
ポ
ポ
だ
」
と
言
う
。

　

そ
こ
で
、
ど
こ
の
表
現
か
ら
わ
か
っ
た
か
も
発
表

す
る
よ
う
伝
え
た
の
ち
、
も
う
一
度
読
ん
で
み
る
。

そ
の
う
ち
に
、「
も
も
い
ろ
の　

す
き
と
お
る　

み

み
」
と
い
っ
た
表
現
に
気
づ
き
、「
う
さ
ぎ
」
と
い

う
答
え
も
出
て
く
る
。（『
の
は
ら
う
た
』
で
は
、
こ

の
詩
の
作
者
は
「
う
さ
ぎ
ふ
た
ご
」
と
な
っ
て
い
る
）

　

こ
こ
で
、「
は
い
、
正
解
で
す
。
こ
の
詩
の
作
者
は

う
さ
ぎ
で
す
。」
と
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、

話
し
合
い
の
力
は
育
た
な
い
。
前
の
児
童
の
発
言
に

つ
な
げ
て
話
す
よ
う
指
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
私
も
○
○
さ
ん
と
同
じ
で
、
う
さ
ぎ
だ
と
思
い

ま
す
。
う
さ
ぎ
の
耳
の
内
側
は
ピ
ン
ク
を
し
て
い
る

か
ら
で
す
」

　
「
ぼ
く
も
う
さ
ぎ
が
歌
っ
て
い
る
か
な
と
思
い
ま

し
た
。
丘
の
上
か
ら
、
タ
ン
ポ
ポ
の
綿
毛
が
飛
ん
で

き
た
こ
と
を
『
ふ
か
ふ
か
の
う
た
』
と
言
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。」

　

こ
ん
な
発
言
が
出
る
と
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、

「
オ
ー
」
と
い
う
歓
声
が
あ
が
っ
た
り
す
る
。

　

こ
の
学
習
で
は
、「
創
作
上
の
作
者
」
を
当
て
る

こ
と
が
ね
ら
い
な
の
で
は
な
い
。
友
達
の
言
葉
を
聞

く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
自
分

の
考
え
を
深
め
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
友
達
の
意

見
と
関
連
付
け
て
自
分
の
意
見
を
発
信
し
て
い
く
こ

と
、
そ
う
い
う
学
習
の
仕
方
を
身
に
付
け
さ
せ
て
い

く
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
の
発
言
を
つ
な
い
で
い
く
の
は
、
低

学
年
は
教
師
で
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
年
が
進

む
に
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
同
士
で
つ
な
い
で
い
け

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、「
の
は
ら
う
た
」
の
中
に
は
「
創
作
上
の

作
者
」が
詩
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
教
材
と
し
て
適
さ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

書
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る

　

作
文
が
嫌
い
な
理
由
を
聞
く
と
、「
書
く
こ
と
が

な
い
」「
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」「
め
ん
ど
う
く
さ

い
」
と
い
っ
た
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

楽
し
く
学
び
な
が
ら
、一
年
間
の
基
礎
を
作
る

横
浜
国
立
大
学
　
　
　

白
井　

達
夫

p04-05_特集_26.indd   4 12.3.23   11:27:05 AM



5

■特集　授業びらきのアイデア

学
年
初
め
か
ら
本
格
的
に
書
く
指
導
を
行
う
と
、
そ

ん
な
気
持
ち
を
助
長
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
私
は
「
春
、
見
つ
け
た
よ
」
と
い
う
ミ

ニ
単
元
を
作
り
、
自
分
の
見
つ
け
た
春
ら
し
さ
を
短

文
に
ま
と
め
さ
せ
る
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

方
法
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
教
室
に
花
の
な
い
桜
の
木
を
書
い
た
も

の
（
模
造
紙
大
）
を
掲
示
し
て
お
き
、
そ
ば
に
、
葉

書
の
二
分
の
一
く
ら
い
の
大
き
さ
に
切
っ
た
ピ
ン
ク

の
色
画
用
紙
を
た
く
さ
ん
置
い
て
お
く
。
子
ど
も
た

ち
は
春
を
見
つ
け
た
ら
、
ピ
ン
ク
の
色
画
用
紙
を
桜

の
花
び
ら
の
形
に
切
り
抜
き
、
そ
こ
に
自
分
の
見
つ

け
た
春
を
書
き
込
み
、
模
造
紙
の
木
に
貼
り
付
け
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

貼
ら
れ
た
花
び
ら
カ
ー
ド
が
増
え
る
に
つ
け
、
幹

と
枝
だ
け
だ
っ
た
桜
の
木
が
満
開
に
な
っ
て
い
く
。

子
ど
も
た
ち
の
意
欲
は
、
自
然
と
高
ま
り
、
い
ろ
い

ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
春
を
探
し
て
、
カ
ー
ド
に
書
く
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。

　
「
校
庭
の
す
み
に
、
黄
色
い
タ
ン
ポ
ポ
が
咲
い
て

い
ま
し
た
。」

　
「
学
校
へ
来
る
と
き
、
風
が
、
や
さ
し
く
な
っ
た

よ
。」

　

目
の
付
け
所
の
良
い
カ
ー
ド
や
、
表
現
が
工
夫
さ

れ
て
い
る
カ
ー
ド
な
ど
を
教
師
が
紹
介
す
る
こ
と

で
、
題
材
探
し
の
目
や
表
現
方
法
の
多
様
さ
な
ど
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

秋
に
、
い
ち
ょ
う
の
木
を
つ
か
っ
て
「
秋
、
見
つ

け
た
よ
」
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
子

ど
も
た
ち
は
案
外
敏
感
に
、
季
節
の
変
化
を
感
じ

取
っ
て
い
る
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　

も
う
一
つ
の
方
法
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
い
、

個
人
ご
と
に
見
つ
け
た
春
を
、
こ
ち
ら
も
花
び
ら
型

の
カ
ー
ド
に
書
い
て
収
集
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

用
意
す
る
の
は
、
片
面
が
青
く
、
片
面
が
白
い
色

画
用
紙
で
あ
る
。（
な
け
れ
ば
青
い
色
画
用
紙
で
も

よ
い
）

　

色
画
用
紙
を
二
つ
折
り
し
て
、
そ
の
白
い
方
の
左

側
に
は
春
に
ま
つ
わ
る
詩
を
印
刷
し
て
お
く
。

　

私
は
自
作
の
詩
（
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な

い
が
…
）
を
用
い
た
。

　
　

春
の
詩　

真
新
し
い
ノ
ー
ト
を
開
け
て

春
の
詩
を
書
こ
う
と
し
た
ら

真
新
し
い
ノ
ー
ト
の
上
に

ひ
ら
ひ
ら
と
さ
く
ら
の
花
び
ら

ぼ
く
は

そ
う
っ
と　

そ
っ
と

ノ
ー
ト
を
閉
じ
た

　

右
側
の
ペ
ー
ジ
は
空
白
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
子
ど

も
た
ち
は
自
分
の
見
つ
け
た
春
を
、
ピ
ン
ク
の
花
び

ら
型
の
カ
ー
ド
に
書
い
て
貼
っ
て
い
く
。
前
日
に
春

を
探
し
て
く
る
よ
う
課
題
を
出
し
て
お
い
て
も
よ
い

し
、
ク
ラ
ス
全
員
で
校
庭
な
ど
を
散
歩
し
、
春
を
さ

が
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
だ
ろ
う
。

本
好
き
な
子
を
育
て
る

　

四
月
だ
け
で
な
く
継
続
的
に
行
っ
て
い
く
と
い
う

意
味
で
は
「
授
業
び
ら
き
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
そ

ぐ
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
低
学
年
を
担
任
し
た

時
に
は
特
に
、
毎
朝
読
み
聞
か
せ
を
続
け
て
き
た
。

あ
ま
り
難
し
く
考
え
る
と
長
続
き
し
な
い
の
で
、
私

は
子
ど
も
た
ち
に
一
つ
だ
け
約
束
し
、
そ
れ
だ
け
は

守
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
年
間
、
毎
日

続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
校
に
来
れ
ば
先
生

の
読
み
聞
か
せ
が
聞
け
る
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ

と
だ
け
は
守
り
続
け
た
い
と
考
え
た
。

　

読
み
聞
か
せ
に
使
う
本
は
図
書
室
に
行
っ
て
選
ん

で
い
た
が
、
し
ば
ら
く
続
け
て
い
る
と
、「
先
生
、

こ
の
本
読
ん
で
」
と
持
っ
て
く
る
子
も
出
始
め
た
の

で
、
な
る
べ
く
期
待
に
添
う
よ
う
に
し
た
。

　

教
師
の
読
み
聞
か
せ
は
低
学
年
で
行
う
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
が
、
中
学
年
以
上
で
実
施
し
て
も
、

子
ど
も
た
ち
は
案
外
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。

　

今
、
教
え
子
た
ち
に
出
会
う
と
授
業
の
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
読
み
聞
か
せ
の

こ
と
は
覚
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
驚
く
。

し
ら
い　

た
つ
お 

川
崎
市
の
公
立
小
学
校
を
退
職
後
、
現
在

は
横
浜
国
立
大
学
の
非
常
勤
講
師
。
主
な
著
書
に
、『
授
業
を

豊
か
に
す
る
28
の
知
恵
』（
三
省
堂
）
が
あ
る
。
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一
　
自
己
紹
介
は
印
象
深
く

　

先
ず
は
、
私
の
自
己
紹
介
か
ら
。

　

群
馬
大
学
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
高
橋
で

す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
。

　

群
馬
大
学
は
、
当
然
、
群
馬
県
に
あ
り
ま
す
。

群
馬
県
で
人
口
の
多
い
街
、
市
と
い
え
ば
、
高

崎
と
前
橋
で
す
。
そ
の
高0

崎
、
前
橋0

か
ら
一
字

ず
つ
貰
っ
て
高
橋
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
宜
し

く
ど
う
ぞ
。

　

こ
の
自
己
紹
介
で
、
群
馬
県
の
人
は
勿
論
、
群
馬

を
知
っ
て
い
る
人
は
、
確
実
に
我
が
名
を
記
憶
し
て

く
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
私
の
人
間
性
、
人

柄
に
も
興
味
を
抱
い
て
く
れ
る
。

　

名
前
と
勤
務
先
地
名
と
が
そ
ん
な
に
う
ま
く
対
応

す
る
と
は
う
ら
や
ま
し
い
と
か
、
そ
り
ゃ
あ
駄
洒
落

だ
よ
と
か
、
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
聞
き
手

の
多
く
は
、
瞬
間
的
に
面
白
い
と
感
じ
て
く
れ
る
。

そ
れ
が
大
事
で
あ
る
。「
名
前
＋
α
」の
効
果
で
あ
る
。

　

こ
の
自
己
紹
介
は
、
お
よ
そ
二
十
秒
。
自
己
紹
介

は
短
く
、
し
か
も
面
白
い
と
思
わ
せ
よ
う
。「
＋
α
」

の
「
面
白
い
」
は
、
興
味
付
け
に
つ
な
が
る
。
興
味

付
け
は
、
学
習
意
欲
の
喚
起
に
つ
な
が
る
。

　

四
月
、
授
業
開
き
の
自
己
紹
介
で
、
面
白
そ
う
な

教
師
で
あ
る
と
の
印
象
と
、
授
業
も
工
夫
し
て
く
れ

る
に
違
い
な
い
と
の
期
待
と
を
、
焼
き
付
け
よ
う
。

　

お
ど
け
ろ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
言
葉
使
用
の
面

白
さ
を
、
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
だ
。
話
す
も
書
く
も
、

ま
た
、
聞
く
も
読
む
も
、
国
語
の
学
習
は
、
こ
こ
か

ら
出
発
す
る
。

二
　
授
業
に
期
待
を
持
た
せ
る

　

私
の
姓
の
言
い
方
を
、
国
語
授
業
の
興
味
付
け
の

話
材
に
使
う
こ
と
が
あ
る
。

　
「
タ
カ
ハ
シ
」
と
い
う
姓
は
、
繰
り
返
し
て
い
る

う
ち
に
、「
タ
カ
ア
シ
」に
な
っ
て
し
ま
う
。人
に
よ
っ

て
は
、
私
の
短
い
足
に
チ
ラ
ッ
と
目
を
や
り
つ
つ
、

「
タ
カ
ア
シ
さ
ん
」
な
ど
と
言
う
。

　

時
間
が
あ
る
と
き
に
は
、
黒
板
に
ロ
ー
マ
字
で

「T
A

K
A

H
A

SH
I

」
と
板
書
し
、
日
本
語
の
語
中
・

語
尾
の
Ｈ
音
（
ハ
行
音
）
は
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
が

多
く
あ
り
ま
す
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
中
の
「H

A

」

の
子
音
「
Ｈ
」
を
消
し
て
、
や
お
ら
子
ど
も
た
ち
の

ほ
う
を
向
き
、「
皆
さ
ん
は
、ハ
行
を
き
ち
ん
と
言
っ

て
く
だ
さ
い
ね
」
と
結
ぶ
。

　

大
人
対
象
の
講
演
で
は
、「
何
歳
に
な
っ
て
も
、

Ｈ
の
要
素
が
落
ち
て
し
ま
う
の
は
、
悲
し
い
こ
と
で

す
」
と
言
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
こ
と
は
、

子
ど
も
に
は
絶
対
に
言
わ
な
い
。言
っ
た
と
し
た
ら
、

中
学
生
か
ら
は
嫌
わ
れ
る
し
、
小
学
生
か
ら
は
理
解

さ
れ
な
い
だ
け
だ
。
話
の
価
値
は
、
聞
き
手
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
る
の
だ
。

　

