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　「
辞
書
を
読
む
」
こ
れ
は
ר
頭
の
三
浦
し
を
ん
さ
ん
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
出
て
き
た
表
現
で
す
。
辞
書
は
「
引
く
」
も

の
だ
と
思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
新

な
ڹ
き
で
し
た
。

　
普
ஈ
辞
書
を
引
く
場
合
、
自
分
の
知
り
た
い
情
報
だ
け
を

取
り
出
す
読
み
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
辞
書
に
も
そ
れ
ぞ
れ

個
性
が
あ
り
、た
だ
語
釈
だ
け
を
読
む
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

語
釈
以
外
の
情
報
に
も
、面
ന
さ
が
٧
ま
っ
て
い
そ
う
で
す
。

辞
書
編
集
者
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、「
辞
書
を
読
む
」
が
自

然
な
ڹ
き
と
し
て
私
の
な
か
に
定
着
し
ま
し
た
。

　
こ
の
特
集
を
通
し
て
、
複
数
の
辞
書
を
引
い
て
み
る
ػ
会

も
増
え
ま
し
た
。
辞
書
を
引
き
な
が
ら
文
章
を
書
く
と
き
、

そ
こ
に
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
と
ஸ
ೡ
に
向
き
合
っ
て
い

る
自
分
が
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　
本
特
集
が
、
い
つ
も
と
は
少
し
違
っ
た
気
持
ち
で
辞
書
を

手
に
取
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

い
で
す
。

�

（
み
）

先生のための入門書

著作権教育の第一歩

▶著作権教育に関する5つの理論と7つの実践事例を収録
▶小学生と学級担任，高校生，大学生の意識調査結果を掲載
▶実践モデルを小学校3例，中学校2例，高等学校2例紹介
▶小・中学校学習指導要領における著作権関連記述の一覧資料付き

著作権教育をわかりやすく！　新学習指導要領の実施に伴い，求められ
る「引用」をはじめとした著作権指導。はじめて取り組む先生に向けた
平易で丁寧な解説とともに，実践モデルを収録した最新入門書です。

����ԁʢ本ମ ����ԁʴ੫ʣʗ#�ɾ���ϖʔδʗ *4#/�����������������

川瀨　真 監修／大和　淳・野中陽一・山本　光 編

▶理論編と実践編の2部構成で解釈のメカニズムに迫る
▶ 「竹取物語」「トロッコ」「故郷」など定番教材を豊富な発問例ととも
に解説

▶小・中学校の国語科授業展開案，全13本を収録

解釈はどうやって導き出されるのか。そのメカニズムの鍵は＜根拠＞と
＜理由＞を分けることにありました。子どもの「読みの力」を高めるた
めの新しい授業づくり提案書です。

����ԁʢ本ମ ����ԁʴ੫ʣʗ"�ɾ���ϖʔδʗ *4#/�����������������

佐藤佐敏 著

三省堂の本

思考力を高める授業
作品を解釈するメカニズム
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1

作
家
◉

三
浦
し
を
ん
さ
ん

三浦しをん（みうらしをん）
作家。1976年東京生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
2000年，長篇小説『格闘する者に〇』（草思社）でデビュー。小説に『光』（集英社），『仏果
を得ず』（双葉社），エッセイに『ふむふむ─おしえて，お仕事！─』（新潮社），『本屋さんで
待ちあわせ』（大和書房）など著書多数。小説もエッセイもともに人気をほこる。
駅伝をテーマにした小説『風が強く吹いている』（新潮社）は漫画化，映画化，舞台化など
されている。『まほろ駅前多田便利軒』（文藝春秋）で直木賞を受賞，のちに漫画化，映画化
もされている。『舟を編む』（光文社）は2012年に本屋大賞を受賞し，映画化された（2013年
4月公開）。

ฉ͖खࡾলಊग़版ہç୍本ଟՃࢤ，தֶڭޠࠃߍՊॻฤू෦ʗॴ౦ژɾࡾলಊ本ࣾʗऔࡐ�����݄��

言
葉
を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
っ
て
、

一
生
か
か
っ
て
も
無
理
と
い
う
ぐ
ら
い
難
し
い
。

辞
書
編
集
部
を
舞
台
に
し
、新
し
い
辞
書
の
編
纂
に
携
わ
る
人
々
を
描
い
た

小
説『
舟
を
編
む
』の
作
者
三
浦
し
を
ん
さ
ん
に
、辞
書
に
ま
つ
わ
る
お
話
か
ら
、

三
浦
さ
ん
に
と
っ
て
の「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」、教
育
へ
の
思
い
な
ど
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
辞
書
の
世
界
」

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

特
集
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【
辞
書
と
の
出
会
い
】

重
く
て
、
言
葉
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る

し
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た
辞
書
と
は
桁
が

違
う
。「
大
人
に
な
っ
た
！
」
と
思
い
ま

し
た
。
紙
の
め
く
り
心
地
と
か
も
す
ご
い
。

─
三
浦
さ
ん
は
辞
書
と
の
最
初
の
出
会
い
の
こ
と

を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

三
浦
　
そ
れ
が
あ
ま
り
覚
え
て
い
な
い
ん
で
す
。
小

学
生
の
頃
は
、
小
学
生
用
の
国
語
の
辞
典
を
使
っ
て

い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
時
は
と
く
に
引
き
た

い
言
葉
と
か
も
な
く
て
…
…
。
辞
書
の
引
き
方
に
つ

い
て
も
授
業
で
習
っ
た
記
憶
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、

何
を
使
っ
て
い
た
か
は
覚
え
て
な
く
て
。で
す
か
ら
、

私
に
と
っ
て
辞
書
と
の
出
会
い
と
い
う
と
、
中
学
校

に
入
っ
た
時
に
も
ら
っ
た
三
省
堂
さ
ん
の『
大
辞
林
』

だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

─
そ
う
で
し
た
か
！　

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
れ
は

お
そ
ら
く
初
版
で
す
ね
。『
大
辞
林
』
初
版
の
刊
行

は
一
九
八
八
年
で
し
た
。

三
浦
　
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
確
か
、
親
類
の
誰
か

が
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
で
当
た
っ
た
と
か
、
な
ん
か
そ
う

い
う
感
じ
で
、
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
中
学
に
あ
が
っ
た

私
が
い
た
の
で
、「
あ
な
た
に
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
み

た
い
な
。
誰
か
ら
い
た
だ
い
た
か
は
忘
れ
ち
ゃ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
。

─
そ
れ
は
ご
自
分
専
用
の
『
大
辞
林
』
だ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
表
紙
の
書
名
が

金
の
箔
押
し
に
な
っ
て
い
る
し
、
重
く
て
、
言
葉
が

い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る
し
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た
辞

書
と
は
桁
が
違
う
。「
大
人
に
な
っ
た
！
」
と
思
い

ま
し
た
。
紙
の
め
く
り
心
地
と
か
も
す
ご
い
。
実
は

私
は
紙
フ
ェ
チ
の
気
が
あ
る
ん
で
す
（
笑
）。
図
版

も
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
も
う
夢
中

に
な
っ
て
、
仏
像
の
図
版
を
拡
大
模
写
す
る
と
い
う

行
為
に
い
そ
し
ん
で
い
た
ん
で
す
。

─
模
写
さ
れ
た
ん
で
す
か
、
あ
の
線
画
の
イ
ラ
ス

ト
を
？

三
浦
　
端
か
ら
ペ
ー
ジ
を
ペ
ラ
ペ
ラ
め
く
っ
て
い
っ

て
、
仏
像
の
図
版
が
あ
る
と
、
そ
こ
を
読
ん
で
、
気

に
入
っ
た
も
の
を
何
枚
も
何
枚
も
、
け
っ
こ
う
な
枚

数
書
き
写
し
て
い
ま
し
た
。
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
し

た
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
、大
興
奮
で
し
た
ね
。

─
そ
う
す
る
と
、
三
浦
さ
ん
に
と
っ
て
最
初
の
決

定
的
な
辞
典
と
の
出
会
い
は
『
大
辞
林
』
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
か
？

三
浦
　
私
に
と
っ
て
は
そ
う
で
し
た
ね
。
そ
の
後
に

は
、『
広
辞
苑
』
も
使
っ
て
、
両
方
使
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
け
れ
ど
、
中
学
生
に
な
っ
た
時
に
い
た
だ

い
た
『
大
辞
林
』
は
ず
っ
と
ず
っ
と
使
っ
て
、も
う
、

背
表
紙
と
か
も
ベ
ロ
ー
ン
と
取
れ
ち
ゃ
う
ぐ
ら
い
に

な
っ
た
ん
で
す
が
、今
で
も
家
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

二
版
三
版
と
改
訂
の
た
び
に
買
っ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
、
ボ
ロ
ボ
ロ
の
初
版
が
捨
て
ら
れ
な
い
。

─
そ
れ
は
辞
書
を
つ
く
る
側
の
人
間
と
し
て
、
と

て
も
嬉
し
い
お
話
で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
の
お
話
を
伺
う
と
、
中
学
生
時
代
の
三

浦
さ
ん
の
辞
書
体
験
と
し
て
は
、
わ
か
ら
な
い
言
葉

が
出
て
き
た
か
ら
引
く
と
い
う
よ
り
は
…
…
。

三
浦
　
眺
め
る
の
が
楽
し
い
ん
で
す
。

─
図
版
も
含
め
て
、
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け

で
す
ね
。

三
浦
　
は
い
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
眺
め
て
は
、
気

に
な
る
項
目
を
読
む
の
が
す
ご
く
好
き
で
し
た
。

─
知
ら
な
い
言
葉
を
見
つ
け
て
、
語
彙
を
増
や
し

て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
？

三
浦
　
そ
れ
が
…
…
覚
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
、

そ
う
い
う
言
葉
っ
て
。「
不
空
羂
索
観
音
（
ふ
く
う

け
ん
じ
ゃ
く
か
ん
の
ん
）」
と
い
う
言
葉
は
仏
像
の

絵
を
写
し
て
い
る
時
に
覚
え
て
、
そ
れ
以
来
忘
れ
ら

れ
な
い
仏
像
名
で
す
け
れ
ど
。
実
生
活
や
勉
強
に
役「不空羂索観音」（『大辞林』三省堂より）
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に
立
つ
よ
う
な
語
彙
が
増
え
た
か
と
い
う
と
そ
う
で

も
な
か
っ
た
で
す
ね
、
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

─
辞
典
の
世
界
の
な
か
で
遊
ぶ
と
い
う
、
そ
う
い

う
感
じ
で
す
ね
。

三
浦
　
は
い
は
い
。
読
む
の
は
好
き
で
し
た
し
、
今

で
も
大
好
き
で
す
。

【
辞
書
を
引
き
比
べ
る
】

言
葉
を
四
角
四
面
に
と
ら
え
て
「
必
ず
何

か
答
え
が
あ
る
は
ず
、
正
し
い
意
味
が
あ

る
は
ず
だ
」
み
た
い
に
思
う
、
そ
う
い
う

考
え
方
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
い
い
意
味
で

自
分
も
い
い
加
減
に
な
れ
て
楽
に
な
る
。

─
実
際
、
今
、
小
説
を
お
書
き
に
な
る
な
か
で
、

辞
書
は
引
か
れ
る
ほ
う
で
す
か
？

三
浦
　
実
は
、
書
い
て
い
る
時
は
そ
の
場
の
勢
い
で

バ
ア
ッ
と
書
い
ち
ゃ
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す
け
ど
、

ゲ
ラ
の
チ
ェ
ッ
ク
の
時
に
、「
あ
れ
？　

こ
れ
で
い

い
の
か
な
、
あ
ま
り
ピ
ッ
タ
リ
き
て
い
な
い
気
が
す

る
な
。
ち
ゃ
ん
と
意
味
を
調
べ
よ
う
」
と
い
う
こ
と

で
引
き
ま
す
ね
。
自
動
詞
と
他
動
詞
が
よ
く
わ
か
ら

な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
辞
書
を
開
い
て
用
例
を

見
て
判
断
す
る
こ
と
も
多
い
で
す
。

─
今
、
お
仕
事
で
使
わ
れ
て
い
る
辞
典
は
ど
う
い

う
も
の
で
す
か
？

三
浦
　『
大
辞
林
』『
広
辞
苑
』『
岩
波
国
語
辞
典
』『
新

明
解
国
語
辞
典
』
と
、あ
と
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』。

そ
の
五
種
類
を
場
合
に
応
じ
て
使
っ
て
い
ま
す
。
た

い
が
い
『
大
辞
林
』
と
『
広
辞
苑
』
を
セ
ッ
ト
で
ど
っ

ち
も
見
る
よ
う
に
し
て
い
て
、
あ
と
は
、「
こ
の
言

葉
だ
っ
た
ら
、
こ
の
サ
イ
ズ
の
辞
書
に
載
っ
て
い
る

か
な
？
」
み
た
い
な
感
じ
で
や
っ
て
い
ま
す
。

─
複
数
の
辞
典
を
引
き
比
べ
る
人
は
少
な
い
の
で

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
言
葉
の
解
説

の
仕
方
（
語
釈
）
は
辞
書
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
違
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

三
浦
　
ほ
ん
と
う
に
違
い
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
が
ま
た

お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
。
私
も
学
生

時
代
は
『
大
辞
林
』
一
種
類
し
か
使
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
あ
ま
り
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
、
違
う
辞
書
を
併
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
わ
か

り
ま
す
よ
ね
。
並
び
方
も
違
う
し
、
辞
書
ご
と
に
、

性
格
と
い
う
か
個
性
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
て
お
も
し
ろ

い
な
と
。「
言
葉
の
意
味
の
定
義
に
は
唯
一
の
正
解

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
辞
書
が
そ
れ
ぞ
れ
に
良

い
と
思
う
説
明
と
か
解
釈
と
か
を
載
せ
て
い
る
ん
だ

な
」と
わ
か
っ
て
き
て
、ま
す
ま
す
辞
書
っ
て
人
間
っ

ぽ
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

─
引
き
比
べ
を
や
る
と
、
言
葉
を
言
葉
で
解
説
す

る
方
向
の
、
そ
の
角
度
と
か
姿
勢
が
辞
書
ご
と
に
違

う
こ
と
が
わ
か
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
違
い
か
ら
、
そ

の
言
葉
の
意
味
の
膨
ら
み
が
よ
り
し
っ
か
り
わ
か
る

よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
、
辞
書
の
引
き
比
べ
、

読
み
比
べ
と
い
う
の
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
ん
で

す
。
学
習
と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、
少
な
く
と
も
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め

る
、
と
て
も
刺
激
的
な
遊
び
だ
と
い
え
ま
す
ね
。

三
浦
　
ほ
ん
と
、
そ
う
で
す
よ
ね
。
自
分
好
み
の
紙

の
色
と
か
文
字
の
書
体
と
か
も
含
め
て
、
好
み
の
辞

書
っ
て
だ
ん
だ
ん
で
き
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
け

ど
、
そ
れ
プ
ラ
ス
、
好
み
の
辞
書
と
は
違
う
視
点
の

辞
書
が
も
う
一
冊
手
元
に
あ
る
と
楽
し
い
と
い
う
か

…
…
。

─
小
学
校
な
ど
で
辞
書
引
き
の
学
習
を
実
践
さ
れ

て
い
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど
、
ク
ラ

ス
の
み
ん
な
が
同
じ
辞
典
を
持
つ
よ
り
は
、
違
う
会
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社
の
辞
典
を
持
ち
寄
っ
て
、
同
じ
言
葉
を
引
い
て
み

