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書写からひろがる, まなび, くらし

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
作
家
。「
リ
ラ
ッ
ク
マ
生
活
」
シ
リ
ー
ズ

の
ほ
か
、「
う
さ
ぎ
の
モ
フ
ィ
」、「
み
か
ん
ぼ
う
や
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
著
作
多
数
。
文
具
メ
ー
カ
ー

勤
務
を
経
て
フ
リ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
二
児
の
母
と
し
て
育
児
に
奮
闘
中
。

コ
ン
ド
ウ
ア
キ

書写的
生活

コンドウアキ●の

連載

第十回

　同
じ
文
字
を
書
い
て
も
、
人
に
よ
っ
て
微
妙
な
違
い
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。
古
く
か

ら
、〝
書
は
人
な
り
〞
と
い
わ
れ
、
文
字
を
見
れ
ば
人
が
わ
か
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
書
い

た
人
の
個
性
ま
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
手
書
き
文
字
の
魅
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Special Feature

漢字を楽しく学ぶ。
漢検 漢字博物館・図書館

［漢字ミュージアム］・京都市



漢字を楽しく学ぶ。

日本の伝統文様

漢検 漢字博物館・図書館［漢字ミュージアム］・京都市

Special Feature

C O N T E N T S

C O V E R  d e s i g n  A R T  W O R K

「語彙指導」と書写指導　連載 第一回
尾﨑靖二

これからの国語を考える

Q. 筆使いの指導をどのようにしますか？
宮本榮信

やすみりえ

書写のココが知りたい！

第一回　岡山県 久米南町を行く

やすみりえ の 五・七・五紀行

主体的に学ぶひらがな学習
山口大学教育学部附属山口小学校　西村光博先生

指導のミカタ ❶

課題解決を図る学習過程への工夫
神奈川県横浜市立桜岡小学校　安間良子先生

指導のミカタ ❷

水書用紙を使った書写学習について
奈良県生駒市立生駒南第二小学校　諸岡恭子先生

指導のミカタ ❸

連載 第十回

コンドウアキの書写的生活
コンドウアキ
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奈良筆 奈良県奈良市

約1200年の伝統を受け継ぐ 日本の筆づくりの原点へ

目指せ！ 文房四宝博士 ①
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20

しっぽう
七宝とは，円を連続的に四分の一ずつ重ね合わせた

文様で，円と星形が繰り返すように見えます。名称

の七宝は，仏教の七種の宝を示しています。

Special Feature

漢字を
楽しく学ぶ。
漢検 漢字博物館・図書館

［漢字ミュージアム］・京都市

【七宝】

　書
写
を
学
ぶ
う
え
で
、
漢
字
は
欠
か
せ
な
い
要
素

の
ひ
と
つ
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
漢
字
へ
の
興
味
を

持
っ
て
も
ら
い
、
学
習
効
果
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は

ど
う
す
る
べ
き
か
。
新
し
く
誕
生
し
た
施
設
「
漢
字

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
訪
問
し
て
、
漢
字
教
育
へ
の
試

み
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
て
漢
字
に
親
し
む

日
本
初
の
漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ

　二
〇
一
六
年
六
月
、
京
都
市
内
に
誕
生
し
た
「
漢

字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、
日
本
初
の
漢
字
を
テ
ー
マ

に
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
大
勢
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
四
条
通
沿

い
、
廃
校
と
な
っ
た
京
都
市
立
弥
栄
中
学
校
の
跡

地
に
開
業
し
ま
し
た
。
二
フ
ロ
ア
の
施
設
で
、
小
学

生
は
も
ち
ろ
ん
、
海
外
か
ら
の
訪
問
も
多
く
見
ら

れ
ま
す
。

　館
長
で
あ
り
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
の
理
事
長

で
あ
る
髙
坂
節
三
氏
に
話
を
伺
う
と
、「
当
施
設
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
て
、
漢
字
に
親
し
み
、
そ

し
て
漢
字
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
コ
ン
セ

プ
ト
と
し
て
い
ま
す
。
ゲ
ー
ム
感
覚
で
学
べ
る
コ
ー

ナ
ー
が
た
く
さ
ん
あ
り
、子
ど
も
た
ち
は
夢
中
に
な
っ

て
遊
び
な
が
ら
漢
字
を
覚
え
て
い
ま
す
よ
」
と
、
博

物
館
と
い
う
よ
り
は
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
の

よ
う
な
工
夫
を
施
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　オ
ー
プ
ン
以
降
、
京
都
だ
け
で
な
く
滋
賀
、
大
阪
、

兵
庫
か
ら
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
が
、
課
外
活
動
と

し
て
た
く
さ
ん
訪
れ
て
い
ま
す
。「
施
設
の
展
示
物

は
、す
べ
て
の
漢
字
に
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

小
さ
い
子
ど
も
た
ち
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
体
験
シ
ー
ト
を
用
意
し
て
い
て
、
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
五
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
ま
わ
り

な
が
ら
、
甲
骨
文
字
や
万
葉
仮
名
を
学
ぶ
試
み
は
、

新
し
い
気
づ
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」。

　他
に
も
、
企
画
展
示
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
定
期

的
に
開
催
し
て
、
漢
字
へ
の
新
し
い
関
わ
り
方
を
提

案
。
そ
の
斬
新
な
発
想
に
興
味
を
抱
い
て
訪
問
す
る

教
育
関
係
者
も
多
い
と
い
い
ま
す
。

DATA

漢検 漢字博物館・図書館 漢字ミュージアム

見て触れて遊んで漢字の魅力を発見する
体験型ミュージアム。

公
益
財
団
法
人
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会 

代
表
理
事 

会
長
兼
理
事
長

で
あ
り
、
漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
館
長
で
も
あ
る
髙
坂
節
三
氏
。

約 20 以上の体験型展示が並ぶ２階フロア。企画
展示や図書館，ワークショップルームも揃います。

●住所：京都市東山区祇園町南側 551 番地
●電話：075-757-8686
●開館時間：9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
●入館料：大人 800 円，大学生・高校生 500 円，
　中学生・小学生 300 円
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古
代
か
ら
の
歴
史
を
学
び
な
が
ら

漢
字
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
つ
学
習
方
法

　
漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
一
階
に
入
る
と
、
漢
字
が

い
っ
ぱ
い
の
柱
が
登
場
。
こ
れ
は
「
漢
字
五
万
字
タ

ワ
ー
」
と
い
っ
て
、
大
漢
和
辞
典
に
採
録
さ
れ
た
五
万

字
の
漢
字
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
奥
に
進
む

と
、
漢
字
の
起
源
と
さ
れ
る
甲
骨
文
字
を
学
ぶ
「
踊
る

甲
骨
文
字
テ
ー
ブ
ル
」
が
。
テ
ー
ブ
ル
に
手
を
か
ざ
す

と
、
現
在
の
漢
字
か
ら
甲
骨
文
字
へ
と
形
が
変
わ
り
、

文
字
が
移
動
し
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
フ
ロ
ア

の
メ
イ
ン
と
な
る
の
が
、
全
長
三
十
メ
ー
ト
ル
の
絵

巻
で
、
漢
字
の
歴
史
を
学
べ
る
コ
ー
ナ
ー
「
漢
字
の
歴

史
絵
巻
」。
前
半
は
中
国
で
の
漢
字
の
歴
史
、
後
半
は

日
本
で
ど
の
よ
う
に
漢
字
が
使
わ
れ
て
き
た
か
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　「
甲
骨
文
字
か
ら
漢
字
が
生
ま
れ
て
、
ひ
ら
が
な
、

か
た
か
な
へ
変
化
し
て
い
く
な
ど
、
歴
史
と
い
っ
し
ょ

に
漢
字
を
学
ぶ
と
、
一
段
と
興
味
が
深
ま
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。」
と
、
漢
字
単
体
の
学
習
だ
け
で
は

な
く
、
漢
字
へ
の
興
味
付
け
が
大
切
だ
と
い
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
あ
る

あ
る
壁
の
前
に
立
ち
、
パ
ー
ツ
の
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
使

い
な
が
ら
、
ポ
ー
ズ
を
つ
く
っ
て
撮
影
し
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
人
文
字
な
の
で
す
が
、
二
人
で
協
力
す
る
こ

と
も
で
き
、
そ
の
楽
し
さ
に
世
代
を
問
わ
ず
盛
り
上

が
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、「
部
首
組
み
合
わ
せ
タ
ッ

チ
パ
ネ
ル
か
る
た
」「
象
形
文
字
を
探
し
出
そ
う
」「
暮

ら
し
の
道
具
の
漢
字
た
ち
」
な
ど
、
競
っ
た
り
調
べ

た
り
し
て
遊
ぶ
工
夫
の
施
さ
れ
た
展
示
は
、
子
ど
も

か
ら
の
注
目
度
が
高
い
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
漢
字
の
世
界
を
広
げ
る
た
め
に
、
館
内

で
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま

す
。「
拓
本
を
取
ろ
う
！
」「
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
を
作

ろ
う
！
」「
ア
イ
ロ
ン
ビ
ー
ズ
で
漢
字
！
」「
粘
土
で

漢
字
を
作
ろ
う
！
」「
漢
字
カ
ル
タ
を
作
ろ
う
！
」
な

ど
、
こ
れ
ま
で
の
開
催
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
三
〇
分
か
ら
一
時
間
の
講
座
内
容

で
、
当
日
に
受
付
で
申
し
込
め
ば
入
館
料
に
プ
ラ
ス

し
て
教
材
費
三
〇
〇
円
程
度
で
参
加
で
き
ま
す
。

　
不
定
期
に
開
催
す
る
無
料
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り
、
年

末
年
始
に
は
、
書
道
家
の
日
比
野
実
氏
に
よ
る
「
小

学
生
・
中
学
生
の
た
め
の
書
き
初
め
教
室
」
を
開
催
。

季
節
に
合
わ
せ
た
内
容
が
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

　

「
今
年
の
漢
字
○
」
を
は
じ
め

漢
字
一
文
字
に
込
め
ら
れ
た
想
い
を

　
漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
運
営
母
体
で
あ
る
日
本

漢
字
能
力
検
定
協
会
で
は
、
漢
字
の
普
及
活
動
を

精
力
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、

毎
年
年
末
に
清
水
寺
に
て
発
表
さ
れ
る
「
今
年
の

漢
字
○
」。「
漢
字
に
は
、一
文
字
で
も
多
く
の
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
二
〇
一
七
年
の
今

年
の
漢
字
○『
北
』
は
、
北
朝
鮮
、
北
海
道
、
キ
タ
サ

ン
ブ
ラ
ッ
ク
な
ど
、受
け
止
め
る
人
に
よ
っ
て
意
味

「
漢
字
ペ
デ
ィ
ア
は
、
当
協
会
発
行
の
〝
漢
検
漢
字

辞
典
〞
の
内
容
を
無
料
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
提

供
・
公
開
し
て
い
ま
す
。
他
社
の
広
告
が
な
い
サ
イ

ト
で
す
の
で
、
学
校
で
も
活
用
し
や
す
い
と
好
評
を

得
て
い
ま
す
」
と
、
漢
字
の
新
し
い
普
及
活
動
に
も

力
が
入
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
漢
字
ひ
と
つ
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
多
角
的
な
情
報
発

信
が
あ
り
、
学
べ
る
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
こ
と
に
、
驚

か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
た
ち

が
楽
し
く
学
ぶ
た
め
の
工
夫
は
、
普
段
の
現
場
で
も

参
考
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

Special Feature

日本漢字能力検定協会が,その年をイメージする
漢字1字ごとの理由の公募を行い,その中で最も
多かった漢字1字を,その年の世相を表す字である
として,12 月12日の「漢字の日」に,京都市東山
区の清水寺で発表する。

今年の漢字○とは !?

これまでの“今年の漢字○”

リオ五輪に沸き, 東京五輪に希望を託した
「金」（キン）と, 築地市場の豊洲移転問題
など, 政治と「金」（カネ）問題に揺れた年。
スポーツ界に新たな「金」字塔,マイナス
「金」利初導入などにも注目が集まった。

「北」朝鮮がミサイルを連発して，核・ミサイル問題が日
本や世界に脅威を与えた。「北」海道産じゃがいも不
足。「北」海道日本ハムファイターズの大谷翔平選手が
移籍。「北」島三郎が馬主のキタサンブラックの活躍な
どが，選ばれた理由として挙げられた。

金
【キン・コン／かね・かな・こがね】

【キタ・ホク／にげる・そむく】

History

2016

「安」全保障関連法案の審議で, 与野党
が対立。世界のテロ事件や異常気象な
ど, 人 を々不「安」にさせた。建築偽装問
題が発覚し, 暮らしの「安」全が揺らい
だ。“「安」心して下さい”が流行。安

【アン／やすい・やすんじる・いずくんぞ】2015

消費「税」率が17年ぶりに引き上げられる。
日用品や電車・バス・タクシーの運賃,電
気・ガスなどの公共料金が値上がりして,
家計への負担が増加。「税」について考
えさせられた年。税

【ゼイ・セイ／みつぎ】2014

日本全体のチームワークで2020 年オリン
ピックの東京開催,富士山の世界文化遺
産登録など,日本中が「輪」になって歓喜
にわいた年。人とのつながりの「輪」を感
じた1年となった。輪

【リン／わ】2013

「金」に関する天文現象の当たり年。ロ
ンドンオリンピックで日本史上最多のメダ
ル獲得など, 数多くの「金」字塔が打ち
立てられた。年金資産運用の詐欺事件で
「金」（かね）をめぐる問題も。金
【キン・コン／かね・かな・こがね】2012

WHAT? 

1「乾拓であそぼう」では，コインの上に紙を置いてこすると，
日本や中国の古いコインにすり込まれた漢字がうきあがりま
す。2 漢字の歴史を学べる30メートルの「漢字の歴史絵
巻」。3「部首組み合わせタッチパネルかるた」はお題の部
首にカードを組み合わせて漢字を作るタッチパネル式のゲー
ム。4入り口にそびえる5万字の漢字が並ぶ柱「漢字５万
字タワー」。5大人気の「漢字回転すし」は回ってくるお皿
をとって，クイズに挑戦！6大人から子どもまで盛り上がる「体
で漢字をつくろう」。自分の体で文字をつくったら撮影して，モ
ニターのコレクションに登録します。

7「くらしの道具の漢字たち」は引き出しの
中に答えが。8 これで魚偏の漢字が覚えら
れる⁉「巨大湯飲み記念撮影コーナー」。
9「今年の漢字○」の企画展を期間限定
で開催。京都清水寺の森清範貫主の揮
毫による大書を展示。1995 年の開始以
来，歴代の漢字一字が並びます。

ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
使
っ
て
文
字
を
作
り
、
活

字
は
ド
ッ
ト
で
で
き
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
講
座
な

ど
も
。
ち
ま
た
の
流
行
や
他
の
教
科
と
合
わ
せ
て
、

漢
字
を
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

楽
し
い
遊
び
を
取
り
入
れ
て

知
ら
ぬ
間
に
漢
字
の
魅
力
を
発
見

　
二
階
フ
ロ
ア
は
、
約
二
十
以
上
の
体
験
型
展
示
が

並
び
ま
す
。
中
で
も
、
小
学
生
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
た

ち
に
人
気
が
高
い
の
は

「
漢
字
回
転
す
し
」
の

展
示
で
す
。
大
画
面
に

は
、
い
く
つ
か
の
魚
が

泳
い
で
い
て
、
手
元
の

モ
ニ
タ
ー
で
流
れ
て
く

る
皿
を
一
枚
選
ぶ
と
、

お
す
し
の
ネ
タ
と
な
る

魚
の
正
し
い
漢
字
を
選

ぶ
ク
イ
ズ
が
ス
タ
ー

ト
。
ま
た
、
体
を
使
っ
て
漢
字
を
表
現
す
る
「
体
で

漢
字
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
展
示
は
、
ブ
ー
ス
内
に

は
さ
ま
ざ
ま
。

英
語
に
は
な
い

魅
力
で
す
ね
」
と

髙
坂
館
長
は
い

い
ま
す
。

　
今
ま
で
で
十

六
万
五
千
を
超
え
る
応
募
が
あ
る
と
い
う「
今
、あ
な

た
に
贈
り
た
い
漢
字
コ
ン
テ
ス
ト
」
も
、
同
じ
よ

う
に
漢
字
へ
の
想
い
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
祖
母
に

贈
る
漢
字
、
父
母
に
贈
る
漢
字
な
ど
、
そ
の
理
由
を

含
め
て
審
査
す
る
も
の
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
へ
の
対
応
な
ど

