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成 
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つ 
 
 
 

み 

 

第
五
十
三
回
日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」
伊
豆
熱
川
大
会
報
告
号 

 

例
年
、
全
国
行
脚
を
し
て
い
た
夏
季
合
宿
研
究
会
（
通
称
：
全
国
大

会
）
で
す
が
、
十
年
前
か
ら
新
た
な
実
施
の
形
と
し
て
、
東
京
近
郊
に

お
い
て
、
一
泊
二
日
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
第
四
十

七
回
富
士
山
大
会
以
来
、
六
年
ぶ
り
五
回
目
の
静
岡
県
で
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。 

 

第
五
十
三
回
伊
豆
熱
川
大
会
の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。
地
名
の

ご
と
く
「
熱
い
」
論
議
の
交
わ
さ
れ
る
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

第
五
十
三
回 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」
伊
豆
熱
川
大
会 

 

 

一 

主 

題 

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る
国
語
教
育 

 
 
 
 
 
 

―
国
語
科
に
お
け
る
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
と
は
― 

主
催 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」 

後
援 

静
岡
市
・
下
田
市
・
東
伊
豆
町
・ 

河
津
町
各
教
育
委
員
会 

 

二 

と 

き 

平
成
二
十
九
年
八
月
五
日
（
土
）
～ 

六
日
（
日
） 

  
 

１ ８ 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」 

２ 

 

三 

と
こ
ろ 

熱
川
ハ
イ
ツ 

〒413-0302 

静
岡
県
賀
茂
郡
東
伊
豆
町
奈
良
本1240-14 

TEL

：0557-23-2300 / FAX

：0557-23-1390 

交
通
：
伊
豆
急
「
熱
川
」
駅
下
車 

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
の
送
迎
あ
り
。  

【
宿
泊
】
熱
川
ハ
イ
ツ 

 
TEL

：0557-23-2300 

 

四 

日 

程 

 

【
第
一
日
】
八
月
五
日
（
土
） 

熱
川
ハ
イ
ツ
に
て 

 

１ 

受 

付 

九
：
〇
〇
～
一
〇
：
〇
〇 

 

２ 

開
会
式 

一
〇
：
〇
〇
～
一
〇
：
一
五 

 

① 

開
会
の
こ
と
ば 

 
 

② 

挨
拶 

 
 
 
 
 

大
会
委
員
長 

 

黒
田
英
津
子 

（
静
岡
） 

③ 
来
賓
祝
辞 

東
伊
豆
町
教
育
委
員
会 

教
育
長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒
田 

種
樹 

（
静
岡
） 

④ 

大
会
運
営
の
連
絡 

大
会
事
務
局
長 

檜
山 

和
人 

（
静
岡
） 

29 
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1 

 



 

2 

３ 

は
じ
め
の
話 

一
〇
：
一
五
～
一
〇
：
四
五 

 
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
豆
熱
川
大
会
副
委
員
長 

 

芦
川 

幹
弘 

（
静
岡
） 

①
東
伊
豆
町
で
出
会
っ
た
二
人
の
国
語
教
育
実
践
者
か
ら
学
ぶ 

〇
お
二
人
に
は
共
通
点
「
こ
と
ば
を
育
て
、
人
間
を
育
て
る
国
語
教
育
」 

・
お
二
人
か
ら
丁
寧
な
お
返
事
を
い
た
だ
い
た
…
謙
虚
な
お
人
柄
で
あ
る
こ
と 

 

こ
と
ば
の
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
こ
と
。

…
交
流
に
よ
っ
て
心
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
。（
研
究
主
題
） 

②
国
語
科
学
習
と
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び 

・「
主
体
的
に
学
ぶ
」…
昭
和
三
十
年
代
か
ら
主
体
的
な
学
習
に
取
り
組
ま
れ
る
。 

 

学
び
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
る
。 

 

青
木
幹
勇
先
生
「
問
題
を
も
ち
な
が
ら
読
む
」 
 

石
田
佐
久
馬
先
生
「
国
語
科
問
題
作
り
学
習
の
す
す
め
」「
国
語
科
問
題
作
り 

学
習
の
実
践
」 

 
 
 
 

 

〇
主
体
的
な
学
習
の
た
め
に
は
、
丁
寧
な
教
材
研
究
と
授
業
記
録
の
活
用
。
視

写
。（
書
く
こ
と
を
重
視
） 

〇
子
ど
も
た
ち
同
士
で
学
び
合
う
こ
と
。
…
複
式
学
級
に
お
け
る
学
び
合
い
か

ら
も
学
べ
る
の
で
は
。 

〇
大
村
は
ま
先
生
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
単
元
学
習
を
組
む
？ 

☆
脈
々
と
流
れ
て
い
る
実
践
を
、
今
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
。 

 
 
 
 
 

【
記
録 

小
野
澤
由
美
子
（
東
京
）】 

 

４ 

研
究
発
表 

一
〇
：
四
五
～
一
二
：
〇
〇 

 
 

（
１
）「
ね
か
せ
読
み
」
の
ス
ゝ
メ 

 

―
時
を
お
い
て
再
読
す
る
〈
読
み
〉
の
授
業
の
構
想
と
実
践
― 

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校 

 

片
山 

守
道（
東
京
） 

□
「
ね
か
せ
読
み
」
と
は 

一
度
学
習
し
て
い
る
文
章
を
学
習
材
と
し
て
、
時
間
を
お
い
て
（
ね
か
せ

て
）
再
読
し
、
自
ら
の
〈
読
み
〉
を
問
い
直
す
学
習
で
あ
る
。
登
山
に
例
え

る
と
、
麓
か
ら
で
な
く
五
合
目
辺
り
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り
、
一
度
登
っ

て
い
る
（
初
読
）
の
で
周
囲
の
景
色
を
楽
し
む
余
裕
も
生
ま
れ
、
登
頂
の
喜

び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
読
み
〉
を
熟
成
、
更
新
し
、
読
書
の
視
野
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
生
む
読
み
方

