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川柳作家

書写からひろがる, まなび, くらし

やすみりえ

Special Interview

　
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

第九回

　旅
に
出
る
と
、
誰
か
に
手
紙
を
出
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
旅
先
か
ら
手
紙
を
も
ら
う

の
は
、
特
別
に
嬉
し
い
も
の
。
旅
行
中
に
時
間
が
あ
い
た
ら
、
帰
宅
を
待
つ
家
族
や
親
し
い
人
に

便
り
を
書
い
て
、
送
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。



心から湧き出る想いを
綴って表現していく。
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日本の伝統文様

やすみりえ

Special Interview

アクティブ・ラーニングと書写指導　連載 第三回
尾﨑靖二

これからの国語を考える

Q. どうすれば筆を長持ちさせられますか？
宮本榮信

書写のココが知りたい！

「今日から変わる書写指導」
  セミナーレポート

書写力向上宣言

楽しく学ぶための工夫
兵庫県神戸市立高津橋小学校　川岡嘉則先生

指導のミカタ ❶

楽しく学んで苦手意識をなくそう
和歌山県那智勝浦町立下里小学校　温水起美好先生

指導のミカタ ❷

別人になりきって書こう
大阪府枚方市立蹉跎東小学校　藤井美和子先生

指導のミカタ ❸

連載 第九回

コンドウアキの書写的生活
コンドウアキ
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やすみりえ
Rie Yasumi

川柳作家

たてわくもん／たちわきもん
立涌文は，立粋（たちわき）文ともいわれ，２本

の曲線を用い雲気，水蒸気が涌き立ち上っていく

様子をあらわす，有職文様の一つです。

ー
神
戸
で
過
ご
し
た
学
生
時
代
は
ど
ん
な
こ
と

　
　
　に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
か
？

　幼
稚
園
や
小
学
生
の
頃
は
、
家
の
中
で
遊
ぶ
こ
と

が
好
き
で
、
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み
を
集
め
る
な
ど
、

女
の
子
ら
し
く
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
中
学
生
や
高

校
生
く
ら
い
に
は
、
早
く
大
人
に
な
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
く
、
行
動
力
の
あ
る
人
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
女
子
大
生
時
代
は
「
色
々
な
人

に
会
う
、
色
々
場
所
に
行
っ
て
み
る
」
と
い
う
こ
と

を
心
が
け
、
故
郷
の
神
戸
で
民
間
の
親
善
大
使
「
神

戸SEA
 Q

U
EEN

（
シ
ー
ク
イ
ー
ン
）」
を
務
め
ま

し
た
。
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で
神
戸
市
内
を
巡
り
、色
々

な
世
代
・
国
籍
の
方
と
も
交
流
し
ま
し
た
。
本
当
に

良
い
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ー
い
つ
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
川
柳
に
関
わ
る

　
　
　こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

　大
学
を
卒
業
し
、
自
分
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
向
い

て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
二
十
代
前
半
に
、
川

柳
に
出
会
い
ま
し
た
。
友
人
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く

れ
た
川
柳
の
本
、
句
集
を
読
ん
で
「
五
・
七
・
五
と

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
中
に
言
い
得
て
妙
な

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
！
」
と
感
動
し
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
恋
愛
の
五
・
七
・
五
で
、
と

て
も
興
味
深
く
、
共
感
で
き
る
も
の
が
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
例
え
ば
〈
追
伸
に
女
心
の
あ
り
っ
た
け
〉

の
よ
う
に
人
生
の
手
引
書
の
よ
う
に
感
じ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

【立涌文】

ゆうそく

0203



心から湧き出る想いを
綴って表現していく。

心から湧き出る想いを綴って表現していく。

日本の伝統文様

やすみりえ

Special Interview

アクティブ・ラーニングと書写指導　連載 第三回
尾﨑靖二

これからの国語を考える

Q. どうすれば筆を長持ちさせられますか？
宮本榮信

書写のココが知りたい！

「今日から変わる書写指導」
  セミナーレポート

書写力向上宣言

楽しく学ぶための工夫
兵庫県神戸市立高津橋小学校　川岡嘉則先生

指導のミカタ ❶

楽しく学んで苦手意識をなくそう
和歌山県那智勝浦町立下里小学校　温水起美好先生

指導のミカタ ❷

別人になりきって書こう
大阪府枚方市立蹉跎東小学校　藤井美和子先生

指導のミカタ ❸

連載 第九回

コンドウアキの書写的生活
コンドウアキ

03

06

08

10

12

14

16

一期一会

関岡猪蔵先生を偲んで

18

20

やすみりえ
Rie Yasumi

川柳作家

たてわくもん／たちわきもん
立涌文は，立粋（たちわき）文ともいわれ，２本

の曲線を用い雲気，水蒸気が涌き立ち上っていく

様子をあらわす，有職文様の一つです。

ー
神
戸
で
過
ご
し
た
学
生
時
代
は
ど
ん
な
こ
と

　
　
　に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
か
？

　幼
稚
園
や
小
学
生
の
頃
は
、
家
の
中
で
遊
ぶ
こ
と

が
好
き
で
、
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み
を
集
め
る
な
ど
、

女
の
子
ら
し
く
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
中
学
生
や
高

校
生
く
ら
い
に
は
、
早
く
大
人
に
な
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
強
く
、
行
動
力
の
あ
る
人
に
な
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
女
子
大
生
時
代
は
「
色
々
な
人

に
会
う
、
色
々
場
所
に
行
っ
て
み
る
」
と
い
う
こ
と

を
心
が
け
、
故
郷
の
神
戸
で
民
間
の
親
善
大
使
「
神

戸SEA
 Q

U
EEN

（
シ
ー
ク
イ
ー
ン
）」
を
務
め
ま

し
た
。
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で
神
戸
市
内
を
巡
り
、色
々

な
世
代
・
国
籍
の
方
と
も
交
流
し
ま
し
た
。
本
当
に

良
い
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ー
い
つ
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
川
柳
に
関
わ
る

　
　
　こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
か
？

　大
学
を
卒
業
し
、
自
分
に
は
ど
ん
な
こ
と
が
向
い

て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
二
十
代
前
半
に
、
川

柳
に
出
会
い
ま
し
た
。
友
人
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く

れ
た
川
柳
の
本
、
句
集
を
読
ん
で
「
五
・
七
・
五
と

コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
中
に
言
い
得
て
妙
な

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
！
」
と
感
動
し
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
恋
愛
の
五
・
七
・
五
で
、
と

て
も
興
味
深
く
、
共
感
で
き
る
も
の
が
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
例
え
ば
〈
追
伸
に
女
心
の
あ
り
っ
た
け
〉

の
よ
う
に
人
生
の
手
引
書
の
よ
う
に
感
じ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

【立涌文】

ゆうそく

0203



ー
ご
自
身
が
詠
ん
だ
句
に
つ
い
て
、
思
い
出
に

　
　
　残
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
り
ま
す
か
？

　
私
の
作
品
で
〈
咲
い
て
ま
た
逢
い
た
い
人
の
名
を

想
い
〉
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
十
年
以
上

前
に
、
満
開
の
桜
を
見
て
詠
ん
だ
恋
の
句
な
の
で
す

が
、
特
に
神
戸
や
阪
神
間
の
方
か
ら
「
阪
神
・
淡
路

大
震
災
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
か
？
」
と
聞

か
れ
る
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
私
と
し
て
は

個
人
的
な
恋
の
句
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
が
、人
に
よ
っ

て
は
世
の
中
の
大
き
な
出
来
事
と
絡
め
て
味
わ
っ
て

く
れ
た
の
だ
と
思
う
と
、
す
ご
く
驚
き
で
。「
咲
い
て

ま
た
」
は
一
度
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
失
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
に
改
め
て
出
会
う
、
生
ま
れ
変
わ
る…

そ
う

い
う
時
に
一
緒
に
乗
り
越
え
た
人
の
こ
と
、
会
え
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
こ
と
を
思
う
と
い
う
風
に

も
取
れ
る
の
か
と
。

　
自
分
が
詠
ん
だ
句
を
手
放
し
た
瞬
間
、
受
け
取
っ

て
く
れ
た
方
が
物
語
や
彩
り
を
つ
け
て
く
れ
る
ん
だ

な
と
思
う
と
、
句
を
詠
む
こ
と
っ
て
見
え
な
い
つ
な

が
り
を
持
て
る
こ
と
な
の
か
な
と
い
う
発
見
を
し
ま

し
た
。ー

川
柳
を
通
し
た
活
動
が
、
文
化
庁
の
文
化
審

　
　
　議
会
委
員
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。
文
化
審
議
会
で
は
、
今
、
文
化
芸

術
推
進
基
本
法
を
よ
り
一
層
豊
か
な
も
の
に
す
る
た

め
の
話
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
二
〇
二
〇

年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、

ス
ポ
ー
ツ
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
日
本
の
文
化
力
・
芸
術

力
を
底
上
げ
し
て
い
こ
う
と
い
う
目
標
を
持
っ
て
進

め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は

そ
の
色
合
い
が
強
か
っ
た
よ
う
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
昔

か
ら
文
化
力
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
国
で
す
が
、
今
の

時
代
に
合
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
、
さ
ら
に
文
化
力

が
底
上
げ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
日

本
も
目
指
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
私
が
興
味
深
い
な
と
思
っ
た
の
は
「
日

本
の
風
土
を
大
切
に
し
な
が
ら
」
と
い
う
一
文
が
、

全
体
の
枠
組
み
を
説
明
す
る
文
章
の
中
に
入
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
風
土
と
い
う
言
葉
、
と
て
も
興
味
深

い
で
す
よ
ね
。
日
本
の
津
々
浦
々
、
大
な
り
小
な
り

の
伝
統
文
化
や
言
葉
に
焦
点
を
当
て
、
す
く
い
上
げ

て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
文
言
が
文
中
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
度

立
ち
止
ま
っ
て
古
き
良
き
も
の
を
も
う
一
度
見
直
し

て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か

な
、
こ
れ
ま
で
私
が
や
っ
て
き
た
活
動
と
絡
め
て
い

け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

ー
日
本
各
地
に
は
、
そ
の
土
地
特
有
の
文
化
や

　
　
　言
葉
使
い
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
全
国
の
小
・
中
学
校
を
「
言
葉
に
つ
い

て
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
回
る
と
、
い
わ
ゆ

る
方
言
よ
り
も
さ
ら
に
限
定
的
な
、
そ
の
地
域
独
自

の
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

二
世
代
・
三
世
代
遡
っ
た
方
々
が
使
っ
て
い
た
言
葉

に
注
目
し
て
、
地
域
の
方
に
聞
い
た
り
、
図
書
館
で

調
べ
た
り
し
て
お
い
て
も
ら
っ
た
り
し
て
「
そ
の
言

葉
を
使
っ
て
五
・
七
・
五
で
表
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
川
柳
へ
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
の
風

土
を
実
際
に
感
じ
な
が
ら
、
古
き
良
き
も
の
を
織
り

交
ぜ
て
表
現
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　
ま
た
、
私
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
文
化
審
議
会
国
語

分
科
会
の
委
員
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
当

時
は
常
用
漢
字
表
の
改
訂
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た

が
、
現
在
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
葉
（
日
本

語
）
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
私
が
携
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
い
う
な
ら
、
川
柳
や
俳
句
に
は
句
会
が
あ
り
ま

す
。
一
人
で
作
っ
て
楽
し
む
の
で
は
な
く
、
自
分
の

作
っ
た
五
・
七
・
五
を
見
せ
合
っ
て
感
想
や
意
見
を

言
い
合
っ
た
り
、
時
に
は
句
を
一
緒
に
作
っ
て
考
え

た
り
す
る
な
ど
、
言
葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
場
所
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
文
芸
の
魅
力

が
何
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

ー
句
会
は
、
小
学
生
で
も
可
能
で
す
か
？

　
可
能
で
す
。
友
だ
ち
の
作
品
に
つ
い
て
感
想
や
意

見
を
述
べ
る
の
は
、
と
て
も
気
を
使
う
こ
と
で
す
が
、

自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
素
直
に
伝
え
合
う
こ
と
は
お

互
い
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
の
チ
ョ
イ
ス
の

仕
方
も
勉
強
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
句

会
に
初
め
て
参
加
す
る
方
や
不
慣
れ
な
方
は
、
感
想

を
求
め
ら
れ
て
も
ど
う
表
現
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら

ず
、
他
の
方
が
聞
い
て
い
る
と
思
う
と
、
思
っ
た
よ

う
に
言
え
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
慣
れ
て
く

る
と
ほ
め
方
も
ア
ド
バ
イ
ス
も
上
手
に
な
り
ま
す
。

デ
ィ
ベ
ー
ト
力
が
つ
く
の
で
し
ょ
う
ね
。
川
柳
を
楽

し
む
場
で
様
々
な
表
現
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と

し
た
ら
、
一
石
二
鳥
で
す
。

ー
子
ど
も
が
詠
ん
だ
句
を
上
手
に
ほ
め
る
に
は
、

　
　
　ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
句
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
料
理
を
作
っ
た
、
絵
を
描

い
た
と
し
て
、
誰
か
に
感
想
を
言
っ
て
も
ら
え
た
ら

嬉
し
い
で
す
よ
ね
。
素
直
に
「
美
味
し
い
ね
」「
上
手

に
描
け
た
ね
」
な
ど
、
ま
ず
一
言
、
素
直
な
感
想
を

伝
え
る
と
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
な
ら

そ
の
後
で
「
こ
の
句
は
ど
う
い
う
想
い
か
ら
作
っ
た

の
で
す
か
？
」
と
聞
き
ま
す
。
や
り
取
り
を
繰
り
返

す
う
ち
に
、
そ
の
作
品
を
十
分
味
わ
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
も
感
想
が
な
い
の
が

一
番
悲
し
い
で
す
よ
ね
。

ー
川
柳
の
魅
力
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

　
　
　す
か
？

　
川
柳
は
、
約
二
百
五
十
年
の
歴
史
が
あ
り
、
庶
民

の
詠
ん
だ
も
の
、
言
い
得
て
妙
な
、
納
得
の
名
句
、

後
世
に
残
し
た
い
作
品
が
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

〈
子
が
出
来
て
川
の
字
な
り
に
寝
る
夫
婦
〉
な
ど
は

情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、
表
現
力
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

寝
て
い
る
親
子
が
ち
ょ
う
ど
川
の
字
に
見
え
た
と
い

う
の
は
と
て
も
い
い
目
の
付
け
ど
こ
ろ
（
笑
）

　
一
方
で
、
ダ
ジ
ャ
レ
や
流
行
語
が
た
だ
入
っ
て
い

る
五
・
七
・
五
も
川
柳
と
よ
ば
れ
て
し
ま
う
場
が
時
々

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
我
々
が
う
ま
く
方
向

修
正
し
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
味

わ
い
の
あ
る
川
柳
が
教
科
書
に
載
っ
て
く
れ
た
ら
い

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ー
川
柳
以
外
で
、
た
と
え
ば
特
技
や
趣
味
は
あ

　
　
　り
ま
す
か
？

　
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
六
年
生
ま
で
、
書
道
教
室
に

通
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校
で
は
書
道
サ
ー
ク
ル
に
所

属
し
、
そ
こ
で
色
々
な
作
品
作
り
に
励
み
ま
し
た
。

そ
れ
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、
書
く
こ
と
が
好

き
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
高
校
の
文
化
祭
で
は
、
自
分
で
和
紙
に

絵
の
具
で
色
を
染
め
る
な
ど
、
ま
ず
、
紙
か
ら
ア
レ

ン
ジ
し
、
そ
こ
に
句
を
書
い
て
、
作
品
と
し
て
貼
り

出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
溜
ま
っ
て
い
く
の

で
、
折
り
た
た
み
式
の
作
品
集
に
な
っ
て
。
自
分
の

作
品
が
形
に
な
る
楽
し
さ
や
充
実
感
を
通
し
て
、
や

は
り
書
く
こ
と
は
表
現
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
し
、

何
よ
り
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
ね
。

自
分
の
気
持
ち
を
一
文
字
一
文
字
に
込
め
、
そ
し
て

一
つ
の
作
品
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

こ
そ
、
今
も
筆
を
持
っ
て
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
気

持
ち
を
失
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
文
字
を
書
く
と
き
、
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と

　
　
　は
あ
り
ま
す
か
？

　
私
は
、
短
冊
や
色
紙
に
書
く
と
き
は
、
余
白
が
ど

れ
だ
け
生
き
る
か
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
意
識
す
る
か
し
な
い
か
で
、

一
枚
の
短
冊
や
色
紙
を
後
か
ら
眺
め
た
と
き
の
雰
囲

気
が
随
分
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
十
七
音

で
表
現
し
て
い
な
い
部
分
に
、
あ
え
て
い
わ
な
か
っ

た
言
葉
、説
明
し
な
か
っ
た
場
面
が
あ
る
の
と
同
じ
で
、

余
白
は
大
切
で
す
よ
ね
。

　
あ
と
は
、
筆
記
具
に
も
気
を
配
る
と
気
分
よ
く
書

け
ま
す
ね
。
そ
の
時
々
の
目
的
、
自
分
の
心
の
方
向

に
合
っ
た
筆
記
具
を
傍
ら
に
。
手
書
き
に
フ
ィ
ッ
ト

す
る
用
具
を
探
す
こ
と
も
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ー
最
後
に
、
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し

　
　
　ま
す
。

　
川
柳
は
十
七
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
ぜ
ひ
気
軽

に
一
句
詠
ん
で
、
ど
な
た
か
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。「
こ
と
ば
」
は
「
こ
こ
ろ
」。

日
頃
か
ら
そ
う
思
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
川
柳
の

道
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

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

代表作の川柳を
色紙に書いていただいた。
文字と文字のバランス,
紙面全体の雰囲気を
大切にする。
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ー
ご
自
身
が
詠
ん
だ
句
に
つ
い
て
、
思
い
出
に

　
　
　残
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
り
ま
す
か
？

　
私
の
作
品
で
〈
咲
い
て
ま
た
逢
い
た
い
人
の
名
を

想
い
〉
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
十
年
以
上

前
に
、
満
開
の
桜
を
見
て
詠
ん
だ
恋
の
句
な
の
で
す

が
、
特
に
神
戸
や
阪
神
間
の
方
か
ら
「
阪
神
・
淡
路

大
震
災
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
か
？
」
と
聞

か
れ
る
こ
と
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
私
と
し
て
は

個
人
的
な
恋
の
句
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
が
、人
に
よ
っ

て
は
世
の
中
の
大
き
な
出
来
事
と
絡
め
て
味
わ
っ
て

く
れ
た
の
だ
と
思
う
と
、
す
ご
く
驚
き
で
。「
咲
い
て

ま
た
」
は
一
度
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
失
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
に
改
め
て
出
会
う
、
生
ま
れ
変
わ
る…

そ
う

い
う
時
に
一
緒
に
乗
り
越
え
た
人
の
こ
と
、
会
え
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
こ
と
を
思
う
と
い
う
風
に

も
取
れ
る
の
か
と
。

　
自
分
が
詠
ん
だ
句
を
手
放
し
た
瞬
間
、
受
け
取
っ

て
く
れ
た
方
が
物
語
や
彩
り
を
つ
け
て
く
れ
る
ん
だ

な
と
思
う
と
、
句
を
詠
む
こ
と
っ
て
見
え
な
い
つ
な

が
り
を
持
て
る
こ
と
な
の
か
な
と
い
う
発
見
を
し
ま

し
た
。ー

川
柳
を
通
し
た
活
動
が
、
文
化
庁
の
文
化
審

　
　
　議
会
委
員
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。

　
そ
う
で
す
ね
。
文
化
審
議
会
で
は
、
今
、
文
化
芸

術
推
進
基
本
法
を
よ
り
一
層
豊
か
な
も
の
に
す
る
た

め
の
話
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
二
〇
二
〇

年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
て
、

ス
ポ
ー
ツ
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
日
本
の
文
化
力
・
芸
術

力
を
底
上
げ
し
て
い
こ
う
と
い
う
目
標
を
持
っ
て
進

め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は

そ
の
色
合
い
が
強
か
っ
た
よ
う
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
昔

か
ら
文
化
力
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
国
で
す
が
、
今
の

時
代
に
合
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
、
さ
ら
に
文
化
力

が
底
上
げ
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
日

本
も
目
指
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
私
が
興
味
深
い
な
と
思
っ
た
の
は
「
日

本
の
風
土
を
大
切
に
し
な
が
ら
」
と
い
う
一
文
が
、

全
体
の
枠
組
み
を
説
明
す
る
文
章
の
中
に
入
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
風
土
と
い
う
言
葉
、
と
て
も
興
味
深

い
で
す
よ
ね
。
日
本
の
津
々
浦
々
、
大
な
り
小
な
り

の
伝
統
文
化
や
言
葉
に
焦
点
を
当
て
、
す
く
い
上
げ

て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
文
言
が
文
中
に
見
ら
れ
る
の
は
、
一
度

立
ち
止
ま
っ
て
古
き
良
き
も
の
を
も
う
一
度
見
直
し

て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か

な
、
こ
れ
ま
で
私
が
や
っ
て
き
た
活
動
と
絡
め
て
い

け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

ー
日
本
各
地
に
は
、
そ
の
土
地
特
有
の
文
化
や

　
　
　言
葉
使
い
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
全
国
の
小
・
中
学
校
を
「
言
葉
に
つ
い