る
と
…
…
。

三
浦
　「
ぼ
く
の
に
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て

あ
っ
た
」
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
い
合
え

て
楽
し
い
。

─
ど
っ
ち
の
辞
書
の
語
釈
が
い
い
と
か
、
な
ん
で

解
釈
が
違
う
ん
だ
ろ
う
と
か
、
読
み
比
べ
の
な
か
か

ら
言
葉
の
意
味
の
膨
ら
み
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
で
す
ね
。「
辞
書
に
は
間
違
っ
た
こ
と

は
載
っ
て
い
な
い
は
ず
」「
そ
の
言
葉
の
正
し
い
意

味
は
辞
書
が
教
え
て
く
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
私
た

ち
は
信
頼
し
て
い
て
、
ま
た
辞
書
は
事
実
、
そ
の
信

頼
に
こ
た
え
る
書
物
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
正
解

が
一
つ
し
か
な
い
み
た
い
に
、
つ
い
つ
い
勘
違
い
し

ち
ゃ
う
。
私
が
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
辞
書

に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
き
っ
と
こ
れ
が
絶
対
の
答

え
な
ん
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
し
ま
う
。
だ
け
ど

実
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
な
辞

書
を
比
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
っ
ち
は
こ
う

言
っ
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
う
の
を
知
る
と
、
言
葉

を
四
角
四
面
に
と
ら
え
て
「
必
ず
何
か
答
え
が
あ
る

は
ず
、
正
し
い
意
味
が
あ
る
は
ず
だ
」
み
た
い
に
思

う
、
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
い
い
意

味
で
自
分
も
い
い
加
減
に
な
れ
て
楽
に
な
る
。
こ
れ

は
、
言
葉
に
限
ら
ず
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思
う
の

で
、
大
き
く
言
え
ば
、
世
界
の
と
ら
え
方
の
問
題
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

【
辞
書
の
世
界
に
渦
巻
く
業
と
ロ
マ
ン
】

そ
こ
へ
到
達
す
る
道
の
り
は
遠
く
、
し
か

も
何
ル
ー
ト
も
無
数
に
あ
る
と
い
う
感
じ

が
、
こ
の
世
の
中
に
辞
書
が
い
っ
ぱ
い
存

在
す
る
っ
て
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。

─
逆
に
、
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
、
み
ん
な

が
一
生
懸
命
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
、
よ
り
正
確
で
わ
か

り
や
す
い
語
釈
を
め
ざ
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま

で
が
ん
ば
っ
て
も
唯
一
の
正
解
に
は
到
達
し
な
い
。

そ
こ
が
や
っ
ぱ
り
い
い
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

三
浦
　
そ
う
、
そ
こ
が
い
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。

そ
れ
が
辞
書
と
い
う
書
物
を
生
み
出
し
た
、
人
類
の

ロ
マ
ン
的
な
部
分
と
い
う
か
。
も
し
答
え
が
一
つ

だ
っ
た
ら
こ
ん
な
に
何
種
類
も
の
辞
書
は
出
な
い
で

す
よ
ね
。
一
冊
で
い
い
で
す
も
の
。

─
複
数
の
辞
書
が
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
進
ん
で
い

く
わ
け
で
す
ね
。

三
浦
　
答
え
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
何
を
し
て
も
い

い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
善

悪
の
基
準
だ
っ
て
揺
ら
ぐ
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
む
や
み
や
た
ら
に
人
の
命
を
奪
っ
て
い
い
の

か
と
い
う
と
明
確
に
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
う
に
、
や
っ

ぱ
り
真
理
み
た
い
な
も
の
は
あ
る
だ
ろ
う
と
。
そ
こ

へ
到
達
す
る
道
の
り
は
遠
く
、
し
か
も
何
ル
ー
ト
も

無
数
に
あ
る
と
い
う
感
じ
が
、
こ
の
世
の
中
に
辞
書

が
い
っ
ぱ
い
存
在
す
る
っ
て
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。

絶
対
一
個
に
ま
と
ま
り
き
っ
て
い
か
な
い
っ
て
い

う
、
そ
こ
が
人
間
の
い
い
と
こ
ろ
だ
な
と
い
う
気
が

す
る
ん
で
す
。

─
三
浦
さ
ん
は
、
書
評
集
『
本
屋
さ
ん
で
待
ち
あ

わ
せ
』
の
な
か
で
人
の
「
業
（
ご
う
）」
と
い
う
も

の
に
触
れ
て
、「
私
は
た
ぶ
ん
、
な
に
か
ひ
と
つ
の

こ
と
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
の
話
が
好
き
な
の
だ
」

と
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、『
舟
を
編
む
』は
、

ま
さ
に
一
つ
の
こ
と
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
が
登
場

す
る
お
話
で
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
で
す
ね
。
あ
の
小
説
で
は
、
辞
書
を
作

p01-11_ି27_ߦ.indd   4 13.4.22   9:45:34 AM



5

■特集　辞書の世界

る
人
の
話
を
人
間
の
生
き
方
の
理
想
像
と
し
て
書
い

た
ん
で
す
。
業
と
い
っ
て
も
、
い
い
意
味
で
の
業
と

そ
う
じ
ゃ
な
い
業
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
負
の
ス
パ
イ

ラ
ル
に
は
ま
る
よ
う
な
悪
い
意
味
で
の
業
も
。で
も
、

そ
ん
な
業
で
す
ら
、
ま
っ
た
く
な
い
よ
り
は
あ
る
人

の
ほ
う
が
、
私
に
は
魅
力
的
な
人
物
に
見
え
る
ん
で

す
。
お
近
づ
き
に
な
り
た
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て

（
笑
）。
小
説
を
書
く
人
間
と
い
う
の
は
誰
し
も
そ
う

だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
業
に
と
ら
わ
れ

ざ
る
を
え
な
い
人
の
ほ
う
に
興
味
が
あ
る
し
、
知
り

た
い
。
も
ち
ろ
ん
何
も
な
い
の
っ
ぺ
り
し
た
人
な
ん

て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
。

─
一
種
の
業
を
か
か
え
な
が
ら
優
れ
た
仕
事
を
し

た
、
辞
書
編
集
の
先
人
た
ち
が
何
人
か
思
い
浮
か
び

ま
す
。
昔
の
話
で
す
が
、
神
保
町
の
旅
館
に
半
年
間

泊
ま
り
込
ん
で
仕
事
を
し
た
上
司
が
実
際
に
い
た
の

で
す
。
会
社
も
よ
く
許
し
た
と
思
う
の
で
す
が
。

三
浦
　
そ
れ
っ
て
、
会
社
の
経
費
な
ん
で
す
よ
ね
。

─
え
え
、
そ
う
で
す
。

三
浦
　
辞
書
づ
く
り
に
取
り
組
む
と
、
身
の
回
り
の

こ
と
に
手
が
回
ら
な
い
か
ら
、
旅
館
の
ほ
う
が
便
利

で
す
よ
ね
。
ご
飯
を
作
っ
て
く
れ
る
し
、
洗
濯
や
掃

除
も
し
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
れ
に
し
て
も

半
年
と
い
う
の
は
す
ご
い
で
す
ね
。

─
私
も
二
五
歳
の
時
、
一
晩
だ
け
、
そ
の
上
司
と

一
緒
に
泊
ま
り
込
み
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
。

三
浦
　
そ
の
方
は
夜
も
ず
っ
と
や
っ
て
る
ん
で
す
よ

ね
？　

何
を
し
て
る
ん
で
す
か
？

─
ゲ
ラ
を
直
し
て
る
ん
で
す
。

三
浦
　
瀧
本
さ
ん
が
い
な
い
夜
に
は
、
サ
ボ
っ
て
寝

て
い
た
り
し
な
い
ん
で
す
か
ね
？

─
い
や
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
寝
て
ま
す
ね
。

本
当
に
ま
っ
た
く
睡
眠
な
し
だ
と
…
…
。

三
浦
　
死
ん
じ
ゃ
い
ま
す
か
ら
ね
。

─
当
時
の
私
は
ゲ
ラ
を
直
す
ス
キ
ル
は
な
い
で
す

か
ら
、
そ
の
人
の
横
で
ひ
た
す
ら
カ
ー
ド
の
整
理
を

し
た
ん
で
す
、
五
十
音
順
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

の
点
検
を
。
今
だ
っ
た
ら
パ
ソ
コ
ン
で
で
き
る
作
業

で
す
が
、当
時
は
人
力
で
す
る
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
『
言
語
学
大
辞
典
』
と
い
う
辞
典
だ
っ
た
の

で
す
が
、
世
界
の
言
語
の
名
称
の
カ
ー
ド
何
千
枚
か

を
五
十
音
順
に
並
べ
替
え
る
ん
で
す
。
ま
あ
、
和
室

の
旅
館
だ
か
ら
や
り
や
す
い
と
い
え
ば
や
り
や
す

い
、
畳
の
上
に
広
げ
て
…
…
。

三
浦
　
一
晩
に
何
千
枚
も
並
べ
替
え
ら
れ
る
も
の
な

ん
で
す
か
？

─
並
べ
替
え
ま
し
た
。

三
浦
　
で
も
、
カ
ン
テ
ツ
で
す
よ
ね
？　

大
変
す
ぎ

る
！─

昔
ほ
ど
そ
う
い
う
極
端
な
逸
話
が
、
た
ぶ
ん
辞

典
ご
と
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す

ね
。
今
は
そ
う
い
う
こ
と
や
る
と
大
問
題
に
な
り
ま

す
（
笑
）。

【
辞
書
を
編
む
と
い
う
こ
と
】

そ
の
製
作
過
程
に
は
実
に
多
く
の
人
の
考

え
や
目
が
入
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
無
言
の

対
話
の
連
続
の
果
て
に
で
き
あ
が
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
磨
い
て
磨
い

て
磨
い
て
、
お
酒
の
大
吟
醸
の
よ
う
に
、

本
当
に
磨
い
て
磨
い
て
…
…
と
い
う
作
業

で
す
。

三
浦
　
辞
書
も
『
大
辞
林
』
ぐ
ら
い
大
き
な
も
の
に

な
っ
て
も
、
専
門
の
人
だ
け
が
読
め
れ
ば
い
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
ど
う
い
う
人
が
使
っ

て
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
す
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ

は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
精
神
に
近
い
も
の

が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
勝
手
に
思
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。

─
辞
書
は
実
用
書
な
ん
で
す
よ
ね
、
究
極
の
。
学

術
書
で
は
な
い
。
高
度
な
専
門
的
知
識
を
背
景
に

も
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
専
門
性
は
高
い
。で
も
、

き
わ
め
て
大
衆
的
な
書
籍
で
す
。
専
門
性
と
大
衆

性
っ
て
普
通
は
ま
じ
わ
り
よ
う
が
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
辞
典
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
二
つ
が
実
用
性
の

一
点
で
ま
じ
わ
っ
て
い
る
希
有
な
書
籍
で
は
な
い
か

な
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
浦
　
専
門
の
先
生
が
何
人
も
、
辞
書
づ
く
り
に
た

ず
さ
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
先
端
の
研
究
を
な
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さ
っ
て
い
て
、
そ
の
成
果
を
語
釈
に
ぶ
つ
け
て
い
る

と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
先
生
が
書
い
た
専
門
書

を
読
ん
で
も
素
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
研
究

の
積
み
重
ね
が
、
多
く
の
人
に
わ
か
る
形
で
辞
書
に

反
映
さ
れ
て
い
る
。
岩
波
新
書
で
も
、
読
ん
で
い
て

「
ご
め
ん
、
わ
か
ら
な
い
」
っ
て
い
う
こ
と
が
あ
る
。

み
ん
な
向
け
の
は
ず
な
の
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
中

に
は
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
辞
書
っ
て
最
先
端
の
研
究

を
ち
ゃ
ん
と
み
ん
な
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
、
使
え

る
形
で
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
っ
て
い
う
、
そ
こ
が

す
ご
い
。

─
辞
書
の
編
集
者
と
し
て
の
役
割
の
な
か
で
は

「
多
く
の
人
に
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
を
点
検
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
す

ご
く
大
き
い
ん
で
す
。
一
項
目
一
項
目
の
語
釈
に
は

多
く
の
執
筆
者
が
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
専
門
の

学
者
の
先
生
に
書
い
て
い
た
だ
く
正
確
な
元
原
稿
を

で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
の
が
編
集

者
の
腕
の
見
せ
所
と
い
い
ま
す
か
…
…
。

三
浦
　
編
集
者
の
方
が
一
番
目
の
読
者
。
小
説
の
場

合
で
も
よ
く
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
辞
書
も
同
じ
で
、

編
集
者
は
辞
書
の
最
初
の
読
者
で
あ
り
使
用
者
だ
か

ら
、
こ
こ
を
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
と
か
、
著
者
の

先
生
と
は
違
う
視
点
で
指
摘
が
で
き
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
よ
り
多
く
の
人
に
届
く
形
に
練
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

─
専
門
書
の
場
合
だ
と
、
で
き
あ
が
っ
た
原
稿
に

編
集
者
が
意
見
を
言
う
こ
と
は
、
そ
の
内
容
が
専
門

的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
少
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
で

も
、
辞
書
の
場
合
は
正
反
対
。
一
番
最
初
の
、
出
発

点
の
原
稿
か
ら
赤
字
（
朱
）
が
入
る
ん
で
す
。
編
集

者
が
そ
こ
で
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ひ
と
言

で
言
う
と
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
い
う
内
容
点
検
は
編
集
者
の
方
だ
け
で

や
る
ん
で
す
か
？

─
編
集
者
、
校
正
者
、
内
容
校
閲
を
さ
れ
る
編
集

委
員
な
ど
、
多
く
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応

じ
て
内
容
点
検
を
し
ま
す
。
私
が
辞
書
づ
く
り
に
か

か
わ
る
人
間
と
し
て
、
辞
書
を
お
使
い
い
た
だ
い
て

い
る
読
者
の
方
々
に
一
番
お
伝
え
し
た
い
の
が
、『
新

明
解
国
語
辞
典
』
の
よ
う
に
個
性
が
は
っ
き
り
出
て

い
る
辞
典
で
も
、
た
っ
た
一
人
で
編
む
と
い
う
こ
と

は
な
く
、
そ
の
製
作
過
程
に
は
実
に
多
く
の
人
の
考

え
や
目
が
入
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
無
言
の
対
話
の
連

続
の
果
て
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
。
磨
い
て
磨
い
て
磨
い
て
、
お
酒
の
大
吟
醸
の

よ
う
に
、
本
当
に
磨
い
て
磨
い
て
…
…
と
い
う
作
業

で
す
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
辞
書
を
見
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
。

