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新
し
い
教
科
書
が
手
元
に
届
く
。

ぱ
ら
ぱ
ら
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
。

ふ
と
、
手
を
止
め
て
、

す
こ
し
読
ん
で
み
る
。

数
年
後
、
使
っ
て
い
た
教
科
書
を
見
つ
け
る
。

あ
の
と
き
の
私
、
今
の
私
。

ふ
と
、
手
に
と
っ
て
、

す
こ
し
読
ん
で
み
る
。

教
科
書
は
い
つ
だ
っ
て
、

今
と
未
来
を
つ
な
ぐ
宝
物
。
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新教材紹介〈文学〉
提
供
：
文
藝
春
秋

あさい・りょう ○1989年、岐阜県出身。2009年、早稲田大学在学中に「桐島、部活やめるって
よ」で第22回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。2013年「何者」で第148回直木三十五賞、
2021年「正欲」で第34回柴田錬三郎賞を受賞。著書に「少女は卒業しない」「武道館」「何様」「ス
ター」など多数。

「
桐
島
、
部
活
や
め
る
っ
て
よ
」
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、

現
代
文
学
の
第
一
線
を
走
り
続
け
る
朝
井
リ
ョ
ウ
さ
ん
。

新
し
い
教
科
書
の
た
め
に
、

中
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
生
徒
を
主
人
公
に
し
た
、

「
私
た
ち
の
未
来
」
と
題
す
る
小
説
を

書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

朝
井
さ
ん
に
、
執
筆
の
思
い
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

朝あ

さ

井い

リ
ョ
ウ 

さ
ん

私
た
ち
の
未
来

 ▼「
新
編 

新
し
い
国
語 

一
年
」
40
ペ
ー
ジ

た
。
部
活
が
始
ま
る
と
、
小
学
生
の
と
き
に
は
な
か
っ

た
先
輩
・
後
輩
関
係
の
よ
う
な
文
化
も
入
っ
て
く
る
し
、

世
界
が
ま
る
ご
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
感
覚
が
と
て
も
強

く
て
、
本
当
に
お
び
え
て
い
た
ん
で
す
。
中
学
生
に
な

る
直
前
の
春
休
み
は
、
こ
れ
か
ら
無
事
に
生
き
延
び
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え

て
い
ま
し
た
。

― 

今
回
の
小
説
に
込
め
た
思
い
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

　
私
は
中
学
校
に
進
学
し
た
と
き
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

小
説
家
に
な
っ
た
と
き
も
、
社
会
人
に
な
っ
た
と
き
も
、

と
に
か
く
環
境
が
変
わ
る
と
き
に
す
ご
く
緊
張
し
て
お

び
え
て
き
た
ん
で
す
ね
。
何
も
か
も
が
自
分
に
と
っ
て

は
新
し
く
な
っ
た
世
界
に
す
っ
か
り
適
応
し
て
い
る
未

来
の
自
分
が
全
く
想
像
で
き
な
い
と
い
う
か
。
で
も
、

そ
ん
な
中
で
も
、「
こ
の
、
ま
だ
何
が
ど
こ
に
あ
る
か

も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
校
舎
に
い
つ
か
あ
き
あ
き
す
る

ん
だ
よ
な
。」
と
か
、「
こ
の
、
傷
の
一
つ
も
付
け
た
く

な
い
新
し
い
か
ば
ん
を
い
つ
か
平
気
で
土
の
上
に
置
い

た
り
す
る
ん
だ
よ
な
。」
み
た
い
に
、
一
瞬
、
時
空
を

飛
び
越
え
る
よ
う
な
感
覚
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
。
遠
い
未
来
に
い
る
自
分
が
「
大
丈
夫
、
結
局
ど

こ
に
で
も
慣
れ
る
か
ら
。」
み
た
い
に
言
っ
て
く
れ
る

瞬
間
と
い
う
か
。
き
っ
と
、
新
し
い
教
科
書
を
手
に
し

て
い
る
中
学
生
の
皆
さ
ん
の
中
に
も
、
緊
張
や
お
び
え

で
が
ち
が
ち
の
か
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
い
う
か
た
に
、
き
っ
と
大
丈
夫
、
と
小
説
と
い
う

形
で
伝
え
た
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

―
「
私
た
ち
の
未
来
」
は
ど
の
よ
う
に
着
想
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　
自
分
自
身
を
振
り
返
る
と
、
新
生
活
が
始
ま
っ
て
環

境
が
変
わ
る
こ
と
に
対
し
て
、
す
ご
く
恐
怖
心
を
抱
く

子
ど
も
だ
っ
た
ん
で
す
。
周
り
の
友
達
も
、
先
生
も
、

持
ち
物
も
、
何
も
か
も
が
変
わ
っ
て
、
一
か
ら
新
し
い

日
々
が
始
ま
る
。
あ
の
と
き
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

わ
く
わ
く
し
た
気
持
ち
よ
り
も
、
緊
張
や
恐
怖
心
の
ほ

う
を
再
現
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え

始
め
ま
し
た
。

　
私
の
場
合
は
、
六
つ
の
小
学
校
が
一
つ
の
中
学
校
に

集
ま
る
学
区
だ
っ
た
の
で
、
ク
ラ
ス
の
中
で
も
知
っ
て

る
人
は
十
人
以
下
。
だ
か
ら
、
新
し
い
学
校
生
活
が
始

ま
っ
た
と
き
に
、
今
目
の
前
に
い
る
人
た
ち
と
友
達
と

い
う
関
係
に
な
れ
る
日
が
来
る
と
か
、
ぱ
き
ぱ
き
の
制

服
が
自
分
の
体
に
な
じ
む
日
が
来
る
と
か
い
う
こ
と
が
、

現
実
と
し
て
全
く
想
像
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。
心

も
と
な
い
、
ど
こ
に
い
て
も
落
ち
着
か
な
い
あ
の
気
持

ち
。
そ
れ
を
小
説
で
描
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

― 
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
環
境
の
変
化
は
特
に

大
き
い
で
す
よ
ね
。

　
中
学
校
に
入
る
の
が
私
は
す
ご
く
怖
か
っ
た
ん
で
す
。

小
学
校
の
五
、
六
年
生
か
ら
中
学
生
に
か
け
て
の
時

期
っ
て
、
一
、
二
年
の
差
で
体
の
大
き
さ
が
全
然
違
っ

て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
姉
や
兄
を
通
じ
て
進
学
す

る
中
学
校
の
雰
囲
気
を
何
と
な
く
知
っ
て
い
る
同
級
生

が
、
怖
い
う
わ
さ
を
話
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ

で
、
ど
う
や
ら
中
学
校
と
い
う
世
界
は
小
学
校
と
全
然

違
う
ら
し
い
、
み
た
い
な
恐
怖
心
が
膨
ら
ん
で
い
ま
し

― 

全
部
で
す
か
?!

　
入
学
し
て
特
に
最
初
の
ほ
う
は
、
休
み
時
間
な
ど
を

持
て
余
し
て
い
た
の
で
、
教
科
書
を
読
む
し
か
な
か
っ

た
ん
で
す
よ
ね
。
き
っ
と
今
も
、
当
時
の
私
と
同
じ
よ

う
に
〝
何
か
し
て
い
る
人
〞
に
な
り
た
く
て
教
科
書
を

開
い
て
い
る
生
徒
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
。
そ
う

い
う
子
た
ち
が
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、少
し
で
も「
き
っ

と
大
丈
夫
」
と
思
っ
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

― 

中
学
生
へ
の
一
言
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
国
語
の
教
科
書
に
は
、
た
く
さ
ん
の
文
章
が
載
っ
て

い
ま
す
。
私
は
小
中
学
生
の
頃
か
ら
本
を
読
む
の
が
好

き
だ
っ
た
の
で
、
本
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
吸
収
し
て

い
き
ま
し
た
。
大
人
に
な
っ
た
今
思
う
の
は
、
そ
う
し

て
た
く
さ
ん
の
文
章
に
触
れ
て
き
て
、
損
を
し
た
な
、

と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
現
段
階

で
、
人
間
は
言
葉
で
し
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取

れ
ま
せ
ん
。
言
葉
の
選
択
肢
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、

自
分
の
気
持
ち
を
細
や
か
に
相
手
に
伝
え
ら
れ
ま
す
し
、

自
分
を
守
る
た
め
の
論
理
を
組
み
立
て
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
に
は
ぜ
ひ
た
く
さ
ん
の
文
章

に
触
れ
て
、
言
葉
の
選
択
肢
を
大
量
に
仕
入
れ
て
、
そ

れ
を
と
き
に
は
武
器
に
し
な
が
ら
、
と
き
に
は
盾
に
し

な
が
ら
、
た
く
ま
し
く
我
が
道
を
拓
い
て
い
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