て
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
回
る
と
、
い
わ
ゆ

る
方
言
よ
り
も
さ
ら
に
限
定
的
な
、
そ
の
地
域
独
自

の
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

二
世
代
・
三
世
代
遡
っ
た
方
々
が
使
っ
て
い
た
言
葉

に
注
目
し
て
、
地
域
の
方
に
聞
い
た
り
、
図
書
館
で

調
べ
た
り
し
て
お
い
て
も
ら
っ
た
り
し
て
「
そ
の
言

葉
を
使
っ
て
五
・
七
・
五
で
表
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
」

と
川
柳
へ
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
の
風

土
を
実
際
に
感
じ
な
が
ら
、
古
き
良
き
も
の
を
織
り

交
ぜ
て
表
現
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

　
ま
た
、
私
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
文
化
審
議
会
国
語

分
科
会
の
委
員
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
当

時
は
常
用
漢
字
表
の
改
訂
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た

が
、
現
在
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
葉
（
日
本

語
）
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
私
が
携
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
い
う
な
ら
、
川
柳
や
俳
句
に
は
句
会
が
あ
り
ま

す
。
一
人
で
作
っ
て
楽
し
む
の
で
は
な
く
、
自
分
の

作
っ
た
五
・
七
・
五
を
見
せ
合
っ
て
感
想
や
意
見
を

言
い
合
っ
た
り
、
時
に
は
句
を
一
緒
に
作
っ
て
考
え

た
り
す
る
な
ど
、
言
葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
場
所
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
文
芸
の
魅
力

が
何
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

ー
句
会
は
、
小
学
生
で
も
可
能
で
す
か
？

　
可
能
で
す
。
友
だ
ち
の
作
品
に
つ
い
て
感
想
や
意

見
を
述
べ
る
の
は
、
と
て
も
気
を
使
う
こ
と
で
す
が
、

自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
素
直
に
伝
え
合
う
こ
と
は
お

互
い
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
の
チ
ョ
イ
ス
の

仕
方
も
勉
強
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
句

会
に
初
め
て
参
加
す
る
方
や
不
慣
れ
な
方
は
、
感
想

を
求
め
ら
れ
て
も
ど
う
表
現
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら

ず
、
他
の
方
が
聞
い
て
い
る
と
思
う
と
、
思
っ
た
よ

う
に
言
え
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
慣
れ
て
く

る
と
ほ
め
方
も
ア
ド
バ
イ
ス
も
上
手
に
な
り
ま
す
。

デ
ィ
ベ
ー
ト
力
が
つ
く
の
で
し
ょ
う
ね
。
川
柳
を
楽

し
む
場
で
様
々
な
表
現
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
と

し
た
ら
、
一
石
二
鳥
で
す
。

ー
子
ど
も
が
詠
ん
だ
句
を
上
手
に
ほ
め
る
に
は
、

　
　
　ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
句
に
限
ら
ず
、
例
え
ば
料
理
を
作
っ
た
、
絵
を
描

い
た
と
し
て
、
誰
か
に
感
想
を
言
っ
て
も
ら
え
た
ら

嬉
し
い
で
す
よ
ね
。
素
直
に
「
美
味
し
い
ね
」「
上
手

に
描
け
た
ね
」
な
ど
、
ま
ず
一
言
、
素
直
な
感
想
を

伝
え
る
と
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
な
ら

そ
の
後
で
「
こ
の
句
は
ど
う
い
う
想
い
か
ら
作
っ
た

の
で
す
か
？
」
と
聞
き
ま
す
。
や
り
取
り
を
繰
り
返

す
う
ち
に
、
そ
の
作
品
を
十
分
味
わ
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
も
感
想
が
な
い
の
が

一
番
悲
し
い
で
す
よ
ね
。

ー
川
柳
の
魅
力
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

　
　
　す
か
？

　
川
柳
は
、
約
二
百
五
十
年
の
歴
史
が
あ
り
、
庶
民

の
詠
ん
だ
も
の
、
言
い
得
て
妙
な
、
納
得
の
名
句
、

後
世
に
残
し
た
い
作
品
が
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

〈
子
が
出
来
て
川
の
字
な
り
に
寝
る
夫
婦
〉
な
ど
は

情
景
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、
表
現
力
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

寝
て
い
る
親
子
が
ち
ょ
う
ど
川
の
字
に
見
え
た
と
い

う
の
は
と
て
も
い
い
目
の
付
け
ど
こ
ろ
（
笑
）

　
一
方
で
、
ダ
ジ
ャ
レ
や
流
行
語
が
た
だ
入
っ
て
い

る
五
・
七
・
五
も
川
柳
と
よ
ば
れ
て
し
ま
う
場
が
時
々

見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
我
々
が
う
ま
く
方
向

修
正
し
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
味

わ
い
の
あ
る
川
柳
が
教
科
書
に
載
っ
て
く
れ
た
ら
い

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ー
川
柳
以
外
で
、
た
と
え
ば
特
技
や
趣
味
は
あ

　
　
　り
ま
す
か
？

　
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
六
年
生
ま
で
、
書
道
教
室
に

通
っ
て
い
ま
し
た
。
高
校
で
は
書
道
サ
ー
ク
ル
に
所

属
し
、
そ
こ
で
色
々
な
作
品
作
り
に
励
み
ま
し
た
。

そ
れ
が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、
書
く
こ
と
が
好

き
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
高
校
の
文
化
祭
で
は
、
自
分
で
和
紙
に

絵
の
具
で
色
を
染
め
る
な
ど
、
ま
ず
、
紙
か
ら
ア
レ

ン
ジ
し
、
そ
こ
に
句
を
書
い
て
、
作
品
と
し
て
貼
り

出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
溜
ま
っ
て
い
く
の

で
、
折
り
た
た
み
式
の
作
品
集
に
な
っ
て
。
自
分
の

作
品
が
形
に
な
る
楽
し
さ
や
充
実
感
を
通
し
て
、
や

は
り
書
く
こ
と
は
表
現
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
し
、

何
よ
り
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
ね
。

自
分
の
気
持
ち
を
一
文
字
一
文
字
に
込
め
、
そ
し
て

一
つ
の
作
品
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

こ
そ
、
今
も
筆
を
持
っ
て
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
気

持
ち
を
失
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
文
字
を
書
く
と
き
、
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と

　
　
　は
あ
り
ま
す
か
？

　
私
は
、
短
冊
や
色
紙
に
書
く
と
き
は
、
余
白
が
ど

れ
だ
け
生
き
る
か
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
意
識
す
る
か
し
な
い
か
で
、

一
枚
の
短
冊
や
色
紙
を
後
か
ら
眺
め
た
と
き
の
雰
囲

気
が
随
分
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
十
七
音

で
表
現
し
て
い
な
い
部
分
に
、
あ
え
て
い
わ
な
か
っ

た
言
葉
、説
明
し
な
か
っ
た
場
面
が
あ
る
の
と
同
じ
で
、

余
白
は
大
切
で
す
よ
ね
。

　
あ
と
は
、
筆
記
具
に
も
気
を
配
る
と
気
分
よ
く
書

け
ま
す
ね
。
そ
の
時
々
の
目
的
、
自
分
の
心
の
方
向

に
合
っ
た
筆
記
具
を
傍
ら
に
。
手
書
き
に
フ
ィ
ッ
ト

す
る
用
具
を
探
す
こ
と
も
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

ー
最
後
に
、
読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し

　
　
　ま
す
。

　
川
柳
は
十
七
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
ぜ
ひ
気
軽

に
一
句
詠
ん
で
、
ど
な
た
か
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。「
こ
と
ば
」
は
「
こ
こ
ろ
」。

日
頃
か
ら
そ
う
思
い
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
川
柳
の

道
を
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

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

代表作の川柳を
色紙に書いていただいた。
文字と文字のバランス,
紙面全体の雰囲気を
大切にする。
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めあて
上下の組み立て方を考えて書こう。

　
　
　
年
生
か
ら
借
用
す
る
）。【
め
あ
て
】
の
ヒ
ン
ト
に
な
る

　
　
　
こ
と
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▼
Ｇ
Ｗ
で
教
科
書
の
中
か
ら
見
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
付
箋
に
ポ

　
イ
ン
ト
を
書
き
入
れ
て
貼
り
、
発
表
の
準
備
を
す
る
。

　
　
　目
次
の
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
文
字
に
見
え
る
よ
う
に
す

　
　
　る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
　
　偏
と
旁
の
学
習
で
は
、
漢
字
ど
う
し
が
譲
り
合
わ
な
い

　
　
　と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　譲
り
合
う
の
で
、
大
き
さ
や
形
が
変
わ
り
ま
す
。

　
　
　組
み
立
て
に
は
、
左
右
や
上
下
や
内
外
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
た
く
さ
ん
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
て
く

　
　
　
れ
ま
し
た
。
岩
は
、
上
下
の
組
み
立
て
で
山
と
石
が
部

　
　
　
分
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
ど
ん
な
ふ
う
に
譲
り
合
っ
て

　
　
　
大
き
さ
や
形
を
変
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
く

　
　
　
考
え
て
一
人
一
人
毛
筆
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の

　
　
　
後
、
Ｇ
Ｗ
で
相
互
評
価
し
ま
し
ょ
う
。

▼
パ
ー
ソ
ナ
ル
ワ
ー
ク
（
Ｐ
Ｗ
）
で
考
え
な
が
ら
書
き
、
作
品

　
を
も
と
に
考
え
を
交
流
す
る
Ｇ
Ｗ
を
行
う
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
書
写
指
導

　
連
載
三
回
目
を
迎
え
る
の
で
、
今
ま
で
の
内
容
を
振
り
返
っ
て

お
こ
う
。
第
一
回
目
は
国
語
力
か
ら
見
た
書
写
指
導
を
、
第
二
回

目
は
授
業
過
程
か
ら
見
た
書
写
指
導
を
そ
れ
ぞ
れ
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
点
と
し
た
改
善
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
今
回

は
、
子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
る
学
習
過
程
に
つ
い
て
「
対
話
的

に
学
ぶ
」
を
軸
に
考
え
て
み
た
い
。

　
事
例
と
し
て
は
、
第
二
学
年
に
学
年
別
漢
字
配
当
さ
れ
て
い
る

「
岩
」
と
い
う
漢
字
を
取
り
上
げ
た
、「
上
下
の
文
字
の
組
み
立

て
方
を
考
え
る
」
四
年
生
の
授
業
だ
。
こ
れ
は
、
書
写
の
指
導
事

項
「
文
字
の
組
立
て
方
を
理
解
し
、
形
を
整
え
て
書
く
こ
と
」
か

ら
見
る
と
四
年
生
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
。
既
に
日
常
的
に
は
読

ん
だ
り
、
書
い
た
り
し
て
い
る
漢
字
だ
。
そ
こ
で
、
指
導
の
際

に
は
、
既
知
の
文
字
の
書
き
方
「
点
画
の
長
短
や
方
向
、
接
し
方

や
交
わ
り
方
な
ど
に
注
意
し
て
、
筆
順
に
従
っ
て
文
字
を
正
し
く

書
く
こ
と
」（
新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
点
画
の
書
き
方
や
文
字

の
形
」「
点
画
相
互
の
接
し
方
や
交
わ
り
方
、
長
短
や
方
向
な
ど

に
注
意
し
て
、
文
字
を
正
し
く
書
く
こ
と
」）
を
振
り
返
っ
た
り
、

仲
間
と
の
グ
ル
ー
プ
学
習
等
を
通
じ
た
り
し
て
、
対
話
的
に
学
ぶ

こ
と
が
大
切
と
な
る
。

　
対
話
的
に
学
ぶ
と
い
う
と
、
子
ど
も
た
ち
が
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
、

ク
ラ
ス
で
話
し
合
う
中
で
共
通
点
や
相
違
点
、
新
た
な
発
見
を
通

じ
て
学
び
合
う
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

今
ま
で
自
分
が
学
ん
で
き
た
学
習
履
歴
に
沿
っ
た
既
知
や
実
態
、

先
生
や
教
科
書
等
か
ら
示
さ
れ
る
新
た
な
知
識
な
ど
と
も
「
対

話
」
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
も
大
切
だ
。

　
全
て
の
授
業
に
お
い
て
、
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

指
導
事
項
の
何
を
子
ど
も
た
ち
は
既
に
学
び
、
知
っ
て
い
る
の
か

を
明
確
に
す
る
こ
と
だ
。
学
習
の
連
続
性
に
目
を
や
ら
な
け
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
の
中
に
知
識
や
技
能
の
蓄
積
が
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
漢
字
学
習
は
、
読
み
が
先
行
す
る
。
そ
し
て
書
き
が
続
き
、
文

字
の
整
い
は
さ
ら
に
そ
の
後
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
二
年
生
の
配

当
漢
字
を
四
年
生
の
書
写
の
教
材
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
学
習
履
歴
の
特
色
を
踏
ま
え
た
学
習
過
程
が
必
要
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
書
写
の
指
導
事
項
「
文
字
の
組
み
立
て
方
」
は
全
く

新
し
い
学
習
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

既
に
基
本
点
画
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
は
文
字
が
整
え
ら
れ
る

こ
と
を
学
ん
で
い
る
し
、
横
画
や
縦
画
が
複
数
並
ぶ
漢
字
の
長
さ

を
正
し
く
書
く
学
習
か
ら
は
、
画
の
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る

重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
横
画
を
単
純
に
組
み
合
わ

せ
る
の
で
は
な
く
、
長
短
や
方
向
が
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
「
三
」

と
い
う
文
字
と
は
認
識
さ
れ
な
い
（
現
行
学
習
指
導
要
領
解
説
国

語
編
P.
4
9
）
と
い
っ
た
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
文
字
の
形
の
整
え
方
も
学
ん
で
い
る
。
概
形
を
捉
え
、

同
時
に
中
心
を
捉
え
る
学
習
を
し
て
い
る
。
概
形
は
画
の
長
さ
や

方
向
に
左
右
さ
れ
る
。
概
形
の
学
習
を
通
し
て
漢
字
相
互
の
似
て

い
る
所
を
探
す
こ
と
で
、
部
分
に
な
っ
た
時
に
生
じ
る
字
形
や
点

画
の
変
化
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
山
の
概
形
は
△
で
あ
る
が
、
岩

に
な
っ
た
と
き
に
は
縦
画
の
真
ん
中
が
一
番
長
い
と
い
う
特
性
は

変
わ
ら
な
い
が
三
角
形
の
形
が
扁
平
な
も
の
に
変
わ
る
と
い
う
よ

う
に
、
概
形
の
学
習
が
「
組
み
立
て
方
」
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
既
習
事
項
を
振
り
返
っ
て
対
話
的
に
学
ぶ
一
方
、
既
に
使
用
し

て
い
る
実
態
か
ら
も
主
体
的
な
対
話
が
必
要
と
な
る
。
日
常
生
活

の
中
で
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
か
、
字
体
と
字
形
の
関
係
に

配
慮
し
な
が
ら
も
学
習
や
生
活
の
様
々
な
場
面
を
振
り
返
る
必
要

が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
各
教
科
等
の
学
習
ノ
ー
ト
や
作
文
等
で

各
自
が
書
い
て
い
る
漢
字
を
見
つ
け
て
取
り
出
し
て
「
手
本
」
や

仲
間
の
文
字
と
比
べ
て
み
る
こ
と
だ
。
見
つ
け
出
す
こ
と
が
困
難

な
場
合
や
さ
ら
に
現
状
の
自
分
の
文
字
の
実
態
を
認
知
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
場
で
書
い
て
比
べ
て
み
る
。
こ
れ
は
、
大
村
は
ま
先

生
が
昭
和
二
十
四
年
に
戦
争
中
に
行
き
届
い
た
教
育
を
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
中
学
生
に
平
仮
名
の
形
を
指
導
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た

方
法
で
も
あ
る
（『
大
村
は
ま 

国
語
教
室
「
５ 

書
く
こ
と
の
計
画

と
指
導
の
方
法
」』
平
が
な
の
形
を
整
え
る
P.
2
7
2
）。

　
既
習
事
項
や
自
分
の
実
態
等
を
振
り
返
っ
て
課
題
を
見
出
す
こ

と
は
、
導
入
学
習
の
役
割
で
あ
る
（
導
入
学
習
の
役
割
と
方
法
に

つ
い
て
は
、
拙
著
『「
言
葉
の
力
」
を
高
め
る
新
し
い
国
語
教
室

入
門
』「
５ 

導
入
学
習
を
確
立
す
る
」
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
だ
）。

自
分
の
実
態
を
振
り
返
る
こ
と
は
共
通
の
学
習
課
題
の
設
定
に
役

立
つ
が
、
同
時
に
個
別
の
課
題
を
見
出
す
こ
と
に
も
大
い
に
有
効

で
意
欲
を
喚
起
し
、
学
び
に
向
か
う
力
を
醸
成
す
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
具
体
的
な
学
習
過
程
の
展
開
の
形
で
提
示
す
る

こ
と
に
す
る
（
　
　
＝
先
生
、　
　
　
　
　
＝
児
童
▼
＝
学
習
活

動
で
そ
れ
ぞ
れ
示
す
）。

学習の進め方 子ども主体の学習過程

学習の準備をしよう。

モデルと,
どんなところが
ちがうかな。

組み立てると,
どう変化するのかな。

試し書きと
比べてみよう。

みんなの
よいところを
共有しよう。

中心となる画や長く書く画を
見つけるんだよ。

払いの方向や
折れの筆使いを

  書くんだったね。

まとめ書き

モデル 試し書き

振り返ろう
①

考えよう

確かめよう

いかそう
①

振り返ろう
②

いかそう
②

　
　
　
振
り
返
り
を
し
ま
す
。
山
と
い
う
漢
字
は
ど
ん
な
こ
と

　
　
　
に
気
を
付
け
て
書
け
ば
良
か
っ
た
で
す
か
。

▼
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（
Ｇ
Ｗ
）
で
確
認
し
発
表
。

　
　
　並
ん
で
い
る
縦
画
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　中
心
に
な
る
画
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　長
く
書
く
画
が
ど
れ
で
あ
っ
た
か
を
見
つ
け
る
こ

　
　
　と
で
す
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
付
け
て
書
い
て
み
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
そ
の
後
で
、
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
Ｗ
Ｓ
）
に
書
く
。
そ
の
後
、
ペ
ア
で
手
本

　
と
比
べ
て
良
い
点
と
直
す
点
を
朱
書
き
で
相
互
評
価
す
る
。

　
　
　
点
画
に
気
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で

　
　
　
は
、
今
度
は
石
と
い
う
漢
字
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
を
発
表

　
　
　
し
て
下
さ
い
。

　
　
　は
ら
い
の
方
向
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　お
れ
を
う
ま
く
書
き
ま
す
。

▼
山
の
場
合
と
同
様
に
Ｇ
Ｗ
と
ペ
ア
学
習
を
行
う
。

　
　
　
今
、
書
き
方
を
振
り
返
っ
た
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ

　
　
　
せ
る
と
、
ど
ん
な
漢
字
が
で
き
ま
す
か
。

　
　
　石
山
で
す
。

　

　
　
　山
石
で
す
。

　
　
　一
字
の
漢
字
で
す
よ
。

　
　
　岩
で
す
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
二
つ
の
漢
字
を
岩
の
上
下
の
部
分
と
し

　
　
　
て
組
み
合
わ
せ
る
に
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
書
け
ば
よ
い

　
　
　
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

　
　
　先
生
、
三
年
生
の
時
に
「
漢
字
の
組
み
立
て
方
を
学
ぼ

　
　
　う
」
と
い
う
勉
強
を
し
ま
し
た
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
三
年
生
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
み
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
覚
え
て
い
な
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

　
　
　
教
科
書
を
調
べ
ま
し
ょ
う
（※

三
年
生
の
教
科
書
を
家

　
　
　
庭
や
学
校
で
保
管
し
て
お
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
三

　
　
　
今
度
は
、
四
年
生
の
教
科
書
の
手
本
と
自
分
が
書
い
た

　
　
　
文
字
と
を
比
べ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
し
ょ
う
。

▼
教
科
書
の
手
本
と
「
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
」
を
参
考
に
知
識
を

　
整
理
す
る
（
先
生
は
拡
大
し
た
も
の
を
掲
示
す
る
）。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
今
掴
ん
だ
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
毛
筆
で
ま

　
　
　
と
め
書
き
を
し
ま
し
ょ
う
。
書
き
終
わ
っ
た
ら
、Ｇ
Ｗ

　
　
　
で
み
ん
な
の
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
共
有
し
ま
し
ょ

　
　
　
う
。
そ
の
上
で
学
習
全
体
を
振
り
返
っ
て
、
学
ん
だ
こ

　
　
　
と
と
自
分
の
課
題
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
さ
ら
に
、
今
の
学
習
を
い
か
し
て
、
岩
の
よ
う
に
上
下

　
　
　
の
組
み
立
て
方
を
し
て
い
る
他
の
漢
字
を
教
科
書
の
漢

　
　
　
字
一
覧
表
か
ら
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
特
徴
を
「
な

　
　
　
る
ほ
ど
書
写
教
室
」
に
あ
る
よ
う
に
、
高
さ
の
違
い
や

　
　
　
大
き
さ
の
違
い
な
ど
を
観
点
に
し
て
分
類
・
整
理
し
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
得
た
知
識
を
い
か
し
て
こ
れ
か
ら
の
日
常
生