と
も
言
え
る
。
一
晩
ね
か
せ
た
カ
レ
ー
の
よ
う
な
味
わ
い
が
あ
り
、
書
く
こ

と
で
言
え
ば
作
文
の
推
敲
と
似
て
い
る
。 

□
実
践
（
学
年
や
教
材
な
ど
対
象
を
換
え
て
）
を
通
し
て
見
え
て
き
た
こ
と 

・
ね
か
せ
る
期
間
は
半
年
～
二
年
程
度
が
望
ま
し
い
。（
以
前
の
〈
読
み
〉
を

想
起
す
る
た
め
。）
ね
ら
い
を
焦
点
化
し
て
短
時
間
で
行
う
。 

・
最
初
の
単
元
で
の
学
び
の
在
り
方
や
、
説
明
的
文
章
に
お
け
る
可
能
性
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

・
授
業
者
側
の
意
識
の
変
容（
ね
か
せ
て
再
度
捉
え
直
す
余
裕
が
生
ま
れ
る
。） 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊
泉 

行
男
（
静
岡
） 

 

登
山
の
例
が
わ
か
り
や
す
い
。
こ
う
い
う
読
み
方
も
あ
る
こ
と
を
小
学
校

で
経
験
し
て
お
く
と
よ
い
。
読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る
。
適
し
て
い
る
教
材

と
そ
う
で
な
い
も
の
の
見
極
め
が
ポ
イ
ン
ト
。 
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（
２
）「
卒
業
に
む
け
て
命
を
見
つ
め
る
―
道
徳
・
国
語
を
中
心
に
―
」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富
士
宮
市
立
大
宮
小
学
校 

望
月 

克
哲
（
静
岡
） 

 

□
担
任
と
し
て
毎
年
意
識
す
る
こ
と 

 
 

・
授
業
で
勝
負
。 

 

・
誰
も
が
安
心
で
き
る
集
団
作
り
。 

・
六
年
生
に
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
ゴ
ー
ル
を
用
意
。 

 

□
種
を
ま
く 

 
 

・
子
ど
も
た
ち
と
、
目
指
す
授
業
像
を
「
全
員
理
解
授
業
」
と
決
め
る
。 

 
 
 

（
今
も
楽
し
い
。
で
も
も
っ
と
よ
く
し
た
い
。） 

 

□
育
て
る 

 
 

・
命
に
つ
い
て
考
え
る
道
徳
。 

 
 

・
要
旨
、
主
題
か
ら
つ
な
げ
る
言
語
的
な
活
動
。（
短
歌
ラ
ブ
レ
タ
ー
等
） 

 

□
花
が
咲
く 

 
 

・
道
徳
で
地
震
か
ら
学
ぶ
。 

 
 

・
国
語
と
道
徳
を
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
る
。 

□
種
を
残
す 

 

国
語
の
学
び
が
道
徳
に
生
き
た
。
道
徳
の
学
び
が
国
語
に
生
き
た
。「
全
員

理
解
授
業
」
は
最
高
の
形
で
結
末
を
迎
え
た
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豊
泉 

行
男
（
静
岡
） 

 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
で
学
級
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
四
七
号
に
の
ぼ
る
学
級
通
信
も
す
ば
ら
し
い
。
教
室
の
言
語
環
境
が
整
っ

て
お
り
、
温
か
な
聞
き
手
が
育
っ
て
い
る
。 【

記
録 

山
田 

浩
子
（
埼
玉
）】 

５ 

先
達
に
学
ぶ 

一
三
：
〇
〇
～
一
四
： 

一
五 

 

（
１
）
主
体
的
に
学
ぶ
児
童
の
育
成
と
音
読
・
朗
読
指
導 

蓮
沼
信
子
（
埼
玉
） 

元
教
え
子
か
ら
の
近
況
報
告
を
受
け
、
そ
の
中
で
、
学
び
が
生
き
て
い
る
と

い
う
実
感
を
得
る
こ
と
が
あ
る
。
教
員
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
、
子
ど
も
達

に
足
跡
が
残
せ
る
こ
と
が
と
て
も
い
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。 

学
級
づ
く
り
に
お
い
て
は
、
挨
拶
・
返
事
に
つ
い
て
、
子
ど
も
自
身
の
発
想

を
も
と
に
改
善
を
行
い
、
自
信
を
つ
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

音
読
・
朗
読
の
学
習
に
お
い
て
は
、
家
庭
の
協
力
を
得
る
こ
と
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
こ
と
、
読
み
の
時
間
を
十
分
に
確
保
し
て
あ
げ

る
こ
と
、
め
あ
て
を
持
た
せ
な
が
ら
単
位
時
間
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
工
夫
す

る
こ
と
な
ど
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
読
む
こ
と
が
好
き
に
な
る
。
ま

た
、
評
価
に
関
し
て
も
、
交
流
に
よ
る
相
互
評
価
、
録
音
し
た
自
分
の
声
を
聞

く
こ
と
に
よ
る
個
人
内
で
の
評
価
、
保
護
者
に
よ
る
評
価
な
ど
、
観
点
を
明
ら

か
に
し
な
が
ら
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
音
読
指
導
に
よ
り
、

子
ど
も
達
の
言
語
感
覚
や
想
像
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
活

動
に
よ
る
達
成
感
・
充
足
感
を
与
え
、
ま
た
主
体
的
な
学
び
に
も
結
び
つ
く
。 

こ
う
い
っ
た
実
践
を
通
し
、
子
ど
も
達
に
は
、
学
習
し
た
こ
と
を
日
常
生
活

に
還
元
し
な
が
ら
、
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。 

 （
２
）
教
師
生
活
を
終
え
て
伝
え
た
い
こ
と 

 
 
 

藤
井 

恒
子
（
京
都
） 

 