漢
検
協
会
に
よ
る
普
及
活
動
を
推
進

　
他
に
も
、
新
し
い
漢
字
関
連
の
媒
体
と
し
て
、
漢

字
や
日
本
語
に
関
す
る
記
事
を
集
め
た
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
サ
イ
ト
「
漢
字
カ
フ
ェ
」、
漢
字
や
日
本
語
を

検
索
で
き
る
サ
イ
ト
「
漢
字
ペ
デ
ィ
ア
」
を
開
設
。
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古
代
か
ら
の
歴
史
を
学
び
な
が
ら

漢
字
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
つ
学
習
方
法

　
漢
字
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
一
階
に
入
る
と
、
漢
字
が

い
っ
ぱ
い
の
柱
が
登
場
。
こ
れ
は
「
漢
字
五
万
字
タ

ワ
ー
」
と
い
っ
て
、
大
漢
和
辞
典
に
採
録
さ
れ
た
五
万

字
の
漢
字
を
中
心
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
奥
に
進
む

と
、
漢
字
の
起
源
と
さ
れ
る
甲
骨
文
字
を
学
ぶ
「
踊
る

甲
骨
文
字
テ
ー
ブ
ル
」
が
。
テ
ー
ブ
ル
に
手
を
か
ざ
す

と
、
現
在
の
漢
字
か
ら
甲
骨
文
字
へ
と
形
が
変
わ
り
、

文
字
が
移
動
し
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
フ
ロ
ア

の
メ
イ
ン
と
な
る
の
が
、
全
長
三
十
メ
ー
ト
ル
の
絵

巻
で
、
漢
字
の
歴
史
を
学
べ
る
コ
ー
ナ
ー
「
漢
字
の
歴

史
絵
巻
」。
前
半
は
中
国
で
の
漢
字
の
歴
史
、
後
半
は

日
本
で
ど
の
よ
う
に
漢
字
が
使
わ
れ
て
き
た
か
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。

　「
甲
骨
文
字
か
ら
漢
字
が
生
ま
れ
て
、
ひ
ら
が
な
、

か
た
か
な
へ
変
化
し
て
い
く
な
ど
、
歴
史
と
い
っ
し
ょ

に
漢
字
を
学
ぶ
と
、
一
段
と
興
味
が
深
ま
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。」
と
、
漢
字
単
体
の
学
習
だ
け
で
は

な
く
、
漢
字
へ
の
興
味
付
け
が
大
切
だ
と
い
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
あ
る

あ
る
壁
の
前
に
立
ち
、
パ
ー
ツ
の
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
使

い
な
が
ら
、
ポ
ー
ズ
を
つ
く
っ
て
撮
影
し
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
人
文
字
な
の
で
す
が
、
二
人
で
協
力
す
る
こ

と
も
で
き
、
そ
の
楽
し
さ
に
世
代
を
問
わ
ず
盛
り
上

が
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、「
部
首
組
み
合
わ
せ
タ
ッ

チ
パ
ネ
ル
か
る
た
」「
象
形
文
字
を
探
し
出
そ
う
」「
暮

ら
し
の
道
具
の
漢
字
た
ち
」
な
ど
、
競
っ
た
り
調
べ

た
り
し
て
遊
ぶ
工
夫
の
施
さ
れ
た
展
示
は
、
子
ど
も

か
ら
の
注
目
度
が
高
い
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
漢
字
の
世
界
を
広
げ
る
た
め
に
、
館
内

で
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま

す
。「
拓
本
を
取
ろ
う
！
」「
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
を
作

ろ
う
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ア
イ
ロ
ン
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ー
ズ
で
漢
字
！
」「
粘
土
で

漢
字
を
作
ろ
う
！
」「
漢
字
カ
ル
タ
を
作
ろ
う
！
」
な

ど
、
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で
の
開
催
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
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ま
す
。
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ず
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三
〇
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一
時
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の
講
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で
、
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付
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申
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込
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プ
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材
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〇
〇
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度
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参
加
で
き
ま
す
。
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催
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催
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型
展
示
が

並
び
ま
す
。
中
で
も
、
小
学
生
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
た

ち
に
人
気
が
高
い
の
は

「
漢
字
回
転
す
し
」
の

展
示
で
す
。
大
画
面
に

は
、
い
く
つ
か
の
魚
が

泳
い
で
い
て
、
手
元
の

モ
ニ
タ
ー
で
流
れ
て
く

る
皿
を
一
枚
選
ぶ
と
、

お
す
し
の
ネ
タ
と
な
る

魚
の
正
し
い
漢
字
を
選

ぶ
ク
イ
ズ
が
ス
タ
ー

ト
。
ま
た
、
体
を
使
っ
て
漢
字
を
表
現
す
る
「
体
で

漢
字
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
展
示
は
、
ブ
ー
ス
内
に

は
さ
ま
ざ
ま
。

英
語
に
は
な
い

魅
力
で
す
ね
」
と

髙
坂
館
長
は
い

い
ま
す
。

　
今
ま
で
で
十

六
万
五
千
を
超
え
る
応
募
が
あ
る
と
い
う「
今
、あ
な

た
に
贈
り
た
い
漢
字
コ
ン
テ
ス
ト
」
も
、
同
じ
よ

う
に
漢
字
へ
の
想
い
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
祖
母
に

贈
る
漢
字
、
父
母
に
贈
る
漢
字
な
ど
、
そ
の
理
由
を

含
め
て
審
査
す
る
も
の
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
へ
の
対
応
な
ど

漢
検
協
会
に
よ
る
普
及
活
動
を
推
進

　
他
に
も
、
新
し
い
漢
字
関
連
の
媒
体
と
し
て
、
漢

字
や
日
本
語
に
関
す
る
記
事
を
集
め
た
キ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
サ
イ
ト
「
漢
字
カ
フ
ェ
」、
漢
字
や
日
本
語
を

検
索
で
き
る
サ
イ
ト
「
漢
字
ペ
デ
ィ
ア
」
を
開
設
。
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「
語
彙
指
導
」
と
書
写
指
導

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第一回

特
に
、
小
学
校
低
学
年
の
学
力
差
の
大
き
な
背
景
に
語
彙

の
量
と
質
の
違
い
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
考
え
を
形
成
し
深
め
る
力
を
身
に
付
け
る
上
で
、

思
考
を
深
め
た
り
、
活
性
化
さ
せ
た
り
し
て
い
く
た
め
の

語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
小
学
校
低
学

年
で
表
れ
た
学
力
差
が
、
そ
の
後
の
学
力
差
に
大
き
く
影

響
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
語
彙
量
を
増
や
し
た

り
語
彙
力
を
伸
ば
し
た
り
す
る
指
導
の
改
善
・
充
実
が
重

要
で
あ
る
（
後
略
）

 

　
朝
と
い
う
漢
字
か
ら
は
、「
よ
る
」
か
ら
「
ひ
る
」
へ
と
流
れ

る
一
日
の
時
間
の
流
れ
（
図
①
）
が
、
ま
た
、
雪
と
春
と
い
う
漢

字
か
ら
は
季
節
の
時
間
の
流
れ
（
図
②
）
が
、
そ
の
頻
出
度
か
ら

掴
む
こ
と
が
で
き
る
。

  　
こ
の
構
造
図
を
画
用
紙
や
カ
ー
ド
に
丁
寧
に
纏
め
る
。
子
ど
も

た
ち
は
、
こ
れ
ら
を
眺
め
な
が
ら
二
つ
の
大
き
な
時
間
の
流
れ
の

中
で
作
品
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
無
理
な
く
意
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
今
回
は
、
低
学
年
を
取
り
上
げ
て
語
彙
指
導
と
書
写
指
導
の
連

携
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

　
前
回
の
連
載
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
点
と
し

論
じ
て
き
た
。
今
回
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
う
ち
、
中
央
教
育

審
議
会
答
申
（
以
下
、
答
申
）
で
言
及
の
あ
る
内
容
の
見
直
し
を

求
め
ら
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
書
写
指
導
と
の
関
連
か
ら
取
り
上
げ

て
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
の
中
で
も
、「
三
つ
の
柱
」
に
よ
る
整
理
を
経
て
、【
知
識
及

び
技
能
】
に
低
・
中
・
高
学
年
と
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
語
彙

指
導
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
答
申
の
指
摘
箇
所
を
引
用
す
る
。 

　　
答
申
を
受
け
て
、
学
習
指
導
要
領
の
低
学
年
で
は
「
身
近
な
こ

と
を
表
す
語
句
」、
中
学
年
で
は
「
様
子
や
行
動
、
気
持
ち
や
性

格
を
表
す
語
句
」、
高
学
年
で
は
「
思
考
に
関
わ
る
語
句
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
量
を
増
し
、
話
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
が
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
低
学
年
は
、
そ
の
後
の
学
力
差
の
拡
大

や
学
習
の
質
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
か
ら
指
導
上
の
配
慮
の
必
要

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

  

そ
れ
で
は
、
低
学
年
で
は
ど
の
よ
う
な
語
彙
指
導
が
有
効
で
あ

る
の
か
、
書
写
指
導
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
実
践
を
基
に
考
え

て
い
き
た
い
。

よ
る

　
　↓

　
　朝

　
　↓

　
　ひ
る

【
図
①
】

【
図
②
】

　　
低
学
年
で
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
朝
の
ス
ピ
ー
チ
タ
イ

ム
や
体
験
報
告
文
を
書
く
活
動
で
あ
る
。
何
れ
も
子
ど
も
た
ち
は
、

話
や
文
章
の
ま
と
め
に
感
想
語
彙
を
配
し
て
終
わ
り
に
し
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、「
た
の
し
か
っ
た
。」「
お
も
し
ろ
か
っ

た
。」「
よ
か
っ
た
。」
だ
。
密
か
に
、
ま
と
め
の
御
三
家
と
呼
ぶ

先
生
も
い
る
程
に
「
定
着
」
し
て
い
る
。

　
こ
れ
で
は
、
語
彙
の
量
が
増
え
な
い
ば
か
り
か
豊
か
な
感
性
も

育
た
な
い
。
そ
こ
で
、
一
年
生
の
一
学
期
か
ら
で
も
取
り
組
め
る

方
法
を
紹
介
し
た
い
。

　
話
型
を
背
面
黒
板
に
掲
示
し
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を

さ
せ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
ど
の
先
生
も
実
践
な
さ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。こ
の
話
型
に
写
真
の
よ
う
に
気
持
ち
を
話
す
□（
枠
）

を
設
け
る
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち

が
、
発
表
す
る
た
び
に
、

そ
の
感
想
語
彙
を
記
録
し

掲
示
し
て
や
る
。
同
じ
も

の
は
、
カ
ー
ド
の
裏
に
名

前
を
書
い
て
や
り
、
新
た

な
語
彙
に
は
新
し
い
カ
ー
ド
に
記
録
し
て
今
ま
で
の
カ
ー
ド
の
横

に
掲
示
し
て
い
く
。

　
こ
れ
を
丁
寧
に
繰
り
返
し
て
い
く
。

　
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
一
年
の
終
わ
り
に
は
三
〇
〇

近
い
語
彙
と
な
っ
て
い
る
。
言
葉
の
豊
か
さ
に
触
れ
た
子
ど
も
た

ち
は
、
よ
り
自
分
の
気
持
ち
に
マ
ッ
チ
し
た
語
彙
を
探
し
続
け
る
。

そ
し
て
、
感
想
語
彙
を
感
想
語
彙
に
よ
っ
て
修
飾
す
る
作
業
を
始

め
る
。
例
え
ば
、「
ほ
か
ほ
か
と
お
ち
つ
い
た
う
れ
し
い
き
も
ち

で
す
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
話
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
子
ど
も
た

ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
感
想
語

彙
を
駆
使
す
る
。
外
国
か
ら
の
留

学
生
に
踊
り
を
披
露
し
て
も
ら
っ

た
と
き
の
こ
と
だ
。
子
ど
も
た
ち

は
御
礼
の
コ
メ
ン
ト
に
豊
か
な
感

想
語
彙
を
使
っ
て
感
謝
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
留
学
生
を
紹
介
し
て

下
さ
っ
た
Ｄ
大
学
の
言
語
学
の
先

生
が
、
そ
の
語
彙
力
に
驚
か
れ
た

ぐ
ら
い
だ
。

　
こ
れ
ら
の
語
彙
を
定
着
さ
せ
る

作
業
に
書
写
力
が
欠
か
せ
な
い
。

新
し
い
語
彙
を
使
っ
た
子
ど
も
は
今
ま
で
先
生
が
カ
ー
ド
に
書
い

て
い
た
作
業
を
自
ら
行
う
と
い
う
名
誉
を
頂
戴
す
る
。

　
し
か
も
、
書
く
際
に
は
、
プ
ラ
ス
の
言
葉
か
マ
イ
ナ
ス
の
言
葉

か
中
間
の
言
葉
か
を
判
断
し
て
、
色
鉛
筆
（
マ
ー
カ
ー
）
を
使
っ

て
定
め
ら
れ
た
色
で
書
い
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
字
形
や
配
置
、

筆
記
用
具
の
特
色
に
気
を
つ
け
て
丁
寧
に
書
く
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
ん
な
真
剣
な
場
こ
そ
が
書
写
活
動
に
は
欠
か
せ
な
い
。 

　
み
ん
な
が
一
定
の
量
の
感
想
語
彙
を
使
っ
た
時
点
で
、
掲
示
さ

れ
た
多
く
の
カ
ー
ド
を
見
な
が
ら
一
枚
の
紙
に
各
自
が
丁
寧
に
書

き
写
し
「
自
分
の
語
彙
表
」
に
す
る
。
こ
の
語
彙
表
が
何
枚
も
貯

ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
表
を
見
な
が
ら
、
さ
ら
に
ス
ピ
ー
チ
や

体
験
報
告
文
に
入
れ
る
自
分
の
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
の
語
彙
を
探

す
。

　
こ
の
よ
う
な
作
業
を
繰
り
返
し
て
行
く
と
、
気
持
ち
が
先
に

あ
っ
て
適
切
な
語
彙
を
探
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
語
彙
表
を
眺

め
て
い
る
と
そ
の
時
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
っ
た
こ
と
が
起
き
て
く
る
。
自
分
で
も
十
分
に
そ
の
時
の
気
持

ち
が
掴
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
、
み
ん
な
の
使
っ
た
感

想
語
彙
の
中
か
ら
発
見
す
る
。「
自
分
は
こ
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た

ん
だ
」
と
認
知
す
る
。「
言
葉
↓
気
持
ち
」
と
い
っ
た
逆
の
ベ
ク

ト
ル
が
生
じ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、

細
分
化
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。

て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
展
開
構
造
を
掴
み
、
一
枚
の
紙
に
語

彙
を
書
き
出
す
こ
と
で
辿
る
こ
と
が
で
き
た
。

 

　
そ
し
て
、
語
彙
を
書
き
出
す
こ
と
で
発
見
し
た
﹇
か
な
し
い

と
も
だ
ち
か
ん
け
い
﹈﹇
た
す
け
て
い
る
こ
と
ば
﹈﹇
う
れ
し
い
と

も
だ
ち
か
ん
け
い
﹈
さ
ら
に
友
だ
ち
関
係
を
支
え
て
い
る
ユ
ー
モ

ア
あ
ふ
れ
る
言
葉
の
﹇
お
も
し
ろ
い
こ
と
ば
﹈
ま
で
を
整
理
し
て

【
友
だ
ち
関
係
を
表

す
言
葉
】
に
纏
め
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
【
友
だ
ち
関

係
を
表
す
言
葉
】
を

ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー

ベ
ル
の
「
ふ
た
り
シ

リ
ー
ズ
」
二
〇
話
を

並
行
読
書
し
て
継
続

し
て
見
つ
け
る
こ
と

に
し
た
。

　
そ
の
作
業
に
こ
そ
、

書
写
力
が
支
え
と

な
っ
た
。
作
品
を
読
ん
で
は
付
箋
に
語
彙
を
素
早
く
書
き
写
し
、

今
度
は
メ
モ
に
重
複
や
重
要
度
を
考
え
て
整
理
し
て
い
く
。
最
後

は
、「
と
も
だ
ち
か
ん
け
い
の
こ
と
ば
の
地
図
」
に
丁
寧
な
文
字

で
仕
上
げ
る
。

　
一
作
品
だ
け
で
な
く
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー
ベ
ル
の
世
界
が
語