三
浦
　
そ
う
し
て
大
勢
の
人
が
目
を
通
し
て
、
晴
れ

て
出
版
さ
れ
る
と
、
今
度
は
辞
書
を
使
う
人
か
ら
の

意
見
が
ど
ん
ど
ん
き
て
、
ま
す
ま
す
研
磨
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

─
は
い
。
だ
か
ら
版
を
重
ね
て
い
る
辞
典
は
中
身

が
練
れ
て
い
ま
す
ね
。
ど
の
辞
書
も
完
璧
を
期
し
て

つ
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
初
版
と
い
う
の
は
や
っ

ぱ
り
、
内
容
が
あ
ち
こ
ち
暴
れ
て
い
る
、
バ
ラ
ン
ス

が
と
れ
て
い
な
い
と
い
う
面
が
で
て
き
ま
す
。
そ
れ

が
個
性
と
言
え
ば
個
性
な
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

…
…
。

三
浦
　『
大
辞
林
』
を
は
じ
め
、
版
を
重
ね
て
い
る

辞
書
の
編
集
者
の
方
っ
て
、
次
の
版
で
は
こ
こ
を
こ
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う
い
う
ふ
う
に
し
よ
う
と
い
う
準
備
を
さ
れ
ま
す
よ

ね
。
使
っ
て
い
る
側
か
ら
す
る
と
、「
え
え
っ
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
全
部
直
す
の
は
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す

か
！
」
と
思
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
。「
で
も
そ
の
ほ
う
が
正
確
で
す
し
、
使
い
勝
手

も
い
い
と
思
う
の
で
…
…
」
み
た
い
な
感
じ
で
、
す

ご
く
真
剣
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。

─
『
舟
を
編
む
』
で
は
、作
中
の
辞
典
『
大
渡
海
』

の
刊
行
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
の
席
上
で
、「
明
日
か
ら

早
速
、
改
訂
作
業
を
は
じ
め
る
ぞ
」
と
い
う
編
集
者

の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
な
ん
で
す

よ
。
で
き
あ
が
っ
た
時
ほ
ど
嬉
し
く
て
怖
ろ
し
い
瞬

間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
直
言
う
と
、
で
き
た
ば
か
り

の
辞
書
を
正
視
で
き
な
い
。
誤
植
と
か
、
ま
ず
い
部

分
を
見
つ
け
た
ら
と
思
う
と
見
ら
れ
な
い
。
だ
け
ど

翌
日
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
早
く
も
付
箋
が
貼
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
話
を
す
る
と
、
そ
ん
な
に
間

違
い
が
あ
る
ん
で
す
か
、
ひ
ど
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か

と
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
間
違
い
が
な
く
て

も
、
直
し
た
い
と
こ
ろ
が
必
ず
出
て
く
る
。

三
浦
　
こ
こ
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
解
釈
を
深
め
ら
れ

た
か
も
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
ん
で

す
ね
？

─
は
い
。
す
べ
て
の
辞
書
は
で
き
あ
が
っ
た
と
同

時
に
改
訂
の
プ
ロ
セ
ス
に
入
っ
て
い
く
。
み
ん
な
本

当
に
そ
う
思
っ
て
い
て
、
ほ
ぼ
無
意
識
に
改
訂
を
始

め
て
し
ま
う
。

三
浦
　
す
ご
い
こ
と
で
す
ね
え
。
私
の
場
合
は
小
説

を
本
に
し
て
い
た
だ
い
て
も
、
読
み
返
す
こ
と
は
、

ほ
ぼ
な
い
ん
で
す
。
担
当
の
編
集
者
の
方
か
ら
「
で

き
ま
し
た
！
」
と
送
っ
て
い
た
だ
い
て
、
つ
い
に
形

と
な
っ
た
と
う
れ
し
い
ん
で
す
け
ど
、
怖
い
か
ら
あ

ま
り
開
か
な
い
。

─
星
新
一
さ
ん
は
、
自
身
の
作
品
の
書
き
直
し
を

ず
っ
と
な
さ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
よ
ね
。

三
浦
　
そ
う
、
も
う
信
じ
ら
れ
な
い
。
文
庫
に
な
る

際
に
大
幅
に
加
筆
修
正
す
る
人
も
い
る
け
れ
ど
、
私

は
基
本
的
に
は
し
ま
せ
ん
ね
。
心
臓
に
悪
い
で
す
も

の
。─

三
浦
さ
ん
は
文
庫
化
さ
れ
る
時
に
手
を
入
れ
た

り
は
な
さ
ら
な
い
？

三
浦
　
極
力
、
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ウ

ワ
ッ
て
思
っ
て
も
入
れ
な
い
で
す
。
単
行
本
の
時
に

読
ん
だ
人
に「
文
庫
で
は
な
ん
だ
か
印
象
が
違
う
な
」

と
思
わ
せ
て
は
悪
い
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し
、
自

分
の
精
神
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

【
書
く
よ
り
も
読
ん
だ
─
中
学
校
時
代
】

学
校
の
図
書
館
は
す
ご
い
勢
い
で
利
用
し

て
ま
し
た
し
、
学
校
帰
り
に
は
必
ず
本
屋

さ
ん
に
寄
っ
て
、
何
時
間
か
徘
徊
し
な
い

と
家
に
帰
れ
な
い
、
と
い
う
生
活
で
し
た
。

─
プ
ロ
の
作
家
に
な
ら
れ
た
方
に
は
失
礼
な
質
問

か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
作
文
は
お
好
き
で
し
た

か
？

三
浦
　
嫌
い
で
し
た
ね
。
何
を
書
い
て
い
い
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
で
す
。
読
書
感
想
文
と
か
。

─
書
く
力
、
文
章
力
は
あ
る
の
に
、
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

三
浦
　
い
や
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
書
き
た
く

な
い
し
、
書
く
べ
き
こ
と
が
浮
か
ば
な
か
っ
た
。

─
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
だ
っ
た
か
ら
で
す

か
？　

ご
自
身
は
い
っ
ぱ
い
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
よ
ね
、
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
と
か
。

三
浦
　
そ
れ
は
、
た
だ
た
ん
に
、
そ
の
時
に
読
ん
だ
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『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ

ン
ド
』に
感
動
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。そ
れ
っ

き
り
何
も
書
い
て
い
な
い
。

─
本
は
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
読
ま
れ
て
い
ま
し

た
よ
ね
。
感
想
文
を
書
い
て
き
な
さ
い
と
い
う
よ
う

な
宿
題
で
は
な
く
、
自
分
で
書
き
た
い
か
ら
書
い
た

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

三
浦
　
そ
れ
も
な
か
っ
た
で
す
。
読
ん
だ
ら
読
み
っ

ぱ
な
し
。
何
を
読
ん
だ
と
か
メ
モ
を
付
け
た
こ
と
も

な
い
の
で
忘
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
教
科
書

の
こ
と
も
覚
え
て
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。ち
な
み
に
、

日
記
の
た
ぐ
い
も
続
い
た
た
め
し
が
な
い
ん
で
す
。

日
記
帳
を
買
っ
て
、「
や
っ
て
み
る
か
」
と
思
っ
て

も
た
っ
た
一
日
だ
け
。

─
小
説
家
、
物
書
き
と
い
わ
れ
る
お
仕
事
に
就
か

れ
た
方
の
な
か
に
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
文
章
を
書
く

の
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
方
が
た
く
さ
ん
…
…
。

三
浦
　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
私
は
全
然
そ
う

い
う
の
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
読
書
感
想
文
も
ど

う
書
い
て
い
い
の
か
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
そ
も
そ
も
、
本
を
読
ん
で
そ
の
あ
と
に
感
想
を

書
き
な
さ
い
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
っ

て
す
ぐ
に
言
語
化
し
に
く
い
で
す
よ
ね
。
ブ
ロ
グ
な

ど
で
、
自
分
が
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
、「
私
は
こ
う

思
っ
た
」
と
い
う
記
録
を
全
世
界
に
公
開
し
て
る
人

が
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
は
本
当
に
不
思
議

で
、
よ
く
こ
ん
な
す
ぐ
に
書
け
る
な
、
す
ご
い
な
っ

て
。読
書
感
想
文
も
他
の
作
文
も
大
の
苦
手
で
し
た
。

何
を
書
い
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ

り
は
教
科
書
や
本
を
読
ん
で
い
る
ほ
う
が
楽
し
か
っ

た
で
す
ね
。

─
中
学
生
の
頃
に
は
、
お
小
遣
い
を
も
ら
っ
て
よ

く
本
屋
さ
ん
に
行
っ
て
い
ら
し
た
ん
で
す
よ
ね
。

三
浦
　
は
い
。
で
も
マ
ン
ガ
ば
っ
か
り
買
っ
て
ま
し

た
け
ど
（
笑
）。

─
呉
智
英
さ
ん
の
名
言
に
も
あ
る
と
お
り
、
マ
ン

ガ
は
本
で
す
か
ら
。

三
浦
　
そ
う
で
す
よ
ね
、
そ
う
で
す
よ
ね
！　

子
ど

も
の
頃
か
ら
、
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
る
ん
で
す
け
ど
、

マ
ン
ガ
で
漢
字
が
自
然
と
覚
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
小
説
は
学
校
の
図
書
館
で
借
り

て
読
ん
で
い
ま
し
た
。
中
学
生
の
頃
は
、丸
山
健
二
、

坂
口
安
吾
、
久
生
十
蘭
と
か
そ
の
辺
り
が
好
き
で
し

た
。
学
校
の
図
書
館
が
け
っ
こ
う
充
実
し
て
い
た
ん

で
す
よ
。
全
集
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
読
ん
だ
り
し

て
ま
し
た
。

─
中
学
生
の
三
浦
し
を
ん
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
図

書
館
や
書
店
は
特
別
な
お
気
に
入
り
の
場
所
だ
っ
た

の
で
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
で
す
ね
。
学
校
の
図
書
館
は
す
ご
い
勢

い
で
利
用
し
て
い
ま
し
た
し
、
学
校
帰
り
に
は
必
ず

本
屋
さ
ん
に
寄
っ
て
、
何
時
間
か
徘
徊
し
な
い
と
家

に
帰
れ
な
い
、
と
い
う
生
活
で
し
た
。

─
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
一
種
の
中
毒
の
よ
う
な

…
…
。

三
浦
　
完
全
に
中
毒
で
す
。
や
め
ら
れ
な
い
ん
で
す

よ
。
そ
れ
く
ら
い
本
を
読
む
の
は
好
き
で
し
た
ね
。

書
く
よ
り
も
読
む
ほ
う
が
今
で
も
好
き
で
す
。

─
教
科
書
に
ど
ん
な
作
品
が
載
っ
て
い
た
ら
い
い

と
思
わ
れ
ま
す
か
？

三
浦
　
す
ご
く
メ
ジ
ャ
ー
で
文
豪
と
い
う
域
に
入
っ

て
い
る
よ
う
な
大
作
家
の
文
章
も
入
っ
て
て
欲
し
い

け
れ
ど
、
文
庫
に
な
る
に
は
ど
う
し
た
っ
て
マ
イ

ナ
ー
す
ぎ
て
難
し
い
よ
う
な
海
外
の
短
編
小
説
な
ど

も
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
人
の

書
い
た
短
編
と
か
、
南
米
文
学
な
ど
に
も
中
学
生
が

読
ん
だ
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
も
の
が
け
っ
こ

う
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｓ
Ｆ
も
い
い

で
す
ね
。
星
新
一
さ
ん
の
作
品
に
し
て
も
、
教
科
書

で
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
て
次
々
に
他
の
作

品
を
読
み
始
め
ま
し
た
し
、
筒
井
康
隆
さ
ん
も
載
っ

て
い
た
か
な
。
超
現
代
の
最
新
Ｓ
Ｆ
短
編
と
か
、
そ

う
い
う
エ
ッ
ジ
が
効
い
た
も
の
、
最
新
の
文
学
事
情

と
い
う
も
の
を
反
映
さ
せ
た
も
の
が
あ
る
と
い
い
と

思
い
ま
す
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
生
き
て
い
る
作
家
が

何
を
世
界
に
向
け
て
書
い
て
い
る
か
と
い
う
の
を
知

る
こ
と
が
す
ご
く
重
要
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
教
科

書
っ
て
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
文
豪
寄
り
に
な
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
教
科
書
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
両
方
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
。
ま
だ
評
価
も
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
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な
実
験
的
な
作
品
な
ど
が
あ
る
と
、「
小
説
っ
て
、

な
ん
か
お
も
し
ろ
い
か
も
」
と
思
っ
て
く
れ
る
中
学

生
が
必
ず
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
長
い
作

品
で
も
抄
出
が
で
き
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ

が
難
し
け
れ
ば
短
編
を
選
べ
ば
い
い
。
で
も
や
っ
ぱ

り
、
で
き
れ
ば
作
品
全
部
を
読
み
た
い
で
す
ね
。
そ

れ
と
、
著
者
の
顔
写
真
は
絶
対
載
せ
て
ほ
し
い
。
み

ん
な
今
も
落
書
き
し
て
い
る
は
ず
（
笑
）。

【
み
ん
な
で
読
む
と
い
う
こ
と
】

言
葉
を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
っ
て
、
一
生
か
か
っ
て
も
無
理
と
い
う

ぐ
ら
い
難
し
い
。

─
さ
き
ほ
ど
読
書
感
想
文
の
お
話
の
時
に
「
国
語

の
授
業
っ
て
、
読
ん
で
す
ぐ
に
感
想
を
聞
か
れ
て
い

た
な
」「
そ
ん
な
に
す
ぐ
に
言
語
化
で
き
る
の
か

な
？
」
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
言
語
化
で

き
る
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

の
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
必
要
な
も
の
な
の
で

し
ょ
う
か
？

三
浦
　
す
ぐ
に
は
言
語
化
で
き
な
い
と
言
い
ま
し
た

け
ど
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
言
語
化
し
な
い
ま
ま
ボ

ン
ヤ
リ
し
て
い
る
と
、
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
弊
害

も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
文
章
化
す
る
と
い
う
の
は
、

読
ん
だ
時
の
自
分
の
思
い
や
考
え
を
記
憶
と
し
て
定

着
さ
せ
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
、
し
か
も
、
無
理

矢
理
に
で
も
言
語
化
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
、
そ

の
時
に
何
を
思
っ
た
の
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
も

な
る
か
ら
、
直
後
に
感
想
を
書
か
せ
る
と
い
う
の
も

悪
く
は
な
い
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
い
う
思
い
も
あ
り
ま

す
。
そ
う
で
も
し
な
い
と
記
憶
が
流
れ
去
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
ら
。

　

た
だ
、
言
語
化
の
コ
ツ
を
つ
か
む
の
に
は
、
そ
れ

な
り
の
時
間
と
訓
練
が
必
要
で
す
よ
ね
。
中
学
生
ぐ

ら
い
で
自
分
の
気
持
ち
と
か
考
え
た
こ
と
、
感
じ
た

こ
と
を
、
は
じ
め
か
ら
明
確
に
頭
の
中
で
言
語
化
で

き
る
人
は
少
数
派
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し

ま
す
。
少
な
く
と
も
私
が
中
学
生
の
時
は
、
モ
ヤ
モ

ヤ
を
感
じ
て
は
い
た
し
、
考
え
て
は
い
た
け
ど
、
明

確
に
言
語
に
し
て
誰
か
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。
大
人
に
な
っ
て
も
あ
ま
り