最
近
の
授
業
を
見
る
と
、
教
師
か
ら
子
ど
も
達
へ
の
一
方
通
行
的
な
授
業
と

な
っ
て
い
る
が
多
い
と
感
じ
る
。
そ
こ
で
目
指
さ
れ
る
べ
き
は
、
指
導
と
評
価
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の
一
体
化
で
あ
る
。
診
断
的
評
価
か
ら
授
業
づ
く
り
が
始
ま
り
、
こ
ま
め
な
形

成
的
評
価
を
行
い
授
業
に
反
映
さ
せ
る
。
評
価
は
、
次
の
授
業
に
結
び
つ
く
第

一
歩
な
の
で
あ
る
。 

実
際
の
授
業
づ
く
り
に
際
し
て
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
を
し
っ
か
り
と
観

察
し
、
評
価
を
も
と
に
単
元
目
標
を
更
新
し
続
け
な
が
ら
授
業
づ
く
り
を
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、学
習
方
法
は
常
に
教
材
と
の
往
復
で
あ
り
、

本
文
に
立
ち
返
り
な
が
ら
、
ま
た
学
習
形
態
に
つ
い
て
も
工
夫
を
し
な
が
ら
学

習
を
進
め
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。 

考
え
る
こ
と
を
好
ま
な
い
、
と
い
う
子
ど
も
達
の
現
状
を
ふ
ま
え
る
と
、「
主

体
的
な
学
び
」
は
、「
な
ぜ
」
を
問
う
こ
と
、
他
者
と
関
わ
り
合
い
、
再
び
自
分

に
戻
す
こ
と
で
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
識

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。 

ま
た
、「
対
話
的
な
学
び
」
に
つ
い
て
は
、
視
覚
化
す
る
な
ど
し
て
、
自
分
の

言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
周
り
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
広
が
っ
て
い
く
こ
と
を
知
り
、

自
身
の
変
化
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
、「
深
い
学

び
」
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
教
師
は
そ
れ
ら
の
学
び
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

人
間
の
中
身
は
言
葉
で
で
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の
機
能
を
意
識

し
な
が
ら
学
習
者
を
育
て
て
い
く
こ
と
は
、「
言
葉
を
育
て
、
人
間
を
育
て
る
」 

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

自
分
が
ど
う
生
き
る
べ
き
か
、子
ど
も
達
が
不
安
に
思
っ
て
い
る
状
況
の
中
、 

自
分
自
身
を
考
え
、自
分
自
身
を
作
り
出
せ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。 

 
 

【
記
録
：
富
岡 

佑
太
（
東
京
）】 

６ 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

一
四
：
三
〇
～
一
六
：
三
〇 

 

「
国
語
科
に
お
け
る
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
と
は
」 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

若
林 

富
男
（
茨
城
） 

パ
ネ
リ
ス
ト 

 

岩
﨑 

 

淳
（
東
京
） 

帯
川 

理
加(

神
奈
川) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岸
本 

和
幸
（
静
岡
） 

(

一)

パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
の
提
案 

帯
川 

主
体
的
学
び
に
は
、「
意
欲
が
持
て
る
」「
学
習
す
る
意
味
が
自
覚
で
き

る
」
の
二
つ
が
あ
る
。
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
を
よ
く
見
た
課
題
設
定
が
大
切

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
目
的
を
明
確
に
し
、
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
何
か
を
考

え
、
子
ど
も
た
ち
を
や
る
気
に
さ
せ
る
導
入
に
繋
げ
た
い
。
調
査
報
告
文
を
書

く
場
合
に
は
、
ど
う
し
た
ら
伝
わ
る
文
に
な
る
か
、
子
ど
も
た
ち
に
問
う
て
み

る
。
子
ど
も
自
身
が
考
え
る
導
入
が
大
事
。
自
分
の
考
え
を
基
盤
に
、
互
い
に

高
ま
り
合
う
必
要
感
と
目
的
意
識
を
持
た
せ
る
。
深
い
学
び
と
は
、
こ
と
ば
に

着
目
し
て
理
解
・
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

岸
本 

深
い
学
び
と
は
、
で
き
た
喜
び
や
分
か
っ
た
喜
び
が
あ
る
こ
と
。
ア
ク

テ
ィ
ブ
ラ
ー
ナ
ー
を
育
て
る
こ
と
に
繋
が
る
。
対
話
的
と
は
、
子
ど
も
の
内
な

る
主
体
性
の
発
露
で
あ
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
を
通
し
て
、「
い
か
にou

t p
u

t

さ
せ
る
か
」
だ
。
型
を
教
え
、
場
を
工
夫
し
、
主
張
や
反
論
を
補
強
す
る
力
を

育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
対
立
構
造
の
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
他
人

事
で
は
な
く
、
自
分
事
と
し
て
の
意
見
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
対

立
構
造
を
相
手
意
識
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
で
、
温
か
な
聞
き
手
を
育
て
た
い
。 

岩
崎 

主
体
的
・
対
話
的
な
学
び
を
す
る
た
め
に
、
話
し
合
い
活
動
や
書
く
活

動
を
通
し
て
、
子
ど
も
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
伸
ば
し
て
い
く
。 
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「
石
垣
り
ん
の
詩
を
読
む
」（
中
学
校
）
と
い
う
学
習
を
行
っ
た
。
①
三
編
の
詩

を
読
む
。
②
近
く
の
子
ど
も
の
意
見
を
聞
き
感
想
を
書
く
。
③
一
次
感
想
を
読

み
、
意
見
交
換
を
す
る
。
感
想
は
無
記
名
で
印
刷
し
て
話
し
合
っ
た
。
こ
れ
を

三
次
感
想
ま
で
行
い
、
最
後
に
教
師
の
総
括
を
し
た
。
繰
り
返
す
こ
と
で
生
徒

の
考
え
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。 

(

二)

