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　「
辞
書
を
読
む
」
こ
れ
は
巻
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
鮮
な
響
き
で
し
た
。

　
普
段
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
白
さ
が
詰
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
響
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
機
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
丁
寧
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
幸
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。

1,995円（本体 1,900円＋税）／B5判・144ページ／ ISBN978-4-385-36498-8

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。

2,100円（本体 2,000円＋税）／A5判・160ページ／ ISBN978-4-385-36077-5

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 巻頭インタビュー 作家 三浦しをんさん

12 辞書作りの現場から その①『大辞林』 山本 康一

14           その②『全訳 漢辞海』 武田 京

16 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

18            ワークシート② 辞書の言葉と写真を組み合わせよう

…………………………………………………………………………………………………
20  実践交流　中学書写 国語授業から協働して広げる中学書写の提案

 ─「百人一首カレンダーを作ろう」の実践─ 谷口 邦彦

22 見つけた！ こんな文学教材 第3回 「花はどこへいった」（今江祥智）の間テクスト性 寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業 第3回 アニメーション教材による授業開発 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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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）。

聞き手●三省堂出版局長 瀧本多加志，中学校国語教科書編集部／場所●東京・三省堂本社／取材日●2013年2月13日

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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■特集　辞書の世界

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
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■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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〝
一
冊
も
の
の
大
型
国
語
辞
典
〞

　

初
版
の
『
大
辞
林
』
は
企
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
、
企
画
そ
の
も
の
は
今
か
ら

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

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

地
名
、
作
品
名
、
固
有
名
詞
を
含
む
百
科
語
と
専
門
用

語
、
術
語
を
含
め
て
二
十
万
を
超
え
る
項
目
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
項
目
数
な
の
で
、
二
百
人
を

超
え
る
方
々
に
執
筆
も
お
願
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
第
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
六
、七
人
ぐ
ら
い
の
体
制
で
し
た
が
、
も
ち

ろ
ん
そ
こ
に
は
外
部
の
協
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
第
三
版
で
は
、
企
画
や
検
討
で
の

関
わ
り
で
し
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
辞
書
を
紙
と

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

デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
」
の
制
作
に
携
わ
り
ま
し
た
。

時
代
の
変
化
を
と
ら
え
る

　
『
大
辞
林
』
は
初
版
二
十
二
万
語
、
第
二
版
は

二
十
三
万
三
千
語
、
第
三
版
は
二
十
三
万
八
千
語
収
録

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

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

項
目
数
は
二
十
六
万
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

万
を
超
え
る
収
録
項
目
の
見
直
し
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

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

伴
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
、百
科
語
の
増
補
が
目
立
ち
ま
し
た
。

　

第
三
版
（
二
〇
〇
六
）
刊
行
時
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
普
及
し
は
じ
め
て
か
ら
十
年
が
経
過
し
、
百
科
的

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

ま
っ
て
い
ま
し
た
。
百
科
的
な
情
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

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

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

国
語
項
目
に
注
力
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
国
語
辞
典

と
し
て
の
基
盤
に
よ
り
み
が
き
を
か
け
、
百
科
的
な
情

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

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

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

ア
ル
・
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
り

ま
し
た
。

電
子
媒
体
で
は
最
新
の
要
求
に
応
え
、

紙
媒
体
で
は
、
中
身
も
情
報
量
も

い
ち
ば
ん
の
使
い
や
す
さ
で
応
え
る

　

電
子
媒
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
誌
な
ど
の
メ
デ
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
察
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
制
約
が
あ
り
ま
す
。

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

の
時
に
は
、
収
録
項
目
を
取
捨
選
択
す
る
作
業
に
直
面

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

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

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

す
で
に
、
製
本
機
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
厚

さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
限
界
は
一
面
で
は
制
約
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
扱
う
情
報
は
、
こ
の
ぐ
ら
い
の
規

模
が
適
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
百
万
と
候
補
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
量
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
て
も
、
か
え
っ
て
混

乱
し
ま
す
。
簡
潔
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
量
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
工
夫
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ

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

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

エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
を
牽
引
し
て
き
た

杉
浦
康
平
事
務
所
に
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で
お
願
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
制
約
が
あ
り
収
録
で
き
る
項
目
数
が

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

く
さ
ん
の
項
目
を
入
れ
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン
的
な
工
夫
を

