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私
の
歩
い
た
道

︱
国
語
科
単
元
開
発
へ
の
挑
戦

︱

米

田

猛

一

奈
良
教
育
大
学
と
私
と
の
つ
な
が
り

棚
橋
先
生
、
過
分
な
ご
紹
介
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
橋
本
講

座
主
任
先
生
は
じ
め
、
国
語
教
育
講
座
の
先
生
方
、
私
に
こ
う
い
う
機
会
を
与

え
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

改
め
ま
し
て
、
皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

今
年
度
末
（
二
〇
二
四
年
三
月
）
を
も
っ
て
教
育
関
係
、
教
職
生
活
か
ら
引

退
し
ま
す
も
の
で
す
か
ら
、
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
今
日
の
お
話
は
生
前
葬
講

演
会
み
た
い
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
応
ご
ら
ん
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ま
し
た
。前
半
の
三
分
の
一
ほ
ど
、

こ
の
主
タ
イ
ト
ル
の
話
を
し
て
、
残
り
三
分
の
二
を
国
語
科
単
元
開
発
へ
の
挑

戦
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

お
手
元
に
あ
る
パ
ワ
ポ
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
は
こ
の
後
半
の
部
分
だ
け
な
の

で
、
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
画
面
を
見
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
ら
助

か
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
前
半
部
分
は
個
人
情
報
満
載
な
の
で
、
皆
さ
ん
に
お

渡
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
前
半
の

方
が
ず
っ
と
面
白
い
で
す
よ
。
で
は
始
め
ま
す
。

私
と
奈
良
教
育
大
学
と
の
つ
な
が
り
を
年
表
に
し
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
附
属
中
学
校
の
生
徒
で
す
。
三
年

間
学
び
ま
し
た
。
下
は
当
時
の
写
真
で
す
。
生

意
気
で
す
ね
。
帽
子
を
「
ア
ミ
ダ
に
か
ぶ
る
」

っ
て
分
か
り
ま
す
か
。
今
は
こ
ん
な
帽
子
を
か

ぶ
っ
て
い
る
生
徒
は
い
ま
せ
ん
。
生
意
気
な
中

学
生
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
次
が
こ
こ
（
奈
良
教
育
大
学
）

で
す
ね
。
学
生
時
代
を
こ
こ
で
四
年
間
過
ご
し

ま
し
た
。
当
然
、
教
育
実
習
も
附
属
中
学
校
へ

行
き
ま
し
た
。
そ
の
次
が
、
附
属
中
学
校
教
員

と
し
て
九
年
間
、
附
属
中
学
校
で
過
ご
し
ま
し
た
。
右
が
そ
の
時
の
写
真
で
す
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ね
。
今
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
ね
。
昔
か
ら
年
寄
り
顔
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
し
て
現
在
の
奈
良
教
育
大
学
の
教
員
。
こ
れ
は
、
実
物
が
こ
こ
に
い
る
の

で
い
い
と
思
い
ま
す
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
私
と
奈
良
教
育
大
学
と
い
う
の
は
、
不
思
議
な
ご
縁

で
つ
な
が
っ
て
お
り
ま
す
。

二

私
の
特
性

今
回
こ
う
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

に
あ
た
り
ま
し
て
で
す
ね
、
自
分
と
い
う
も

の
を
も
う
一
回
見
つ
め
直
そ
う
と
思
い
ま
し

た
。
七
十
年
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
、
ち

ょ
っ
と
冷
静
に
自
分
を
眺
め
て
み
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
私
の
特
性
な
ん
で
す
け
ど
、
い

っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
皆
さ
ん
、
こ

れ
か
ら
示
し
ま
す
か
ら
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と

思
う
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す

よ
。こ

れ
（
抽
象
的
な
論
議
に
弱
い
）
は
、
一

緒
に
仕
事
し
た
方
は
分
か
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
だ
ん
だ
ん
め
ん
ど
く
さ
く
な
っ
て
き

教員(実践者・研究者)としての私の特性

〔マイナス面〕-たくさんあるが、ほんの一部だけ。

とにかく抽象的な論議に弱い。よって、複雑な論議にも弱い。
疑い深い。引用・参考文献は原著を見ないと我慢できない。
世の変化についていけない。そのくせ、あきらめが悪い。

……などなど

〔プラス面〕-あまりない。
単純作業を延々とできる。
一つのテーマにこだわりをもつ。
他人が気付かないことに気付く。-ときにマイナス。トラブルの元。

ひょっとしたら大学時代の
卒論が私の性格形成に
影響を与えているかも?

て
「
も
う
い
い
や
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
（
疑
い
深
い
）
ね
。
特
に
卒
論
指
導
し
て
い
る
人
な
ん
か

は
、
こ
れ
を
ず
い
ぶ
ん
言
わ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
孫
引
き
は
絶
対
だ
め
で
す
け

ど
も
、
孫
引
き
な
ん
か
し
た
ら
、
本
当
に
原
著
を
見
た
の
、
と
よ
く
言
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
こ
れ
（
世
の
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
い
）
は
年
の
せ
い
だ
と
思
い

ま
す
が
、
仕
方
な
い
で
す
ね
。

二
つ
め
の
「
疑
い
深
い
」
こ
と
の
一
つ
の
証
明
と
し
て
、
こ
れ
を
見
て
く
だ

さ
い
。
こ
れ
何
だ
か
分
か
り
ま
す
か
。
ほ
と
ん
ど
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
す
よ
ね
。

「
図
書
館
の
利
用
カ
ー
ド
」
で
す
。
こ
の
へ
ん
は
い
い
と
し
て
、
東
大
寺
図
書

館
な
ど
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
図
書
館
の
利
用
カ
ー
ド
も
持
っ
て
い
ま
す
。

語
学
や
文
学
を
な
さ
る
方
は
、天
理
図
書
館
は
そ
の
関
係
の
蔵
書
が
多
い
の
で
、

利
用
な
さ
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
県
内
各
地
の
公
立
図
書
館
の

利
用
カ
ー
ド
。
こ
れ
は
大
阪
府
立
図
書
館

で
す
ね
。
大
阪
府
ま
で
進
出
し
て
い
ま
す
。

大
阪
府
ま
で
進
出
し
て
、
原
著
、
原
論
文

を
見
な
い
と
信
用
で
き
な
い
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

市
町
村
の
図
書
館
も
結
構
「
地
域
コ
ー

ナ
ー
」
な
ど
が
充
実
し
て
い
て
、
例
え
ば

桜
井
市
立
図
書
館
は
「
万
葉
集
」
関
係
が

い
っ
ぱ
い
あ
る
ん
で
す
ね
。
皆
さ
ん
も
そ

う
い
う
地
域
の
図
書
館
を
利
用
な
さ
っ
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て
、
調
べ
ら
れ
る
の
も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
カ
ー
ド
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
な
さ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

話
を
元
に
戻
し
ま
す
。

私
の
特
性
は
他
に
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
が
、
で
は
こ
っ
ち
（
単
純
作
業
が

延
々
と
で
き
る
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
）
へ
。
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
に
は
後
で
申
し
ま
す
卒
業
論
文
が
ち
ょ
っ
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
（
他
人
が
気
付
か
な
い
こ
と
に
気
付
く
）
ね
。
こ
れ
は
マ

イ
ナ
ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
昔
か
ら
、「
そ
の
一
言
が
な
け
れ
ば
、
お
前

は
い
い
奴
だ
。」
と
ず
っ
と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
、
一
言
多
い
た

め
に
ト
ラ
ブ
ル
を
招
く
こ
と
が
、
多
々
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
け
れ
ど
、
何
回

か
あ
り
ま
し
た
。

私
、
今
に
な
っ
て
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
よ
う
な
特
性
は
、
こ
れ
（
卒
論

の
影
響
）
か
も
し
れ
ん
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
後
で
こ
の
話
は
し
ま
す
。

ど
う
い
う
卒
論
を
書
い
た
の
と
い
う
話
で
す
。

特
に
、
単
純
作
業
を
延
々
と
で
き
る
と
か
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
こ
だ
わ
り
を

持
つ
の
は
、
多
分
大
学
時
代
の
卒
論
で
培
わ
れ
た
も
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思

っ
て
い
ま
す
。

三

私
の
学
生
時
代

こ
こ
で
、
私
の
中
学
、
高
校
、
大
学
時
代
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
ね
。
学
生

の
皆
さ
ん
に
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

ま
ず
、
中
学
校
二
年
生
の
衝
撃
的
な
体
験
。「
短
歌
の
創
作
」
で
し
た
が
、

私
の
作
っ
た
短
歌
が
先
生
に
酷
評
さ
れ
た
ん
で
す
。
み
ん
な
で
短
歌
の
創
作
を

し
て
、
当
時
四
十
六
人
学
級
で
す
け
ど
ね
、
黒
板
に
書
い
て
投
票
す
る
ん
で
す

ね
。
私
の
短
歌
に
、
五
票
入
っ
た
ん
で
す
よ
。
四
十
六
票
中
五
票
も
入
っ
て
、

う
れ
し
か
っ
た
ん
で
す
。
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
ん
で
す
。

先
生
の
そ
の
酷
評
以
後
、「
創
作
に
は
絶
対
手
を
染
め
な
い
ぞ
。」
と
思
い
ま

し
た
ね
。
文
学
に
関
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
教
員
だ
っ
た
ら
文
学
的
な
文
章
を
教