う
ま
く
で
き
な
い
け
れ
ど
。
中
学
生
と
い
え
ば
お
年

頃
で
す
し
、
自
分
の
感
情
や
意
見
を
友
達
に
言
う
の

は
恥
ず
か
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
思
う
。

で
す
か
ら
、
そ
れ
を
恥
ず
か
し
が
ら
ず
に
で
き
る
よ

う
に
「
お
か
し
い
と
か
間
違
い
だ
と
か
言
わ
ず
に
、

自
由
に
書
い
た
り
話
し
合
っ
た
り
し
ま
し
ょ
う
」
み

た
い
な
感
じ
に
う
な
が
し
て
く
れ
る
先
生
で
あ
れ

ば
、
教
科
書
の
作
品
が
い
い
刺
激
に
な
っ
て
、
み
ん

な
で
話
が
盛
り
上
が
る
よ
う
に
な
る
し
、
言
葉
で
表

し
て
み
よ
う
、
言
葉
に
し
て
人
に
伝
え
て
み
よ
う
と

い
う
気
持
ち
が
育
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
言

葉
を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
っ
て
、
一

生
か
か
っ
て
も
無
理
と
い
う
ぐ
ら
い
難
し
い
。
伝
え

た
り
、
う
ま
く
感
じ
と
っ
た
り
す
る
こ
と
っ
て
、
本

当
に
難
し
い
。
で
も
、授
業
の
中
で
作
品
を
読
ん
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
ど
う
思
っ
た
の
か
、
無
理
強
い
で
は
な

く
う
ま
く
言
語
化
を
う
な
が
す
よ
う
な
場
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
は
と
て
も
い
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
う
い

う
経
験
を
子
ど
も
の
頃
に
す
る
の
は
大
事
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

─
そ
れ
が
負
の
思
い
出
に
な
ら
な
い
こ
と
が
大
事

で
す
ね
。

三
浦
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
っ
て
い
っ
ち
ゃ
だ
め
で

す
よ
ね
。
そ
れ
は
先
生
の
問
題
だ
し
、
ク
ラ
ス
の
雰

囲
気
も
関
係
し
て
く
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
先

生
は
少
数
派
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の
世
界
に
も
や
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る
気
の
な
い
人
は
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
み
ん
な

の
興
味
と
か
好
奇
心
と
か
を
か
き
た
て
る
の
が
へ
た

な
先
生
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
、
授
業
で
感

想
を
言
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
の
は
、
生
徒
に
と
っ

て
は
苦
痛
で
す
よ
ね
。
生
徒
が
こ
う
だ
と
思
う
っ
て

言
っ
た
の
に
、「
は
あ
？　

何
言
っ
て
ん
の
」
み
た

い
に
聞
く
耳
を
も
た
な
い
よ
う
な
先
生
だ
と
、
生
徒

は
自
分
の
考
え
や
感
情
な
ん
て
絶
対
に
言
お
う
と
し

な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ば
っ
か
り
は
、
残
念
な
が
ら

み
ん
な
が
い
い
先
生
に
あ
た
る
と
は
限
ら
な
い
し
、

難
し
い
で
す
よ
ね
。

【
読
む
と
い
う
こ
と
、
教
え
る
と
い
う
こ
と
】

よ
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
、
そ
の
子

に
と
っ
て
苦
痛
で
あ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る

と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
に
よ
っ
て
受
け
取

り
方
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
こ

そ
教
育
は
難
し
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
教
育

が
重
要
。

─
「
国
語
を
嫌
い
な
子
を
ど
う
し
た
ら
い
い
で

し
ょ
う
か
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
ど
う
お
答
え
に
な

り
ま
す
か
？

三
浦
　
私
は
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

て
、
国
語
が
嫌
い
と
か
本
が
嫌
い
と
か
、
本
が
読
め

な
い
、
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
人
は
、
読
ま
な
く
て
い

い
ん
で
す
よ
、
本
な
ん
て
。
他
に
興
味
の
あ
る
こ
と

が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ゲ
ー
ム
で
も
ス
ポ
ー
ツ

で
も
他
に
好
き
な
こ
と
や
得
意
な
こ
と
が
、
一
つ
ぐ

ら
い
は
誰
し
も
あ
る
。
そ
れ
を
や
れ
ば
い
い
の
で

あ
っ
て
、
み
ん
な
が
無
理
し
て
本
を
読
む
必
要
は
全

然
な
い
。「
本
な
ん
て
つ
ま
ら
な
い
」
と
ハ
ナ
か
ら

決
め
つ
け
ず
、
い
つ
か
性
に
合
う
本
と
出
会
っ
た
時

の
た
め
に
も
、
最
低
限
困
ら
な
い
程
度
の
漢
字
の
読

み
書
き
ぐ
ら
い
は
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
そ
れ

で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。た
と
え
ば
私
は
、

数
学
を
好
き
に
な
れ
っ
て
言
わ
れ
て
も
無
理
で
す
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
に
ま
で
計
算
問
題
を
十
五
分

や
り
ま
し
ょ
う
と
言
わ
れ
た
ら
、ヒ
ー
ッ
っ
て
な
る
。

無
理
に
数
学
を
好
き
に
な
ら
な
く
た
っ
て
、
買
い
物

に
困
ら
な
い
程
度
の
計
算
能
力
が
あ
れ
ば
い
い
で

し
ょ
う
？　

興
味
さ
え
捨
て
ず
に
い
れ
ば
、
数
学
の

問
題
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
本
や
テ
レ
ビ

番
組
を
通
し
て
数
学
の
世
界
や
数
学
者
に
つ
い
て
知

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

─
「
計
算
能
力
は
生
き
る
上
で
必
要
な
技
術
と
な

り
ま
す
、
だ
か
ら
勉
強
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
と
い

う
薦
め
方
と
同
様
に
、「
読
書
は
生
き
る
上
で
必
要

で
す
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
心
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る

か
ら
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
薦
め
方
を
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
…
…
。

三
浦
　
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
本
は

一
人
で
読
め
ま
す
か
ら
、
自
分
の
世
界
に
入
っ
て

い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ん
で
す
。
む

し
ろ
視
野
が
狭
ま
っ
て
し
ま
う
危
険
性
だ
っ
て
あ
る

わ
け
で
す
。「
た
く
さ
ん
本
を
読
ん
だ
ら
心
が
豊
か

に
な
る
、
人
格
が
磨
か
れ
る
」
と
い
う
の
は
、「
子

ど
も
を
持
っ
た
ら
人
間
が
大
き
く
な
り
ま
す
よ
」
と

い
う
の
と
同
じ
幻
想
で
す
。
も
し
、
子
ど
も
が
い
る

人
が
人
間
的
に
成
長
し
て
心
が
豊
か
に
な
る
の
で

あ
っ
た
ら
、
い
ま
ご
ろ
こ
の
世
界
は
も
っ
と
良
く

な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
で
も
そ
う
は
な
っ
て

い
な
い
。
子
ど
も
を
生
み
育
て
よ
う
と
本
を
読
も
う

と
、
そ
れ
は
人
格
と
か
心
の
豊
か
さ
と
は
単
純
に
比

例
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
世
界
を
広
げ

て
い
く
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
が
、
そ
の
す
べ
は
本

以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
草
野

球
と
か
サ
ッ
カ
ー
で
交
流
す
る
と
か
、
映
画
を
見
る

と
か
。
会
社
が
そ
う
い
う
場
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
を
通
じ
て
そ
れ

を
獲
得
し
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
。
読
書
を
特

別
に
考
え
て
無
理
に
本
を
薦
め
る
の
は
、
良
く
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
を
す

れ
ば
心
が
豊
か
に
な
る
と
か
、
こ
れ
を
し
な
か
っ
た

ら
人
間
が
堕
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
し
、
よ
か

れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
が
、
そ
の
子
に
と
っ
て
苦
痛

で
あ
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
に

よ
っ
て
受
け
取
り
方
が
全
然
違
い
ま
す
か
ら
。
だ
か
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ら
こ
そ
教
育
は
難
し
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
教
育
が
重

要
。先
生
や
教
室
内
で
の
友
達
と
の
か
か
わ
り
こ
そ
、

人
に
と
っ
て
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
。
子
ど
も
を
型
に
は
め
よ
う
と
す
る
先
生
が
一
番

よ
く
な
い
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に
熱
心
な
先
生
で
も
よ

く
な
い
。
な
る
べ
く
多
く
の
生
徒
の
好
奇
心
を

ち
ょ
っ
と
刺
激
し
て
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
先
生
、

授
業
の
な
か
で
「
そ
ん
な
話
が
あ
る
の
か
！
」
と
い

う
よ
う
な
刺
激
を
ち
ょ
っ
と
し
た
雑
談
と
か
で
提
供

し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
セ
ン
ス
の
あ
る
先

生
の
授
業
は
、
あ
と
あ
と
ま
で
記
憶
に
残
る
し
、
楽

し
い
授
業
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
経
験
し
た
国

語
の
授
業
で
い
う
と
、
一
見
、
自
由
に
発
言
で
き
る

よ
う
な
授
業
で
も
、「
こ
の
話
の
読
み
方
は
こ
う
で

す
」
と
断
定
さ
れ
る
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
先
生
の
ほ
う
が
楽
し
か
っ
た

し
、
教
科
書
以
外
の
話
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
う

き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

─
こ
れ
は
社
会
人
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
が
、
自
分
で
何
か
し
て
み
よ
う
と
自
発
的
に

始
め
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、無
理
に
す
る
、

さ
せ
る
と
い
う
手
法
で
は
、
そ
の
人
の
学
び
に
と
っ

て
効
果
が
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

三
浦
　
は
い
。
知
ら
な
い
よ
り
は
知
っ
て
る
ほ
う
が

い
い
し
、
や
ら
な
い
よ
り
は
や
っ
て
み
た
ほ
う
が
い

い
と
は
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
や
り
た
く
な
い
子
に

無
理
し
て
薦
め
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
読
ま
な
い
よ

り
読
ん
だ
ほ
う
が
新
た
な
世
界
を
知
る
こ
と
も
で
き

る
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
読
む
の
が
苦
痛
で
苦
痛
で
仕
方

が
な
い
と
い
う
人
に
無
理
に
薦
め
て
も
ど
う
な
の
か

な
っ
て
い
う
気
が
し
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
そ
の

人
が
な
に
か
を
必
要
だ
と
感
じ
た
時
に
、「
そ
う
い

え
ば
」
と
助
け
に
な
る
よ
う
な
知
識
や
情
報
を
さ
り

げ
な
く
与
え
て
お
い
て
あ
げ
る
。
事
態
を
解
決
す
る

方
法
を
自
分
で
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
好
奇
心
や

思
考
力
を
育
て
て
あ
げ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
人
間
に

と
っ
て
大
切
な
教
育
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
学

生
の
頃
は
全
然
だ
っ
た
け
れ
ど
、
大
人
に
な
っ
て
本

好
き
に
な
っ
た
と
い
う
人
は
け
っ
こ
う
い
ま
す
よ

ね
。
あ
せ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

�

■
了

＊
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
全
編
を
弊
社
辞
書
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/interview
_m

iura/
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ἔ
一

も
の
の
大
ܕ
ࠃ
ޠ
辞
య
ἕ

　

初
版
の
『
大
辞
林
』
は
ا
画
か
ら
刊
行
ま
で
二
十
八

年
か
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
八
八
年
に
初

版
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
ا
画
そ
の
も
の
は
今
か
ら

五
十
年
以
上
લ
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
大
辞
林
』
は

ݹ
代
か
ら
現
代
ま
で
の
国
語
項
目
に
加
え
て
、
人
名
、

地
名
、
作
品
名
、
ݻ
有
名
詞
を
含
む
ඦ
科
語
と
専
門
用

語
、
術
語
を
含
め
て
二
十
ສ
を
超
え
る
項
目
を
ܝ
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
項
目
数
な
の
で
、
二
ඦ
人
を

超
え
る
方
々
に
執
筆
も
お
ئ
い
し
て
き
ま
し
た
。
国
語

辞
典
の
分
類
と
し
て
は
中
型
辞
典
で
す
が
、
一
冊
も
の

の
大
型
国
語
辞
典
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
、
九
三
年
入
社
な
の
で
、
九
五
年
に
刊
行
さ
れ

た
ୈ
二
版
か
ら
関
わ
り
ま
し
た
。
入
社
し
て
す
ぐ
、
編

集
部
員
と
し
て
改
訂
作
業
に
関
わ
り
ま
し
た
。
当
時
、

編
集
部
は

、ࣣ
人
ぐ
ら
い
の
体
੍
で
し
た
が
、
も
ち

ろ
ん
そ
こ
に
は
外
部
の
ڠ
力
者
、
校
正
者
の
方
も
い
ま

し
た
か
ら
、
実
際
に
編
集
作
業
に
関
わ
る
人
数
は
、
そ

れ
以
上
で
す
。
続
く
ୈ
三
版
で
は
、
ا
画
や
検
౼
で
の

関
わ
り
で
し
た
が
、
そ
の
一

と
し
て
、
辞
書
を
紙
と

σ
ジ
タ
ル
（
ウ
ェ
ブ
）
の
両
方
で
使
え
る
「
σ
ュ
ア
ル
・

σ
ィ
ク
γ
ἀ
ナ
リ
ー
」
の
੍
作
に
ܞ
わ
り
ま
し
た
。

時
代
の
ม
Խ
を
と
ら
え
る

　
『
大
辞
林
』
は
初
版
二
十
二
ສ
語
、
ୈ
二
版
は

二
十
三
ສ
三
千
語
、
ୈ
三
版
は
二
十
三
ສ
八
千
語
ऩ
録

し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
ウ
ェ
ブ
な
ど
の
ి
子
ഔ
体
の
み

に
ܝ
載
し
て
い
る
項
目
も
あ
る
の
で
、
現
時
点
で
、
૯

項
目
数
は
二
十

ສ
三
千
。
日
々
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

改
訂
時
に
は
、時
代
の
変
化
を
と
ら
え
、こ
れ
ら
二
十

ສ
を
超
え
る
ऩ
録
項
目
の
見
直
し
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

ୈ
二
版
（
一
九
九
五
）
の
時
は
、
社
会
の
複
雑
化
に


っ
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
多
様
な
言
葉
の
対
応

と
い
う
視
点
か
ら
、ඦ
科
語
の
増
ิ
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　

ୈ
三
版
（
二
ʓ
ʓ

）
刊
行
時
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
普
ٴ
し
は
じ
め
て
か
ら
十
年
が
経
過
し
、
ඦ
科
的

な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
仕
方
が
ま
る
で
ҟ
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ඦ
科
的
な
情
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
ଈ
時
的
に
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
籍
へ
の
期
待