　
　
　
活
に
お
い
て
、
上
下
の
組
み
立
て
方
を
し
て
い
る
漢
字

　
　
　
を
う
ま
く
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
。

甲南女子大学教授。教育委員会指導主事, 四條
畷市・交野市の小学校, 交野市教育センター, 中
央教育審議会教科書専門部会（国語）委員, 学
習指導要領解説国語編作成協力者などを歴任。
日本文教出版「小学書写」教科書編集委員。

尾﨑靖二
お ざ き や す  じ

0

学習のめあてと, 今まで学んだことを
振り返って確かめよう。

1

他の文字や筆記具にいかして
書いてみよう。

5

学習のめあてや
自分の課題ができたかどうか,
振り返ってみよう。

6

書いたり比べたりして考えよう。2

ポイントを確かめて
練習しよう。

3

学習したことを,
他の学習や生活にいかそう。

7

まとめ書きをしよう。4

【
め
あ
て
】
漢
字
の
上
下
の
部
分
の
組
み
立
て
方
を

　
　
　
　考
え
て
書
こ
う
！
（
板
書
）

私の考える

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第三回

0607



めあて
上下の組み立て方を考えて書こう。

　
　
　
年
生
か
ら
借
用
す
る
）。【
め
あ
て
】
の
ヒ
ン
ト
に
な
る

　
　
　
こ
と
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▼
Ｇ
Ｗ
で
教
科
書
の
中
か
ら
見
つ
け
た
と
こ
ろ
に
、
付
箋
に
ポ

　
イ
ン
ト
を
書
き
入
れ
て
貼
り
、
発
表
の
準
備
を
す
る
。

　
　
　目
次
の
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
文
字
に
見
え
る
よ
う
に
す

　
　
　る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
　
　偏
と
旁
の
学
習
で
は
、
漢
字
ど
う
し
が
譲
り
合
わ
な
い

　
　
　と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　譲
り
合
う
の
で
、
大
き
さ
や
形
が
変
わ
り
ま
す
。

　
　
　組
み
立
て
に
は
、
左
右
や
上
下
や
内
外
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
た
く
さ
ん
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
て
く

　
　
　
れ
ま
し
た
。
岩
は
、
上
下
の
組
み
立
て
で
山
と
石
が
部

　
　
　
分
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
ど
ん
な
ふ
う
に
譲
り
合
っ
て

　
　
　
大
き
さ
や
形
を
変
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
く

　
　
　
考
え
て
一
人
一
人
毛
筆
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の

　
　
　
後
、
Ｇ
Ｗ
で
相
互
評
価
し
ま
し
ょ
う
。

▼
パ
ー
ソ
ナ
ル
ワ
ー
ク
（
Ｐ
Ｗ
）
で
考
え
な
が
ら
書
き
、
作
品

　
を
も
と
に
考
え
を
交
流
す
る
Ｇ
Ｗ
を
行
う
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
書
写
指
導

　
連
載
三
回
目
を
迎
え
る
の
で
、
今
ま
で
の
内
容
を
振
り
返
っ
て

お
こ
う
。
第
一
回
目
は
国
語
力
か
ら
見
た
書
写
指
導
を
、
第
二
回

目
は
授
業
過
程
か
ら
見
た
書
写
指
導
を
そ
れ
ぞ
れ
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
を
視
点
と
し
た
改
善
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
今
回

は
、
子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
る
学
習
過
程
に
つ
い
て
「
対
話
的

に
学
ぶ
」
を
軸
に
考
え
て
み
た
い
。

　
事
例
と
し
て
は
、
第
二
学
年
に
学
年
別
漢
字
配
当
さ
れ
て
い
る

「
岩
」
と
い
う
漢
字
を
取
り
上
げ
た
、「
上
下
の
文
字
の
組
み
立

て
方
を
考
え
る
」
四
年
生
の
授
業
だ
。
こ
れ
は
、
書
写
の
指
導
事

項
「
文
字
の
組
立
て
方
を
理
解
し
、
形
を
整
え
て
書
く
こ
と
」
か

ら
見
る
と
四
年
生
に
適
し
た
教
材
で
あ
る
。
既
に
日
常
的
に
は
読

ん
だ
り
、
書
い
た
り
し
て
い
る
漢
字
だ
。
そ
こ
で
、
指
導
の
際

に
は
、
既
知
の
文
字
の
書
き
方
「
点
画
の
長
短
や
方
向
、
接
し
方

や
交
わ
り
方
な
ど
に
注
意
し
て
、
筆
順
に
従
っ
て
文
字
を
正
し
く

書
く
こ
と
」（
新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
点
画
の
書
き
方
や
文
字

の
形
」「
点
画
相
互
の
接
し
方
や
交
わ
り
方
、
長
短
や
方
向
な
ど

に
注
意
し
て
、
文
字
を
正
し
く
書
く
こ
と
」）
を
振
り
返
っ
た
り
、

仲
間
と
の
グ
ル
ー
プ
学
習
等
を
通
じ
た
り
し
て
、
対
話
的
に
学
ぶ

こ
と
が
大
切
と
な
る
。

　
対
話
的
に
学
ぶ
と
い
う
と
、
子
ど
も
た
ち
が
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
、

ク
ラ
ス
で
話
し
合
う
中
で
共
通
点
や
相
違
点
、
新
た
な
発
見
を
通

じ
て
学
び
合
う
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

今
ま
で
自
分
が
学
ん
で
き
た
学
習
履
歴
に
沿
っ
た
既
知
や
実
態
、

先
生
や
教
科
書
等
か
ら
示
さ
れ
る
新
た
な
知
識
な
ど
と
も
「
対

話
」
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
も
大
切
だ
。

　
全
て
の
授
業
に
お
い
て
、
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

指
導
事
項
の
何
を
子
ど
も
た
ち
は
既
に
学
び
、
知
っ
て
い
る
の
か

を
明
確
に
す
る
こ
と
だ
。
学
習
の
連
続
性
に
目
を
や
ら
な
け
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
の
中
に
知
識
や
技
能
の
蓄
積
が
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
漢
字
学
習
は
、
読
み
が
先
行
す
る
。
そ
し
て
書
き
が
続
き
、
文

字
の
整
い
は
さ
ら
に
そ
の
後
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
二
年
生
の
配

当
漢
字
を
四
年
生
の
書
写
の
教
材
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
学
習
履
歴
の
特
色
を
踏
ま
え
た
学
習
過
程
が
必
要
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
書
写
の
指
導
事
項
「
文
字
の
組
み
立
て
方
」
は
全
く

新
し
い
学
習
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

既
に
基
本
点
画
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
は
文
字
が
整
え
ら
れ
る

こ
と
を
学
ん
で
い
る
し
、
横
画
や
縦
画
が
複
数
並
ぶ
漢
字
の
長
さ

を
正
し
く
書
く
学
習
か
ら
は
、
画
の
長
短
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る

重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
横
画
を
単
純
に
組
み
合
わ

せ
る
の
で
は
な
く
、
長
短
や
方
向
が
整
え
ら
れ
な
け
れ
ば
「
三
」

と
い
う
文
字
と
は
認
識
さ
れ
な
い
（
現
行
学
習
指
導
要
領
解
説
国

語
編
P.
4
9
）
と
い
っ
た
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
文
字
の
形
の
整
え
方
も
学
ん
で
い
る
。
概
形
を
捉
え
、

同
時
に
中
心
を
捉
え
る
学
習
を
し
て
い
る
。
概
形
は
画
の
長
さ
や

方
向
に
左
右
さ
れ
る
。
概
形
の
学
習
を
通
し
て
漢
字
相
互
の
似
て

い
る
所
を
探
す
こ
と
で
、
部
分
に
な
っ
た
時
に
生
じ
る
字
形
や
点

画
の
変
化
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
山
の
概
形
は
△
で
あ
る
が
、
岩

に
な
っ
た
と
き
に
は
縦
画
の
真
ん
中
が
一
番
長
い
と
い
う
特
性
は

変
わ
ら
な
い
が
三
角
形
の
形
が
扁
平
な
も
の
に
変
わ
る
と
い
う
よ

う
に
、
概
形
の
学
習
が
「
組
み
立
て
方
」
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
既
習
事
項
を
振
り
返
っ
て
対
話
的
に
学
ぶ
一
方
、
既
に
使
用
し

て
い
る
実
態
か
ら
も
主
体
的
な
対
話
が
必
要
と
な
る
。
日
常
生
活

の
中
で
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
か
、
字
体
と
字
形
の
関
係
に

配
慮
し
な
が
ら
も
学
習
や
生
活
の
様
々
な
場
面
を
振
り
返
る
必
要

が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
各
教
科
等
の
学
習
ノ
ー
ト
や
作
文
等
で

各
自
が
書
い
て
い
る
漢
字
を
見
つ
け
て
取
り
出
し
て
「
手
本
」
や

仲
間
の
文
字
と
比
べ
て
み
る
こ
と
だ
。
見
つ
け
出
す
こ
と
が
困
難

な
場
合
や
さ
ら
に
現
状
の
自
分
の
文
字
の
実
態
を
認
知
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
場
で
書
い
て
比
べ
て
み
る
。
こ
れ
は
、
大
村
は
ま
先

生
が
昭
和
二
十
四
年
に
戦
争
中
に
行
き
届
い
た
教
育
を
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
中
学
生
に
平
仮
名
の
形
を
指
導
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た

方
法
で
も
あ
る
（『
大
村
は
ま 

国
語
教
室
「
５ 

書
く
こ
と
の
計
画

と
指
導
の
方
法
」』
平
が
な
の
形
を
整
え
る
P.
2
7
2
）。

　
既
習
事
項
や
自
分
の
実
態
等
を
振
り
返
っ
て
課
題
を
見
出
す
こ

と
は
、
導
入
学
習
の
役
割
で
あ
る
（
導
入
学
習
の
役
割
と
方
法
に

つ
い
て
は
、
拙
著
『「
言
葉
の
力
」
を
高
め
る
新
し
い
国
語
教
室

入
門
』「
５ 

導
入
学
習
を
確
立
す
る
」
を
参
照
頂
け
れ
ば
幸
い
だ
）。

自
分
の
実
態
を
振
り
返
る
こ
と
は
共
通
の
学
習
課
題
の
設
定
に
役

立
つ
が
、
同
時
に
個
別
の
課
題
を
見
出
す
こ
と
に
も
大
い
に
有
効

で
意
欲
を
喚
起
し
、
学
び
に
向
か
う
力
を
醸
成
す
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
具
体
的
な
学
習
過
程
の
展
開
の
形
で
提
示
す
る

こ
と
に
す
る
（
　
　
＝
先
生
、　
　
　
　
　
＝
児
童
▼
＝
学
習
活

動
で
そ
れ
ぞ
れ
示
す
）。

学習の進め方 子ども主体の学習過程

学習の準備をしよう。

モデルと,
どんなところが
ちがうかな。

組み立てると,
どう変化するのかな。

試し書きと
比べてみよう。

みんなの
よいところを
共有しよう。

中心となる画や長く書く画を
見つけるんだよ。

払いの方向や
折れの筆使いを

  書くんだったね。

まとめ書き

モデル 試し書き

振り返ろう
①

考えよう

確かめよう

いかそう
①

振り返ろう
②

いかそう
②

　
　
　
振
り
返
り
を
し
ま
す
。
山
と
い
う
漢
字
は
ど
ん
な
こ
と

　
　
　
に
気
を
付
け
て
書
け
ば
良
か
っ
た
で
す
か
。

▼
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（
Ｇ
Ｗ
）
で
確
認
し
発
表
。

　
　
　並
ん
で
い
る
縦
画
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　中
心
に
な
る
画
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　長
く
書
く
画
が
ど
れ
で
あ
っ
た
か
を
見
つ
け
る
こ

　
　
　と
で
す
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
付
け
て
書
い
て
み
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
そ
の
後
で
、
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
Ｗ
Ｓ
）
に
書
く
。
そ
の
後
、
ペ
ア
で
手
本

　
と
比
べ
て
良
い
点
と
直
す
点
を
朱
書
き
で
相
互
評
価
す
る
。

　
　
　
点
画
に
気
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で

　
　
　
は
、
今
度
は
石
と
い
う
漢
字
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
を
発
表

　
　
　
し
て
下
さ
い
。

　
　
　は
ら
い
の
方
向
に
気
を
付
け
ま
す
。

　
　
　お
れ
を
う
ま
く
書
き
ま
す
。

▼
山
の
場
合
と
同
様
に
Ｇ
Ｗ
と
ペ
ア
学
習
を
行
う
。

　
　
　
今
、
書
き
方
を
振
り
返
っ
た
二
つ
の
漢
字
を
組
み
合
わ

　
　
　
せ
る
と
、
ど
ん
な
漢
字
が
で
き
ま
す
か
。

　
　
　石
山
で
す
。

　

　
　
　山
石
で
す
。

　
　
　一
字
の
漢
字
で
す
よ
。

　
　
　岩
で
す
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
二
つ
の
漢
字
を
岩
の
上
下
の
部
分
と
し

　
　
　
て
組
み
合
わ
せ
る
に
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
書
け
ば
よ
い

　
　
　
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

　
　
　先
生
、
三
年
生
の
時
に
「
漢
字
の
組
み
立
て
方
を
学
ぼ

　
　
　う
」
と
い
う
勉
強
を
し
ま
し
た
。

　
　
　
そ
う
で
す
ね
。
三
年
生
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
み
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
覚
え
て
い
な
い
人
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

　
　
　
教
科
書
を
調
べ
ま
し
ょ
う
（※

三
年
生
の
教
科
書
を
家

　
　
　
庭
や
学
校
で
保
管
し
て
お
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
現
三

　
　
　
今
度
は
、
四
年
生
の
教
科
書
の
手
本
と
自
分
が
書
い
た

　
　
　
文
字
と
を
比
べ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
ま
し
ょ
う
。

▼
教
科
書
の
手
本
と
「
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
」
を
参
考
に
知
識
を

　
整
理
す
る
（
先
生
は
拡
大
し
た
も
の
を
掲
示
す
る
）。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
今
掴
ん
だ
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
毛
筆
で
ま

　
　
　
と
め
書
き
を
し
ま
し
ょ
う
。
書
き
終
わ
っ
た
ら
、Ｇ
Ｗ

　
　
　
で
み
ん
な
の
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
共
有
し
ま
し
ょ

　
　
　
う
。
そ
の
上
で
学
習
全
体
を
振
り
返
っ
て
、
学
ん
だ
こ

　
　
　
と
と
自
分
の
課
題
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
さ
ら
に
、
今
の
学
習
を
い
か
し
て
、
岩
の
よ
う
に
上
下

　
　
　
の
組
み
立
て
方
を
し
て
い
る
他
の
漢
字
を
教
科
書
の
漢

　
　
　
字
一
覧
表
か
ら
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
特
徴
を
「
な

　
　
　
る
ほ
ど
書
写
教
室
」
に
あ
る
よ
う
に
、
高
さ
の
違
い
や

　
　
　
大
き
さ
の
違
い
な
ど
を
観
点
に
し
て
分
類
・
整
理
し
ま

　
　
　
し
ょ
う
。
得
た
知
識
を
い
か
し
て
こ
れ
か
ら
の
日
常
生

　
　
　
活
に
お
い
て
、
上
下
の
組
み
立
て
方
を
し
て
い
る
漢
字

　
　
　
を
う
ま
く
書
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
。

甲南女子大学教授。教育委員会指導主事, 四條
畷市・交野市の小学校, 交野市教育センター, 中
央教育審議会教科書専門部会（国語）委員, 学
習指導要領解説国語編作成協力者などを歴任。
日本文教出版「小学書写」教科書編集委員。

尾﨑靖二
お ざ き や す  じ

0

学習のめあてと, 今まで学んだことを
振り返って確かめよう。

1

他の文字や筆記具にいかして
書いてみよう。

5

学習のめあてや
自分の課題ができたかどうか,
振り返ってみよう。

6

書いたり比べたりして考えよう。2

ポイントを確かめて
練習しよう。

3

学習したことを,
他の学習や生活にいかそう。

7

まとめ書きをしよう。4

【
め
あ
て
】
漢
字
の
上
下
の
部
分
の
組
み
立
て
方
を

　
　
　
　考
え
て
書
こ
う
！
（
板
書
）

私の考える

国

語

を

考

え

る

こ
れ
か
ら
の

連載
第三回
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頭

腹

腰

腰

腹

軸

穂

のど（穂先）

手
首
を
曲
げ
な
い
。

筆
を
前
に
倒
さ
な
い
。

注
意

注
意

（鋒）

元
千
早
赤
阪
村
立
千
早
小
学
校
校
長
。「
墨
童
書
道
会
」
主
宰
。
大
阪
府
教
育
委

員
会
指
導
主
事
、
大
阪
府
内
の
公
立
幼
・
小
・
中
の
校
園
長
、
大
阪
府
市
小
・
中

学
校
書
写
教
育
研
究
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科

書
編
集
委
員
。

宮
本
榮
信
（
墨
童
）

み
や 

も
と
し
げ
の
ぶ
　
　 ぼ
く
ど
う

ど
う
す
れ
ば

筆
を
長
持
ち

さ
せ
ら
れ
ま
す
か
？

柔
毫
筆

羊
毛
が
多
い
。
他
に
、
兎
・
猫
な
ど
の

柔
毛
を
用
い
る
。

兼
毫
筆

柔
毛
と
剛
毛
を
混
合
し
て
用
い
る
。

剛
毫
筆

鹿
・
狸
・
馬
な
ど
の
剛
毛
を
用
い
る
。

長
鋒

直
径
の
５
〜
６
倍

中
鋒

直
径
の
３
〜
４
倍

短
鋒

直
径
の
２
〜
３
倍

３
号

２
号

１
号 ４

号

５
号

６
号

７
号

８
号

９
号

雀
頭
筆
（
正
倉
院
宝
物
）

長
沙
筆
（
複
製
）

　
わ
た
し
の
「
書
の
教
室
」
で
は
、『
文
房
四
宝
』

と
い
わ
れ
る
筆
・
墨
・
硯
・
紙
を
自
分
の
手
で
作

る
体
験
研
修
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
筆
は

豊
橋
筆
（
愛
知
県
）
や
熊
野
筆
（
広
島
県
）、
墨

は
奈
良
墨
（
奈
良
県
）
や
鈴
鹿
墨
（
三
重
県
）、

硯
は
甲
州
雨
畑
硯（
山
梨
県
）、紙
は
山
中
和
紙（
岐

阜
県
）
や
阿
波
和
紙
（
徳
島
県
）
な
ど
を
訪

ね
て
、
自
ら
の
手
で
道
具
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

「
紙
一
枚
で
も
大
事
に
使
わ
な
い
と
」
と
い
う
の

が
参
加
者
の
感
想
で
す
。

　
用
材
・
用
具
の
製
造
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
作

る
楽
し
さ
と
同
時
に
、
文
字
を
書
く
親
し
み
と
愛

着
に
つ
な
が
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
機
会

が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
た
い
も
の
で

す
。筆

の
部
分
の
名
前
を
知
っ
て
お
く
と
便
利

で
す
。

筆
を
持
つ
と
き
は
、
軸
の
腹
の
部
分
を
、
用

紙
に
垂
直
に
な
る
よ
う
に
持
ち
ま
す
。

小
筆
の
場
合
も
同
じ
で
す
が
、
軸
の
腰
の
部

分
を
持
ち
ま
す
。

　
筆
の
歴
史
は
古
く
、
文
献
に
よ
る
と
、
中
国
の
殷
の
時
代
（
紀
元
前
一
五
〇
〇

〜
一
二
〇
〇
年
）
に
そ
の
存
在
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
殷
時
代
の
甲
骨
文
字
は

刀
に
よ
り
刻
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
下
書
き
は
筆
で
書
か
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
現
存
す
る
最
古
の
筆
は
長
沙
筆
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
軸
は
木
、
鋒

は
兎
毫
で
、
長
さ
は
二
〇
㎝
程
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

＊
筆
毫
の
材
質
や
柔
剛
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
ま
す
。

　主
と
し
て
獣
毛
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

＊
筆
の
鋒
の
太
さ
（
直
径
）
と
毛
の
長
さ
の
比
に
よ
っ
て
も
分
類
さ
れ
ま
す
。

＊
筆
の
太
さ
は
、
軸
の
直
径
に
よ
っ
て
区
別
し
、
号
数
で
表
し
ま
す
。

　
筆
の
使
い
始
め
は
短
鋒
が
よ
く
、
次
第
に
中
鋒
に
変
え
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。

　
半
紙
に
書
く
と
き
は
、
中
筆
の
４
〜
５
号
の
太
さ
が
扱
い
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　
他
に
、
鳥
の
羽
毛
で
作
る
羽
毛
筆
、
竹
で
作
る
竹
筆
、
草
で
作
る
草
筆
、
胎
児

の
産
毛
で
作
る
胎
毛
筆
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
特
殊
な
書
を
書
く
場
合
に

用
い
ら
れ
ま
す
。

書
く
道
具
に
親
し
み
と
愛
着
を

1

Q.