え
る
仕
事
を
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
ん

で
す
け
ど
も
、
ど
う
も
苦
手
だ
な
と
い

う
意
識
は
あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
の

先
生
の
言
葉
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま

す
。
教
師
の
言
葉
っ
て
大
き
な
影
響
を

与
え
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
高
校
の
時
。
実
は
こ
う

（
新
聞
記
者
に
憧
れ
る
）
な
ん
で
す
。

若
い
か
ら
社
会
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な

不
満
と
か
が
あ
っ
て
、
新
聞
記
者
に
な

っ
た
ら
、
そ
う
い
う
の
を
斬
れ
る
か
も

し
れ
ん
な
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
は

新
聞
記
者
も
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で

原
稿
を
送
る
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
は

こ
ん
な
長
い
細
い
原
稿
用
紙
に
、
鉛
筆

で
サ
ア
ー
ッ
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
ド

ラ
マ
を
見
て
か
っ
こ
い
い
な
と
思
っ
た

わりあい無邪気な進路選択①

中学校２年……国語の時間に「創作短歌」を酷評され、国語が嫌いになる。
特に「文学」や「創作」はセンスがない。

高校時代……新聞記者に憧れる。小さな原稿用紙に、鉛筆で荒っぽく記事を
書いている記者に「かっこよさ」を感じる。時間に追われている感じも「働
いている」感が魅力。社会を斬るのもかっこいい。

大学選択……一方で、「青春ドラマ」（これが青春だ－竜雷太主演）の主人公
に憧れ、教員も選択の視野に入るが、教科を決められない。理科系はからっき
しダメ。芸術系はそんなセンスなし。最後は、体育系と文科系（ただし、社会
科・世界史はどこの国の事件か皆目見当がつかない。英語はガラじゃない。）

というわけで、消去法で国語に決めました。
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ん
で
す
ね
。

で
は
大
学
は
ど
う
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
（
青
春
ド
ラ
マ
「
こ

れ
が
青
春
だ
」）
を
覚
え
て
る
方
、
何
人
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ね
。

だ
い
た
い
、
竜
雷
太
っ
て
ど
の
俳
優
さ
ん
な
ん
や
、
っ
て
話
で
す
よ
ね
。
ご
存

知
で
す
か
。
だ
い
た
い
同
年
代
の
方
は
ご
存
知
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
ね
、
か
っ

こ
よ
か
っ
た
の
ね
。
で
も
ね
、
現
実
は
全
然
違
う
ん
で
す
。
ド
ラ
マ
と
全
然
違

う
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
に
入
る
に

あ
た
っ
て
ど
の
教
科
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に

書
い
た
と
お
り
で
す
。

じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
か
、
消
去
法
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
ね
、
人
生
っ
て
わ
か
ら

な
い
で
す
よ
ね
。
消
去
法
で
決
め
た
教
科
で
、
今
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
か

ね
、
本
当
に
わ
か
ら
な
い
な
と
自
分
で
も
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
大
学
に
入
り
ま
し
た
け
ど
、
当
時
、
奈
良
教
育
大
学
中
学
校
教

員
養
成
課
程
文
科
国
語
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
文
科
国
語
に
は
、
こ
れ
も
ど

う
い
う
巡
り
合
わ
せ
か
、
実
は
当
時
の
合
格
発
表
っ
て
、
受
験
番
号
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
名
前
も
出
る
ん
で
す
よ
ね
。
名
前
を
見
て
男
性
二
人
、
女
性
五
人
と

思
っ
て
入
学
式
の
日
に
集
ま
っ
た
ら
、
一
対
六
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
も
う
び
っ

く
り
し
て
。
一
人
の
女
性
の
名
前
が
男
性
の
名
前
だ
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い

て
、
人
数
数
え
た
ら
、
合
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
お
か
し
い
な
と
思
っ
て
自
己
紹

介
し
た
ら
、
思
わ
ぬ
読
み
方
を
し
た
も
の
だ
か
ら
、
男
の
人
だ
と
思
っ
た
の
が

実
は
女
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
授
業
で
は
必
ず
対
角
線
上
の

席
を
、
つ
ま
り
、
彼
女
ら
か
ら
は
一
番
遠
い
距
離
の
席
を
確
保
し
ま
し
て
、
や

っ
ぱ
り
来
年
別
の
大
学
を
受
け
よ
う
か
な
、
と
本
気
で
思
っ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ッ
カ
ー
部
の
部
室
に
入
り
浸
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
学
生
の
皆
様
は
こ
ん
な
こ
と
は
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
大
学
二
回
生
で
初
め
て
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
も
の
を
真
面
目
に
書

い
た
ん
で
す
ね
。
教
養
教
育
も
い
っ
ぱ
い
受
け
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
い
る
ん

だ
け
ど
、
全
然
記
憶
が
な
く
て
ね
。
初
め
て
レ
ポ
ー
ト
を
真
面
目
に
書
い
た
ん

で
す
。

そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
、
鈴
木
一
男
先
生
で
す
。
本
学
の
名
誉
教
授
で
す
ね
。

何
を
レ
ポ
ー
ト
に
書
い
た
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
見
て
く
だ
さ
い
。
何
だ

こ
れ
、
で
す
よ
ね
。『
古
事
記
上
巻
抄
』
と
い
う
資
料
な
ん
で
す
が
、
漢
文
で

す
。
そ
し
て
、
ご
覧
の
と
お
り
、
読
み
仮
名
が
片
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。

国立国会図書館デジタルコレクションより
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だ
か
ら
大
体
読
め
る
ん
で
す
が
、
た
だ
片
仮
名
は
当
時
の
字
体
で
書
い
て
あ
る

の
で
、
そ
こ
は
多
少
の
苦
労
が
い
る
け
ど
、
こ
れ
を
訓
読
す
る
の
は
そ
ん
な
に

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

鈴
木
先
生
は
、
後
で
申
し
ま
す
が
、
訓
点
資
料
、
正
倉
院
の
訓
点
資
料
を
扱

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
入
り
口
と
し
て
、
ま
だ
学

生
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
難
し
い
の
は
無
理
だ
か
ら
、
こ
れ
は
資
料
的
に
は
非

常
に
短
い
で
す
し
、
振
り
仮
名
が
い
っ
ぱ
い
付
い
て
い
ま
す
か
ら
、
何
の
問
題

も
な
い
の
で
、
訓
読
文
を
作
り
な
さ
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ

か
ら
仮
名
字
体
表
、
片
仮
名
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
仮
名
字
体
表
を
作
り
な
さ
い

と
、
そ
し
て
問
題
点
を
指
摘
し
な
さ
い
、
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
出
さ
れ
た
ん
で

す
ね
。

こ
こ
が
や
は
り
一
つ
の
分
岐
点
、
私
の
分
岐
点
な
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
三
回
生
に
な
っ
て
い
よ
い
よ
、
学
生
の
皆
さ
ん
も
一
緒
で
す
が
、

研
究
室
、
ゼ
ミ
選
択
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
次
の
鈴
木
先
生
の
言
葉
、
皆
さ
ん
ど

う
思
い
ま
す
？

ト
リ
ッ
ク
だ
と
思
い
ま
せ
ん
？
「
男
性
は
み
ん
な
私
の
研
究

室
へ
来
る
ん
で
す
よ
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
。

違
う
ん
で
す
よ
、
事
実
は
。
そ
こ
を
選
ぶ
の
は
み
ん
な
男
性
で
あ
っ
て
、
男

性
が
み
ん
な
選
ぶ
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

私
が
聞
き
間
違
っ
た
の
か
、
鈴
木
先
生
が
わ
ざ
と
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
当
時
は
純
粋
で
し
た
か
ら
、「
そ
う
か
、
男
は
み
ん
な
鈴
木
先
生
の
と

こ
ろ
へ
行
く
ん
だ
。」
と
思
っ
て
、
何
の
迷
い
も
な
く
選
ん
で
い
る
ん
で
す
。

何
も
考
え
な
い
で
選
ん
で
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
言
葉
が
私
を
学
問
の
世

界
へ
導
く
素
晴
ら
し
い
出
会
い
で
し
た
。

皆
さ
ん
、
ゼ
ミ
選
択
、
相
当
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
研
究
室
訪
問
を
し
て
考

え
ら
れ
ま
す
け
ど
、
私
、
何
の
迷
い
も
な
く
選
ん
だ
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
附
属
中
学
校
で
の
教
育
実
習
。
巳
野
欣
一
先
生
と
の
出
会
い
、

初
め
て
じ
ゃ
な
く
、
中
学
校
時
代
に
出
会
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
教
員
の
卵
と
し

て
出
会
っ
た
の
は
初
め
て
で
す
。（
先
ほ
ど
述
べ
た
私
の
短
歌
を
酷
評
し
た
先

生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
念
の
た
め
。）

こ
れ
も
、
人
生
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
素
晴
ら
し
い
出
会
い
で
し

た
ね
。

当
時
の
指
導
案
と
い
う
の
は
、
Ｂ

４
の
縦
書
き
の
大
き
い
紙
で
、
そ
れ

に
書
い
た
指
導
案
を
持
っ
て
、
初
め

て
授
業
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
「
巳

野
先
生
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。
ご
指

導
く
だ
さ
い
。」
と
い
く
わ
け
で
す
。

全
て
の
行
に
チ
ェ
ッ
ク
が
入
る
と

い
う
結
果
で
し
た
。
「
巳
野
先
生
、

こ
れ
ど
こ
が
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う

か
」
と
問
う
た
ら
、
「
自
分
で
考
え

な
さ
い
。」
と
ひ
と
こ
と
。

し
か
も
、
実
習
で
は
あ
ま
り
し
た

こ
と
が
な
い
と
い
う
「
文
法
」
を
や

わりあい無邪気な進路選択②

大学１年……国語科１回生、女性６人、男は１人。これは、来年、別の大学
を受験し直そうと本気で考える。教室では、女性６人と必ず対角線上の席を
確保。部活（サークル活動）に命を懸ける。１回生からレギュラー確保。