は
૬
対
的
に
減
っ
て
し
ま
い
、
ୈ
三
版
で
は
、
む
し
ろ

国
語
項
目
に

力
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
国
語
辞
典

と
し
て
の
基
൫
に
よ
り
み
が
き
を
か
け
、
ඦ
科
的
な
情

報
や
時
事
的
な
用
語
は
、
ウ
ェ
ブ
版
の
「
σ
ュ
ア
ル
大

辞
林
」（
書
籍
の
ୈ
三
版
を
買
っ
た
方
が
無
ྉ
で
利
用

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
）
で
ৗ
時
増
ิ
し
て
い
く
、「
σ
ュ

ア
ル
・
σ
ィ
ク
γ
ἀ
ナ
リ
ー
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
り

ま
し
た
。

ి
子
ഔ
ମ
で
は
࠷
৽
の
要
ٻ
に
Ԡ
え
、

紙
ഔ
ମ
で
は
、
中

も

ใ
ྔ
も

い
ͪ
ば
ん
の
使
い
や
す
さ
で
Ԡ
え
る

　

ి
子
ഔ
体
の
辞
書
に
は
、
時
代
を
反
映
し
て
新
し
い

語
や
語
義
・
用
法
を
次
々
に
取
り
入
れ
て
い
け
る
と
い

う
長
所
が
あ
り
ま
す
。
新
聞
、
雑
ࢽ
な
ど
の
メ
σ
ィ
ア

を
は
じ
め
、
多
方
面
に
わ
た
り
、
時
事
用
語
、
新
語
、

辞
書
作
り
の
現
場
か
ら
　
そ
の
①

『
大
辞
林
』

山
本
　
康
一

辞
書
出
版
部
　
国
語
辞
書
第
二
編
集
室

　
辞
書
出
版
部
部
長
／『
大
辞
林
』編
集
長
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流
行
語
な
ど
、
最
新
の
言
葉
を
観

し
、
集
め
て
く
れ

る
チ
ー
ム
が
い
ま
す
。

　

一
方
、紙
の
辞
書
に
は
物
理
的
な
੍

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
ৗ
時
項
目
を
増
ิ
し
て
い
っ
て
も
、
改
訂

の
時
に
は
、
ऩ
録
項
目
を
取
捨
選

す
る
作
業
に
直
面

し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
項
目
を
ऩ
録
す
る
た
め

に
、
紙
を
ബ
く
し
た
り
、
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
た
り
、



を
す
る
の
で
す
が
、実
は
、『
大
辞
林
』の
ް
さ
は
、

す
で
に
、
製
本
ػ
に
か
け
ら
れ
る
限
界
の
八
セ
ン
チ
ぎ

り
ぎ
り
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
製
本
で
き
る
最
大
の
ް

さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
限
界
は
一
面
で
は
੍

で
す
。
し
か
し
、
一
冊

で
手
元
に
お
け
る
と
い
う
の
が
中
型
辞
典
の
利
点
だ
と

思
い
ま
す
し
、
人
の
ѻ
う
情
報
は
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
ن

模
が
ద
当
だ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
検
索
サ
イ
ト
な
ど
で
あ
る
言
葉
を
検
索
し
た
場

合
、
何
ඦ
ສ
と
ީ
ิ
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
全
部
目
を
通
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

解
説
の
分
ྔ
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
て
も
、
か
え
っ
て
ࠞ

ཚ
し
ま
す
。
簡
ܿ
に
知
り
た
い
言
葉
を
知
る
、
情
報
・

知
識
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
役
目
を
果
た
す
た
め
に
は
、

あ
る
分
ྔ
に
と
ど
め
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

紙
の
辞
書
な
ら
で
は
の


も
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ

う
な
紙
面
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
版
ご
と
に
σ
β
イ

ン
が
少
し
ず
つ
違
う
ん
で
す
よ
。
本
の
σ
β
イ
ン
は
、

エ
σ
ィ
ト
リ
ア
ル
σ
β
イ
ン
の
世
界
を
ݗ
引
し
て
き
た

ਿ
浦
康
ฏ
事

所
に
初
版
か
ら
ୈ
三
版
ま
で
お
ئ
い
し

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
た
よ
う
に
、
紙
の
辞
書
の

場
合
、
物
理
的
な
੍

が
あ
り
ऩ
録
で
き
る
項
目
数
が

限
ら
れ
ま
す
が
、
ਿ
浦
さ
ん
は
、
限
ら
れ
た
中
で
、
た

く
さ
ん
の
項
目
を
入
れ
ら
れ
る
σ
β
イ
ン
的
な


を

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ப
の
入
れ
方

を


す
る
こ
と
で
、
初
版
と
ୈ
二
版
で
は
一
ஈ
の
行

数
が
変
わ
り
ま
し
た
。
ୈ
三
版
で
は
、
༨
ന
を
少
し
狭

く
し
て
、
行
数
を
増
や
す
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

　

ి
子
ഔ
体
で
ৗ
に
項
目
を
増
ิ
し
な
が
ら
、
あ
る
時

点
で
、
分
ྔ
の
੍

を
と
も
な
う
紙
の
辞
書
の
編
集
を

行
う
意
義
と
は
、
時
代
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
項
目
を

ݫ
選
し
、
時
代
の
記
録
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

紙
の
辞
書
は
一
定
期
間
の
時
代
の
記
録
を
残
す
存
在

で
あ
り
、
日
々
項
目
が
増
え
続
け
る
ి
子
ഔ
体
の
辞
書

は
、
紙
の
辞
書
に
載
る
も
の
、
載
ら
な
か
っ
た
も
の
も

含
め
て
、
通
時
的
に
言
葉
の
૯
体
を
記
録
し
続
け
る
存

在
で
あ
る
。
今
の
時
代
に
は
、
そ
の
両
方
が
必
要
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。


り
た
い
と
い
う
要
ٻ
に

く
Ԡ
え
ら
れ

る
本
で
あ
り
た
い

　

辞
書
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
の
言
葉
の
記
録
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。『
大
辞
林
』
は
、
そ
の
時
々
に
出
て
く

る
言
葉
、
国
語
項
目
も
含
め
、
ඦ
科
関
係
、
時
事
用
語

で
あ
っ
た
り
、
新
し
く
出
て
き
た
語
や
用
法
に
向
き
合
っ

て
、
ৗ
に
言
葉
に
関
し
て
知
り
た
い
と
い
う
要
ٻ
に
応

え
ら
れ
る
辞
書
で
あ
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
辞
書
の
改
訂

に
力
を

ぎ
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
談
）

第二版では，余白側へ柱をずらし，行数を増やした

第
二
版

初
版

製本機にかけられる限界の厚さ

p12-13_辞書作り1_27.indd   13 13.4.23   11:04:44 AM
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ࣈ
に
よ
っ
て
表
ݱ
さ
れ
た
こ
と
ば

─
─

ޠ
そ
の
も
の
を
学
श
す
る
た
め
の

ɹ
ɹ

ࣈ
辞
య
ứ
全
༁
ɹ

辞
ւ
Ừ

　
『
全
༁　

漢
辞
海
』
は
、
二
ʓ
ʓ
ʓ
年
に
初
版
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
長
ᖒ
ن
ۣ

先
生
の
『
新
明

解
漢
和
辞
典
』
な
ど
漢
和
辞
典
出
版
の
長
い
ྺ
࢙
を
も

つ
小
社
と
し
て
ຬ
を
持
し
て
世
に
問
う
た
新
し
い
漢
和

辞
典
で
し
た
が
、

に

い
な
こ
と
に
、
読
者
の
み
な

さ
ま
に
好
評
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
、
必
ず
し
も
好
調
と
は
言
え
な
い
出
版

ڥ
の
な

か
、
二
ʓ
ʓ

年
に
は
『
ୈ
二
版
』
を
、
そ
し
て
、

二
ʓ
一
一
年
に
は
『
ୈ
三
版
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
漢
和
辞
典
と
い
う
ݎ
実
で
は
あ
る
も
の
の

特
に

目
を
集
め
る
こ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
辞
典

で
、
こ
の
よ
う
な
短
期
間
に
版
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
の
も
、『
漢
辞
海
』
の
先
進
的
な
編
集
方


が
幅
広
い
読
者
の
み
な
さ
ま
の
ޚ
ࢧ
持
に
つ
な
が
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
担
当
編
集
部
と
し
て

に

あ
り
が
た
く
受
け
ࢭ
め
て
お
り
ま
す
。

　

ৼ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
入
社
早
々
に
計
画
中
の
純
新

刊
漢
和
辞
典
の
担
当
を
命
ͥ
ら
れ
、
編
集
担
当
と
し
て

『
漢
辞
海
』
に
ܞ
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
早
く
も

二
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
漢
和
辞
典
は
も
と
よ
り
辞
書
編
集
の
経
験

も
な
い
新
入
編
集
部
員
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
よ

う
な
ἔ
素
人
ἕ
で
あ
っ
た
こ
と
が
か
え
っ
て
良
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
専
門
的
な
教
育
を
受
け
て
い
れ

ば
、
つ
ま
ら
͵
先
入
観
が
編
集
方

の
۩
体
化
の
う
え

で
も
ো
害
に
な
っ
た
こ
と
に
૬
違
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
漢
和
辞
典
に
対
し
て
ന
紙
の
ঢ়
態
で
ྟ
ん
だ
新
人

編
集
担
当
は
、
先
生
方
の
先
進
的
な
編
集
方

を
そ
の

ま
ま
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
受
け
ࢭ
め
、
そ
れ
を
読

者
の
み
な
さ
ま
に
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
ޚ
提
ࣔ
す

る
こ
と
に
、自
分
の
使
命
を
見
出
し
ま
し
た
。
正
に『
漢

辞
海
』
と
と
も
に
า
ん
だ
二
十
年
で
し
た
。

何
も
無
い
と
こ
Ζ
か
ら
す
べ
て
ख
作
り
で

作
り
্
͛
た
辞
య

　
『
漢
辞
海
』
は
純
新
刊
の
辞
典
で
す
。

　

中
国
学
研
究
の
ୈ
一
人
者
で
あ
る
ށ

๕

（
と
が

わ
よ
し
お
）
先
生
に
ޚ

修
と
し
て
ޚ
指
ಋ
を
ࣀ
り
つ

つ
、
同
じ
く
気
Ӷ
の
研
究
者
で
あ
る
ࠤ
౻
進
先
生
と
ᖛ

口

࢜
༤
先
生
の
編
者
お
二
人
を
中
心
に
、
多
く
の
先

生
方
や
ご
ڠ
力
者
の
英
知
と

力
を
݁
集
し
て
編
集
さ

れ
ま
し
た
。

　

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
ै
来
の
漢
和
辞
典
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
な
漢
字
を
単
に
和
訓
に
置
き

え
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
漢
語
と
し
て

漢
字
を
ଊ
え
、
的
確
な
例
文
を
ܝ
げ
て
、
実
際
の
文
຺

に
そ
っ
て
語
義
を
読
解
す
る
こ
と
を
編
集
方

の
ப
と

し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ݹ
漢
語
を
品
詞
別
に
分

類
し
、
文
法
を
౿
ま
え
た
解
説
を
ࢪ
し
、
こ
れ
に
訓
も

合
わ
せ
て
ࣔ
し
た
う
え
で
、
用
例
に
は
書
き
Լ
し
文
を

辞
書
作
り
の
現
場
か
ら
　
そ
の
②

『
全
訳
　
漢
辞
海
』

武
田
　
京

辞
書
出
版
部
　
国
語
辞
書
第
三
編
集
室

　『
全
訳
　
漢
辞
海
』編
集
長
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く
、
先
生
方
も
૬
当
に
ޚ
苦
心
を
重
ね
ら
れ
た
も
の
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
次
ୈ
で
、
編
集
開
始
当
初
は
数
年
後
の

刊
行
を
意
図
し
て
い
た
も
の
の
、
原
稿
の
執
筆
に
は
大

変
な
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
り
、
刊
行
日
程
も
度
々

の
Ԇ
期
を
༨
ّ
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
長
期
に
ٴ
ぶ
編
集
期
間
の
な
か
で
は
、
و
重

な
ࢀ
考
文
ݙ
で
あ
る
中
国
の
『
漢
語
大
詞
典
』
全
十
三

ר
が
完
݁
し
、
ま
た


の
中
ԝ
研
究
Ӄ
を
は
じ
め
と

す
る
多
く
の
漢
籍
σ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
ঃ
々
に
完
備
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
編
集

ڥ
も
格
ஈ
の
進
า
を

げ
て

い
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
大
き
な
ऩ
֭
で
も
あ
り
ま
し

た
。
原
典
確
ೝ
な
ど
、
以
લ
で
あ
れ
ば
૬
当
な
困
難
と

࿑
力
・
時
間
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど

が
、
現
在
で
は
自
分
の
σ
ス
ク
の
う
え
で
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
も
最
大

限
に
活
用
し
な
が
ら
、
つ
い
に
二
ʓ
ʓ
ʓ
年
、
刊
行
の

と
き
を
ܴ
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

刊
行
当
初
、
編
者
の
先
生
方
は
じ
め
編
集
部
も
そ
の

編
集
方

に
は
確
信
を
も
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
果
た

し
て
そ
れ
が
読
者
の
ޚ
ࢧ
持
を
得
る
に
ࢸ
る
の
か
、
༧

断
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
読
者
の

ޚ
ࢧ
持
と
順
調
な
発
ల
は
、
ط
に
ड़
べ
た
通
り
で
、


に

い
で
あ
っ
た
と
日
々
ט
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

　
『
漢
辞
海
』
は
、
当
初
の
編
集
方

の
ஈ
֊
か
ら
、

漢
文
読
解
の
た
め
の
ݹ
漢
語
辞
典
と
し
て
の
側
面
と
同

時
に
、
現
代
日
本
に
お
け
る
漢
和
辞
典
と
し
て
、
ৗ
用

漢
字
表
を
は
じ
め
、
人
名
用
漢
字
表
、
表
外
漢
字
字
体

表
、
+
*
4
コ
ー
ド
な
ど
の
漢
字
コ
ー
ド
や
名
付
け
を

す
る
際
の
名

り
な
ど
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。『
ୈ

二
版
』
で
は
、
人
名
用
漢
字
の
大
幅
拡
充
や
表
外
漢
字

字
体
表
を
౿
ま
え
た
改
訂
を
ࢪ
し
、
二
ʓ
一
一
年
य़
の

『
ୈ
三
版
』
で
は
、
લ
年

に
二
十
九
年
ぶ
り
に
改
定

さ
れ
た
「
ৗ
用
漢
字
表
」
の
改
訂
を
待
っ
た
う
え
で
、

最
速
の
刊
行
を
実
現
し
ま
し
た
。
現
在
お
手
元
に
お
届

け
し
て
お
り
ま
す
『
ୈ
三
版
』
で
は
、
そ
の
成
果
と
し

て
、
新
し
い
ৗ
用
漢
字
に
は
「
˒
」
印
を
付
し
て
、
一

目
ྎ
然
で
わ
か
る
よ
う
に
お
ࣔ
し
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
漢
和
辞
典
に
ٻ
め
ら
れ
る
多
く
の
側