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

を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
初
版
と
第
二
版
で
は
一
段
の
行

数
が
変
わ
り
ま
し
た
。
第
三
版
で
は
、
余
白
を
少
し
狭

く
し
て
、
行
数
を
増
や
す
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

　

電
子
媒
体
で
常
に
項
目
を
増
補
し
な
が
ら
、
あ
る
時

点
で
、
分
量
の
制
約
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

厳
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
電
子
媒
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
総
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
。

知
り
た
い
と
い
う
要
求
に
広
く
応
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
、
百
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
、
常
に
言
葉
に
関
し
て
知
り
た
い
と
い
う
要
求
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
注
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
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漢
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば

─
─
漢
語
そ
の
も
の
を
学
習
す
る
た
め
の

　
　
漢
字
辞
典
『
全
訳
　
漢
辞
海
』

　
『
全
訳　

漢
辞
海
』
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
初
版
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に
長
澤
規
矩
也
先
生
の
『
新
明

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

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

辞
典
で
し
た
が
、
誠
に
幸
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
環
境
の
な

か
、
二
〇
〇
六
年
に
は
『
第
二
版
』
を
、
そ
し
て
、

二
〇
一
一
年
に
は
『
第
三
版
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で

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

特
に
注
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
針

が
幅
広
い
読
者
の
み
な
さ
ま
の
御
支
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
誠
に

あ
り
が
た
く
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

　

振
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
ぜ
ら
れ
、
編
集
担
当
と
し
て

『
漢
辞
海
』
に
携
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
〝
素
人
〞
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
ぬ
先
入
観
が
編
集
方
針
の
具
体
化
の
う
え

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

し
、
漢
和
辞
典
に
対
し
て
白
紙
の
状
態
で
臨
ん
だ
新
人

編
集
担
当
は
、
先
生
方
の
先
進
的
な
編
集
方
針
を
そ
の

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

者
の
み
な
さ
ま
に
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
御
提
示
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
歩
ん
だ
二
十
年
で
し
た
。

何
も
無
い
と
こ
ろ
か
ら
す
べ
て
手
作
り
で

作
り
上
げ
た
辞
典

　
『
漢
辞
海
』
は
純
新
刊
の
辞
典
で
す
。

　

中
国
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
戸
川
芳
郎
（
と
が

わ
よ
し
お
）
先
生
に
御
監
修
と
し
て
御
指
導
を
賜
り
つ

つ
、
同
じ
く
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
る
佐
藤
進
先
生
と
濱

口
富
士
雄
先
生
の
編
者
お
二
人
を
中
心
に
、
多
く
の
先

生
方
や
ご
協
力
者
の
英
知
と
努
力
を
結
集
し
て
編
集
さ

れ
ま
し
た
。

　

編
集
に
当
た
っ
て
は
、
従
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
換
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
捉
え
、
的
確
な
例
文
を
掲
げ
て
、
実
際
の
文
脈

に
そ
っ
て
語
義
を
読
解
す
る
こ
と
を
編
集
方
針
の
柱
と

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

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

合
わ
せ
て
示
し
た
う
え
で
、
用
例
に
は
書
き
下
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
相
当
に
御
苦
心
を
重
ね
ら
れ
た
も
の
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
次
第
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
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

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

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

巻
が
完
結
し
、
ま
た
台
湾
の
中
央
研
究
院
を
は
じ
め
と

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

る
よ
う
に
な
り
、
編
集
環
境
も
格
段
の
進
歩
を
遂
げ
て

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

た
。
原
典
確
認
な
ど
、
以
前
で
あ
れ
ば
相
当
な
困
難
と

労
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
デ
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
〇
〇
〇
年
、
刊
行
の

と
き
を
迎
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
針
に
は
確
信
を
も
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
果
た