さ
て
、
子
ど
も
の
場
合
。
ハ
行
の
Ｈ
音
が
消
え
た

り
、
ワ
行
に
転
化
し
た
り
す
る
現
象
に
つ
い
て
、

ち
ょ
っ
と
話
す
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
だ
。

　
「
岩
（
イ
ハ
→
イ
ワ
）」「
貝
（
カ
ヒ
→
カ
イ
）」
の

例
や
、
動
詞
「
会
ふ
（
ア
フ
→
ア
ウ
）」「
買
ふ
（
カ

フ
→
カ
ウ
）」
の
例
を
示
し
つ
つ
話
し
て
や
る
と
、

学
年
に
よ
っ
て
は
、
相
当
な
興
味
を
示
し
て
く
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
音
韻
論
の
入
り
口
を
ほ
ん
の
少
し

覗
か
せ
た
だ
け
で
、
後
は
抑
え
て
お
く
が
よ
い
。

　

国
語
の
教
師
と
し
て
は
、
更
に
説
明
を
し
た
い
と

こ
ろ
だ
ろ
う
が
、詳
細
な
説
明
は
興
味
を
失
わ
せ
る
。

知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
な
と
、
反
感
を
抱
か
せ
る
。

　

自
己
紹
介
で
は
、さ
ら
り
と
や
っ
て
お
く
に
限
る
。

自
己
紹
介
で
印
象
付
け
、期
待
を
持
た
せ
る

前
群
馬
大
学
教
育
学
部
教
授
　
　

高
橋　

俊
三

p06-07_特集_26.indd   6 12.3.23   11:27:50 AM



7

■特集　授業びらきのアイデア

も
っ
と
知
り
た
い
な
と
思
わ
せ
て
お
い
て
、
後
日
授

業
の
時
に
、き
ち
ん
と
話
し
て
や
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
が
、
期
待
を
持
た
せ
る
自
己
紹
介
で
あ
る
。

三
　
趣
味
や
好
き
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る

　

子
ど
も
向
け
の
「
落
ち
」
で
は
な
い
の
だ
が
、
私

と
し
て
は
、
結
構
面
白
い
と
思
う
自
己
紹
介
ネ
タ
な

も
の
だ
か
ら
、
例
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

今
度
は
、「
高
橋
」
の
漢
字
に
纏
わ
る
話
だ
。

　
「
高
」
と
い
う
漢
字
に
は
、「
亠
な
べ
ぶ
た」
の
下
が
「
口く
ち

」

の
高
と
、
下
が
「は
し
ご」
の
髙
と
の
、
二
種
類
が
あ
る
。

私
の
戸
籍
は
「

」
な
の
だ
が
、
私
が
長
年
、
文
字

で
は
な
く
て
口
の
言
葉
の
教
育
、
つ
ま
り
音
声
言
語

教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、
公
的
に
は
、

少
な
く
と
も
日
中
は
、「
口
」
の
ほ
う
の
高
を
使
っ

て
い
る
。

　

と
、
言
っ
た
後
に
続
け
る
話
と
し
て
、
二
種
類
の

駄
洒
落
を
用
意
し
て
あ
る
。

　

そ
の
一
。
数
え
て
み
る
と
、「
高
」の
ほ
う
に「
口
」

が
二
つ
あ
る
。「
橋
」に
も
二
つ
。
合
せ
る
と
、「
口
」

が
四
つ
も
あ
る
。口
数
が
多
い
、な
ん
ち
ゃ
っ
て
。と
、

言
う
の
が
一
つ
。

　

そ
の
二
。
と
こ
ろ
が
、
夕
方
に
な
る
と
、
ど
う
い

う
も
の
か
、
私
は
、「
は
し
ご
」
が
好
き
に
な
る
。

と
、
言
う
の
が
、
も
う
一
つ
。

  

講
演
で
後
者
を
言
う
と
き
は
、
こ
こ
で
聴
衆
の
笑

い
を
期
待
す
る
の
だ
が
、
最
近
は
笑
う
の
は
あ
る
程

度
の
年
齢
を
過
ぎ
た
、し
か
も
男
性
諸
氏
で
あ
っ
て
、

女
性
や
若
い
人
た
ち
は
し
ら
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
る
。「
は
し
ご
酒
」
で
あ
る
こ
と
が
通
じ
な
い

の
だ
。
今
は
、「
は
し
ご
」
は
、
あ
ま
り
流
行
ら
な

い
ら
し
い
。
時
代
は
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
ま
し
て
、
子
ど
も
に
は
伝
わ
り
っ
こ
な
い
。

　

子
ど
も
に
は
、
他
の
話
題
を
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
、「
私
は
酒
が
好
き
で
す
」
と
言
っ
た

だ
け
で
は
、
面
白
く
も
何
と
も
な
い
。

四
　�

あ
だ
名
や
隠
れ
た
面
を
言
っ
て
、

興
味
付
け
る

　

自
己
紹
介
で
面
白
が
ら
れ
る
の
は
、
あ
だ
名
や
隠

れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
紹
介
だ
。

　

私
は
、別
名
「
怪
盗
レ
ン
ジ
」
と
名
乗
っ
て
い
る
。

江
戸
家
小
猫
さ
ん
（
現
在
は
猫
八
さ
ん
）
の
命
名
に

よ
る
あ
だ
名
で
あ
る
。

　

十
年
ほ
ど
前
ま
で
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
に
、『
お

母
さ
ん
の
勉
強
室
』
と
い
う
番
組
が
あ
っ
た
。
三
十

年
以
上
前
に
な
る
が
、そ
の
中
で
「
朗
読
で
楽
し
む
」

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
組
ま
れ
、
私
は
指
導
者
役
で
出

演
し
た
。
小
猫
さ
ん
は
司
会
役
で
あ
っ
た
。

　

初
対
面
で
名
刺
交
換
。
当
時
、
私
の
住
所
は
世
田

谷
区
、
勤
め
先
は
前
橋
市
。「
ど
の
よ
う
に
通か
よ

っ
て

い
る
の
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
た
。「
週
の
前
半
は

単
身
赴
任
で
す
よ
。
妻
の
作
っ
て
く
れ
た
冷
凍
食
品

を
車
に
積
ん
で
持
っ
て
い
き
、
電
子
レ
ン
ジ
で
解
凍

し
て
食
べ
て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
た
。
翌
日
の
休

憩
時
間
、「
先
生
、い
い
あ
だ
名
を
考
え
た
」と
言
う
。

聞
い
て
み
る
と
、「
先
生
は
、
解
凍
レ
ン
ジ
。
怪
盗

ル
パ
ン
ま
で
は
行
か
な
い
の
で
す
」
と
。

　

こ
れ
は
し
め
た
と
頂
い
た
の
が
、
こ
の
あ
だ
名
。

芸
人
さ
ん
は
、
面
白
い
こ
と
を
考
え
る
も
の
だ
。

　

実
は
テ
レ
ビ
に
出
た
こ
と
を
自
慢
し
た
い
面
も
何

割
か
は
あ
る
の
だ
が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
含
ま
せ
て
紹

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
分
、
和
ら
げ
ら
れ
る
。

五
　
自
己
紹
介
は
工
夫
し
て
　

　

と
こ
ろ
で
、
一
～
四
の
内
容
を
、
箇
条
的
に
、「
名

前
は
高
橋
で
す
。
言
い
方
は
タ
カ
ハ
シ
で
す
。
漢
字

の
書
き
方
は
、
…
…
」
と
言
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
は
小
学
校
低
学
年
生
の
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
。

教
師
は
話
し
方
の
プ
ロ
。
名
前
を
言
い
つ
つ
、
他
の

要
素
を
匂
わ
せ
る
。
感
じ
取
ら
せ
る
。
余
韻
が
大
切

だ
。

　

も
う
一
つ
付
け
加
え
。
新
学
期
は
転
入
生
が
い
る

こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。
自
己
紹
介
と
同
じ
く
、
他
者

紹
介
に
も
気
を
配
る
の
が
、プ
ロ
た
る
教
師
で
あ
る
。

た
か
は
し　

し
ゅ
ん
ぞ
う 

前
群
馬
大
学
教
授
、ILEC

言
語

教
育
文
化
研
究
所
常
務
理
事
、
話
力
総
合
研
究
所
特
別
講
師
、

日
本
朗
読
文
化
協
会
顧
問
。
現
在
、
話
す
こ
と
・
語
る
こ
と
・

語
り
合
う
こ
と
、
読
む
こ
と
・
読
み
合
う
こ
と
（
朗
読
・
群
読
）

の
実
演
と
指
導
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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は
じ
め
に

　

四
月
は
ど
の
児
童
も
期
待
と
不
安
を
胸
に
、
緊
張

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
春
の
明
る

さ
・
あ
た
た
か
さ
に
気
持
ち
を
乗
せ
て
友
達
と
一
緒

に
声
を
出
し
、
春
を
感
じ
ら
れ
る
活
動
を
す
る
こ
と

で
楽
し
く
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
い
。

一
　�

教
科
書
を
開
く
と
き

　

国
語
の
教
科
書
と
の
初
め
て
の
出
合
い
。
こ
れ
か

ら
学
ぶ
ワ
ク
ワ
ク
感
を
大
切
に
し
た
い
。
そ
の
た
め

教
科
書
を
開
く
と
き
の
に
お
い
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
月
の
初
め
に
し
か
感
じ

ら
れ
な
い
教
科
書
の
印
刷
の
に
お
い
で
あ
る
。
み
ん

な
で
心
を
合
わ
せ
て
開
き
、
ゆ
っ
く
り
と
大
き
く
息

を
吸
っ
て
春
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
丁
寧
に
折
り
目
を
つ
け
さ
せ
な
が
ら
、

目
次
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
。「
こ
の
話
が
読
み
た
い
。

楽
し
そ
う
！
」
と
会
話
を
し
な
が
ら
、
一
年
間
ど
ん

な
話
と
出
合
う
の
か
を
確
認
す
る
。
漢
字
の
ペ
ー
ジ

も
確
認
し
、「
た
く
さ
ん
の
漢
字
が
書
け
る
よ
う
に

な
る
」
と
い
う
こ
と
を
楽
し
み
に
さ
せ
る
。

二
　�

国
語
の
ノ
ー
ト
一
ペ
ー
ジ
目
は
、

春
の
ペ
ー
ジ

　

毎
回
開
く
ノ
ー
ト
だ
か
ら
こ
そ
一
ペ
ー
ジ
目
は
明

る
く
楽
し
い
ペ
ー
ジ
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
私
は
い
つ

も
「
春
の
詩
」
を
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。『
た
ん

ぽ
ぽ
』（
ま
ど
・
み
ち
お
）
の
詩
を
使
い
、春
の
ペ
ー

ジ
を
つ
く
っ
た
。

①
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
発
表
さ
せ
る
。「
明
る
い
」「
あ

た
た
か
い
」「
う
れ
し
く
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
全

員
に
発
表
さ
せ
る
。
発
表
し
た
ら
み
ん
な
で
拍
手
を

お
く
る
。
声
に
出
し
て
発
表
す
る
こ
と
は
楽
し
い
、

友
達
に
聞
い
て
も
ら
え
る
こ
と
は
嬉
し
い
と
い
う
経

験
を
さ
せ
る
。

②
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
詩
の
音
読
を
さ
せ
る
。
友
達

と
顔
を
見
合
わ
せ
な
が
ら
笑
顔
で
音
読
し
た
り
、
窓

の
外
の
春
空
を
見
な
が
ら
音
読
し
た
り
、
詩
の
内
容

に
合
う
動
き
を
入
れ
て
音
読
し
た
り
さ
せ
る
。

③
ノ
ー
ト
に
視
写
さ
せ
る
。
教
師
が
黒
板
に
少
し
ず

つ
句
読
点
の
位
置
等
を
確
認
し
な
が
ら
書
き
、
視
写

さ
せ
る
。
書
き
終
わ
っ
た
ら
詩
か
ら
想
像
す
る
絵
を

書
か
せ
る
。

④
ま
と
め
の
音
読
を
さ
せ
る
。
書
き
終
え
た
児
童
か

ら
黒
板
の
前
に

ノ
ー
ト
を
開
い
て

飾
っ
て
い
く
。
全

員
が
書
き
終
え
た

後
、
み
ん
な
で

ノ
ー
ト
を
眺
め
な

が
ら
音
読
を
さ
せ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
春
の
喜
び
を
感
じ
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
授
業
後
、
ノ
ー
ト
を
教
室
の

後
ろ
に
飾
る
と
教
室
が
一
気
に
明
る
く
な
っ
た
。
そ

し
て
国
語
の
時
間
に
ノ
ー
ト
を
開
け
る
た
び
に
明
る

く
あ
た
た
か
い
春
の
詩
の
ペ
ー
ジ
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
「
春
の
詩
」
は
、
春
の
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
恰
好

の
教
材
で
あ
る
。

ひ
ら
た　

そ
の 

現
在
は
千
葉
大
学
大
学
院
で
佐
藤
宗
子
教

授
の
も
と
、
児
童
文
学
や
、
読
書
教
育
に
つ
い
て
研
究
を
し
て

い
る
。

春
の
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
授
業
び
ら
き

―
低
学
年
に
お
け
る
詩
の
学
習
を
通
じ
て
―

千
葉
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
　
　

平
田　

園
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■特集　授業びらきのアイデア

一
　
元
気
な
声
で
「
あ
い
う
え
お
」

　