彙
に
よ
っ
て
一
覧
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

　
今
度
は
、
漢
字
を
軸
と
し
た
作
品
構
造
の
把
握
を
「
ふ
き
の

と
う
」
の
実
践
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
（
但
し
、
現
行
教
科

書
の
教
材
と
実
践
当
時
の
教
科
書
と
で
は
漢
字
使
用
が
異
な
っ

て
い
る
）。

　　
こ
の
よ
う
に
感
想
語
彙
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
た
子
ど
も
た

ち
に
は
、
作
品
を
読
ん
で
い
て
も
感
想
語
彙
の
言
葉
や
種
類
が
目

に
付
く
よ
う
に
な
る
。

　
二
年
生
の
「
ス
イ
ミ
ー
」
を
学
習
し
て
い
る
と
作
品
の
展
開

構
造
を
感
想
語
彙
で
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
ご
存
じ
の
よ
う
に

「
ス
イ
ミ
ー
」
は
、
仲
間
た
ち
を
大
き
な
マ
グ
ロ
に
一
の
み
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
負
の
状
況
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
回
遊
を
重

ね
て
元
気
を
取
り
戻
し
、
マ
グ
ロ
を
追
い
出
す
正
の
状
況
で
終

わ
る
お
話
だ
。

  

こ
の
作
品
は
、
冒
頭
部
の
状
況
設
定
の
「
た
の
し
く
」
が
、「
あ

る
日
」の
事
件
の
発
端
か
ら「
お
そ
ろ
し
い
」「
つ
っ
こ
ん
で
き
た
」

「
の
こ
ら
ず
の
み
こ
ん
だ
」「
く
ら
い
海
の
そ
こ
」「
こ
わ
か
っ
た
」

「
さ
び
し
か
っ
た
」「
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
」
と
負
の
状
況
を

表
す
語
彙
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、「
す
ば
ら
し
い
」「
お
も

し
ろ
い
」「
お
も
し
ろ
い
も
の
」「
ひ
る
の
か
が
や
く
光
」
へ
と
転

換
し
て
い
く
。
こ
れ

ら
の
語
彙
を
作
品
か

ら
拾
い
出
し
、
一
枚

の
紙
に
状
況
を
表
す

色
と
そ
の
配
置
を
考

え
て
書
き
出
す
。

　
す
る
と
、
一
目
で

作
品
の
展
開
構
造
が

捉
え
ら
れ
る
。

  

こ
の
経
験
か
ら
、「
お

手
紙
」
の
学
習
で
も

負
の
状
況
か
ら
正
の

状
況
へ
転
換
点
を
経

1

2

3
感
想
語
彙
の
指
導

語
彙
か
ら
作
品
の
構
造
を
捉
え
る

語
彙
と
し
て
の
漢
字

甲
南
女
子
大
学
教
授
・
交
野
市
教
育
委
員
。
四
條
畷

市
・
交
野
市
の
小
学
校
長
、
中
央
教
育
審
議
会
教
科

別
専
門
部
会
委
員
、
学
習
指
導
要
領
解
説

　国
語
編

作
成
協
力
者
等
を
歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書

写
」
教
科
書
編
集
委
員
。

尾
﨑
靖
二
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ざ
き 

や
す  

じ
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風

日
日

日
日

水

「
語
彙
指
導
」
と
書
写
指
導

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第一回

特
に
、
小
学
校
低
学
年
の
学
力
差
の
大
き
な
背
景
に
語
彙

の
量
と
質
の
違
い
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
考
え
を
形
成
し
深
め
る
力
を
身
に
付
け
る
上
で
、

思
考
を
深
め
た
り
、
活
性
化
さ
せ
た
り
し
て
い
く
た
め
の

語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
小
学
校
低
学

年
で
表
れ
た
学
力
差
が
、
そ
の
後
の
学
力
差
に
大
き
く
影

響
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
語
彙
量
を
増
や
し
た

り
語
彙
力
を
伸
ば
し
た
り
す
る
指
導
の
改
善
・
充
実
が
重

要
で
あ
る
（
後
略
）

 

　
朝
と
い
う
漢
字
か
ら
は
、「
よ
る
」
か
ら
「
ひ
る
」
へ
と
流
れ

る
一
日
の
時
間
の
流
れ
（
図
①
）
が
、
ま
た
、
雪
と
春
と
い
う
漢

字
か
ら
は
季
節
の
時
間
の
流
れ
（
図
②
）
が
、
そ
の
頻
出
度
か
ら

掴
む
こ
と
が
で
き
る
。

  　
こ
の
構
造
図
を
画
用
紙
や
カ
ー
ド
に
丁
寧
に
纏
め
る
。
子
ど
も

た
ち
は
、
こ
れ
ら
を
眺
め
な
が
ら
二
つ
の
大
き
な
時
間
の
流
れ
の

中
で
作
品
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
無
理
な
く
意
識
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
今
回
は
、
低
学
年
を
取
り
上
げ
て
語
彙
指
導
と
書
写
指
導
の
連

携
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

　
前
回
の
連
載
で
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
点
と
し

論
じ
て
き
た
。
今
回
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
う
ち
、
中
央
教
育

審
議
会
答
申
（
以
下
、
答
申
）
で
言
及
の
あ
る
内
容
の
見
直
し
を

求
め
ら
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
書
写
指
導
と
の
関
連
か
ら
取
り
上
げ

て
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
の
中
で
も
、「
三
つ
の
柱
」
に
よ
る
整
理
を
経
て
、【
知
識
及

び
技
能
】
に
低
・
中
・
高
学
年
と
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
語
彙

指
導
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
答
申
の
指
摘
箇
所
を
引
用
す
る
。 

　　
答
申
を
受
け
て
、
学
習
指
導
要
領
の
低
学
年
で
は
「
身
近
な
こ

と
を
表
す
語
句
」、
中
学
年
で
は
「
様
子
や
行
動
、
気
持
ち
や
性

格
を
表
す
語
句
」、
高
学
年
で
は
「
思
考
に
関
わ
る
語
句
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
量
を
増
し
、
話
や
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
が
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
低
学
年
は
、
そ
の
後
の
学
力
差
の
拡
大

や
学
習
の
質
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
か
ら
指
導
上
の
配
慮
の
必
要

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

  

そ
れ
で
は
、
低
学
年
で
は
ど
の
よ
う
な
語
彙
指
導
が
有
効
で
あ

る
の
か
、
書
写
指
導
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
実
践
を
基
に
考
え

て
い
き
た
い
。

よ
る

　
　↓

　
　朝

　
　↓

　
　ひ
る

【
図
①
】

【
図
②
】

　　
低
学
年
で
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
朝
の
ス
ピ
ー
チ
タ
イ

ム
や
体
験
報
告
文
を
書
く
活
動
で
あ
る
。
何
れ
も
子
ど
も
た
ち
は
、

話
や
文
章
の
ま
と
め
に
感
想
語
彙
を
配
し
て
終
わ
り
に
し
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、「
た
の
し
か
っ
た
。」「
お
も
し
ろ
か
っ

た
。」「
よ
か
っ
た
。」
だ
。
密
か
に
、
ま
と
め
の
御
三
家
と
呼
ぶ

先
生
も
い
る
程
に
「
定
着
」
し
て
い
る
。

　
こ
れ
で
は
、
語
彙
の
量
が
増
え
な
い
ば
か
り
か
豊
か
な
感
性
も

育
た
な
い
。
そ
こ
で
、
一
年
生
の
一
学
期
か
ら
で
も
取
り
組
め
る

方
法
を
紹
介
し
た
い
。

　
話
型
を
背
面
黒
板
に
掲
示
し
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を

さ
せ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
ど
の
先
生
も
実
践
な
さ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。こ
の
話
型
に
写
真
の
よ
う
に
気
持
ち
を
話
す
□（
枠
）

を
設
け
る
の
だ
。

　
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち

が
、
発
表
す
る
た
び
に
、

そ
の
感
想
語
彙
を
記
録
し

掲
示
し
て
や
る
。
同
じ
も

の
は
、
カ
ー
ド
の
裏
に
名

前
を
書
い
て
や
り
、
新
た

な
語
彙
に
は
新
し
い
カ
ー
ド
に
記
録
し
て
今
ま
で
の
カ
ー
ド
の
横

に
掲
示
し
て
い
く
。

　
こ
れ
を
丁
寧
に
繰
り
返
し
て
い
く
。

　
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
一
年
の
終
わ
り
に
は
三
〇
〇

近
い
語
彙
と
な
っ
て
い
る
。
言
葉
の
豊
か
さ
に
触
れ
た
子
ど
も
た

ち
は
、
よ
り
自
分
の
気
持
ち
に
マ
ッ
チ
し
た
語
彙
を
探
し
続
け
る
。

そ
し
て
、
感
想
語
彙
を
感
想
語
彙
に
よ
っ
て
修
飾
す
る
作
業
を
始

め
る
。
例
え
ば
、「
ほ
か
ほ
か
と
お
ち
つ
い
た
う
れ
し
い
き
も
ち

で
す
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
話
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
子
ど
も
た

ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
感
想
語

彙
を
駆
使
す
る
。
外
国
か
ら
の
留

学
生
に
踊
り
を
披
露
し
て
も
ら
っ

た
と
き
の
こ
と
だ
。
子
ど
も
た
ち

は
御
礼
の
コ
メ
ン
ト
に
豊
か
な
感

想
語
彙
を
使
っ
て
感
謝
し
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
留
学
生
を
紹
介
し
て

下
さ
っ
た
Ｄ
大
学
の
言
語
学
の
先

生
が
、
そ
の
語
彙
力
に
驚
か
れ
た

ぐ
ら
い
だ
。

　
こ
れ
ら
の
語
彙
を
定
着
さ
せ
る

作
業
に
書
写
力
が
欠
か
せ
な
い
。

新
し
い
語
彙
を
使
っ
た
子
ど
も
は
今
ま
で
先
生
が
カ
ー
ド
に
書
い

て
い
た
作
業
を
自
ら
行
う
と
い
う
名
誉
を
頂
戴
す
る
。

　
し
か
も
、
書
く
際
に
は
、
プ
ラ
ス
の
言
葉
か
マ
イ
ナ
ス
の
言
葉

か
中
間
の
言
葉
か
を
判
断
し
て
、
色
鉛
筆
（
マ
ー
カ
ー
）
を
使
っ

て
定
め
ら
れ
た
色
で
書
い
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
字
形
や
配
置
、

筆
記
用
具
の
特
色
に
気
を
つ
け
て
丁
寧
に
書
く
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
ん
な
真
剣
な
場
こ
そ
が
書
写
活
動
に
は
欠
か
せ
な
い
。 

　
み
ん
な
が
一
定
の
量
の
感
想
語
彙
を
使
っ
た
時
点
で
、
掲
示
さ

れ
た
多
く
の
カ
ー
ド
を
見
な
が
ら
一
枚
の
紙
に
各
自
が
丁
寧
に
書

き
写
し
「
自
分
の
語
彙
表
」
に
す
る
。
こ
の
語
彙
表
が
何
枚
も
貯

ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
表
を
見
な
が
ら
、
さ
ら
に
ス
ピ
ー
チ
や

体
験
報
告
文
に
入
れ
る
自
分
の
気
持
ち
に
ぴ
っ
た
り
の
語
彙
を
探

す
。

　
こ
の
よ
う
な
作
業
を
繰
り
返
し
て
行
く
と
、
気
持
ち
が
先
に

あ
っ
て
適
切
な
語
彙
を
探
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
語
彙
表
を
眺

め
て
い
る
と
そ
の
時
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
っ
た
こ
と
が
起
き
て
く
る
。
自
分
で
も
十
分
に
そ
の
時
の
気
持

ち
が
掴
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
、
み
ん
な
の
使
っ
た
感

想
語
彙
の
中
か
ら
発
見
す
る
。「
自
分
は
こ
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た

ん
だ
」
と
認
知
す
る
。「
言
葉
↓
気
持
ち
」
と
い
っ
た
逆
の
ベ
ク

ト
ル
が
生
じ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、

細
分
化
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。

て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
展
開
構
造
を
掴
み
、
一
枚
の
紙
に
語

彙
を
書
き
出
す
こ
と
で
辿
る
こ
と
が
で
き
た
。

 

　
そ
し
て
、
語
彙
を
書
き
出
す
こ
と
で
発
見
し
た
﹇
か
な
し
い

と
も
だ
ち
か
ん
け
い
﹈﹇
た
す
け
て
い
る
こ
と
ば
﹈﹇
う
れ
し
い
と

も
だ
ち
か
ん
け
い
﹈
さ
ら
に
友
だ
ち
関
係
を
支
え
て
い
る
ユ
ー
モ

ア
あ
ふ
れ
る
言
葉
の
﹇
お
も
し
ろ
い
こ
と
ば
﹈
ま
で
を
整
理
し
て

【
友
だ
ち
関
係
を
表

す
言
葉
】
に
纏
め
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
【
友
だ
ち
関

係
を
表
す
言
葉
】
を

ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー

ベ
ル
の
「
ふ
た
り
シ

リ
ー
ズ
」
二
〇
話
を

並
行
読
書
し
て
継
続

し
て
見
つ
け
る
こ
と

に
し
た
。

　
そ
の
作
業
に
こ
そ
、

書
写
力
が
支
え
と

な
っ
た
。
作
品
を
読
ん
で
は
付
箋
に
語
彙
を
素
早
く
書
き
写
し
、

今
度
は
メ
モ
に
重
複
や
重
要
度
を
考
え
て
整
理
し
て
い
く
。
最
後

は
、「
と
も
だ
ち
か
ん
け
い
の
こ
と
ば
の
地
図
」
に
丁
寧
な
文
字

で
仕
上
げ
る
。

　
一
作
品
だ
け
で
な
く
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー
ベ
ル
の
世
界
が
語

彙
に
よ
っ
て
一
覧
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

　
今
度
は
、
漢
字
を
軸
と
し
た
作
品
構
造
の
把
握
を
「
ふ
き
の

と
う
」
の
実
践
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
（
但
し
、
現
行
教
科

書
の
教
材
と
実
践
当
時
の
教
科
書
と
で
は
漢
字
使
用
が
異
な
っ

て
い
る
）。

　　
こ
の
よ
う
に
感
想
語
彙
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
た
子
ど
も
た

ち
に
は
、
作
品
を
読
ん
で
い
て
も
感
想
語
彙
の
言
葉
や
種
類
が
目

に
付
く
よ
う
に
な
る
。

　
二
年
生
の
「
ス
イ
ミ
ー
」
を
学
習
し
て
い
る
と
作
品
の
展
開

構
造
を
感
想
語
彙
で
捉
え
る
よ
う
に
な
る
。
ご
存
じ
の
よ
う
に

「
ス
イ
ミ
ー
」
は
、
仲
間
た
ち
を
大
き
な
マ
グ
ロ
に
一
の
み
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
負
の
状
況
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
回
遊
を
重

ね
て
元
気
を
取
り
戻
し
、
マ
グ
ロ
を
追
い
出
す
正
の
状
況
で
終

わ
る
お
話
だ
。

  

こ
の
作
品
は
、
冒
頭
部
の
状
況
設
定
の
「
た
の
し
く
」
が
、「
あ

る
日
」の
事
件
の
発
端
か
ら「
お
そ
ろ
し
い
」「
つ
っ
こ
ん
で
き
た
」

「
の
こ
ら
ず
の
み
こ
ん
だ
」「
く
ら
い
海
の
そ
こ
」「
こ
わ
か
っ
た
」

「
さ
び
し
か
っ
た
」「
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
」
と
負
の
状
況
を