筆
の
扱
い
は
丁
寧
に

2

書
写
の
コ
コ
が
知
り
た
い
！

筆
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た

筆
は
い
つ
ご
ろ
作
ら
れ
た
の
か

筆
の
分
類
は
さ
ま
ざ
ま

筆
を
お
ろ
す
と
き
は
、

穂
の
半
分
ほ
ど
を
手
で

丁
寧
に
揉
み
ほ
ぐ
し
、

水
か
ぬ
る
ま
湯
に
つ
け

て
糊
を
取
り
ま
す
。
小

筆
も
同
様
で
す
。

墨
を
含
ま
せ
る
と
き
は
、
お
ろ
し
た
と
こ
ろ

ま
で
を
硯
の
海
で
た
っ
ぷ
り
含
ま
せ
、
陸
で

穂
先
を
整
え
ま
す
。
書
い
て
い
る
途
中
で
墨

を
つ
ぐ
と
き
は
、
墨
を
含
ま
せ
た
穂
を
陸
の

上
で
軽
く
左
右
に
す
べ
ら
せ
て
ま
っ
す
ぐ
に

整
え
ま
す
。

穂
が
全
て
お
り
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
穂
全

体
に
墨
を
含
ま
せ
て
、
余
分
な
墨
を
陸
の
上

で
し
ぼ
る
と
書
け
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
も

扱
い
に
く
い
と
き
は

キ
ャ
ッ
プ
を
切
っ
て
は

め
込
ん
だ
り
、
腰
の
部

分
を
糸
で
巻
い
た
り
す

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

筆
で
書
く
と
き
に
大
切
な
こ
と
は
、
穂
の
弾

力
を
活
か
す
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
筆
圧
の

使
い
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
す
。

　
日
本
に
は
、
中
国
か
ら
仏
典
と
と
も
に
筆
が
輸
入
さ
れ
、
正
倉
院
御
物
と
し
て

見
ら
れ
る
の
が
日
本
最
古
の
筆
で
す
。
ま
た
、
空
海
が
唐
か
ら
帰
国
（
八
二
六
年
）

し
て
、
筆
の
製
造
法
を
伝
え
ま
し
た
。

当
時
の
筆
は
、
腰
の
部
分
が
太
く
、
鋒

先
は
細
い
雀
頭
筆
と
い
わ
れ
る
も
の
で

し
た
。

太筆

中筆

細筆

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

2.1cm

1.7cm

1.3cm

1.1cm

1.0cm

0.9cm

0.8cm

0.7cm

0.6cm

軸の直径

❶

❷
筆
を
使
っ
た
後
は
、
墨
の
つ
い
た
部
分
を
水

で
き
れ
い
に
洗
い
ま
す
。
小
さ
い
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
や
瓶
を
使
う
と
便
利
で
す
。
そ
の
後
は

反
故
紙
な
ど
で
水
分
を
ふ
き
取
り
ま
す
。
小

筆
は
、
穂
先
だ
け
を
水
で
洗
っ
て
紙
で
ふ
き

取
り
ま
す
。

❼
筆
を
長
持
ち
さ
せ
る
に
は
、
使
っ
た
後
、
丁

寧
に
墨
を
取
り
除
く
こ
と
で
す
。
特
に
、
墨

の
つ
い
て
い
る
部
分
と
、
つ
い
て
い
な
い
境

の
部
分
を
し
っ
か
り
ふ
き
取
り
ま
す
。
そ
し

て
筆
巻
に
納
め
て
お
き
ま
す
。
筒
の
中
に
立

て
て
お
く
と
、
水
分
が
軸
に
侵
入
し
て
、
腰

の
部
分
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

❽

❸❹❺❻

筆圧
強

筆圧
中

筆圧
弱

〈
参
考
文
献
「
書
の
基
本
資
料
」
中
教
出
版
〉

ぶ
ん
ぼ
う
し
ほ
う

い
ん

く
う
か
い

ひ
つ
ご
う

じ
ゅ
う
ご
う
ひ
つ

う
も
う
ひ
つ

た
い
も
う
ひ
つ

う
ぶ 

げ

ち
く
ひ
つ

く
さ
ふ
で

ご
う
ご
う
ひ
つ

け
ん
ご
う
ひ
つ

た
ん
ほ
う

ち
ゅ
う
ほ
う

ち
ょ
う
ほ
う

じ
ゃ
く
と
う
ひ
つ

し
ょ
う
そ
う
い
ん
お
ん
ぶ
つ

こ
う
こ
つ 

も
　
じ

ち
ょ
う
　
さ
ひ
つ

と
ご
う

ほ
う

と
よ
は
し
ふ
で

く
ま 

の 

ふ
で

な
　
ら
　
ず
み

あ
　
わ
　
わ
　
し

こ
う
し
ゅ
う

あ
め
は
た
す
ず
り

さ
ん
ち
ゅ
う
　
わ
　
し

す
ず 

か 

ず
み

0809



頭

腹

腰

腰

腹

軸

穂

のど（穂先）

手
首
を
曲
げ
な
い
。

筆
を
前
に
倒
さ
な
い
。

注
意

注
意

（鋒）

元
千
早
赤
阪
村
立
千
早
小
学
校
校
長
。「
墨
童
書
道
会
」
主
宰
。
大
阪
府
教
育
委

員
会
指
導
主
事
、
大
阪
府
内
の
公
立
幼
・
小
・
中
の
校
園
長
、
大
阪
府
市
小
・
中

学
校
書
写
教
育
研
究
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。
日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科

書
編
集
委
員
。

宮
本
榮
信
（
墨
童
）

み
や 

も
と
し
げ
の
ぶ
　
　 ぼ
く
ど
う

ど
う
す
れ
ば

筆
を
長
持
ち

さ
せ
ら
れ
ま
す
か
？

柔
毫
筆

羊
毛
が
多
い
。
他
に
、
兎
・
猫
な
ど
の

柔
毛
を
用
い
る
。

兼
毫
筆

柔
毛
と
剛
毛
を
混
合
し
て
用
い
る
。

剛
毫
筆

鹿
・
狸
・
馬
な
ど
の
剛
毛
を
用
い
る
。

長
鋒

直
径
の
５
〜
６
倍

中
鋒

直
径
の
３
〜
４
倍

短
鋒

直
径
の
２
〜
３
倍

３
号

２
号

１
号 ４

号

５
号

６
号

７
号

８
号

９
号

雀
頭
筆
（
正
倉
院
宝
物
）

長
沙
筆
（
複
製
）

　
わ
た
し
の
「
書
の
教
室
」
で
は
、『
文
房
四
宝
』

と
い
わ
れ
る
筆
・
墨
・
硯
・
紙
を
自
分
の
手
で
作

る
体
験
研
修
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
筆
は

豊
橋
筆
（
愛
知
県
）
や
熊
野
筆
（
広
島
県
）、
墨

は
奈
良
墨
（
奈
良
県
）
や
鈴
鹿
墨
（
三
重
県
）、

硯
は
甲
州
雨
畑
硯（
山
梨
県
）、紙
は
山
中
和
紙（
岐

阜
県
）
や
阿
波
和
紙
（
徳
島
県
）
な
ど
を
訪

ね
て
、
自
ら
の
手
で
道
具
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

「
紙
一
枚
で
も
大
事
に
使
わ
な
い
と
」
と
い
う
の

が
参
加
者
の
感
想
で
す
。

　
用
材
・
用
具
の
製
造
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
作

る
楽
し
さ
と
同
時
に
、
文
字
を
書
く
親
し
み
と
愛

着
に
つ
な
が
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
も
、
機
会

が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
た
い
も
の
で

す
。筆

の
部
分
の
名
前
を
知
っ
て
お
く
と
便
利

で
す
。

筆
を
持
つ
と
き
は
、
軸
の
腹
の
部
分
を
、
用

紙
に
垂
直
に
な
る
よ
う
に
持
ち
ま
す
。

小
筆
の
場
合
も
同
じ
で
す
が
、
軸
の
腰
の
部

分
を
持
ち
ま
す
。

　
筆
の
歴
史
は
古
く
、
文
献
に
よ
る
と
、
中
国
の
殷
の
時
代
（
紀
元
前
一
五
〇
〇

〜
一
二
〇
〇
年
）
に
そ
の
存
在
が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
殷
時
代
の
甲
骨
文
字
は

刀
に
よ
り
刻
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
下
書
き
は
筆
で
書
か
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
現
存
す
る
最
古
の
筆
は
長
沙
筆
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
軸
は
木
、
鋒

は
兎
毫
で
、
長
さ
は
二
〇
㎝
程
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

＊
筆
毫
の
材
質
や
柔
剛
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
ま
す
。

　主
と
し
て
獣
毛
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

＊
筆
の
鋒
の
太
さ
（
直
径
）
と
毛
の
長
さ
の
比
に
よ
っ
て
も
分
類
さ
れ
ま
す
。

＊
筆
の
太
さ
は
、
軸
の
直
径
に
よ
っ
て
区
別
し
、
号
数
で
表
し
ま
す
。

　
筆
の
使
い
始
め
は
短
鋒
が
よ
く
、
次
第
に
中
鋒
に
変
え
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。

　
半
紙
に
書
く
と
き
は
、
中
筆
の
４
〜
５
号
の
太
さ
が
扱
い
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　
他
に
、
鳥
の
羽
毛
で
作
る
羽
毛
筆
、
竹
で
作
る
竹
筆
、
草
で
作
る
草
筆
、
胎
児

の
産
毛
で
作
る
胎
毛
筆
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
特
殊
な
書
を
書
く
場
合
に

用
い
ら
れ
ま
す
。

書
く
道
具
に
親
し
み
と
愛
着
を

1

Q.

筆
の
扱
い
は
丁
寧
に

2

書
写
の
コ
コ
が
知
り
た
い
！

筆
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た

筆
は
い
つ
ご
ろ
作
ら
れ
た
の
か

筆
の
分
類
は
さ
ま
ざ
ま

筆
を
お
ろ
す
と
き
は
、

穂
の
半
分
ほ
ど
を
手
で

丁
寧
に
揉
み
ほ
ぐ
し
、

水
か
ぬ
る
ま
湯
に
つ
け

て
糊
を
取
り
ま
す
。
小

筆
も
同
様
で
す
。

墨
を
含
ま
せ
る
と
き
は
、
お
ろ
し
た
と
こ
ろ
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。
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。
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仏
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0.7cm

0.6cm
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❷
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取
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中
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〈
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献
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基
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料
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〉
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ち
ょ
う
　
さ
ひ
つ

と
ご
う

ほ
う

と
よ
は
し
ふ
で

く
ま 

の 

ふ
で

な
　
ら
　
ず
み

あ
　
わ
　
わ
　
し

こ
う
し
ゅ
う

あ
め
は
た
す
ず
り

さ
ん
ち
ゅ
う
　
わ
　
し

す
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「手本を見て真似るだけ」では，退屈な作業になってしまいます。

子どもたちにワクワクさせる感覚を起こすには，どうしたらいいのでしょうか。

現場の先生方の豊かな経験をもとに，ユニークで楽しい

指導の工夫をご紹介します。

指導のミカタ

「
今
日
か
ら
変
わ
る
書
写
指
導
」 

セ
ミ
ナ
ー
レ
ポ
ー
ト

春
の
訪
れ
を
感
じ
る
陽
気
と
な
っ
た
３
月
18
日
、
あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
に
た
く
さ
ん
の
先
生
が
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

宮
本
榮
信
先
生
か
ら

123

講話

1

2

Messages!

書
写
力
向
上
宣
言

　書
写
の
学
習
は
、
教
科
書
の
文

字
に
似
せ
て
書
く
こ
と
で
し
ょ
う

か
？
「
文
字
を
書
く
」
学
習
か
ら

「
言
葉
を
書
く
」
学
習
へ
と
視
点

を
広
げ
、
確
か
な
書
字
力
を
身
に

つ
け
る
学
び
に
つ
い
て
探
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

山
内
有
香
子
先
生
か
ら

　子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き
と
意

欲
的
に
取
り
組
む
授
業
は
誰
に
で

も
で
き
ま
す
。
教
師
の
書
写
能
力

と
授
業
力
は
、
イ
コ
ー
ル
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
し
た
知
識

と
手
立
て
を
も
と
に
、
書
写
の
授

業
の
組
み
立
て
方
や
評
価
の
仕
方

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】
神
戸
市

立
高
津
橋
小
学
校
教
諭
。
神

戸
市
立
小
学
校
教
育
研
究
会

書
写
部
幹
事
、
兵
庫
県
書
写

コ
ン
ク
ー
ル
事
務
局
な
ど
を

歴
任
。
平
成
26
年
、
神
戸
市

教
育
実
践
功
労
賞
を
受
賞
。

平
成
28
年
、
神
戸
市
小
学
校

授
業
マ
イ
ス
タ
ー
就
任
。

実技指
導

い
よ
い
よ
セ
ミ
ナ
ー
開
始
！

　ま

ず
最
初
に
山
内
有
香
子
先
生
が
、

教
科
書
の
題
材
を
使
っ
た
授
業
の
手
立
て

に
つ
い
て
、
丁
寧
に
紹
介
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。次

に
宮
本
榮
信
先
生
が
「
確
か
な

書
字
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
『
書
写
の
原
理
・
原
則
』

指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す

く
説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

質
疑
応
答
コ
ー
ナ
ー
で
は
〝
書
写

の
指
導
が
苦
手
〞
と
感
じ
て
い
る

先
生
か
ら
「
何
と

か
し
た
い
が
う
ま

く
い
か
な
い
！
」

と
い
っ
た
声
が
多

数
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。

た
く
さ
ん
の
ご
来
場
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
！

今
後
も
セ
ミ
ナ
ー
開
催
を
企
画
・
実
施
し

ま
す
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
の
詳
細
は
、

追
っ
て
ご
案
内
し
ま
す
。
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イ

ニー

①

ニー ッ！

イ
②

　「は
ら
い
」「
は
ね
」「
て
ん
」
な
ど
に
つ
い
て

も
、
始
筆
・
送
筆
・
終
筆
を
意
識
し
て
空
書
き

し
、
実
際
と
同
じ
リ
ズ
ム
で
運
筆
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

　筆
順
や
運
筆
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
活
用
し
て
学
習
を
す
る
の

が
正
確
で
効
果
的
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
点
一

画
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
態
度
を
養
う
た
め
に

も
、
指
導
者
自
身
が
、
体
全
体
を
使
っ
て
、
大

き
な
声
と
動
作
で
空
書
き
す
る
の
が
最
も
わ
か

り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。

　持
ち
方
を
工
夫
し
て

　筆
を
正
し
く
持
た
ず
、
あ
え
て
「
わ
し
づ
か

み
」
に
し
て
書
く
こ
と
を
学
習
に
取
り
入
れ
て

み
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
驚
き
と
戸

惑
い
の
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
練

習
の
た
め
の
特
別
な
持
ち
方
で
あ
る
こ
と
を
き

ち
ん
と
伝
え
て
か
ら
学
習
に
取
り
組
み
ま
す
。

　こ
れ
は
、
明
治
時
代
に
盛
ん
だ
っ
た
執
筆
法

で
あ
る
「
廻
腕
法
」
の
良
さ
が
、
子
ど
も
た
ち

に
も
簡
単
に
体
験
で
き
る
提
案
で
す
。「
廻
腕

法
」
に
つ
い
て
は
動
画
サ
イ
ト
な
ど
で
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
筆
を
し
っ
か
り
と
立
て
る

　筆
を
立
て
て
持
つ
こ
と
で
、
自
然
と
筆
が
立

　ち
、
運
筆
が
自
由
に
な
り
ま
す
。

■
筆
の
軸
を
回
さ
な
い

　「折
れ
」「
曲
が
り
」
で
は
、
筆
が
ね
じ
れ
、

半
紙
か
ら
大
き
な
抵
抗
を
受
け
ま
す
。
つ
い
、

こ
の
力
に
負
け
て
筆
を
回
し
て
し
ま
う
こ
と
が

楽しく学ぶための工夫
兵庫県神戸市立高津橋小学校
川岡嘉則先生

指 導 の

ミカタ

1
字
形
に
つ
い
て

3
筆
使
い
に
つ
い
て

4
調
和
を
考
え
て

書
く
こ
と
に
つ
い
て

2
筆
順
・
運
筆
の

リ
ズ
ム
に
つ
い
て

1

　「デ
ュ
エ
ッ
ト
」
音
楽
の
合
唱
に
学
ぶ

　（相
手
に
合
わ
せ
て
ハ
モ
る
よ
う
に
書
く
）

●
ペ
ア
で
一
つ
の
文
字
を
書
く
（
四
年
「
林
」）

■
一
画
ず
つ
交
代
し
て
書
く

　文
字
通
り
一
画
ず
つ
交
代
で
書
き
ま
す
。
前

の
人
が
書
い
た
上
に
自
分
が
書
き
足
し
ま
す
。

■
偏
と
旁
を
交
代
し
て
書
く

　互
い
に
「
き
へ
ん
」
を
書
い
た
後
、
交
換
し

ま
す
。
そ
し
て
右
半
分
を
書
き
加
え
て
文
字
を

完
成
さ
せ
る
の
で
す
。

　こ
れ
ら
は
、
今
あ
る
点
画
に
書
き
足
し
て
い

く
学
習
活
動
で
す
。
実
際
に
書
く
前
に
、
次
の

点
画
は
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
の
か
考
え
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
友
達
の

書
い
た
点
画
に
付
け
足
す
と
い
う
緊
張
が
あ
り

ま
す
。
張
り
詰
め
た
緊
張
の
中
で
し
っ
か
り
と

考
え
る
こ
と
で
、
点
画
の
長
短
や
組
み
立
て
な

ど
の
理
解
が
深
ま
り
、
身
に
つ
い
て
い
く
の
で

す
。
名
前
も
二
人
の
名
前
を
合
わ
せ
た
名
前
を

書
い
て
楽
し
い
作
品
に
仕
上
げ
ま
す
。

●
ペ
ア
で
一
つ
の
字
句
を
書
く

　（五
年
「
実
り
の
秋
」）

　一
文
字
ず
つ
交
代
し
て
書
く
こ
と
で
、
漢
字

と
仮
名
の
大
き
さ
の
違
い
や
文
字
の
配
置
に
つ

い
て
考
え
、
意
識
し
て
書
く
学
習
で
す
。
全
く

個
性
の
違
う
子
ど
も
が
ペ
ア
に
な
っ
た
時
、
戸

惑
い
な
が
ら
も
相
手
に
合
わ
せ
た
文
字
を
書
こ

う
と
努
力
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
一
人
一
人
の

書
写
能
力
の
幅
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　書
写
学
習
は
、「
た
だ
文
字
を
書
く
」
の
で
は

な
く
「
正
し
く
文
字
を
書
く
」「
丁
寧
に
文
字
を

書
く
」
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、「
次

の
一
画
」、「
次
の
一
文
字
」
を
意
識
し
、
考
え

て
書
く
こ
と
か
ら
「
全
体
を
見
据
え
て
書
く
」

こ
と
に
発
展
さ
せ
、
紙
面
の
大
き
さ
や
目
的
に

応
じ
て
、
調
和
よ
く
文
字
を
書
く
力
を
追
求
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　情
報
が
あ
ふ
れ
る
昨
今
で
す
が
、
安
易
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
児
童
の
実
態
を
把
握
し
、

目
の
前
の
児
童
に
合
っ
た
指
導
法
を
工
夫
し
て

実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
捻
れ
た
筆
が
元
に
戻
ろ

う
と
す
る
力
を
う
ま
く
活
か
す
こ
と
で
毛
筆
独

特
の「
は
ね
」や「
は
ら
い
」が
で
き
る
の
で
す
。

■
腕
全
体
を
動
か
し
て
書
く

　腕
全
体
を
動
か
し
て
書
く
こ
と
は
、
点
画
を

し
っ
か
り
と
意
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
正

し
い
文
字
を
丁
寧
に
書
く
書
写
学
習
の
ね
ら
い

と
も
合
致
し
て
い
ま
す
。

　こ
の
三
点
を
ね
ら
っ
て
、
書
写
学
習
に
「
筆

の
わ
し
づ
か
み
」
を
取
り
入
れ
て
み
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
意
外
な
筆
の
持
ち
方
に

歓
声
が
あ
が
る
と
と
も
に
、
慎
重
に
取
り
組
む

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

＊
は
じ
め
は
、「
え
っ
」
と
思
っ
た
が
、
意
外
と

　う
ま
く
書
け
た
。

＊
筆
を
「
ぐ
い
っ
」
と
大
き
く
動
か
し
た
ら
、

　
　自
然
と「
折
れ
」や「
曲
が
り
」が
書
け
た
。

＊
細
か
い
と
こ
ろ
は
う
ま
く
書
け
な
い
。

と
い
っ
た
感
想
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
得
ら
れ
ま

し
た
。
筆
が
半
紙
か
ら
受
け
る
抵
抗
に
負
け
ず

に
、
し
っ
か
り
と
運
筆
す
る
と
い
う
点
で
は
、

成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

や
方
向
、
接
し
方
や
組
み
立
て
方
ま
で
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
き
ま
す
。
と
め
、
は

ね
、
は
ら
い
は
勿
論
の
こ
と
、
筆
圧
や
筆
脈
、

書
く
速
さ
や
リ
ズ
ム
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
、
双
鉤
塡
墨
の
行
為
そ
の
も
の
が
書
の
学
習

方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

■
福
笑
い

　本
来
は
、
正
月
の
遊
び
の
一
つ
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
半
紙
の
上
に
切
り
取
っ
た
点
画
を
並