― 

中
学
校
に
入
学
し
た
と
き
の
印
象
は
ど
う
で
し

た
か
。

　
た
く
さ
ん
の
小
学
校
の
出
身
者
が
集
ま
っ
た
ク
ラ
ス

だ
っ
た
の
で
、
本
当
に
緊
張
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

当
時
か
ら
本
を
読
む
こ
と
は
好
き
だ
っ
た
の
で
、
新
し

い
教
科
書
が
配
ら
れ
た
と
き
に
、
国
語
の
教
科
書
を
、

ま
ず
全
部
読
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

朝
井
さ
ん
か
ら
届
い
た
原
稿
を
読
ん
だ
と
き
の
衝
撃

は
、
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
誇
張
で
は
な
く
、

「
十
年
に
一
本
あ
る
か
な
い
か
」
の
小
説
を
お
書
き
い

た
だ
い
た
と
直
感
し
ま
し
た
。
ほ
ど
よ
い
長
さ
に
ま
と

ま
っ
た
、
質
の
高
い
小
説
を
載
せ
る
。
国
語
の
教
科
書

を
作
る
う
え
で
最
も
難
し
い
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
つ
を
、

こ
の
小
説
は
や
す
や
す
と
ク
リ
ア
し
て
く
れ
ま
し
た
。

中
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
生
徒
た
ち
が
、
先
生
と

い
っ
し
ょ
に
、
教
室
と
い
う
場
で
こ
の
小
説
を
読
み
深

め
る
。
こ
ん
な
ぜ
い
た
く
な
学
び
は
、
ど
こ
に
も
な
い

と
思
い
ま
す
。（
Ｋ
・
Ｒ
）
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仕
上
が
り
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
世
界
を

切
り
取
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
小
説
家
も
写
真
家

も
工
夫
を
凝
ら
す
。
よ
り
鮮
や
か
に
、
よ
り
印
象
深
く
、

願
わ
く
は
誰
か
の
心
に
届
く
よ
う
に
。
腕
の
見
せ
ど
こ

ろ
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
小
説
も
、
冒
頭
か
ら
結
末
ま
で
、
た
っ
た
一
時

間
程
度
の
話
だ
。
し
か
も
、
何
も
か
も
が
書
い
て
あ
る

わ
け
で
は
な
い
（
さ
ら
に
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
か

り
が
大
事
だ
と
も
限
ら
な
い
。
大
事
だ
か
ら
こ
そ
書
か

ず
に
お
く
場
合
も
あ
る
）。
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
手

が
か
り
に
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
思
い
描
い
て

み
て
も
ら
え
た
ら
、
筆
者
と
し
て
は
う
れ
し
い
。
一
枚

の
写
真
を
見
て
、
そ
こ
に
写
っ
て
い
る
足
跡
は
誰
の
も

の
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
人
な
の
か
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど

こ
へ
行
っ
た
の
か
、
と
り
と
め
も
な
く
思
い
め
ぐ
ら
せ

る
み
た
い
に
。

「
外
国
語
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
？

　
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
私
が
台
湾

人
で
あ
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。

　
も
し
も
、
こ
こ
日
本
で
は
な
く
、
台
湾
で
育
っ
て
い

た
ら
、
き
っ
と
私
は
、
あ
い
う
え
お
、
で
は
な
く
、
ㄅボ

ㄆポ

ㄇモ

ㄈフ
ォ

、
と
い
う
発
音
記
号
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て

今
頃
は
、
漢
字
だ
ら
け
の
中
国
語
の
文
章
が
連
な
っ
て

い
る
本
ば
か
り
を
読
ん
で
い
た
は
ず
…
…
「
世
界
へ
の

入
り
口
」
は
、
そ
ん
な
「
も
し
も
」
に
つ
い
て
空
想
を

巡
ら
せ
た
エ
ッ
セ
イ
で
す
。

　
今
も
私
は
、
日
本
人
と
し
て
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、
自
分
が
最
初
に
知
っ
た
文
字
が
平
仮
名

―
日

本
語

―
で
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
幸
福
な
「
偶
然
」

を
大
切
に
し
た
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本

語
と
い
う
言
葉
は
日
本
人
の
中
に
の
み
根
を
張
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
や
、
台
湾
の
外
で
育
っ
た
台

湾
人
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
よ
う
を
、
ほ
か
で
も
な
い

こ
の
日
本
語
で
表
現
す
る
の
を
試
み
て
い
ま
す
。
そ
う

や
っ
て
私
の
書
い
た
も
の
が
い
つ
か
本
に
な
っ
た
と
き

に
、
こ
の
「
扉
」
の
先
に
は
、
自
分
の
ま
だ
知
ら
な
い

今
よ
り
も
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
「
世
界
」
が
広
が
っ
て

い
る
は
ず
だ
と
誰
か
が
明
る
い
予
感
を
抱
い
て
く
れ
る

の
を
夢
見
な
が
ら
。

　
の
小
説
は
、
も
と
も
と
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
た
め

に
書
い
た
。「
も
う
サ
イ
ア
ク
だ
！
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
児
童
書
で
、「
最
悪
」
な
状
況
に
追
い
込

ま
れ
た
子
ど
も
を
描
い
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
だ
っ
た
。

　
素
直
に
考
え
る
な
ら
、
子
ど
も
に
と
っ
て

―
大
人

に
と
っ
て
も
だ
が

―
怒
ら
れ
た
り
嫌
わ
れ
た
り
無
視

さ
れ
た
り
す
る
の
は
つ
ら
い
。
そ
こ
で
、
周
り
か
ら
褒

め
ら
れ
認
め
ら
れ
一
目
置
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
つ
ら
い
、
と
い
う
設
定
を
思
い
つ
い
た
（
長
く
小
説

家
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
物
事
を
素
直
に
考
え
る
の

が
苦
手
に
な
っ
て
く
る
）。

　
主
人
公
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
賛

否
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
共
感
す
る
読
者
も
、

い
ら
い
ら
す
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
後
主
人
公

が
ど
う
す
る
か
も
、
い
ろ
ん
な
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
正
解
は
な
い
。
ど
う
ぞ
自
由
に
想
像
し
な
が
ら
読

ん
で
く
だ
さ
い
。

　
ち
な
み
に
、
本
作
で
は
写
真
が
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
そ
う
意
識
し
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
後
か
ら

読
み
返
し
て
み
る
と
、
写
真
と
小
説
は
少
し
似
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。

　
小
説
に
は
、
主
人
公
の
全
生
涯
や
、
起
こ
っ
た
出
来

事
の
す
べ
て
は
書
き
き
れ
な
い
。
物
語
の
始
ま
る
前
も

終
わ
っ
た
後
も
、
登
場
人
物
た
ち
の
人
生
は
続
い
て
い

る
。
文
字
数
の
少
な
い
短
編
は
特
に
、
ど
こ
に
焦
点
を

当
て
た
ら
い
い
か
、
何
を
書
く
べ
き
か
、
慎
重
に
吟
味

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
写
真
も
ま
た
、
目
の

前
に
広
が
る
景
色
を
ま
る
ご
と
収
め
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
同
じ
風
景
を
撮
っ
た
と
し
て
も
、
構
図
や
ピ
ン

ト
の
ぐ
あ
い
や
光
の
加
減
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
う

こ　
稚
園
に
通
う
前
か
ら
、
本
の
あ
る
場
所
が
好
き

で
し
た
。
本
が
並
ん
で
い
る
と
、
た
だ
そ
れ
だ

け
で
、
ど
う
し
て
だ
か
う
れ
し
く
な
る
ん
で
す
。

　
小
学
校
に
上
が
っ
て
、
国
語
の
時
間
に
、
あ
、
か
ら

始
ま
り
、
ん
、
で
終
わ
る
四
十
六
の
文
字
を
、
一
つ
、

ま
た
一
つ
覚
え
る
に
つ
れ
て
、
本
の
中
に
書
い
て
あ
る

言
葉
が
「
読
め
る
」
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と
、
本
は
ま

す
ま
す
、
私
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　
や
が
て
私
は
、
本
と
は
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
や
、

今
で
は
な
い
い
つ
か
と
つ
な
が
る
「
扉
」
の
よ
う
な
も

の
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
目
に
つ
い
た
全
て
の
「
扉
」
を
開
く
こ
と
は
で
き
な

く
て
も
、
扉
は
無
数
に
あ
る
、
と
思
う
だ
け
で
、
ち
っ

ぽ
け
な
自
分
を
取
り
巻
く
こ
の
「
世
界
」
は
、
途
方
も

な
く
大
き
く
て
、
豊
か
な
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
し
、
お

も
し
ろ
い
本
は
い
つ
だ
っ
て
、
あ
り
ふ
れ
た
私
の
日
常

が
見
せ
て
く
れ
る
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
奥
深
い
「
世

界
」
を
伝
え
て
く
れ
る
…
…
要
す
る
に
私
は
、
お
気
に

入
り
の
本
と
巡
り
合
う
た
び
に
、
自
分
が
あ
た
り
ま
え

の
よ
う
に
目
に
し
て
い
た
風
景
の
あ
る
細
部
が
急
に
輝

か
し
く
思
え
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
で
は
う
ま
く
言

い
表
せ
ず
に
い
た
感
覚
を
、
も
の
の
み
ご
と
に
表
現
す

る
ほ
か
の
誰
か
の
言
葉
に
救
わ
れ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
い
ま
だ
に
私
は
、
自
分
の
い
る
場
所
の
狭