相
互
の
質
疑
応
答 

岩
崎 

岸
本
先
生
の
「
相
手
を
尊
重
す
る
温
か
い
聞
き
手
を
育
て
る
」
と
い
う

考
え
に
共
感
し
た
。
帯
川
先
生
の
「
目
的
意
識
が
あ
る
と
内
容
が
高
ま
る
」
と

い
う
意
見
に
同
感
で
あ
る
。 

岸
本 

帯
川
先
生
の
発
表
で
、
指
導
者
の
考
え
と
子
ど
も
の
考
え
の
ず
れ
は
、

ど
う
解
決
し
て
い
る
の
か
。
岩
崎
先
生
の
無
記
名
の
資
料
か
ら
の
話
し
合
い
を

真
の
対
話
に
繋
げ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
。 

岩
崎 

グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
な
ど
、
別
の
話
し
合
い
も
行
っ
て
い
る
。 

帯
川 

岸
本
先
生
は
、
学
級
討
論
会
を
行
う
と
き
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て

い
る
か
。
岩
崎
先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
で
感
想
を
選
ん
だ
の
か
。 

岩
崎 

発
表
が
苦
手
な
児
童
は
、
多
く
載
せ
る
よ
う
意
識
し
た
。
ま
た
、
繰
り

返
し
行
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
生
徒
の
感
想
が
載
る
よ
う
工
夫
し
た
。 

(

三)

フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
・
意
見
・
討
議
（
主
な
も
の
） 

小
仲
井 

対
立
構
造
を
対
話
に
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。 

岸
本 

結
果
で
は
な
く
、
筋
道
に
こ
だ
わ
る
話
し
合
い
を
す
る
。
相
手
の
意
見

を
聞
く
こ
と
で
話
し
合
い
が
深
ま
る
。 

山
崎 

主
体
的
な
学
び
を
す
る
た
め
に
は
、
教
師
と
子
ど
も
は
対
等
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

村
上 

感
想
を
読
ん
で
か
ら
、
話
し
合
う
時
間
は
ど
の
く
ら
い
か
。
ま
た
、
他

教
科
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。 

岩
崎 

話
し
合
い
は
十
五
分
位
行
っ
た
。
全
員
が
感
想
を
書
い
て
い
た
。
道
徳

や
社
会
・
総
合
な
ど
で
話
し
合
い
の
必
然
性
を
生
か
し
て
い
る
。
国
語
で
は
、

こ
と
ば
の
僅
か
な
違
い
に
気
付
く
力
を
育
て
た
い
。
資
料
は
、
話
し
合
い
に
使

う
だ
け
で
な
く
、
黒
板
に
掲
示
し
て
読
み
合
っ
た
。 

片
山 

対
話
的
な
学
び
の
価
値
を
子
ど
も
が
分
か
っ
て
い
る
と
よ
い
。 

(

四)

今
後
に
向
け
て
の
提
案 

岸
本 

教
師
と
し
て
、
し
っ
か
り
学
び
の
価
値
付
け
を
し
て
い
き
た
い
。
今
日

が
ん
ば
っ
た
子
を
み
ん
な
が
認
め
、
友
だ
ち
の
良
さ
に
気
付
か
せ
た
い
。
温
か

な
聞
き
手
を
育
て
た
い
。 

帯
川 

思
考
の
あ
る
授
業
に
す
る
た
め
に
、
教
師
が
価
値
付
け
す
る
こ
と
が
大

切
。
子
ど
も
の
意
見
に
立
ち
止
ま
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
材
研
究
が
大
事
。 

岩
崎 

目
的
・
目
標
を
明
確
に
し
、ou

t p
u

t

を
意
識
し
て
学
習
す
る
生
徒
を

育
て
た
い
。
教
材
研
究
の
中
か
ら
、
指
導
研
究
が
生
ま
れ
る
。 

(

五)

ま
と
め 

若
林 

学
習
の
見
通
し
を
持
つ
、
振
り
返
り
を
し
た
と
き
に
、
次
の
め
あ
て
が

持
て
る
と
よ
い
。 

 
自
問
自
答
の
学
習
が
で
き
る
子
を
育
て
た
い
。
友
だ
ち
と
の
対
話
、
作
者
と

の
対
話
、
物
語
の
登
場
人
物
と
の
対
話
な
ど
を
繰
り
返
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら

に
、
一
往
復
半
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ざ
し
て
、
子
ど
も
が
前
に
出
て

説
明
し
質
疑
応
答
を
す
る
よ
う
な
、
子
ど
も
が
主
役
の
学
習
を
つ
く
り
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
記
録 

田
中 

久
枝
（
茨
城
）】 
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７ 

懇
親
会 

一
八
：
〇
〇
～
二
〇
：
〇
〇 

熱
川
ハ
イ
ツ
に
て 

司
会 
檜
山
和
人(

静
岡)  

 

村
上
博
之
（
神
奈
川
） 

横
内
智
子
（
東
京
） 

 

【
第
二
日
】 
八
月
六
日
（
日
）
熱
川
ハ
イ
ツ
に
て 

１ 

受
付 

 

八
：
三
〇
～
九
：
〇
〇 

 

２ 

実
践
報
告
分
科
会 
九
：
〇
〇
～
一
二
：
〇
〇 

◆
低
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

司
会 

小
山 

久
仁
子
（
埼
玉
） 

（
１
）「
一
年
生
で
の
学
習
の
積
み
重
ね
を
生
か
し
た
指
導
の
工
夫
」 

―
学
習
経
験
を
活
か
し
て
自
分
な
り
の
方
法
で
ま
と
め
る
― 

教
材
：
教
育
出
版
一
年
下
「
お
手
が
み
」 

 

さ
い
た
ま
市
立
日
進
北
小
学
校 

加
藤 

智
子
（
埼
玉
） 

① 

学
び
方
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
で
学
習
方
法
を
選
択
す
る
場
を
設