授
業
開
始
の
あ
い
さ
つ
の
後
「
お
な
か
に
手
を
あ

て
」
と
お
腹
に
手
を
当
て
て
子
供
た
ち
に
呼
び
か
け

る
。
子
供
た
ち
は
す
ぐ
に
応
じ
る
。
そ
の
ま
ま「『
あ

い
う
え
お
』
と
言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
誘
う
。
ま

だ
、書
け
な
い
子
が
い
た
と
し
て
も
、「
あ
い
う
え
お
」

は
知
っ
て
い
る
。
元
気
い
っ
ぱ
い「
あ
い
う
え
お
！
」

と
声
を
出
す
。
す
か
さ
ず
「
む
ね
に
て
を
あ
て
」
胸

に
手
を
当
て
て
呼
び
か
け
る
。「
あ
い
う
え
お
」
と

続
け
る
と
、子
供
た
ち
は
つ
い
て
く
る
。
そ
の
後
も
、

か
け
合
い
で
、
リ
ズ
ム
よ
く
楽
し
く
こ
の
詩
（
あ
ら

い　

た
け
こ
作
「
あ
い
う
え
お
」）
を
読
ん
で
い
く
。

読
む
と
い
っ
て
も
、口
伝
え
で
唱
え
、「
あ
い
う
え
お
」

を
楽
し
む
の
だ
。
最
後
の
三
行
「﹁
あ
い
う
え
お
﹂

は
／
母
音
と
い
っ
て
、
／
日
本
の　

こ
と
ば
の　

か

あ
さ
ん
で
す
」
は
教
師
が
読
む
。
こ
れ
を
、
国
語
の

時
間
の
最
初
に
く
り
返
す
と
、
一
週
間
後
に
は
教
師

の
部
分
も
唱
え
出
す
子
供
が
出
て
く
る
。
驚
き
を
交

え
て
ほ
め
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
子
供
た
ち
は
終
わ

り
の
三
行
ま
で
暗
唱
し
て
し
ま
う
。「
母
音
」
の
意

味
を
簡
単
に
説
明
し
て
丁
寧
に
言
う
よ
う
に
伝
え
る

と
、
ま
た
張
り
切
る
。

　

基
本
の
形
を
み
ん
な
が
暗
唱
し
た
頃
か
ら
、
違
う

体
の
部
位
を
加
え
た
り
、
教
科
書
の
「
く
ち
の
た
い

そ
う
」
を
入
れ
た
り
し
て
楽
し
む
。
ま
た
、
元
気
で

伸
び
や
か
な
声
を
ほ
め
て
、「
そ
の
声
で
今
日
勉
強

す
る
○
○
を
読
み
ま
し
ょ
う
。」
と
声
を
か
け
る
だ

け
で
、
子
供
た
ち
の
学
習
の
構
え
が
で
き
る
。

二
　
空
に
　
背
中
に
「
あ
い
う
え
お
」

　

一
年
生
は
文
字
を
書
く
学
習
に
も
意
欲
満
々
、
既

に
ず
い
ぶ
ん
書
き
慣
れ
て
い
る
子
供
も
い
る
。
正
し

い
筆
順
や
十
字
リ
ー
ダ
ー
を
意
識
し
た
字
形
、
と

め
・
は
ね
・
は
ら
い
に
着
目
さ
せ
た
い
が
、「
知
っ

て
る
！
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
自
己
流
を
抜
け
出
せ

な
い
子
供
も
多
い
。
そ
ん
な
と
き
、
文
字
書
き
歌
付

き
で
書
く
と
う
ま
く
い
く
こ
と
が
あ
る
。
現
在
品
切

れ
に
な
っ
て
い
る
『
ひ
ら
が
な
あ
そ
び
の
授
業
』（
伊

東
信
夫
著　

太
郎
次
郎
社
）
に
た
く
さ
ん
の
ヒ
ン
ト

が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
そ
」
を
書
く
の
に
ソ
ー
ラ

ン
節
で
「
ヤ
ー
レ
ン
」
と
右
上
に
「
ソ
ー
ラ
ン
」
と

左
下
に
「
ソ
ー
ラ
ン
」
と
右
横
に
「
ソ
ー
ラ
ン
ソ
ー

ラ
ン
ソ
ー
ラ
ン
」
と
ゆ
っ
く
り
ふ
く
ら
ま
せ
て
し
っ

か
り
止
め
る
。
そ
し
て
み
ん
な
で
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と

で
き
た
字
を
見
る
。
な
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
で
あ

る
。
歌
は
子
供
た
ち
と
作
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
歌
に

合
わ
せ
て
、
空
の
ノ
ー
ト
に
、
練
習
帳
に
、
書
い
て

い
く
。「
お
家
の
人
の
背
中
に
書
く
」
な
ど
と
宿
題

を
出
す
と
「
歌
い
な
が
ら
書
い
て
く
れ
ま
し
た
」
と

連
絡
帳
が
届
く
こ
と
も
あ
る
。

三
　
連
載
読
み
聞
か
せ
「
あ
い
う
え
お
」

　

文
字
を
書
く
学
習
の
後
、
私
は
、
ご
ほ
う
び
の
よ

う
に
そ
の
日
に
習
っ
た
文
字
の
お
話
を
読
み
聞
か
せ

る
。『
あ
い
う
え
お
ば
け
だ
ぞ
』（
五
味
太
郎
著　

絵

本
館
）、『
あ
い
う
え
お
ば
け
で
す
』（
東
君
平
著　

フ
レ
ー
ベ
ル
館
）
他
、
い
ろ
い
ろ
な
本
が
あ
る
が
一

冊
決
め
て
お
く
と
、
平
仮
名
の
学
習
が
す
べ
て
終

わ
っ
た
と
き
に
一
冊
読
み
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
毎

時
間
少
し
ず
つ
連
載
風
に
読
み
進
め
る
こ
と
で
、
お

話
を
予
想
し
た
り
、
作
っ
た
り
し
て
楽
し
む
姿
も
生

ま
れ
て
く
る
。

の
ざ
わ　

あ
や 

昭
島
市
立
共
成
小
学
校
主
任
教
諭
。

「
あ
い
う
え
お
」を
ま
る
ご
と
楽
し
む
国
語
入
門

─
ピ
カ
ピ
カ
の
一
年
生
と「
あ
い
う
え
お
」を
柱
に
、楽
し
く
勉
強
を
始
め
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
─

東
京
都
昭
島
市
立
共
成
小
学
校
　
　

野
澤　

文
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新
し
い
学
期
が
始
ま
り
、
生
徒
た
ち
は
新
鮮
な
気

持
ち
で
授
業
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な

新
学
期
の
授
業
び
ら
き
は
一
年
間
の
学
習
の
見
通
し

を
も
た
せ
る
た
め
の
大
切
な
時
間
で
あ
る
。
学
習
の

進
め
方
や
自
己
紹
介
、
ノ
ー
ト
の
取
り
方
な
ど
取
り

組
み
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
こ
の
時
間
で

一
番
伝
え
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
学
ん
で
い
く
言

葉
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
。
日
本
語
の
奥
深
さ
を
感

じ
さ
せ
、「
国
語
の
学
習
は
お
も
し
ろ
い
」「
も
っ
と

勉
強
し
て
み
た
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
た
い
。

　

授
業
び
ら
き
の
時
間
に
行
っ
て
い
る
漢
字
ク
イ
ズ

を
紹
介
し
た
い
。

　

月
の
呼
び
名
と
し
て
弥
生
や
皐
月
な
ど
の
異
名
が

あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

他
に
も
多
彩
で
美
し
い
表
現
が
日

本
語
に
は
存
在
す
る
。
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
異
名

は
多
い
も
の
で
は
、
な
ん
と
五
十

以
上
も
あ
る
。
月
の
名
前
と
い
う

親
し
み
や
す
い
題
材
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
美
し
い
呼
び
名
に
は
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
る
。
そ
の
異

名
を
漢
字
ク
イ
ズ
と
し
て
出
題
し

て
い
る
。

　

ま
ず
、
個
人
で
そ
れ
ぞ
れ
が
何

月
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
と
、そ
の
理
由
を
考
え
る
。
次
に
、グ
ル
ー

プ
で
の
初
め
て
の
活
動
と
し
て
話
し
合
い
を
行
う
。

例
え
ば
、「
愛
逢
月
」は「
め
で
あ
い
づ
き
」と
言
い
、

牽
牛
と
織
姫
が
出
会
う
七
月
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

愛
し
合
う
者
同
士
が
出
会
う
と
言
わ
れ
る
七
夕
に
ち

な
ん
だ
美
し
い
言
葉
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、「
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
が
あ
る
の
で
二
月
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
見
や
「
新
し
い
人
と
の
出
会
い
が
あ
る
四

月
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
な
が
ら
、
自

分
自
身
の
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
、
言
葉
に
対
す
る
見
方

を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
風
待
月
」

は
涼
し
い
風
が
吹
い
て
ほ
し
い
と
感
じ
る
六
月
を
、

「
夢
見
月
」
は
夢
見
草
と
も
呼
ば
れ
る
桜
が
咲
く
三

月
を
表
す
。

　

生
徒
た
ち
は
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、
自
分
た

ち
が
学
ぶ
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
い
て
い
く
。

日
本
語
の
美
し
さ
を
実
感
し
、
こ
の
一
年
間
で
よ
り

多
く
の
言
葉
と
出
会
い
た
い
と
い
う
意
欲
を
抱
か
せ

る
授
業
び
ら
き
に
し
た
い
。

は
と　

み
ゆ
き 

鹿
児
島
市
立
西
紫
原
中
学
校
教
諭
。「
生
徒

自
身
の
言
葉
の
世
界
を
広
げ
て
い
く
指
導
」
に
つ
い
て
研
究
を

続
け
て
い
る
。

美
し
い
日
本
語
と
の
出
会
い

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
立
西
紫
原
中
学
校
　
　

波
戸　

三
幸

漢
字
ク
イ
ズ

　

そ
れ
ぞ
れ
何
月
を
指
す
こ
と
ば
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
理
由
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

理
由

・
愛め
で

逢あ
い

月づ
き

（　

）
月
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

・
風か
ぜ

待ま
ち

月づ
き

（　

）
月
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

・
夢ゆ
め

見み

月づ
き

（　

）
月
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
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■特集　授業びらきのアイデア

一
　「
優
劣
の
か
な
た
」
を
心
が
け
る

　

本
誌
25
号
の
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
「
虚
心
坦
懐
に
聞
く

耳
を
」（
三
宮
麻
由
子
、
p1
）
に
は
、
は
っ
と
さ
せ

ら
れ
た
。
未
読
の
方
の
た
め
に
冒
頭
の
み
記
す
と
、

「
あ
る
中
学
校
で
特
別
授
業
を
し
た
後
、
生
徒
の
感

想
が
送
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
部

が
『
感
想
』
で
は
な
く
『
評
価
』
の
文
章
だ
っ
た
の

で
愕
然
と
し
た
」
そ
う
で
あ
る
。
本
校
で
も
そ
の
傾

向
が
あ
り
、
決
し
て
他
人
事
と
は
い
え
な
い
。

　

ど
う
す
れ
ば
虚
心
坦
懐
に
聞
く
耳
が
育
つ
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、
大
村
は
ま
の
言
う
よ
う
に

「
学
び
ひ
た
り
／
教
え
ひ
た
ろ
う
／
優
劣
の
か
な
た

で
。」（
自
作
詩
「
優
劣
の
か
な
た
に
」）
を
心
が
け

る
し
か
な
い
。
誰
、
あ
る
い
は
ど
こ
が
優
れ
て
い
る

と
か
劣
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
気
に
す
る
暇

な
ど
な
く
必
死
に
学
習
に
取
り
組
む
雰
囲
気
こ
そ
、

四
〇
人
も
の
生
徒
が
同
時
に
学
ぶ
日
本
の
教
室
で
、

四
〇
人
の
力
を
最
大
限
引
き
出
す
の
に
、
何
よ
り
も

ま
ず
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

二
　�「
違
い
に
学
び
知
る
か
ら
始
ま
る
」

と
は

　

国
語
の
教
室
は
特
に
、
安
心
し
て
自
分
の
声
を
出

し
、
そ
の
声
を
互
い
に
受
け
止
め
合
え
る
空
間
に
し

た
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
生
徒
は
優
劣
を
気
に
し
、

牽
制
し
合
い
、
互
い
に
同
調
を
強
い
て
、
言
葉
を
発

し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
近
年
、
大
村
の
言
葉

を
自
分
な
り
に
咀
嚼
し
て
、
授
業
開
き
か
ら
年
中
こ

と
あ
る
ご
と
に
「
互
い
の
〝
違
い
〟
に
学
べ
」「〝
知

る
〟
こ
と
は
学
習
の
ま
だ
入
口
だ
」
と
生
徒
に
言
い

聞
か
せ
て
い
る
。

三
　
班
交
流
に
注
文
、
笑
い
に
切
り
返
す

　

と
は
い
え
、
言
う
だ
け
で
は
浸
透
し
な
い
。
そ
こ

で
、
四
月
の
で
き
る
だ
け
早
い
段
階
か
ら
四
人
程
度

の
学
習
班
で
の
意
見
交
流
を
仕
組
む
。
牽
制
や
同
調

か
ら
、
生
徒
は
決
ま
っ
て
、
互
い
の
共
通
点
を
ま
と

め
れ
ば
話
し
合
い
を
や
め
る
。
そ
こ
で
「
自
分
だ
け

の
発
見
や
、
他
の
誰
か
さ
ん
だ
け
の
発
見
、
ま
た
互

い
の
相
違
点
も
見
つ
け
、
そ
の
差
の
由
来
を
こ
そ
話

し
合
え
」
と
注
文
を
つ
け
、
話
し
合
い
を
促
す
。

　

ま
た
、
授
業
で
は
と
も
す
る
と
、
級
友
の
失
敗
が

笑
い
の
種
に
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
教
室
で
起
き

る
そ
ん
な
笑
い
の
初
回
を
絶
対
に
見
逃
さ
ず
、「
で

き
な
い
こ
と
に
挑
む
の
が
学
校
、
失
敗
は
笑
う
な
！

そ
れ
よ
り
、面
白
か
っ
た
の
は
日
本
語
の
ど
の
点
？
」

と
間
を
置
か
ず
切
り
返
し
、
関
心
の
対
象
を
友
の
失

敗
か
ら
日
本
語
の
あ
り
よ
う
へ
振
り
向
け
、
か
つ
自

分
の
無
知
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
も
し
て
い
る
。

　