大学２年後期……初めてまじめにレポートを書く。４００字詰めで５０枚ほ
ど。題目は「古事記上巻抄について」。
鈴木一男先生との出会い。訓点資料との出会い。

大学３年……研究室選択。鈴木先生の「男性は、みんな私の研究室へ来ま
す。」という言葉を信じ、鈴木研究室を選択。だが、それは言葉のトリック
で「鈴木研究室を選ぶのは、みんな男性。」が真実。

大学３年……附属中学校で教育実習。教育実習史上初めて「文法」をするこ
ととなる。人生で初めての指導案は、全ての行に赤いチェックが入った。
巳野欣一先生との出会い。鈴木先生と巳野先生の策略であったそうな……。
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り
な
さ
い
と
。
私
だ
け
で
な
く
、
一
年
生
を
受
け
持
っ
た
実
習
生
が
、
五
人
か

六
人
か
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
で
聞
く
と
、
ど
う
も
こ
れ
（
鈴
木
先
生
と
巳

野
先
生
の
合
意
）
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
の
か
。
ど
う
も
こ
の
へ
ん
か
ら
そ
の
方

向
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

そ
し
て
四
回
生
で
す
。「
ど
う
す
る
、
卒
論
」。
全
然
疑
わ
ず
に
鈴
木
先
生
の

研
究
室
に
行
っ
て
ま
す
し
、
そ
う

い
う
の
を
扱
う
も
の
だ
と
思
っ
て

た
の
で
、「
君
、
東
大
寺
図
書
館
に

あ
る
資
料
を
扱
っ
た
ら
ど
う
か

ね
。」
と
言
わ
れ
て
、
鈴
木
先
生
に

ご
紹
介
い
た
だ
い
て
東
大
寺
図
書

館
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
大
事
な

資
料
な
の
で
、
原
本
調
査
は
館
長

室
で
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か

も
巻
物
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
広
げ

る
の
は
い
い
ん
で
す
が
、
今
度
巻

き
戻
す
と
き
、
ず
れ
て
い
く
で
し

ょ
う
。
ず
れ
て
ト
ン
ト
ン
な
ど
と

や
ろ
う
も
の
な
ら
、
つ
い
て
い
る

ヲ
コ
ト
点
が
剥
が
れ
落
ち
て
大
変

な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

だ
か
ら
慎
重
に
。
で
も
、
館
長

さ
ん
、
イ
ラ
っ
と
し
た
で
し
ょ
う

わりあい無邪気な進路選択③

大学４年……「どうする卒論?」
「訓点資料を読み解くのは推理小説の謎解きみたいだ」おもしろいかも。
鈴木先生に東大寺図書館に連れていってもらう。
館長の目の前で、原本調査を３回。巻物を巻き戻すのに苦労、冷や汗もの。
鈴木先生の口癖「君、この本は読みましたか?」→「あっあ～、はい。」
そのうちに「君、この本は見ましたか?」に変化→「はい、今見ています。」
提出後、鈴木先生に「君の扱った資料の調査は、日本で君が初めてだ。それだ
けで十分価値がある。」と言われる。えっ、中身じゃなくて?!

いよいよ卒業
鈴木先生「君、どうしますか。もう少し上に行きますか。行くなら東京です
ね。」→えっ、大学よりまだ上があるの?
親に「大学院」というのがあるらしい。→「おまえ、何悪いことしたんや?」
そもそも、院入試に外国語２科目は無理無理。ドイツ語、辛うじて単位もらっ
たのに。

ね
。
巻
き
戻
す
、
ま
た
、
広
げ
て
巻
き
戻
し
て
。
そ
ん
な
に
し
た
ら
資
料
、
傷

む
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
が
。
し
か
も
夏
で
、

エ
ア
コ
ン
も
な
い
と
こ
ろ
で
、汗
を
ぽ
と
っ
と
一
滴
で
も
落
と
そ
う
も
ん
な
ら
、

も
う
え
ら
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

鈴
木
先
生
の
口
癖
は
、「
君
、
こ
の
本
は
読
み
ま
し
た
か
。」
で
し
た
。
私
も

今
、
ゼ
ミ
の
皆
さ
ん
に
同
じ
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。「
君
、
こ
れ
は
読
み
ま
し

た
か
。」
っ
て
ね
。
で
も
、
鈴
木
先
生
の
言
葉
は
い
つ
の
間
に
か
変
化
し
ま
し

た
。「
君
、
こ
の
本
は
見
ま
し
た
か
。」
そ
こ
で
、
こ
う
い
う
バ
カ
な
こ
と
（「
は

い
、
今
見
て
い
ま
す
。」）
を
言
っ
た
わ
け
で
す
が
、
提
出
後
に
こ
ん
な
こ
と
（「
君

の
扱
っ
た
資
料
は
、
日
本
で
君
が
初
め
て
だ
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
価
値
が
あ

る
。」）
言
わ
れ
ま
し
た
。

そ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
初
め
て
や
っ
た
こ
と
に
意
味
が
あ

る
ん
だ
と
言
わ
れ
て
、「
先
生
、
中
身
を
見
て
く
だ
さ
い
。」
と
思
わ
ず
口
走
り

そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
身
、
今
こ
こ
に
そ
れ
（
卒
業
論
文
）
が
あ
る
ん

で
す
け
ど
、
現
物
が
こ
れ
な

ん
で
す
。
伝
説
の
卒
論
。

当
時
は
も
ち
ろ
ん
原
稿
用

紙
で
、
こ
ん
な
の
で
す
け
ど
、

四
百
字
詰
め
の
三
百
十
枚
。

古
文
書
を
扱
っ
た
卒
論
が
、

ほ
ぼ
古
文
書
状
態
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
要
す

る
に
そ
の
資
料
を
日
本
で
初
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め
て
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
ん
で
す
ね
。

そ
の
資
料
の
全
体
を
扱
っ
た
の
は
初
め
て
。
部
分
的
に
扱
っ
た
方
は
い
ら
っ

し
ゃ
る
ん
で
す
け
ど
、
全
体
を
扱
っ
た
の
は
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
し
て
卒
業
で
す
。

卒
業
を
控
え
て
、
鈴
木
先
生
に
言
わ
れ
た
こ
と
（
「
君
、
ど
う
し
ま
す
か
。

も
う
少
し
上
に
行
き
ま
す
か
。
行
く
な
ら
東
京
で
す
ね
。」）
が
、
私
は
何
の
こ

と
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
当
時
、
大
学
院
と
い
う
の
は
、
あ

ま
り
学
生
の
視
野
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
親
に
言
い
ま
し
た
。「
大
学
の

う
え
に
ま
だ
何
か
あ
る
の
か
？
」
父
も
母
も
で
す
ね
、
そ
ん
な
こ
と
（
大
学
院

の
存
在
）
は
全
く
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

大
学
院
入
試
を
受
け
ま
す
か
。
英
語
は
ま
あ
、
辛
う
じ
て
何
と
か
な
る
に
し

て
も
、
ド
イ
ツ
語
の
単
位
は
本
当
に
苦
労
し
て
取
っ
た
ん
で
、
無
理
だ
な
と
思

っ
て
あ
き
ら
め
ま
し
た
。

四

鈴
木
一
男
先
生
の
こ
と

鈴
木
一
男
先
生
の
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。
こ
う
い
う
方
で
す
。
い
か
に
も

実
直
な
と
い
う
か
、
あ
だ
名
は
私
は
言
わ
な
か
っ
た
で
す
け
ど
、
先
輩
方
は
「
パ

ン
ク
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
パ
ン
ク
っ
て
い
う
の
は
、
ビ
ー
パ
ン
ク
チ

ュ
ア
ル
、
時
間
を
守
り
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
」
と

呼
ん
で
ま
し
た
。
で
も
そ
ん
な
感
じ
で
し
ょ
。
も
う
本
当
に
「
ぼ
っ
ち
ゃ
ん
」

と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
ね
。

訓
点
語
学
の
話
は
あ
と
で
し
ま
す
。

当
時
は
国
語
科
教
育
専
任
の
先

生
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
て
、
私

が
大
学
生
の
頃
、
途
中
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
一
回
生
、
二
回

生
の
時
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
く
て
、

鈴
木
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
国
語

学
の
先
生
、
文
学
の
先
生
が
国
語

科
教
育
学
も
国
語
科
教
育
法
も
教

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

鈴
木
先
生
は
こ
う
い
う
こ
と
を

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
君
ね
、
学
問
は
ひ
ら
め
き
だ
よ
。
他
の
人
と
同
じ
こ

と
を
言
っ
て
ち
ゃ
、
学
問
に
な
ら
ん
よ
。」
鈴
木
先
生
も
い
ろ
い
ろ
ひ
ら
め
き

が
あ
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。「
で
も
、
そ
の
ひ
ら
め
き
を
、
実
証
し
な
い
と
誰

も
認
め
て
く
れ
な
い
ね
。」
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
う
で

し
ょ
う
ね
。
学
問
だ
か
ら
、
単
な
る
思
い
つ
き
や
ひ
ら
め
き
だ
け
で
は
だ
め
で

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
鈴
木
先
生
に
学
問
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
こ
う

い
う
形
で
教
え
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

鈴
木
先
生
は
生
涯
に
一
冊
だ
け
、『
初
期
点
本
論
攷
』
と
い
う
本
だ
け
出
さ

れ
て
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
本
当
は
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
業
績
、
資
料