さ
を
感
じ
て
息
苦
し
く
な
っ
た
ら
、
本
を
め
く
り
た
く

な
り
ま
す
。
本
の
か
な
た
に
広
が
る
、
今
、
こ
こ
に
あ

る
も
の
と
は
別
の
可
能
性
に
す
が
っ
て
し
ま
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
と
き
ど
き
、
考
え
ま
す
。

　
自
分
が
、
今
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る

こ
の
言
葉

―
日
本
語

―
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

幼

少
し
不
思
議
な
物
語
か
ら
恋
愛
小
説
ま
で
、

魅
力
あ
る
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
の
機
微
を

温
か
な
筆
致
で
描
く
、
瀧
羽
麻
子
さ
ん
。

新
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
と
、

小
説
へ
の
思
い
を
つ
づ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
説
家
の
温
又
柔
さ
ん
は
、
台
湾
人
の
両
親
の
も
と
に

生
ま
れ
、
三
歳
の
と
き
に
日
本
に
移
住
し
ま
し
た
。

も
し
も
台
湾
で
育
っ
て
い
た
ら
、
日
本
語
は
「
外
国
語
」
に

な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
温
さ
ん
は
そ
う
語
り
ま
す
。

「
世
界
へ
の
入
り
口
」
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
、

お
書
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。

たきわ・あさこ ○ 1981年、兵庫県出身。2007年、「う
さぎパン」で第2回ダ・ヴィンチ文学賞大賞を受賞し、デ
ビュー。著書に「ありえないほどうるさいオルゴール店」「博
士の長靴」など多数。

おん・ゆうじゅう ○ 1980年、台湾・台北市出身。３歳
のときに家族と日本に移住し、台湾語、中国語、日本語の
混じる環境で育つ。著書に「台湾生まれ 日本語育ち」「魯

ロ

肉
バ

飯
プン

のさえずり」「私のものではない国で」など多数。

新教材紹介〈文学〉

瀧た

き

羽わ

麻あ

さ

子こ

 

さ
ん

温お

ん 

又ゆ

う

柔じ
ゅ
う 

さ
ん

足あ
し

跡あ
と

 ▼「
新
編 

新
し
い
国
語 

二
年
」
32
ペ
ー
ジ

世
界
へ
の
入
り
口

 ▼「
新
編 

新
し
い
国
語 

三
年
」
16
ペ
ー
ジ

　

県
の
主
催
す
る
中
高
生
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
審
査

員
特
別
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
主
人
公
。
し
か

し
授
賞
式
の
当
日
、
不
安
は
増
す
ば
か
り
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
写
真
を
撮
っ
た
の
は
…
…
。

　

揺
れ
る
主
人
公
の
気
持
ち
を
追
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
結

末
は
、「
最
悪
」
な
の
か
「
希
望
」
な
の
か
。
生
徒
た

ち
が
、
こ
の
作
品
を
ど
う
読
み
、
ど
う
解
釈
す
る
の
か
、

今
か
ら
楽
し
み
で
す
。（
Ｏ
・
Ｎ
）

　

教
室
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ツ
を
持
っ
た
生
徒
が

い
る
と
思
い
ま
す
が
、温
さ
ん
の
随
筆
は
、自
明
に
な
っ

て
い
る
「
国
語
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
直
す
き
っ

か
け
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。（
Ｋ
・
Ｒ
）

撮
影
：
朝
岡
英
輔
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文
学
教
材
一
覧1

年

2
年

3
年

言葉の
学習

朗
読
の
世
界
　
魚う

お

住ず
み

り
え

　

元
日
本
テ
レ
ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
魚
住
り
え
さ
ん
が
、
国

語
の
学
習
の
基
礎
と
な
る
「
朗
読
」
に
つ
い
て
、
そ
の
魅
力

を
語
り
ま
す
。
国
語
の
授
業
び
ら
き
に
最
適
な
教
材
で
す
。

言語
感覚

詩
の
心
―
発
見
の
喜
び
　
嶋し

ま

岡お
か 

晨し
ん

　

日
常
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
詩
の
心
」
と
は
。

近
代
を
代
表
す
る
詩
人
の
作
品
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
詩
を

鑑
賞
す
る
視
点
を
育
み
ま
す
。

文学1

私
た
ち
の
未
来
　
朝あ

さ

井い

リ
ョ
ウ

　

中
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
主
人
公
が
、
前
の
席
の
生

徒
と
の
交
流
を
通
じ
て
価
値
観
を
変
え
て
ゆ
く
。
直
木
賞
作

家
の
朝
井
リ
ョ
ウ
さ
ん
に
よ
る
新
教
材
で
す
。

文学2

さ
ん
ち
き
　
吉よ

し

橋は
し

通み
ち

夫お

　

幕
末
の
京
都
を
舞
台
に
し
た
、
三さ

ん

吉き
ち

と
車
大
工
の
親
方
の

軽
妙
な
や
り
取
り
が
魅
力
の
教
材
。
描
写
を
も
と
に
場
面
の

展
開
を
読
み
取
る
学
習
に
最
適
で
す
。

文学3

少
年
の
日
の
思
い
出

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
／
高た

か

橋は
し

健け
ん

二じ

・
訳

　

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
不
朽
の
名
作
。「
そ
う
か
、そ
う
か
、

つ
ま
り
君
は
そ
ん
な
や
つ
な
ん
だ
な
。」
と
い
う
エ
ー
ミ
ー

ル
の
言
葉
が
、
い
つ
ま
で
も
心
に
残
り
ま
す
。

文学2

字
の
な
い
葉
書
　
向む

こ
う

田だ

邦く
に

子こ

　

戦
時
下
に
生
き
る
家
族
の
愛
情
を
描
い
た
作
品
。
登
場
人

物
の
言
動
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
作
品
を
読
み
深
め
る
学

習
に
最
適
で
す
。

文学3

走
れ
メ
ロ
ス
　
太だ

宰ざ
い 

治お
さ
む

　
「
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
作
品
」
と
い
え

ば
、
誰
も
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
王
道
の
教
科
書
教
材
を
、
新
鮮
な
挿
絵
が
彩
り
ま
す
。

資料編

ト
ロ
ッ
コ
　
芥あ

く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

そ
こ
に
僕
は
い
た
　
辻つ

じ 

仁ひ
と

成な
り

資料編

最
後
の
一
句
　
森も

り 

鷗お
う

外が
い

風
の
唄
　
あ
さ
の
あ
つ
こ

文学3

故
郷
　
魯ろ 

迅じ
ん

／
竹た

け

内う
ち 

好よ
し
み

・
訳

ル
ー
シ
ュ
ン

　
「
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
の
だ
。」
人

間
、
そ
し
て
社
会
を
鋭
く
描
い
た
魯
迅
の
名
作
が
、
中
学
校

の
文
学
教
材
の
最
後
を
締
め
く
く
り
ま
す
。

文学2

百
科
事
典
少
女
　
小お

川が
わ

洋よ
う

子こ

　

Ｒ
ち
ゃ
ん
と
、
そ
の
父
親
で
あ
る
紳
士
お
じ
さ
ん
。
ア
ー

ケ
ー
ド
に
あ
る
読
書
休
憩
室
を
訪
れ
る
人
々
と
主
人
公
と
の

交
流
が
、
静
か
で
巧
み
な
筆
致
で
描
か
れ
る
作
品
。

文学1

足
跡
　
瀧た

き

羽わ

麻あ
さ

子こ

　

弟
の
撮
っ
た
写
真
を
自
分
の
名
前
で
コ
ン
テ
ス
ト
に
出
品

し
、
受
賞
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
。
授
賞
式
を
迎
え
る
主
人

公
の
葛
藤
を
、
鋭
く
描
い
た
作
品
で
す
。

言語
感覚

短
歌
を
楽
し
む
　
道み

ち

浦う
ら

母も

都と

子こ

　

近
現
代
の
名
歌
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
短
歌
の
楽
し
み
方

を
述
べ
た
文
章
。
短
歌
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
視
点
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

言語
感覚

俳
句
の
読
み
方
、
味
わ
い
方

片か
た

山や
ま

由ゆ

美み

子こ

　

定
型
と
季
語
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
俳
句
。
近
代
の
名
句

を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
味
わ
い
方
を
紹
介
し
ま
す
。

言葉の
学習

あ
の
夕
暮
れ
へ
帰
る
　
原は

ら

田だ

マ
ハ

　