し
て
そ
れ
が
読
者
の
御
支
持
を
得
る
に
至
る
の
か
、
予

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

御
支
持
と
順
調
な
発
展
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
、
誠

に
幸
い
で
あ
っ
た
と
日
々
噛
み
し
め
て
お
り
ま
す
。

　
『
漢
辞
海
』
は
、
当
初
の
編
集
方
針
の
段
階
か
ら
、

漢
文
読
解
の
た
め
の
古
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
、
常
用

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

表
、
J
I
S
コ
ー
ド
な
ど
の
漢
字
コ
ー
ド
や
名
付
け
を

す
る
際
の
名
乗
り
な
ど
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。『
第

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

字
体
表
を
踏
ま
え
た
改
訂
を
施
し
、
二
〇
一
一
年
春
の

『
第
三
版
』
で
は
、
前
年
末
に
二
十
九
年
ぶ
り
に
改
定

さ
れ
た
「
常
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
『
第
三
版
』
で
は
、
そ
の
成
果
と
し

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

目
瞭
然
で
わ
か
る
よ
う
に
お
示
し
し
て
い
ま
す
。

　

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

面
を
常
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
常
に
意
識
し
て
、

今
日
も
編
集
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

読
者
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
〇
三
〔
明
治
38
〕

年
）
の
こ
と
で
し
た
。
百
年
の
時
を
経
て
、『
全
訳　

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
御
支
持
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の

賜
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
。

『漢和大字典』（右）と『全訳　漢辞海』（左）

添
え
て
、
現
代
日
本
語
訳
で
全
訳
を
施
す
こ
と
と
し
ま

し
た
。
こ
れ
だ
け
で
、
従
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
、
従
来
の
漢
和
辞
典
で
は
参
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
第
一
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
収
録
語
数
─
親
字

一
万
強
、
熟
語
五
万
語
以
上
─
の
す
べ
て
を
新
た
に
書

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

議
を
開
催
し
、
編
集
方
針
を
練
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ

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

執
筆
協
力
を
し
て
い
た
だ
け
る
先
生
方
へ
御
依
頼
し
、

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

和
辞
典
を
換
骨
奪
胎
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
認
識
す
る
学
習
に
一
役
買
う
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
提
案
し
ま
す
。

　

こ
の
ワ
ー
ク
シ
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
士
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
異
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
、「
走

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

な
概
念
を
表
す
名
詞
が
適
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
、振
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
量
が
異
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
設
定
す
る
言
葉
は
、
①
で

調
べ
た
言
葉
以
外
に
、
新
た
に
設
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
共
通
点
や
相

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
習
活
動

１

⑴�　

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
共
用
も
あ
り
）

⑵�　

調
べ
る
言
葉
を
決
め
、
複
数
の
辞
書

で
語
釈
を
引
き
比
べ
る
。

　
〈
★
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
〉

⑶�　

⑵
の
活
動
を
通
し
て
気
づ
い
た
こ
と

を
振
り
返
り
ま
と
め
る
。

　
〈
★
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
〉

⑷�　

見
出
し
語
と
す
る
言
葉
を
決
め
、
各

自
で
語
釈
を
考
え
る
。

　
〈
★
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
〉

⑸�　

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

《�

配
当
時
間�

》

　

１　

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

《�

学
習
目
標�

》【
　
　
】
は
対
応
す
る
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
を
示
す

　

・
語
彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
語
感
を
磨
く
。

　
　

１
年
【
言
（
ウ
）】
／
２
年
【
言
（
イ
）】
／
３
年
【
言
（
イ
）】
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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
デ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
」
を
作
成
し
た
り
、
展

覧
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
習
活
動

１

⑴　

各
自
写
真
を
用
意
し
、
枠
内
に
貼
る
。

⑵　

写
真
か
ら
喚
起
さ
れ
る
言
葉
を
選
ぶ
。

⑶�　

国
語
辞
典
で
言
葉
を
調
べ
、
語
釈
を

引
用
す
る
。

⑷　

用
例
を
作
成
す
る
。

⑸�　

作
品
を
交
流
で
き
る
場
を
つ
く
り
、

感
想
を
伝
え
合
う
。

■
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
記
入
例

　

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
鋭
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
、
被
写
体
が
妹
の

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

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

な
ど
、
被
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
認
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②

辞
書
の
言
葉
と
写
真
を

�

組
み
合
わ
せ
よ
う

《�

配
当
時
間�

》

　

１　

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

《�

学
習
目
標�

》【
　
　
】
は
対
応
す
る
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
を
示
す

　

・
語
彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
語
感
を
磨
く
。

　
　

１
年
【
言
（
ウ
）】
／
２
年
【
言
（
イ
）】
／
３
年
【
言
（
イ
）】
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実践
交流
中学書写