を
お
持
ち
な
ん
で
す
、
正
倉
院
の
資
料
を
、
ね
。
本
と
し
て
は
一
冊
だ
け
残
し

て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
正
倉
院
の
資
料
を
ノ
ー
ト
に
写
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
の
ノ
ー

ト
が
絶
対
鈴
木
先
生
の
家
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
と
私
に
は
記
憶
が
あ
る
の
で
、

『奈良教育大学 国文研究と教育』
第2号（1978）巻頭写真より
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そ
れ
を
も
う
一
回
復
刻
と
い
う
か
、
復
活
さ
せ
ら
れ
な
い
か
な
と
思
っ
て
、
先

日
、
鈴
木
先
生
の
娘
さ
ん
の
お
家
を
訪
ね
ま
し
た
。

そ
し
た
ら
、「
あ
あ
、
ノ
ー
ト
ね
え
、
確
か
に
ノ
ー
ト
あ
り
ま
し
た
ね
。」
娘

さ
ん
の
ご
主
人
が
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、「
そ
ん
な
ノ
ー
ト
あ
り

ま
し
た
ね
。
あ
れ
ね
、
五
年
前
に
親
父
の
家
を
解
体
す
る
と
き
に
全
部
捨
て
ま

し
た
。」「
も
う
ち
ょ
っ
と
早
く
言
っ
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
、
惜
し
い
こ

と
し
ま
し
た
ね
。」
っ
て
、

あ
っ
さ
り
言
わ
れ
た
の
で

大
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
ま
し

た
。
正
倉
院
の
資
料
で
未

公
開
未
公
刊
の
資
料
が
そ

こ
に
は
眠
っ
て
い
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が

ら
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
私
に
学

問
の
面
白
さ
と
か
、
厳
し

さ
と
か
を
教
え
て
も
ら
っ

た
の
は
、
鈴
木
先
生
で
あ

り
ま
す
。

訓
点
語
学
と
い
う
学
問

を
先
に
言
い
ま
し
た
け
ど
、

す
ご
く
地
味
な
学
問
な
ん

九州大学図書館蔵 金光明最勝王経平安中期点
同図書館デジタルコレクションより

で
、
ち
ょ
っ
と
我
慢
し
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
お
経
で
す
。
お
経
は
漢
文
で
す
。
漢
文
で
す

か
ら
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
つ
け
な
い
と
読
め
ま
せ
ん
。
私
が
扱
っ
た
の
は
、

平
安
初
期
か
ら
中
期
の
資
料
な
ん
で
す
が
、
こ
ん
な
に
き
れ
い
な
お
経
で
は
な

く
て
、
も
っ
と
荒
っ
ぽ
く
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
白
い
点
を
「
白
点
」

と
言
い
ま
す
が
、
白
点
が
つ
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
読
み
解
く
の
が
、

訓
点
語
学
と
い
う
学
問
な
ん
で
す

ね
。ち

ょ
っ
と
こ
の
部
分
を
拡
大
し

て
み
ま
す
ね
。

こ
う
い
う
の
を
調
査
す
る
と
き

に
は
、
ま
ず
こ
れ
（
左
側
）、
私
が

書
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自

分
の
ノ
ー
ト
に
、
こ
れ
を
直
接
見

て
写
す
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん

の
で
、
大
蔵
経
と
い
う
お
経
の
本

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
写
し

ま
す
。

そ
し
て
現
地
に
行
っ
て
こ
の
白

点
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
赤
字
で

書
い
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
原
本
か
ら
書
き
移
す
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の
が
移
点
作
業
で
す
。

す
ご
く
地
味
な
作
業
で
す
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
巻
物
を
広
げ
て
ひ
た

す
ら
写
す
だ
け
で
す
。

そ
し
て
今
度
は
写
し
て
き
た
も
の
を
持
っ
て
帰
っ
て
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
訓

読
文
に
直
し
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、「
た
と
ひ
か
め
」。
こ
の
点
が
「
の
」

で
す
。「
け
を
」、
こ
こ
が
「
を
」
で
す
。
こ
れ
返
り
点
で
、
こ
れ
「
も
ち
ひ
」、

「
ひ
」
は
書
い
て
な
い
の
で
、
補
っ
て
い
ま
す
。

次
は
「
ジ
ョ
ウ
ミ
ョ
ウ
」
と
読
む
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
キ
モ
ノ
」
と

読
む
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
「
キ
」
で
す
。「
キ
モ
ノ
ニ
オ
リ
ナ
シ
」
で
す
ね
。

そ
し
て
こ
こ
は
音
合
と
い
っ
て
音
読
み
で
読
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
、
多

分
「
カ
ン
ジ
ニ
」「
ヒ
ロ
ゲ
キ
ル
」。
間
違
っ
て
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

「
マ
サ
ニ
」
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
こ
の
へ
ん
に
出
て
く
る
の
は
「
ヨ
」

の
点
で
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
訓
読
文
を
作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

ま
こ
と
に
地
味
な
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
延
々
と
続
け
る
わ
け
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
当
時
の
、
こ
れ
は
平
安
中
期
で
す
け
ど
、
平
安
中
期
の
文
字

の
様
子
と
か
言
葉
の
実
態
が
、
生
の
資
料
と
し
て
見
え
る
ん
で
す
ね
。
写
本
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
当
時
の
お
坊
さ
ん
で
す
ね
、
学
僧
が
記
入
し
て
い
る
わ
け

で
す
。当
時
の
そ
の
ま
ま
の
日
本
語
の
姿
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

お
経
っ
て
、
物
語
な
ん
で
す
け
ど
、
私
も
ず
い
ぶ
ん
そ
う
い
う
の
を
読
み
ま

し
た
け
れ
ど
、
全
然
御
利
益
は
な
い
で
す
ね
。
お
経
だ
か
ら
、
読
ん
だ
ら
も
う

り
や
く

ち
ょ
っ
と
人
生
変
わ
っ
て
た
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
な
が
ら
、
こ
う
い
う
作

業
を
す
る
ん
で
す
よ
。

そ
し
て
先
に
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
片
仮
名
で
振
り
仮
名
（
読
み
）
が
つ

け
て
あ
る
の
で
、
そ
の
字
体
表
を
作
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
こ
の
「
ホ
」
な
ん
て
い
う
の
は
色
々
あ
り
ま
す
け
ど
、

現
在
の
カ
タ
カ
ナ
に
通
じ
る
字
体
も
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
「
ヲ
」
な
ん
か
は
、

皆
さ
ん
カ
タ
カ
ナ
の
「
ヲ
」
っ
て
一
、
二
、
三
画
で
書
く
っ
て
ご
存
知
で
す
か
。

二
画
と
思
っ
て
い
る
方
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
を
見
れ

ば
明
ら
か
に
三
画
で
す
よ
ね
。
む
し
ろ
私
は
こ
っ
ち
の
方
が
そ
の
起
源
だ
と
。

こ
の
「
ゆ
え
に
」
み
た
い
な
記
号
が
そ
の
起
源
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

私
が
調
べ
た
資
料
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ス
」
が
、
縦
の
一
本
線
で
記
し
て

あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
、
か
な
り
特
徴
の
あ
る
字
体
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
年
代

の
限
定
が
で
き
る
ん
で
す
。
た
ぶ
ん
、
平
安
中
期
、
九
五
〇
年
か
ら
一
〇
〇
〇

年
ま
で
の
間
ぐ
ら
い
し
か
使
わ
れ
て
な
い
も
の
な
ん
で
す
ね
。

な
ん
で
カ
タ
カ
ナ
の
「
ス
」
が
一
本
線
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
説
は
あ
り
ま
す
が
、

勝山幸人（1984）「金光明最勝王経の
古訓法について」
『野州国文』33、pp.1-18 による
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「
須
」
と
い
う
字
の
一
～
三
画
で
す
。
こ
れ
を
ス
ッ
と
一
本
で
書
く
か
ら
、
そ

れ
が
「
ス
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
も
し
ま
す
。

点
が
い
っ
ぱ
い
つ
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
点
を
、
そ
の
読
み
方
を
帰
納
的
に
類

推
し
て
い
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
右
上

に
つ
け
た
ら
「
コ
」
と
か
、
右
の
真
ん
中
に
つ
け
た
ら
「
ノ
」
と
か
、
右
の
下

に
つ
け
た
ら
「
キ
」
と
か
、
棒
線
な
ど
色
々
な
記
号
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

助
詞
と
か
助
動
詞
を
当
て
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
延
々
と
繰
り
返
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
地
味
な
作

業
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
の
性
格
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
の
性
格
を
形
作
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ
で
す
。勝山幸人（1984）「金光明最勝王経の古

訓法について」
『野州国文』33、pp.1-18による

さ
て
、
就
職
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
「
運
命
が
な
せ
る
わ
ざ
」
と
申
し
ま
し
ょ

う
か
ね
。
最
初
の
赴
任
校
は
、
現
在
の
葛
城
市
立
白
鳳
中
学
校
と
い
う
と
こ
ろ

な
ん
で
す
が
、
二
上
山
と
い
う
山
が
近
く
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
て
っ
ぺ
ん
に

大
津
皇
子
、「
万
葉
集
」
の
大
津
皇
子
の
墓
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
そ
も
そ

も
の
古
典
単
元
開
発
の
き
っ
か
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
白
鳳
中
学
校
に
赴
任

し
な
か
っ
た
ら
や
ら
な
か
っ
た
。

校
長
先
生
か
ら
「
ケ
ン
コ
ッ
ケ
ン
（
県
国
研
）」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
行