人
気
作
家
の
原
田
マ
ハ
さ
ん
に
よ
る
随
筆
。「
日
脚
」
と

い
う
言
葉
や
、
モ
ネ
の
絵
画
を
通
し
て
、
季
節
や
時
の
移
ろ

い
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

言葉の
学習

世
界
へ
の
入
り
口
　
温お

ん 

又ゆ
う

柔じ
ゅ
う

　

台
湾
で
生
ま
れ
、
日
本

で
育
っ
た
筆
者
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
「
国
語
」
と

出
会
っ
た
の
か
。「
国
語
」

と
は
、
そ
し
て
言
葉
と
は

何
か
、
改
め
て
考
え
さ
せ

て
く
れ
る
随
筆
で
す
。

資料編

坊
っ
ち
ゃ
ん
　
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

カ
メ
レ
オ
ン
　
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
／

　
　
　
　
　
　
原は

ら 

卓た
く

也や

・
訳

文学1

形
　
菊き

く

池ち 

寛か
ん

　
「
形
」
に
よ
る
威
光
を
失
っ
た
こ

と
で
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
中
村

新
兵
衛
。
翻
案
の
元
に
な
っ
た
古
典

作
品
も
掲
載
し
て
お
り
、
読
み
比
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
文
章
を
読
ん
だ

皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
四
つ
目
の
実
験
を
考
え
て
み
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
中
学
生
の
皆
さ
ん
は
、
毎
日
の
授
業
や
そ
の
宿
題
、

部
活
動
に
習
い
事
と
、
多
忙
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

か
と
思
い
ま
す
。
私
が
皆
さ
ん
に
伝
え
た
い
の
は
、
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、

好
き
な
こ
と
に
没
頭
す
る
時
間
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
好
奇
心
は
人
を
含
む
動
物
を
動
か

す
大
き
な
原
動
力
で
す
。
今
は
、
日
常
で
生
じ
た
疑
問

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
用
い
て
す
ぐ
に
解
決
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
情
報
は
玉
石
混
交
で
す
。

時
間
が
あ
る
と
き
に
は
図
書
館
に
行
っ
て
、
興
味
の
あ

る
本
を
手
に
取
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
分
野
を
長
年

研
究
し
て
き
た
研
究
者
が
書
い
た
本
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
情
報
と
違
っ
て
深
み
が
あ
り
ま
す
。
抱
い
た

疑
問
以
外
の
新
た
な
情
報
も
手
に
入
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
時
間
を
少
し
で
も
取
れ
る
よ
う
に
貴
重
な

時
間
を
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
よ
う
な
環
境
に
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
分

で
日
本
語
を
選
択
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の

土
台
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、
意
志
を

持
っ
て
選
択
し
た
も
の
で
は
な
く
、
偶
然
性
や
環
境
に

よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
な
人
や
作
品
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん

ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
絶
対

的
な
存
在
で
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
も
の
に
影
響
を
受
け
、

次
々
に
変
容
し
て
い
く
存
在
な
の
で
す
。

　
偶
然
が
絡
み
合
っ
て
、
い
ろ
ん
な
立
場
に
立
た
さ
れ

た
人
が
い
る
。
苦
し
い
と
こ
ろ
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る

人
が
い
た
と
き
に
、「
自
分
が
そ
の
人
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う
可
能
性
に
気
づ
く
。
そ
の
よ
う
に

自
分
を
ひ
ら
い
て
い
く
こ
と
が
、
豊
か
な
社
会
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
利
他
の
難
し
さ
を
越

え
て
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を
ひ
ら
い
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
政
治
学
者
と
し
て
考
え
た

か
っ
た
の
で
す
。

　「
受
け
取
る
『
利
他
』」
と
い
う
と
、「
何
で
も
受
け

取
れ
ば
い
い
」「
ど
ん
ど
ん
受
け
取
る
こ
と
だ
」
と
捉

え
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
考
え
は
、

こ
う
で
す
。「
も
う
受
け
取
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

そ
う
自
覚
す
る
こ
と
で
、
利
他
の
循
環
を
動
か
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
物
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
知
り
た
い
と

思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
私
は
小
さ

い
頃
か
ら
動
物
が
大
好
き
で
、
動
物
と
触
れ
合
う
た
び

に
、「
こ
の
子
は
今
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
世

界
を
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。」と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
幼
い
頃
の
夢
が
か
な
え
ら
れ
る
と
知
っ
た

の
は
、
私
が
大
学
に
入
っ
て
か
ら
で
し
た
。
心
理
学
部

に
入
学
し
た
私
は
動
物
の
心
理
学
と
い
う
領
域
が
あ
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、生
き
物
の
知
覚（
見

え
方
）・
記
憶
・
思
考
な
ど
の
認
知
機
能
を
動
物
間
で

比
較
し
、
そ
の
進
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
比
較

認
知
科
学
と
い
う
学
問
に
出
会
い
、
と
て
も
感
銘
を
受

け
ま
し
た
。
動
物
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
見
て
い
る
の

か
、
ど
の
よ
う
に
人
を
認
識
し
て
い
る
の
か
を
科
学
的

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
こ
か
ら

は
比
較
認
知
科
学
が
専
門
の
研
究
室
に
所
属
し
、
ネ
コ

の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
今
回
、
教
科
書
の
文
章
で
は

そ
の
成
果
の
一
部
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　〝
科
学
〞は
批
判
さ
れ
て
洗
練
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

一
つ
の
実
験
だ
け
で
全
て
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
不
可

能
に
近
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
デ
ー
タ
か
ら
得

ら
れ
た
根
拠
を
一
つ
ず
つ
積
み
上
げ
、
真
実
に
近
づ
い

て
い
く
の
が
科
学
の
営
み
で
す
。
今
回
載
せ
た
研
究
は
、

私
が
最
初
に
行
っ
た
ネ
コ
研
究
で
し
た
。
研
究
室
の
先

生
や
仲
間
と
、
一
つ
目
の
実
験
の
ま
ま
で
は
こ
の
可
能

性
が
除
外
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
可
能
性
を

除
外
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
っ
た
条
件
が
必
要
な
の

で
は
な
い
か
な
ど
、
た
く
さ
ん
議
論
し
ま
し
た
。
私
は

三
つ
目
の
実
験
ま
で
し
か
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
も

し
か
す
る
と
ま
だ
ま
だ
除
外
で
き
て
い
な
い
ほ
か
の
可

動　
自
身
が
ま
ず
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
利
他
と
い

う
概
念
が
持
っ
て
い
る
、
あ
る
種
の
う
さ
ん
臭

さ
と
い
う
問
題
で
し
た
。
利
他
と
聞
く
と
、「
自
分
の

利
益
を
度
外
視
し
て
、
人
の
た
め
に
い
い
こ
と
を
し
な

さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
説
教
臭
さ
や
う
さ
ん
臭
さ
を

感
じ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
利
他
的
に
な
ろ
う
と
思

え
ば
思
う
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
「
い
い
人
と
思
わ
れ
た
い
」

と
い
っ
た
利
己
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
私
た

ち
が
利
他
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
い
い
こ
と
を

し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
話
で
は
か
た
づ
か
な
い
、
と
て

も
深
み
の
あ
る
、
難
し
い
概
念
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
日
本
や
世
界
の
政
治
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
二
十

年
ほ
ど
で
「
自
己
責
任
論
」
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
考
え
方
の
原
点
に
あ
る
の
は
、
人
間
は

理
性
や
知
性
に
基
づ
い
て
自
分
で
合
理
的
に
人
生
の
選

択
を
し
て
い
き
、
そ
こ
に
は
責
任
が
伴
う
、
と
い
う
近

代
的
な
人
間
観
で
す
。
そ
の
結
果
、
格
差
社
会
が
拡
大

す
る
中
、
弱
い
立
場
の
人
た
ち
は
「
自
己
責
任
論
」
に

よ
っ
て
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
、
苦
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
現
状
と
向
き
合
う
う
え
で
は
、
近
代
的

な
人
間
観
そ
の
も
の
に
メ
ス
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
っ
た
の
で
す
。

　
私
た
ち
が
本
当
に
、
何
で
も
か
ん
で
も
自
分
に
関
わ

る
こ
と
を
合
理
的
に
選
択
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
は
大
阪
生
ま

れ
の
大
阪
育
ち
で
、
ど
う
し
て
も
目
立
ち
た
が
っ
た
り

ウ
ケ
よ
う
と
し
た
り
す
る
気
質
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

も「
大
阪
に
生
ま
れ
よ
う
」「
こ
う
い
う
人
間
に
な
ろ
う
」

と
思
っ
て
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本

語
を
母
語
と
し
、
日
本
語
で
思
考
し
て
い
る
こ
と
も
、

私

動
物
心
理
学
者
の
髙
木
佐
保
さ
ん
。

飼
っ
て
い
た
ネ
コ
の
観
察
を
き
っ
か
け
に
、
ネ
コ
は

推
理
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
検
証
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