百
人
一
首
を
素
材
と
し
た
教
材
の
開
発

　

書
写
の
学
習
は
系
統
的
に
そ
し
て
反
復
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
常
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
足
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
注
目
さ
れ
は
じ

め
て
い
る
。

　

筆
者
は
か
つ
て
広
島
大
学
附
属
中
学
校
に
お
い
て

三
年
生
を
対
象
に
「
百
人
一
首
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
ろ

う
」
を
実
践
し
た
。
６
〜
７
名
の
グ
ル
ー
プ
で
担
当

月
を
決
め
、
そ
の
季
節
に
あ
っ
た
歌
を
選
び
、
小
筆

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

も
喜
ば
れ
た
。

　

百
人
一
首
は
短
歌
の
授
業
で
も
扱
わ
れ
、
中
学
生

に
と
っ
て
馴
染
み
の
あ
る
素
材
で
あ
る
。
書
写
に
関

し
て
は
、
練
習
に
ち
ょ
う
ど
良
い
文
字
数
、
配
列
配

置
を
工
夫
し
や
す
い
な
ど
、
主
体
的
に
取
り
組
め
る

素
材
と
言
え
る
。歌
か
ら
季
節
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
、

気
に
入
っ
た
歌
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
欄
で
は
二
〇
一
一
年
四
月
、
呉
青
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

紹
介
す
る
。
呉
青
山
中
学
校
は
、
学
校
行
事
と
し
て

百
人
一
首
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
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
録
さ
れ
た
（
注
）。

第
一
時
　
担
当
月
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
選
ぶ

①
「
百
人
一
首
カ
レ
ン
ダ
ー
」
の
作
り
方
を
把
握
す

る
。

　

６
枚
綴
り
（
例
：
4
-5
月
頁
、
6
-7
月
頁
、

8
-9
月
頁
、
10
-11
月
頁
、
12
-1
月
頁
、
2
-3
月

頁
）、
6
〜
7
人
の
グ
ル
ー
プ
で
１
年
分
を
制
作
す

る
こ
と
。

②
担
当
の
頁
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
を
選
ぶ
。

　

歌
か
ら
季
節
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。

第
二
時
　
試
し
書
き
を
す
る

①
用
紙
へ
試
書
し
、評
価
す
る
（「
自
己
評
価
用
紙
」）

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

を
促
す
た
め
の
作
例
」
を
示
し
、
改
善
案
を
作
る
。

・
周
囲
の
余
白
を
取
る

・
行
の
中
心
を
そ
ろ
え
る

・
行
頭
、
行
尾
を
そ
ろ
え

な
い

・
行
間
に
変
化
を
つ
け
る

・
漢
字
を
交
ぜ
る
↓
字
大

の
変
化
が
つ
く

国
語
授
業
か
ら
協
働
し
て
広
げ
る
中
学
書
写
の
提
案

│「
百
人
一
首
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
ろ
う
」の
実
践
│

 

谷
口
　
邦
彦
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第
五
時
　
相
互
評
価
を
す
る

①
試
書
か
ら
ま
と
め
書
き
ま
で
を
並
べ
て
自
己
評
価

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

価
す
る
。

②
班
長
が
、
グ
ル
ー
プ
内
の
評
価
の
様
子
を
全
体
に

報
告
す
る
。

②
配
列
・
配
置
を
考
え
る
。

　

短
冊
に
書
く
。
５
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
短
冊

を
切
り
、
用
紙
へ
配
置
を

工
夫
し
て
貼
る
。
全
体
で

今
一
度
目
標
を
確
認
し
、
全

体
の
配
置
を
仮
決
定
す
る
。

第
三
時
　
行
書
に
調
和
す
る
仮
名
の
練
習

①
行
書
の
特
徴
と
共
通
な
書
き
方
に
気
づ
く
。

　

・
終
筆
が
変
わ
る

　

・
線
が
つ
な
が
る　
　

　

・
線
が
省
略
さ
れ
る

②
用
紙
に
書
く
。

③
行
書
に
調
和
す
る
仮
名

の
練
習
を
す
る
。

（
空
書
。
苦
手
な
平
仮
名

の
取
立
て
学
習
を
す
る
。）

第
四
時
　
ま
と
め
書
き

①
用
紙
に
書
く
。

②
全
体
の
配
置
を
決
定
し
、
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

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

プ
の
人
数
分
を
書
く
。

③
カ
レ
ン
ダ
ー
へ
貼
り
、
完
成
さ
せ
る
。

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

が
良
く
な
る
）

求
め
ら
れ
る
三
つ
の
書
写
力

　