表
す
語
彙
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、「
す
ば
ら
し
い
」「
お
も

し
ろ
い
」「
お
も
し
ろ
い
も
の
」「
ひ
る
の
か
が
や
く
光
」
へ
と
転

換
し
て
い
く
。
こ
れ

ら
の
語
彙
を
作
品
か

ら
拾
い
出
し
、
一
枚

の
紙
に
状
況
を
表
す

色
と
そ
の
配
置
を
考

え
て
書
き
出
す
。

　
す
る
と
、
一
目
で

作
品
の
展
開
構
造
が

捉
え
ら
れ
る
。

  

こ
の
経
験
か
ら
、「
お

手
紙
」
の
学
習
で
も

負
の
状
況
か
ら
正
の

状
況
へ
転
換
点
を
経

1

2

3
感
想
語
彙
の
指
導

語
彙
か
ら
作
品
の
構
造
を
捉
え
る

語
彙
と
し
て
の
漢
字

甲
南
女
子
大
学
教
授
・
交
野
市
教
育
委
員
。
四
條
畷

市
・
交
野
市
の
小
学
校
長
、
中
央
教
育
審
議
会
教
科

別
専
門
部
会
委
員
、
学
習
指
導
要
領
解
説

　国
語
編

作
成
協
力
者
等
を
歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書

写
」
教
科
書
編
集
委
員
。
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筆
使
い
の

指
導
を

ど
の
よ
う
に

し
ま
す
か
？

 

筆
使
い
の
学
習
は
、

「
正
し
く
整
え
て
書
く
」
の
基
礎
に

1

筆
使
い
の
学
習
の
前
に

2

筆
使
い
の
要
点

3

書
写
の
コ
コ
が
知
り
た
い
！

■
穂
先
を
ほ
ぐ
し
た
と
こ
ろ
ま
で

　墨
を
ふ
く
ま
せ
る
。

■
手
首
や
ひ
じ
を
上
げ
て
、
腕
を
動
か
す
。

■
穂
先
を
そ
ろ
え
て
書
き
始
め
る
。

■
筆
の
軸
を
傾
け
た
り
、

　手
首
を
曲
げ
た
り
し
な
い
で
書
く
。

■
筆
圧
の
強
弱
に
よ
っ
て
、

　太
い
線
や
細
い
線
が
書
け
る
。

基
本
的
な
筆
の
扱
い
方

❷ 

送
筆
の
筆
使
い

　
始
筆
か
ら
終
筆
ま
で
の
部
分
を
送
筆
と
い

い
、「
お
れ
」、「
ま
が
り
」、「
そ
り
」
な
ど
の
筆

使
い
の
指
導
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

■「
お
れ
」

◎
お
れ
る
部
分
で
、
筆
を
一
度
止
め
、
そ
れ
ぞ

　
れ
の
方
向
へ
筆
を
運
ぶ
。

◎
お
れ
る
と
こ
ろ
で
筆
の
軸
を
回
さ
な
い
。

◎「
お
れ
」
と
「
ま
が
り
」
の
違
い
に
気
を
つ
け

　
る
。

■「
ま
が
り
」

◎
送
筆
し
な
が
ら
筆
を
止
め
る
こ
と
な
く
、ゆ
っ

　
く
り
と
筆
を
運
ぶ
。

◎
筆
圧
、
速
さ
、
穂
先
の
向
き
に
注
意
す
る
。

◎
筆
の
軸
を
回
さ
な
い
よ
う
に
送
筆
す
る
。

■「
そ
り
」

◎「
ま
が
り
」
の
筆
使
い
と
比
較
し
な
が
ら
、
ゆ

　
る
や
か
に
、
わ
ん
曲
（
弓
な
り
）
を
え
が
く

　
よ
う
に
筆
を
運
ぶ
。

◎
始
筆
、
送
筆
、
終
筆
の
部
分
の
穂
先
の
通
り

　
道
に
気
を
つ
け
る
。

◎
筆
圧
の
強
弱
を
意
識
す
る
。

❸ 

終
筆
の
筆
使
い

　
点
画
の
終
わ
り
の
筆
使
い
を
い
い
、「
と
め
」、

「
は
ね
」、「
は
ら
い
」
の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
。

■「
と
め
」

◎
筆
を
止
め
た
ら
、
ほ
ん
の
少
し
返
す
よ
う
に

　
し
て
筆
を
離
す
。

◎
と
も
す
る
と
、
筆
圧
を
加
え
、
し
っ
か
り
押

　
さ
え
て
と
い
う
意
識
で
書
く
こ
と
が
多
い
の

　
で
気
を
つ
け
る
。

■「
は
ね
」

◎
筆
を
止
め
、
そ
の
ま
ま
静
か
に
穂
先
を
そ
ろ

　
え
る
よ
う
に
し
て
、
筆
圧
を
弱
め
な
が
ら
、　

　
方
向
を
定
め
て
は
ね
る
。

◎
は
ね
る
と
き
は
筆
の
軸
を
回
さ
な
い
。

■「
は
ら
い
」

◎「
左
は
ら
い
」は
、穂
先
を
そ
ろ
え
る
よ
う
に
、 

　
ゆ
っ
く
り
筆
圧
を
弱
め
な
が
ら
は
ら
う
。

◎「
右
は
ら
い
」
は
、
筆
圧
を
加
え
な
が
ら
運
ん       

　
で
き
た
筆
を
一
度
止
め
、
穂
先
を
そ
ろ
え
る

　
よ
う
に
筆
圧
を
ぬ
き
な
が
ら
、
右
横
へ
は
ら

　
う
。

★
筆
圧
や
穂
先
の
通
り
道
な
ど
、
筆
の
持
つ
特

　性
に
慣
れ
さ
せ
る
。

★
筆
使
い
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
子
ど
も
に

　は
、手
を
添
え
て
い
っ
し
ょ
に
書
く
こ
と
で
、

　安
心
と
自
信
を
持
た
せ
る
。

★
点
画
の
始
筆
、
送
筆
、
終
筆
の
筆
使
い
の
学

　び
が
、「
文
字
を
て
い
ね
い
に
書
く
」
こ
と
に

　つ
な
が
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
。

　
筆
使
い
の
学
習
の
前
に
、
鉛
筆
の
持
ち
方
と

比
べ
て
、
筆
の
持
ち
方
や
運
び
方
な
ど
、
筆
の

持
っ
て
い
る
特
性
を
体
感
さ
せ
ま
す
。そ
の
後
、

筆
を
使
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
線
を
自
由
に
書
く

こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
基
本
的
な
筆
の
扱
い
方
に
慣
れ
て
お
き
た
い

も
の
で
す
。

元
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書
編
集
委
員
。
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（
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）
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も
と
し
げ
の
ぶ
　
　 ぼ
く
ど
う

　
筆
使
い
と
は
、毛
筆
で
文
字
の
点
画
の
始
筆
、

送
筆
、
終
筆
な
ど
を
書
く
と
き
の
筆
の
運
び
方

や
使
い
方
を
い
い
ま
す
。

　
適
切
な
筆
使
い
は
、
点
画
の
正
し
さ
や
、
整
っ

た
字
形
に
も
関
連
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
書

写
の
目
標
で
あ
る
「
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書

く
」
た
め
の
基
礎
的
な
事
項
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
の
書

写
の
低
学
年
で
、「
点
画
の
書
き
方
や
文
字
の
形

に
注
意
し
な
が
ら
書
く
」
こ
と
の
指
導
に
つ
い

て
、
適
切
に
運
筆
す
る
能
力
の
向
上
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
水
書
用
筆
等
を
使
っ

て
運
筆
指
導
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
『
鉛

筆
と
は
異
な
る
弾
力
性
に
富
ん
だ
筆
記
具
で
書

く
』
と
い
う
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
三
年
以
降
の
毛
筆
学
習
へ
円
滑
に
移
行

さ
せ
る
た
め
、
低
学
年
か
ら
筆
の
使
い
方
や
扱

い
方
に
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

Q.

●鉛筆の持ち方

●筆の持ち方

●いろいろな線「
ま
が
り
」
の
種
類

「
お
れ
」
の
種
類

「
そ
り
」
の
種
類

「
と
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類
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類
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◎
点
画
に
よ
っ
て
は
、筆
圧
の
強
弱
が
異
な
る
。

❶ 

始
筆
の
筆
使
い

　
点
や
画
を
書
く
と
き
、
筆
を
入
れ
る
と
こ
ろ

を
始
筆
と
い
い
、
筆
を
入
れ
る
方
向
と
、
筆
圧

の
指
導
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

◎
ほ
と
ん
ど
の
点
画
の
始
筆
の
角
度
は
、
左
斜

　
め
45
度
の
向
き
に
な
る
。

◎
穂
先
か
ら
静
か
に
筆
を
お
ろ
し
て
、
一
度
止

　
め
、
書
く
方
向
を
定
め
て
送
筆
に
移
る
。
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﹈
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使
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の
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ど
の
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す
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川
柳
作
家
。
神
戸
市
出
身
。
恋

を
詠
ん
だ
作
品
が
幅
広
い
世
代

か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
。
多
数

の
公
募
川
柳
の
選
者
・
監
修
を

務
め
る
一
方
で
、
子
ど
も
た
ち

へ
の
川
柳
教
室
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
文
化
庁
文

化
審
議
会
委
員
。（
一
社
）
全

日
本
川
柳
協
会
会
員
。

や
す
み
り
え

　
今
回
訪
れ
た
の
は
、
岡
山
県
の
中
部

に
あ
る
久
米
郡
久
米
南
町
（
旧
・
弓
削

町
）。
こ
の
地
で
は
、
戦
後
ま
も
な
い
一

九
四
九
（
昭
和
二
十
四
）
年
に
「
弓
削

川
柳
社
」
と
い
う
組
織
を
立
ち
上
げ
、

川
柳
に
よ
っ
て
町
づ
く
り
、
町
お
こ
し

を
続
け
て
き
ま
し
た
。
最
初
は
四
人
だ
っ

た
会
員
も
、
今
で
は
六
百
人
を
超
え
る

ほ
ど
の
規
模
に
。

　
J
R
津
山
線
の
弓
削
駅
前
に
は
、
約
一

キ
ロ
に
も
お
よ
ぶ
川
柳
の
散
歩
道
「
か
っ

ぱ
横
丁
」
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、
多
く

の
川
柳
と
愛
ら
し
い
か
っ
ぱ
が
、
観
光

客
を
出
迎
え
ま
す
。
そ
ん
な
川
柳
の
町

で
、
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
「
川
柳
公
園
」

を
散
策
し
て
き
ま
し
た
。

や
す
み
り
え

岡
山
県 

久
米
南
町
を
行
く

五
・
七
・
五
紀
行

第一回

柳
愛
好
家
の
な
か
で
は
、
こ
の
川
柳

公
園
は
よ
く
知
ら
れ
た
場
所
で
す
。

で
す
が
、
日
頃
「
川
柳
」
に
馴
染
み
の
な
い

方
に
は
初
め
て
知
っ
て
い
た
だ
く
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
公
園
内
に
は
ず
ら
り
と
句

碑
が
並
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
想
い
の
こ
も
っ
た

十
七
音
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
敷
地
の
中
の

一
番
高
台
に
は
、
こ
の
町
を
一
望
で
き
る
テ

ラ
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

「川柳とエンゼルの里」の玄関口は，JR 弓削駅。駅前広場には，町のマスコットキャラクター・カッピーがお出迎え。

平成 29 年に建立した木もれび広場にある新しい句碑。美しい自然の景色になじむ。

か
ね
て
か
ら
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
場
所
。

歩
い
て
い
く
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
句
碑
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
く
。

川

川柳の里にある句碑を見ていると
一句ごとに表情があり，五感で楽しめます。

やすみりえ

々
に
囲
ま
れ
た
風
景
を
眺
め
て
い
る

と
、
澄
ん
だ
空
気
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
、
思
わ
ず
深
呼
吸
し
た
く
な
り
ま
す
。

今
回
、
公
園
だ
け
で
は
な
く
そ
の
周
辺
も
散

策
。
す
る
と
町
ぐ
る
み
で
川
柳
に
取
り
組
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！

　

例
え
ば
、
和
菓
子
屋
さ
ん
で
は
川
柳
饅
頭
。

図
書
館
で
は
川
柳
関
連
本
の
特
別
コ
ー
ナ
ー

設
置
。
弓
削
駅
舎
内
に
は
投
句
箱
も
置
か
れ

て
い
ま
し
た
よ
。
地
元
の
皆
様
の
ご
尽
力
が

ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
し

く
「
文
化
は
地
域
か
ら
」
を
、
弓
削
町
は
実

践
さ
れ
て
い
ま
す
。

山

岡山県 久米南町

D
A
T
A

川
柳
公
園

● 

住
　
　
所

● 

ア
ク
セ
ス

岡
山
県
久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削

Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線
岡
山
駅
で

Ｊ
Ｒ
津
山
線
に
乗
り
換
え
弓
削
駅
降
車
、

車
で
５
分
。

久
米
南
町
役
場
か
ら
車
で
５
分
。

句碑それぞれの赴きが楽しめるのも川柳公

園ならではだと思います。句碑の内容に

合ったモチーフが描かれていて, 黄色い月

の色合いも目を引く一つになっていました。

大盃に君もほろ酔うたか月よ
鑑賞ポイント

句碑の立っている場所が木々に囲まれた坂

の傍らにあるので, 句の風景が目の前に広

がっているのが楽しめます。川柳の味わい

が一層深まりますね。

見守っておこう私も耐えた坂

の

やすみりえ 五・七・五紀行の

鑑賞ポイント
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川
柳
作
家
。
神
戸
市
出
身
。
恋

を
詠
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だ
作
品
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広
い
世
代
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支
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れ
て
い
る
。
多
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公
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川
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・
監
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務
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る
一
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で
、
子
ど
も
た
ち

へ
の
川
柳
教
室
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
文
化
庁
文

化
審
議
会
委
員
。（
一
社
）
全

日
本
川
柳
協
会
会
員
。

や
す
み
り
え
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岡
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旧
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四
九
（
昭
和
二
十
四
）
年
に
「
弓
削

川
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社
」
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組
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立
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上
げ
、

川
柳
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よ
っ
て
町
づ
く
り
、
町
お
こ
し

を
続
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て
き
ま
し
た
。
最
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四
人
だ
っ

た
会
員
も
、
今
で
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百
人
を
超
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規
模
に
。

　
J
R
津
山
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弓
削
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前
に
は
、
約
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キ
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に
も
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よ
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川
柳
の
散
歩
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「
か
っ

ぱ
横
丁
」
が
整
備
さ
れ
て
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て
、
多
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の
川
柳
と
愛
ら
し
い
か
っ
ぱ
が
、
観
光

客
を
出
迎
え
ま
す
。
そ
ん
な
川
柳
の
町

で
、
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
「
川
柳
公
園
」

を
散
策
し
て
き
ま
し
た
。

や
す
み
り
え

岡
山
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久
米
南
町
を
行
く

五
・
七
・
五
紀
行

第一回
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園
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ら
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。
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ら
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句
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ま
す
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台
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き
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テ
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あ
り
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し
た
。
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　子
ど
も
が
「
上
手
に
書
く
た
め
の
ポ
イ
ン

ト
」
を
意
欲
的
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
あ
え
て
字
形
の
整
わ
な

い
文
字
を
書
く
方
法
を
紹
介
し
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
、
ポ
イ
ン
ト
を
発