科
学
的
に
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
中
学
生
へ
の
思
い
を

語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

評
論
文
「
受
け
取
る
『
利
他
』」
で
示
さ
れ
る
の
は
、

身
近
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、

全
く
新
し
い
「
利
他
」
の
捉
え
方
。

そ
も
そ
も
、
政
治
学
者
で
あ
る
中
島
岳
志
さ
ん
は
、

な
ぜ
「
利
他
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

たかぎ・さほ ○ 1991年、京都府出身。動物心理学者。
教科書で取り上げた実験のほかにも、ネコは思い出を持っ
ているか、ネコは同居している別のネコの名前を知ってい
るかなど、ネコの心理に関する研究を行っている。

なかじま・たけし ○ 1975年、大阪府出身。現代日本政
治や日本思想史、インド政治などを研究。現在、東京工業
大学リベラルアーツ研究教育院教授。著書に「『利他』と
は何か」（共著）「自分ごとの政治学」など多数。

新教材紹介〈説明文〉

髙た

か

木ぎ

佐さ

保ほ

 

さ
ん

中な

か

島じ

ま

岳た

け

志し

 

さ
ん

ネ
コ
だ
っ
て
推
理
で
き
る

 ▼「
新
編 

新
し
い
国
語 

二
年
」
56
ペ
ー
ジ

受
け
取
る「
利
他
」

 ▼「
新
編 

新
し
い
国
語 

三
年
」
106
ペ
ー
ジ

　

飼
っ
て
い
た
犬
が
、
喉
が
渇
い
た
の
か
、
水
道
の
前

で
水
を
流
し
て
ほ
し
い
と
目
配
せ
を
し
て
き
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
動
物
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
と
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
ま

し
た
。
動
物
を
飼
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
誰
も

が
抱
い
た
こ
と
の
あ
る
こ
う
い
っ
た
疑
問
を
、
こ
れ
か

ら
も
、
ど
ん
ど
ん
解
き
明
か
し
て
ほ
し
い
と
応
援
し
て

い
ま
す
。（
Ｏ
・
Ｓ
）

　

利
他
の
難
し
さ
を
越
え
る
た
め
の
「
答
え
」
は
あ
り

ま
せ
ん
。こ
の
問
い
と
真
剣
に
向
き
合
う
経
験
は
、き
っ

と
人
生
の
糧
と
な
り
ま
す
。（
Ａ
・
Ｎ
）
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説
明
文
教
材
一
覧

1
年

2
年

3
年

構成・
展開

オ
オ
カ
ミ
を
見
る
目
　
高た

か

槻つ
き

成せ
い

紀き

　

地
域
や
時
代
に
よ
っ

て
、
オ
オ
カ
ミ
の
イ
メ
ー

ジ
が
変
化
し
た
の
は
な
ぜ

か
。
論
理
展
開
の
明
確
な

文
章
が
、
説
明
文
学
習
の

第
一
歩
を
ひ
ら
き
ま
す
。

構成・
展開

ネ
コ
だ
っ
て
推
理
で
き
る
　
髙た

か

木ぎ

佐さ

保ほ

　

動
物
心
理
学
者
で
あ
る

筆
者
が
、
繰
り
返
し
実
験

を
行
い
、
ネ
コ
に
推
理
能

力
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検

証
し
て
い
き
ま
す
。
グ
ラ

フ
と
文
章
を
関
係
づ
け
て

読
む
力
を
養
い
ま
す
。

構成・
展開

絶
滅
の
意
味
　
中な

か

静し
ず
か 

透と
お
る

　

環
境
問
題
の
一
つ
で
あ
る
「
生

物
の
絶
滅
」。
な
ぜ
「
絶
滅
」
す

る
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
か
を
、

生
態
学
者
で
あ
る
筆
者
が
丁
寧
に

説
明
し
て
い
き
ま
す
。

吟味・
判断

私
の
タ
ン
ポ
ポ
研
究
　
保ほ

谷や

彰あ
き

彦ひ
こ

　

都
市
部
で
雑
種
タ
ン
ポ
ポ
が
増
え
た
理
由
を
、
植
物
学
者

で
あ
る
筆
者
が
二
つ
の
実
験
か
ら
解
き
明
か
し
ま
す
。
グ
ラ

フ
と
文
章
を
関
連
づ
け
て
読
む
学
習
の
基
礎
と
し
て
も
、
ぜ

ひ
。

言葉と
メディア

ニ
ュ
ー
ス
の
見
方
を
考
え
よ
う
　
池い

け

上が
み 

彰あ
き
ら

　

池
上
彰
さ
ん
が
語
る
、
ニ
ュ
ー
ス
づ
く
り
の
内
実
。
誰
し

も
が
日
々
膨
大
な
情
報
を
受
け
取
り
、
自
ら
も
発
信
者
と
な

る
こ
の
時
代
に
、
必
読
の
内
容
で
す
。

吟味・
判断

黄
金
の
扇
風
機
　
田た

中な
か

真ま

知ち

　
「
美
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
二
つ
の
文
章
を
読
み
比
べ
る

教
材
。
筆
者
は
エ
ジ
プ
ト
で
の
暮
ら
し
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
「
美
し
さ
」
に
気
づ
き
ま
す
。

吟味・
判断

サ
ハ
ラ
砂
漠
の
茶
会
　
千せ

ん

住じ
ゅ 

博ひ
ろ
し

　

ア
フ
リ
カ
で
の
出
会
い
か
ら
「
人
間
は
皆
同
じ
で
あ
る
」

と
感
じ
た
筆
者
。読
み
比
べ
を
通
し
て
複
数
の
視
点
を
持
ち
、

自
分
の
考
え
を
深
め
ま
す
。

吟味・
判断

受
け
取
る「
利
他
」　
中な

か

島じ
ま

岳た
け

志し

　
「
受
け
取
る
」
こ
と
で
「
利
他
」
を
生
み
出
す
。
筆
者
の

こ
の
斬
新
な
主
張
を
、
中
学
生
は
ど
う
受
け
止
め
る
で
し
ょ

う
か
。
批
判
的
に
読
む
力
を
養
い
ま
す
。

吟味・
判断

︿
資
料
〉「
利
己
」と「
利
他
」　
児こ

玉だ
ま 

聡さ
と
し

　

複
雑
な
「
利
己
」
と
「
利
他
」
の
関
係
を
ひ
も
解
く
。「
受

け
取
る
『
利
他
』」
と
重
ね
て
読
み
、
学
習
を
深
め
ま
す
。

言葉と
メディア

い
つ
も
の
よ
う
に
新
聞
が
届
い
た

　
―
メ
デ
ィ
ア
と
東
日
本
大
震
災

今こ
ん

野の

俊と
し

宏ひ
ろ

　

東
日
本
大
震
災
の
混
乱
の
中
、
そ
れ
で
も
「
伝
え
な
く
て

は
い
け
な
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
新
聞
を
届
け
た
新
聞
社
の

苦
闘
と
苦
悩
。
震
災
を
記
憶
に
と
ど
め
、
未
来
の
社
会
に
つ

な
ぐ
た
め
に
必
読
の
教
材
で
す
。

言葉と
メディア

「
正
し
い
」言
葉
は
信
じ
ら
れ
る
か

香こ
う

西ざ
い

秀ひ
で

信の
ぶ

　

同
じ
事
実
で
も
読
み
手
に
異
な
る
印
象
を
与
え
る
言
語
表

現
。
そ
の
表
現
の
持
つ
「
正
し
さ
」
と
は
何
な
の
か
？　

筆

者
の
鋭
い
考
察
か
ら
、
言
語
の
本
質
に
迫
り
ま
す
。

資料編

ス
ズ
メ
は
本
当
に
減
っ
て
い
る
か

三み

上か
み 

修お
さ
む

　

事
実
を
も
と
に
科
学
的
な
視
点
か
ら
「
ス
ズ
メ
は
本
当
に

減
っ
て
い
る
か
」
を
検
証
し
て
い
く
筆
者
。
グ
ラ
フ
と
文
章

を
関
連
づ
け
て
読
む
力
を
活
用
す
る
学
習
に
最
適
で
す
。

資料編

「
常
識
」は
変
化
す
る
　
古ふ

る

田た

ゆ
か
り

　

社
会
や
時
代
の
変
化
に
よ
り
「
常
識
」
も
ま
た
変
わ
っ
て

い
く
こ
と
を
、
具
体
例
と
と
も
に
述
べ
て
い
き
ま
す
。「
オ

オ
カ
ミ
を
見
る
目
」
と
の
読
み
比
べ
も
で
き
る
教
材
で
す
。

資料編

幸
福
に
つ
い
て
　
野の

矢や

茂し
げ

樹き

　