本
実
践
は
、
芸
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

相
手
、
書
式
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
・
ノ
ー
ト
（
記

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

て
「
記
録
す
る
た
め
の
書
写
力
」
等
を
い
か
に
つ
け

て
い
く
か
が
、
今
、
書
写
に
求
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
固
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
案
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
導

計
画
作
成
に
あ
た
っ
て
も
柔
軟
で
あ
り
た
い
。

注  Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
百
人
一
首
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
ろ
う
」（
株
）
坪
川
毛

筆
刷
毛
製
作
所
（
広
島
県
呉
市
）
制
作

参
考
文
献  

久
米
公
監
修　

千
々
岩
弘
一
、
鈴
木
慶
子
、
松
本
仁
志
編
著

『
書
写
ス
キ
ル
で
国
語
力
を
ア
ッ
プ
す
る
！　

新
授
業
モ
デ

ル　

中
学
校
編
』　

明
治
図
書　

二
〇
一
一

た
に
ぐ
ち
　
く
に
ひ
こ 

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●

京
都
教
育
大
学
　
寺
田
　
守

　

間
テ
ク
ス
ト
性
概
念
に
着
目
し
て
、
今
江
祥
智
の

「
花
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
織
物
だ
と
い
う
性
質
を
表
す
文
学
批
評

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

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

さ
ま
ざ
ま
な
引
用
の
モ
ザ
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
吸
収
と
変
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
」と
提
起
し
た
。

　

今
江
祥
智
の
「
花
は
ど
こ
へ
い
っ
た
」
は
、
一
九

六
四
年
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
、
翌
一
九
六
五
年
に

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

さ
れ
た
。
教
科
書
に
は
一
九
七
一
年
度
か
ら
一
九
八

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

（W
here�have�all�the�flow

ers�gone?

）
と
い
え

ば
、
米
国
の
フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー
、
ピ
ー
ト
・
シ
ー

ガ
ー
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ー
ガ
ー
の
発

表
は
一
九
五
五
年
だ
が
、
一
九
六
二
年
に
キ
ン
グ
ス

ト
ン
ト
リ
オ
や
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
＆
マ
リ
ー
に

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

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

か
れ
た
の
は
一
九
六
四
年
で
あ
り
、
シ
ー
ガ
ー
の
歌

を
物
語
に
翻
案
し
た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

シ
ー
ガ
ー
の
「
花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
は
世
界
で

最
も
有
名
な
反
戦
歌
で
あ
る
。
六
〇
年
代
初
頭
か
ら

七
五
年
四
月
三
〇
日
ま
で
続
い
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の

最
中
に
、
ピ
ー
タ
ー
・
ポ
ー
ル
＆
マ
リ
ー
が
反
戦
運

動
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
積
極
的
に
歌
っ
て
い
た
。
六

八
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
泥
沼
化
す
る
中
で
米
軍

の
兵
士
達
が
基
地
で
こ
の
曲
を
歌
う
様
子
が
テ
レ
ビ

で
放
送
さ
れ
、
反
戦
歌
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

　
「
花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
の
歌
詞
は
、「
花
は
ど
こ

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

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

へ
行
っ
た
」「
若
者
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
戦
争
へ

行
っ
た
」「
兵
士
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
墓
へ
行
っ

た
」「
墓
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
」「
花
に
覆
わ
れ
た
」

と
続
く
展
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
繰
り
返
さ

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

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

と
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
を
探
る
手
が

か
り
は
、
シ
ー
ガ
ー
の
歌
と
の
差
異
に
あ
る
。

　

第
一
の
相
違
点
は
、
た
だ
のflow

ers

で
な
く
、

ウ
ミ
チ
ド
リ
の
花
と
し
て
描
写
さ
れ
、
か
つ
終
始
登

場
す
る
と
い
う
花
の
役
割
の
差
異
で
あ
る
。
ウ
ミ
チ

ド
リ
は
作
者
の
作
っ
た
架
空
の
花
で
あ
る
。
千
鳥
と

は
一
般
に
多
く
群
れ
て
飛
ぶ
鳥
を
言
う
。
海
の
千
鳥

の
よ
う
に
多
く
咲
き
乱
れ
る
花
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
。
実
際
ウ
ミ
チ
ド
リ
の
花
は
、「
昼
に
は
二
本
、