表
し
た
く
て
挙
手
し
て
い
る
状
況
に
な
れ

ば
、
次
の
時
間
か
ら
は
、
字
形
の
整
わ
な
い

文
字
を
書
か
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
状

況
に
合
わ
せ
て
、
手
立
て
を
行
っ
た
り
、
行

わ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

留
意
点

　も
し
、「
お
ま
ん
じ
ゅ

う
じ
ゃ
な
く
て
、
み
か
ん

だ
よ
」
と
言
う
子
ど
も
が

い
れ
ば
、「
み
か
ん
に
も

見
え
る
ね
」「
自
分
の
プ

リ
ン
ト
に
は
、
み
か
ん
の

絵
を
描
い
て
ご
ら
ん
」

と
い
う
よ
う
に
認
め
て

や
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
が
、
ポ
イ
ン

ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
意

識
し
て
書
き
た
く
な
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的

だ
か
ら
で
す
。

留
意
点

　大
切
な
の
は
、
動
か
し
方
の
ポ
イ
ン
ト
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
に
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す

か
ら
、
あ
ま
り
複
雑
な
お
話
に
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。は
ら
い
で
あ
れ
ば「
シ
ュ
ッ
」、

と
め
で
あ
れ
ば
「
ピ
タ
」、
と
い
う
よ
う
な
擬

態
語
を
大
切
に
す
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

留
意
点

2
ポ
イ
ン
ト
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る

言
葉
や
図
を
使
お
う

　
子
ど
も
は
、
自
分
た
ち
で
見
つ
け
た
ポ
イ
ン

ト
だ
か
ら
こ
そ
、
書
く
と
き
も
、
そ
の
ポ
イ
ン

ト
を
意
識
し
て
書
き
ま
す
。「
赤
ペ
ン
で
書
い
た

字
を
な
ぞ
り
な
さ
い
」
と
い
う
よ
り
も
「
さ
っ

き
見
つ
け
た
ポ
イ
ン
ト
で
き
て
い
る
か
な
」「
◯

◯
く
ん
は
、
お
豆
、
何
個
分
っ
て
言
っ
て
い
た

か
な
」
と
声
を
か
け
る
方
が
、
子
ど
も
は
、
ポ

イ
ン
ト
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
子
ど
も
が
、
さ
ら
に
、
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し

て
書
き
た
く
な
る
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。
子
ど

も
が
見
つ
け
た
ポ
イ
ン
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

く
な
る
言
葉
や
図
を
使
う
と
い
う
方
法
で
す
。

「
と
」
の
文
字
を
学
習
し
て
い
た
と
き
の
こ
と

で
す
。
二
画
目
の
間
に
大
き
な
マ
ル
が
入
る
と

い
う
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
発
言

　
　
　

主体的に学ぶ
ひらがな学習
山口大学教育学部附属山口小学校
西村光博先生

指 導 の

ミカタ

1
み
ん
な
で

ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
よ
う

3
鉛
筆
の
動
か
し
方
も

イ
メ
ー
ジ
し
よ
う

1

　
鉛
筆
の
動
か
し
方
に
つ
い
て
も
、
ポ
イ
ン

ト
を
意
識
し
て
書
き
た
く
な
る
方
法
を
紹
介

し
ま
す
。

　
鉛
筆
の
動
か
し
方
を
お
話
に
す
る
方
法
で

す
。「
み
つ
ひ
ろ
く
ん
が
、『
や
』
を
書
く
旅
に

出
る
よ
」。
一
画
目
、「
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
、

坂
を
上
る
よ
」「
く
る
り
」「
ジ
ャ
ン
プ
」。
二
画

目
、「
着
地
」「
ぼ
よ
ん
」。
三
画
目
、「
ジ
ェ
ッ

ト
コ
ー
ス
タ
ー
だ
あ
」「
シ
ュ
ー
、
到
着
」。

　
こ
の
よ
う
に
、
鉛
筆
の
動
か
し
方
を
お
話
に

し
て
示
し
て
や
る
と
、
子
ど
も
は
大
喜
び
し
ま

す
。
楽
し
い
か
ら
こ
そ
、
書
く
と
き
に
も
意
識

し
て
書
く
子
ど
も
が
増
え
る
の
で
す
。

　
私
は
、こ
れ
ま
で
、分
析
的
に「
お
豆
◯
個
分
」

「
③
の
お
部
屋
に
は
、
入
ら
な
い
」
と
い
う
ポ

イ
ン
ト
を
子
ど
も
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
子
ど
も
は
、
丁
寧
な
字
が
書
け
る
よ
う
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
お
ま
ん

じ
ゅ
う
」
を
描
い
た
り
、
物
語
を
作
っ
た
り
す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
方
が
、
子
ど
も
は
、

よ
り
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し
て
、
丁
寧
に
書
い
て

い
ま
す
。
や
は
り
、
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
子
ど
も
自
身
の
も

の
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
な
と
改
め
て
感

じ
て
お
り
ま
す
。

が
出
た
と
き
が
、チ
ャ
ン
ス
で
す
。す
か
さ
ず「
こ

の
マ
ル
何
に
見
え
る
？
」
と
問
い
返
し
ま
す
。

す
る
と
、「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
」と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
周
り
の
子

ど
も
た
ち
の
「
本
当
だ
」「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
に
見

え
る
ね
」
と
い
っ
た
発
言
に
合
わ
せ
て
、
カ
ー

ド
に
描
き
込
ん
で
や
る
の
で
す
。
お
ま
ん
じ
ゅ

う
に
顔
を
描
く
と
、子
ど
も
は
大
喜
び
し
ま
す
。

顔
を
描
か
な
い
と
き
よ
り
、
描
い
た
と
き
の
方

が
、
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
意
識
し
て
書
く
子
ど
も

が
多
い
の
で
、
描
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
二

画
目
の
間
隔
が
開
き
す
ぎ
る
と
、
お
ま
ん
じ
ゅ

う
が
縦
長
に
な
る
し
、
間
隔
が
狭
す
ぎ
る
と
、

お
ま
ん
じ
ゅ
う
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
み

ん
な
で
見
つ
け
た
ち
ょ
う
ど
良
い
大
き
さ
の「
お

ま
ん
じ
ゅ
う
」
を
求
め
て
、
練
習
す
る
子
ど
も

の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た

ら
、
ア
ド
バ
イ
ス
通
り
に
も
う
一
度
「
つ
」
の

文
字
を
書
き
ま
す
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
ア

ド
バ
イ
ス
通
り
に
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
て
い
な
い
部
分

は
、
お
手
本
通
り
に
は
書
き
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
発
言
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。「
こ
の
先
生
に
は
、
正
確
に
伝
え
な

い
と
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
ぞ
」
と
思
い
始
め

る
か
ら
で
す
。

　
こ
の
時
、
子
ど
も
た
ち
が
く
れ
た
ア
ド
バ

イ
ス
は
、「
①
番
の
お
部
屋
か
ら
始
ま
っ
て
、

②
番
の
お
部
屋
を
通
っ
て
④
番
の
お
部
屋
で

終
わ
り
」「
③
番
の
お
部
屋
に
は
何
も
書
か
な

い
よ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
そ
こ

で
、
ア
ド
バ
イ
ス
通
り
に
、
で
も
、
お
手
本

よ
り
小
さ
め
に
書
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
子

ど
も
は
「
違
う
、
違
う
」「
書
き
始
め
る
場

所
が
違
う
」な
ど
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
先

生
は
、
君
た
ち
の
言
う
通
り
に
書
い
た
の
だ

け
ど…

」「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
な
」
と

問
い
返
す
の
で
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
、

●
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献

　

「
な
ぞ
ら
ず
に
う
ま
く
な
る
子
ど
も
の
ひ
ら
が
な
練

習
帳
」（
二
〇
一
二
）
桂
聖
・
永
田
紗
戀
著

　実
務

教
育
出
版

　
一
年
生
に
ひ
ら
が
な
を
ど
の
よ
う
に
教
え
た

ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
指
導
を
振
り
返
る
と
次

の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で

す
。「
こ
こ
か
ら
書
き
始
め
る
の
だ
よ
」「
よ
く

見
て
よ
」「
右
に
少
し
あ
が
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
書

く
よ
」。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
教
師
の
書
く
文

字
を
見
る
、
ポ
イ
ン
ト
を
聞
く
と
い
う
、
受
け

身
の
学
習
に
な
り
が
ち
で
し
た
。
ど
う
に
か
し

て
子
ど
も
が
主
体
的
に
ひ
ら
が
な
の
学
習
に
取

り
組
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
一
年
生
の
は
じ
め
て
の
ひ
ら
が
な
の
学
習
で

す
。「
今
日
か
ら
ひ
ら
が
な
の
学
習
だ
よ
。
上
手

に
書
き
た
い
よ
ね
。
先
生
も
上
手
に
書
き
た
い

ん
だ
」
と
言
っ
て
、
黒
板
に
「
じ
ょ
う
ず
に
か

き
た
い
」
と
書
き
ま
す
。「
お
手
本
を
見
て
書
く

か
ら
見
て
い
て
ね
」
と
言
っ
て
、
あ
え
て
字
形

の
整
わ
な
い
「
つ
」
の
字
を
書
い
て
み
せ
ま
す
。

す
る
と
子
ど
も
は
、「
先
生
、
全
然
だ
め
だ
よ
」

と
言
っ
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
、「
先
生
、
上

手
に
書
き
た
い
ん
だ

け
ど
な
。
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
な
」
と

言
う
と
、
子
ど
も
た

ち
は
「
ゆ
っ
く
り
書

い
た
方
が
い
い
よ
」「
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
見

た
方
が
い
い
よ
」
な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
が
ポ
イ
ン
ト
を

見
つ
け
て
先
生
に
伝
え
た
く
な
る
状
況
を
作
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
分
析
的
に
「
つ
」
の
文
字
を
見
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
書
き
始
め
の
位
置
に
つ
い

て
「
こ
れ
く
ら
い
の
お
豆
二
つ
分
だ
よ
」「
こ

の
線
か
ら
お
豆
一
つ
分
」
と
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。「
そ
う
か
、

こ
こ
か
ら
書
き
始
め

る
と
よ
い
ね
」
と
言

い
な
が
ら
、
子
ど
も

が
発
言
し
た
こ
と
を

「
つ
」
の
カ
ー
ド
に

書
き
加
え
て
い
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。
後
で
、
子
ど
も
が
ひ
ら

が
な
を
書
く
と
き
の
手
が
か
り
に
な
る
か
ら

で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
自
ら
が
ひ
ら
が
な

を
丁
寧
に
書
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
授
業
を
仕
組
む
と

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
先

生
に
教
え
ら
れ
た
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
く
、
自

分
た
ち
で
見
つ
け
た
ポ
イ
ン
ト
だ
か
ら
こ

そ
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し

て
書
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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　子
ど
も
が
「
上
手
に
書
く
た
め
の
ポ
イ
ン

ト
」
を
意
欲
的
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
あ
え
て
字
形
の
整
わ
な

い
文
字
を
書
く
方
法
を
紹
介
し
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
、
ポ
イ
ン
ト
を
発

表
し
た
く
て
挙
手
し
て
い
る
状
況
に
な
れ

ば
、
次
の
時
間
か
ら
は
、
字
形
の
整
わ
な
い

文
字
を
書
か
な
く
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
状

況
に
合
わ
せ
て
、
手
立
て
を
行
っ
た
り
、
行

わ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

留
意
点

　も
し
、「
お
ま
ん
じ
ゅ

う
じ
ゃ
な
く
て
、
み
か
ん

だ
よ
」
と
言
う
子
ど
も
が

い
れ
ば
、「
み
か
ん
に
も

見
え
る
ね
」「
自
分
の
プ

リ
ン
ト
に
は
、
み
か
ん
の

絵
を
描
い
て
ご
ら
ん
」

と
い
う
よ
う
に
認
め
て

や
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
が
、
ポ
イ
ン

ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
意

識
し
て
書
き
た
く
な
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的

だ
か
ら
で
す
。

留
意
点

　大
切
な
の
は
、
動
か
し
方
の
ポ
イ
ン
ト
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
に
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す

か
ら
、
あ
ま
り
複
雑
な
お
話
に
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。は
ら
い
で
あ
れ
ば「
シ
ュ
ッ
」、

と
め
で
あ
れ
ば
「
ピ
タ
」、
と
い
う
よ
う
な
擬

態
語
を
大
切
に
す
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

留
意
点

2
ポ
イ
ン
ト
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る

言
葉
や
図
を
使
お
う

　
子
ど
も
は
、
自
分
た
ち
で
見
つ
け
た
ポ
イ
ン

ト
だ
か
ら
こ
そ
、
書
く
と
き
も
、
そ
の
ポ
イ
ン

ト
を
意
識
し
て
書
き
ま
す
。「
赤
ペ
ン
で
書
い
た

字
を
な
ぞ
り
な
さ
い
」
と
い
う
よ
り
も
「
さ
っ

き
見
つ
け
た
ポ
イ
ン
ト
で
き
て
い
る
か
な
」「
◯

◯
く
ん
は
、
お
豆
、
何
個
分
っ
て
言
っ
て
い
た

か
な
」
と
声
を
か
け
る
方
が
、
子
ど
も
は
、
ポ

イ
ン
ト
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
子
ど
も
が
、
さ
ら
に
、
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し

て
書
き
た
く
な
る
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。
子
ど

も
が
見
つ
け
た
ポ
イ
ン
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

く
な
る
言
葉
や
図
を
使
う
と
い
う
方
法
で
す
。

「
と
」
の
文
字
を
学
習
し
て
い
た
と
き
の
こ
と

で
す
。
二
画
目
の
間
に
大
き
な
マ
ル
が
入
る
と

い
う
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
発
言

　
　
　

主体的に学ぶ
ひらがな学習
山口大学教育学部附属山口小学校
西村光博先生

指 導 の

ミカタ

1
み
ん
な
で

ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
よ
う

3
鉛
筆
の
動
か
し
方
も

イ
メ
ー
ジ
し
よ
う

1

　
鉛
筆
の
動
か
し
方
に
つ
い
て
も
、
ポ
イ
ン

ト
を
意
識
し
て
書
き
た
く
な
る
方
法
を
紹
介

し
ま
す
。

　
鉛
筆
の
動
か
し
方
を
お
話
に
す
る
方
法
で

す
。「
み
つ
ひ
ろ
く
ん
が
、『
や
』
を
書
く
旅
に

出
る
よ
」。
一
画
目
、「
よ
い
し
ょ
、
よ
い
し
ょ
、

坂
を
上
る
よ
」「
く
る
り
」「
ジ
ャ
ン
プ
」。
二
画

目
、「
着
地
」「
ぼ
よ
ん
」。
三
画
目
、「
ジ
ェ
ッ

ト
コ
ー
ス
タ
ー
だ
あ
」「
シ
ュ
ー
、
到
着
」。

　
こ
の
よ
う
に
、
鉛
筆
の
動
か
し
方
を
お
話
に

し
て
示
し
て
や
る
と
、
子
ど
も
は
大
喜
び
し
ま

す
。
楽
し
い
か
ら
こ
そ
、
書
く
と
き
に
も
意
識

し
て
書
く
子
ど
も
が
増
え
る
の
で
す
。

　
私
は
、こ
れ
ま
で
、分
析
的
に「
お
豆
◯
個
分
」

「
③
の
お
部
屋
に
は
、
入
ら
な
い
」
と
い
う
ポ

イ
ン
ト
を
子
ど
も
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
子
ど
も
は
、
丁
寧
な
字
が
書
け
る
よ
う
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
お
ま
ん

じ
ゅ
う
」
を
描
い
た
り
、
物
語
を
作
っ
た
り
す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
方
が
、
子
ど
も
は
、

よ
り
ポ
イ
ン
ト
を
意
識
し
て
、
丁
寧
に
書
い
て

い
ま
す
。
や
は
り
、
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
子
ど
も
自
身
の
も

の
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
な
と
改
め
て
感

じ
て
お
り
ま
す
。

が
出
た
と
き
が
、チ
ャ
ン
ス
で
す
。す
か
さ
ず「
こ

の
マ
ル
何
に
見
え
る
？
」
と
問
い
返
し
ま
す
。

す
る
と
、「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
」と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
周
り
の
子