あ
る
日
、「
カ
イ
」「
ト
ッ
ポ
」「
グ
ー
」
の
三
人
の
会
話

を
耳
に
し
た
「
私
」。
幸
福
と
は
、
そ
し
て
議
論
と
は
。
哲

学
的
思
考
へ
と
生
徒
を
導
き
ま
す
。
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2
年

鰹
節
―
世
界
に
誇
る
伝
統
食　
小こ

泉い
ず
み

武た
け

夫お

P.78 読
書
へ
の
い
ざ
な
い

自
ら
本
に
手
を
伸
ば
す
生
徒
を
育
て
た
い

ー
そ
ん
な
思
い
か
ら
、

読
書
教
材
に
も
魅
力
的
な
作
品
を
そ
ろ
え
ま
し
た
。

◎
教
材
に
込
め
た
思
い

1
年

3
年

　

こ
れ
ま
で
一
年
の
読
書
に
は
「
碑

い
し
ぶ
み」
と
い
う
教
材
を
掲
載
し
て
い

ま
し
た
。
広
島
の
原
爆
投
下
の
惨
状
を
描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

番
組
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
こ
の
教
材
は
、
原
爆
の
、
戦
争
の
悲
惨
さ

を
知
る
う
え
で
も
、
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
同
時
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
お
よ
そ
八
十
年

が
た
っ
た
現
在
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
平
和
教
材
」
の
役
割
を
見

直
す
時
期
に
来
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、「
碑
」

に
代
わ
る
教
材
を
開
発
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
改
訂
に
お
け
る
重
要

課
題
の
一
つ
で
し
た
。

　

一
年
の
〈
読
書
１
〉
に
掲
載
し
た
弓
狩
匡
純
さ
ん
の
「
平
和
の
バ

ト
ン
」
は
、
こ
う
し
た
経
緯
で
見
つ
け
だ
し
た
も
の
で
す
。
教
材
を

読
む
中
学
生
に
と
っ
て
戦
争
は
、
ど
う
し
て
も
遠
い
昔
の
出
来
事
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
単
な
る
歴
史
上

の
事
実
だ
と
捉
え
る
だ
け
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
戦
禍
の
事
実
と
平
和

へ
の
希
求
を
、
ど
う
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

新
教
材
「
平
和
の
バ
ト
ン
」
が
投
げ
か
け
て
く
る
も
の
は
、
中
学

生
だ
け
で
な
く
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
み
ん
な
が
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

平
和
の
バ
ト
ン　
弓ゆ

狩が
り

匡ま
さ

純ず
み

何
の
た
め
に
「
働
く
」
の
か　
姜カ

ン 

尚サ
ン

中ジ
ュ
ン

P.78P.72

広島市の高校が取り組む「次世
代と描く原爆の絵」プロジェク
トを取材した文章。戦争体験の
継承が課題となる現代に、ぜひ
考えたいテーマです。

他人どうしが集まるこの社会に
おいて、「働く」ことは私たちに
どのような意味を与えるのか。
中学校の最終学年に、改めて立
ち止まって考えたいテーマです。

世界一硬い食べ物である鰹節。
菌の力を利用して巧みに作られ
てきた保存食の秘密をひも解き
ながら、食文化の継承について
考えます。
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社
会
や
世
界
を
見
わ
た
せ
ば
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
山

積
し
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
、
災
害
、
戦
争
や
紛
争
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
な
ど
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
中
に
は
、
私
た
ち
が
直
接
関
係
し
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
な
か
な
か
当
事
者
意
識
を
持

ち
づ
ら
い
も
の
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
確
実
に
言
え
る
の
は
、
そ
う
し
た
課
題
の
一
つ
一
つ
に
向

き
合
い
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
よ
り
よ
い
未
来
を
つ
く
る
の
は
、

私
た
ち
、
そ
し
て
子
供
た
ち
一
人
一
人
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

現
代
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ
の
意
識
の
高
ま
り
な
ど
も
あ
っ
て
、
そ

う
し
た
課
題
の
解
決
に
向
け
た
社
会
的
な
取
り
組
み
も
増
え
て
い
ま

す
。
で
す
が
、
あ
く
ま
で
も
国
語
と
い
う
教
科
を
通
し
て
、
未
来
に

つ
い
て
考
え
る
た
め
の
糸
口
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
今
回
の
教

科
書
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、
編
集
部
は
そ
う
考
え
ま
し
た
。

　

新
し
い
教
科
書
で
は
、「『
言
葉
の
力
』
で
未
来
を
ひ
ら
く
。」
を

コ
ン
セ
プ
ト
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
科
書
で
学
ん
だ
こ
と
を
、

友
達
と
、
先
生
と
、
家
族
と
、
地
域
の
人
と
共
有
し
、
対
話
す
る
こ

と
で
、
子
供
た
ち
が
未
来
を
切
り
ひ
ら
く
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と

を
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

◎
教
材
に
込
め
た
思
い

「
未
来
へ
の
扉
」
を
ひ
ら
く

新
し
い
教
科
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
「
未
来
」。
各
学
年
末
に
は

「
未
来
へ
の
扉
」
と
い
う
新
教
材
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

1
年

3
年

2
年

「
ろ
う
者
」
と
し
て
生
き
る　
忍お

し

足だ
り

亜あ

希き

子こ

好
き
の
地
平
線
を
探
し
て

　
―
宇
宙
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ　
井い

の
う
え上

榛は
る

香か

共
有
地
の
悲
劇　
伊い

勢せ

武た
け

史し

無
理
な
く
で
き
る
こ
と
か
ら　
田た

中な
か

直な
お

樹き

P.220P.214

P.216

手話番組に出演したことが転機とな
り、ろうの女優としての道を歩み始め
た忍足亜希子さん。ろう者と聴者が理
解し合うための、コミュニケーション
の在り方について語ります。

ロシアによるウクライナ侵攻が起こっ
た今、国際社会の平和のために必要な
ことは何なのか。ウクライナに留学経
験を持つ、宇宙ライターの井上榛香さ
んが、等身大の思いをつづります。

お笑い芸人として活動しながら
MSC（海洋管理協議会）のアン
バサダーを務める田中直樹さん。
どんな姿勢で環境問題と向き合え
ばよいかを考えます。

生態学者である伊勢武
史さん。「共有地の悲劇」
と呼ばれる寓話をもと
に、環境問題が生み出
されるメカニズムを解
説します。
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―
千ち

原は
ら

こ
は
ぎ
《
距
離
を
置
く
作
戦
実
行
中
で
す
が

月
が
き
れ
い
で
話
が
し
た
い
》
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
歌
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
す
て
き
じ
ゃ
な
い
で
す

か
？
　
恋
愛
を
し
て
い
る
と
き
は
、
思
い
が
強
す
ぎ
る

と
相
手
が
引
い
て
し
ま
う
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
思
い
を
か

な
え
る
に
は
距
離
感
が
大
切
に
な
る
。
で
も
、
月
を
見

た
ら
、
急
に
、「
あ
あ
、
月
が
き
れ
い
で
話
が
し
た
い

な
。」
っ
て
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
れ
、
圧
倒
的
な
名

歌
だ
と
思
い
ま
す
。
千
原
さ
ん
は
イ
ラ
ス
ト
も
描
け
る

か
た
で
、「
ち
る
と
し
ふ
と
」
と
い
う
第
一
歌
集
に
は

イ
ラ
ス
ト
も
多
く
載
っ
て
い
ま
す
。
恋
愛
の
歌
も
と
て

も
多
い
の
で
、
千
原
さ
ん
の
そ
の
歌
集
を
教
室
に
持
っ

て
い
く
だ
け
で
生
徒
は
み
ん
な
目
を
留
め
て
く
れ
る
し
、

読
み
た
い
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。
で
も
、
生
徒

に
貸
し
た
ら
行
方
不
明
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
（
笑
）。
こ

う
し
た
い
ろ
ん
な
分
野
で
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
人
の
歌

が
載
っ
て
い
る
の
も
、
よ
い
と
思
い
ま
し
た
。

―
「
扉
の
短
歌
」
全
体
の
掲
載
歌
の
バ
ラ
ン
ス
や
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
に
な
り
ま
す

か
。

―
「
扉
の
短
歌
」
に
今
回
新
し
く
掲
載
し
た
歌
に
つ

い
て
、
ご
感
想
を
お
伺
い
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
岡お

か

野の

大だ
い

嗣じ

《
よ
く
晴
れ
た
夏
を
ゆ
っ
た
り
曲
が
っ
て
く
バ
ス
の

す
み
ず
み
ま
で
蝉
の
声
》
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
岡
野
さ
ん
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な
言
葉
で
世
界
を
大
き