こ
の
指
導
を
そ
の
後
も
浸
透
す
る
ま
で
繰
り
返
す

こ
と
で
、
指
導
者
の
本
気
度
が
生
徒
に
伝
わ
る
。

四
　
交
流
が
あ
り
笑
い
の
あ
る
活
動
例

　

以
上
か
ら
、
優
劣
が
気
に
な
ら
ず
、
生
徒
間
の
交

流
が
促
さ
れ
、
明
る
い
笑
い
の
起
き
る
活
動
が
特
に

春
に
は
好
ま
し
い
。
例
え
ば
こ
ん
な
活
動
が
よ
い
。

・�

広
告
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
分
類
→
型
を
ま
ね

た
フ
レ
ー
ズ
を
自
作
し
自
分
の
名
刺
に
入
れ
る

・�

校
庭
を
散
策
し
春
の
一
品
を
ご
く
簡
単
な
水
彩
画

に
→
シ
ョ
ウ
ア
ン
ド
テ
ル
式
で
絵
手
紙
ス
ピ
ー
チ

　

楽
し
い
活
動
を
ぜ
ひ
工
夫
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

ふ
な
は
し　

ひ
で
あ
き 

日
本
国
語
教
育
学
会
理
事
。
全
国
大

学
国
語
教
育
学
会
会
員
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所「
評
価
規
準
、

評
価
方
法
等
の
工
夫
改
善
に
関
す
る
調
査
研
究
」
協
力
者
。

違
い
に
学
び
、知
る
か
ら
始
ま
る
、学
び
合
う
教
室
へ

滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
　
　

舟
橋　

秀
晃

p011_特集_26.indd   11 12.3.23   11:30:19 AM
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実践
交流
小学国語

一
　
は
じ
め
に

　

低
学
年
の
子
ど
も
は
、
音
読
が
大
好
き
で
あ
る
。

ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
喜
び
、文
字
を
読
む
こ
と
そ
の
も
の
を
楽
し
む
。

ク
ラ
ス
の
友
達
と
一
緒
に
、
ま
た
は
一
人
で
も
、
大

き
な
声
で
一
生
懸
命
音
読
に
取
り
組
め
る
。

　

こ
の
子
ど
も
た
ち
が
大
好
き
な
音
読
を
、
物
語
を

読
む
学
習
に
取
り
入
れ
た
い
と
考
え
た
。
文
章
を
す

ら
す
ら
読
み
進
め
る
た
め
の
音
読
で
は
な
く
、
物
語

を
読
み
深
め
る
た
め
の
思
考
を
伴
う
音
読
で
あ
る
。

　

し
か
し
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
音
声

言
語
だ
け
で
登
場
人
物
の
心
情
を
表
現
す
る
の
は
難

し
い
。
そ
こ
で
、
抵
抗
感
な
く
楽
し
ん
で
学
習
に
取

り
組
め
る
言
語
活
動
と
し
て
、
声
と
簡
単
な
身
体
の

動
き
と
を
付
け
加
え
る
音
読
劇
を
取
り
入
れ
た
単
元

を
構
想
し
た
。

二
　
音
読
劇
を
取
り
入
れ
る
利
点

・
音
読
が
大
好
き
な
子
ど
も
た
ち
の
学
習
意
欲
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
内
容
の
理
解
が
深
ま
る
。
自
分
の
声
を
自
分
で
聞

き
な
が
ら
、
文
章
の
意
味
を
確
認
で
き
る
。
文
字

言
語
を
音
声
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
を
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
る
の
で
、
豊
か
に
想

像
を
広
げ
な
が
ら
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
や
、
登

場
人
物
の
行
動
や
言
動
を
読
み
深
め
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
。

・
他
者
と
の
交
流
が
で
き
る
。
読
み
手
の
解
釈
に

よ
っ
て
異
な
る
表
現
に
な
る
た
め
、
音
読
劇
を
聞

き
合
い
な
が
ら
、
「
自
分
は
～
と
考
え
た
の
で
、

こ
の
よ
う
に
読
ん
だ
」
「
自
分
な
ら
～
と
考
え
る

の
で
、
こ
の
よ
う
に
読
む
」
と
考
え
を
伝
え
合
う

場
を
設
定
で
き
る
。

三
　
単
元
の
構
想

（
一
）
単
元
名　

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
、

�

音
読
劇
を
し
よ
う

（
二
）
教
材
名�

『
お
手
紙
』
ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
作

（『
小
学
生
の
こ
く
ご　

二
年
』三
省
堂
）

（
三
）
目
標

・
登
場
人
物
の
行
動
や
言
動
か
ら
、
心
情
の
変
化
を

想
像
し
て
読
む
。�

（
読
む
こ
と
）

・
語
や
文
と
し
て
の
ま
と
ま
り
や
内
容
、
響
き
、
登

場
人
物
の
心
情
の
変
化
な
ど
に
つ
い
て
考
え
な
が

ら
、
工
夫
し
て
音
読
劇
を
行
う
。�

（
読
む
こ
と
）

（
四
）�

単
元
計
画
（
全
九
時
間
）

　

第
〇
次　
（
事
前
学
習　

読
書
の
時
間
）

　
　

ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
の
作
品
を
読
も
う
。

　

第
一
次
（
二
時
間
）

　
　

学
習
課
題
を
設
定
し
よ
う
。

　

第
二
次
（
四
時
間
）

　
　

音
読
劇
を
す
る
た
め
に
『
お
手
紙
』
を
読
も
う
。

　

第
三
次
（
三
時
間
）

　
　

音
読
劇
発
表
会
を
し
よ
う
。

四
　
授
業
の
実
際

第
〇
次

　

国
語
の
時
間
で
は
な
く
、
朝
の
読
書
の
時
間
を

使
っ
て
、
ア
ー
ノ
ル
ド

=

ロ
ー
ベ
ル
の
作
品
を
担
任

が
読
み
聞
か
せ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
自
身
で
読
ん
だ

音
読
劇
で
読
む
力
を
育
て
る
指
導
の
工
夫

─『
お
手
紙
』の
実
践
を
通
し
て
─

群
馬
県
邑
楽
郡
千
代
田
町
立
東
小
学
校 

神
林　

美
紀
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二
枚
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
構
図
と
描
か
れ
て
い

る
二
人
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
表
情
が
違
う
こ
と

が
読
み
取
れ
た
。
そ
こ
で
、
二
人
の
表
情
の
根
拠
と

な
る
叙
述
を
文
中
か
ら
探
す
よ
う
指
示
す
る
と
、「
一

の
場
面
は
、
か
な
し
い
時
・
ふ
し
あ
わ
せ
な
気
も
ち

だ
と
書
か
れ
て
い
る
。」「
四
の
場
面
は
、
と
て
も
し

あ
わ
せ
な
気
も
ち
で
、
そ
こ
に
す
わ
っ
て
い
ま
し
た

と
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
音
読
劇
を
す
る
た
め
に

は
、「
ふ
し
あ
わ
せ
」
か
ら
「
し
あ
わ
せ
」
へ
と
心

情
が
変
化
す
る
場
面
の
読
み
方
が
大
切
で
あ
る
。
そ

の
変
化
を
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
、
三
時
間
目
に
並
べ

替
え
た
挿
絵
を
見
せ
な
が
ら
、「
か
え
る
く
ん
が
来

て
も
ず
っ
と
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
た
が
ま
く
ん
が
、
い

つ
の
間
に
か
か
え
る
く
ん
と
一
緒
に
窓
の
所
に
立
っ

て
話
を
し
て
い
る
。
が
ま
く
ん
は
い
つ
ベ
ッ
ド
か
ら

出
た
の
か
な
。」
と
、
問
い
か
け
た
。
す
ぐ
に
答
え

を
出
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
動
作
化
し
な
が
ら
音
読

す
る
時
間
を
設
定
し
、
考
え
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち

か
ら
出
た
意
見
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

・「
き
み
が
。」
と
言
っ
た
と
き
。

・
驚
い
て「
き
み
が
。」と
起
き
上
が
っ
て
、「
あ
あ
。」

の
と
こ
ろ
で
ベ
ッ
ド
か
ら
で
て
が
ま
く
ん
の
と
こ

ろ
に
近
寄
っ
て
い
っ
た
。

　
「
で
は
、
が
ま
く
ん
の
気
持
ち
を
変
え
た
の
は
ど

の
言
葉
な
の
。」
と
問
い
か
け
る
と
、
全
員
一
致
で
、

か
え
る
く
ん
の
「
だ
っ
て
、
ぼ
く
が
き
み
に
お
手
紙

り
す
る
時
間
を
設
け
た
。
他
の
作
品
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
関
係
性
に
つ

い
て
、多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

第
一
次

　
『
お
手
紙
』
を
読
ん
で
感
想
を
出
し
合
っ
た
。「
が

ま
く
ん
が
お
手
紙
を
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
。」「
か
え

る
く
ん
は
と
て
も
い
い
友
達
だ
と
思
う
。」
と
が
ま

く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
行
動
や
心
情
を
思
い
や
る
感

想
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
感
想
を
取
り
上
げ
、
二

人
の
心
情
を
読
み
取
っ
て
、「
が
ま
く
ん
と
か
え
る

く
ん
に
な
り
き
っ
て
、
音
読
劇
を
し
よ
う
」
と
い
う

学
習
課
題
を
設
定
し
た
。（
一
、二
時
間
目
）

第
二
次

　

第
三
次
の
音
読
劇
発
表
会
に
向
け
て
、
次
の
よ
う

な
学
習
を
し
た
。

　

物
語
の
大
体
の
内
容
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
挿

絵
だ
け
を
子
ど
も
た
ち
に
与
え
、
物
語
の
順
番
に
並

べ
替
え
を
さ
せ
た
（
三
時
間
目
）。
低
学
年
の
文
学

的
な
文
章
の
読
み
取
り
に
は
、
挿
絵
も
重
要
な
情
報

の
一
つ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
音
読
劇
の
背
景
を
作
る
た
め
に
、
場
面
分
け

を
し
た
（
四
時
間
目
）。
時
間
や
場
所
の
移
り
変
わ

り
で
場
面
が
変
わ
る
こ
と
を
教
え
、
四
つ
の
場
面
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

さ
ら
に
挿
絵
を
詳
細
に
見
比
べ
さ
せ
る
と
（
五
・

六
時
間
目
）、
文
章
の
前
半
と
後
半
に
、
玄
関
前
で

お
手
紙
を
待
つ
が
ま
く
ん
と
か
え
る
く
ん
の
挿
絵
が

だ
し
た
ん
だ
も
の
。」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
の
意

見
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
三
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
が
ま

く
ん
役
・
か
え
る
く
ん
役
・
地
の
文
を
読
む
役
と

な
っ
て
、
三
の
場
面
の
音
読
劇
を
練
習
し
た
。
ど
の

よ
う
に
読
め
ば
が
ま
く
ん
の
心
情
が
聞
き
手
に
伝
わ

る
の
か
考
え
さ
せ
、
声
の
大
小
（
大
き
く
す
る
場
合

は
三
重
線
小
さ
い
場
合
は
一
本
で
）
や
声
の
速
さ

（
ゆ
っ
く
り
の
場
合
は
波
線
）
や
簡
単
な
身
振
り
を

台
本
（
教
材
文
を
拡
大
し
た
も
の
）
に
書
き
こ
ま
せ

た
。

第
三
次

　

練
習
を
し
て
（
七
・
八
時
間
目
）、
音
読
劇
発
表
会

を
行
っ
た
（
九
時
間
目
）。
ク
ラ
ス
で
複
数
の
グ
ル
ー

プ
が
で
き
た
の
で
、
お
互
い
の
音
読
劇
を
真
剣
に
聞

き
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
「
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
、
音
読
劇
を
し
よ
う
」

を
最
終
目
標
に
し
て
、
学
習
を
進
め
て
き
た
。
単
元

を
構
想
す
る
中
で
、
特
に
意
識
し
た
の
は
、
第
二
次

の
学
習
を
音
読
劇
と
い
う
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
充
実

さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

今
後
も
子
ど
も
た
ち
の
読
む
力
を
育
て
る
授
業
づ

く
り
を
心
が
け
て
い
き
た
い
。

か
ん
ば
や
し　

み
き 

千
代
田
町
立
東
小
学
校
教
諭
。
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実践
交流
小学国語

一
　
は
じ
め
に

　

高
学
年
の
読
む
こ
と
の
目
標
は
、「
目
的
に
応
じ
、

内
容
や
要
旨
を
と
ら
え
な
が
ら
読
む
能
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
読
書
を
通
し
て
考
え
を
広
げ

た
り
深
め
た
り
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。」

と
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本

単
元
で
児
童
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
読
み
の
力
を
四

つ
に
絞
り
、
実
践
に
取
り
組
ん
だ
。

【
児
童
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
読
み
の
力
】

①
登
場
人
物
の
相
互
関
係
、
心
情
の
変
化
を
読
む
力

②
場
面
を
比
べ
て
、
物
語
全
体
を
読
む
力

③
優
れ
た
叙
述
を
味
わ
い
な
が
ら
読
む
力

④
文
章
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
伝
え
合
い
、
自
分

　

の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
力

　

ま
た
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
は
児
童
に
と
っ
て
難
解

で
、
物
語
の
世
界
に
入
り
込
め
な
い
児
童
も
い
る
。

そ
こ
で
、
読
み
の
力
を
明
確
に
し
て
取
り
組
む
こ
と

で
、児
童
に
読
み
の
力
が
高
ま
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

二
　
単
元
に
つ
い
て

（
一
）
単
元
名

「
お
す
す
め
本
を
紹
介
し
よ
う
」

　

～
ポ
ッ
プ
を
作
っ
て
本
の
よ
さ
を
伝
え
よ
う
～

（
二
）
単
元
計
画
（
全
八
時
間
）

①
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
ふ
れ
る
。

②
「
雪
わ
た
り
」
を
読
む
。

　