ど
も
た
ち
の
「
本
当
だ
」「
お
ま
ん
じ
ゅ
う
に
見

え
る
ね
」
と
い
っ
た
発
言
に
合
わ
せ
て
、
カ
ー

ド
に
描
き
込
ん
で
や
る
の
で
す
。
お
ま
ん
じ
ゅ

う
に
顔
を
描
く
と
、子
ど
も
は
大
喜
び
し
ま
す
。

顔
を
描
か
な
い
と
き
よ
り
、
描
い
た
と
き
の
方

が
、
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
意
識
し
て
書
く
子
ど
も

が
多
い
の
で
、
描
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
二

画
目
の
間
隔
が
開
き
す
ぎ
る
と
、
お
ま
ん
じ
ゅ

う
が
縦
長
に
な
る
し
、
間
隔
が
狭
す
ぎ
る
と
、

お
ま
ん
じ
ゅ
う
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
み

ん
な
で
見
つ
け
た
ち
ょ
う
ど
良
い
大
き
さ
の「
お

ま
ん
じ
ゅ
う
」
を
求
め
て
、
練
習
す
る
子
ど
も

の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

　
子
ど
も
た
ち
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た

ら
、
ア
ド
バ
イ
ス
通
り
に
も
う
一
度
「
つ
」
の

文
字
を
書
き
ま
す
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
ア

ド
バ
イ
ス
通
り
に
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
て
い
な
い
部
分

は
、
お
手
本
通
り
に
は
書
き
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
発
言
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。「
こ
の
先
生
に
は
、
正
確
に
伝
え
な

い
と
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
ぞ
」
と
思
い
始
め

る
か
ら
で
す
。

　
こ
の
時
、
子
ど
も
た
ち
が
く
れ
た
ア
ド
バ

イ
ス
は
、「
①
番
の
お
部
屋
か
ら
始
ま
っ
て
、

②
番
の
お
部
屋
を
通
っ
て
④
番
の
お
部
屋
で

終
わ
り
」「
③
番
の
お
部
屋
に
は
何
も
書
か
な

い
よ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
そ
こ

で
、
ア
ド
バ
イ
ス
通
り
に
、
で
も
、
お
手
本

よ
り
小
さ
め
に
書
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
子

ど
も
は
「
違
う
、
違
う
」「
書
き
始
め
る
場

所
が
違
う
」な
ど
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
先

生
は
、
君
た
ち
の
言
う
通
り
に
書
い
た
の
だ

け
ど…

」「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
な
」
と

問
い
返
す
の
で
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
、
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返
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に
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こ
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は
で
き
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で
し
ょ
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。
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は
じ
め
て
の
ひ
ら
が
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の
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で

す
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日
か
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ひ
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が
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の
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だ
よ
。
上
手

に
書
き
た
い
よ
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っ
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ず
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と
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す
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を
見
て
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っ
て
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あ
え
て
字
形
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つ
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の
字
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せ
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。
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と
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と
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ゆ
っ
く
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書
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た
方
が
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よ
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ど
こ
に
書
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て
あ
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か
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が
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よ
」
な
ど
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ

ま
す
。
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を

見
つ
け
て
先
生
に
伝
え
た
く
な
る
状
況
を
作
る

と
い
う
わ
け
で
す
。
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見
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と
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、
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と
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が
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し
た
こ
と
を

「
つ
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の
カ
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ド
に

書
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加
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と
よ
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で
し
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。
後
で
、
子
ど
も
が
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ら

が
な
を
書
く
と
き
の
手
が
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に
な
る
か
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で
す
。

　
こ
の
よ
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に
、
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自
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を
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の
ポ
イ
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を
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と
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に
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仕
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ら
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イ
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自
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イ
ン
ト
だ
か
ら
こ

そ
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ポ
イ
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課題解決を図る
学習過程への工夫
神奈川県横浜市立桜岡小学校　
安間良子先生

指 導 の

ミカタ

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
際
、

そ
の
要
点
の
一
つ
と
し
て
、「
学
習
の
明
確
化
」

が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
自
ら
学
び
、
課
題
を
解

決
し
て
い
く
能
力
の
育
成
を
重
視
し
、
指
導
事

項
に
つ
い
て
は
、
学
習
過
程
を
明
確
化
し
た
内

容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
書
写
に
お
い
て
も
、
学

習
過
程
を
明
確
に
し
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
課

題
解
決
を
図
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
け
て
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
毛
筆
で
学

ん
だ
こ
と
が
硬
筆
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
、
自
分
の
学
習
過
程
を
振
り
返
っ
て
気
づ
く

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、「
心
」
だ

け
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
文
字
へ
活

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ

り
の
部
分
を
持
つ
漢
字
を
教
科
書
の
巻
末
や
辞

典
な
ど
か
ら
探
し
て
、
そ
り
の
部
分
が
ど
こ
に

使
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
り
、
実
際
に
そ

れ
を
意
識
し
て
他
の
文
字
を
書
い
た
り
す
る
場

を
設
け
る
こ
と
で
、
実
生
活
や
学
習
現
場
に
生

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
が
主
体
的
に
課
題
解
決
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
指
導
す
る
う
え

で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
ご
紹

介
し
ま
す
。

　
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
、
硬
筆
に

よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導
す

る
こ
と
か
ら
、
硬
筆
関
連
の
指
導
を
心
が
け
て

い
ま
す
。例
え
ば
、一
単
位
時
間（
ま
た
は
単
元
）

の
は
じ
め
と
終
わ
り
に
硬
筆
を
取
り
入
れ
、
毛

筆
で
学
ん
だ
こ
と
が
硬
筆
に
生
か
せ
る
こ
と
を

実
感
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
国
語
の

言
語
活
動
や
学
校
行
事
、
実
生
活
な
ど
と
関
連

さ
せ
て
指
導
計
画
を
立
て
、
子
ど
も
が
必
要
感

を
持
っ
て
課
題
解
決
を
図
り
、
実
生
活
や
学
習

場
面
に
生
か
せ
る
良
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　
硬
筆
関
連
の
意
識
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
学

習
の
見
通
し
や
振
り
返
り
、
課
題
意
識
を
持
た

せ
る
た
め
に
、
学
習
カ
ー
ド
（
教
師
が
作
成
）

を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
学
習
の
は
じ
め
に
子
ど
も
た
ち
が
教
科
書
を

見
な
い
で
書
い
た
「
心
」
の
多
く
は
、
そ
り
の

部
分
が
曲
が
っ
て
お
り
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ

で
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
毛

筆
で
自
分
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
練
習
し

た
結
果
、
学
習
の
終
わ
り
に
は
、
そ
り
の
特
徴

の
ゆ
る
や
か
に
曲
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
気
を

1
硬
筆
関
連
指
導

2
課
題
解
決
的
な

学
習
過
程
に
よ
る
学
び

2

3
指
導
を
終
え
て

4
書
写
の
指
導
か
ら
、

日
頃
の
学
習
活
動
へ

　⑤ 

自
己
批
正
の
実
際

　
試
し
書
き
と
題
材
（
教
科
書
の
文
字
）
を
比

較
し
、
基
準
に
照
ら
し
て
自
分
の
課
題
を
見
つ

け
る
活
動
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
大

切
な
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、
自
分
の
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と

で
す
。
課
題
の
発
見
は
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も

た
ち
に
必
要
と
さ
れ
る
力
と
も
い
え
ま
す
。
自

分
の
現
状
の
文
字
の
課
題
だ
か
ら
こ
そ
自
分
ご

と
と
な
り
、
主
体
的
に
課
題
解
決
を
図
ろ
う
と

す
る
姿
勢
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。
教
科
書

の「
心
」と
自
分
の「
心
」の
文
字
を
見
比
べ
て
、

自
分
の
文
字
の
ど
の
部
分
に
気
を
つ
け
て
書
け

ば
よ
い
か
を
明
確
に
し
て
い
き
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、
基
準
に
照
ら
し
て
自
分
の
課
題

を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。
基
準
に
関
係
な
く
、

や
み
く
も
に
課
題
を
見
つ
け
る
活
動
と
な
る

と
、
本
時
で
身
に
つ
け
た
い
力
に
ぶ
れ
が
生
じ

ま
す
。
自
分
の
課
題
が
明
確
に
な
っ
た
ら
、
自

分
の
め
あ
て
を
立
て
る
よ
う
に
し
ま
す
。
今
回

の
学
習
活
動
で
は
、「
心
」
の
そ
り
の
部
分
に
着

目
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
が
基
準
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
、「
心
」の
全
体
を
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
り
の
部
分
に
特
化
し
て
学
習
し
て
い
く
こ
と

で
、
課
題
解
決
の
視
点
が
、
よ
り
明
確
化
し
て

い
き
ま
す
。

　⑥ 

練
習
用
紙
の
工
夫

　
課
題
別
に
練
習
用
紙
（
か
ご
字
や
穂
先
の
向

き
な
ど
）
を
作
成
し
て
お
き
、
個
々
の
課
題
に

応
じ
た
練
習
用
紙
を
選
ん
で
練
習
で
き
る
よ
う

に
し
ま
す
。
練
習
用
紙
で
自
分
の
課
題
解
決
の

コ
ツ
が
つ
か
め
て
き
た
ら
、
半
紙
で
練
習
す
る

よ
う
に
し
ま
す
。
次
の
三
つ
の
課
題
解
決
が
で

き
る
練
習
用
紙
を
用
意
し
ま
し
た
。

　  …
…

ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
で
そ
り
を
書
く
こ    

　
　
　  

と
が
で
き
る
。

　  …
…

筆
圧
の
強
弱
に
気
を
つ
け
て
、
そ
り
を

　
　
　  

書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　  …
…

穂
先
の
通
る
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
て
、

　
　
　  

そ
り
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　⑨ 

自
己
・
相
互
評
価
の
実
際

　
自
分
の
課
題
に
応
じ
た
練
習
、
批
正
、
ま
と

め
書
き
を
終
え
た
ら
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書

き
を
比
較
し
、
自
分
の
め
あ
て
が
達
成
で
き
た

か
（
自
分
の
課
題
が
解
決
で
き
た
か
）
を
自
己
・

相
互
評
価
し
ま
す
。
比
較
す
る
こ
と
で
、
学
習

の
成
果
（
課
題
解
決
の
度
合
い
）
が
目
に
見
え

て
わ
か
り
、
自
分
の
文
字
の
変
容
に
子
ど
も
た

ち
は
驚
き
ま
す
。
ま
た
、
課
題
を
解
決
で
き
た

喜
び
や
達
成
感
が
、
次
へ
の
学
習
意
欲
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

　
誰
も
が
き
れ
い
な
文
字
を
書
き
た
い
、
う
ま
く

な
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
四
月
に
三
年
生
の

児
童
に
聞
く
と
、
ほ
ぼ
全
員
が
毛
筆
書
写
の
授
業

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
習
が
重

な
る
に
つ
れ
て
、
準
備
と
片
付
け
の
煩
雑
さ
や
用

具
の
扱
い
の
難
し
さ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
な
か
な

か
う
ま
く
書
け
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
気
持
ち

が
離
れ
て
い
く
児
童
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
よ
う
な
中
、「
心
」
の
文
字
全
体
を
課
題
に
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
り
の
部
分
に
着
目
し
て
学
習

す
る
こ
と
、
自
分
の
課
題
解
決
に
合
っ
た
練
習
を

自
分
で
選
択
し
て
行
う
こ
と
、
試
し
書
き
と
ま
と

め
書
き
の
文
字
を
自
己
・
相
互
評
価
し
て
、
課
題

解
決
が
で
き
た
喜
び
や
充
実
感
を
得
る
こ
と
を
学

習
活
動
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち

の
書
写
へ
の
意
欲
は
持
続
さ
れ
る
の
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
書
写
の
指
導
を
日
頃
の
学
習
活
動
に
還
元
し
て

い
く
こ
と
で
、
書
写
を
学
ぶ
意
義
を
よ
り
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
書
写
学
習
の
と
き

の
毛
筆
学
習
を
行
う
姿
勢
は
意
識
を
高
く
持
て
て

い
る
が
、
普
段
の
書
字
の
姿
勢
や
鉛
筆
の
持
ち
方

は
意
識
を
高
く
持
て
な
か
っ
た
り
、
書
写
で
学
習

し
た
こ
と
が
、
書
写
学
習
の
み
で
完
結
し
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
他
教
科
の
学
び
に
ど
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
、
子
ど
も
た
ち
と

教
師
で
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

一
単
位
時
間
の

は
じ
め
と
終
わ
り
に
硬
筆
を
取
り
入
れ
た
例

（
三
年

　筆
使
い
を
学
ぼ
う
〜
そ
り
〜
「
心
」）

青

赤

■
書
写
学
習
カ
ー
ド

黄

赤青黄

　四
十
五
分
で
①
〜
⑩
ま
で
終
え
る
の
は
時
間
的
に

厳
し
い
の
で
、
二
時
間
続
き
（
九
十
分
）
で
行
う
な

ど
、
時
間
を
柔
軟
に
扱
う
よ
う
に
し
て
、
友
達
と
の

学
び
合
い
も
大
切
に
し
ま
す
。
四
十
五
分
で
行
う
場

合
は
、自
己
批
正
の
み
（
⑦
）、自
己
評
価
の
み
（
⑨
）

に
す
る
な
ど
、
内
容
に
軽
重
を
つ
け
ま
す
。
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指 導 の

ミカタ

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
際
、

そ
の
要
点
の
一
つ
と
し
て
、「
学
習
の
明
確
化
」

が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
自
ら
学
び
、
課
題
を
解

決
し
て
い
く
能
力
の
育
成
を
重
視
し
、
指
導
事

項
に
つ
い
て
は
、
学
習
過
程
を
明
確
化
し
た
内

容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
書
写
に
お
い
て
も
、
学

習
過
程
を
明
確
に
し
、
子
ど
も
が
主
体
的
に
課

題
解
決
を
図
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
け
て
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
毛
筆
で
学

ん
だ
こ
と
が
硬
筆
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
、
自
分
の
学
習
過
程
を
振
り
返
っ
て
気
づ
く

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、「
心
」
だ

け
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
文
字
へ
活

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ

り
の
部
分
を
持
つ
漢
字
を
教
科
書
の
巻
末
や
辞

典
な
ど
か
ら
探
し
て
、
そ
り
の
部
分
が
ど
こ
に

使
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
り
、
実
際
に
そ

れ
を
意
識
し
て
他
の
文
字
を
書
い
た
り
す
る
場

を
設
け
る
こ
と
で
、
実
生
活
や
学
習
現
場
に
生

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
が
主
体
的
に
課
題
解
決
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
指
導
す
る
う
え

で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
ご
紹

介
し
ま
す
。

　
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
、
硬
筆
に

よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導
す

る
こ
と
か
ら
、
硬
筆
関
連
の
指
導
を
心
が
け
て

い
ま
す
。例
え
ば
、一
単
位
時
間（
ま
た
は
単
元
）

の
は
じ
め
と
終
わ
り
に
硬
筆
を
取
り
入
れ
、
毛

筆
で
学
ん
だ
こ
と
が
硬
筆
に
生
か
せ
る
こ
と
を

実
感
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
国
語
の

言
語
活
動
や
学
校
行
事
、
実
生
活
な
ど
と
関
連

さ
せ
て
指
導
計
画
を
立
て
、
子
ど
も
が
必
要
感

を
持
っ
て
課
題
解
決
を
図
り
、
実
生
活
や
学
習

場
面
に
生
か
せ
る
良
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

　
硬
筆
関
連
の
意
識
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
学

習
の
見
通
し
や
振
り
返
り
、
課
題
意
識
を
持
た

せ
る
た
め
に
、
学
習
カ
ー
ド
（
教
師
が
作
成
）

を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
学
習
の
は
じ
め
に
子
ど
も
た
ち
が
教
科
書
を

見
な
い
で
書
い
た
「
心
」
の
多
く
は
、
そ
り
の

部
分
が
曲
が
っ
て
お
り
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ

で
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
毛

筆
で
自
分
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
練
習
し

た
結
果
、
学
習
の
終
わ
り
に
は
、
そ
り
の
特
徴

の
ゆ
る
や
か
に
曲
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
気
を

1
硬
筆
関
連
指
導

2
課
題
解
決
的
な

学
習
過
程
に
よ
る
学
び

2

3
指
導
を
終
え
て

4
書
写
の
指
導
か
ら
、

日
頃
の
学
習
活
動
へ

　⑤ 

自
己
批
正
の
実
際

　
試
し
書
き
と
題
材
（
教
科
書
の
文
字
）
を
比

較
し
、
基
準
に
照
ら
し
て
自
分
の
課
題
を
見
つ

け
る
活
動
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
大

切
な
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、
自
分
の
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と