け
た
。
そ
の
た
め
に
、
年
間
計
画
を
立
て
て
計
画
的
に
指
導
を
し
た
。 

② 

自
分
で
選
べ
る
言
語
活
動
は
一
つ
だ
が
、
友
達
の
活
動
を
見
た
り
交
流
し

た
り
す
る
中
で
、
既
習
を
想
起
さ
せ
て
学
習
を
深
め
る
。 

③ 

指
導
の
流
れ
（
十
五
時
間
＋
一
時
間
） 

④ 

授
業
に
つ
い
て
の
話
し
合
い 

 
 

・
本
時
の
中
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
生
か
し
た

言
語
活
動
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 
 

・「
も
ん
だ
い
」
と
「
ク
イ
ズ
」
の
違
い
に
つ
い
て
。 

⑤ 

成
果
と
課
題 

 
 

・
今
ま
で
の
学
習
方
法
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
年
間
を
見
通
し

て
言
語
活
動
を
考
え
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。 

⑥ 

特
別
発
言 

若
林 

年
間
計
画
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
。
学
習
ル
ー
ル
に
つ
い
て
入
っ
て 

い
る
の
が
よ
か
っ
た
。
交
流
の
時
間
を
も
っ
と
設
け
た
か
っ
た
。 

山
崎 

自
分
な
り
の
方
法
で
ま
と
め
る
と
い
う
活
動
は
教
育
の
根
幹
で
あ
る
教 

え
る
の
で
は
な
く
、考
え
さ
せ
る
活
動
を
大
切
に
し
て
言
語
活
動
を
設
定
す
る
。 

（
２
）
順
序
・
接
続
詞
に
着
目
し
な
が
ら
説
明
文
を
読
み
取
る 

―
「
ぼ
う
し
の
は
た
ら
き
」
の
実
践
を
通
し
て
― 

教
材
：
三
省
堂
一
年
下 

「
ぼ
う
し
の
は
た
ら
き
」 

 

東
伊
豆
町
立
熱
川
小
学
校 

金
指 

は
る
奈
（
静
岡
） 

① 

ぼ
う
し
の
種
類
・
働
き
・
色
や
形
の
順
番
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か 

 
 

せ
る
た
め
に
、
教
科
書
に
そ
れ
ぞ
れ
違
う
色
で
線
を
引
く
こ
と
で
、
視
覚 

的
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
。 

② 

単
元
の
最
後
の
活
動
と
し
て
自
分
の
お
気
に
入
り
の
ぼ
う
し
を
紹
介
す
る

こ
と
で
児
童
の
学
習
意
欲
を
高
め
た
。 

③ 

指
導
の
流
れ
（
九
時
間
） 

④ 

授
業
に
つ
い
て
の
話
し
合
い 

 
 

・
農
業
用
の
ぼ
う
し
の
働
き
が
多
く
あ
り
、
児
童
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
教
材
の
吟
味
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

 
 

・
活
動
に
ス
ム
ー
ズ
に
入
れ
な
か
っ
た
。
…
板
書
の
工
夫
、
話
し
合
い
、

前
時
の
振
り
返
り
が
あ
る
と
よ
り
よ
い
。 

⑤ 

成
果
と
課
題
・
二
年
生
に
伝
え
る
と
い
う
相
手
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、

学
習
意
欲
が
高
ま
っ
た
。 

６ 

特
別
発
言 
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若
林 

説
明
で
は
問
い
を
確
認
し
、
一
つ
一
つ
の
答
え
を
類
型
化
し
て
い 

く
。見
え
る
化
を
意
識
し
て
授
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。 

山
崎 
児
童
を
活
動
の
中
で
も
っ
と
自
由
に
遊
ば
せ
る
。
そ
の
中
で
『
要
素
』 

は
指
導
す
る
が
、『
パ
タ
ー
ン
』
は
教
え
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
記
録 

飯
塚 

健
太
（
埼
玉
）】 

 

◆
中
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 
 

司
会
者 

小
野
澤
由
美
子
（
東
京
） 

（
１
）「
対
話
」
を
通
し
て
考
え
を
深
め
る
国
語
科
授
業
の
創
造 

～
新
聞
活
用
及
び
「
書
く
こ
と
」
を
軸
に
し
た
学
習
活
動
の
展
開
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

宇
都
宮
市
立
豊
郷
中
央
小
学
校 

 

堀
内 

多
恵
（
栃
木
）

○
新
聞
の
教
材
性
と
そ
の
考
察 

読
み
手
を
引
き
付
け
る
見
出
し
、
読
み
手
を
意
識
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
、
限
ら
れ
た

範
囲
・
字
数
の
中
で
重
要
度
の
価
値
判
断
を
す
る
情
報
選
択
力
、
簡
潔
で
分
か
り

や
す
く
伝
達
す
る
表
現
の
工
夫
な
ど
を
学
ぶ
手
段
と
し
て
、
ま
た
活
字
文
化
に
親

し
み
、
言
語
能
力
を
育
む
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
最
適
。
教
師
の
捉
え
方
や
見

方
、
指
示
の
仕
方
や
活
用
法
に
よ
り
可
能
性
が
高
ま
り
、
漢
字
力
・
読
解
力
に
加

え
社
会
に
目
を
向
け
始
め
る
発
達
段
階
に
合
わ
せ
て
対
応
で
き
る
教
材
で
あ
る
。 

○
主
題
に
迫
る
た
め
の
手
立
て
・
各
教
科
や
教
育
活
動
と
の
関
連
を
踏
ま
え
た
実
践 

① 

学
習
指
導
・
単
元
作
り
の
工
夫･･･

・
新
聞
を
活
用
し
た
授
業
づ
く
り
・

書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
関
連
指
導
・
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
実
践 