・
情
景
描
写
や
優
れ
た
表
現
を
読
む
。

　

・
登
場
人
物
の
行
動
会
話
か
ら
読
む

　

・
場
面
の
変
化
か
ら
読
む
。

　

・
作
者
か
ら
読
む
。

③
「
雪
わ
た
り
」
の
ポ
ッ
プ
を
作
る
。

　

・�

雪
わ
た
り
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
ポ
ッ
プ
に
表

現
す
る
。

④
自
分
の
お
す
す
め
本
の
ポ
ッ
プ
を
作
る
。

　

・�

日
常
の
読
書
生
活
を
見
つ
め
直
し
、「
雪
わ
た

り
」
の
学
習
を
生
か
し
て
ポ
ッ
プ
を
作
る
。

　

本
単
元
は
、
物
語
文
「
雪
わ
た
り
」
と
「
読
書
す

い
せ
ん
会
を
ひ
ら
こ
う
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

児
童
の
読
書
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
も
、「
雪
わ

た
り
」
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
て
、

自
分
の
お
す
す
め
本
が
紹
介
で
き
る
よ
う
に
、
単
元

の
最
後
に
ポ
ッ
プ
作
り
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
。

三
　「
雪
わ
た
り
」を
読
む

（
一
）
読
み
の
手
が
か
り
を
明
確
に
す
る
。

【
読
み
の
手
引
き
】

①
初
発
の
感
想

②
文
章
表
現

　

・
色
彩
表
現

　

・
比
喩

　

・
繰
り
返
し

　

・
擬
音
や
擬
態

③
行
動
や
会
話

　

・
吹
き
出
し

　

・
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

④
場
面
の
変
化

⑤
作
者
に
つ
い
て

　

・
ほ
か
の
作
品
等

物
語
を
、
ず
ば
り
一
文
で
表
せ
る

よ
う
に

読
み
の
力
を
高
め
る
授
業
作
り

─「
雪
わ
た
り
」・
ポ
ッ
プ
作
り
の
実
践
を
通
し
て
─

東
京
都
江
戸
川
区
立
西
一
之
江
小
学
校 

小
澤　

珠
里
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（
四
）
一
文
で
表
す
。

　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
か
ら
、「
雪
わ
た
り
」

の
お
も
し
ろ
さ
や
登
場
人
物
が
伝
え
た
い
こ
と
を
読

み
取
り
、
短
い
言
葉
で
表
す
。

（
児
童
の
作
品
例
）

　

・�

違
う
生
き
物
で
も
同
じ
気
持
ち　

同
じ
気
持
ち

で
絆
が
生
ま
れ
た
。

　

・
き
つ
ね
の
う
そ
の
犯
人
は
人
間

　

・�

大
人
に
な
っ
て
も
、
う
そ
や
人
を
悪
い
と
言
わ

な
い
こ
と

　

・
三
人
の
心
を
つ
な
げ
る
き
び
だ
ん
ご　

な
ど

四
　
ポ
ッ
プ
作
り

　

ポ
ッ
プ
を
作
る
た
め
に
は
、
内
容
の
本
質
を
読
み

取
り
、
短
い
言
葉
で
作
品
の
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
雪
わ
た
り
」
で
学
習

し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
最
初
に
「
雪
わ
た
り
」
の

ポ
ッ
プ
作
り
を
行
っ
た
。

【
ポ
ッ
プ
を
作
る
た
め
に
】

　

①
作
品
の
テ
ー
マ
を
一
文
で
大
き
く
書
く
。

　

②
お
す
す
め
の
叙
述
を
入
れ
て
書
く
。

　

③
読
み
取
っ
た
内
容
を
書
く
。

　
　

・
ど
ん
な
話
か
。

　
　

・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面

　
　

・
テ
ー
マ
の
説
明　
　

な
ど

　

④
絵
や
吹
き
出
し
を
工
夫
し
て
書
く
。

　

さ
ら
に
、
自
分
の
お
す
す
め
本
の
ポ
ッ
プ
を
作
る

（
二
）
優
れ
た
情
景
描
写
の
ラ
ン
キ
ン
グ
作
り

　
「
雪
わ
た
り
」
の
特
徴
で
あ
る
リ
ズ
ム
あ
る
表
現

や
擬
音
、
情
景
描
写
を
ラ
ン
キ
ン
グ
に
し
て
、
伝
え

合
い
、
音
読
す
る
。

（
三
）
人
物
の
関
係
の
変
化
を
場
面
を
比
べ
な
が
ら

読
む
。

【
心
情
曲
線
】

　

登
場
人
物
の
気
持

ち
の
変
化
や
関
係
の

変
化
を
折
れ
線
グ
ラ

フ
に
表
し
、
根
拠
と

な
る
文
章
や
読
み

取
っ
た
気
持
ち
の
変

化
を
書
き
込
む
。

【
人
物
関
係
図
】

　

登
場
人
物
同
士
の

関
係
を
矢
印
で
表
す
。

登
場
人
物
同
士
の
距

離
を
表
し
や
す
い
。

　

矢
印
は
、
根
拠
と

な
る
文
章
表
現
や
読

み
取
っ
た
こ
と
を
書

く
。

こ
と
で
自
分
の
読
書
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き

た
。
ポ
ッ
プ
は
図
書
室
や
、
学
級
文
庫
に
掲
示
す
る

こ
と
で
、
児
童
の
読
書
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ

と
が
で
き
た
。

●
雪
わ
た
り
の
ポ
ッ
プ
　
　
　
　
　
　
●
お
す
す
め
本
ポ
ッ
プ

五
　
お
わ
り
に

　

今
回
の
学
習
で
は
、「
雪
わ
た
り
」
の
初
発
の
感

想
に
「
全
く
分
か
ら
な
い
話
」
と
書
い
て
い
た
児
童

が
、
終
わ
り
の
感
想
で
登
場
人
物
の
関
係
の
変
化
や

登
場
人
物
が
伝
え
た
い
こ
と
を
読
み
取
り
、
ポ
ッ
プ

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、
全
体
を
読
ん
で
関
係
の
変
化
を
考
え
ら

れ
る
児
童
が
増
え
た
が
、
場
面
ご
と
の
細
か
い
読
み

取
り
に
課
題
が
残
っ
た
。
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
よ

り
効
果
的
に
読
み
の
力
が
高
ま
る
よ
う
に
、
授
業
展

開
や
手
法
を
こ
れ
か
ら
も
工
夫
し
て
い
き
た
い
。

お
ざ
わ　

じ
ゅ
り 

江
戸
川
区
立
西
一
之
江
小
学
校
主
任
教

諭
。
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○
内
海
隆
一
郎
「
小
さ
な
手
袋
」

　

※
主　

副　

結　

は
後
述
す
る
。

＊
小
澤
征
良
「
蒼
い
み
ち
」

［
三
学
年
］

○
ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
「
猫
」

　

主�

「
結
局
、
だ
れ
の
心
が
変
わ
っ
た
の
か
。」

　
　
（
猫
は
変
わ
ら
ず
、主
人
公
の
心
が
成
長
。）

　

副�

「
野
性
的
な
猫
、
マ
ッ
ペ
と
素
直
な
飼
い

猫
ス
ヴ
ァ
ン
テ
を
比
べ
よ
う
。」

　

結
「
こ
の
後
、
話
は
ど
う
展
開
す
る
の
か
。」

＊
森
鷗
外
「
高
瀬
舟
」

二
　
作
品
に
つ
い
て

　

こ
の
小
説
は
、
祖
父
の
死
を
体
験
し
、
そ
れ
ま
で

交
流
し
て
い
た
老
女
と
の
交
際
を
絶
っ
て
し
ま
う
小

学
生
の
娘
シ
ホ
を
、
終
始
優
し
く
見
守
る
父
の
視
線

か
ら
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
小
学
校
三
年
生
で
老
女

と
出
会
い
、
六
年
生
で
思
い
出
す
が
、
老
女
は
認
知

症
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
出
来
事
を
父
が
改
め
て
、

実践
交流
中学国語

は
じ
め
に

　

小
説
を
集
団
で
学
ぶ
醍
醐
味
、
そ
れ
は
互
い
の
経

験
値
や
価
値
観
を
交
流
し
合
い
、
考
え
を
深
め
る
楽

し
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
頃
は
ラ
イ
ト
ノ
ベ

ル
ズ
を
好
む
生
徒
が
多
い
が
、
共
に
小
説
を
学
ぶ
意

義
を
体
感
さ
せ
る
取
組
と
し
て
、今
回
は
二
学
年「
小

さ
な
手
袋
」
の
学
習
活
動
を
紹
介
し
た
い
。

一
　
小
説
の
系
統
的
指
導
を
意
識
す
る

　

平
成
二
四
年
度
版
三
省
堂
「
中
学
生
の
国
語
」
一

年
～
三
年
で
は
、
小
説
は
後
の
太
枠
内
の
よ
う
に
配

さ
れ
て
い
る
。
囲
み
を
付
け
た
三
作
品
は
、
比
喩

表
現
が
巧
み
で
、
登
場
人
物
の
描
写
も
し
っ
か
り
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
後
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
と
い

う
結
末
が
生
徒
の
興
味
を
引
き
、
読
後
に
余
韻
を
残

す
。

　

生
徒
の
初
発
の
感
想
も
、
人
物
の
言
動
や
心
情
に

つ
い
て
、
ま
た
、
な
ぞ
を
残
し
た
結
末
に
つ
い
て
多

様
な
も
の
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
基
に
し
て
学
習
計

画
を
立
て
る
と
、
生
徒
の
関
心
や
意
欲
を
高
め
、
効

果
的
で
あ
る
。
指
導
の
際
、次
の
三
点
を
意
識
し
た
。

　

主　

主
と
な
る
学
習
課
題

　

副�　

学
習
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
補
助
課
題

　

結�　

余
韻
を
残
し
た
結
び
に
つ
い
て
の
課
題

　

こ
れ
ら
を
三
作
品
に
当
て
は
め
て
み
る
。（
＊
は

新
出
作
品
。
○
は
既
出
作
品
。）

［
一
学
年
］

○
別
役
実
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
の
乗
り
の
キ
キ
」

　

主�

「
な
ぜ
キ
キ
は
命
を
懸
け
て
ま
で
四
回
宙

返
り
を
し
た
の
か
。

　

副�

「
第
四
の
意
味
段
落
を
さ
ら
に
二
つ
に
分

け
る
と
す
る
と
、
ど
こ
が
適
当
か
。」

　

結
「
白
い
大
き
な
鳥
は
、
キ
キ
な
の
か
。」

＊
重
松
清
「
タ
オ
ル
」

○
芥
川
龍
之
介
「
ト
ロ
ッ
コ
」

［
二
学
年
］

○
太
宰
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

思
わ
ず
続
き
が
書
き
た
く
な
る

─ 

小
説「
小
さ
な
手
袋
」の
学
習
指
導
─

奈
良
県
山
辺
郡
山
添
村
立
山
添
中
学
校 

宮
久
保　

ひ
と
み
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5　

話
の
続
き
を
考
え
て
書
き
、
交
流
す
る
。

［
条
件
］

・
父
親
の
語
り
と
し
て
書
く
こ
と
。

・
設
定
は
、
雑
木
林
に
入
っ
た
直
後
で
も
、
ず
っ
と

先
の
こ
と
で
も
よ
い
。

◆
病
院
を
辞
去
し
、
再
び
雑
木
林
に
行
っ
た
シ
ホ
は

涙
を
流
し
た
。
ミ
ト
ン
の
手
袋
を
顔
に
強
く
押
し
つ

け
、
声
を
上
げ
ず
に
静
か
に
泣
い
て
い
た
。
宮
下
さ

ん
へ
の
感
謝
、
後
悔
、
自
責
の
念
が
交
差
し
、
流
れ

た
涙
な
の
だ
ろ
う
。遠
目
か
ら
シ
ホ
を
見
て
い
る
と
、

シ
ホ
は
一
本
の
木
に
駆
け
寄
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
木

に
そ
っ
と
ふ
れ
た
シ
ホ
の
口
が
「
あ
り
が
と
う
」
と

動
い
た
気
が
し
た
。
き
っ
と
あ
の
木
が
、
シ
ホ
と
宮

下
さ
ん
が
時
間
を
共
有
し
た
木
な
の
だ
ろ
う
。

「
シ
ホ
、
行
く
ぞ
。」

　

私
が
声
を
掛
け
る
と
、
シ
ホ
は
満
面
の
笑
み
で

「
う
ん
。」

と
う
な
ず
い
た
。
祖
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら

く
影
を
潜
め
て
い
た
娘
の
笑
顔
を
見
た
の
は
久
し
ぶ

り
だ
っ
た
。
小
三
の
こ
ろ
、
宮
下
さ
ん
の
こ
と
を
無

邪
気
な
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
た
あ
の
こ
ろ
の
シ
ホ
の

姿
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
目
の
前
に
あ
の
頃
と
同
じ

笑
顔
が
あ
る
こ
と
に
、
今
度
は
私
が
涙
し
て
し
ま
い

そ
う
に
な
っ
た
。（
後
略
）�

（
生
徒
作
品
１
）

◆
あ
れ
か
ら
五
年
。シ
ホ
と
私
は
大
連
に
来
て
い
る
。

そ
れ
も
つ
い
先
週
、
入
院
し
て
い
た
宮
下
さ
ん
が
亡

六
年
前
の
追
憶
と
し
て
語
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
シ
ホ
は
小
説
の
中
で
は
中
学
三