べ
、
文
字
を
完
成
さ
せ
、
文
字
の
分
析
、
め
あ

て
の
明
確
化
な
ど
に
活

用
し
ま
す
。
点
画
の
位

置
や
文
字
の
中
心
な

ど
、
子
ど
も
た
ち
は
、

楽
し
み
な
が
ら
自
ら
学

び
、
感
じ
取
っ
て
い
き

ま
す
。

　体
全
体
を
使
っ
て
点
画
の
リ
ズ
ム
を
学
ぶ

●
声
に
出
し
て
空
書
き
す
る 

（
三
年
「
日
」）

　「日
」
の
第
二
画
目
は
①
の
よ
う
に
一
息
に
書

く
の
で
は
な
く
、 
②
の
よ
う
に
実
際
の
運
筆
の

リ
ズ
ム
で
手
を
動
か
す
よ
う
に
し
た
い
も
の
で

す
。空
書
き
で
筆
順
を
確
か
め
る
と
き
に
、し
っ

　日
本
古
来
の
手
習
い
で
は
、
師
は
、
弟
子
一

人
一
人
に
応
じ
、
指
導
ポ
イ
ン
ト
を
誇
張
し
た

手
本
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

字
形
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
筆
使
い
や
書
く

リ
ズ
ム
、書
く
と
き
の
息
づ
か
い
ま
で
学
び
取
っ

て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
の
書
写
学
習

の
学
習
形
態
で
は
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
実
技
を
伴
う
書
写
学
習
に
お
い
て
、

た
だ
教
科
書
を
見
て
書
く
だ
け
で
は
、
気
づ
か

な
か
っ
た
り
、
気
づ
い
て
い
て
も
ど
う
書
け
ば

い
い
の
か
理
解
で
き
な
い
ま
ま
通
り
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
理
解
で
き
て
い
て
も

技
能
と
し
て
体
得
し
に
く
い
点
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　そ
こ
で
、
今
回
は
少
し
視
点
を
変
え
、
題
材

の
文
字
を
う
ま
く
書
く
た
め
に
必
要
な
書
写
能

力
を
高
め
る
た
め
の
取
り
組
み
を
考
え
て
み
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
、

楽
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
け
る
方
法
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「双
鉤
塡
墨
」
と
「
福
笑
い
」
に
学
ぶ

●
手
本
を
見
て
理
解
す
る
た
め
に
、

　手
本
を
作
る
（
三
年
「
心
」）

■
双
鉤
塡
墨
（
そ
う
こ
う
て
ん
ぼ
く
）

　写
真
や
印
刷
が
生
ま
れ
る
前
、
中
国
（
唐
代
）

で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
複
写
の
方
法
で
す
。
複
写

元
に
な
る
書
の
上
に
薄
い
紙
を
敷
い
て
文
字
の

輪
郭
を
正
確
に
写
し
取
り
ま
す
。
で
き
あ
が
っ

た
輪
郭
（
か
ご
字
）
に
塗
り
絵
の
よ
う
に
墨
を

入
れ
て
い
く
の
で
す
。
本
来
は
、
本
の
複
写
が

目
的
で
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
点
画
の
長
短

か
り
と
運
筆
の
リ
ズ
ム
も
学
ぶ
こ
と
が
大
切

で
す
。

　こ
の
と
き
、
指
導
者
は
子
ど
も
た
ち
の
顔
を

見
な
が
ら
、
大
き
な
声
と
動
作
で
鏡
文
字
を
書

く
の
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
こ
れ
に
は
少
し
練

習
が
必
要
で
す
。
右
手
で
普
通
に
文
字
を
書
き

な
が
ら
、
左
手
を
線
対
称
に
動
か
す
よ
う
に
す

る
と
、
案
外
簡
単
に
で
き
ま
す
。
音
楽
の
指
揮

者
が
両
手
で
指
揮
を
す
る
時
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
慣
れ
、
い
つ
で
も

鏡
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
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イ

ニー

①

ニー ッ！

イ
②

　「は
ら
い
」「
は
ね
」「
て
ん
」
な
ど
に
つ
い
て

も
、
始
筆
・
送
筆
・
終
筆
を
意
識
し
て
空
書
き

し
、
実
際
と
同
じ
リ
ズ
ム
で
運
筆
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

　筆
順
や
運
筆
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ

タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
活
用
し
て
学
習
を
す
る
の

が
正
確
で
効
果
的
で
す
が
、
普
段
か
ら
一
点
一

画
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
態
度
を
養
う
た
め
に

も
、
指
導
者
自
身
が
、
体
全
体
を
使
っ
て
、
大

き
な
声
と
動
作
で
空
書
き
す
る
の
が
最
も
わ
か

り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。

　持
ち
方
を
工
夫
し
て

　筆
を
正
し
く
持
た
ず
、
あ
え
て
「
わ
し
づ
か

み
」
に
し
て
書
く
こ
と
を
学
習
に
取
り
入
れ
て

み
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
驚
き
と
戸

惑
い
の
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
練

習
の
た
め
の
特
別
な
持
ち
方
で
あ
る
こ
と
を
き

ち
ん
と
伝
え
て
か
ら
学
習
に
取
り
組
み
ま
す
。

　こ
れ
は
、
明
治
時
代
に
盛
ん
だ
っ
た
執
筆
法

で
あ
る
「
廻
腕
法
」
の
良
さ
が
、
子
ど
も
た
ち

に
も
簡
単
に
体
験
で
き
る
提
案
で
す
。「
廻
腕

法
」
に
つ
い
て
は
動
画
サ
イ
ト
な
ど
で
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
筆
を
し
っ
か
り
と
立
て
る

　筆
を
立
て
て
持
つ
こ
と
で
、
自
然
と
筆
が
立

　ち
、
運
筆
が
自
由
に
な
り
ま
す
。

■
筆
の
軸
を
回
さ
な
い

　「折
れ
」「
曲
が
り
」
で
は
、
筆
が
ね
じ
れ
、

半
紙
か
ら
大
き
な
抵
抗
を
受
け
ま
す
。
つ
い
、

こ
の
力
に
負
け
て
筆
を
回
し
て
し
ま
う
こ
と
が

楽しく学ぶための工夫
兵庫県神戸市立高津橋小学校
川岡嘉則先生

指 導 の

ミカタ

1
字
形
に
つ
い
て

3
筆
使
い
に
つ
い
て

4
調
和
を
考
え
て

書
く
こ
と
に
つ
い
て

2
筆
順
・
運
筆
の

リ
ズ
ム
に
つ
い
て

1

　「デ
ュ
エ
ッ
ト
」
音
楽
の
合
唱
に
学
ぶ

　（相
手
に
合
わ
せ
て
ハ
モ
る
よ
う
に
書
く
）

●
ペ
ア
で
一
つ
の
文
字
を
書
く
（
四
年
「
林
」）

■
一
画
ず
つ
交
代
し
て
書
く

　文
字
通
り
一
画
ず
つ
交
代
で
書
き
ま
す
。
前

の
人
が
書
い
た
上
に
自
分
が
書
き
足
し
ま
す
。

■
偏
と
旁
を
交
代
し
て
書
く

　互
い
に
「
き
へ
ん
」
を
書
い
た
後
、
交
換
し

ま
す
。
そ
し
て
右
半
分
を
書
き
加
え
て
文
字
を

完
成
さ
せ
る
の
で
す
。

　こ
れ
ら
は
、
今
あ
る
点
画
に
書
き
足
し
て
い

く
学
習
活
動
で
す
。
実
際
に
書
く
前
に
、
次
の

点
画
は
ど
う
書
い
た
ら
よ
い
の
か
考
え
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
友
達
の

書
い
た
点
画
に
付
け
足
す
と
い
う
緊
張
が
あ
り

ま
す
。
張
り
詰
め
た
緊
張
の
中
で
し
っ
か
り
と

考
え
る
こ
と
で
、
点
画
の
長
短
や
組
み
立
て
な

ど
の
理
解
が
深
ま
り
、
身
に
つ
い
て
い
く
の
で

す
。
名
前
も
二
人
の
名
前
を
合
わ
せ
た
名
前
を

書
い
て
楽
し
い
作
品
に
仕
上
げ
ま
す
。

●
ペ
ア
で
一
つ
の
字
句
を
書
く

　（五
年
「
実
り
の
秋
」）

　一
文
字
ず
つ
交
代
し
て
書
く
こ
と
で
、
漢
字

と
仮
名
の
大
き
さ
の
違
い
や
文
字
の
配
置
に
つ

い
て
考
え
、
意
識
し
て
書
く
学
習
で
す
。
全
く

個
性
の
違
う
子
ど
も
が
ペ
ア
に
な
っ
た
時
、
戸

惑
い
な
が
ら
も
相
手
に
合
わ
せ
た
文
字
を
書
こ

う
と
努
力
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
一
人
一
人
の

書
写
能
力
の
幅
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　書
写
学
習
は
、「
た
だ
文
字
を
書
く
」
の
で
は

な
く
「
正
し
く
文
字
を
書
く
」「
丁
寧
に
文
字
を

書
く
」
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、「
次

の
一
画
」、「
次
の
一
文
字
」
を
意
識
し
、
考
え

て
書
く
こ
と
か
ら
「
全
体
を
見
据
え
て
書
く
」

こ
と
に
発
展
さ
せ
、
紙
面
の
大
き
さ
や
目
的
に

応
じ
て
、
調
和
よ
く
文
字
を
書
く
力
を
追
求
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　情
報
が
あ
ふ
れ
る
昨
今
で
す
が
、
安
易
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
児
童
の
実
態
を
把
握
し
、

目
の
前
の
児
童
に
合
っ
た
指
導
法
を
工
夫
し
て

実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
捻
れ
た
筆
が
元
に
戻
ろ

う
と
す
る
力
を
う
ま
く
活
か
す
こ
と
で
毛
筆
独

特
の「
は
ね
」や「
は
ら
い
」が
で
き
る
の
で
す
。

■
腕
全
体
を
動
か
し
て
書
く

　腕
全
体
を
動
か
し
て
書
く
こ
と
は
、
点
画
を

し
っ
か
り
と
意
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
正

し
い
文
字
を
丁
寧
に
書
く
書
写
学
習
の
ね
ら
い

と
も
合
致
し
て
い
ま
す
。

　こ
の
三
点
を
ね
ら
っ
て
、
書
写
学
習
に
「
筆

の
わ
し
づ
か
み
」
を
取
り
入
れ
て
み
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
意
外
な
筆
の
持
ち
方
に

歓
声
が
あ
が
る
と
と
も
に
、
慎
重
に
取
り
組
む

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

＊
は
じ
め
は
、「
え
っ
」
と
思
っ
た
が
、
意
外
と

　う
ま
く
書
け
た
。

＊
筆
を
「
ぐ
い
っ
」
と
大
き
く
動
か
し
た
ら
、

　
　自
然
と「
折
れ
」や「
曲
が
り
」が
書
け
た
。

＊
細
か
い
と
こ
ろ
は
う
ま
く
書
け
な
い
。

と
い
っ
た
感
想
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
得
ら
れ
ま

し
た
。
筆
が
半
紙
か
ら
受
け
る
抵
抗
に
負
け
ず

に
、
し
っ
か
り
と
運
筆
す
る
と
い
う
点
で
は
、

成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

や
方
向
、
接
し
方
や
組
み
立
て
方
ま
で
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
身
に
つ
き
ま
す
。
と
め
、
は

ね
、
は
ら
い
は
勿
論
の
こ
と
、
筆
圧
や
筆
脈
、

書
く
速
さ
や
リ
ズ
ム
も
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
、
双
鉤
塡
墨
の
行
為
そ
の
も
の
が
書
の
学
習

方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

■
福
笑
い

　本
来
は
、
正
月
の
遊
び
の
一
つ
で
す
が
、
こ

こ
で
は
、
半
紙
の
上
に
切
り
取
っ
た
点
画
を
並

べ
、
文
字
を
完
成
さ
せ
、
文
字
の
分
析
、
め
あ

て
の
明
確
化
な
ど
に
活

用
し
ま
す
。
点
画
の
位

置
や
文
字
の
中
心
な

ど
、
子
ど
も
た
ち
は
、

楽
し
み
な
が
ら
自
ら
学

び
、
感
じ
取
っ
て
い
き

ま
す
。

　体
全
体
を
使
っ
て
点
画
の
リ
ズ
ム
を
学
ぶ

●
声
に
出
し
て
空
書
き
す
る 

（
三
年
「
日
」）

　「日
」
の
第
二
画
目
は
①
の
よ
う
に
一
息
に
書

く
の
で
は
な
く
、 

②
の
よ
う
に
実
際
の
運
筆
の

リ
ズ
ム
で
手
を
動
か
す
よ
う
に
し
た
い
も
の
で

す
。空
書
き
で
筆
順
を
確
か
め
る
と
き
に
、し
っ

　日
本
古
来
の
手
習
い
で
は
、
師
は
、
弟
子
一

人
一
人
に
応
じ
、
指
導
ポ
イ
ン
ト
を
誇
張
し
た

手
本
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

字
形
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
筆
使
い
や
書
く

リ
ズ
ム
、書
く
と
き
の
息
づ
か
い
ま
で
学
び
取
っ

て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
の
書
写
学
習

の
学
習
形
態
で
は
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
実
技
を
伴
う
書
写
学
習
に
お
い
て
、

た
だ
教
科
書
を
見
て
書
く
だ
け
で
は
、
気
づ
か

な
か
っ
た
り
、
気
づ
い
て
い
て
も
ど
う
書
け
ば

い
い
の
か
理
解
で
き
な
い
ま
ま
通
り
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
理
解
で
き
て
い
て
も

技
能
と
し
て
体
得
し
に
く
い
点
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　そ
こ
で
、
今
回
は
少
し
視
点
を
変
え
、
題
材

の
文
字
を
う
ま
く
書
く
た
め
に
必
要
な
書
写
能

力
を
高
め
る
た
め
の
取
り
組
み
を
考
え
て
み
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
く
、

楽
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
け
る
方
法
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「双
鉤
塡
墨
」
と
「
福
笑
い
」
に
学
ぶ

●
手
本
を
見
て
理
解
す
る
た
め
に
、

　手
本
を
作
る
（
三
年
「
心
」）

■
双
鉤
塡
墨
（
そ
う
こ
う
て
ん
ぼ
く
）

　写
真
や
印
刷
が
生
ま
れ
る
前
、
中
国
（
唐
代
）

で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
複
写
の
方
法
で
す
。
複
写

元
に
な
る
書
の
上
に
薄
い
紙
を
敷
い
て
文
字
の

輪
郭
を
正
確
に
写
し
取
り
ま
す
。
で
き
あ
が
っ

た
輪
郭
（
か
ご
字
）
に
塗
り
絵
の
よ
う
に
墨
を

入
れ
て
い
く
の
で
す
。
本
来
は
、
本
の
複
写
が

目
的
で
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
点
画
の
長
短

か
り
と
運
筆
の
リ
ズ
ム
も
学
ぶ
こ
と
が
大
切

で
す
。

　こ
の
と
き
、
指
導
者
は
子
ど
も
た
ち
の
顔
を

見
な
が
ら
、
大
き
な
声
と
動
作
で
鏡
文
字
を
書

く
の
が
望
ま
し
い
で
す
が
、
こ
れ
に
は
少
し
練

習
が
必
要
で
す
。
右
手
で
普
通
に
文
字
を
書
き

な
が
ら
、
左
手
を
線
対
称
に
動
か
す
よ
う
に
す

る
と
、
案
外
簡
単
に
で
き
ま
す
。
音
楽
の
指
揮

者
が
両
手
で
指
揮
を
す
る
時
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
慣
れ
、
い
つ
で
も

鏡
文
字
が
書
け
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
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楽しく学んで
苦手意識をなくそう
和歌山県那智勝浦町立下里小学校
温水起美好先生

指 導 の

ミカタ

123456
第
一
時

第
二
時

2

■
自
己
添
削

　
試
し
書
き
に
赤
ペ
ン
を
入
れ
る
こ
と
を
、
私

の
ク
ラ
ス
で
は
「
添
削
す
る
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
何
枚
も
練
習
す
る
だ
け
で
は
自
分
の
欠
点

に
は
な
か
な
か
気
付
か
な
い
も
の
で
す
。

　
こ
の
自
己
添
削
は
、
毎
時
間
一
枚
目
を
書
い

た
後
に
行
う
と
、
自
分
の
欠
点
に
気
付
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
う
え
、
子
ど
も
た
ち
も
積
極
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
き
な
効

果
が
得
ら
れ
ま
す
。

■
作
品
フ
ァ
イ
ル

　
作
品
を
試
し
書
き
、ま
と
め
書
き
に
分
け
て
、

次
々
と
重
ね
て
貼
っ
て
い
き
ま
す
。
作
品
を
保

存
す
る
の
に
便
利
で
す
。

　
ま
た
、
自
己
添
削
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
欠

点
を
見
つ
け
出
す
力
を
つ
け
て
い
け
ば
、
教
え

ら
れ
る
よ
り
も
学
び
は
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

　
自
己
評
価
・
自
己
添
削
が
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
随
時
、
相
互
評
価
・
他
者
評
価
の
機
会

を
増
や
す
こ
と
で
、
よ
り
学
習
効
果
が
上
が
り

ま
す
。

　
芸
術
科
書
道
で
は
、
技
術
の
上
手
・
下
手
は

ど
う
し
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

が
、小
学
校
に
お
け
る
国
語
科
書
写
の
学
習
は
、

ま
ず
は
楽
し
く
取
り
組
め
る
よ
う
授
業
を
工
夫

改
善
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、「
風
」
の
指
導
例
を
紹
介
し
ま

す
。
六
年
生
で
、
二
時
間
扱
い
で
授
業
を
構
成

し
ま
し
た
。

学
習
の
め
あ
て
を
確
か
め
る
。

　
本
時
の
題
材
が
「
風
」
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
穂
先
の
動
き
と
「
か
ま
え
」
と
中

の
部
分
の
組
み
立
て
方
に
注
意
し
て
書
く

こ
と
を
確
認
す
る
。

試
し
書
き
を
す
る
。

自
分
の
課
題
を
見
つ
け
る
。

　
教
科
書
の
手
本
と
比
べ
て
、
自
分
で
課

題
を
見
つ
け
る
。

練
習
す
る
。

　「
風
」
を
か
ご
書
き
で
練
習
す
る
。

ま
と
め
書
き
を
し
て
、
名
前
も
書
く
。

ふ
り
返
る
。

　「
風
」
の
試
し
書
き
と
比
較
し
、
め
あ

て
が
達
成
で
き
た
か
、
自
己
評
価
す
る
。

2345
本
時
の
学
習
の
め
あ
て
を
決
め
る
。

・
左
払
い
の
穂
先
や
そ
り
の
筆
使
い
に
注

　
意
し
て
骨
書
き
を
す
る
。

・「
か
ぜ
が
ま
え
」
の
中
の
字
が
つ
ぶ
れ
な

　
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

・
分
解
文
字
の
組
み
立
て
で
気
を
つ
け

　
た
こ
と
、
始
筆
・
送
筆
（
そ
り
）・
終

　
筆
（
は
ね
、
は
ら
い
）
な
ど
の
筆
使
い

　
に
注
意
す
る
。

「
風
」
を
骨
書
き
で
練
習
す
る
。

　
そ
り
の
筆
使
い
に
注
意
し
て
書
く
。

「
風
」
の
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

ふ
り
返
る
。

　
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
を
比
較
し
、

単
元
の
め
あ
て
や
自
分
の
課
題
が
達
成
で

き
た
か
、
自
己
評
価
し
た
り
相
互
評
価
し

た
り
す
る
。

1
「
風
」
の
分
解
文
字
を
作
る
。

　
教
科
書
の
手
本
を
見
な
が
ら
、
筆
順
通

り
に
分
解
文
字
を
組
み
立
て
、「
風
」
の

字
を
完
成
さ
せ
る
。

　毛
筆
書
写
の
自
学
の
一
つ
と
し
て
、「
か
ご

書
き
」「
骨
書
き
」
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
、
半

紙
に
印
刷
し
た
も
の
を
使
い
ま
す
。

　教
科
書
の
手
本
と
自
分
の
字
を
見
比
べ
さ

せ
な
が
ら
、
直
し
た
い
箇
所
を
書
き
込
ま
せ

る
と
、
手
本
を
細
か
く
し
っ
か
り
と
見
る
習

慣
が
つ
き
ま
す
。

●「骨書き」ワークシート

■
分
解
文
字
の
組
み
立
て

　
分
解
文
字
は
、
手
本
を
い
か
に
正
し
く
見
る

か
と
い
う
こ
と
を
自
ら
学
ば
せ
る
手
段
と
し
て

は
、
大
変
有
効
で
す
。
筆
順
通
り
に
、
手
本
の

一
画
一
画
を
し
っ
か
り
見
な
い
と
、
正
し
く

整
っ
た
文
字
は
作
れ
ま
せ
ん
。
準
備
を
含
め
手

間
は
か
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
の
学
習
効
果

は
得
ら
れ
ま
す
。

　
す
べ
て
の
時
間
で
扱
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
学
年
の
早
い
段
階
で
、
手
本
を
正
し

く
見
る
目
を
養
わ
せ
る
に
は
効
果
的
で
す
。
ひ

た
す
ら
練
習
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、時
に
は
違
っ

た
方
法
を
用
い
て
、

楽
し
く
学
習
さ
せ
る

こ
と
も
大
切
だ
と
考

え
ま
す
。

　
今
回
の
分
解
文
字

は
、
学
習
の
ま
と
め

と
し
て
作
品
フ
ァ
イ

ル
の
表
紙
に
貼
っ
て

完
成
と
し
ま
し
た
。

■
筆
洗
い
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

　
子
ど
も
は
、
学
習
後
の
筆
洗
い
が
不
十
分
に

な
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
広
口

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
集
め
て
常
時
教
室
に
置
い

て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
が
き

れ
い
に
な
る
ま
で
水
を
２
〜
３
回
取
り
替
え

な
が
ら
筆
を
洗
い
ま

す
。
汚
れ
が
目
で
見
て

判
断
で
き
る
の
で
、
墨

の
洗
い
残
し
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
ま
し
た
。

筆
を
含
め
、
書
写
用

具
を
大
切
に
扱
う
こ

と
も
学
び
の
一
つ
と
考

え
て
い
ま
す
。

■
最
後
に

　
冒
頭
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
書
写

や
図
工
の
よ
う
に
実
技
指
導
が
必
要
な
教
科

は
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
上
手
・
下
手
が
は
っ
き

り
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
評
価
し
て
い
た
の
で
は
、
苦
手
意
識
を