く
変
え
て
し
ま
う
歌
人
で
す
。
こ
の
歌
も
、「
角
」
で

は
な
く「
夏
」
を
曲
が
る
と
し
た
こ
と
で
、
バ
ス
の
隅
々

ま
で
蝉
の
声
が
満
ち
て
い
る
、
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け

の
情
景
が
、
異
世
界
め
い
て
見
え
て
く
る
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
一
方
で
、
生
徒
た
ち
に
言
わ
せ
る
と
、「
夏

を
曲
が
る
」
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
る
感
覚
だ
そ
う
な

ん
で
す
。
つ
ま
り
「
夏
」
は
夏
休
み
の
こ
と
で
、
夏
休

み
を
無
駄
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
大

切
な
人
と
会
う
時
間
と
か
、
好
き
な
こ
と
を
す
る
時
間

と
か
、
そ
う
い
う
曲
が
り
目
を
自
分
で
入
れ
て
い
く
ん

だ
っ
て
言
う
ん
で
す
。
生
徒
た
ち
の
そ
う
し
た
時
間
感

覚
や
「
夏
」
と
い
う
タ
ー
ム
の
受
け
取
り
方
に
こ
の
歌

が
い
か
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
か
を
思
う
と
、
岡
野
さ
ん

は
若
い
人
の
感
性
に
ど
れ
だ
け
理
解
が
深
い
ん
だ
ろ
う

と
思
い
ま
し
た
。

―
服は

っ
と
り部

真ま

里り

子こ

《
幸
福
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
輪
郭
よ

君
の
自
転
車
の
き
れ
い
な
タ
ー
ン
》
は
い
か
が
で
し
ょ

う
。

　
大
き
く
き
れ
い
な
タ
ー
ン
で
曲
が
る
友
達
の
様
子
と

い
う
、
何
気
な
い
瞬
間
の
幸
せ
を
歌
っ
た
一
首
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
は
自
転
車
の
タ
ー
ン
の
瞬
間

な
ん
て
注
目
し
ま
せ
ん
よ
ね
。
せ
い
ぜ
い
「
何
だ
か
大

き
く
回
っ
て
い
る
な
。」
と
か
、
そ
の
程
度
に
し
か
思

わ
な
い
け
れ
ど
も
、
見
過
ご
し
て
い
る
も
の
を
的
確
に

捉
え
て
、
そ
れ
に
「
幸
福
」
と
い
う
最
大
限
の
よ
い
言

葉
を
あ
て
が
っ
て
い
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
。
そ
こ
に
、

こ
の
歌
の
説
得
力
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く

こ
の
タ
ー
ン
の
瞬
間
以
外
に
も
、「
君
」は
い
ろ
ん
な「
輪

郭
」
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
こ

の
歌
の
詠
み
手
は
見
て
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
服
部
さ
ん
に
は
、
自
分
が
削

ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
鋭
い
歌
も
と
き
ど
き
あ
る
ん
で

す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
親
し
い
つ
な
が
り
や
な

く
し
て
は
い
け
な
い
瞬
間
を
詠
ん
で
く
れ
て
も
い
て
、

信
頼
の
置
け
る
歌
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
女
性
の
歌
人
が
増
え
て
よ
か
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。
私
が
教
科
書
で
短
歌
を
習
っ
た
と
き
は
、

短
歌
も
俳
句
も
男
性
の
作
者
ば
か
り
で
し
た
。
教
室
で

学
ん
で
い
る
生
徒
の
半
数
は
女
性
だ
し
、
男
性
作
家
ば

か
り
載
っ
て
い
る
教
科
書
だ
と
、
そ
れ
だ
け
で
興
味
を

失
っ
て
し
ま
う
生
徒
も
い
ま
す
よ
ね
。
女
性
の
歌
人
は

半
数
い
て
ほ
し
い
で
す
し
、
ベ
テ
ラ
ン
の
歌
人
か
ら
若

い
歌
人
ま
で
、
年
代
を
散
ら
し
て
あ
る
こ
と
も
大
切
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
と
は
や
は
り
、
先
ほ
ど
の
千
原

さ
ん
の
よ
う
な
恋
愛
の
歌
が
載
っ
て
い
る
の
が
よ
い
で

す
ね
。
生
徒
も
自
分
の
恋
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
語
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
物
語
の
恋
に
つ
い
て
は
語
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
映
画
と
同
じ
よ
う
に
し

て
、
短
歌
を
通
し
て
恋
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
千
葉
先
生
は
ど
の
よ
う
に
し
て
短
歌
の
ご
授
業
を

さ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

　
授
業
で
最
初
に
短
歌
を
扱
う
と
き
は
、
生
徒
に
「
今

か
ら
言
う
こ
と
を
静
か
に
聞
い
て
ほ
し
い
。」
と
前
置

き
し
た
う
え
で
、
岡
野
大
嗣
の
《
も
う
い
や
だ
死
に
た

い
　
そ
し
て
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
た
あ
た
り
で
生
き
返
り

た
い
》
を
紹
介
す
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
生
徒
た

ち
は
笑
う
ん
で
す
よ
。
で
、「
何
で
笑
う
の
？
」
と
真

面
目
に
聞
い
て
み
る
と
、「『
も
う
い
や
だ
死
に
た
い
』っ

て
言
い
な
が
ら『
生
き
返
り
た
い
』っ
て
言
っ
て
る
。」っ

て
返
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
短
歌
に
つ
い
て

の
解
釈
が
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。

　
ほ
か
に
も
、
枡ま
す

野の

浩こ
う

一い
ち

の
《
色
恋
の
成
就
し
な
さ
に

く
ら
べ
れ
ば
　
仕
事
は
終
わ
る
　
や
り
さ
え
す
れ
ば
》

を
紹
介
す
る
と
、
こ
れ
も
大
ウ
ケ
す
る
ん
で
す
よ
。「
仕

事
は
終
わ
る
」
を
「
授
業
は
終
わ
る
」
に
す
る
と
、
も
っ

と
ウ
ケ
る
（
笑
）。
こ
の
二
首
が
、
教
室
で
投
げ
か
け

れ
ば
反
応
が
豊
か
に
返
っ
て
く
る
歌
な
ん
で
す
け
れ
ど
、

そ
う
し
て
二
首
を
並
べ
て
紹
介
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
の

を
短
歌
と
い
う
ん
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
で
教
科
書
に
載
っ
て
い
る

短
歌
を
紹
介
し
て
も
い
い
し
、
そ
こ
に
生
徒
が
お
も
し

ろ
が
っ
て
く
れ
る
歌
が
一
首
で
も
あ
れ
ば
、
短
歌
の
授

ち
ば
・
さ
と
し 

○ 

一
九
六
八
年
、
神
奈
川
県
出
身
。
横
浜
サ
イ
エ
ン
ス
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校
教
諭
。
歌
人
集
団
「
か
ば
ん
」
所
属
。
著
書
に
「
短

歌
は
最
強
ア
イ
テ
ム
」、
歌
集
に
「
微
熱
体
」「
飛
び
跳
ね
る
教
室
」「
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
駆
け
る
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」
な
ど
多
数
。

業
の
取
っ
掛
か
り
と
し
て
は
成
功
だ
と
思
い
ま
す
。

―
短
歌
の
指
導
に
悩
ま
れ
て
い
る
先
生
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
あ
り
ま

す
か
。

　
何
で
も
い
い
か
ら
三
首
紹
介
し
て
み
て
、「
ど
れ
で

も
い
い
か
ら
一
首
選
ん
で
、
短
い
感
想
を
書
い
て
み
よ

う
か
。」
っ
て
投
げ
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
中
学
生

は
発
想
が
豊
か
だ
か
ら
、
何
で
も
書
け
て
し
ま
う
ん
で

す
よ
ね
。
先
ほ
ど
の
岡
野
大
嗣
の
歌
に
し
て
も
、「
み

ん
な
で
読
ん
だ
と
き
に
は
楽
し
い
歌
に
思
え
た
け
ど
、

実
は
す
ご
く
皮
肉
な
歌
に
思
え
る
。」
と
か
、「『
も
う

い
や
だ
死
に
た
い
』
と
い
う
の
が
ド
ラ
マ
の
言
葉
っ
ぽ

い
。」
と
か
、
生
徒
自
身
の
世
界
観
が
見
え
る
よ
う
な

感
想
を
書
い
て
く
れ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
を
集
め

て
紹
介
す
る
だ
け
で
も
、
授
業
の
入
り
口
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
指
導
さ
れ
る
先
生
が
、
短
歌
に
は

詳
し
く
な
い
か
ら
と
お
じ
け
づ
く
必
要
は
全
く
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
生
徒
と
同
じ
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場
に

立
っ
て
、
仲
間
内
で
楽
し
む
た
め
に
話
が
し
た
い
ん
だ
、

と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
向
き
合
う
の
が
い
ち
ば
ん
だ
い
じ

な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
空
前
の
短
歌
ブ
ー
ム
と
も
い
わ
れ
る
昨
今
。
東
京
書
籍
の
教
科
書
で
は
、
二
年