年
生
。
生
徒
は
自
分
の
小
学
生
時
代
か
ら
現
在
、
そ

し
て
、
未
来
に
ま
で
思
い
を
は
せ
な
が
ら
読
む
こ
と

が
で
き
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

三
　
指
導
の
実
際（
全
五
時
間
）

�

＊
新
出
漢
字
や
語
句
の
確
認
は
予
習
扱
い
。

第
一
次�

（
一
時
間
）

1・
全
文
を
通
読
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
合
わ
せ

た
小
見
出
し
を
各
自
考
え
、
グ
ル
ー
プ
で
意
見
を

出
し
合
い
、
最
善
の
小
見
出
し
を
決
め
る
。

・
登
場
人
物
に
対
す
る
疑
問
を
、
「
な
ぜ
～
は
～
し

た
の
か
。
」
と
い
う
形
で
書
き
出
す
。

第
二
次�

（
三
時
間
）

２　

�

前
時
の
疑
問
を
基
に
、
主
・
副
・
結
の
課
題

を
確
認
す
る
。�

主��

「
な
ぜ
シ
ホ
は
祖
父
の
死
後
、
宮
下
さ
ん
に
会

い
に
行
か
な
く
な
っ
た
の
か
。」

副�

「
夫
婦
が
シ
ホ
に
真
相
を
聞
け
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
。」

結
「
こ
の
話
の
続
き
を
書
い
て
み
よ
う
。」

3　

シ
ホ
の
心
情
の
変
化
と
父
の
思
い
を
読
む
。

4　

�

病
院
で
話
を
聞
い
た
シ
ホ
の
心
情
と
父
の
思

い
を
考
え
る
。

第
三
次�

（
一
時
間
）

く
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
シ
ホ
は
あ
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
日
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
、

宮
下
さ
ん
の
も
と
へ
通
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
シ
ホ

と
い
っ
し
ょ
に
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
認
知
症
が

回
復
傾
向
に
あ
っ
た
矢
先
の
こ
と
だ
け
に
、
祖
父
の

と
き
と
同
様
に
、
い
や
そ
れ
以
上
の
悲
し
み
を
見
て

い
て
感
じ
た
。
私
は
ま
た
、
シ
ョ
ッ
ク
で
シ
ホ
に
何

ら
か
の
変
化
が
起
き
る
こ
と
を
心
配
し
た
が
、
数
日

後
、
彼
女
は
「
大
連
に
行
っ
て
み
た
い
。」
と
言
い

出
し
た
。
ち
ょ
う
ど
夏
休
み
で
も
あ
っ
た
。

　

今
見
て
い
る
大
連
の
景
色
は
、
宮
下
さ
ん
の
知
っ

て
い
る
も
の
と
は
違
う
。
し
か
し
、
シ
ホ
に
は
、
お

ば
あ
さ
ん
が
見
て
い
た
当
時
の
大
連
が
見
え
て
い
る

よ
う
で
し
か
た
な
か
っ
た
。�

（
生
徒
作
品
２
）

�

お
わ
り
に

　

五
時
間
め
。
黙
々
と
書
き
始
め
る
生
徒
た
ち
。
全

員
が
シ
ホ
の
気
持
ち
を
想
像
し
、
彼
女
を
見
守
る
父

の
立
場
で
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
作
者
の
文
体
さ
な

が
ら
に
。
作
者
の
筆
力
の
な
せ
る
技
か
。
優
れ
た
作

品
は
、
生
徒
の
想
像
力
を
育
て
る
。
作
者
の
他
の
本

や
森
絵
都
、
重
松
清
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
運
び
の
巧
み

な
小
説
家
の
本
を
朝
の
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
で
紹
介
し
た

と
こ
ろ
、生
徒
の
読
書
熱
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

み
や
く
ぼ　

ひ
と
み 

平
成
一
五
、一
六
年
度
に
「
国
語
力
向

上
推
進
モ
デ
ル
校
」
指
定
を
受
け
て
以
来
、「
全
校
態
勢
で
育

て
る
言
葉
の
力
」
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
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一
　
は
じ
め
に

　

社
会
が
多
様
に
変
化
を
し
て
い
る
中
、
必
要
な
と

き
に
、
必
要
な
場
で
、
目
的
に
か
な
っ
た
文
章
を
、

適
切
に
書
く
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
国
語

科
の
今
日
的
課
題
と
い
え
る
。
こ
の
能
力
を
身
に
付

け
さ
せ
る
た
め
に
は
、論
理
的
文
章
を
教
材
と
し
て
、

「
書
く
」
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
豊
か
な
文
章
表
現
力
を
身
に
付

け
る
た
め
に
、文
学
的
文
章
を
教
材
と
し
て
「
読
み
」

と
関
連
さ
せ
た
指
導
も
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
本
単

元
で
は
、
韻
文
を
教
材
と
し
、
表
現
を
味
わ
わ
せ
る

と
と
も
に
、
豊
か
な
文
章
表
現
力
を
身
に
付
け
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
た
。

二
　
単
元
構
成

（
１
）
単
元
名　

表
現
の
豊
か
さ

（
２
）
単
元
の
ね
ら
い

　

本
単
元
で
は
俳
句
の
特
徴
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も

に
、
俳
句
と
い
う
凝
縮
さ
れ
た
言
葉
か
ら
表
現
の
豊

か
さ
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。
学
習

内
容
と
し
て
は
、
俳
句
の
基
礎
知
識
（
リ
ズ
ム
、
季

語
、
句
切
れ
、
切
れ
字
、
表
現
技
法
）、
韻
文
（
短
歌
、

俳
句
）
の
鑑
賞
文
の
書
き
方
、俳
句
の
創
作
の
仕
方
、

俳
句
の
推
敲
の
仕
方
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
内
容

を
通
し
て
、
様
々
な
表
現
の
仕
方
を
学
ば
せ
る
。
こ

こ
で
は
、
生
徒
に
俳
句
の
大
意
の
と
ら
え
方
を
調
べ

さ
せ
る
授
業
を
紹
介
す
る
。

（
３
）
単
元
計
画�

（
全
９
時
間
）

　

①　
「
俳
句
」
に
つ
い
て
調
べ
る
。（
１
時
間
）

　

②　

�
教
科
書
を
読
み
、
俳
句
の
鑑
賞
文
の
書
き
方

を
調
べ
る
。（
２
時
間
）

　

③　

�

教
科
書
以
外
の
俳
句
や
短
歌
を
使
用
し
、
大

意
の
と
ら
え
方
を
調
べ
る
。（
１
時
間
）

　

④　

俳
句
の
鑑
賞
文
を
書
く
。（
２
時
間
）

　

⑤　

俳
句
を
作
り
、
推
敲
す
る
。（
３
時
間
）

三
　
大
意
の
と
ら
え
方
を
身
に
つ
け
る
授
業

　

ま
ず
、
鑑
賞
文
を
書
く
際
、
大
意
の
と
ら
え
方
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、「
ち
る

さ
く
ら
海
あ
を
け
れ
ば
海
へ
ち
る
」
と
い
う
俳
句
の

大
意
を
比
較
さ
せ
た
。
例
示
し
た
大
意
は
、
次
の
二

文
で
あ
る
。

・
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
て
い
る
。
海
が
青
い
の
で
海

に
向
か
っ
て
散
っ
て
い
る
。

・
潮
の
香
に
誘
わ
れ
て
、
海
を
見
よ
う
と
高
台
に
登
っ

た
。
そ
の
高
台
に
は
一
本
の
桜
の
木
が
あ
る
。
桜

の
白
い
花
び
ら
が
風
に
乗
っ
て
青
い
海
に
散
っ
て

い
っ
て
い
る
。
海
の
青
と
花
び
ら
の
白
が
対
照
的

で
、
と
て
も
き
れ
い
だ
。
花
び
ら
は
海
が
青
い
の

で
海
へ
向
か
っ
て
散
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
、
俳
句
「
万
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
初

む
る
」
の
大
意
を
書
か
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
韻
文
の

省
略
さ
れ
た
部
分
を
補
う
た
め
の
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー

ミ
ン
グ
を
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
作
者
が
感
じ
た
で
あ

ろ
う
五
感
の
感
覚
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
五
感
シ
ー

ト
を
準
備
し
た
。
次
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
言
葉

に
印
を
付
け
さ
せ
た
。こ
こ
で
は
、ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー

表
現
の
豊
か
さ
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
の
韻
文
指
導
の一方
途

─
俳
句
の
大
意
を
と
ら
え
る
授
業
─

福
岡
県
春
日
市
立
春
日
西
中
学
校 

萩
尾　

徹
子
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親
は
我
が
子
の
は
え
つ
つ
あ
る
小
さ
な
歯
を
ほ
ほ
え

ま
し
そ
う
に
な
が
め
て
い
て
、
子
ど
も
の
方
は
草
の

そ
よ
ぐ
音
を
子
守
歌
に
し
て
足
に
あ
た
る
草
を
く
す

ぐ
っ
た
が
り
な
が
ら
も
親
の
ぬ
く
も
り
に
身
を
ま
か

せ
て
幸
せ
そ
う
に
お
昼
寝
を
し
て
い
ま
し
た
。」
と

い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
Ｕ
女
は
五
感
シ
ー
ト
に

「
一
面
の
緑
」「
我
が
子
（
赤
ん
坊
）」「
我
が
子
の
歯
」

「
草
が
そ
よ
ぐ
音
」「
緑
の
青
く
さ
い
に
お
い
」「
い

い
空
気
の
味
」「
我
が
子
の
温
か
み
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
全
て
組
み

合
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
書
い
て
い
る
途
中
で
、

味
覚
で
あ
る「
い
い
空
気
の
に
お
い
」や
嗅
覚
の「
緑

の
青
く
さ
い
に
お
い
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
使
用

せ
ず
に
大
意
を
書
い
て
い
る
。
授
業
後
に
こ
の
こ
と

を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
味
覚
と
嗅
覚
を
表
す
語
を
大
意

に
入
れ
る
と
、
大
意
が
書
け
な
く
な
っ
た
と
話
し
て

い
た
。
し
か
し
、
作
者
が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

想
像
し
、五
感
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
こ
と
で
、イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
話
し
て
い
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
五
感
シ
ー
ト
を
活
用
さ
せ
た
こ
と
で
、

イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
、
大
意
を
書
き
や

す
く
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
本
時
の
成
果
と
課
題

　

本
時
の
授
業
で
大
意
を
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
書
く

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
大
意
を
書
く
こ
と
が
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
た
生
徒
に
は
、
ヒ
ン
ト

ミ
ン
グ
で
出
た
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
せ
た
。
そ

の
際
、
必
ず
句
中
の
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
こ

と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
五
感
シ
ー
ト
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
印
を
付
け
さ
せ
た
。
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ

よ
う
な
大
意
を
書
く
た
め
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ

る
語
句
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
五
感
シ
ー

ト
に
重
要
と
思
わ
れ
る
語
に
印
を
付
け
さ
せ
、
キ
ー

ワ
ー
ド
と
さ
せ
た
。［
資
料
①
］
は
、
こ
の
時
に
使
用

し
た
五
感
シ
ー
ト
と
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。さ
ら
に
、

大
意
を
書
か
せ
、
発
表
さ
せ
た
。
Ｕ
女
は
、「
昼
下

が
り
、
一
面
の
緑
の
中
、
と
あ
る
親
子
が
い
ま
し
た
。

カ
ー
ド
を
準
備
し
て
い
た
が
、
大
意
を
書
く
ま
で
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
ヒ
ン
ト
カ
ー
ド
の
改
良
が
課
題

と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
意
を
書
く
こ
と
が

で
き
た
生
徒
の
作
品
を
読
む
と
、
場
所
や
状
況
に
つ

い
て
の
記
述
は
で
き
て
い
る
が
、
色
の
対
比
に
つ
い

て
書
い
て
い
る
生
徒
は
一
七
名
、
作
者
の
心
情
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
生
徒
は
七
名
で
あ
っ
た
。
作
者
の

心
情
の
記
述
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
の
は
、
大
意
の

例
文
の
中
に
作
者
の
心
情
の
記
述
が
な
か
っ
た
こ
と

が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
意
の
例

文
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　

韻
文
を
教
材
と
し
、
生
徒
に
表
現
を
味
わ
わ
せ
る

と
と
も
に
、
豊
か
な
文
章
表
現
力
を
身
に
付
け
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
た
単
元
と
し
た
が
、
ま
だ
課
題
は

多
く
残
っ
て
い
る
。
今
後
、
生
徒
に
表
現
力
を
身
に

付
け
さ
せ
る
た
め
に
研
鑽
を
重
ね
た
い
と
思
う
。

は
ぎ
お　

て
つ
こ 

春
日
市
立
春
日
西
中
学
校
指
導
教
諭
。「
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
」（
雑
誌
「
指
導
と
評
価
」）、「
思
考
力
・

表
現
力
を
育
て
る
国
語
科
学
習
指
導
」（「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評

価
」
田
中
耕
治
編
著
）
の
執
筆
。
平
成
二
三
年
度
文
部
科
学
大

臣
優
秀
教
員
表
彰
。

●実践交流　中学国語  

資料①　Ｕ女の五感シート
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実践
交流
中学国語

は
じ
め
に

　

百
人
一
首
は
小
学
校
で
も
教
科
書
教
材
で
の
音
読

や
「
色
別
百
人
一
首
」（
百
人
一
首
を
二
十
首
程
度

ず
つ
色
別
に
し
た
も
の
）
で
の
か
る
た
会
な
ど
を
通

じ
て
親
し
ん
で
い
る
。

　

本
校
で
は
一
年
生
で
五
十
首
（
１
～
50
）、
二
年

生
で
残
り
の
五
十
首
を
覚
え
て
学
年
ご
と
に
百
人
一

首
大
会
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
国
語
の
授
業
、
朝
学
習
、
冬
休
み
の
宿

題
、
学
活
等
で
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

※
基
本
的
に
は
冬
休
み
前
に
授
業
で
百
人
一
首
に
対

　