き
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
行
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
、
再
び
巳
野
先
生
と
お
会

い
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
奈
良
県
の
国
語
学
力
診
断
問
題
を
作
る
委
員
会
に

参
加
し
て
、
考
え
た
問
題
を
見
せ
ま
す
。
検
討
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
こ
が

問
題
だ
ね
。」
と
い
う
指
摘
に
「
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
ね
。」
と
問
う
と
、

ま
た
、「
自
分
で
考
え
な
さ
い
。」。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
こ
う
い
う
会
（
奈
良
県
国
語
教
育
研
究
協
議
会
）
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
会
は
、
鈴
木
ゼ
ミ
の
卒
業
生
な
ど
で
作
っ
て
い
る
会
な
の
で
、

私
は
一
番
年
下
、
常
に
会
員
の
一
番
下
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
公
開
授
業
を
さ
せ

ら
れ
た
ん
で
す
。

や
が
て
附
属
中
学
校
へ
の
転
勤
話
が
出
て
き
ま
し
た
。
巳
野
先
生
が
こ
う
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
い
つ
誰
が
来
て
も
見
せ
ら
れ
る
授
業
を
し
な
さ
い
ね
。

た
っ
た
一
つ
、
そ
の
条
件
だ
け
で
す
。
あ
と
は
自
由
に
や
っ
て
く
だ
さ
い
。」

と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
の
無
理
に
決
ま
っ
て
ま
す
。
実
は
行
っ
て
み
た

ら
そ
う
で
は
な
く
て
、
附
属
中
学
校
に
は
昨
日
も
ち
ょ
っ
と
申
し
ま
し
た
け
ど

も
、
授
業
は
毎
日
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
研
究
会
が
あ
り
、
実

習
指
導
が
あ
り
、
入
試
作
問
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
附
属
校
な
ら
で
は
の
仕
事
が
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い
っ
ぱ
い
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
の
で
、
本
当
に
鍛
え
ら
れ
ま
し
た
ね
。
巳
野
先

生
は
、
そ
の
仕
事
も
大
事
だ
よ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
こ

れ
（
頼
ま
れ
た
仕
事
は
断
っ
て
は
い
け
な
い
）
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
断
れ
な
い

で
す
よ
ね
。

附
属
中
学
校
で
初
め
て
公
開
授
業
を
し
ま
し
た
。
語
彙
指
導
を
し
ま
し
た
。

授
業
後
、
大
学
の
先
生
が
こ
う
い
わ
れ
ま
し
た
。
授
業
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
、

「
ん
～
、
も
う
一
つ
だ
な
あ
。」。

五

巳
野
欣
一
先
生
の
こ
と

巳
野
欣
一
先
生
の

こ
と
を
お
話
し
し
ま

す
。附

属
中
学
校
で
長

く
お
勤
め
で
あ
り
ま

し
た
。
こ
う
い
う
方

で
す
。
鈴
木
先
生
と

雰
囲
気
が
似
て
、
謹

厳
実
直
と
言
い
ま
す

か
ね
。
そ
れ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
先
生
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
国
語
科
の
本
質
は
、
子
ど
も
に
言
葉
の
力
を
つ
け
る
こ
と
で
す
よ
。
そ
れ

を
外
し
た
ら
国
語
の
授
業
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す

『巳野欣一先生喜寿記念国語科教
育論集』（2007）巻頭写真より

ね
。そ

れ
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

巳
野
先
生
に
教
え
を
受
け
た
者
は
、「
断
続
」
と
い
う
言
葉
を
合
言
葉
に
し

て
い
ま
す
。「
継
続
は
力
な
り
」
と
言
い
ま
す
が
、
世
の
中
、
そ
ん
な
に
う
ま

く
続
け
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
時
に
は
、
例
え
ば
現
場
で
あ
れ
ば
、
生
徒
指
導

で
忙
し
く
て
、
研
究
ど
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
私
も
そ
う
い
う
現
場
が

あ
り
ま
し
た
。

「
で
も
ね
、
問
題
意
識
を
常
に
持
っ
て
い
な
い
と
だ
め
だ
よ
。
必
ず
で
き
る

時
が
来
る
か
ら
ね
。
断
続
の
精
神
だ
よ
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ

れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
励
ま
し
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
巳
野
先
生
は
、
授
業
を
す
る
際
の
教
材
研
究
に
あ
た
っ
て
、
文
献
資

料
は
徹
底
し
て
読
ま
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
で
は
授
業
に
お
ろ
せ
ま
せ
ん
。
中
学
生
で
す
か

ら
、
中
学
生
向
け
に
ど
う
や
っ
て
昇
華
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
巳
野
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
の
著
作
集
（『
巳
野
欣
一
著
作
集
』）
に
、
い
ろ
い

ろ
な
雑
誌
な
ど
を
ま
と
め
て
整
理
し
ま
し
た
。

鈴
木
先
生
と
巳
野
先
生
と
の
ご
関
係
は
、
と
い
い
ま
す
と
、
巳
野
先
生
は
鈴

木
先
生
の
最
初
の
指
導
学
生
。
そ
し
て
、
私
は
鈴
木
先
生
の
最
後
の
指
導
学
生
。

因
縁
と
言
っ
た
ら
お
か
し
い
で
す
け
ど
、
不
思
議
な
関
係
で
す
ね
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
私
こ
こ
ま
で
歩
い
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

人
生
に
は
そ
う
い
う
節
目
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
機
会
が
必
ず
訪
れ
て
、
そ

こ
で
の
判
断
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
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き
精
一
杯
の
判
断
を
し
て
い
る
の
で
全
然
問
題
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
不
思
議

だ
な
と
。
あ
の
と
き
の
中
学
生
、
国
語
な
ん
か
嫌
い
や
と
思
っ
て
い
た
中
学
生

が
、
そ
れ
を
生
業
に
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
お
か
し
な
話
で
す
よ
ね
。

六

私
の
単
元
開
発
①
～
「
言
語
単
元
」
の
場
合
～

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
後
半
の
話
に
な
り
ま
す
。
だ
い
た
い
い
い
感
じ
で
時
間

が
過
ぎ
て
い
ま
す
ね
。

私
の
単
元
の
発
想
は
、
一
つ
は
、「
言
語
単
元
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
題
材
は
言
語
な
ん
で
す
。
題
材
は
言
語
な
ん
で
す
が
、

能
力
と
し
て
は
表
現
能
力
を
つ
け
る
、
表
現

単
元
な
ん
で
す
ね
。

二
つ
目
が
、「
郷
土
に
関
わ
る
単
元
」
で
す
。

例
え
ば
、
こ
う
い
う
総
合
単
元
、「
ふ
る
さ
と

を
見
つ
め
る
～
奈
良
、
現
在
・
過
去
・
そ
し

て
未
来
～
」
な
ど
と
い
う
か
っ
こ
い
い
タ
イ

ト
ル
を
つ
け
て
い
ま
す
が
。

そ
れ
か
ら
三
つ
目
は
、「
古
典
単
元
」
で
す
。

教
科
書
の
古
典
の
教
材
単
元
が
最
近
は
本
当

に
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
て
、「
徒
然
草
」
な

ん
か
第
五
十
二
段
し
か
載
っ
て
い
な
い
と
い

う
、
情
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
な
ん
と
か
開
発
し
た
い
と
思
っ

た
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
、「
連
作
二
上
万
葉
」。
こ
れ
が
最
初
の
赴
任
校
と
つ
な
が
っ
て
く
る

わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
富
山
大
学
在
職
中
に
は
「
越
中
万
葉
」
と
い
う
単
元
開
発
を
し
ま

し
た
。

言
語
単
元
に
つ
い
て
は
別
紙
の
資
料
１
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
小
学
校

か
ら
高
校
ま
で
こ
ん
な
単
元
開
発
が
で
き
る
よ
、
と
い
う
一
例
を
示
し
て
お
り

ま
す
。

教
科
書
以
外
の
単
元
を
開
発
し
ま
す
の
で
、
や
っ
ぱ
り
ど
う
し
て
も
守
ら
な

き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
か
、
絶
対
外
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
、
こ
れ
で
す
。
こ
れ
は
こ
う
（
子
ど
も
た
ち
に

「
こ
と
ば
の
力
」
付
け
る
こ
と
」）、
そ
れ
か
ら
こ
う
（
教
育
的
価
値
を
有
し
て

い
る
こ
と
）、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

だ
か
ら
ち
っ
ち
ゃ
い
字
で
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
面
白
け
れ
ば
何
で
も
い

い
、
子
ど
も
が
喜
ぶ
か
ら
い
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
絶
対
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
こ
は
教
師
の
責
任
で
も
っ
て
、
き
ち
っ
と
選
択
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。

子
ど
も
た
ち
が
面
白
が
っ
て
わ
い
わ
い
や
る
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う

の
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
プ
ロ
の
教
師
と
し
て
は
だ
め
な
ん
だ
な
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
二
つ
は
絶
対
守
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

単元開発の視点

国語科指導の本質をはずさない。
本質とは、
子どもたちに「ことばの力」を付けること。
教育的価値(人間陶冶的価値)を有していること。

「面白ければ何でもいい」というわけにはいかない。

単元とは

unitの訳語。学習活動の区分やまとまり。
教材単元と経験単元。
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今
か
ら
言
語
単
元
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

言
語
単
元
の
発
想
と
い
う
の
は
、
私
は
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
当
時
国
語
学

で
す
が
、
自
分
が
国
語
学
を
専
攻
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
源
は
あ
る
と
思