面
を
ৗ
に
意
識
し
、
も
っ
と
も
良
い
形
で
読
者
の
み
な

さ
ま
に
お
届
け
す
る
と
い
う
こ
と
を
ৗ
に
意
識
し
て
、

今
日
も
編
集
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

読
ऀ
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に

　

日
本
で
最
初
の
近
代
的
な
漢
和
辞
典『
漢
和
大
字
典
』

が
小
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
ʓ
三
ờ
明
࣏
��
Ở

年
）
の
こ
と
で
し
た
。
ඦ
年
の
時
を
経
て
、『
全
༁　

漢
辞
海
』
の
よ
う
な
画
期
的
な
漢
和
辞
典
を
刊
行
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
も
、
小
社
で
あ
る
か
ら
こ
そ

で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
、
読
者
の
み
な

さ
ま
の
長
年
に
わ
た
る
ޚ
ࢧ
持
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の

ࣀ
物
で
あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
読
者
の
み
な
さ
ま
と
と
も
に
、
よ
り
良
い
辞

書
を
生
み
出
し
、
育
て
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ʰେࣈయ ʢɦӈʣͱʰશ༁ɹࣙւ ʢɦࠨʣ

ఴ
え
て
、
現
代
日
本
語
༁
で
全
༁
を
ࢪ
す
こ
と
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
だ
け
で
、
ै
来
の
漢
和
辞
典
と
は
一
線
を

画
す
漢
和
辞
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

必
然
的
に
、
ै
来
の
漢
和
辞
典
で
は
ࢀ
考
に
な
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
中
国
に
お
け
る
最
新
研
究

を
ま
ず
ୈ
一
に
౿
ま
え
な
が
ら
、
ऩ
録
語
数
─
親
字

一
ສ
強
、
ख़
語
五
ສ
語
以
上
─
の
す
べ
て
を
新
た
に
書

き
ى
こ
す
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
何
度
と
な
く
編
集
会

議
を
開
࠵
し
、
編
集
方

を
練
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、ऩ
録
す
る
親
字
・
ख़
語
の
選
定
を
行
い
、

執
筆
ڠ
力
を
し
て
い
た
だ
け
る
先
生
方
へ
ޚ
ґ
頼
し
、

正
に
一
か
ら
原
稿
を
ଗ
え
て
い
き
ま
し
た
。
ط
存
の
漢

和
辞
典
を

ࠎ
奪

す
れ
ば
出
来
上
が
る
原
稿
で
は
な
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同
じ
「
国
語
辞
典
」
で
も
、
辞
書
に
よ
っ
て
、
書

か
れ
て
い
る
語
釈
は
違
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の

こ
と
に
気
づ
き
、「
物
事
の
説
明
の
仕
方
に
は
い
ろ

い
ろ
あ
る
」
と
ೝ
識
す
る
学
習
に
一
役
買
う
ワ
ー
ク

γ
ー
ト
を
提
Ҋ
し
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
γ
ー
ト
は
、
個
人
の
活
動
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
グ
ル
ー
プ
で
の
活
動

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
活

動
と
し
た
場
合
に
は
、
生
徒
同
࢜
の
「
対
話
」
を
生

み
出
す
場
面
も
多
く
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

複
数
の
辞
書
で
同
じ
言
葉
に
つ
い
て
調
べ
る
活
動

で
は
、
複
数
（
で
き
れ
ば
四
種
類
以
上
）
の
国
語
辞

典
を
準
備
し
、
各
辞
書
で
語
釈
が
ど
の
よ
う
に
ҟ
な

る
か
を
引
き
比
べ
る
活
動
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
調

べ
る
言
葉
は
、「
う
れ
し
い
」の
よ
う
な
形
容
詞
、「


る
」
の
よ
う
な
動
詞
、「
音
楽
」
の
よ
う
な
ந
象
的

な
֓
念
を
表
す
名
詞
が
ద
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

頃
わ
ざ
わ
ざ
辞
書
を
使
っ
て
調
べ
な
い
よ
う
な
身
近

な
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
言
葉
に
つ
い

て
意
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
活
動
に
も
な
り
ま

す
。
複
数
の
辞
書
で
調
べ
た
後
に
は
、
気
づ
い
た
こ

と
を
言
語
化
し
、ৼ
り
返
り
ま
す
。
ま
ず
は
全
員
が
、

辞
書
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
内
容
や
分
ྔ
が
ҟ
な

る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

　

次
に
、
辞
書
に
よ
っ
て
語
釈
が
違
う
こ
と
を
ふ
ま

え
た
う
え
で
、
自
分
で
も
語
釈
を
考
え
て
み
ま
す
。

こ
こ
で
見
出
し
語
と
し
て
ઃ
定
す
る
言
葉
は
、
ᶃ
で

調
べ
た
言
葉
以
外
に
、
新
た
に
ઃ
定
し
ま
す
。
生
徒

に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
言
葉
を
選
ぶ
の
が
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
身
近
で
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
言
葉

で
も
実
際
に
書
い
て
み
る
と
、
説
明
の
仕
方
は
ひ
と

つ
で
な
い
こ
と
の
難
し
さ
に
も
気
づ
く
と
思
い
ま

す
。

　

ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
同
じ
言
葉
に
つ
い
て
の
語
釈

を
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
比
べ
て
ڞ
通
点
や
૬

違
点
を
交
流
す
る
活
動
や
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
違
う

言
葉
に
つ
い
て
担
当
し
、
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
辞
書

を
作
る
活
動
に
つ
な
げ
て
、こ
の
学
習
を
終
え
ま
す
。

■
学
習
の
流
れ

時

学
श
活
ಈ

̍

ᾇ�　

複
数
（
で
き
れ
ば
四
種
類
以
上
）
の

国
語
辞
典
を
用
意
す
る
。（
グ
ル
ー
プ
で

の
ڞ
用
も
あ
り
）

ᾈ�　

調
べ
る
言
葉
を
決
め
、
複
数
の
辞
書

で
語
釈
を
引
き
比
べ
る
。

　
ợ
˒
ワ
ー
ク
γ
ー
ト
ᶃ
Ụ

ᾉ�　

ᾈ
の
活
動
を
通
し
て
気
づ
い
た
こ
と

を
ৼ
り
返
り
ま
と
め
る
。

　
ợ
˒
ワ
ー
ク
γ
ー
ト
ᶄ
Ụ

ᾊ�　

見
出
し
語
と
す
る
言
葉
を
決
め
、
各

自
で
語
釈
を
考
え
る
。

　
ợ
˒
ワ
ー
ク
γ
ー
ト
ᶅ
Ụ

ᾋ�　

ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
同
じ
言
葉
に
つ

い
て
語
釈
を
考
え
、
書
い
た
内
容
を
交

流
す
る
。
も
し
く
は
、
ク
ラ
ス
の
全
員

が
違
う
言
葉
に
つ
い
て
の
語
釈
を
考
え
、

一
冊
の
辞
書
に
ま
と
め
る
。

■特集　辞書の世界

辞書に親しむ
授業提案
ワークシート①

複
数
の
国
語
辞
典
を

�

引
き
比
べ
て
み
よ
う

ụ�


当
時
間�

Ủ

　

　̍

伝
౷
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

ụ�

学
श
目
ඪ�

Ủ【
ɹ
ɹ
】
は
対
Ԡ
す
る
学
श
ࢦ
ಋ
要
ྖ
の
ࢦ
ಋ
ࣄ
߲
を
ࣔ
す

　

・
語
彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
語
感
を
磨
く
。

　
　

̍
年
ừ
言
（
ウ
）Ử
ʗ
̎
年
ừ
言
（
イ
）Ử
ʗ
̏
年
ừ
言
（
イ
）Ử
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を
作
成
し
ま
す
。
辞
書
の
語
釈
に
つ
い
て
い
る
用
例

を
作
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。（
必
ず
し
も
選
ん
だ
写
真

と
関
連
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

活
動
の
最
後
は
、
ク
ラ
ス
の
作
品
を
集
め
て
「
ア

ル
バ
ム
σ
ィ
ク
γ
ἀ
ナ
リ
ー
」
を
作
成
し
た
り
、
ల

ཡ
会
を
開
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
友
達
の
作
っ
た
も

の
を
見
て
感
想
を
交
流
す
る
と
い
う
「
対
話
」
の
生

ま
れ
る
学
習
活
動
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
学
習
の
流
れ

時

学
श
活
ಈ

̍

ᾇ　

各
自
写
真
を
用
意
し
、

内
に
貼
る
。

ᾈ　

写
真
か
ら
ש
ى
さ
れ
る
言
葉
を
選
ぶ
。

ᾉ�　

国
語
辞
典
で
言
葉
を
調
べ
、
語
釈
を

引
用
す
る
。

ᾊ　

用
例
を
作
成
す
る
。

ᾋ�　

作
品
を
交
流
で
き
る
場
を
つ
く
り
、

感
想
を
伝
え
合
う
。

■
ϫ
ồ
Ϋ
γ
ồ
τ
ه
ೖ
ྫ

　

辞
書
の
言
葉
と
写
真
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
の

作
品
を
つ
く
り
ま
す
。
語
感
を
Ӷ
く
し
て
、
発
想
を

豊
か
に
す
る
こ
と
で
、
楽
し
い
作
品
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
各
自
写
真
を
持
ち
寄
り
、
そ
の
写
真
に
合

わ
せ
た
言
葉
を
選
び
ま
す
。

　

言
葉
を
選
ぶ
際
に
は
、
例
え
ば
、
ඃ
写
体
が
ຓ
の

場
合
、「
ຓ
」
と
い
う
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
そ
の

も
の
を
さ
す
言
葉
よ
り
は
、「
同
ࢤ
」
や
「
ๅ
物
」

な
ど
、
ඃ
写
体
か
ら
発
想
を
広
げ
た
言
葉
を
選
ぶ
よ

う
に
す
る
と
、
よ
り
お
も
し
ろ
い
作
品
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ま
ず
好
き
な
言
葉
を
選
び
、
あ
と
か
ら
写

真
を
選
ぶ
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

言
葉
を
選
ん
だ
ら
、
国
語
辞
典
で
そ
の
言
葉
を
引

き
、
語
釈
を
引
用
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
日
頃
使
っ

て
い
る
言
葉
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
調
べ
て
み
る
、

自
分
の
使
っ
て
い
る
言
葉
へ
の
意
識
を
高
め
る
と
い

う
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

語
釈
を
調
べ
、
意
味
を
確
ೝ
し
た
う
え
で
、
用
例

■特集　辞書の世界

辞書に親しむ
授業提案
ワークシートᶄ

辞
ॻ
の
ݴ
༿
ͱ
ࣸ
ਅ
を

�


み
߹
Θ
ͤ
よ
う

ụ�


当
時
間�

Ủ

　

　̍

伝
౷
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項

ụ�

学
श
目
ඪ�

Ủ【
ɹ
ɹ
】
は
対
Ԡ
す
る
学
श
ࢦ
ಋ
要
ྖ
の
ࢦ
ಋ
ࣄ
߲
を
ࣔ
す

　

・
語
彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
語
感
を
磨
く
。

　
　

̍
年
ừ
言
（
ウ
）Ử
ʗ
̎
年
ừ
言
（
イ
）Ử
ʗ
̏
年
ừ
言
（
イ
）Ử
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実践
交流
中学書写

ඦ
ਓ
Ұ
ट
Λ
ૉ
ࡐ
ͱ
͠
ͨ
ڭ
ࡐ
ͷ
։
ൃ

　

書
写
の
学
習
は
ܥ
౷
的
に
そ
し
て
反
෮
的
に
行
わ

れ
る
。
お
も
に
技
能
（
ス
キ
ル
）
を
身
に
つ
け
る
た

め
の
学
習
で
あ
る
。
身
に
つ
け
た
ス
キ
ル
は
国
語
の

学
習
や
日
ৗ
生
活
に
生
か
さ
れ
て
い
く
。
一
方
、
ふ

だ
ん
の
国
語
の
学
習
を
書
写
と
関
連
づ
け
、
書
写
ス

キ
ル
の
不

部
分
に
気
づ
か
せ
つ
つ
、
国
語
か
ら
書

写
へ
と
広
げ
て
い
く
形
態
の
授
業
も

目
さ
れ
は
じ

め
て
い
る
。

　

筆
者
は
か
つ
て
広
ౡ
大
学
ෟ
ଐ
中
学
校
に
お
い
て

三
年
生
を
対
象
に
「
ඦ
人
一
ट
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
ろ

う
」
を
実
践
し
た
。
̒
Ỗ
̓
名
の
グ
ル
ー
プ
で
担
当

݄
を
決
め
、
そ
の
ق
અ
に
あ
っ
た
Վ
を
選
び
、
小
筆

で
書
い
て
カ
レ
ン
ダ
ー
へ
貼
る
。
ଔ
業
記
念
と
し
て

も
ت
ば
れ
た
。

　

ඦ
人
一
ट
は
短
Վ
の
授
業
で
も
ѻ
わ
れ
、
中
学
生

に
と
っ
て
ೃ
છ
み
の
あ
る
素
ࡐ
で
あ
る
。
書
写
に
関

し
て
は
、
練
習
に
ち
ょ
う
ど
良
い
文
字
数
、

ྻ


置
を


し
や
す
い
な
ど
、
ओ
体
的
に
取
り
組
め
る

素
ࡐ
と
言
え
る
。Վ
か
ら
ق
અ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
、

気
に
入
っ
た
Վ
を
選
び
内
容
を
調
べ
た
り
で
き
る
な

ど
書
き
な
が
ら
読
み
を
深
め
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。

　

本
ཝ
で
は
二
ʓ
一
一
年
四
݄
、
呉
੨
山
中
学
校
の

二
年
生
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
特
別
授
業
の
様
子
を


հ
す
る
。
呉
੨
山
中
学
校
は
、
学
校
行
事
と
し
て

ඦ
人
一
ट
大
会
が
行
わ
れ
、
国
語
科
は
授
業
内
外
で

そ
れ
に
向
け
た
学
習
や
準
備
を
行
っ
て
い
た
。な
お
、

こ
の
授
業
の
様
子
は
̙
̫
̙
に
ऩ
録
さ
れ
た
（

）。

ୈ
Ұ
࣌
　
୲

݄
ʹ
;
͞
Θ
͠
͍
Վ
Λ
બ
Ϳ

ᶃ
「
ඦ
人
一
ट
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
作
り
方
を

Ѳ
す

る
。

　

̒
枚
௲
り
（
例
⽅
�
⌃�
݄
ท
、
�
⌃�
݄
ท
、

�
⌃�
݄
ท
、
��
⌃��
݄
ท
、
��
⌃�
݄
ท
、
�
⌃�
݄

ท
）、
�
Ỗ
�
人
の
グ
ル
ー
プ
で
̍
年
分
を
੍
作
す

る
こ
と
。

ᶄ
担
当
の
ท
に
ふ
さ
わ
し
い
Վ
を
選
ぶ
。

　