�

す
る
導
入
を
行
い
、
冬
休
み
に
宿
題
と
し
て
覚
え

さ
せ
、
大
会
前
の
一
週
間
の
朝
学
習
時
間
に
定
着

さ
せ
て
い
る
。
冬
休
み
の
宿
題
に
は
「
一　

授
業

で
の
実
践
」
の
①
～
③
を
学
年
の
実
態
に
合
わ
せ

て
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
、
全
て
を
行
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
付
記
す
る
。

一
　
授
業
で
の
実
践

　

一
年
生
の
授
業
で
は
百
人
一
首
の
成
立
に
つ
い
て

簡
単
に
教
え
、
前
半
の
五
十
首
の
中
か
ら
何
首
か
選

び
解
説
す
る
。

　

生
活
班
で
順
番
に
読
み
手
に
な
り
、練
習
を
行
う
。

互
い
に
読
む
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
慣

れ
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

①　

五
十
首
を
カ
ー
ド
に
す
る
。

　

Ｂ
４
版
の
画
用
紙
に
枠
を
と
り
、表
面
に
上
の
句
、

裏
面
に
下
の
句
を
書
か
せ
る
。
余
裕
の
あ
る
生
徒
に

は
、
歌
人
名
・
歌
集
名
（
古
今
集
・
新
古
今
集
・
そ

れ
以
外
）
を
工
夫
し
て
記
入
さ
せ
る
。（『
中
学
生
の

国
語�

学
び
を
広
げ
る
』
一
年
の
巻
末
折
り
込
み
を
使
用
。）

※�

授
業
で
記
入
の
仕
方
を
説
明
し
、
冬
休
み
の
宿
題

と
し
た
。

※
［
資
料
１
］
…
（
作
成
し
た
カ
ー
ド
例
）

※�

［
写
真
１
］
…
休
み
明
け
の
授
業
で
三
人
グ
ル
ー
プ
を
作

ら
せ
、
読
み
手
の
カ
ー
ド
を
散
ら
し
、
対
戦
し
て
い
る
と

こ
ろ
。
五
十
首
な
の
で
、
一
試
合
十
分
程
度
で
行
え
る
。

②　

大
判
読
み
札
を
作
る
。

　

生
徒
一
人
一
人
に
、
く
じ
引
き
で
百
人
一
首
の
読

み
札
を
作
成
さ
せ
、
廊
下
等
に
掲
示
し
興
味
関
心
を

持
た
せ
る
。
歌
は
書
写
の
時
間
に
筆
ペ
ン
で
書
か
せ

て
も
よ
い
。

③　

百
人
一
首　

調
査
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
。

　

生
徒
に
く
じ
引
き
で
「
私
の
一
首
」
を
決
め
さ
せ

国
語
便
覧
や
百
科
事
典
、
学
校
図
書
館
や
公
立
図
書

館
な
ど
で
調
べ
、
ま
と
め
さ
せ
た
。
用
紙
は
Ａ
４
版

百
人
一
首
大
会
を
開
こ
う

─
授
業
・
朝
学
習
・
事
前
準
備
・
大
会
─東

京
都
杉
並
区
立
泉
南
中
学
校 

日
髙　

辰
人資料1　裏

資料1　表

写真１　対戦風景
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に
エ
ク
セ
ル
に
百
人
一
首
を
平
仮
名
で
入
力
し
て
お

く
と
便
利
で
あ
る
。
そ
の
際
、
上
の
句
に
は
１
～

100
、
下
の
句
に
は
101
～
200
を
振
っ
て
お
く
と
、
様
々

な
形
に
加
工
で
き
る
。［
資
料
３
］

三
　�

百
人
一
首
大
会
を
開
く
―
事
前
準
備
―

１　

対
戦
グ
ル
ー
プ
を
く
じ
引
き
で
選
び
、発
表
す
る
。

・
学
年
五
～
六
学
級
で
あ
れ
ば
、
一
グ
ル
ー
プ
に
全

ク
ラ
ス
の
生
徒
が
入
る
よ
う
に
し
、
二
～
三
学
級

で
あ
れ
ば
、
一
グ
ル
ー
プ
に
二
名
ず
つ
入
る
よ
う

に
す
る
。
そ
の
際
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
生
徒
が
隣
同

士
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

２　

取
り
札
の
確
認
を
行
う
。

・
大
会
前
に
国
語
係
等
と
下
の
句
を
ア
イ
ウ
エ
オ
順

に
並
べ
た
下
の
句
索
引
を
使
っ
て
、
全
て
の
取
り

札
が
揃
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
。
な
い
札
が
あ
れ

ば
、
板
目
紙
等
で
札
を
作
り
補
充
す
る
。

３　

賞
状
を
作
る
。

・
ク
ラ
ス
、
個
人
の
二
種
類
を
用
意
し
て
お
く
。

４　

グ
ル
ー
プ
毎
の
集
計
表
を
作
成
し
て
お
く
。

資料3　番号の付け方

の
ケ
ン
ト
紙
と
し
、提
出
後
に
廊
下
等
に
掲
示
し
た
。

　

調
べ
る
項
目
等
は
、①
歌
意
・
②
解
説
・
③
歌
人
・

④
イ
メ
ー
ジ
画
・
⑤
調
べ
て
の
感
想
で
あ
る
。
ま
た
、

裏
面
は
交
流
カ
ー
ド
と
し
、家
族
の
コ
メ
ン
ト
や
友
人

の
コ
メ
ン
ト
を
書
け
る
よ
う
に
し
た
。［
資
料
２
］

二
　
朝
学
習
で
の
取
り
組
み

　

百
人
一
首
大
会
直
前
の
五
日
間
は
、
毎
朝
十
首
ず

つ
朝
学
習
時
に
百
人
一
首
を
出
題
し
た
。
出
題
方
法

は
、
予
告
型
と
ラ
ン
ダ
ム
型
の
二
種
類
を
生
徒
の
実

態
に
合
わ
せ
て
実
施
し
た
。
予
告
型
は
前
日
に
ど
の

十
首
を
出
題
す
る
か
を
予
告
し
、
上
の
句
に
続
け
て

下
の
句
を
記
入
す
る
方
法
で
あ
る
。
ラ
ン
ダ
ム
型
は

ラ
ン
ダ
ム
に
上
の
句
を
十
首
出
題
し
、
下
の
句
を
書

か
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
生
徒
の
実
態

に
よ
っ
て
は
上
の
句
と
下
の
句
を
記
号
で
答
え
さ
せ

る
こ
と
も
行
っ
た
。

　

朝
学
習
や
大
会
前
の
取
り
札
の
確
認
を
行
う
た
め 資料2　調査レポート

・
個
人
や
ク
ラ
ス
合
計
が
わ
か
る
よ
う
に
作
成
す
る
。

◆
大
会
を
行
う
◆　
　

１　

教
員
の
係
分
担
を
す
る
。

・
読
み
手
は
全
員
と
し
、一
人
十
首
は
読
ん
で
も
ら
う
。

・
集
計
係
（
個
人
・
ク
ラ
ス
合
計
を
す
る
。）

・
音
響
係
（
六
段
の

調
べ
な
ど
流
す
。）

２　

表
彰
を
行
う
。

・
個
人
賞
は
取
得
枚

数
で
上
位
か
ら
表

彰
す
る
が
、
ク
ラ

ス
表
彰
は
合
計
枚

数
を
参
加
人
数
で

割
り
、
取
得
率
で

競
う
の
が
公
平
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

百
人
一
首
大
会
を
開
く
と
い
う
目
標
に
向
け
て

様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
た
。
生
徒
の
和
歌
へ
の
興

味
関
心
は
の
び
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
へ
の
抵
抗
感
も

減
じ
た
。
こ
れ
か
ら
も
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
き
た
い
。

ひ
だ
か　

た
つ
ひ
と 

杉
並
区
立
泉
南
中
学
校
主
幹
教
諭
。『
伝

統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
指
導
事
例
集
１
〜
４
』（
明
治
図
書
）

の
「
４.

詩
歌
・
唱
歌
・
芸
能
を
中
心
と
し
た
学
習
指
導
事
例

集
」
を
編
集
。

写真２　スキー移動教室先での大会風景

●実践交流　中学国語  
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こ
ん
な
文
学
教
材

た

見つ
け

！

京
都
教
育
大
学
　
寺
田
　
守

●第２回●

「
夏
を
見
上
げ
て
。」（
あ
さ
の
あ
つ
こ
）
を
小
集
団
で
読
む

　

解
釈
を
め
ぐ
る
対
話
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た

い
。
取
り
上
げ
る
作
品
は
「
夏
を
見
上
げ
て
。」
で

あ
る
（『
中
学
生
の
国
語　

学
び
を
広
げ
る
』
二
年

掲
載
）。
頭
が
よ
く
て
、
性
格
も
よ
く
て
、
ス
ポ
ー

ツ
が
得
意
な
六
年
生
の
藤
城
一は
じ
めは

、
雷
が
苦
手
で
あ

る
。
あ
る
日
の
六
時
間
目
に
夕
立
と
共
に
雷
が
鳴
り

出
す
が
、
一は
じ
めは

イ
メ
ー
ジ
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
を
恐
れ
て
、
必
死
に
平
気
な
ふ
り
を
す
る
。

友
人
の
恵
介
は
、
背
中
を
丸
め
、
小
刻
み
に
揺
ら
し

て
震
え
て
い
た
。同
級
生
に
か
ら
か
わ
れ
た
恵
介
は
、

「
怖
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
震
え
ち
ゃ
う
ん
だ
、
そ

れ
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
だ
ろ
。」
と
さ
ら
り
と
言
う
。

そ
ん
な
恵
介
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
一は
じ
めと

恵
介
と
の

思
春
期
に
さ
し
か
か
っ
た
少
年
の
心
の
触
れ
合
い
を

描
い
た
掌
編
で
あ
る
。

　
「
夏
を
見
上
げ
て
。」
の
解
釈
を
話
し
合
っ
た
記
録

を
紹
介
す
る
。
平
成
二
三
年
七
月
二
五
日
に
京
都
教

育
大
学
の
大
学
院
生
と
筆
者
の
六
名
が
参
加
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
が
一
文
を
選
び
話
し
合
っ
た
も
の
で
、
以

下
の
記
録
は
「
一は
じ
めな

り
に
、
が
ん
ば
っ
て
も
き
た
。」

と
い
う
一
文
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
場
面
で
あ
る
。

01
Ａ　

一は
じ
めは

努
力
し
て
こ
こ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
の

か
な
っ
て
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、「
一は
じ
め

な
り
に
、

が
ん
ば
っ
て
も
き
た
」っ
て
い
う
の
は
、う
ま
く
い
っ

て
な
い
人
の
言
い
方
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
す
ご
い

思
っ
て
。
不
思
議
な
表
現
で
す
よ
ね
。

02
Ｂ　

そ
う
で
す
ね
。

03
Ａ　
「
な
ん
と
か
な
り
に
」
っ
て
い
つ
使
い
ま
す

か
？

04
Ｂ　

自
分
の
物
差
し
で
み
た
い
な
こ
と
で
す
ね
。

自
分
な
り
じ
ゃ
な
く
っ
て
も
、
が
ん
ば
っ
て
る
っ
て

思
わ
れ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
を
あ
え
て
自
分
な

り
に
。

05
Ｄ　

自
分
な
り
じ
ゃ
な
く
て
も
が
ん
ば
っ
て
る
っ

て
思
わ
れ
て
て
、
そ
の
状
況
が
生
ま
れ
た
後
、
そ
れ

を
守
る
と
い
う
か
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
な
い

よ
う
に
、
や
っ
て
き
た
ん
だ
っ
て
い
う
「
も
き
た
」。

06
Ｂ　

あ
ー
。

　

Ａ
は
、
01
で
こ
の
一
文
が
「
う
ま
く
い
っ
て
な
い

人
の
言
い
方
」な
の
に
、実
際
の
一は
じ
めは
勉
強
も
ス
ポ
ー

ツ
も
一
番
で
う
ま
く
い
っ
て
お
り
、
つ
じ
つ
ま
が
合

わ
な
い
と
疑
問
を
述
べ
た
。
Ａ
は
、
こ
の
一
文
を
、

が
ん
ば
っ
た
け
れ
ど
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
時
の

言
い
訳
の
よ
う
だ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
Ｄ
は
05

で
、「
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
、や
っ

て
き
た
」
と
が
ん
ば
る
内
容
の
違
い
だ
と
述
べ
た
。

つ
ま
り
、
周
囲
は
一は
じ
めが

勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
の
努
力
を

し
て
い
る
と
考
え
、
一は
じ
め自

身
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

を
壊
さ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う
努
力
を
し
た
、
と
理

解
し
た
。
こ
れ
に
Ｂ
が
「
あ
ー
」
と
納
得
を
示
す
声

を
上
げ
た
。
小
集
団
で
一
文
の
意
味
を
話
し
合
う
意

義
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。
一
人
で
は
た
ど
り
着
け

な
か
っ
た
解
釈
に
仲
間
の
発
言
を
聞
く
こ
と
で
到
達

す
る
。
人
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
考
え
を
聞
き
、

し
か
も
納
得
で
き
る
時
、
思
わ
ず
「
あ
ー
」
と
声
を

漏
ら
す
。
そ
う
し
た
「
あ
ー
」
体
験
が
、
理
解
を
推

し
進
め
読
む
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

07
Ｆ　
『
バ
ッ
テ
リ
ー
』
の
主
人
公
も
そ
う
な
ん
で

す
け
ど
、
で
き
る
男
な
ん
で
す
よ
ね
、
一は
じ
めも
。

08
Ｃ　

う
ん
う
ん
。
確
か
に
。
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の
意
味
を
共
通
の
理
解
と
し
た
。
才
能
も
あ
る
け
れ