で
す
。
課
題
の
発
見
は
、
こ
れ
か
ら
の
子
ど
も

た
ち
に
必
要
と
さ
れ
る
力
と
も
い
え
ま
す
。
自

分
の
現
状
の
文
字
の
課
題
だ
か
ら
こ
そ
自
分
ご

と
と
な
り
、
主
体
的
に
課
題
解
決
を
図
ろ
う
と

す
る
姿
勢
に
つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。
教
科
書

の「
心
」と
自
分
の「
心
」の
文
字
を
見
比
べ
て
、

自
分
の
文
字
の
ど
の
部
分
に
気
を
つ
け
て
書
け

ば
よ
い
か
を
明
確
に
し
て
い
き
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、
基
準
に
照
ら
し
て
自
分
の
課
題

を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。
基
準
に
関
係
な
く
、

や
み
く
も
に
課
題
を
見
つ
け
る
活
動
と
な
る

と
、
本
時
で
身
に
つ
け
た
い
力
に
ぶ
れ
が
生
じ

ま
す
。
自
分
の
課
題
が
明
確
に
な
っ
た
ら
、
自

分
の
め
あ
て
を
立
て
る
よ
う
に
し
ま
す
。
今
回

の
学
習
活
動
で
は
、「
心
」
の
そ
り
の
部
分
に
着

目
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
が
基
準
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
、「
心
」の
全
体
を
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
り
の
部
分
に
特
化
し
て
学
習
し
て
い
く
こ
と

で
、
課
題
解
決
の
視
点
が
、
よ
り
明
確
化
し
て

い
き
ま
す
。

　⑥ 

練
習
用
紙
の
工
夫

　
課
題
別
に
練
習
用
紙
（
か
ご
字
や
穂
先
の
向

き
な
ど
）
を
作
成
し
て
お
き
、
個
々
の
課
題
に

応
じ
た
練
習
用
紙
を
選
ん
で
練
習
で
き
る
よ
う

に
し
ま
す
。
練
習
用
紙
で
自
分
の
課
題
解
決
の

コ
ツ
が
つ
か
め
て
き
た
ら
、
半
紙
で
練
習
す
る

よ
う
に
し
ま
す
。
次
の
三
つ
の
課
題
解
決
が
で

き
る
練
習
用
紙
を
用
意
し
ま
し
た
。

　  …
…

ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
で
そ
り
を
書
く
こ    

　
　
　  

と
が
で
き
る
。

　  …
…

筆
圧
の
強
弱
に
気
を
つ
け
て
、
そ
り
を

　
　
　  

書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　  …
…

穂
先
の
通
る
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
て
、

　
　
　  
そ
り
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

　⑨ 

自
己
・
相
互
評
価
の
実
際

　
自
分
の
課
題
に
応
じ
た
練
習
、
批
正
、
ま
と

め
書
き
を
終
え
た
ら
、
試
し
書
き
と
ま
と
め
書

き
を
比
較
し
、
自
分
の
め
あ
て
が
達
成
で
き
た

か
（
自
分
の
課
題
が
解
決
で
き
た
か
）
を
自
己
・

相
互
評
価
し
ま
す
。
比
較
す
る
こ
と
で
、
学
習

の
成
果
（
課
題
解
決
の
度
合
い
）
が
目
に
見
え

て
わ
か
り
、
自
分
の
文
字
の
変
容
に
子
ど
も
た

ち
は
驚
き
ま
す
。
ま
た
、
課
題
を
解
決
で
き
た

喜
び
や
達
成
感
が
、
次
へ
の
学
習
意
欲
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

　
誰
も
が
き
れ
い
な
文
字
を
書
き
た
い
、
う
ま
く

な
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
四
月
に
三
年
生
の

児
童
に
聞
く
と
、
ほ
ぼ
全
員
が
毛
筆
書
写
の
授
業

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
学
習
が
重

な
る
に
つ
れ
て
、
準
備
と
片
付
け
の
煩
雑
さ
や
用

具
の
扱
い
の
難
し
さ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
な
か
な

か
う
ま
く
書
け
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
気
持
ち

が
離
れ
て
い
く
児
童
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
よ
う
な
中
、「
心
」
の
文
字
全
体
を
課
題
に
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
り
の
部
分
に
着
目
し
て
学
習

す
る
こ
と
、
自
分
の
課
題
解
決
に
合
っ
た
練
習
を

自
分
で
選
択
し
て
行
う
こ
と
、
試
し
書
き
と
ま
と

め
書
き
の
文
字
を
自
己
・
相
互
評
価
し
て
、
課
題

解
決
が
で
き
た
喜
び
や
充
実
感
を
得
る
こ
と
を
学

習
活
動
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち

の
書
写
へ
の
意
欲
は
持
続
さ
れ
る
の
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
書
写
の
指
導
を
日
頃
の
学
習
活
動
に
還
元
し
て

い
く
こ
と
で
、
書
写
を
学
ぶ
意
義
を
よ
り
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
書
写
学
習
の
と
き

の
毛
筆
学
習
を
行
う
姿
勢
は
意
識
を
高
く
持
て
て

い
る
が
、
普
段
の
書
字
の
姿
勢
や
鉛
筆
の
持
ち
方

は
意
識
を
高
く
持
て
な
か
っ
た
り
、
書
写
で
学
習

し
た
こ
と
が
、
書
写
学
習
の
み
で
完
結
し
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
他
教
科
の
学
び
に
ど
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
、
子
ど
も
た
ち
と

教
師
で
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

一
単
位
時
間
の

は
じ
め
と
終
わ
り
に
硬
筆
を
取
り
入
れ
た
例

（
三
年

　筆
使
い
を
学
ぼ
う
〜
そ
り
〜
「
心
」）

青

赤

■
書
写
学
習
カ
ー
ド

黄

赤青黄

　四
十
五
分
で
①
〜
⑩
ま
で
終
え
る
の
は
時
間
的
に

厳
し
い
の
で
、
二
時
間
続
き
（
九
十
分
）
で
行
う
な

ど
、
時
間
を
柔
軟
に
扱
う
よ
う
に
し
て
、
友
達
と
の

学
び
合
い
も
大
切
に
し
ま
す
。
四
十
五
分
で
行
う
場

合
は
、自
己
批
正
の
み
（
⑦
）、自
己
評
価
の
み
（
⑨
）

に
す
る
な
ど
、
内
容
に
軽
重
を
つ
け
ま
す
。
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今
回
は
、
一
年
生
の
『
か
ん
字
』「
せ
ん
の
お

わ
り
」「
と
め
・
は
ね
・
は
ら
い
」
の
単
元
の
学

習
で
、
水
書
用
紙
を
活
用
し
た
学
習
を
行
い

ま
し
た
。
筆
は
、
水
彩
画
で
使
用
す
る
「
水
書

用
筆
」
を
使
用
し
て
学
習
を
進
め
ま
し
た
。

　「
小
」「
大
」
の
漢
字
の
線
の
終
わ
り
に
注
目

し
、「
と
め
」「
は
ね
」「
は
ら
い
」
の
特
徴
を

子
ど
も
た
ち
に
聞
き
ま
し
た
。
す
る
と
、「
は

ね
」
は
、「
ぴ
ょ
ん
と
は
ね
る
」
と
い
う
答
え
が

返
っ
て
き
ま
し
た
。「
は
ら
い
」に
つ
い
て
は
、「
だ

ん
だ
ん
細
く
す
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
ち
ら
か
ら
、
上
に
ぴ
ょ
ん

と
は
ね
あ
げ
た
「
は
ね
」
や
左
は
ら
い
と
同
じ

よ
う
な
「
右
は
ら
い
」
な
ど
の
悪
い
線
の
例
を

示
し
ま
し
た
。
す
る
と
、「
そ
れ
は
あ
か
ん
」
と

言
い
、
自
分
た
ち
の
言
葉
で
い
ろ
い
ろ
な
説
明

を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
は
ね
」
は
「
一

回
と
ま
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
横
に
は
ね
る
」「
右
は

ら
い
」
は
「
だ
ん
だ
ん
太
く
し
て
、一
回
と
ま
っ

て
、
三
角
の
形
の
よ
う
に
は
ら
う
」
と
ま
と
ま

り
ま
し
た
。

　
次
に
、
自
分
た
ち
の
線
の
終
わ
り
が
き
ち
ん

と
書
け
て
い
る
か
、
水
書
用
筆
を
使
っ
て
確
か

め
よ
う
と
実
技
を
始
め
ま
し
た
。

　「
こ
れ
、
使
っ
た
こ
と
あ
る
」
と
い
う
子
ど
も

も
い
ま
し
た
が
、
初
め
て
水
書
用
筆
を
持
つ
子

ど
も
も
多
く
、
不
安
げ
な
様
子
も
見
ら
れ
ま
し

水書用紙を使った
書写学習について
奈良県生駒市立生駒南第二小学校
諸岡恭子先生

指 導 の

ミカタ

た
。
ま
ず
は
、
姿
勢
や
鉛
筆
の
持
ち
方
を
確
か

め
、
同
じ
持
ち
方
で
書
く
こ
と
を
伝
え
、
書
き

始
め
ま
し
た
。

　
な
か
な
か
納
得
で
き
る
線
が
書
け
な
い
よ
う

で
、
何
度
も
何
度
も
練
習
し
て
い
ま
し
た
。
力

が
入
り
す
ぎ
て
い
た
り
、
正
し
い
持
ち
方
が
で

き
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
な
か
な
か
う
ま

く
書
け
な
い
よ
う
で
し
た
。
し
か
し
、
水
書

用
紙
は
、
う
ま
く
書
け
な
く
て
も
消
し
ゴ
ム

を
使
わ
ず
に
ど
ん
ど
ん
書
き
進
め
る
こ
と
が
で

き
、
途
中
で
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
う
ま
く
書

け
る
コ
ツ
を
進
ん
で
学
ん
で
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
水
書
用
紙
を
使
っ
た
学
習
は
、
二

年
生
の
三
学
期
、
三
年
生
の
初
め
て
の
毛
筆
指

導
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
水
書
用
紙
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
す
ぐ
に
書

き
始
め
る
こ
と
が
で
き
、
筆
の
持
ち
方
や
特

長
を
じ
っ
く
り
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
何
重
の
渦
巻
き
が
書
け
る
か
に
挑
戦
す
る

と
、
こ
ち
ら
か
ら
指
導
し
な
く
て
も
、
子
ど
も

た
ち
の
筆
の
持
ち
方
は
ど
ん
ど
ん
よ
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
が
一
番
大
切
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
「
筆
を
立
て
て
、
腕
を
大
き
く

動
か
し
て
書
く
こ
と
」
が
で
き
ま
し
た
。

1
一
年
生
に
、
水
書
用
紙
を

活
用
し
た
学
習
を
実
施

2
説
明
後
に
、

自
分
た
ち
で
確
か
め
る
実
技
へ

　平
成
二
十
九
年
に
公
表
さ
れ
た
新
学
習
指
導

要
領
解
説

　国
語
編
に
、「
水
書
用
筆
等
」
の
文

言
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　水
書
用
筆
は
、
弾
力
性
に
富
み
、
扱
い
や
す

い
筆
記
具
で
す
。
ま
た
、
併
せ
て
使
う
水
書
用

紙
は
、
水
に
濡
れ
る
と
色
が
変
わ
り
、
乾
く
と

元
に
戻
る
と
い
う
特
性
が
あ
り
ま
す
。

　何
度
も
練
習
で
き
る
こ
と
、
汚
れ
を
気
に
し

な
く
て
よ
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
低
学
年
の
子
ど

も
た
ち
に
ぴ
っ
た
り
の
練
習
用
具
と
し
て
、
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

水
書
用
紙
・
水
書
用
筆
と
は
？

3

3
正
し
い
持
ち
方
で
正
し
い
線
を

書
こ
う
と
す
る
こ
と
で

　
二
学
期
の
十
二
月
の
取
り
組
み
で
し
た
が
、

一
年
生
の
ス
タ
ー
ト
の
絵
を
活
用
し
た
線
描
き

の
練
習
か
ら
筆
を
使
う
と
、
も
っ
と
わ
か
り
や

す
く
線
の
違
い
を
学
習
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
水
書
用
筆
を
使
っ

て
正
し
い
線
を
書
こ
う
と
し
て
い
く
こ
と
で
、

正
し
い
鉛
筆
の
持
ち
方
も
身
に
つ
く
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
三
年
生
の
初
め

て
の
小
筆
指
導
の
と
き
に
も
水
書
用
筆
や
水

書
用
紙
を
活
用
す
る
と
、
ス
ム
ー
ズ
に
指
導
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
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わ
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る
と
、
ス
ム
ー
ズ
に
指
導
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
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約
一
二
〇
〇
年
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ

日
本
の
筆
づ
く
り
の
原
点
へ

な
質
問
が
多
い
で
す
ね
。
伝
統
工
芸
の
よ
う
な
手
作

業
の
仕
事
は
衰
退
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、
子
ど
も
た

ち
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
意
味
が
あ
り
ま
す
よ

ね
」
と
、文
化
を
継
承
す
る
役
目
も
担
っ
て
い
ま
す
。

　
せ
っ
か
く
な
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
使
い

や
す
い
筆
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
聞
い
て
み
る

と
、「
小
学
生
の
書
写
は
、
上
達
す
る
ま
で
は
力
の
加

減
が
難
し
い
も
の
で
す
。
な
の
で
、
太
筆
は
真
ん
中
か

ら
先
端
に
弾
力
が
あ
る
も
の
。
細
筆
は
先
端
に
弾
力
が

あ
る
も
の
が
望
ま
し
い
で
す
ね
。
価
格
帯
は
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
高
級
な
筆
を
使
っ
た
ら
良
い
字
が
書
け
る
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
使
い
こ
な
す
こ
と
が
大

切
な
の
で
、
初
心
者
の
方
に
は
千
円
前
後
の
筆
か
ら

で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
よ
」。
ま
ず
は
書
道
セ
ッ
ト
に

入
っ
て
い
る
最
低
限
の
道
具
で
始
め
て
、
筆
の
太
さ
細

さ
、
書
き
や
す
さ
な
ど
、
自
分
に
ぴ
っ
た
り
の
筆
を
探

す
の
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
、
筆
を
見
た
だ

け
で
は
、
プ
ロ
で
も
良
し
悪
し
は
わ
か
ら
ず
、
使
っ
て

み
て
初
め
て
自
分
の
技
術
や
書
く
文
字
に
合
っ
て
い
る

か
を
実
感
で
き
ま
す
。

　
手
入
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
の
使
用
後
は
墨
を
落
と

し
た
後
に
形
を
整
え
、
そ
の
ま
ま
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

そ
し
て
、
竹
の
す
だ
れ
に
巻
い
て
風
通
し
よ
く
保
存

す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
い
ま
す
。
筆
は
、
穂
先
の

毛
が
と
て
も
大
切
で
、
そ
の
毛
が
あ
る
か
ら
、
美
し

く
ま
と
ま
り
ま
す
。
筆
の
寿
命
は
、
毛
先
が
あ
る
か

ど
う
か
。
ま
と
ま
り
が
悪
く
な
っ
て
き
た
ら
、
そ
れ

は
ハ
ケ
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
新
し
い

筆
に
変
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
。

　
も
と
も
と
書
道
は
東
洋
の
文
化
な
の
で
、
ア
ジ
ア

圏
を
中
心
に
筆
が
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、

日
本
で
作
っ
て
い
る
筆
は
ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
い

わ
れ
ま
す
。「
先
日
、
わ
ざ
わ
ざ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
買

い
に
来
ら
れ
た
外
国
人
の
方
が
、
日
本
の
筆
ほ
ど
、

繊
細
な
表
現
が
で
き
る
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま

し
た
」
と
誇
ら
し
く
語
る
松
谷
さ
ん
。
奈
良
筆
は
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
筆
匠
が
文
化
や
技
術
を
伝
え
て
き