② 

学
習
形
態
の
工
夫 

③ 

言
語
環
境
作
り･

常
時
活
動
の
工
夫
（
書
く
こ
と
の
日
常
化
） 

・
Ｎ
Ｉ
Ｅ
活
動
の
推
進･･･

新
聞
ス
ク
ラ
ッ
プ
活
動
・
ス
ク
ラ
ッ
プ
ス
ピ
ー
チ
・ 

Ｎ
Ｉ
Ｅ
タ
イ
ム
・
Ｎ
Ｉ
Ｅ
シ
ー
ト
・
Ｎ
Ｉ
Ｅ
全
体
指
導
計
画
の
作
成
及
び
活
動
・ 

ニ
ュ
ー
ス
委
員
会
の
活
動
・「
ミ
ニ
作
文
」
活
動
・
読
書
活
動
の
充
実
な
ど
） 

（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
と
は
、
新
聞
を
教
材
に
し
て
、
子
ど
も
達
に
一
定
の
能
力
を
育 

成
し
よ
う
と
す
る
、
意
図
的
で
計
画
的
な
教
育
活
動
） 

 

○
発
達
段
階
に
応
じ
た
段
階
的
取
り
組
み 

ス
テ
ー
ジ
１ 

新
聞
に
親
し
む
（
新
聞
で
遊
ぶ
） 

ス
テ
ー
ジ
２ 

新
聞
を
読
む
（
新
聞
で
学
ぶ
・
考
え
る
） 

ス
テ
ー
ジ
３ 

新
聞
で
発
信
す
る
（
新
聞
で
社
会
と
つ
な
が
る
） 

 

（
２
）
新
聞
作
り
に
よ
る
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
・
慣
用
句
の
学
び 

～
古
き
を
た
ず
ね
て
新
し
き
見
聞
を
広
げ
る
～
（
四
年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
小
学
校 

廣
瀬 

修
也
（
東
京
） 

○
授
業
の
実
際 

① 

３
年
生
ま
で
に
国
語
で
取
り
組
ん
だ
言
語
活
動
の
振
り
返
り 

② 

こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
・
慣
用
句
の
定
義 

③ 

新
聞
の
作
り
方
の
確
認 

 

④ 

こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
・
慣
用
句
の
中
か
ら
一
種
類
を
選
び
調
べ
る
。 

⑤ 

調
べ
た
こ
と
を
新
聞
に
ま
と
め
る
。 

⑥ 

新
聞
の
読
み
合
い
、
感
想
の
交
流 

⑦
学
習
の
振
り
返
り 

○
成
果
と
課
題 

・
学
習
用
語
の
定
義
を
示
し
た
こ
と
が
効
果
的
。
司
書
教
諭
の
協
力
に
よ
る
豊

富
な
資
料
集
め
。新
聞
を
交
流
す
る
時
間
の
設
定
は
互
い
の
刺
激
に
な
っ
た
。 

・「
語
源
」
と
い
う
言
葉
の
投
げ
か
け
に
つ
い
て
。
新
聞
の
必
須
項
目
と
し
て
挙
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げ
た
「
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
使
う
か
」
に
児
童
が
苦
戦
。
無
理
な
く
日
常
に

生
か
せ
る
手
立
て
は
な
い
か
。 

◇
特
別
発
言
か
ら 

安
田 

恭
子
（
東
京
）・
秋
山 

誠
（
東
京
） 

「
集
め
る
・
調
べ
る
・
ま
と
め
る
」
活
動
を
さ
せ
る
に
当
た
り
、
テ
ー
マ
（
視

点
）
を
持
た
せ
る
こ
と
が
必
要
。
最
後
に
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
出
さ

せ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
学
習
の
振
り
返
り
活
動
。
調
べ
た
こ
と
を
表
現
さ
せ
る

方
法
は
多
様
。
新
聞
は
多
様
な
表
現
に
対
応
で
き
る
の
で
よ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
記
録 

水
垂 

弘
枝
（
埼
玉
）】 

 

◆
高
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

司
会
者 

小
池 

学
（
埼
玉
） 

（
１
）
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
結
び
つ
け
た
意
見
文
の
指
導 

 
 
 

～
言
語
活
動
の
場
を
絞
り
込
み
、
言
語
能
力
を
育
成
す
る
～ 

教
材
：「
文
章
構
成
の
効
果
を
考
え
る
」（
学
校
図
書
六
年
上
） 

下
田
市
立
朝
日
小
学
校 

 

高
橋 
綾
子
（
静
岡
） 

○
提
案
の
趣
旨
：
国
語
の
学
習
に
対
す
る
目
的
や
学
び
の
実
感
を
欠
い
た
子
ど

も
た
ち
が
、「
書
き
た
い
」
と
い
う
意
欲
を
持
ち
、
論
理
的
な
文
章
を
書
く
力
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
単
元
の
特
徴
の
一
点
目
は
意

見
文
の
テ
ー
マ
設
定
に
あ
り
、「
修
学
旅
行
の
班
別
研
修
中
の
食
べ
歩
き
の
是

非
」
と
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
体
験
を
も
と
に
意
見
を
持
ち
や
す
い
う
え
に
、

校
長
先
生
や
五
年
生
に
伝
え
た
い
と
い
う
必
要
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
徴
の
二
点
目
は
、
教
材
文
を
用
い
て
頭
括
型
・
尾
括
型
・
双
括
型
と
い
う
基

本
の
型
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
学
び
、
構
成
に
対
す
る
意
識
を
持
た
せ
た
こ
と

で
あ
る
。
三
点
目
は
、
双
括
型
の
文
章
を
書
く
た
め
の
具
体
的
な
手
立
て
に
あ

り
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
意
見
お
よ
び
そ
れ
ら
の
根
拠
と
な
る
事
実
を
短
冊
に

書
い
て
並
べ
替
え
を
す
る
と
い
う
操
作
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
書
く
の