い
ま
す
。

言
葉
の
こ
と
を
子
ど
も
が
考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
表
現
の
題
材
と
す
る
こ

と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。そ
の
意
義
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

国
語
教
師
と
し
て
は
日
本
語
に
関
す
る
関
心
や
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

気
持
ち
は
あ
り
ま
す
し
、そ
れ
か
ら
言
葉
と
文
化
は
結
び
つ
い
て
い
ま
す
か
ら
、

や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
文
化
と
の
関
係
を
考
え
て
ほ
し
い
な
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
何
気
な
く
子
ど
も
た
ち
は
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
を
意
識
化
さ
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
。
国
語
科
な
の
で
当
然

の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
意
外
と
子
ど
も
た
ち
は
言
葉
に
対
す
る
関
心
が
高
い
。
こ
れ
は

不
思
議
な
ん
で
す
け
ど
、
あ
と
で
「
ら
抜
き
言
葉
」
の
話
を
し
ま
す
け
ど
ね
、

「
ら
抜
き
言
葉
」
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
か
と
言
っ
た
ら
、
初
め
は
、
子
ど
も

た
ち
は
「
何
そ
れ
っ
」
て
感
じ
で
す
よ
ね
。「
ら
抜
き
言
葉
」
っ
て
な
ん
や
、

っ
て
話
で
す
よ
ね
。

で
も
、
勉
強
し
て
い
る
う
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
、
そ
れ
を
普
通
に
使
っ
て
い

る
け
ど
、
っ
て
話
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
と
て
も
関
心
が
高
い
な
と
思

い
ま
し
た
。

言
語
単
元
は
何
か
特
別
な
経
験
が
な
い
と
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
言
語
で
す
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
は
普
遍
的
に
、
日
常
的
に
言
葉
を
使
っ

て
い
る
わ
け
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
特
殊
な
経
験
が
い
ら
な
い
わ
け
で
す
よ
。

資料１ 言語単元一覧表
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そ
れ
か
ら
、
国
語
の
教
師
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
一
応
資
料

と
か
知
識
は
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
準
備
も
、
例
え
ば
、
環

境
問
題
に
つ
い
て
意
見
文
を
書
こ
う
と
言
わ
れ
て
も
、
環
境
問
題
が
ま
ず
、
そ

も
そ
も
何
か
、
自
分
は
分
か
っ
て
い
な
い
し
、
そ
ん
な
深
く
学
ん
だ
わ
け
で
も

な
い
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
ま
し
で
す
よ
ね
。

そ
ん
な
理
由
で
す
、
言
語
を
題
材
に
す
る
と
い
う
の
は
。
た
だ
し
、
先
ほ
ど

言
っ
た
よ
う
に
言
語
を
題
材
に
し
て
い
る
け
れ
ど
、
表
現
能
力
を
養
う
単
元
で

す
よ
。
そ
こ
は
間
違
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。

そ
う
い
う
単
元
を
作
っ
た
と
き
に
気
を
つ
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
。
や
っ

ぱ
り
あ
く
ま
で
も
子
ど
も
た
ち
の
言
語
生
活
か
ら
題
材
を
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
の
生
活
と
か
け
離
れ
た
も
の
を
持
っ
て
き
て
も
、

子
ど
も
に
は
遠
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
当
然
、
中
学
生
が
言
語
分
析
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
限
界
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
そ
の
言
語
処
理
の
方
法
を
や
っ
ぱ
り
先
生
が
示
し
て
や
ら
な
い
と

だ
め
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
意
味
を
比
べ
る
に
し
て
も
、
ど
う
い
う
観
点

で
比
べ
た
ら
い
い
の
か
と
か
教
え
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
ね
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
絶
対
こ
れ
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
調
べ
た
り
考
え
た
り
す

る
時
間
を
保
証
し
て
や
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
教
え
込
み

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
応
、
こ
う
い
う
指
導
モ
デ
ル
、
指
導
過
程
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す

が
、
こ
う
い
う
指
導
過
程
を
考
え
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
一
方
通
行
で
は

な
く
て
、
当
然
、
並
行
し
た
り
、
ひ
っ
く
り
返
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
①
②
と
い
う
の
は
結
構
大
事
な
ん
で
す
ね
。

自
分
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
て
こ
ん
な

問
題
あ
る
で
し
ょ
う
、
こ
れ
ど
う
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
、
と
い
う
問
題
意
識
で
す
よ

ね
。具

体
的
に
説
明
し
ま
す
。「
ら
抜
き
言
葉
」

を
題
材
と
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
う
単
元
で
す
。
そ
の
と
き
使
っ
た
資
料

を
こ
れ
か
ら
お
見
せ
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の

手
元
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
、
新
聞
記
事
で
す
ね
。
よ
く
ぞ
集

め
て
い
る
ね
、
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

「
『
見
れ
る
』
で
も
い
い
の
か
。」
こ
の
新

聞
記
事
は
か
な
り
批
判
的
に
書
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
七
年
後
で
す
か
ね
。「『
見
れ
る
』

に
思
う
表
現
の
乱
れ
」
、
ま
あ
、
批
判
的
で

す
。ま

た
八
年
後
。
こ
れ
は
総
理
府
の
調
査
か
な
、
こ
う
い
う
新
聞
記
事
が
出
て

き
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
国
語
審
議
会
で
す
か
ね
、
こ
ん
な
記
事
が
出
て
き
ま

す
。
こ
ん
な
記
事
を
見
て
い
る
と
、
じ
ゃ
あ
、
み
ん
な
の
生
活
で
「
ら
抜
き
言

葉
」
は
ど
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
資
料
が
、
よ

く
も
よ
く
も
こ
ん
な
に
延
々
と
集
め
て
い
る
な
と
い
う
感
じ
で
す
。

こ
れ
、
先
日
の
六
月
十
一
日
に
載
っ
た
天
声
人
語
で
す
。「
ボ
ロ
ク
ソ
に
褒

め
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。」「
前
髪
の
治
安
が
悪
い
」「
気
分
を
上
げ
上
げ
」。「
前

言語単元の指導過程モデル

① 課題や疑問の発見・提示

② 日常の言語生活の振り返り

③ 言語現象についての調査・分析・考察

④ 調査・分析・考察の表現化

⑤ 自分の言語生活への活用・応用

逆行・並行も
ありうる。
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髪
の
治
安
が
悪
い
」、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
芥
川
龍
之
介
も
次
の

よ
う
な
こ
と
を
嘆
い
て
い
ま
す
。「
と
て
も
」
と
い
う
言
葉
は
、「
と
て
も
か
な

わ
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
否
定
を
用
い
る
の
に
、「
と
て
も
安
い
」「
と
て
も
美

し
い
」
と
使
用
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
、
日
本

語
は
、
と
ね
。

今
ど
き
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
文
章
に
丸
を
つ
け
な
い
っ
て
本
当
で
す
か
。
え
、
本
当
で

す
か
。
私
は
も
う
そ
れ
、
気
に
な
っ
て
し
よ
う
が
な
い
か
ら
、
必
ず
丸
を
つ
け

ま
す
。
丸
を
忘
れ
た
ら
、
も
う
一
回
丸
を
つ
け
て
送
り
直
す
ぐ
ら
い
。
中
身
は

何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
ね
。

で
も
、
昔
は
、「
て
ん
」
も
「
ま
る
」
も
な
か
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
昔
に
か

え
っ
て
い
る
と
い
え
ば
か
え
っ
て
い
る
わ
け
だ
け
ど
。

そ
れ
か
ら
、「
腑
に
落
ち
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
け
れ
ど
、
こ
の
天
声

、

人
語
子
は
「
腹
に
落
ち
な
い
」
と
使
っ
た
ら
、
そ
れ
間
違
い
じ
ゃ
な
い
の
と
投

、

書
を
も
ら
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
ね
。

こ
う
い
う
ネ
タ
は
私
の
一
番
お
い
し
い
と
こ
ろ
、
こ
れ
で
単
元
が
で
き
ま
す

よ
。「
ボ
ロ
ク
ソ
」
を
め
ぐ
る
使
い
方
で
、
調
べ
学
習
で
き
ま
す
よ
。
子
ど
も

ら
は
ど
う
使
っ
て
い
る
か
知
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
は
調
査
し
て
み
な
い
と
わ
か

り
ま
せ
ん
が
ね
。

「
と
て
も
」
な
ん
て
い
う
の
は
、
み
ん
な
「
と
て
も
安
い
」
っ
て
言
う
の
を

普
通
に
使
い
ま
す
よ
ね
。「
と
て
も
～
な
い
」
と
否
定
形
で
結
ぶ
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
け
ど
、
そ
う
と
は
限
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

こ
う
い
う
ネ
タ
は
、
本
当
に
言
語
単
元
を
作
る
と
き
の
、
あ
り
が
た
い
も
の

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
は
「
ら
抜
き
言
葉
」
を
使
っ
て
い
る
の
、
使
っ
て
い
な

い
の
と
実
態
調
査
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
資
料
を
作
り
ま
し
た
。

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
に
分
け
て
、
使
う
、
使
わ
な
い
。
し
か
も
、
語
幹
の

音
節
に
よ
っ
て
「
ら
抜
き
言
葉
」
に
な
る
、
な
ら
な
い
、
そ
の
な
り
方
に
差
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