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
二
〇
〇
年
の
歴
史
を
途
切
れ

さ
せ
ず
、
現
在
も
な
お
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　
奈
良
筆
は
、
原
毛
を
個
別
に
ひ
た
し
て
固
め
、作

ろ
う
と
し
て
い
る
筆
の
特
徴
に
よ
っ
て
獣
毛
の
配
分

と
寸
法
を
決
め
る
「
練
り
混
ぜ
法
」
が
特
徴
で
す
。

「
一
本
の
筆
に
複
数
の
獣
毛
を
混
ぜ
て
、
筆
の
個
性

を
出
し
て
い
き
ま
す
。
獣
毛
は
、
何
十
頭
も
の
動
物

の
毛
を
集
め
て
ば
ら
し
、
均
一
の
品
質
に
し
て
い
く

作
業
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
動
物
に
よ
っ
て
毛
質
の

弾
力
や
強
弱
は
異
な
り
、
長
短
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

て
い
く
作
業
は
、
筆
匠
の
経
験
と
目
利
き
な
く
し
て

は
難
し
い
も
の
で
す
」
と
松
谷
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

味
わ
い
深
い
穂
先
の
仕
上
が
り
は
、
ま
さ
に
原
材
料

で
あ
る
獣
毛
と
の
対
話
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
松
谷
さ
ん
は
、
伝
統
工
芸
士
と
し
て
奈
良
県
内
の
小

学
校
を
訪
れ
て
、
奈
良
筆
に
つ
い
て
語
る
機
会
が
年
二

十
回
程
度
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の
場
で
は
、
小
学
生

に
筆
づ
く
り
体
験
を
し
て
も
ら
っ
て
、
伝
統
工
芸
を
肌

で
体
感
。
興
味
を
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
質
問
の

声
が
飛
び
交
う
と
い
い
ま
す
。「
こ
の
仕
事
っ
て
儲
か

る
の
？ 

一
日
に
何
本
く
ら
い
で
き
る
？ 

な
ど
、
率
直

　
奈
良
は
筆
づ
く
り
発
祥
の
地
と
し
て
、
盛
ん
に
筆

が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
の
定
め
る
伝
統
的
工
芸
品

で
あ
る
奈
良
筆
は
、
そ
の
歴
史
を
継
承
し
な
が
ら
高

い
品
質
を
守
り
ぬ
く
こ
と
で
、
書
家
や
専
門
家
を
中

心
に
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
よ
り
深

い
筆
の
魅
力
を
探
る
た
め
に
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く

老
舗
の
筆
専
門
メ
ー
カ
ー
「
あ
か
し
や
」
に
て
詳
し

く
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
奈
良
で
は
八
名
の
伝
統
工
芸
士
が
、
奈
良

筆
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
人
で
あ
り
「
あ
か
し

や
」
で
作
業
を
す
る
伝
統
工
芸
士
の
松
谷
文
夫
さ
ん

は
、こ
の
道
四
十
年
の
大
ベ
テ
ラ
ン
。
筆
の
製
造
は
、

す
べ
て
一
人
の
手
作
業
で
行
っ
て
い
て
、
製
造
で
き

る
本
数
は
、
ひ
と
月
で
五
百
本
を
超
え
る
程
度
。
今

日
は
櫛
抜
き
、
明
日
は
芯
立
て
な
ど
、
自
分
で
工

程
を
分
け
て
ロ
ッ
ト
単
位
で
作
業
を
し
て
い
く
の

で
、
生
産
量
を
は
か
る
の
も
難
し
い
と
い
い
ま
す
。

　
筆
の
原
料
に
は
、
山
羊
、
狸
、
鹿
、
馬
、
イ
タ
チ
、

ム
サ
サ
ビ
な
ど
、
獣
毛
を
用
い
ま
す
。
動
物
の
種
類

や
採
取
時
期
、
体
毛
の
部
位
な
ど
に
よ
っ
て
、
仕
上

が
り
が
変
わ
る
と
い
い
ま
す
。

奈良筆ができるまで

毛に櫛を入れて根元のわた
毛を取り除き混ぜ合わせる。

櫛抜き

奈
良
筆
（
奈
良
県
奈
良
市
）

12

7

9

8

34

5

目指せ！
文房四宝博士

DATA

株式会社あかしや

もみがらの灰をふりかけ, 炭火
で暖めてくせ毛を直す。

毛もみ

指先で少しずつ毛を抜き取り
ながら, 毛先を揃える。

つめ抜き

手金の上にまとめて置き, 板で
叩いて毛先を揃える。

先揃え

はんさしという刃と指で, 逆毛
を抜いて選毛していく。

逆毛抜き

毛の性質に合わせて,それぞ
れの毛の長さに切る。

寸切り

寸切りで切り分けた毛（平
目）を合わせる。

平目合せ

平目をバラつきや片寄りがな
いよう何回も練り混ぜる。

練り混ぜ

作る筆の穂の直径に合わせて
コマ（小さな筒）に毛を通す。

芯立て

うすくのばして広げた上毛を
芯に巻きつける。

上毛かけ

焼ごてを穂の尻にあて根元を
焼き固め, 麻糸で締めて結ぶ。

おじめ

かための筆は, さらに布海苔の
液につけ内部まで沁み込ませる。

奈良筆をはじめとした書道用筆 ,天然竹
筆ペン, 化粧筆を販売する筆専門メー
カー。本社ショールームでは,伝統工芸
士の作業現場を見学できます。（要予約）

のり入れ

毛で布海苔を絞り出しながら,
穂先を整えていく。

なぜ

乾燥すればできあがり。

完成

　九
世
紀
の
初
め
に
中
国
か
ら
日
本
に
筆
が
伝
わ

り
、
本
格
的
に
筆
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
奈
良
。
日
本
の
筆
づ
く
り
の
起
源
で
あ
り
、

今
も
筆
づ
く
り
が
続
い
て
い
る
場
所
で
す
。
今
回

は
、
そ
の
原
点
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

7高級な筆だと50万円をこえるものも。8ショールームには大小さまざまな筆が並ぶ。9薬師寺におさめられた「月光菩薩開眼筆」。

●住所：奈良県奈良市南新町 78-1
●電話：0742-33-6181

6

奈良県 奈良市

1奈良筆の伝統工芸士 ,松谷文夫さ
ん。当日は , 筆に糸を巻き , 余分な
布海苔（ふのり）を絞り出す作業中。
形を整えて乾燥させる仕上げの段階
に。2作業場には , 山羊のはく製
が。最も高級な筆は ,山羊の獣毛を
使用。しかし ,低価格の筆にも山羊
を。体毛の部位によって価格が大き
く違ってくるといいます。ちなみに ,
大きな筆のほとんどは ,長さのある
馬の毛を使います。

3上から，一條秋水1728円，月光1620円，墨妙3240 円，飛火野1080
円など，半紙用の筆。4一般的に多いのは，太筆なら山羊，細筆ならイタチ
の獣毛。5昔から変わらない筆を作るための道具。筆の長さを計るのは木
でできた「すんぎ」。毛並みを整える「金櫛」。6筆づくりに使われる獣毛。
左上より，リス，ムササビ，イタチ，狸，猿，豚，牛，天尾（馬の尾）。
左下より，キツネ，山羊，猫，馬（胴毛），スカンク，鹿，ウサギ。

ふ
で
し
ょ
う
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の
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を
探

す
の
が
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、
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を
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だ
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で
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で
も
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し
悪
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、
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て
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て
初
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て
自
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の
技
術
や
書
く
文
字
に
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る
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を
実
感
で
き
ま
す
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手
入
れ
に
つ
い
て
は
、
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の
使
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後
は
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と
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に
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、
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ま
ま
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

そ
し
て
、
竹
の
す
だ
れ
に
巻
い
て
風
通
し
よ
く
保
存

す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
い
ま
す
。
筆
は
、
穂
先
の

毛
が
と
て
も
大
切
で
、
そ
の
毛
が
あ
る
か
ら
、
美
し

く
ま
と
ま
り
ま
す
。
筆
の
寿
命
は
、
毛
先
が
あ
る
か

ど
う
か
。
ま
と
ま
り
が
悪
く
な
っ
て
き
た
ら
、
そ
れ

は
ハ
ケ
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
新
し
い

筆
に
変
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
す
。

　
も
と
も
と
書
道
は
東
洋
の
文
化
な
の
で
、
ア
ジ
ア

圏
を
中
心
に
筆
が
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、

日
本
で
作
っ
て
い
る
筆
は
ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
い

わ
れ
ま
す
。「
先
日
、
わ
ざ
わ
ざ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
買

い
に
来
ら
れ
た
外
国
人
の
方
が
、
日
本
の
筆
ほ
ど
、

繊
細
な
表
現
が
で
き
る
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
い
ま

し
た
」
と
誇
ら
し
く
語
る
松
谷
さ
ん
。
奈
良
筆
は
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
筆
匠
が
文
化
や
技
術
を
伝
え
て
き

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
二
〇
〇
年
の
歴
史
を
途
切
れ

さ
せ
ず
、
現
在
も
な
お
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　
奈
良
筆
は
、
原
毛
を
個
別
に
ひ
た
し
て
固
め
、作

ろ
う
と
し
て
い
る
筆
の
特
徴
に
よ
っ
て
獣
毛
の
配
分

と
寸
法
を
決
め
る
「
練
り
混
ぜ
法
」
が
特
徴
で
す
。

「
一
本
の
筆
に
複
数
の
獣
毛
を
混
ぜ
て
、
筆
の
個
性

を
出
し
て
い
き
ま
す
。
獣
毛
は
、
何
十
頭
も
の
動
物

の
毛
を
集
め
て
ば
ら
し
、
均
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の
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に
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じ
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す
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、
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筆
に
つ
い
て
語
る
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が
年
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程
度
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と
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に
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工
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で
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問
の
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び
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仕
事
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儲
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の
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一
日
に
何
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ら
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奈
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り
発
祥
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と
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、
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に
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作
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ま
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工
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史
を
継
承
し
な
が
ら
高

い
品
質
を
守
り
ぬ
く
こ
と
で
、
書
家
や
専
門
家
を
中

心
に
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
よ
り
深

い
筆
の
魅
力
を
探
る
た
め
に
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く

老
舗
の
筆
専
門
メ
ー
カ
ー
「
あ
か
し
や
」
に
て
詳
し

く
話
を
伺
っ
て
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
奈
良
で
は
八
名
の
伝
統
工
芸
士
が
、
奈
良

筆
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
人
で
あ
り
「
あ
か
し

や
」
で
作
業
を
す
る
伝
統
工
芸
士
の
松
谷
文
夫
さ
ん

は
、こ
の
道
四
十
年
の
大
ベ
テ
ラ
ン
。
筆
の
製
造
は
、

す
べ
て
一
人
の
手
作
業
で
行
っ
て
い
て
、
製
造
で
き

る
本
数
は
、
ひ
と
月
で
五
百
本
を
超
え
る
程
度
。
今

日
は
櫛
抜
き
、
明
日
は
芯
立
て
な
ど
、
自
分
で
工

程
を
分
け
て
ロ
ッ
ト
単
位
で
作
業
を
し
て
い
く
の

で
、
生
産
量
を
は
か
る
の
も
難
し
い
と
い
い
ま
す
。

　
筆
の
原
料
に
は
、
山
羊
、
狸
、
鹿
、
馬
、
イ
タ
チ
、

ム
サ
サ
ビ
な
ど
、
獣
毛
を
用
い
ま
す
。
動
物
の
種
類

や
採
取
時
期
、
体
毛
の
部
位
な
ど
に
よ
っ
て
、
仕
上

が
り
が
変
わ
る
と
い
い
ま
す
。

奈良筆ができるまで

毛に櫛を入れて根元のわた
毛を取り除き混ぜ合わせる。

櫛抜き

奈
良
筆
（
奈
良
県
奈
良
市
）

12

7

9

8

34

5

目指せ！
文房四宝博士

DATA

株式会社あかしや

もみがらの灰をふりかけ, 炭火
で暖めてくせ毛を直す。

毛もみ

指先で少しずつ毛を抜き取り
ながら, 毛先を揃える。

つめ抜き

手金の上にまとめて置き, 板で
叩いて毛先を揃える。

先揃え

はんさしという刃と指で, 逆毛
を抜いて選毛していく。

逆毛抜き

毛の性質に合わせて,それぞ
れの毛の長さに切る。

寸切り

寸切りで切り分けた毛（平
目）を合わせる。

平目合せ

平目をバラつきや片寄りがな
いよう何回も練り混ぜる。

練り混ぜ

作る筆の穂の直径に合わせて
コマ（小さな筒）に毛を通す。

芯立て

うすくのばして広げた上毛を
芯に巻きつける。

上毛かけ

焼ごてを穂の尻にあて根元を
焼き固め, 麻糸で締めて結ぶ。

おじめ

かための筆は, さらに布海苔の
液につけ内部まで沁み込ませる。

奈良筆をはじめとした書道用筆 ,天然竹
筆ペン, 化粧筆を販売する筆専門メー
カー。本社ショールームでは,伝統工芸
士の作業現場を見学できます。（要予約）

のり入れ

毛で布海苔を絞り出しながら,
穂先を整えていく。

なぜ

乾燥すればできあがり。

完成

　九
世
紀
の
初
め
に
中
国
か
ら
日
本
に
筆
が
伝
わ

り
、
本
格
的
に
筆
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
奈
良
。
日
本
の
筆
づ
く
り
の
起
源
で
あ
り
、

今
も
筆
づ
く
り
が
続
い
て
い
る
場
所
で
す
。
今
回

は
、
そ
の
原
点
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

7高級な筆だと50万円をこえるものも。8ショールームには大小さまざまな筆が並ぶ。9薬師寺におさめられた「月光菩薩開眼筆」。

●住所：奈良県奈良市南新町 78-1
●電話：0742-33-6181

6

奈良県 奈良市

1奈良筆の伝統工芸士 ,松谷文夫さ
ん。当日は , 筆に糸を巻き , 余分な
布海苔（ふのり）を絞り出す作業中。
形を整えて乾燥させる仕上げの段階
に。2作業場には , 山羊のはく製
が。最も高級な筆は ,山羊の獣毛を
使用。しかし ,低価格の筆にも山羊
を。体毛の部位によって価格が大き
く違ってくるといいます。ちなみに ,
大きな筆のほとんどは ,長さのある
馬の毛を使います。

3上から，一條秋水1728円，月光1620円，墨妙3240 円，飛火野1080
円など，半紙用の筆。4一般的に多いのは，太筆なら山羊，細筆ならイタチ
の獣毛。5昔から変わらない筆を作るための道具。筆の長さを計るのは木
でできた「すんぎ」。毛並みを整える「金櫛」。6筆づくりに使われる獣毛。
左上より，リス，ムササビ，イタチ，狸，猿，豚，牛，天尾（馬の尾）。
左下より，キツネ，山羊，猫，馬（胴毛），スカンク，鹿，ウサギ。

ふ
で
し
ょ
う

1819
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書写からひろがる, まなび, くらし

　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
作
家
。「
リ
ラ
ッ
ク
マ
生
活
」
シ
リ
ー
ズ

の
ほ
か
、「
う
さ
ぎ
の
モ
フ
ィ
」、「
み
か
ん
ぼ
う
や
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
著
作
多
数
。
文
具
メ
ー
カ
ー

勤
務
を
経
て
フ
リ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
二
児
の
母
と
し
て
育
児
に
奮
闘
中
。

コ
ン
ド
ウ
ア
キ

書写的
生活

コンドウアキ●の

連載

第十回

　同
じ
文
字
を
書
い
て
も
、
人
に
よ
っ
て
微
妙
な
違
い
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。
古
く
か

ら
、〝
書
は
人
な
り
〞
と
い
わ
れ
、
文
字
を
見
れ
ば
人
が
わ
か
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
書
い

た
人
の
個
性
ま
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
手
書
き
文
字
の
魅
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Special Feature

漢字を楽しく学ぶ。
漢検 漢字博物館・図書館

［漢字ミュージアム］・京都市