が
苦
手
な
子
も
、自
力
で
論
理
的
な
文
章
を
組
み
立
て
る
達
成
感
を
味
わ
え
た
。 

○
論
点
①
実
践
の
成
功
ポ
イ
ン
ト
：「
こ
の
よ
う
な
力
を
つ
け
た
い
」
と
い
う
単

元
全
体
の
見
通
し
と
、「
今
日
達
成
し
た
い
こ
と
」
と
い
う
本
時
を
見
通
す
目
が

教
師
の
側
に
備
わ
っ
て
い
た
。 

○
論
点
②
型
と
個
性
：
型
の
重
視
に
よ
っ
て
全
員
が
形
の
整
っ
た
文
章
を
書
け

た
一
方
で
、
能
力
差
や
内
容
の
違
い
が
出
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
分

の
意
見
を
構
築
す
る
と
こ
ろ
ま
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
せ
た
い
と
い
う
意
見
と
、
今

回
は
「
み
ん
な
が
で
き
る
」
と
こ
ろ
ま
で
で
よ
く
、
大
切
な
の
は
小
単
元
の
積

み
重
ね
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
た
。 

 

（
２
）
自
分
た
ち
で
選
ん
だ
絵
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
よ
う 

～
絵
か
ら
読
み
と
っ
た
こ
と
を
、
表
現
を
工
夫
し
て
書
こ
う
～ 

教
材
：「『
鳥
獣
戯
画
』
を
読
む
」（
光
村
図
書
六
年
） 

 
 
 
 
 
 

 

横
須
賀
市
立
根
岸
小
学
校 

 

平
田
沙
也
香
（
神
奈
川
） 

○
提
案
の
趣
旨
：
教
材
文
で
あ
る
「
鳥
獣
戯
画
」
の
鑑
賞
文
か
ら
筆
者
の
「
目

の
付
け
所
」（
絵
を
鑑
賞
す
る
観
点
）
や
表
現
の
工
夫
を
読
み
取
り
、「
鳥
獣
戯

画
」
の
鑑
賞
文
お
よ
び
自
を
分
が
選
ん
だ
絵
の
鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
に
活
か
す

こ
と
で
、
も
の
の
見
方
や
表
現
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
単
元
の
特

徴
の
一
点
目
は
、
教
材
文
か
ら
筆
者
の
「
目
の
付
け
所
」
を
発
見
し
た
り
、
表

現
の
工
夫
の
効
果
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
、形
式
を
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
の
意
味
を
実
感
し
な
が
ら
自
発
的
に
「
技
」
を
活
用
す
る
姿
が
見
ら
れ
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た
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
交
流
を
取
り
入
れ
た
推
敲
で
あ
る
。
良
い
点
は

ピ
ン
ク
の
付
箋
、
改
善
点
は
青
の
付
箋
、
自
分
の
読
み
と
の
比
較
は
緑
の
付
箋

に
書
い
て
原
稿
に
張
り
付
け
る
と
い
う
活
動
を
通
し
て
、
互
い
の
文
章
を
参
考

に
し
た
り
、
表
現
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
し
な
が
ら
推
敲
し
た
。 

○
論
点
①
手
厚
い
モ
デ
ル
文
の
功
罪
：
教
師
が
書
い
た
モ
デ
ル
文
を
真
似
す
る

こ
と
で
「
書
け
た
気
」
に
は
な
れ
る
が
個
性
は
出
に
く
い
と
い
う
問
題
点
の
指

摘
と
、
感
じ
た
こ
と
を
言
語
化
す
る
た
め
の
語
彙
を
広
げ
る
た
め
に
役
に
立
つ

と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。 

○
論
点
②
教
師
の
役
割
：
深
め
る
、
視
点
を
絞
る
な
ど
、
鑑
賞
文
の
交
流
時
に

お
け
る
教
師
の
支
援
が
不
可
欠
な
活
動
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
一
時
間
の
流

れ
は
単
純
な
方
が
よ
い
。 

◇
特
別
発
言 

濱
田
芳
子
（
神
奈
川
） 

黒
田
英
津
子
（
静
岡
） 

【
記
録
：
小
入
羽
さ
や
子
（
東
京
）】 

 

２ 

記
念
写
真 

一
三
：
〇
〇
～
一
三
：
一
五 

全
体
会
場
に
て 

３ 

ゲ
ス
ト
の
話
（
記
念
講
演
）
一
三
：
一
五
～
一
五
：
〇
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 
 

和
歌
山 

静
子 

（
挿
絵
画
家
・
絵
本
作
家
） 

『
絵
本
は
一
生
の
友
だ
ち
』 

・
一
九
四
〇
年
京
都
生
ま
れ
、
幼
少
期
は
函
館
で
過
ご
す
。 

・
昭
和
二
十
一
年
小
学
校
入
学 

敗
戦
か
ら
一
年 

 

ペ
ン
テ
ル
十
二
色
の
ク
レ
ヨ
ン
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
も
ら
っ
た
。嬉
し
く
て
、

絵
を
描
き
た
く
な
り
、
絵
描
き
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
絵
描
き

の
学
校
に
行
く
こ
と
を
決
め
、
父
に
話
す
も
反
対
さ
れ
る
が
、
武
蔵
野
美
術
大

学
へ
通
う
こ
と
と
な
っ
た
。 

・
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
か
ら 

 

「
暮
ら
し
の
手
帖
」 

 

父
が
購
読
し
て
く
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
花
森
安
治
氏
の
思
想
に
触
れ
る
。

戦
争
終
了
時
の
写
真
を
見
る
た
び
に
涙
が
出
て
い
た
。
戦
争
時
代
の
大
変
な
子

ど
も
た
ち
生
活
や
残
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
る
。 

 

「
世
界
少
年
・
少
女
文
学
」 

 

近
所
の
お
姉
さ
ん
が
物
語
を
読
ん
で
く
れ
た
。
多
く
の
物
語
に
触
れ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
自
ら
絵
の
塾
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