Վ
か
ら
ق
અ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

ୈ
ೋ
࣌
　
ࢼ
͠
ॻ
͖
Λ
͢
Δ

ᶃ
用
紙
へ
試
書
し
、評
価
す
る
（「
自
ݾ
評
価
用
紙
」）

と
と
も
に
、
教
科
書
の
ࢀ
考
作
品
例
や
「
評
価
活
動

を
ଅ
す
た
め
の
作
例
」
を
ࣔ
し
、
改
善
Ҋ
を
作
る
。

・
प
囲
の
༨
ന
を
取
る

・
行
の
中
心
を
そ
ろ
え
る

・
行
頭
、
行
ඌ
を
そ
ろ
え

な
い

・
行
間
に
変
化
を
つ
け
る

・
漢
字
を
交
ͥ
る
ˣ
字
大

の
変
化
が
つ
く

国
語
त
ۀ
͔
Β
ڠ
ಇ
͠
て

͛
Δ
த
ֶ
ॻ
ࣸ
の
ఏ
Ҋ

ủM
ඦ
ਓ
Ұ
ट
Χ
Ϩ
ϯ
μ
ồ
Λ
࡞
Ζ
͏
Ứの
࣮
ફ
ᴹ

 

୩
ޱ
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ୈ
ޒ
࣌
　
૬
ޓ
ධ
Ձ
Λ
͢
Δ

ᶃ
試
書
か
ら
ま
と
め
書
き
ま
で
を
並
べ
て
自
ݾ
評
価

し
た
後
、
グ
ル
ー
プ
内
で
作
品
を
見
な
が
ら
૬
ޓ
評

価
す
る
。

ᶄ
൝
長
が
、
グ
ル
ー
プ
内
の
評
価
の
様
子
を
全
体
に

報
ࠂ
す
る
。

ᶄ

ྻ
・

置
を
考
え
る
。

　

短
冊
に
書
く
。
̑
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
౿
ま
え
短
冊

を
切
り
、
用
紙
へ

置
を



し
て
貼
る
。
全
体
で

今
一
度
目
ඪ
を
確
ೝ
し
、
全

体
の

置
を
Ծ
決
定
す
る
。

ୈ
三
࣌
　
ߦ
ॻ
ʹ
ௐ

͢
Δ
Ծ
໊
ͷ
࿅
श

ᶃ
行
書
の
特

と
ڞ
通
な
書
き
方
に
気
づ
く
。

　

・
終
筆
が
変
わ
る

　

・
線
が
つ
な
が
る　
　

　

・
線
が
省
ུ
さ
れ
る

ᶄ
用
紙
に
書
く
。

ᶅ
行
書
に
調
和
す
る
Ծ
名

の
練
習
を
す
る
。

（
空
書
。
苦
手
な
ฏ
Ծ
名

の
取
立
て
学
習
を
す
る
。）

ୈ
࢛
࣌
　
·
ͱ
Ί
ॻ
͖

ᶃ
用
紙
に
書
く
。

ᶄ
全
体
の

置
を
決
定
し
、
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

書
き
ਁ
る
。
最
低
限
の
個
人
指
ಋ
を
行
う
。
グ
ル
ー

プ
の
人
数
分
を
書
く
。

ᶅ
カ
レ
ン
ダ
ー
へ
貼
り
、
完
成
さ
せ
る
。

（
ফ
し
ゴ
ム
印
で
良
い
の
で
、
印
を
押
す
と
見
ӫ
え

が
良
く
な
る
）

ٻ
Ί
Β
Ε
Δ
ࡾ
ͭ
ͷ
ॻ
ࣸ
ྗ

　

本
実
践
は
、
ܳ
術
性
を
加
味
し
た
表
現
能
力
の
面

を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

「
表
現
す
る
た
め
の
書
写
力
」
以
外
に
も
、
目
的
や

૬
手
、
書
ࣜ
な
ど
に
あ
わ
せ
て
意
思
を
的
確
に
「
伝

達
す
る
た
め
の
書
写
力
」
や
、
メ
モ
・
ϊ
ー
ト
（
記

録
）
を
と
る
速
度
や
ア
イ
σ
ィ
ア
の
༙
出
に
あ
わ
せ

て
「
記
録
す
る
た
め
の
書
写
力
」

を
い
か
に
つ
け

て
い
く
か
が
、
今
、
書
写
に
ٻ
め
ら
れ
て
い
る
。

　

中
学
校
の
書
写（
特
に
二
、三
学
年
）に
お
い
て
は
、

ス
キ
ル
の
学
習
に
ݻ
執
す
る
こ
と
な
く
、
ふ
だ
ん
の

国
語
の
授
業
か
ら
国
語
の
先
生
方
に
よ
る
新
し
い
書

写
授
業
を
提
Ҋ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
五

時
間
の
単
元
学
習
の
形
態
を
と
っ
た
が
、
学
習
指
ಋ

計
画
作
成
に
あ
た
っ
て
も
ॊ
ೈ
で
あ
り
た
い
。

��̙
̫
̙
「
ඦ
人
一
ट
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
ろ
う
」（
ג
）
௶

ໟ

筆

ໟ
製
作
所
（
広
ౡ
ݝ
呉
ࢢ
）
੍
作

ࢀ
考
จ
��ݙ

久
米
公

修　

千
々
岩
߂
一
、
ླ

ܚ
子
、
দ
本
ਔ
ࢤ
編
著

『
書
写
ス
キ
ル
で
国
語
力
を
ア
ッ
プ
す
る
！　

新
授
業
モ
σ

ル　

中
学
校
編
』　

明
࣏
図
書　

二
ʓ
一
一

ͨ
ʹ
͙
ͪ
　
͘
ʹ
ͻ
͜ 

安
田
女
子
大
学
文
学
部
書
道
学
科

准
教
授
。
専
門
は
書
写
書
道
教
育
、
漢
字
書
法
。
中
・
高
教
員

経
験
を
生
か
し
て
書
写
書
道
の
授
業
に
関
す
る
実
践
的
な
研
究

を
続
け
る
。

●実践交流　中学書写  
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「
花
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」（
今
江
祥
智
）
の
間
テ
ク
ス
ト
性

こ
ん
な
文
学
教
材

た

見つ
け

！

●第３回●

ژ

ڭ
ҭ
େ
ֶ
　
寺
田
　
守

　

間
テ
ク
ス
ト
性
֓
念
に
着
目
し
て
、
今
ߐ

智
の

「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
を
読
む
視
点
を
考
え
た
い
。

間
テ
ク
ス
ト
性
と
は
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
他
の
テ
ク
ス

ト
の
引
用
の
৫
物
だ
と
い
う
性
質
を
表
す
文
学
൷
評

用
語
で
あ
る
。
ク
リ
ス
テ
ϰ
Ỹ
は
、バ
フ
チ
ン
の「
対

話
性
」
֓
念
を
広
げ
、「
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
も

さ
ま
ざ
ま
な
引
用
の
モ
β
イ
ク
と
し
て
形
成
さ
れ
、

テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
な
テ
ク
ス

ト
の
ٵ
ऩ
と
変
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
」と
提
ى
し
た
。

　

今
ߐ

智
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
は
、
一
九


四
年
に
雑
ࢽ
に
発
表
さ
れ
、
翌
一
九

五
年
に

『
ち
ょ
う
ち
ょ
む
す
び
』（
実
業
೭
日
本
社
）
に
ऩ
録

さ
れ
た
。
教
科
書
に
は
一
九
ࣣ
一
年
度
か
ら
一
九
八

八
年
度
ま
で
ܝ
載
さ
れ
た
。「
Ֆ
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」

（8
here�have�all�the�Glow

ers�Hone 

）
と
い
え

ば
、
米
国
の
フ
Ỽ
ー
ク
γ
ン
ガ
ー
、
ピ
ー
ト
・
γ
ー

ガ
ー
の
Վ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
γ
ー
ガ
ー
の
発

表
は
一
九
五
五
年
だ
が
、
一
九

二
年
に
キ
ン
グ
ス

ト
ン
ト
リ
Φ
や
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
ˍ
マ
リ
ー
に

よ
っ
て
カ
ϰ
Ỹ
ー
さ
れ
、
世
界
の
多
く
の
国
で
広
く

知
ら
れ
た
。
今
ߐ
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
が
書

か
れ
た
の
は
一
九

四
年
で
あ
り
、
γ
ー
ガ
ー
の
Վ

を
物
語
に

Ҋ
し
た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

γ
ー
ガ
ー
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
は
世
界
で

最
も
有
名
な
反
ઓ
Վ
で
あ
る
。

ʓ
年
代
初
頭
か
ら

ࣣ
五
年
四
݄
三
ʓ
日
ま
で
続
い
た
ベ
ト
ナ
ム
ઓ
૪
の

最
中
に
、
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
ˍ
マ
リ
ー
が
反
ઓ
ӡ

動
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
積
極
的
に
Վ
っ
て
い
た
。


八
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
ઓ
૪
が
ట
প
化
す
る
中
で
米
܉

の
ฌ
࢜
達
が
基
地
で
こ
の
ۂ
を
Վ
う
様
子
が
テ
レ
ビ

で
放
送
さ
れ
、
反
ઓ
Վ
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

　
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
の
Վ
詞
は
、「
Ֆ
は
ど
こ

へ
行
っ
た
？
」
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
り
、「
່
が

摘
ん
だ
」「
່
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
ए
者
の
も
と

へ
行
っ
た
」「
ए
者
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
ઓ
૪
へ

行
っ
た
」「
ฌ
࢜
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
ุ
へ
行
っ

た
」「
ุ
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
Ֆ
に
෴
わ
れ
た
」

と
続
く
ల
開
が
印
象
的
で
あ
る
。「
い
つ
に
な
っ
た

ら
わ
か
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い
が
܁
り
返
さ

れ
、
人
間
の
Ӧ
み
へ
の
൷
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

今
ߐ
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
が
持
っ
て
い
る
他

と
置
き

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
を
୳
る
手
が

か
り
は
、
γ
ー
ガ
ー
の
Վ
と
の
ࠩ
ҟ
に
あ
る
。

　

ୈ
一
の
૬
違
点
は
、
た
だ
のGlow

ers

で
な
く
、

ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
Ֆ
と
し
て
ඳ
写
さ
れ
、
か
つ
終
始
登

場
す
る
と
い
う
Ֆ
の
役
割
の
ࠩ
ҟ
で
あ
る
。
ウ
ϛ
チ

ド
リ
は
作
者
の
作
っ
た
Ս
空
の
Ֆ
で
あ
る
。
千
ௗ
と

は
一
ൠ
に
多
く
܈
れ
て
ඈ
ぶ
ௗ
を
言
う
。
海
の
千
ௗ

の
よ
う
に
多
く
࡙
き
ཚ
れ
る
Ֆ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
。
実
際
ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
Ֆ
は
、「
ன
に
は
二
本
、

夜
に
は
四
本
、
そ
し
て
あ
く
る
ே
に
は
、
八
本
に
ふ

え
て
い
る
…
…
」
と
指
数
ڃ
数
的
に
増
え
て
い
く
こ

と
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
計
算
だ
と
、
八
日
目
に
は

一

ʓ
ʓ
ສ
本
を
ӽ
え
る
わ
け
で
、
と
て
つ
も
な
い

増
え
方
を
す
る
不
気
味
な
Ֆ
だ
と
わ
か
る
。

　

一
方
で
ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
Ֆ
の
ඒ
し
さ
が
強
調
さ
れ

る
。「
ほ
ろ
り
と
す
る
ほ
ど
き
れ
い
」
で
、「
サ
ム
ラ

イ
た
ち
の
心
に
も
、
し
ず
か
に
し
み
と
お
る
う
つ
く

し
さ
」
で
あ
り
、「
だ
れ
で
も
そ
っ
と
つ
み
た
く
な

る
ほ
ど
う
つ
く
し
い
Ֆ
」
で
あ
る
。
増
え
方
の
す
さ

ま
じ
さ
か
ら
く
る
不
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
と
੩
か
に
心

の
ۏ
線
に
触
れ
る
程
ඒ
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
の
両
面
を

合
わ
せ
持
っ
た
Ֆ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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あ
。」
と
指
摘
し
た
の
は
ଜ
の
ຽ
衆
で
あ
る
。
ຽ
衆

も
と
の
さ
ま
と
価

観
を
ڞ
有
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
価

観
と
は
ҟ
質
な
存
在
と
し
て
さ
っ

ち
ゃ
ん
が
ඳ
か
れ
る
。
さ
っ
ち
ゃ
ん
が
、
ぎ
ん
い
ろ

の
小
さ
な
さ
か
な
を
ひ
ろ
っ
た
の
は
৯
べ
る
た
め
で

あ
る
。
だ
が
う
ら
に
わ
に
て
い
ね
い
に
う
め
た
。「
み

れ
ば
み
る
ほ
ど
う
つ
く
し
い
」
さ
か
な
を
「
と
て
も

た
べ
る
こ
と
な
ん
て
で
き
」
な
か
っ
た
た
め
だ
。
݁

果
と
し
て
「
い
く
ら
と
っ
て
も
と
っ
て
も
、
ま
た
い

く
ら
で
も
と
れ
る
さ
か
な
を
す
き
な
だ
け
と
っ
て
、

Ώ
っ
た
り
し
ず
か
に
く
ら
せ
る
よ
う
に
」
な
る
の
で

あ
り
、
今
ߐ
の
作
品
は
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
ඒ
の
心
が
経

ࡁ
的
価

観
に
ଧ
ち
勝
つ
物
語
と
も
読
め
る
。�

　
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
は
、
フ
Ỹ
ン
タ
ジ
ー
の

方
法
に
よ
っ
て
物
語
と
し
て
ߏ
成
さ
れ
て
い
る
点
で

γ
ー
ガ
ー
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
と
ҟ
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
γ
ー
ガ
ー
の
Վ
で
な
く
別
の
テ
ク

ス
ト
と
比
ֱ
す
る
こ
と
で
、
今
ߐ
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ

い
っ
た
」
は
、ま
た
ҟ
な
っ
た
姿
を
見
せ
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
考

は
、「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ

た
」
の
一
面
に
ޫ
を
当
て
た
に
す
ぎ
な
い
。
解
釈
と

は
対
話
的
に
৫
物
の
よ
う
に
編
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
か

ら
、
一

ぎ
の
意
味
を
ඥ
解
く
Ӧ
み
で
あ
る
。

さ
は
海
の
メ
タ
フ
Ỹ
ー
で
語
ら
れ
る
。
夜
の
海
の
ఈ

知
れ
͵
不
気
味
さ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
と
て
つ
も
な
い

増
え
方
を
す
る
不
気
味
な
Ֆ
の
イ
メ
ー
ジ
と
ݺ
応
す

る
。
と
の
さ
ま
や
お
し
ろ
と
の
関
わ
り
の
中
で
語
ら

れ
る
時
に
は
、
ウ
ϛ
チ
ド
リ
は
、
不
気
味
さ
の
面
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

γ
ー
ガ
ー
の
Վ
で
は
た
だGlow

ers

と
だ
け
語
ら

れ
て
い
る
Ֆ
が
、
今
ߐ
の
「
Ֆ
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」

で
は
ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
Ֆ
と
し
て
ৄ
ࡉ
に
語
ら
れ
る
。