語
幹
が
一
音
節
と
二
音
節

と
で
は
ど
う
、
と
言
い
な

が
ら
ね
。
明
ら
か
に
書
き

言
葉
の
方
が
「
ら
抜
き
言

葉
」
を
使
う
の
は
お
か
し

い
、
と
い
う
生
徒
が
多
い

ん
で
す
ね
。
話
し
言
葉
だ

っ
た
ら
普
通
に
使
う
よ
、

と
。
一
九
九
六
年
当
時
で

す
け
れ
ど
も
、
話
し
言
葉

だ
っ
た
ら
お
か
し
い
と
は

思
わ
な
い
け
ど
、
書
き
言

葉
で
そ
れ
を
使
う
の
お
か

し
い
よ
ね
と
い
う
生
徒
が

多
か
っ
た
ん
で
す
、
当
時

は
。下

に
あ
る
の
は
当
時
の
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「
国
語
学
習
の
記
録
」
の
「
黒
板
の
記
録
」
で
す
。「
国
語
学
習
の
記
録
」
っ

て
何
や
と
い
う
話
は
、
ま
た
一
時
間
か
か
り
ま
す
の
で
し
ま
せ
ん
が
、
生
徒
が

輪
番
で
毎
時
間
記
録
を
取
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
黒
板
に
こ
う
い
う

ふ
う
に
書
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
、
分
か
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
う
や
っ
て
自
分
の
生
活
の
中
の
言
葉
の
問
題
を
、
反
省
と
い
う
か
、
振
り

返
ら
せ
ま
す
。

次
に
、
今
度
は
そ
れ
を
ど
う
す
る
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

で
す
が
、
学
習
プ
リ
ン
ト
と
私
は
呼
ん

で
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
「
ら
抜
き
言

葉
」
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ

な
意
見
を
交
換
し
ま
す
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
る

前
に
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
さ
せ
る
わ
け
で
す
ね
。

次
に
、
こ
れ
が
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
台
本
で
す
。

こ
れ
な
ん
か
は
、
大
村
は
ま
が
こ
う

い
う
こ
と
を
や
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
台
本
を

作
っ
て
、
中
身
は
変
わ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
と
お
り
や
っ
て
ご
ら
ん
と
、
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
型
を
教
え
る

わ
け
で
す
ね
。

こ
こ
は
調
査
分
析
。
こ
れ
は
ど
う
や
っ
て
表
現
す
る
か
、
表
現
の
仕
方
を
教

え
な
い
と
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
れ
最
後
、
単
元
の
最
後
に
何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
自
分
の
言
語

生
活
に
ど
う
今
の
学
習
を
応
用
し
ま
す
か
、
活
用
し
ま
す
か
と
い
う
こ
と
で
、

実
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
拡
大
し
ま
す
と
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
今
、
あ
な
た
は
ら
抜
き
言
葉
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
と

考
え
て
い
ま
す
か
、
あ
な
た
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
意
見
を
書
い
て
く

だ
さ
い
」
と
い
う
ふ
う
に
、
最
後
、
自
分
の
言
語
生
活
に
戻
し
て
い
き
ま
す
。

自
分
の
言
語
生
活
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
最
後
は
自
分

の
言
語
生
活
に
戻
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
単
元
の
仕
組
み
で
す
。
こ

れ
が
な
い
と
単
な
る
知
識
に
終
わ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
単
な
る
知
識
に
終
わ

っ
て
、
自
分
の
言
語
生
活
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
に
は
あ
ま
り
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

七

私
の
単
元
開
発
②
～
「
郷
土
の
古
典
単
元
」
の
場
合
～

で
は
、
今
度
は
郷
土
の
単
元
開
発
に
つ
い
て
も
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
例
を
お
示

し
し
ま
す
。

ま
ず
、
や
っ
ぱ
り
教
科
書
以
外
の
単
元
を
持
ち
込
む
の
で
、
そ
こ
に
は
価
値

が
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
人
間
的
成
長
に
資
す
る
内
容
が
欲
し
い
。

こ
れ
は
絶
対
で
す
。
当
然
、
発
達
段
階
も
考
え
ま
す
。

例
え
ば
「
万
葉
集
」
の
教
科
書
の
教
材
は
、
羅
列
と
い
う
か
、
何
の
関
連
も

な
く
並
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
ん
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で

言語単元の指導過程モデル

① 課題や疑問の発見・提示

② 日常の言語生活の振り返り

③ 言語現象についての調査・分析・考察

④ 調査・分析・考察の表現化

⑤ 自分の言語生活への活用・応用

逆行・並行も
ありうる。
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テ
ー
マ
性
と
か
連
続
性
を
大
事
に
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
当
然
、
言
語
抵
抗
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
学
年
に
合
っ
た
よ
う
な
題
材
も
必
要
で
す
。
結
局
そ
れ
を
読
ま
せ
る
の
も
、

古
典
を
読
む
力
を
付
け
た
い
た
め
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
単
に
お
楽

し
み
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
教
材
を
作
る
わ
け
で
す
か
ら
、
作
り
や
す
く

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
自
分
が
、
興
味
が
な
か
っ
た
ら
だ
め
で
す
け
ど
。
ち

ょ
っ
と
一
つ
紹
介
し
ま
す
。

こ
れ
、「
二
上
万
葉
」
と
い
う
教
材
集

で
す
。
こ
の
へ
ん
は
関
係
年
表
で
す
ね
。

さ
っ
き
言
っ
た
二
上
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
は

大
津
皇
子
と
い
う
人
の
お
墓
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
勤
め
た
中
学
校
は
目
の

前
に
二
上
山
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
と
思

っ
て
大
津
皇
子
に
関
わ
る
歌
、
連
作
と
言

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
集

め
て
教
材
化
し
ま
し
た
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
筆
ペ
ン
で
書
い
て
雰

囲
気
を
出
し
な
が
ら
、し
か
も
こ
こ
に
「
学

習
の
手
引
き
」
が
、
学
習
課
題
か
な
、
学

習
課
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

付
け
て
い
ま
す
。

実
は
、
学
習
課
題
も
大
津
皇
子
、
大
津

皇
子
、
大
津
皇
子
、
大
津
皇
子
で
、
ず
っ
と
通
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い

う
ふ
う
に
、
こ
れ
が
学
校
か
ら
見
え
る
ん
で
す
よ
。
子
ど
も
た
ち
は
全
く
知
ら

な
い
ん
で
す
。
二
上
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
大
津
皇
子
の
お
墓
が
あ
る
よ
っ
て
。
誰

そ
れ
っ
て
。
で
も
、
こ
こ
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
大
津
皇
子
が
歩
い
て
い
た
か
も
し

れ
ん
で
と
言
う
と
、「
う
わ
っ
」
と
い
っ
ぺ
ん
に
古
典
が
近
づ
く
わ
け
で
す
ね
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
当
然
読
め
な
い
か
ら
「
学
習
の
手
引
き
」
を
つ
け
て

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
学
習
の
手
引
き
」
の
付
け
方
が
ま
た
難
し
い
。

や
っ
ぱ
り
優
し
い
も
の
か
ら
難
し
い
も
の
へ
、
最
終
的
に
は
自
力
で
古
典
を

読
解
鑑
賞
で
き
る
、
理
解
、
鑑
賞
で
き
る
力
の
育
成
を
ね
ら
い
ま
す
が
、
順
番

が
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
（
前
）
の
方
が
当
然
、
親
切
に
、
こ
の
言
葉
に
注
目
し
て
ご
ら
ん
、

ど
の
言
葉
に
注
目
し
て
ご
ら
ん
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

だ
ん
だ
ん
自
力
で
考
え
さ
せ
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
け
ど
ね
、
と
い

う
指
摘
。
最
後
は
自
分
で
考
え
な
さ
い
、
に
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

教
材
集
と
い
う
の
は
、
単
に
並
べ
た
ら
で
き
る
も
の
で
も
な
く
て
、
そ
の
構

成
の
仕
方
も
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
面
白
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
万
葉
集
の
歌
を
現
代
詩
に

書
き
換
え
る
作
業
で
す
。
例
を
示
し
て
あ
り
ま
す
。
な
か
な
か
シ
ャ
レ
た
子
が

い
て
、
ギ
タ
ー
を
持
っ
て
き
て
歌
う
子
が
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
に
曲
を
つ
け
る

子
が
い
る
ん
で
す
。
中
学
生
ね
。
い
ろ
ん
な
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

あ
と
は
新
聞
記
事
も
こ
う
や
っ
て
い
っ
ぱ
い
た
め
て
お
き
ま
す
。
田
辺
聖
子

の
『
文
車
日
記
』
も
参
考
資
料
と
し
て
い
ま
す
。

歌
碑
が
い
っ
ぱ
い
大
和
に
は
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
の
も
新
聞
記
事
、
今
は

大津皇子をめぐるテーマ性・連続性

「学習の手引き」の配列は易→難。
自力で古典和歌を理解・鑑賞できる力の育成。
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い
っ
ぱ
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
当
時
は
こ
う
い
う
風
に
新
聞
記

事
を
載
せ
ま
す
。
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
教
材
集
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

な
ん
て
言
う
で
し
ょ
う
か
ね
。
も
の
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
に
言
い
換
え
た
ら
、

好
き
だ
か
ら
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
。
新
聞
記
事
だ
っ
て
、
皆
さ
ん
ス
ク
ラ
ッ
プ

し
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
？

め
ん
ど
く
さ
い
ん
で
す
よ
ね
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
っ
て

ね
。
ビ
リ
ッ
と
破
っ
て
箱
に
入
れ
て
お
く
こ
と
で
す
。
ひ
と
月
ま
と
め
て
、
き

れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
。
ビ
リ
ッ
と
破
っ
て
箱
に
入
れ
て
お
い
た
ら
、
そ
れ
で
い