も
っ
た
子
ど
も
を
作
り
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

楽
し
く
学
ば
せ
る
工
夫
を
考
え
ま
し
た
。
楽
し

く
学
ん
で
い
る
う
ち
に
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も

身
に
付
け
て
く
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
い
い
と
思

う
の
で
す
。
絵
な
ど
も
書
と
同
様
で
、
上
手
・
下

手
で
は
な
く
、
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
う
ち
に

好
き
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

　
書
写
の
学
習
を
進
め
る
中
で
、
良
く
な
い
と

こ
ろ
を
直
す
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上

に
良
い
と
こ
ろ
を
大
き
く
褒
め
る
方
が
力
を
伸

ば
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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楽しく学んで
苦手意識をなくそう
和歌山県那智勝浦町立下里小学校
温水起美好先生

指 導 の

ミカタ

123456
第
一
時

第
二
時

2

■
自
己
添
削

　
試
し
書
き
に
赤
ペ
ン
を
入
れ
る
こ
と
を
、
私

の
ク
ラ
ス
で
は
「
添
削
す
る
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
何
枚
も
練
習
す
る
だ
け
で
は
自
分
の
欠
点

に
は
な
か
な
か
気
付
か
な
い
も
の
で
す
。

　
こ
の
自
己
添
削
は
、
毎
時
間
一
枚
目
を
書
い

た
後
に
行
う
と
、
自
分
の
欠
点
に
気
付
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
う
え
、
子
ど
も
た
ち
も
積
極
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
大
き
な
効

果
が
得
ら
れ
ま
す
。

■
作
品
フ
ァ
イ
ル

　
作
品
を
試
し
書
き
、ま
と
め
書
き
に
分
け
て
、

次
々
と
重
ね
て
貼
っ
て
い
き
ま
す
。
作
品
を
保

存
す
る
の
に
便
利
で
す
。

　
ま
た
、
自
己
添
削
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
欠

点
を
見
つ
け
出
す
力
を
つ
け
て
い
け
ば
、
教
え

ら
れ
る
よ
り
も
学
び
は
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

　
自
己
評
価
・
自
己
添
削
が
で
き
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
随
時
、
相
互
評
価
・
他
者
評
価
の
機
会

を
増
や
す
こ
と
で
、
よ
り
学
習
効
果
が
上
が
り

ま
す
。

　
芸
術
科
書
道
で
は
、
技
術
の
上
手
・
下
手
は

ど
う
し
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

が
、小
学
校
に
お
け
る
国
語
科
書
写
の
学
習
は
、

ま
ず
は
楽
し
く
取
り
組
め
る
よ
う
授
業
を
工
夫

改
善
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、「
風
」
の
指
導
例
を
紹
介
し
ま

す
。
六
年
生
で
、
二
時
間
扱
い
で
授
業
を
構
成

し
ま
し
た
。

学
習
の
め
あ
て
を
確
か
め
る
。

　
本
時
の
題
材
が
「
風
」
で
あ
る
こ
と
を

知
り
、
穂
先
の
動
き
と
「
か
ま
え
」
と
中

の
部
分
の
組
み
立
て
方
に
注
意
し
て
書
く

こ
と
を
確
認
す
る
。

試
し
書
き
を
す
る
。

自
分
の
課
題
を
見
つ
け
る
。

　
教
科
書
の
手
本
と
比
べ
て
、
自
分
で
課

題
を
見
つ
け
る
。

練
習
す
る
。

　「
風
」
を
か
ご
書
き
で
練
習
す
る
。

ま
と
め
書
き
を
し
て
、
名
前
も
書
く
。

ふ
り
返
る
。

　「
風
」
の
試
し
書
き
と
比
較
し
、
め
あ

て
が
達
成
で
き
た
か
、
自
己
評
価
す
る
。

2345
本
時
の
学
習
の
め
あ
て
を
決
め
る
。

・
左
払
い
の
穂
先
や
そ
り
の
筆
使
い
に
注

　
意
し
て
骨
書
き
を
す
る
。

・「
か
ぜ
が
ま
え
」
の
中
の
字
が
つ
ぶ
れ
な

　
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

・
分
解
文
字
の
組
み
立
て
で
気
を
つ
け

　
た
こ
と
、
始
筆
・
送
筆
（
そ
り
）・
終

　
筆
（
は
ね
、
は
ら
い
）
な
ど
の
筆
使
い

　
に
注
意
す
る
。

「
風
」
を
骨
書
き
で
練
習
す
る
。

　
そ
り
の
筆
使
い
に
注
意
し
て
書
く
。

「
風
」
の
ま
と
め
書
き
を
す
る
。

ふ
り
返
る
。

　
試
し
書
き
と
ま
と
め
書
き
を
比
較
し
、

単
元
の
め
あ
て
や
自
分
の
課
題
が
達
成
で

き
た
か
、
自
己
評
価
し
た
り
相
互
評
価
し

た
り
す
る
。

1
「
風
」
の
分
解
文
字
を
作
る
。

　
教
科
書
の
手
本
を
見
な
が
ら
、
筆
順
通

り
に
分
解
文
字
を
組
み
立
て
、「
風
」
の

字
を
完
成
さ
せ
る
。

　毛
筆
書
写
の
自
学
の
一
つ
と
し
て
、「
か
ご

書
き
」「
骨
書
き
」
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
、
半

紙
に
印
刷
し
た
も
の
を
使
い
ま
す
。

　教
科
書
の
手
本
と
自
分
の
字
を
見
比
べ
さ

せ
な
が
ら
、
直
し
た
い
箇
所
を
書
き
込
ま
せ

る
と
、
手
本
を
細
か
く
し
っ
か
り
と
見
る
習

慣
が
つ
き
ま
す
。

●「骨書き」ワークシート

■
分
解
文
字
の
組
み
立
て

　
分
解
文
字
は
、
手
本
を
い
か
に
正
し
く
見
る

か
と
い
う
こ
と
を
自
ら
学
ば
せ
る
手
段
と
し
て

は
、
大
変
有
効
で
す
。
筆
順
通
り
に
、
手
本
の

一
画
一
画
を
し
っ
か
り
見
な
い
と
、
正
し
く

整
っ
た
文
字
は
作
れ
ま
せ
ん
。
準
備
を
含
め
手

間
は
か
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
の
学
習
効
果

は
得
ら
れ
ま
す
。

　
す
べ
て
の
時
間
で
扱
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
学
年
の
早
い
段
階
で
、
手
本
を
正
し

く
見
る
目
を
養
わ
せ
る
に
は
効
果
的
で
す
。
ひ

た
す
ら
練
習
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、時
に
は
違
っ

た
方
法
を
用
い
て
、

楽
し
く
学
習
さ
せ
る

こ
と
も
大
切
だ
と
考

え
ま
す
。

　
今
回
の
分
解
文
字

は
、
学
習
の
ま
と
め

と
し
て
作
品
フ
ァ
イ

ル
の
表
紙
に
貼
っ
て

完
成
と
し
ま
し
た
。

■
筆
洗
い
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

　
子
ど
も
は
、
学
習
後
の
筆
洗
い
が
不
十
分
に

な
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
広
口

の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
集
め
て
常
時
教
室
に
置
い

て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
は
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
が
き

れ
い
に
な
る
ま
で
水
を
２
〜
３
回
取
り
替
え

な
が
ら
筆
を
洗
い
ま

す
。
汚
れ
が
目
で
見
て

判
断
で
き
る
の
で
、
墨

の
洗
い
残
し
は
ほ
と
ん

ど
な
く
な
り
ま
し
た
。

筆
を
含
め
、
書
写
用

具
を
大
切
に
扱
う
こ

と
も
学
び
の
一
つ
と
考

え
て
い
ま
す
。

■
最
後
に

　
冒
頭
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
書
写

や
図
工
の
よ
う
に
実
技
指
導
が
必
要
な
教
科

は
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
上
手
・
下
手
が
は
っ
き

り
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
評
価
し
て
い
た
の
で
は
、
苦
手
意
識
を

も
っ
た
子
ど
も
を
作
り
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

楽
し
く
学
ば
せ
る
工
夫
を
考
え
ま
し
た
。
楽
し

く
学
ん
で
い
る
う
ち
に
、
一
つ
で
も
二
つ
で
も

身
に
付
け
て
く
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
い
い
と
思

う
の
で
す
。
絵
な
ど
も
書
と
同
様
で
、
上
手
・
下

手
で
は
な
く
、
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
う
ち
に

好
き
に
な
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
い
ま
す
。

　
書
写
の
学
習
を
進
め
る
中
で
、
良
く
な
い
と

こ
ろ
を
直
す
こ
と
も
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上

に
良
い
と
こ
ろ
を
大
き
く
褒
め
る
方
が
力
を
伸

ば
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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手
本
の
特
徴
を
考
え
な
が
ら
、

別
人
に
な
っ
て
書
い
て
み
よ
う

◆
お
互
い
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
終
わ
っ
た
ら
、

　
新
し
い
半
紙
を
用
意
す
る
。

◆
特
徴
を
つ
か
め
て
い
る
も
の
を
選
ぶ

　
よ
う
に
伝
え
る
。

◆
半
紙
３
枚
ず
つ
配
布
す
る
。

◆
い
つ
も
と
違
っ
て「
手
本
」を
選
べ
る
こ

　
と
や
、前
に
見
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
伝
え
る
。

◆
手
本
を
選
び
き
れ
な
い
児
童
や
、性
格

　
設
定
に
悩
ん
で
い
る
児
童
に
声
が
け
を

　
す
る
。

　
①…

選
択
し
た
手
本
の
記
号

　
②…

文
字
か
ら
想
像
さ
れ
る
性
格

◆
特
徴
が
出
て
い
る
作
品
を
紹
介
す
る
。

◆
線
の
太
細
、長
短
、白
い
部
分
を
意
識

　
さ
せ
る
。

●
半
紙
に
書
く（
１
枚
）。

●
ど
ん
な
目
標
で
書
い
て
い
る
か
を
ペ
ア
で
話

　
し
合
い
、お
互
い
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

●
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
に
、半
紙
に
書
く

　（
１
枚
）。

●
１
枚
を
選
び
、名
前
を
書
く
。

●
振
り
返
り
を
書
い
て
、作
品
と
と
も
に
提
出

　
す
る
。

●
後
始
末

●
挨
拶
、準
備

●「
別
人
に
な
り
き
っ
て
書
く
」と
い
う
め
あ
て

　
を
確
認
す
る
。

●
手
本
を
選
び
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入

　
す
る
。

（
　
①
　
）の
手
本
を
見
な
が
ら

〈
　
②
　
〉に
な
り
き
っ
て
書
き
ま
す
。

●
半
紙
に
書
く（
１
枚
）。

●
友
達
の
作
品
を
見
る
。

●
選
ん
だ
手
本
を
分
析
し
て
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　
に
記
入
す
る
。

分

5

め

導   

入分

25 展   

開分

15 ま
と
め

一 

斉
個
人

個
人

ペ
ア

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

「
雲
」
の
秘
密
を
探
ろ
う

　（
古
典
①
雁
塔
聖
教
序
：
褚
遂
良
）

◆
文
字
の
特
徴
や
構
成
を
捉
え
る
（
硬
筆
）。

◆
①
の
特
徴
や
性
格
に
つ
い
て
話
す
。

手
本
と
シ
ン
ク
ロ
！

　（
古
典
②
九
成
宮
醴
泉
銘
：
欧
陽
詢
）

◆
教
科
書
の
手
本
を
見
な
が
ら
半
紙
に
書
く
。

◆
②
の
特
徴
や
性
格
に
つ
い
て
話
す
。

別
人
に
な
っ
て
書
い
て
み
よ
う

◆
書
い
て
み
た
い
手
本
を
選
び
、
特
徴
や

　
性
格
を
考
え
て
、
半
紙
に
書
く
。

単元の構成（全３時間）

第１時第２時第３時（本時）

別人になりきって書こう
大阪府枚方市立蹉跎東小学校　
藤井美和子先生

指 導 の

ミカタ

　児
童
観

　
本
学
級
は
、
毛
筆
学
習
に
意
欲
的
に
取
り
組

む
児
童
が
多
い
。
書
き
終
え
た
後
に
自
分
の
注

意
点
を
手
本
に
書
き
込
ん
だ
り
、
範
書
時
に
一

緒
に
手
を
動
か
し
て
練
習
し
た
り
し
て
い
る
姿

も
見
受
け
ら
れ
る
。
手
本
に
忠
実
に
書
く
児
童

も
い
れ
ば
、
そ
の
単
元
の
め
あ
て
を
意
識
し
な

が
ら
各
々
の
性
格
が
よ
く
出
た
文
字
を
書
く
児

童
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
手
本
の
扱
い
に

つ
い
て
は
様
々
で
、
じ
っ
く
り
見
な
が
ら
書
い

て
い
る
児
童
も
い
れ
ば
、
配
布
さ
れ
た
手
本
は

床
に
置
い
た
ま
ま
自
分
の
感
覚
で
文
字
を
書
い

て
い
る
児
童
も
見
受
け
ら
れ
る
。
他
者
の
文
字

の
い
い
と
こ
ろ
を
認
め
合
え
る
一
方
で
、
手
本

か
ら
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
重
要
性
の
意
識
が
、
児
童
の
中
に
十
分

に
育
っ
て
い
な
い
こ
と
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　指
導
観

　
手
本
を
見
な
が
ら
文
字
を
書
く
と
き
、
文
字

に
は
必
ず
個
性
が
出
る
。
そ
の
個
性
的
な
文
字

が
客
観
的
に
整
っ
た
美
し
い
文
字
と
捉
え
ら
れ

る
た
め
に
は
、
字
形
や
筆
圧
、
線
質
に
何
ら
か

の
法
則
や
、
汎
用
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
学
校
書
写
に
お
い
て
は
教
科
書
の
手
本
を
題

材
と
し
て
扱
う
が
、
こ
の
学
習
を
も
と
に
古
典

に
触
れ
、
古
典
に
お
い
て
も
同
じ
法
則
を
も
っ

て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
古
来
よ
り

伝
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
ど
の
よ
う
な
特
徴

や
美
し
さ
を
持
っ
て
い
る
か
を
知
り
、
書
き
手

の
性
格
な
ど
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
別

人
に
な
り
き
る
こ
と
で
新
た
な
気
持
ち
で
手
本

に
臨
ま
せ
た
い
。

い
て
法
則
化
し
、
ほ
か
の
文
字
に
も
生
か
す
と

い
う
単
元
で
あ
る
。
教
科
書
の
学
習
を
終
え
た

後
に
古
典
作
品
に
目
を
向
け
、
古
来
よ
り
伝
わ

る
文
字
の
学
習
を
重
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
普
遍

性
や
変
わ
ら
ぬ
特
徴
を
知
り
、そ
の
一
方
で
各
々

の
作
品
の
個
性
や
独
自
の
美
し
さ
に
触
れ
、
書

作
品
の
持
つ
世
界
観
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
本

単
元
を
設
定
し
た
。

　題
材
観

　
古
典
①
は
弾
力
豊
か
で
、
太
細
・
強
弱
の
変

化
が
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
り
、
児
童
の
楷
書

の
概
念
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
適
し
た
題
材
で

あ
る
と
考
え
る
。
一
方
、
古
典
②
は
縦
長
背
勢

で
建
築
性
豊
か
な
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
古
く

か
ら
楷
書
の
極
則
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
の
古
典
を
題
材
に
、
印
象
や
特
徴
、
書
き

手
の
性
格
な
ど
を
想
像
し
な
が
ら
そ
れ
を
真
似

て
書
く
こ
と
で
、
児
童
自
身
の
表
現
の
幅
や
、

今
ま
で
学
ん
で
き
た
楷
書
の
世
界
を
広
げ
ら
れ

る
よ
う
こ
の
題
材
を
選
ん
だ
。

　
書
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
は
自
己
表
現
の
一

つ
で
あ
り
、
自
分
の
中
に
あ
る
思
い
や
構
想
が

手
や
筆
を
介
し
て
紙
面
に
出
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
品
が
で
き
て
い
く
と
考
え
る
。
し
か

し
、
い
ざ
書
い
て
み
る
と
な
か
な
か
思
い
通
り

に
な
ら
ず
、
自
分
の
思
い
と
表
現
技
能
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
悩
し
て
い
る
。

　
自
分
の
表
現
技
能
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
そ
の
方
法
の
一
つ
が「
臨

書
」
で
あ
る
。
古
典
作
品
の
文
字
の
構
図
や
余

白
、
筆
法
を
写
し
取
る
作
業
を
し
て
い
く
中
で
、

古
典
作
品
の
美
し
さ
の
所
以
や
そ
の
特
徴
、
作

者
の
性
格
や
書
か
れ
た
時
の
気
候
な
ど
、
様
々

な
も
の
を
想
像
し
な
が
ら
古
典
作
品
に
近
づ
け

て
い
き
、
普
段
の
自
分
に
は
な
い
表
現
方
法
を

身
に
つ
け
て
い
く
。
そ
し
て
、
古
典
の
基
本
の

上
に
自
分
の
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
、
作
品
制
作

に
臨
ん
で
い
る
。

　
臨
書
は
地
道
な
鍛
錬
で
あ
り
自
己
表
現
か
ら

は
遠
い
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
書
作
品
制

作
に
は
欠
か
せ
な
い
基
礎
で
あ
り
、
自
分
の
中

の
表
現
や
考
え
方
を
広
げ
て
い
け
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
単
元
は
教
科
書
「
部
分
の
組
み
立
て
方
（
上

下
）」
を
も
と
に
構
成
し
て
い
る
。「
　
」
と
い

う
上
下
の
部
分
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
た

文
字
を
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
く
の
か
を「
　
」

と
「
　
」
を
比
べ
て
児
童
自
ら
が
違
い
に
気
づ

　 1
「
臨
書
」
を
基
点
と
し
た

実
践
的
授
業
研
究
（
第
四
学
年
）

2
単
元
に
つ
い
て

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
手
本
は
、
B
4
用

紙
１
枚
（
両
面
印
刷
）
に
ま
と
め
た
。

実
際
に
書
く
サ
イ
ズ
よ
り
手
本
を
小
さ

く
し
た
の
は
、
机
上
を
整
理
し
や
す
く

す
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
中
で
各
線

が
ど
の
程
度
の
太
さ
か
を
考
え
な
が
ら

書
く
と
い
う
体
験
を
さ
せ
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、

拓
本
で
印
刷
さ
れ
た
法
帖
と
と
も
に
、

白
黒
反
転
さ
せ
た
も
の
も
隣
に
載
せ
る

と
よ
い
。

　評
価
の
観
点

■
古
典
を
見
て
、
そ
の
文
字
を
書
い
た
人
が
ど

　
ん
な
人
か
を
想
像
し
て
い
る
か
。

■
自
分
で
選
ん
だ
手
本
の
線
質
や
字
形
に
つ
い

　
て
、
自
分
な
り
に
分
析
で
き
て
い
る
か
。

■
自
分
で
想
像
し
た
性
格
や
分
析
し
た
文
字
の

　
特
徴
を
考
え
な
が
ら
書
い
て
い
る
か
。
　

3
授
業
の
実
際

4
実
践
を
終
え
て

手
本
に
つ
い
て

実践のポイント

3

　成
果

■
前
時
ま
で
に
古
典
を
見
せ
て
い
た
こ
と
も
あ

　
り
、
親
し
み
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

　
き
た
。

■
手
本
分
析
は
、
普
段
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る

　
こ
と
も
あ
り
、
戸
惑
い
な
く
書
く
こ
と
が
で

　
き
た
。

■
手
本
を
見
て
書
く
と
い
う
普
段
と
同
じ
活
動

　
だ
が
、
古
典
に
対
す
る
新
鮮
さ
も
あ
り
、
い

　
つ
も
よ
り
よ
く
見
て
書
い
て
い
た
。

■
初
め
て
の
臨
書
で
あ
っ
た
が
、
仕
上
が
っ
た

　
作
品
を
見
る
と
、
線
質
な
ど
は
難
し
い
が
何

　
と
な
く
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
も
の
が
で
き
て

　
い
た
。

　課
題

　
別
人
に
な
っ
て
書
く
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と

に
、
自
分
の
性
格
設
定
を
考
え
る
と
い
う
活
動

に
お
い
て
、
文
字

か
ら
感
じ
取
れ
る

性
格
を
設
定
し
た

児
童
も
い
れ
ば
、

自
分
の
好
き
な
性

格
を
設
定
し
た
児

童
も
お
り
、
そ
の

主
旨
が
伝
わ
り
に

く
か
っ
た
。
実
際

に
書
い
て
い
る
う

ち
に
性
格
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
離
れ
て
し
ま
う

た
め
、
性
格
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
や
声

か
け
を
継
続
的
に
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

【
本
時
の
目
標
】 

手
本
の
特
徴
を
分
析
し
、
別
人
に
な
っ
た
つ
も
り
で
書
く
。

【
本
時
の
展
開
】 

45
分

児童による分析

［作品（古典②）］ ［作品（古典①）］

POINT!
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手
本
の
特
徴
を
考
え
な
が
ら
、