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

え
て
い
る
…
…
」
と
指
数
級
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
六
〇
〇
万
本
を
越
え
る
わ
け
で
、
と
て
つ
も
な
い

増
え
方
を
す
る
不
気
味
な
花
だ
と
わ
か
る
。

　

一
方
で
ウ
ミ
チ
ド
リ
の
花
の
美
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
花
」
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
静
か
に
心

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

合
わ
せ
持
っ
た
花
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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あ
。」
と
指
摘
し
た
の
は
村
の
民
衆
で
あ
る
。
民
衆

も
と
の
さ
ま
と
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
価
値
観
と
は
異
質
な
存
在
と
し
て
さ
っ

ち
ゃ
ん
が
描
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
食
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
。
結

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
、

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

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

済
的
価
値
観
に
打
ち
勝
つ
物
語
と
も
読
め
る
。�

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

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

シ
ー
ガ
ー
の
「
花
は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
と
異
な
っ
て

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

ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
今
江
の
「
花
は
ど
こ
へ

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

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
考
察
は
、「
花
は
ど
こ
へ
い
っ

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

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

ら
、
一
紡
ぎ
の
意
味
を
紐
解
く
営
み
で
あ
る
。

さ
は
海
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
語
ら
れ
る
。
夜
の
海
の
底

知
れ
ぬ
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
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
呼
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
ミ
チ
ド
リ
は
、
不
気
味
さ
の
面
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ー
ガ
ー
の
歌
で
は
た
だflow

ers

と
だ
け
語
ら

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

で
は
ウ
ミ
チ
ド
リ
の
花
と
し
て
詳
細
に
語
ら
れ
る
。

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

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

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

て
ウ
ミ
チ
ド
リ
の
意
味
を
読
者
に
考
え
さ
せ
る
。

　

第
二
の
相
違
点
は
、
娘
・
若
者
・
戦
争
・
墓
と

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

普
遍
的
な
人
間
の
戦
争
の
問
題
を
扱
う
の
で
は
な

く
、
封
建
制
度
の
時
代
の
日
本
の
経
済
の
問
題
を

扱
っ
て
い
る
と
い
う
差
異
で
あ
る
。

　

今
江
の
作
品
に
は
、
と
の
さ
ま
、
サ
ム
ラ
イ
、
ご

家
老
と
い
っ
た
武
士
が
登
場
す
る
が
、
戦
争
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
、
将
軍
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
ミ
チ
ド
リ
も
交
換
価
値
に
意

味
を
見
い
だ
す
貨
幣
経
済
的
発
想
で
あ
る
。
と
の
さ

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

れ
い
な
花
や
っ
た
ら
、
う
れ
る
か
も
し
れ
へ
ん
な

　

ウ
ミ
チ
ド
リ
の
色
は
青
で
あ
る
。
冒
頭
で
「
海
の

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

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

同
じ
青
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
喩
で
あ
る
。

　

実
は
前
述
の
ウ
ミ
チ
ド
リ
の
異
質
な
二
つ
の
イ

メ
ー
ジ
が
関
わ
っ
て
い
る
。
花
が
空
の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
語
ら
れ
て
い
る
部
分
と
、
海
の
メ
タ
フ
ァ
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
抜
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
。

　

花
が
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
う
ら
に
わ
で
咲
く
場
面
や
、

最
後
に
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
も
と
に
花
び
ら
が
一
ま
い
だ

け
残
る
場
面
で
は
、
花
の
青
さ
は
空
の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
語
ら
れ
る
。
昼
の
空
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ウ
ミ
チ
ド

リ
の
花
の
美
し
さ
と
呼
応
す
る
。
さ
っ
ち
ゃ
ん
と
の

関
わ
り
の
中
で
語
ら
れ
る
時
に
は
、ウ
ミ
チ
ド
リ
は
、

美
し
さ
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
花
が
お
し
ろ
で
咲
く
場
面
で
は
、
花
の
青

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
。
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国語の授業
サブカルチャーと