い
ん
で
す
よ
。

こ
の
よ
う
に
先
ほ
ど
の
言
語
単
元
に
し
て
も
、
古
典
単
元
に
し
て
も
、
や
っ

ぱ
り
ま
ず
こ
れ
（
資
料
収
集
の
不
断
の
努

力
）
で
す
よ
ね
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
こ

う
い
う
教
材
集
は
で
き
な
い
と
思
い
ま

す
。そ

し
て
資
料
の
読
み
込
み
。
例
え
ば
大

津
皇
子
の
万
葉
歌
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、

大
津
皇
子
っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
と

か
、
な
ぜ
自
害
し
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た

の
と
か
。
そ
こ
に
は
ど
う
い
う
策
略
が
あ

っ
た
の
と
か
、
い
ろ
ん
な
研
究
物
が
出
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
子
ど
も
に

教
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
教
師
は

読
ん
で
お
か
な
い
と
無
理
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
い
ざ
指
導
の
段
階
に
な
る

と
ど
う
や
っ
て
「
学
習
の
手
引
き
」
を
作
っ
て
い
く
か
、
課
題
を
設
定
し
て
い

く
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
大
事
な
ん
で
す
け
ど
、
自
分
が
作
っ
た
単
元
な
の
で
、
子

ど
も
が
ど
ん
な
反
応
を
し
て
い
る
か
、
や
っ
ぱ
り
知
り
た
い
。
こ
れ
が
や
っ
ぱ

り
、そ
の
単
元
の
良
し
悪
し
を
測
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

子
ど
も
が
ど
ん
な
反
応
を
し
た
か
。
早
い
話
、
子
ど
も
が
面
白
か
っ
た
と
言
っ

て
く
れ
る
の
か
、
分
か
ら
ん
か
っ
た
と
言
っ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
こ
で
す
よ
ね
。

そ
し
て
、
次
へ
の
計
画
も
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

単
元
開
発
と
い
う
の
は
面
白
い
で
す
け
ど
、
学
生
の
皆
さ
ん
は
教
職
に
つ
い

た
ら
、
十
年
ぐ
ら
い
は
我
慢
し
て
く
だ
さ
い
。
十
年
た
っ
た
ら
試
み
て
く
だ
さ

い
。
十
年
た
っ
た
ら
教
科
書
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
く
な
る
か
ら
や
っ
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
が
、
十
年
は
我
慢
し
て
教
科
書
を
ま
ず
は
き
ち
っ
と
教
え
る
こ

と
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
こ
と
言
う
と
、
教
科
書
を
離
れ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
ま
す
が
、
そ

ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
科
書
は
主
た
る
教
材
で
あ
り
ま
す
か
ら
使
っ
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
、
教
科
書
以
外
の
も
の
も
、
子
ど
も
に
、
そ
れ
で
言
葉
の
力

を
つ
く
ん
だ
っ
た
ら
、
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
す
よ
。

決
し
て
、
教
科
書
を
使
う
な
と
言
っ
て
な
い
で
す
よ
。
だ
い
た
い
、
七
、
八

割
は
教
科
書
で
す
。
効
果
が
あ
る
と
思
っ
て
や
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
ね
。

【指導的研究】
教材化の研究－教材集・学習の手引き（発問）の作成
学習課題の設定

【素材的研究】
資料収集の不断（普段）の努力
徹底した資料（研究成果）の読み込み

単元開発に必要な指導者の努力

【反省的研究】
学習者の反応に基づく教材性の吟味・反省
教材の改訂（加除修正）→次の実践への計画・準備
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八

四
十
八
年
間
追
い
求
め
て
き
た
こ
と

も
う
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
守
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
資
料
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ワ
ポ
に
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
資
料
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
今
年
度
で
四
十
八
年
間
、
教
職
を
務
め
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
を
追
い

求
め
て
き
た
の
か
な
、
と
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

結
局
は
こ
れ
だ
な
と
。
実
践
理
論
の
構
築
。
実
践
理
論
っ
て
何
で
す
か
っ
て

話
で
す
よ
ね
。

ま
ず
、
根
本
的
に
私
に
は
こ
う
い
う
考

え
方
が
あ
り
ま
す
。
教
育
は
科
学
だ
と
。

科
学
で
あ
る
以
上
、
再
現
性
が
な
か
っ
た

ら
だ
め
だ
と
。
私
が
や
っ
た
こ
と
を
、
他

の
先
生
が
や
っ
て
も
効
果
が
あ
る
と
い
う

再
現
性
が
な
か
っ
た
ら
だ
め
。
こ
れ
は
別

に
教
育
科
学
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
自
然
科

学
で
も
一
緒
で
す
。
実
験
し
た
ら
、
必
ず
、

そ
れ
を
再
現
し
て
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う

結
果
が
出
る
よ
ね
と
い
う
再
現
性
が
大
事

で
す
よ
ね
。

と
こ
ろ
が
、
授
業
と
い
う
の
は
、
そ
の

場
か
ぎ
り
の
一
度
き
り
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。
な
ら
ば
、
や
っ
ぱ
り
理
論
化
が
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
理
論
化
す
れ
ば
、
汎
用
性
、
一
般
化
が
期

待
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
に
、
実
践
に
基
づ
く
理
論
の
意
義
と
必
要
性
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
実

践
に
基
づ
い
て
、
実
際
に
や
っ
て
み
て
、
子
ど
も
の
反
応
を
と
っ
て
み
て
、
な

る
ほ
ど
ね
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
効
果
あ
る
よ
ね
と
、
子
ど
も
に
非
常
に
力
が
付

い
た
、
興
味
を
沸
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り

そ
れ
は
、
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
や
っ
ぱ
り
理
論

化
し
な
い
と
い
け
な
い
。

私
の
先
ほ
ど
の
履
歴
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
半
分
は
中
学
校
の
実
践
の
現
場

な
ん
で
す
ね
。
半
分
は
大
学
で
の
研
究
生
活
な
ん
で
す
。
途
中
で
教
育
行
政
が

五
年
間
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
実
践
し
た
こ
と
を
大
学
で
や
っ
ぱ
り
理
論

化
す
る
の
が
自
分
の
仕
事
だ
っ
た
な
と
、
今
思
っ
て
み
る
と
そ
う
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
実
践
理
論
。
だ
か
ら
、
実
践
理
論
な
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
理
論
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
。
実
践
に
基
づ
く
、
実
践
か
ら
導
か
れ
る
理
論
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
言
わ
れ
て
い
る
理
論
と
違
う
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
実
践
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
、
違
う
可
能
性
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

そ
ん
な
ふ
う
に
四
十
八
年
間
、
自
分
は
や
っ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
ふ

う
に
、
改
め
て
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

じ
ゃ
あ
、
も
う
最
後
で
す
。
も
う
こ
れ
で
お
別
れ
の
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ひ
と
り
ご
と
で
す
。
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

ち
ょ
っ
と
自
慢
げ
で
嫌
で
す
ね
。
で
も
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

努
力
は
必
ず
報
わ
れ
る
っ
て
言
う
け
ど
、
い
や
、
報
わ
れ
る
ま
で
努
力
し
て

48年間追い求めたのは……

「実践理論」の構築

「努力は必ず報われる」とは言うけれど、
本当は「報われるまで努力してるんだよな」。

「教育」は「科学」である。「科学」ならば、「再現可能性」が必須。

しかし、「教育実践」は、その場限りの一度きり。

ならば、理論化が必要。理論化することで、汎用性や一般化が期待できる。

そこに、実践に基づく理論の意義と必要性がある。

すなわち、「実践理論」の構築である。

48年間のひとりごと
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る
ん
だ
よ
ね
と
言
い
た
く
な
る
よ
ね
。

と
い
う
こ
と
で
、
四
十
八
年
間
の
総
括
が
こ
れ
か
よ
、
と
言
わ
れ
た
ら
、
こ

れ
で
す
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
ぼ
ち
ぼ
ち
終
わ
り
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
す

み
ま
せ
ん
。
も
う
手
を
叩
こ
う
と
思
っ
て
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
ご
め
ん

な
さ
い
ね
。

あ
と
九
か
月
ほ
ど
こ
こ
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分
が
実
践
を
通
し
て
学
ん

だ
こ
と
を
、
と
に
か
く
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
余
す
こ
と
な
く
伝
え
た
い
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。
も
う
そ
こ
は
出
し
惜
し
み
す
る
こ
と
な
く
、
伝
え
た
い
な
と
思

っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
と
数
か
月
の
命
、
頑
張
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
結
局
こ
う
い
う
実
践
を
し
て
こ
ら
れ
た
の
も
、
ま
ず
そ
の

つ
ま
ら
な
い
授
業
を
受
け
て
く
れ
た
子
ど
も
た
ち
、
も
う
ど
れ
ぐ
ら
い
い
る
ん

で
し
ょ
う
か
ね
。
学
生
さ
ん
が
い
る
か
ら
こ
そ
で
す
よ
ね
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
先
輩
の
先
生
方
、
同
僚
の
先
生
方
、
研
究
仲

間
の
先
生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
、
私
が
今
こ
こ
に
い
る
ん
だ
と
思
い
ま

す
し
、
家
族
も
よ
く
我
慢
し
て
く
れ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
も
う

最
終
的
に
は
感
謝
し
か
な
い
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。

で
は
、
こ
れ
に
て
私
の
漫
談
は
終
わ
り
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［
付
記
］
本
講
演
録
は
、
二
〇
二
三
年
六
月
十
七
日
に
、
奈
良
教
育
大
学
国
文

学
会
で
行
っ
た
講
演
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
国
語
教
育
講
座
）
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