別
人
に
な
っ
て
書
い
て
み
よ
う

◆
お
互
い
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
終
わ
っ
た
ら
、

　
新
し
い
半
紙
を
用
意
す
る
。

◆
特
徴
を
つ
か
め
て
い
る
も
の
を
選
ぶ

　
よ
う
に
伝
え
る
。

◆
半
紙
３
枚
ず
つ
配
布
す
る
。

◆
い
つ
も
と
違
っ
て「
手
本
」を
選
べ
る
こ

　
と
や
、前
に
見
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
伝
え
る
。

◆
手
本
を
選
び
き
れ
な
い
児
童
や
、性
格

　
設
定
に
悩
ん
で
い
る
児
童
に
声
が
け
を

　
す
る
。

　
①…

選
択
し
た
手
本
の
記
号

　
②…

文
字
か
ら
想
像
さ
れ
る
性
格

◆
特
徴
が
出
て
い
る
作
品
を
紹
介
す
る
。

◆
線
の
太
細
、長
短
、白
い
部
分
を
意
識

　
さ
せ
る
。

●
半
紙
に
書
く（
１
枚
）。

●
ど
ん
な
目
標
で
書
い
て
い
る
か
を
ペ
ア
で
話

　
し
合
い
、お
互
い
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

●
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
に
、半
紙
に
書
く

　（
１
枚
）。

●
１
枚
を
選
び
、名
前
を
書
く
。

●
振
り
返
り
を
書
い
て
、作
品
と
と
も
に
提
出

　
す
る
。

●
後
始
末

●
挨
拶
、準
備

●「
別
人
に
な
り
き
っ
て
書
く
」と
い
う
め
あ
て

　
を
確
認
す
る
。

●
手
本
を
選
び
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入

　
す
る
。

（
　
①
　
）の
手
本
を
見
な
が
ら

〈
　
②
　
〉に
な
り
き
っ
て
書
き
ま
す
。

●
半
紙
に
書
く（
１
枚
）。

●
友
達
の
作
品
を
見
る
。

●
選
ん
だ
手
本
を
分
析
し
て
、ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　
に
記
入
す
る
。

分

5

め

導   

入分

25 展   

開分

15 ま
と
め

一 
斉

個
人

個
人

ペ
ア

形
態

主
な
学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

「
雲
」
の
秘
密
を
探
ろ
う

　（
古
典
①
雁
塔
聖
教
序
：
褚
遂
良
）

◆
文
字
の
特
徴
や
構
成
を
捉
え
る
（
硬
筆
）。

◆
①
の
特
徴
や
性
格
に
つ
い
て
話
す
。

手
本
と
シ
ン
ク
ロ
！

　（
古
典
②
九
成
宮
醴
泉
銘
：
欧
陽
詢
）

◆
教
科
書
の
手
本
を
見
な
が
ら
半
紙
に
書
く
。

◆
②
の
特
徴
や
性
格
に
つ
い
て
話
す
。

別
人
に
な
っ
て
書
い
て
み
よ
う

◆
書
い
て
み
た
い
手
本
を
選
び
、
特
徴
や

　
性
格
を
考
え
て
、
半
紙
に
書
く
。

単元の構成（全３時間）

第１時第２時第３時（本時）

別人になりきって書こう
大阪府枚方市立蹉跎東小学校　
藤井美和子先生

指 導 の

ミカタ

　児
童
観

　
本
学
級
は
、
毛
筆
学
習
に
意
欲
的
に
取
り
組

む
児
童
が
多
い
。
書
き
終
え
た
後
に
自
分
の
注

意
点
を
手
本
に
書
き
込
ん
だ
り
、
範
書
時
に
一

緒
に
手
を
動
か
し
て
練
習
し
た
り
し
て
い
る
姿

も
見
受
け
ら
れ
る
。
手
本
に
忠
実
に
書
く
児
童

も
い
れ
ば
、
そ
の
単
元
の
め
あ
て
を
意
識
し
な

が
ら
各
々
の
性
格
が
よ
く
出
た
文
字
を
書
く
児

童
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
手
本
の
扱
い
に

つ
い
て
は
様
々
で
、
じ
っ
く
り
見
な
が
ら
書
い

て
い
る
児
童
も
い
れ
ば
、
配
布
さ
れ
た
手
本
は

床
に
置
い
た
ま
ま
自
分
の
感
覚
で
文
字
を
書
い

て
い
る
児
童
も
見
受
け
ら
れ
る
。
他
者
の
文
字

の
い
い
と
こ
ろ
を
認
め
合
え
る
一
方
で
、
手
本

か
ら
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に

対
す
る
重
要
性
の
意
識
が
、
児
童
の
中
に
十
分

に
育
っ
て
い
な
い
こ
と
も
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　指
導
観

　
手
本
を
見
な
が
ら
文
字
を
書
く
と
き
、
文
字

に
は
必
ず
個
性
が
出
る
。
そ
の
個
性
的
な
文
字

が
客
観
的
に
整
っ
た
美
し
い
文
字
と
捉
え
ら
れ

る
た
め
に
は
、
字
形
や
筆
圧
、
線
質
に
何
ら
か

の
法
則
や
、
汎
用
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
学
校
書
写
に
お
い
て
は
教
科
書
の
手
本
を
題

材
と
し
て
扱
う
が
、
こ
の
学
習
を
も
と
に
古
典

に
触
れ
、
古
典
に
お
い
て
も
同
じ
法
則
を
も
っ

て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
古
来
よ
り

伝
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
ど
の
よ
う
な
特
徴

や
美
し
さ
を
持
っ
て
い
る
か
を
知
り
、
書
き
手

の
性
格
な
ど
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
別

人
に
な
り
き
る
こ
と
で
新
た
な
気
持
ち
で
手
本

に
臨
ま
せ
た
い
。

い
て
法
則
化
し
、
ほ
か
の
文
字
に
も
生
か
す
と

い
う
単
元
で
あ
る
。
教
科
書
の
学
習
を
終
え
た

後
に
古
典
作
品
に
目
を
向
け
、
古
来
よ
り
伝
わ

る
文
字
の
学
習
を
重
ね
る
こ
と
で
、
そ
の
普
遍

性
や
変
わ
ら
ぬ
特
徴
を
知
り
、そ
の
一
方
で
各
々

の
作
品
の
個
性
や
独
自
の
美
し
さ
に
触
れ
、
書

作
品
の
持
つ
世
界
観
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
本

単
元
を
設
定
し
た
。

　題
材
観

　
古
典
①
は
弾
力
豊
か
で
、
太
細
・
強
弱
の
変

化
が
多
い
の
が
特
徴
的
で
あ
り
、
児
童
の
楷
書

の
概
念
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
適
し
た
題
材
で

あ
る
と
考
え
る
。
一
方
、
古
典
②
は
縦
長
背
勢

で
建
築
性
豊
か
な
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
古
く

か
ら
楷
書
の
極
則
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
つ
の
古
典
を
題
材
に
、
印
象
や
特
徴
、
書
き

手
の
性
格
な
ど
を
想
像
し
な
が
ら
そ
れ
を
真
似

て
書
く
こ
と
で
、
児
童
自
身
の
表
現
の
幅
や
、

今
ま
で
学
ん
で
き
た
楷
書
の
世
界
を
広
げ
ら
れ

る
よ
う
こ
の
題
材
を
選
ん
だ
。

　
書
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
は
自
己
表
現
の
一

つ
で
あ
り
、
自
分
の
中
に
あ
る
思
い
や
構
想
が

手
や
筆
を
介
し
て
紙
面
に
出
て
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
品
が
で
き
て
い
く
と
考
え
る
。
し
か

し
、
い
ざ
書
い
て
み
る
と
な
か
な
か
思
い
通
り

に
な
ら
ず
、
自
分
の
思
い
と
表
現
技
能
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
悩
し
て
い
る
。

　
自
分
の
表
現
技
能
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
そ
の
方
法
の
一
つ
が「
臨

書
」
で
あ
る
。
古
典
作
品
の
文
字
の
構
図
や
余

白
、
筆
法
を
写
し
取
る
作
業
を
し
て
い
く
中
で
、

古
典
作
品
の
美
し
さ
の
所
以
や
そ
の
特
徴
、
作

者
の
性
格
や
書
か
れ
た
時
の
気
候
な
ど
、
様
々

な
も
の
を
想
像
し
な
が
ら
古
典
作
品
に
近
づ
け

て
い
き
、
普
段
の
自
分
に
は
な
い
表
現
方
法
を

身
に
つ
け
て
い
く
。
そ
し
て
、
古
典
の
基
本
の

上
に
自
分
の
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
、
作
品
制
作

に
臨
ん
で
い
る
。

　
臨
書
は
地
道
な
鍛
錬
で
あ
り
自
己
表
現
か
ら

は
遠
い
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
書
作
品
制

作
に
は
欠
か
せ
な
い
基
礎
で
あ
り
、
自
分
の
中

の
表
現
や
考
え
方
を
広
げ
て
い
け
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
単
元
は
教
科
書
「
部
分
の
組
み
立
て
方
（
上

下
）」
を
も
と
に
構
成
し
て
い
る
。「
　
」
と
い

う
上
下
の
部
分
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
た

文
字
を
ど
の
よ
う
に
書
い
て
い
く
の
か
を「
　
」

と
「
　
」
を
比
べ
て
児
童
自
ら
が
違
い
に
気
づ

　 1
「
臨
書
」
を
基
点
と
し
た

実
践
的
授
業
研
究
（
第
四
学
年
）

2
単
元
に
つ
い
て

　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
手
本
は
、
B
4
用

紙
１
枚
（
両
面
印
刷
）
に
ま
と
め
た
。

実
際
に
書
く
サ
イ
ズ
よ
り
手
本
を
小
さ

く
し
た
の
は
、
机
上
を
整
理
し
や
す
く

す
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
中
で
各
線

が
ど
の
程
度
の
太
さ
か
を
考
え
な
が
ら

書
く
と
い
う
体
験
を
さ
せ
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、

拓
本
で
印
刷
さ
れ
た
法
帖
と
と
も
に
、

白
黒
反
転
さ
せ
た
も
の
も
隣
に
載
せ
る

と
よ
い
。

　評
価
の
観
点

■
古
典
を
見
て
、
そ
の
文
字
を
書
い
た
人
が
ど

　
ん
な
人
か
を
想
像
し
て
い
る
か
。

■
自
分
で
選
ん
だ
手
本
の
線
質
や
字
形
に
つ
い

　
て
、
自
分
な
り
に
分
析
で
き
て
い
る
か
。

■
自
分
で
想
像
し
た
性
格
や
分
析
し
た
文
字
の

　
特
徴
を
考
え
な
が
ら
書
い
て
い
る
か
。
　

3
授
業
の
実
際

4
実
践
を
終
え
て

手
本
に
つ
い
て

実践のポイント

3

　成
果

■
前
時
ま
で
に
古
典
を
見
せ
て
い
た
こ
と
も
あ

　
り
、
親
し
み
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で

　
き
た
。

■
手
本
分
析
は
、
普
段
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る

　
こ
と
も
あ
り
、
戸
惑
い
な
く
書
く
こ
と
が
で

　
き
た
。

■
手
本
を
見
て
書
く
と
い
う
普
段
と
同
じ
活
動

　
だ
が
、
古
典
に
対
す
る
新
鮮
さ
も
あ
り
、
い

　
つ
も
よ
り
よ
く
見
て
書
い
て
い
た
。

■
初
め
て
の
臨
書
で
あ
っ
た
が
、
仕
上
が
っ
た

　
作
品
を
見
る
と
、
線
質
な
ど
は
難
し
い
が
何

　
と
な
く
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
も
の
が
で
き
て

　
い
た
。

　課
題

　
別
人
に
な
っ
て
書
く
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と

に
、
自
分
の
性
格
設
定
を
考
え
る
と
い
う
活
動

に
お
い
て
、
文
字

か
ら
感
じ
取
れ
る

性
格
を
設
定
し
た

児
童
も
い
れ
ば
、

自
分
の
好
き
な
性

格
を
設
定
し
た
児

童
も
お
り
、
そ
の

主
旨
が
伝
わ
り
に

く
か
っ
た
。
実
際

に
書
い
て
い
る
う

ち
に
性
格
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
離
れ
て
し
ま
う

た
め
、
性
格
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
活
動
や
声

か
け
を
継
続
的
に
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

【
本
時
の
目
標
】 

手
本
の
特
徴
を
分
析
し
、
別
人
に
な
っ
た
つ
も
り
で
書
く
。

【
本
時
の
展
開
】 

45
分

児童による分析

［作品（古典②）］ ［作品（古典①）］
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　「
書
写
の
教
科
書
は
見
た
だ
け
で
書
き
と
う
な
る
」

「
こ
ん
な
気
持
ち
の
よ
い
お
手
本
は
め
っ
た
に
な

い
」…

と
、
関
岡
先
生
の
書
か
れ
た
文
字
を
見
る
な

り
担
任
の
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に
引
き
込
ま
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
県
書
写
教
育
研
究
大
会
の
講
師
と
し
て
お
招
き
す

る
と
今
日
の
お
話
の
続
き
を
是
非
に
と
の
声
が
大
き

く
、い
つ
の
間
に
か
高
知
県
の
お
か
か
え
講
師
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
十
一
年
も
。
い
つ
の
講
演
で
も

行
き
届
い
て
分
か
り
易
く
、
先
生
の
お
人
柄
あ
ふ
れ

る
明
る
い
口
調
で
大
会
を
盛
り
上
げ
て
下
さ
い
ま
す
。

中
味
も
豊
か
な
研
鑽
を
積
ま
れ
た
す
る
ど
い
実
績
か

ら
生
ま
れ
る
内
容
に
う
っ
と
り
拝
聴
し
ま
し
た
。

　
三
十
一
回
大
会
で
は
講
師
授
業
ま
で
い
た
だ
き
、

書
写
を
学
ぶ
楽
し
い
雰
囲
気
ま
で
味
わ
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　「
命
の
あ
る
限
り
淡
路
に
来
さ
せ
て
も
ら
い
ま

す
。」
と
淡
路
の
書
写
に
全
身
全
霊
注
い
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。
褒
め
て
伸
ば
す
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
い

つ
も
穏
や
か
で
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
に

感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
怒
っ
た
顔
な
ど
似
合
わ
な

い
先
生
で
し
た
。
私
の
学
校
が
式
典
を
す
る
折
に
は
、

落
款
印
と
朱
肉
を
持
参
し
、
色
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で

懇
切
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
な
ど
忘
れ
ら

れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。
十
五
年
位
前
、
淡
路
の

ホ
テ
ル
で
個
展
を
開
い
て
い
た
だ
き
、
書
へ
の
思
い
、

楽
し
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
昨
日
の
こ
と
の

よ
う
で
す
。我
が
家
に
も
折
々
書
を
送
っ
て
い
た
だ
き
、

家
宝
に
し
て
い
ま
す
。〈
な
に
く
そ
〉
永
遠
の
心
の
支

え
　
ア
イ
ド
ル
先
生
　
今
も
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
関
岡
先
生
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
今
か

ら
二
十
一
年
前
、
教
科
書
の
編
集
会
議
の
と
き
で
し

た
。
当
時
、
先
生
は
七
十
才
を
超
え
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
話
し
さ
れ
る
一
言
一
言
に
は
熱
い
思
い
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
以
来
、「
書
」
の
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
教
科
書
づ
く
り
の
手
ほ
ど
き
を
い
た
だ
い
た

こ
と
は
、
私
の
一
生
の
宝
物
で
す
。

　
先
生
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
を
対
象
に
「
生
活

を
楽
し
む
書
」
を
た
く
さ
ん
ご
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
魂
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
、
私
は
ご
息
女
の
関
岡
昌
子
先
生
に
お
導
き
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
ご
縁
で
す
。
書
写
の

教
科
書
と
し
て
、
関
岡
先
生
の
理
念
を
き
ち
ん
と
つ

な
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
二
十
年
程
前
、
関
岡
先
生
の
公
開
授
業
を
拝
見
し

て
、
先
生
が
子
ど
も
た
ち
に
生
き
る
力
と
喜
び
を
、

書
く
こ
と
を
通
し
て
教
え
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。

　
机
間
指
導
で
、「
お
っ
、
上
手
に
書
け
た
ね
」
と
言

わ
れ
て
、
そ
の
子
ど
も
に
、
皆
に
見
せ
る
よ
う
指
示

さ
れ
る
。
子
ど
も
は
、「
な
ん
で
私
が
」
と
い
う
顔
つ

き
で
、
最
初
の
書
と
ほ
め
ら
れ
た
書
を
胸
の
前
に
掲

げ
る
。
す
か
さ
ず
、「
最
初
と
比
べ
て
こ
ん
な
に
上
手

に
な
っ
た
」
と
ほ
め
ら
れ
る
。
一
瞬
、
子
ど
も
の
顔

が
く
ず
れ
る
。
こ
う
し
て
何
人
も
の
子
ど
も
を
引
き

上
げ
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、「
今
日
、
書
い
た
字
を
家
の
方
に
見
せ
て

く
だ
さ
い
。き
っ
と
び
っ
く
り
し
て
喜
ば
れ
る
か
ら
」

と
言
っ
て
授
業
を
終
え
ら
れ
る
。

　
人
を
思
い
や
る
心
が
伝
わ
る
授
業
で
あ
っ
た
。

　
私
が
関
岡
先
生
の
講
演
会
や
研
究
会
に
お
供
で
ご

一
緒
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
、
兵
庫
県
の
担
当
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

　
特
に
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
研
究
会
が
終
っ
た
あ

と
大
雪
に
な
り
、
池
田
師
範
の
後
輩
校
長
と
城
崎
の

三
木
屋
で
飲
ま
れ
た
時
、
雪
見
障
子
越
し
に
見
る
雪

景
色
の
見
事
さ
を
喜
ば
れ
る
関
岡
先
生
の
無
邪
気
に

楽
し
げ
な
ご
様
子
で
あ
る
。

　
ま
た
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
直
後
の
事
で
あ
る
。

大
変
苦
労
し
て
出
か
け
ら
れ
、
泊
ま
ら
れ
た
宿
で
大

好
物
の
蟹
を
食
べ
ら
れ
た
時
の
こ
と
だ
。
他
に
客
も

な
い
旅
館
が
出
し
た
大
量
の
蟹
に
目
を
白
黒
さ
せ
て

「
こ
ん
な
に
美
味
し
い
蟹
を
、
こ
ん
な
に
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
初
め
て
や
」
と
大
変

喜
ん
で
お
ら
れ
た
お
顔
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　「
生
涯
現
役
」
を
貫
徹
す
る
に
は
、
本
人
の
強
い
精

神
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
す
が
、

何
よ
り
も
ま
わ
り
の
「
人
間
愛
」
に
支
え
ら
れ
て
こ

そ
自
分
の
生
き
る
力
が
発
揮
、
持
続
で
き
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
父
（
私
に
と
り
ま
し
て
は
主
人
の

父
で
あ
り
舅
に
あ
た
り
ま
す
）
は
家
族
に
身
を
も
っ

て
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
父
の
人
生

目
標
「
生
涯
現
役
で
百
才
ま
で
生
き
き
り
た
い
」
を

見
事
に
達
成
し
ま
し
て
、
一
〇
〇
年
と
二
十
一
日
の

生
命
を
全
う
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日
に
逝

き
ま
し
た
。
生
前
中
多
く
の
皆
様
か
ら
「
人
間
愛
」

を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
家
族
一
同
厚
く
深
く

感
謝
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　
九
十
九
才
ま
で
要
請
を
受
け
ま
し
た
小
・
中
学
校

へ
の
指
導
実
践
と
、
そ
れ
を
通
し
て
児
童
や
先
生
方

と
の
一
期
一
会
を
、
父
は
い
つ
も
楽
し
み
に
し
て
い

ま
し
た
。
授
業
を
お
引
き
受
け
す
る
に
あ
た
り
、
事

前
の
段
取
り
を
欠
か
す
こ
と
な
く
熱
心
に
取
り
組
ん

で
お
り
ま
し
た
。
文
字
に
対
す
る
関
心
を
い
か
に
高

め
る
か
、
文
字
感
覚
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
ど
う

説
明
す
れ
ば
良
い
の
か
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
種
々

の
文
具
と
用
紙
を
工
夫
し
て
教
材
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。

　
九
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
の
父
は
、
授
業
導
入
に
は

い
つ
も
「
こ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
何
才
に
見
え
ま
す

か
？
」
と
い
う
質
問
か
ら
始
め
て
い
ま
し
た
。
児
童

が
「
○
○
才
！
」
と
自
分
の
年
齢
よ
り
も
若
く
答
え

て
く
れ
る
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
ま
し

た
。
導
入
の
ま
と
め
と
し
て
「
筆
記
用
具
を
大
切
に

扱
い
、
よ
り
美
し
い
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
努
力
・

学
習
す
れ
ば
、
健
康
で
楽
し
く
幸
せ
な
人
生
を
送
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
写
書
道
は
健
康
長
寿
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
す
」
と
自
慢
げ
に
結
ん
で
い
ま
し
た
。