幻
想
的
な
ඒ
し
さ
と
す
さ
ま
じ
い
増
え
方
と
い
う
現

実
に
あ
り
得
な
い
Ֆ
を
用
い
る
こ
と
で
、今
ߐ
の「
Ֆ

は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
は
、
フ
Ỹ
ン
タ
ジ
ー
作
品
と
し

て
ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
意
味
を
読
者
に
考
え
さ
せ
る
。

　

ୈ
二
の
૬
違
点
は
、
່
・
ए
者
・
ઓ
૪
・
ุ
と

い
っ
た
名
詞
を
用
い
て
特
定
の
時
代
に
റ
ら
れ
な
い

普
ว
的
な
人
間
の
ઓ
૪
の
問
題
を
ѻ
う
の
で
は
な

く
、
෧
ݐ
੍
度
の
時
代
の
日
本
の
経
ࡁ
の
問
題
を

ѻ
っ
て
い
る
と
い
う
ࠩ
ҟ
で
あ
る
。

　

今
ߐ
の
作
品
に
は
、
と
の
さ
ま
、
サ
ム
ラ
イ
、
ご

家

と
い
っ
た

࢜
が
登
場
す
る
が
、
ઓ
૪
で
命
を

落
と
す
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。（
こ
れ
な
ら
、
と
な
り

の
国
は
お
ろ
か
、
ক
܉
家
に
で
も
う
り
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
ぞ
。）
と
い
う
と
の
さ
ま
の
発
想
は
、
さ

か
な
も
ダ
イ
コ
ン
も
ウ
ϛ
チ
ド
リ
も
交

価

に
意

味
を
見
い
だ
す
՟
ฎ
経
ࡁ
的
発
想
で
あ
る
。
と
の
さ

ま
だ
け
で
は
な
い
。
࡙
い
た
Ֆ
を
見
て
「
こ
ん
な
き

れ
い
な
Ֆ
や
っ
た
ら
、
う
れ
る
か
も
し
れ
へ
ん
な

　

ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
色
は
੨
で
あ
る
。

頭
で
「
海
の

੨
、
空
の
੨
を
こ
ぼ
し
た
よ
う
な
、
ま
っ
さ
お
な
Ֆ
」

と
説
明
さ
れ
る
。
だ
が
、
海
と
空
と
は
言
葉
の
上
で

同
じ
੨
色
で
も
、
実
際
の
色
は
両
者
と
も
違
う
は
ず

で
あ
り
、
一
見
、
違
和
感
を
覚
え
る
比
ᄻ
で
あ
る
。

　

実
は
લ
ड़
の
ウ
ϛ
チ
ド
リ
の
ҟ
質
な
二
つ
の
イ

メ
ー
ジ
が
関
わ
っ
て
い
る
。
Ֆ
が
空
の
メ
タ
フ
Ỹ
ー

で
語
ら
れ
て
い
る
部
分
と
、
海
の
メ
タ
フ
Ỹ
ー
で
語

ら
れ
て
い
る
部
分
と
は
、
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

典
型
的
な
文
を
ൈ
き
出
し
て
み
る
。

・
青
空
の
し
ず
く
が
花
に
な
っ
た
よ
う
な
青
さ
で

す
。

・
だ
れ
も
し
ら
な
い
夜
の
う
ち
に
、
だ
れ
も
こ
な
い

し
ろ
の
に
わ
に
ひ
ろ
が
り
、
も
り
あ
が
り
、
か
ら
み

あ
い
、
の
び
て
い
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
お
し
ろ

の
に
わ
は
青
い
ろ
の
き
れ
い
な
花
の
海
に
な
り
ま
し

た
。

　

Ֆ
が
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
う
ら
に
わ
で
࡙
く
場
面
や
、

最
後
に
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
も
と
に
Ֆ
び
ら
が
一
ま
い
だ

け
残
る
場
面
で
は
、
Ֆ
の
੨
さ
は
空
の
メ
タ
フ
Ỹ
ー

で
語
ら
れ
る
。
ன
の
空
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ウ
ϛ
チ
ド

リ
の
Ֆ
の
ඒ
し
さ
と
ݺ
応
す
る
。
さ
っ
ち
ゃ
ん
と
の

関
わ
り
の
中
で
語
ら
れ
る
時
に
は
、ウ
ϛ
チ
ド
リ
は
、

ඒ
し
さ
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
Ֆ
が
お
し
ろ
で
࡙
く
場
面
で
は
、
Ֆ
の
੨

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
。

p22-23_ಬњՑ۴_27.indd   23 13.4.22   9:59:26 AM



24

国語の授業
サブカルチャーと

国語の授業

ΞχϝʔγϣϯࡐڭʹΑΔतۀ։ൃ

第３回

まちだ　もりひろ
ૣҴాେֶେֶӃͷࣨڀݚͷ։
ઃ��पΛه೦ͯ͠ɼh ໌ͷ
तۀΛͲ͏Δ͔ʕֶशऀͷ
ʮ͍·ɼ͜͜ʯΛͭݟΊΔޠࠃ
ɻͨ͠·͠ߦץলಊʣΛࡾҭʢɦڭ
αϒΧϧνϟʔʹ͍ͯ͠ٴݴ
·͢ɻ

ૣҴాେֶ

町田　守弘

ͱͯ͠ࡐڭՊͷαϒΧϧνϟʔޠࠃճɼࠓ 

ΞχϝʔγϣϯΛऔΓ্͛ͭͭɼͦͷ۩ମతͳ

ѻ͍ํΛͯ͑ߟΈ͍ͨɻରͱ͢Δֶशऀɼ

খֶ͔ߍΒߴֶߍ·Ͱͷ෯ߍ͍छ͕ઃఆՄ

Ͱ͋ΔɻΞχϝʔγϣϯʢҎԼʮΞχϝʯʣ

ֶशऀ͕͝Ζ͔Β͢Δػձ͕ଟ͍ૉࡐ

Ͱɼेʹ൴Βͷڵຯɾؔ৺ΛىשͰ͖Δɻ

 ΞχϝΛ༻͍ͨतۀͷ۩ମྫͱͯ͠ɼ·ͣ

͠߹͍ͱ͍͏׆ಈΛऔΓೖΕͯΈ͍ͨɻΞχϝ

ΛͲͷΑ͏ʹͱΒ͑Δ͔ͱ͍͏ʹ͍ͭͯɼά

ϧʔϓͰ͠߹͏׆ಈΛத৺ʹतۀΛߏ͢

Δɻࡐڭͱ͢ΔΞχϝͷ݅ͱʹ͔͘ฤͰ

͋Δ͜ͱɼͦͯؑ͠ʹͯ͠ࡍଟ༷ͳ؍͕

ཱ͢Δ͜ͱͷೋͰ͋Δɻ

ลͷ;ͨΓʯͱʮͭ؛ͷީิͱͯ͠ɼʮࡐڭ 

Έ͖ͷ͍͑ʯΛऔΓ্͛ͯΈ͍ͨɻલऀ̔

ɼऀޙ̍̎ͱ͍͏ฤͰ͋Γɼͱʹ

ө૾ͱ̢̗̜ͷΈͰߏ͞ΕΔΞχϝͰ͋Δɻ

·ͨɼͦͷ࡞ੈքΛؑ͢ΔͨΊʹɼଟ༷

ͳ؍Λ͑ߟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

 तۀ̎ؒ࣌ͷͱͯ͠ɼ·ͣΞχϝͷશ

ฤΛհ͢Δɻؑͯͨ͜͠͡ײͱͨ͑͜ߟ

ͱΛ౿·͑ͯɼ͜ͷΞχϝΛͲͷΑ͏ʹಡΈղ

͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΛΊ͙ͬͯɼάϧʔϓͰ

͠߹͏ɻۙͳΞχϝʹؔ͢Δ͠߹͍ͱ͍͏

͜ͱͰɼൃ׆ͳҙݟͷަྲྀ͕ظͰ͖Δɻ

 ଓ̎ؒ࣌͘ʹɼ֤άϧʔϓͷදऀ͕

͠߹͍ʹ͓͍ͯग़͞ΕͨओͳҙݟΛཧͯ͠ൃ

ද͢ΔɻͦΕΛΫϥεશһͰڞ༗ͨ͠͏͑Ͱɼ

ਓϨϕϧͷֶͼ͕άݸΞχϝΛؑ͢Δɻ࠶

ϧʔϓϨϕϧɼͦͯ͠ΫϥεϨϕϧͷֶͼͱ

ల։ͭͭ͠ਂԽͯ͠ɼ࠶ݸਓͱϑΟʔυ

όοΫ͞ΕΔͱ͍͏ʹतۀͷಛ৭͕͋Δɻಉ

͡ΞχϝΛ̎ճؑ͢Δ͕ɼ̍ճͱ̎ճͱ

ͰҟͳΔ؍͕͋Δ͜ͱΛ֬ೝ͍ͨ͠ɻ

 ଓ͚ͯ͏ҰͭɼΞχϝΛ༻͍ͨतۀͷ۩ମ

ྫΛհ͢Δɻࡐڭͱ͢Δͷɼॣ࡚ٶಜͷ

ʮ࡚ٶΞχϝʯͰ͋Δɻ͔Γ͍͢༰Ͱɼ

̑ఔͷ·ͱ·Γ͕͋ΔγʔϯΛࡐڭͱͯ͠

બͿɻྫ͑ʮຐঁͷٸศʯͰɼओਓެͷΩ

Ω͕ᝧʹۭ͔ͬͯΒॳΊͯίϦίͷொΛ๚Ε

Δ໘Λؑ͠ͳ͕Βɼө૾͔Β͜ͱΛҾ͖

ग़ͯ͠ϊʔτʹϝϞΛऔΔɻ·ͣ୯ޠΛྻ͢ڍ

Δ͜ͱʹͯ͠ɼΞχϝͷө૾ʹొ͢Δͷ

ͱɼΞχϝΛݟͳ͕Β૾ͨ͠ͷͱʹ͚ͯ

ϝϞ͢ΔɻͦΕͧΕͷΧςΰϦʔ͔Β୯ޠΛબ

ΜͰηϯςϯεΛ͠࡞ɼͦΕΛͭͳ͛ͯจষ

ʹ͢Δɻ࠷ऴతʹࢻͷΑ͏ͳࣜܗͰࣗ༝ʹද

̢̗̜ͱͱʹ࿕ಡ͠࡞ͨ͠Δɻ͢ݱ

ͯհ͢Δɻ༧ఆ͕̍ͩؒ࣌ɼ༨༟͕͋

ΕάϧʔϓֶशΛऔΓೖΕΔ͜ͱͰ͖Δɻ

 ΞχϝΛ௨ͯ͠Ձ͋Δ͜ͱͷֶͼΛల։

͢Δ͜ͱɼͦΕͯ͢ͷαϒΧϧνϟʔࡐڭ

ΊΒΕΔඞཁ݅ͱ͍͏͜ͱʹͳΖ͏ɻٻʹ
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　「
辞
書
を
読
む
」
こ
れ
は
ר
頭
の
三
浦
し
を
ん
さ
ん
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
出
て
き
た
表
現
で
す
。
辞
書
は
「
引
く
」
も

の
だ
と
思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
新

な
ڹ
き
で
し
た
。

　
普
ஈ
辞
書
を
引
く
場
合
、
自
分
の
知
り
た
い
情
報
だ
け
を

取
り
出
す
読
み
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
辞
書
に
も
そ
れ
ぞ
れ

個
性
が
あ
り
、た
だ
語
釈
だ
け
を
読
む
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

語
釈
以
外
の
情
報
に
も
、面
ന
さ
が
٧
ま
っ
て
い
そ
う
で
す
。

辞
書
編
集
者
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、「
辞
書
を
読
む
」
が
自

然
な
ڹ
き
と
し
て
私
の
な
か
に
定
着
し
ま
し
た
。

　
こ
の
特
集
を
通
し
て
、
複
数
の
辞
書
を
引
い
て
み
る
ػ
会

も
増
え
ま
し
た
。
辞
書
を
引
き
な
が
ら
文
章
を
書
く
と
き
、

そ
こ
に
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
と
ஸ
ೡ
に
向
き
合
っ
て
い

る
自
分
が
い
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　
本
特
集
が
、
い
つ
も
と
は
少
し
違
っ
た
気
持
ち
で
辞
書
を

手
に
取
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

い
で
す
。

�

（
み
）

先生のための入門書

著作権教育の第一歩

▶著作権教育に関する5つの理論と7つの実践事例を収録
▶小学生と学級担任，高校生，大学生の意識調査結果を掲載
▶実践モデルを小学校3例，中学校2例，高等学校2例紹介
▶小・中学校学習指導要領における著作権関連記述の一覧資料付き

著作権教育をわかりやすく！　新学習指導要領の実施に伴い，求められ
る「引用」をはじめとした著作権指導。はじめて取り組む先生に向けた
平易で丁寧な解説とともに，実践モデルを収録した最新入門書です。

����ԁʢ本ମ ����ԁʴ੫ʣʗ#�ɾ���ϖʔδʗ *4#/�����������������

川瀨　真 監修／大和　淳・野中陽一・山本　光 編

▶理論編と実践編の2部構成で解釈のメカニズムに迫る
▶ 「竹取物語」「トロッコ」「故郷」など定番教材を豊富な発問例ととも
に解説

▶小・中学校の国語科授業展開案，全13本を収録

解釈はどうやって導き出されるのか。そのメカニズムの鍵は＜根拠＞と
＜理由＞を分けることにありました。子どもの「読みの力」を高めるた
めの新しい授業づくり提案書です。

����ԁʢ本ମ ����ԁʴ੫ʣʗ"�ɾ���ϖʔδʗ *4#/�����������������

佐藤佐敏 著

三省堂の本

思考力を高める授業
作品を解釈するメカニズム

a new way
of learning
Japanese

三省堂  国語教育

特集　辞書の世界

1� Ӝ͠ΛΜ͞Μࡾ Ո࡞ ಄ΠϯλϏϡʔר

12� ࣙॻ࡞Γのݱから ͦͷᶃʰେࣙྛ  ɦࢁຊ߁�Ұ

14�           ͦͷᶄʰશ༁ ࣙւ  ɦాژ�

16� ࣙॻにしΉतۀఏҊ ϫʔΫγʔτᶃ ෳͷࣙޠࠃయΛҾ͖ൺͯΈΑ͏

18�            ϫʔΫγʔτᶄ ࣙॻͷݴ༿ͱࣸਅΛΈ߹ΘͤΑ͏

…………………………………………………………………………………………………
20� �実践交流ɹதֶॻࣸ ޠࠃत͔ۀΒڠಇͯ͛͠ΔதֶॻࣸͷఏҊ

� ᴷʮඦਓҰटΧϨϯμʔΛ࡞Ζ͏ʯͷ࣮ફᴷ ୩ޱ�

22� 見つけた！ こんな文学教材 ୈ�ճ ʮՖͲ͍ͬͨ͜ʯʢߐࠓஐʣͷؒςΫετੑ ాࣉ�क

24� サブカルチャーと国語の授業 ୈ�ճ ΞχϝʔγϣϯࡐڭʹΑΔतۀ։ൃ ொా�क߂

25� ฤूهޙ

දࢴΠϥετ
Ҫ͓͞ΓʢςϥίϦʣࣉ
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