ど
努
力
も
し
て
い
る
と
い
う
一は
じ
めの
自
己
認
識
を
読
み

取
っ
た
。
解
釈
を
め
ぐ
る
話
し
合
い
で
は
、
異
な
る

解
釈
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
対
話
が
促
さ
れ
る
。

対
話
と
は
、
た
だ
参
加
者
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
合

う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
と
相
手
と
の
考
え
の
違
い

に
気
づ
き
、
質
問
し
、
そ
の
上
で
合
意
を
形
成
し
て

い
く
過
程
で
あ
る
。
解
釈
法
を
用
い
て
言
葉
の
意
味

を
吟
味
す
る
話
し
合
い
は
、「
あ
ー
」
と
い
っ
た
納

得
を
生
み
、
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考
文
献  

寺
田
守
、『
読
む
と
い
う
行
為
を
推
進
す
る
力
』、
溪
水
社
、

二
〇
一
二
年

て
ら
だ
　
ま
も
る 

京
都
教
育
大
学
准
教
授
。
専
門
は
読
む

こ
と
の
学
習
指
導
研
究
（
文
学
）。
現
在
は
小
グ
ル
ー
プ
の
読

書
を
活
用
し
た
学
習
活
動
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

て
類
似
す
る
『
バ
ッ
テ
リ
ー
』
の
主
人
公
を
持
ち
出

し
た
。

16
Ｂ　

こ
れ
、一は
じ
めな
り
に
「
も
」
が
ん
ば
っ
て
き
た
、

と
は
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

17
Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
一は
じ
めな

り
に
が
ん
ば
っ
て「
も
」

き
た
。
何
？
「
も
」
っ
て
。

18
Ｆ　
「
が
ん
ば
っ
て
も
き
た
。」

19
Ａ　

あ
、
だ
か
ら
、
分
か
っ
た
。
天
性
じ
ゃ
な
く

て
努
力
も
し
た
っ
て
こ
と
か
。

20
Ｅ　

そ
う
そ
う
、
が
ん
ば
っ
て
な
い
才
能
も
あ

る
っ
て
こ
と
。

21
Ｂ　

で
も
な
ん
か
、
100
パ
ー
セ
ン
ト
が
ん
ば
っ
て

な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
こ
の
言
い
方
っ
て
。

22
Ｆ　

も
と
も
と
ス
ポ
ー
ツ
も
勉
強
も
で
き
る
し
、

性
格
も
良
い
け
ど
。

23
複
数　

努
力
も
し
た
。

24
Ｂ　

が
ん
ば
っ
て
き
た
け
ど
も
、
そ
の
他
大
勢
の

人
た
ち
の
が
ん
ば
り
の
尺
度
と
は
違
う
よ
っ
て
い

う
。

25
Ａ　

う
ん
う
ん
う
ん
。
あ
は
は
。
確
か
に
。

26
Ｅ　

リ
ア
ル
や
な
。

27
Ｃ　

何
も
し
て
な
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
よ
、
み

た
い
な
。
自
分
な
り
の
が
ん
ば
り
も
し
て
き
た
よ
。

　

Ｂ
と
Ａ
が
16
、17
で
「
も
」
の
働
き
に
注
目
し
た
。

そ
し
て
19
や
20
、
22
の
発
言
か
ら
、「
も
」
の
添
加

09
Ｆ　

成
績
も
良
い
し
、
運
動
も
で
き
る
。
で
、
そ

れ
は
が
む
し
ゃ
ら
に
が
ん
ば
っ
て
、
す
ご
い
努
力
を

し
て
築
き
上
げ
た
も
の
っ
て
い
う
よ
り
は
、
ち
ょ
っ

と
ク
ー
ル
に
サ
ラ
リ
と
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
、

ち
ょ
っ
と
嫌
な
や
つ
な
ん
で
す
よ
ね
。
い
や
、
で
も

性
格
は
、
全
然
嫌
じ
ゃ
な
い
と
い
う
、
も
う
、
非
の

打
ち
所
の
な
い
嫌
な
や
つ
な
ん
で
す
が
。

10
Ｃ　

ふ
ふ
。

11
Ａ　

バ
ッ
テ
リ
ー
の
主
人
公
は
、
で
も
、
な
ん
か

ち
ょ
っ
と
ツ
ン
ツ
ン
し
て
る
と
い
う
か
。

12
Ｆ　

嫌
な
や
つ
で
し
た
ね
。

13
Ａ　

う
ん
、
は
い
。
で
も
こ
の
子
は
、
け
っ
こ
う

良
い
子
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
最
後
ま
で
。

14
Ｆ　

が
ん
ば
っ
て
る
と
こ
ろ
を
、
あ
ん
ま
り
人
に

見
せ
た
く
な
い
っ
て
い
う
時
の
謙
遜
。
あ
る
い
は
自

分
で
、
が
む
し
ゃ
ら
に
が
ん
ば
っ
て
る
こ
と
を
認
め

た
く
な
く
て
、
ま
ぁ
そ
れ
な
り
に
が
ん
ば
っ
て
る
ん

だ
け
ど
ね
っ
て
い
う
。

15
Ｂ　

採
用
試
験
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
き
ま
し
た
。
自

分
な
り
に
で
す
け
ど
、み
た
い
な
。
謙
遜
で
す
よ
ね
。

こ
の
一
文
が
あ
る
こ
と
で
、
が
む
し
ゃ
ら
じ
ゃ
な
い

ヒ
ー
ロ
ー
像
が
で
き
ま
す
よ
ね
。

　

こ
こ
で
は
『
バ
ッ
テ
リ
ー
』
の
主
人
公
原
田
巧
と

比
較
し
た
一は
じ
めの

人
物
像
が
話
題
に
上
る
。
Ｆ
は
一は
じ
めが

イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
な
い
努
力
で
な
く
、
や
は
り
勉
強

や
ス
ポ
ー
ツ
を
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
し
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国語の授業
サブカルチャーと

国語の授業

テレビゲームを活用した創作の導入

第２回

まちだ　もりひろ
大学の「国語科教育法」を担当
して，授業で実際に活用できる
教科書の必要性を実感したこと
から，編著『実践国語科教育法』
（仮称）を刊行するための具体
的な準備を進めています。

早稲田大学

町田　守弘

　サブカルチャーを国語の授業に取り入れる主

な目的は，学習者の興味・関心の喚起という点に

ある。今回は，多くの学習者が好むテレビゲーム

を活用して，小説教材の読みの学びに創作を導

入した授業の可能性について考えてみたい。前

回確認したように，それはテレビゲーム自体を

教室に持ち込むことを意味するものではない。

発想の出発点は，何故テレビゲームが子どもた

ちを惹きつけるのかという素朴な問いである。

　「ドラゴンクエスト」で知られるゲームデザ

イナーの堀井雄二は，かつて「テレビゲームの

面白さとは」というエッセイ（『青春と読書』

1993.6）の中で，インタラクティブ性（双方

向性）こそがテレビゲームの原点であると指摘

した。これに加えて，問題を解決して課題をク

リアしたときの達成感もまた，テレビゲームの

面白さを支えている。これらの要素を国語科の

言語活動に取り入れることを工夫してみたい。

　小説教材を読むという活動は一方向的なもの

だが，これをあえて双方向的な活動にするとし

たらどのような展開になるのだろうか。そこ

で，「サウンドノベル」というジャンルのテレ

ビゲームの仕掛けを参考にする。サウンドノベ

ルとは，本のページをめくるようにして，ディ

スプレイ上の映像情報とともに現れる文字情報

を読み進めるものだが，物語が進行すると「分

岐」と称される箇所が出現する。分岐には複数

の選択肢が登場し，プレイヤーはその中の好き

な選択肢を選ぶ。すると，それぞれの選択肢に

続く異なる物語が進行することになる。どれを

選ぶかという点に，ゲームとしての要素がある。

　授業で小説を読んだ後で四人のグループを編

成し，分岐となる箇所を定めてメンバー各自が

二つの選択肢とそれに続く短い物語を創作す

る。相互に交換して友人が作成した選択肢から

好きなものを選んで，その選択肢に続く物語を

読む。それに続けて新たな選択肢を二つ設定

し，さらに物語を創作する。創作に際しては，

原作の設定を変えずに，無理のないプロットに

するというルールを設ける。これを繰り返して

四人のグループ内で一巡すると，四つの新たな

物語が完成する。それらをグループで評価し，

最も面白かった作品を朗読劇にして発表する。

　わたくしは中学1年生を対象として，この方

法で別役実の「空中ブランコ乗りのキキ」を

扱ったことがある。小説を読むという活動を，

テレビゲームを活用した創作を取り入れること

によって，より深めることができた。授業では最

終的に，グループで創作したストーリーをもと

にまとめた個々の学習者のオリジナル版「空中

ブランコ乗りのキキ」を作成することにした。

　このように，テレビゲームの特色を活用する

ことによって学習者の興味・関心を喚起し，理

解力・表現力の育成を目指すことができる。
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新
年
度
を
迎
え
、
新
し
い
教
室
に
新
し
い
友
だ
ち
、
そ
し

て
新
し
い
教
科
書
と
、
た
く
さ
ん
の
ス
タ
ー
ト
に
彩
ら
れ
る

春
を
迎
え
ま
し
た
。
今
回
は
「
授
業
び
ら
き
の
ア
イ
デ
ア
」

と
い
う
特
集
を
組
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
先
生
の
数
、
教

室
の
数
だ
け
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
本
号
で

ご
紹
介
し
た
以
外
に
も
お
も
し
ろ
い
ア
イ
デ
ア
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
ど
う
ぞ
編
集
部
へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
み
ん
な
に
、
ひ
と
つ
ず
つ
の
お
月
さ
ま
」

と
は
、
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
に
て
長
野
ヒ
デ
子
先
生
が
ご
紹
介
く

だ
さ
っ
た
、
お
子
様
の
か
わ
い
ら
し
い
一
言
で
す
。
大
人
は

い
つ
の
間
に
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
子
ど
も
の
発
想

は
本
当
に
自
由
で
、
思
い
や
り
に
溢
れ
て
い
る
な
ぁ
と
感
じ

ま
す
。
み
ん
な
に
〝
ひ
と
つ
ず
つ
〞
の
お
月
さ
ま
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
道
を
照
ら
し
て
、
と
き
に
見
守
り
、
と
き
に
勇
気
づ

け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
、
そ
う
思
え
る
ほ
ど
春
の
月

は
き
れ
い
に
大
き
く
見
え
ま
し
た
。 

（
Ｓ
）

大きな教科書で
言葉の力をさらに育てる

『中学生の国語』

指導用デジタルテキスト １年～３年

●教科書をそのまま再現できます！
●先生方の「使いやすさ」を追求しました！
●デジタルテキストならではの豊富な資料を追加しています。
学校フリーライセンス
各学年 価格（76,000 円＋税）

プロジェクターでス
クリーンに映したり，
電子黒板や大型ディ
スプレイを使用した
りして，普通教室で
活用できます。

a new way
of learning
Japanese

三省堂  国語教育

1 巻頭エッセイ　　幼い子の言葉にはっとする　長野 ヒデ子

特集　授業びらきのアイデア
2 言語活動を楽しむことの実感と期待　吉川 芳則

4 楽しく学びながら，一年間の基礎を作る　白井 達夫

6 自己紹介で印象付け，期待を持たせる　高橋 俊三

8 春の喜びを感じさせる授業びらき ̶低学年における詩の学習を通じて̶　平田 園

9 「あいうえお」をまるごと楽しむ国語入門

 ̶ピカピカの一年生と「あいうえお」を柱に，楽しく勉強を始めるためのヒント̶　野澤 文

10 美しい日本語との出会い　波戸 三幸

11 違いに学び，知るから始まる，学び合う教室へ　舟橋 秀晃

…………………………………………………………………………………………………
実践交流
12  小学国語　音読劇で読む力を育てる指導の工夫

 ─『お手紙』の実践を通して─　神林 美紀

14  小学国語　読みの力を高める授業作り
 ─「雪わたり」・ポップ作りの実践を通して─　小澤 珠里

16  中学国語　思わず続きが書きたくなる
 ─小説「小さな手袋」の学習指導─　宮久保 ひとみ

18  中学国語　表現の豊かさを味わわせるための韻文指導の一方途
 ─俳句の大意をとらえる授業─　萩尾 徹子

20  中学国語　百人一首大会を開こう
 ─授業・朝学習・事前準備・大会─　日髙 辰人

…………………………………………………………………………………………………
22 見つけた！ こんな文学教材　第2回　「夏を見上げて。」（あさのあつこ）を小集団で読む　寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業　第2回　テレビゲームを活用した創作の導入　町田 守弘

25 編集後記

表紙イラスト
寺井さおり（テラコリ）

26vol.
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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

授業びらきのアイデア
特 集 26vol. 回

覧

『中学生の国語』指導用教材

各巻とも解説書付き　価格（18,000 円＋税）

各巻ともCD1枚・解説書付き　価格（3,000 円＋税）

●  「話すこと・聞くこと」領域の教材に対応
した，視聴覚素材を収録した DVD です。

●  各巻の解説書には，映像のスクリプトと内
容解説，授業で扱う際の留意点の解説を掲
載しています。

●  生徒による実際の活動映像を用いて，活動
のポイントをわかりやすく解説しています。

①聞くことのレッスン1
②聞くことのレッスン2
③聞くことのレッスン3
④聞き取りテスト問題例集

①スピーチ・討論ゲーム
②プレゼンテーション・パネルディスカッション
③パブリックスピーチ・企画会議

●  「話すこと・聞くこと」領域の教材に対応した，視聴
覚素材を収録した CD です。

●  ④には聞き取りテスト用の問題例を収録しています。
●  各巻の解説書には，音声素材のスクリプトと内容解説，

授業で扱う際の留意点のほか，「聞くこと」について
考える論考や学習課題例を掲載しています。

話すこと・聞くことＤＶＤ
� ①～③

話すこと・聞くことＣＤ
� ①～④

三
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堂
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