　「
書
写
を
指
導
す
る
」
技
能
的
な
面
は
、
指
導
の
基

本
で
あ
り
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
常
々
「
書
写
で
指

導
す
る
こ
と
（「
を
」
か
ら
「
で
」
へ
の
取
り
組
み
）

の
必
要
性
」
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
平
素
の
学
習
の

中
で
、
集
団
の
中
に
入
り
き
れ
な
い
児
童
や
、
学
力

が
追
い
つ
か
ず
に
学
習
意
欲
を
失
っ
て
い
る
児
童
を

直
感
的
に
察
知
す
る
こ
と
に
た
け
た
父
で
し
た
。

ま
た
、
児
童
が
授
業
の
中
で
発
信
す
る
何
か
を
素
早

く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
と
て
も
上
手
で
し
た
。
担

任
の
先
生
と
あ
ら
か
じ
め
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と

も
な
く
「
つ
か
む
」
能
力
に
た
け
た
父
で
も
あ
り
ま

し
た
。
ま
さ
し
く「
書
写
で
指
導
す
る
」と
い
う「
で
」

の
実
践
を
示
し
、
担
任
の
先
生
か
ら
賞
讃
、
感
動
の

言
葉
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　「
書
写
は
他
教
科
と
異
な
り
、
正
解
と
い
う
も
の
は

少
な
く
、
一
単
位
時
間
（
四
十
五
分
）
の
授
業
の
中

で
児
童
の
集
中
と
充
実
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
が
勝

負
で
あ
る
。
他
の
児
童
と
の
相
対
的
評
価
で
は
な
く

「
自
己
力
向
上
」
を
認
め
、
そ
の
こ
と
を
第
一
義
に

ほ
め
る
こ
と
が
で
き
る
素
晴
ら
し
い
教
科
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。「
ほ
め
育
て
る
」
が
実
践
で
き
る
教
科

で
あ
る
と
。

　
父
は
、
五
十
数
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
毎
日
小
学

生
新
聞
の
書
写
の
部
選
者
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ

の
編
集
担
当
係
の
方
か
ら
父
へ
の
弔
い
の
言
葉
を
い

た
だ
き
ま
し
た
文
面
の
中
に
「
児
童
の
文
字
に
つ
い

て
年
齢
に
応
じ
た
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
元
気

の
良
さ
や
お
題
の
選
び
方
も
ほ
め
て
い
た
だ
く
な
ど
、

子
ど
も
に
合
わ
せ
た
温
か
い
眼
差
し
が
い
つ
も
印
象

的
で
し
た
。
先
生
の
お
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
書

の
道
へ
の
愛
着
を
深
め
た
読
者
も
数
知
れ
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
」
と
し
た
た
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　「
目
習
い
（
鑑
賞
す
る
実
践
）」
に
お
い
て
は
、
正

し
い
文
字
、
美
し
い
文
字
を
「
見
て
書
く
」。
続
い
て

集
団
で
正
し
い
字
形
作
り
に
つ
い
て
「
話
し
合
う
」

共
有
時
間
を
児
童
が
作
り
出
し
て
い
く
た
め
に
、
人

の
話
を
よ
く
「
聞
き
習
う
」
学
習
へ
と
導
く
よ
う
に
、

良
い
接
着
剤
と
な
る
指
導
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
書
写
は「
書
く
」「
話
す
」

「
聞
く
」
の
三
要
素
が
四
十
五
分
の
中
で
実
践
で
き

る
教
科
で
あ
る
と
。

　
家
族
か
ら
は
「
お
や
じ
は
書
道
以
外
の
話
は
な
い

の
か
」と
生
涯
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。主
人
の
兄
弟（
父

の
息
子
た
ち
）
が
訪
ね
て
き
た
と
き
も
書
道
の
話
だ

け
し
て
、
そ
の
後
は
背
を
向
け
て
ひ
た
す
ら
字
を
書

い
て
い
ま
し
た
。
長
き
に
わ
た
り
大
勢
の
方
が
父
を

訪
ね
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
先
生
、
右
手
が
痛
く
て…
年
で
す
ね
。」

「
そ
り
ゃ
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
。
左
手
で
ど
ん
な
字
を

　
書
け
る
か
楽
し
み
や
。」

「
子
ど
も
が
受
験
で
大
変
で
。」

「
そ
り
ゃ
け
っ
こ
う
な
こ
っ
ち
ゃ
。
あ
な
た
も
書
道

　
頑
張
る
ん
や
で
。」

「
主
人
が
転
勤
で
海
外
へ
つ
い
て
い
き
ま
す
。」

「
そ
り
ゃ
え
い
こ
っ
ち
ゃ
。
向
こ
う
で
書
道
を
広
め

　
て
や
。」

何
か
ら
何
ま
で
何
と
し
て
も
継
続
一
筋
で
し
た
。

　
最
期
に
筆
を
と
っ
た
の
は
、
亡
く
な
る
一
か
月
前
、

ひ
か
り
の
く
に
株
式
会
社
の
岡
本
社
長
様
に
郵
送
致

し
ま
し
た
「
敬
天
愛
人
」
と
書
い
た
色
紙
と
、
百
才

を
迎
え
越
し
方
を
振
り
返
り
な
が
ら
も
、
ま
だ
ま
だ

書
写
書
道
教
育
の
指
導
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
心

情
を
語
っ
た
手
紙
、
便
箋
三
枚
で
し
た
。

一
期
一
会

関
岡
猪
蔵
先
生
を
偲
ん
で

　関
岡
猪
蔵
先
生
の
ご
逝
去
か
ら
、
早
い
も
の
で
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

ご
指
導
を
仰
い
だ
日
々
と
、
そ
の
偉
大
な
功
績
、
温
か
い
お
人
柄
を
偲
び
つ
つ
、

ご
縁
の
深
か
っ
た
方
々
と
の
新
た
な
絆
を
深
め
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

書
写
を
好
き
に
さ
せ
て
し
ま
う

関
岡
先
生
の
字
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学
校
元
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濵
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　「
書
写
の
教
科
書
は
見
た
だ
け
で
書
き
と
う
な
る
」

「
こ
ん
な
気
持
ち
の
よ
い
お
手
本
は
め
っ
た
に
な

い
」…

と
、
関
岡
先
生
の
書
か
れ
た
文
字
を
見
る
な

り
担
任
の
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に
引
き
込
ま
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
県
書
写
教
育
研
究
大
会
の
講
師
と
し
て
お
招
き
す

る
と
今
日
の
お
話
の
続
き
を
是
非
に
と
の
声
が
大
き

く
、い
つ
の
間
に
か
高
知
県
の
お
か
か
え
講
師
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
十
一
年
も
。
い
つ
の
講
演
で
も

行
き
届
い
て
分
か
り
易
く
、
先
生
の
お
人
柄
あ
ふ
れ

る
明
る
い
口
調
で
大
会
を
盛
り
上
げ
て
下
さ
い
ま
す
。

中
味
も
豊
か
な
研
鑽
を
積
ま
れ
た
す
る
ど
い
実
績
か

ら
生
ま
れ
る
内
容
に
う
っ
と
り
拝
聴
し
ま
し
た
。

　
三
十
一
回
大
会
で
は
講
師
授
業
ま
で
い
た
だ
き
、

書
写
を
学
ぶ
楽
し
い
雰
囲
気
ま
で
味
わ
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　「
命
の
あ
る
限
り
淡
路
に
来
さ
せ
て
も
ら
い
ま

す
。」
と
淡
路
の
書
写
に
全
身
全
霊
注
い
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。
褒
め
て
伸
ば
す
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
い

つ
も
穏
や
か
で
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
に

感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
怒
っ
た
顔
な
ど
似
合
わ
な

い
先
生
で
し
た
。
私
の
学
校
が
式
典
を
す
る
折
に
は
、

落
款
印
と
朱
肉
を
持
参
し
、
色
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で

懇
切
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
な
ど
忘
れ
ら

れ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。
十
五
年
位
前
、
淡
路
の

ホ
テ
ル
で
個
展
を
開
い
て
い
た
だ
き
、
書
へ
の
思
い
、

楽
し
さ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
昨
日
の
こ
と
の

よ
う
で
す
。我
が
家
に
も
折
々
書
を
送
っ
て
い
た
だ
き
、

家
宝
に
し
て
い
ま
す
。〈
な
に
く
そ
〉
永
遠
の
心
の
支

え
　
ア
イ
ド
ル
先
生
　
今
も
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
関
岡
先
生
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
今
か

ら
二
十
一
年
前
、
教
科
書
の
編
集
会
議
の
と
き
で
し

た
。
当
時
、
先
生
は
七
十
才
を
超
え
て
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
お
話
し
さ
れ
る
一
言
一
言
に
は
熱
い
思
い
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
以
来
、「
書
」
の
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
教
科
書
づ
く
り
の
手
ほ
ど
き
を
い
た
だ
い
た

こ
と
は
、
私
の
一
生
の
宝
物
で
す
。

　
先
生
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
を
対
象
に
「
生
活

を
楽
し
む
書
」
を
た
く
さ
ん
ご
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
魂
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
、
私
は
ご
息
女
の
関
岡
昌
子
先
生
に
お
導
き
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
ご
縁
で
す
。
書
写
の

教
科
書
と
し
て
、
関
岡
先
生
の
理
念
を
き
ち
ん
と
つ

な
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
二
十
年
程
前
、
関
岡
先
生
の
公
開
授
業
を
拝
見
し

て
、
先
生
が
子
ど
も
た
ち
に
生
き
る
力
と
喜
び
を
、

書
く
こ
と
を
通
し
て
教
え
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。

　
机
間
指
導
で
、「
お
っ
、
上
手
に
書
け
た
ね
」
と
言

わ
れ
て
、
そ
の
子
ど
も
に
、
皆
に
見
せ
る
よ
う
指
示

さ
れ
る
。
子
ど
も
は
、「
な
ん
で
私
が
」
と
い
う
顔
つ

き
で
、
最
初
の
書
と
ほ
め
ら
れ
た
書
を
胸
の
前
に
掲

げ
る
。
す
か
さ
ず
、「
最
初
と
比
べ
て
こ
ん
な
に
上
手

に
な
っ
た
」
と
ほ
め
ら
れ
る
。
一
瞬
、
子
ど
も
の
顔

が
く
ず
れ
る
。
こ
う
し
て
何
人
も
の
子
ど
も
を
引
き

上
げ
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、「
今
日
、
書
い
た
字
を
家
の
方
に
見
せ
て

く
だ
さ
い
。き
っ
と
び
っ
く
り
し
て
喜
ば
れ
る
か
ら
」

と
言
っ
て
授
業
を
終
え
ら
れ
る
。

　
人
を
思
い
や
る
心
が
伝
わ
る
授
業
で
あ
っ
た
。

　
私
が
関
岡
先
生
の
講
演
会
や
研
究
会
に
お
供
で
ご

一
緒
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
、
兵
庫
県
の
担
当
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

　
特
に
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
研
究
会
が
終
っ
た
あ

と
大
雪
に
な
り
、
池
田
師
範
の
後
輩
校
長
と
城
崎
の

三
木
屋
で
飲
ま
れ
た
時
、
雪
見
障
子
越
し
に
見
る
雪

景
色
の
見
事
さ
を
喜
ば
れ
る
関
岡
先
生
の
無
邪
気
に

楽
し
げ
な
ご
様
子
で
あ
る
。

　
ま
た
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
直
後
の
事
で
あ
る
。

大
変
苦
労
し
て
出
か
け
ら
れ
、
泊
ま
ら
れ
た
宿
で
大

好
物
の
蟹
を
食
べ
ら
れ
た
時
の
こ
と
だ
。
他
に
客
も

な
い
旅
館
が
出
し
た
大
量
の
蟹
に
目
を
白
黒
さ
せ
て

「
こ
ん
な
に
美
味
し
い
蟹
を
、
こ
ん
な
に
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
初
め
て
や
」
と
大
変

喜
ん
で
お
ら
れ
た
お
顔
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　「
生
涯
現
役
」
を
貫
徹
す
る
に
は
、
本
人
の
強
い
精

神
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
で
す
が
、

何
よ
り
も
ま
わ
り
の
「
人
間
愛
」
に
支
え
ら
れ
て
こ

そ
自
分
の
生
き
る
力
が
発
揮
、
持
続
で
き
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
父
（
私
に
と
り
ま
し
て
は
主
人
の

父
で
あ
り
舅
に
あ
た
り
ま
す
）
は
家
族
に
身
を
も
っ

て
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
父
の
人
生

目
標
「
生
涯
現
役
で
百
才
ま
で
生
き
き
り
た
い
」
を

見
事
に
達
成
し
ま
し
て
、
一
〇
〇
年
と
二
十
一
日
の

生
命
を
全
う
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日
に
逝

き
ま
し
た
。
生
前
中
多
く
の
皆
様
か
ら
「
人
間
愛
」

を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
家
族
一
同
厚
く
深
く

感
謝
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　
九
十
九
才
ま
で
要
請
を
受
け
ま
し
た
小
・
中
学
校

へ
の
指
導
実
践
と
、
そ
れ
を
通
し
て
児
童
や
先
生
方

と
の
一
期
一
会
を
、
父
は
い
つ
も
楽
し
み
に
し
て
い

ま
し
た
。
授
業
を
お
引
き
受
け
す
る
に
あ
た
り
、
事

前
の
段
取
り
を
欠
か
す
こ
と
な
く
熱
心
に
取
り
組
ん

で
お
り
ま
し
た
。
文
字
に
対
す
る
関
心
を
い
か
に
高

め
る
か
、
文
字
感
覚
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
ど
う

説
明
す
れ
ば
良
い
の
か
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
種
々

の
文
具
と
用
紙
を
工
夫
し
て
教
材
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。

　
九
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
の
父
は
、
授
業
導
入
に
は

い
つ
も
「
こ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
何
才
に
見
え
ま
す

か
？
」
と
い
う
質
問
か
ら
始
め
て
い
ま
し
た
。
児
童

が
「
○
○
才
！
」
と
自
分
の
年
齢
よ
り
も
若
く
答
え

て
く
れ
る
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
ま
し

た
。
導
入
の
ま
と
め
と
し
て
「
筆
記
用
具
を
大
切
に

扱
い
、
よ
り
美
し
い
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
努
力
・

学
習
す
れ
ば
、
健
康
で
楽
し
く
幸
せ
な
人
生
を
送
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
写
書
道
は
健
康
長
寿
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
で
す
」
と
自
慢
げ
に
結
ん
で
い
ま
し
た
。

　「
書
写
を
指
導
す
る
」
技
能
的
な
面
は
、
指
導
の
基

本
で
あ
り
重
要
な
こ
と
で
す
が
、
常
々
「
書
写
で
指

導
す
る
こ
と
（「
を
」
か
ら
「
で
」
へ
の
取
り
組
み
）

の
必
要
性
」
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
平
素
の
学
習
の

中
で
、
集
団
の
中
に
入
り
き
れ
な
い
児
童
や
、
学
力

が
追
い
つ
か
ず
に
学
習
意
欲
を
失
っ
て
い
る
児
童
を

直
感
的
に
察
知
す
る
こ
と
に
た
け
た
父
で
し
た
。

ま
た
、
児
童
が
授
業
の
中
で
発
信
す
る
何
か
を
素
早

く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
と
て
も
上
手
で
し
た
。
担

任
の
先
生
と
あ
ら
か
じ
め
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と

も
な
く
「
つ
か
む
」
能
力
に
た
け
た
父
で
も
あ
り
ま

し
た
。
ま
さ
し
く「
書
写
で
指
導
す
る
」と
い
う「
で
」

の
実
践
を
示
し
、
担
任
の
先
生
か
ら
賞
讃
、
感
動
の

言
葉
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　「
書
写
は
他
教
科
と
異
な
り
、
正
解
と
い
う
も
の
は

少
な
く
、
一
単
位
時
間
（
四
十
五
分
）
の
授
業
の
中

で
児
童
の
集
中
と
充
実
が
い
か
に
な
さ
れ
た
か
が
勝

負
で
あ
る
。
他
の
児
童
と
の
相
対
的
評
価
で
は
な
く

「
自
己
力
向
上
」
を
認
め
、
そ
の
こ
と
を
第
一
義
に

ほ
め
る
こ
と
が
で
き
る
素
晴
ら
し
い
教
科
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。「
ほ
め
育
て
る
」
が
実
践
で
き
る
教
科

で
あ
る
と
。

　
父
は
、
五
十
数
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
毎
日
小
学

生
新
聞
の
書
写
の
部
選
者
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ

の
編
集
担
当
係
の
方
か
ら
父
へ
の
弔
い
の
言
葉
を
い

た
だ
き
ま
し
た
文
面
の
中
に
「
児
童
の
文
字
に
つ
い

て
年
齢
に
応
じ
た
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
元
気

の
良
さ
や
お
題
の
選
び
方
も
ほ
め
て
い
た
だ
く
な
ど
、

子
ど
も
に
合
わ
せ
た
温
か
い
眼
差
し
が
い
つ
も
印
象

的
で
し
た
。
先
生
の
お
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
書

の
道
へ
の
愛
着
を
深
め
た
読
者
も
数
知
れ
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
」
と
し
た
た
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　「
目
習
い
（
鑑
賞
す
る
実
践
）」
に
お
い
て
は
、
正

し
い
文
字
、
美
し
い
文
字
を
「
見
て
書
く
」。
続
い
て

集
団
で
正
し
い
字
形
作
り
に
つ
い
て
「
話
し
合
う
」

共
有
時
間
を
児
童
が
作
り
出
し
て
い
く
た
め
に
、
人

の
話
を
よ
く
「
聞
き
習
う
」
学
習
へ
と
導
く
よ
う
に
、

良
い
接
着
剤
と
な
る
指
導
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
書
写
は「
書
く
」「
話
す
」

「
聞
く
」
の
三
要
素
が
四
十
五
分
の
中
で
実
践
で
き

る
教
科
で
あ
る
と
。

　
家
族
か
ら
は
「
お
や
じ
は
書
道
以
外
の
話
は
な
い

の
か
」と
生
涯
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。主
人
の
兄
弟（
父

の
息
子
た
ち
）
が
訪
ね
て
き
た
と
き
も
書
道
の
話
だ

け
し
て
、
そ
の
後
は
背
を
向
け
て
ひ
た
す
ら
字
を
書

い
て
い
ま
し
た
。
長
き
に
わ
た
り
大
勢
の
方
が
父
を

訪
ね
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

「
先
生
、
右
手
が
痛
く
て…

年
で
す
ね
。」

「
そ
り
ゃ
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
。
左
手
で
ど
ん
な
字
を

　
書
け
る
か
楽
し
み
や
。」

「
子
ど
も
が
受
験
で
大
変
で
。」

「
そ
り
ゃ
け
っ
こ
う
な
こ
っ
ち
ゃ
。
あ
な
た
も
書
道

　
頑
張
る
ん
や
で
。」

「
主
人
が
転
勤
で
海
外
へ
つ
い
て
い
き
ま
す
。」

「
そ
り
ゃ
え
い
こ
っ
ち
ゃ
。
向
こ
う
で
書
道
を
広
め

　
て
や
。」

何
か
ら
何
ま
で
何
と
し
て
も
継
続
一
筋
で
し
た
。

　
最
期
に
筆
を
と
っ
た
の
は
、
亡
く
な
る
一
か
月
前
、

ひ
か
り
の
く
に
株
式
会
社
の
岡
本
社
長
様
に
郵
送
致

し
ま
し
た
「
敬
天
愛
人
」
と
書
い
た
色
紙
と
、
百
才

を
迎
え
越
し
方
を
振
り
返
り
な
が
ら
も
、
ま
だ
ま
だ

書
写
書
道
教
育
の
指
導
に
取
り
組
み
た
い
と
い
う
心

情
を
語
っ
た
手
紙
、
便
箋
三
枚
で
し
た
。

一
期
一
会

関
岡
猪
蔵
先
生
を
偲
ん
で

　関
岡
猪
蔵
先
生
の
ご
逝
去
か
ら
、
早
い
も
の
で
一
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

ご
指
導
を
仰
い
だ
日
々
と
、
そ
の
偉
大
な
功
績
、
温
か
い
お
人
柄
を
偲
び
つ
つ
、

ご
縁
の
深
か
っ
た
方
々
と
の
新
た
な
絆
を
深
め
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

書
写
を
好
き
に
さ
せ
て
し
ま
う

関
岡
先
生
の
字

高
知
市
小
学
校
元
校
長

濵
田
一
郎

未
来
へ
つ
な
が
る
「
今
」

日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編
集
委
員

関
岡
昌
子

関
岡
先
生
と
の
思
い
出

大
阪
書
籍
株
式
会
社 

元
営
業
課
長

高
津
征
郎

永
遠
の
心
の
支
え 

ア
イ
ド
ル
先
生

淡
路
市
小
学
校
元
校
長

隈
下
妙
子

関
岡
先
生
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

日
本
文
教
出
版
「
小
学
書
写
」
教
科
書
編
集
委
員

宮
本
榮
信

思
い
や
り
の
心 -

 

関
岡
先
生

大
阪
書
籍
株
式
会
社 

元
編
集
部
長

赤
穂
光
男
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川柳作家

書写からひろがる, まなび, くらし

やすみりえ

Special Interview

　
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

第九回

　旅
に
出
る
と
、
誰
か
に
手
紙
を
出
し
た
く
な
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
旅
先
か
ら
手
紙
を
も
ら
う

の
は
、
特
別
に
嬉
し
い
も
の
。
旅
行
中
に
時
間
が
あ
い
た
ら
、
帰
宅
を
待
つ
家
族
や
親
し
い
人
に

便
り
を
書
い
て
、
送
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。