国語の授業

アニメーション教材による授業開発

第３回

まちだ　もりひろ
早稲田大学大学院の研究室の開
設10周年を記念して，『明日の
授業をどう創るか―学習者の
「いま，ここ」を見つめる国語
教育』（三省堂）を刊行しました。
サブカルチャーにも言及してい
ます。

早稲田大学

町田　守弘

 今回は，国語科のサブカルチャー教材として

アニメーションを取り上げつつ，その具体的な

扱い方を考えてみたい。対象とする学習者は，

小学校から高等学校までの幅広い校種が設定可

能である。アニメーション（以下「アニメ」）

は学習者が日ごろから接する機会が多い素材

で，十分に彼らの興味・関心を喚起できる。

 アニメを用いた授業の具体例として，まず話

し合いという活動を取り入れてみたい。アニメ

をどのようにとらえるかという点について，グ

ループで話し合う活動を中心に授業を構想す

る。教材とするアニメの条件はとにかく短編で

あること，そして鑑賞に際して多様な観点が成

立することの二点である。

 教材の候補として，「岸辺のふたり」と「つ

みきのいえ」を取り上げてみたい。前者は約８

分，後者は約１２分という短編であり，ともに

映像とＢＧＭのみで構成されるアニメである。

また，その作品世界を鑑賞するためには，多様

な観点を考えることができる。

 授業は２時間の配当として，まずアニメの全

編を紹介する。鑑賞して感じたことや考えたこ

とを踏まえて，このアニメをどのように読み解

くことができるかをめぐって，グループ内で話

し合う。身近なアニメに関する話し合いという

ことで，活発な意見の交流が期待できる。

 続く２時間目には，各グループの代表者が話

し合いにおいて出された主な意見を整理して発

表する。それをクラス全員で共有したうえで，

再度アニメを鑑賞する。個人レベルの学びがグ

ループレベル，そしてクラスレベルの学びへと

展開しつつ深化して，再度個人へとフィード

バックされるという点に授業の特色がある。同

じアニメを２回鑑賞するが，１回目と２回目と

では異なる観点があることを確認したい。

 続けてもう一つ，アニメを用いた授業の具体

例を紹介する。教材とするのは，宮崎駿監督の

「宮崎アニメ」である。分かりやすい内容で，

５分程度のまとまりがあるシーンを教材として

選ぶ。例えば「魔女の宅急便」で，主人公のキ

キが箒に乗って空から初めてコリコの町を訪れ

る場面を鑑賞しながら，映像からことばを引き

出してノートにメモを取る。まず単語を列挙す

ることにして，アニメの映像に登場するもの

と，アニメを見ながら想像したものとに分けて

メモする。それぞれのカテゴリーから単語を選

んでセンテンスを創作し，それをつなげて文章

にする。最終的には詩のような形式で自由に表

現する。完成した作品はＢＧＭとともに朗読し

て紹介する。配当予定は１時間だが，余裕があ

ればグループ学習を取り入れることもできる。

 アニメを通して価値あることばの学びを展開

すること，それはすべてのサブカルチャー教材

に求められる必要条件ということになろう。
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書
を
読
む
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は
巻
頭
の
三
浦
し
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ん
さ
ん
の
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ン
タ
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ュ
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に
出
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き
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現
で
す
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書
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引
く
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も
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と
思
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て
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新
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な
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で
し
た
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私
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に
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し
ま
し
た
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集
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と
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れ
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で
す
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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。

1,995円（本体 1,900円＋税）／B5判・144ページ／ ISBN978-4-385-36498-8

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。

2,100円（本体 2,000円＋税）／A5判・160ページ／ ISBN978-4-385-36077-5

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 巻頭インタビュー 作家 三浦しをんさん

12 辞書作りの現場から その①『大辞林』 山本 康一

14           その②『全訳 漢辞海』 武田 京

16 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

18            ワークシート② 辞書の言葉と写真を組み合わせよう

…………………………………………………………………………………………………
20  実践交流　中学書写 国語授業から協働して広げる中学書写の提案

 ─「百人一首カレンダーを作ろう」の実践─ 谷口 邦彦

22 見つけた！ こんな文学教材 第3回 「花はどこへいった」（今江祥智）の間テクスト性 寺田 守

24 サブカルチャーと国語の授業 第3回 アニメーション教材による授業開発 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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