大
学
卒
業
後
、
デ
ザ
イ
ン
会
社
に
就
職
。
し
か
し
、
デ
ザ
イ
ン
会
社
を
辞
め
、

事
務
職
に
つ
く
こ
と
と
な
る
。
二
十
六
歳
で
寺
村
輝
夫
さ
ん
と
出
会
い
、
絵
本

の
仕
事
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
は
「
王
さ
ま
ば
ん
ざ
い
」

が
出
版
さ
れ
、「
王
さ
ま
」
シ
リ
ー
ズ
は
約
四
〇
冊
出
版
さ
れ
て
い
る
。
会
話
、

空
間
の
大
切
さ
な
ど
を
学
び
な
が
ら
作
品
を
描
き
続
け
た
。 

 

四
十
二
歳
に
な
り
、
息
子
を
出
産
。
息
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
絵
本
の
仕

事
に
大
き
な
転
機
を
与
え
て
く
れ
た
。
息
子
が
四
年
生
に
な
っ
た
こ
ろ
「
ぼ
く

の
は
な
し
」
を
描
い
た
。
当
時
は
日
本
の
小
学
生
向
け
の
性
教
育
の
本
が
な
か

っ
た
た
め
、
息
子
の
一
言
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
、
高
校
の
国
語
教
師
で
あ
る
山
本

先
生
監
修
の
も
と
、「
ぼ
く
の
は
な
し
」
が
作
成
さ
れ
た
。
十
五･

六
歳
に
な
っ

て
突
然
話
す
の
は
誰
で
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
。
小
さ
い
と
き
に
話
し
て
お
く
こ

と
で
そ
の
と
き
に
つ
な
が
る
。 

 

函
館
に
墓
参
り
に
行
っ
て
い
る
が
、
函
館
に
向
か
う
列
車
の
中
は
、
二
十
歳
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過
ぎ
た
息
子
と
ゆ
っ
く
り
話
が
で
き
る
時
間
で
あ
っ
た
。
い
じ
め
や
難
病
と
向

き
合
っ
た
息
子
が
「
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
、
本
屋
さ
ん
で
お
ふ
く
ろ

の
絵
本
を
見
る
と
落
ち
着
く
」
と
言
っ
た
。
今
で
は
孫
を
見
る
こ
と
が
で
き
す

ご
く
よ
か
っ
た
。 

 

数
々
の
出
会
い
の
中
で
絵
本
が
う
ま
れ
、
自
分
の
子
ど
も
に
た
く
さ
ん
の
絵

本
を
読
み
聞
か
せ
て
き
た
。
絵
本
に
は
、
や
す
ら
ぎ
や
楽
し
さ
、
元
気
を
も
ら

っ
て
い
る
。
本
の
中
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
た
く
さ
ん
見
逃
し
て
い
た
。
も
う

一
度
絵
本
と
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。
地
球
も
世
界
も
大
変
な
時
代
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
か
ら
も
今
を
楽
し
み
た
い
。 
【
記
録 

三
富 

法
子
（
神
奈
川
）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４ 

ま
と
め
の
話
（
総
括
講
演
）
一
五
：
一
五
～
一
五
：
四
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松
木 

正
子
（
東
京
） 

「
国
語
科
に
お
け
る
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
と
は
」 

〇
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
は
… 

・「
言
語
活
動
」が
本
文
に
入
っ
た
こ
と
。言
語
は
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
し
、

身
に
つ
く
、
と
い
う
考
え
。
使
う
こ
と
が
大
事
。
話
し
合
う
力
は
、
国
語
科
で
。

「
話
し
合
い
」
を
教
材
化
し
て
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

〇
古
典
の
指
導
を
大
事
に
。 

 

日
本
古
来
の
文
化
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
。 

・
こ
と
わ
ざ
の
学
習
が
三
年
生
に
。
中
学
年
で
も
身
近
に
古
典
を
。 

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
結
び
の
会
」
を
活
用
。 

〇
「
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・
目
的
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
が
大
事
。 

・
今
し
て
い
る
こ
と
が
、
何
の
た
め
な
の
か
、
ど
ん
な
力
に
つ
な
が
る
の
か
を

子
ど
も
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
、
学
び
に
向
か
う
力
と
な
る
。 

〇
学
校
は
「
人
間
性
」
を
育
て
る
と
こ
ろ
。
こ
と
ば
を
育
て
る
こ
と
が
、
人
間

を
育
て
る
こ
と
。
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
生
き
る
力
。 

・「
授
業
は
、
子
ど
も
が
自
ら
学
ぶ
時
間
で
あ
る
」
教
師
は
、
子
ど
も
と
と
も
に
、

子
ど
も
の
思
考
に
寄
り
添
っ
て
。「
子
ど
も
と
対
等
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
」

こ
と
が
主
体
性
を
生
む
。 

〇
「
問
題
作
り
学
習
」
は
、
指
導
法
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
学
習
法

で
あ
る
。
他
に
も
応
用
で
き
る
。
自
分
で
学
ん
で
い
け
る
こ
と
。
み
ん
な
と
学

ん
で
い
く
こ
と
。 

〇
教
師
の
仕
事 

・
三
つ
の
「
や
」
…
○や
る
気
、
○や
り
方
を
知
っ
て
い
る
か
、
○や
っ
た
！ 

・
教
材
研
究
…
①
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と 

②
こ
の
教
材
だ
か
ら
で
き
る
こ
と 

④ 

し
た
い
こ
と
。 

・
授
業
は
、
楽
し
い
時
間
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

 

【
記
録 

小
野
澤
由
美
子
（
東
京
）】 

５ 

閉
会
式 

一
五
：
四
五
～ 

 
 
 
 

 

・
会
代
表
の
挨
拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
崎 

和
男
（
千
葉
） 

・
参
加
者
代
表
の
挨
拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

谷 
 

哲
也
（
静
岡
） 

・
本
部
事
務
局
か
ら
の
連
絡 

 
 
 
 
 
 
 

若
林 

富
男
（
茨
城
） 

・
閉
会
の
こ
と
ば 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒
田
英
津
子
（
静
岡
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 

交
流
の
集
い 

一
六
：
三
〇
～ 

地
元
の
寿
司
屋
に
て 