に
「
扉
の
短
歌
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
、
多
様
な
短
歌
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
ち
ば
さ
と
」
の
愛
称
で
親
し
ま
れ
る
歌
人
で
あ
り
、「
新
編 

新
し
い
国
語
」
の

編
集
協
力
者
で
も
あ
る
千ち

葉ば

聡さ
と
し

先
生
に
、
掲
載
歌
や
、
短
歌
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

に
つ
い
て
お
き
き
し
ま
し
た
。
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 中学生に
聞きました。

教
科
書
26
ペ
ー
ジ
よ
り

行
書
の
四
つ
の
動
き

運
筆
動
画

書
写
の
す
す
め

「
自
分
の
字
は
好
き
で
す
か
？
」

●
横
浜
国
立
大
学
教
授
　
青あ

お

山や
ま 

浩ひ
ろ

之ゆ
き

●
上
越
教
育
大
学
教
授
　
押お

し

木き 

秀ひ
で

樹き

動
作
が
整
う
と
気
持
ち
よ
く
書
け
る

押
木　

中
学
生
た
ち
が
自
分
の
字
が
良
く
な
っ
た
と
実

感
す
る
に
は
、
書
く
動
作
が
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
。

ス
ポ
ー
ツ
で
も
フ
ォ
ー
ム
が
だ
い
じ
で
、
そ
れ
が
整
う

と
速
く
走
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
じ
で
す
。
良
い
持

ち
方
を
し
て
、
良
い
動
き
で
練
習
を
す
る
と
気
持
ち
よ

く
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
行
書
を
学
ぶ
と
き
に
、

そ
う
い
っ
た
体
験
が
で
き
る
と
よ
い
で
す
ね
。
以
前
、

青
山
先
生
が
、
あ
る
動
作
で
書
く
と
行
書
ら
し
く
書
け

て
、
字
形
が
崩
れ
な
い
と
い
う
授
業
を
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

青
山　

行
書
化
で
き
る
パ
タ
ー
ン
を
中
学
生
た
ち
と
探

す
授
業
で
す
ね
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
こ
の
漢
字
に
使
え

る
よ
ね
、と
い
っ
た
も
の
を
増
や
し
て
い
っ
て
、パ
タ
ー

ン
で
行
書
を
書
け
る
よ
う
に
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。

押
木　

私
は
理
論
面
か
ら
そ
れ
を
分
析
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
成
果
を
東
京
書
籍
の
教
科
書
で
は
、「
行
書
の
四

つ
の
動
き
」と
し
て
掲
載
し
て
き
ま
し
た
。基
本
パ
タ
ー

ン
を
習
得
す
れ
ば
、
多
く
の
字
に
応
用
が
可
能
で
、
速

く
書
い
て
も
読
み
や
す
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
「
四
つ
の
動
き
」
を
適
切
な
動
作
で
示

す
こ
と
も
だ
い
じ
。
先
生
が
実
演
し
て
見
せ
る
の
も
よ

い
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
二
次
元
コ
ー
ド
の
動

画
コ
ン
テ
ン
ツ
は
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
す
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
動
き
の
パ
タ
ー
ン
を
理
解
し
て

い
て
も
、
動
作
が
伴
っ
て
い
な
い
と
滑
ら
か
な
字
に
は

な
ら
な
い
。「
二
」
の
動
き
や
「
口
」
の
動
き
な
ど
の

Ｚ
型
運
動
も
、
カ
ク
カ
ク
し
た
動
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。

実
際
の
動
き
を
見
せ
る
こ
と
が
と
て
も
だ
い
じ
で
、
動

画
資
料
は
有
効
な
手
立
て
に
な
り
ま
す
。

押
木　

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
を
上
手
に
使
う
こ
と
で
、

中
学
生
の
字
も
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
そ
う
で
す
ね
。

「
速
く
書
く
と
自
分
で
も
読
め
な
い
」

青
山　

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
「
速
く
書
く
と
自

分
で
も
読
め
な
い
」
と
い
う
回
答
も
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
受
け
て
、
単
純
に
た
だ
行
書
を
学
べ
ば
解
決
す

る
と
は
言
い
き
れ
ま
せ
ん
。
小
学
校
の
高
学
年
で
点
画

の
つ
な
が
り
を
学
び
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
速
く
書

く
動
作
を
高
め
て
い
く
の
が
行
書
で
す
。
小
学
校
の
楷

書
の
学
習
か
ら
点
画
の
つ
な
が
り
を
意
識
化
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

押
木　

小
学
校
低
学
年
で
は
点
画
の
書
き
方
を
学
び
、

筆
順
を
勉
強
す
る
。
そ
し
て
、
筆
順
ど
お
り
に
点
画
を

書
き
、
そ
の
つ
な
が
り
を
意
識
化
し
て
い
く
の
が
小
学

校
高
学
年
の
学
習
。
こ
れ
を
行
書
で
学
ぶ
の
が
中
学
校
。

こ
の
よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領
で
は
字
の
書
き
方
を
段

階
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校

の
学
習
は
楷
書
が
中
心
で
す
が
、
高
学
年
で
書
く
速
さ

を
使
い
分
け
る
こ
と
を
学
び
ま
す
。
そ
れ
が
中
学
校
で

学
ぶ
行
書
に
生
き
て
く
る
ん
で
す
ね
。

青
山　

ち
な
み
に
、
行
書
の
学
習
に
は
時
間
制
限
を
設

け
る
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
書
く
場
合
か
ら

ど
れ
だ
け
時
間
を
短
く
し
て
い
け
る
か
を
試
し
て
み
る

自
分
の
字
が
好
き
な
中
学
生
は
48
％

―
「
自
分
の
字
は
好
き
で
す
か
？
」
こ
の
質
問
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
編
集
部
と
し
て
は
、

自
分
の
字
が
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
は
、
自
己
肯
定
感

に
つ
な
が
る
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
数
字
は
案
外
高
い
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
半
数

以
上
の
中
学
生
は
自
分
の
字
が
「
好
き
で
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
よ
り
多
く
の
中
学
生
に
、

自
分
の
字
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
。

押
木　

文
字
を
書
く
と
き
に
、
お
手
本
ど
お
り
に
書
く

こ
と
に
捉
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
字
を
よ
り
良

く
し
て
い
こ
う
と
取
り
組
む
こ
と
。
そ
れ
が
、
自
分
の

字
を
好
き
に
な
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。「
教
科
書
ど
お
り
の
字
で
は
な

い
か
ら
好
き
で
は
な
い
」
で
は
な
く
、
自
分
の
字
の
良

さ
に
気
づ
い
た
り
、
良
い
方
向
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

を
実
感
し
た
り
す
る
と
、
楽
し
さ
も
生
ま
れ
ま
す
ね
。

中
学
生
は
、
書
写
の
学
習
に
つ
い
て

ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
三
百
人
以
上
の
中
学
生
に
行
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に
、

「
新
編 

新
し
い
書
写
」編
集
代
表
の
押
木
秀
樹
先
生
と

青
山
浩
之
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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押木先生・青山先生のコメント

と
、
感
覚
が
変
わ
っ
て
く
る
。
時
間
を
短
く
し
て
い
く

と
速
さ
を
楽
し
ん
で
書
く
よ
う
に
な
り
、
も
っ
と
短
く

す
る
と
点
画
の
連
続
や
省
略
と
い
っ
た
行
書
の
特
徴
が

自
然
に
現
れ
て
く
る
。
そ
う
や
っ
て
行
書
を
書
く
手
立

て
と
な
る
特
徴
を
中
学
生
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
探
し
て

い
け
る
と
よ
い
で
す
よ
ね
。
そ
こ
か
ら
「
行
書
っ
て
お

も
し
ろ
い
」「
書
く
こ
と
が
楽
し
い
」
に
つ
な
が
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
し
て
興
味
を
持
っ
た
と
こ
ろ
で
、
文
字
を
整
え

て
速
く
書
く
た
め
の
原
理
・
原
則
で
あ
る
「
書
写
の
か

ぎ
」
に
出
会
う
。
こ
の
「
書
写
の
か
ぎ
」
を
集
め
る
と
、

速
く
書
い
て
も
読
み
や
す
さ
を
保
っ
た
字
が
書
け
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
字
が
変
化
す

る
こ
と
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
る
と
、
字

を
書
く
意
欲
が
湧
い
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
が
中
学
校
の

行
書
指
導
の
目
指
す
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
。

美
し
い
文
字
は
一
つ
で
は
な
い

押
木　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
教
科
書
の
文
字
を
見

て
、
そ
の
と
お
り
に
書
く
こ
と
が
楽
し
い
と
思
う
中
学

生
も
一
定
数
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
書
写

の
教
科
書
に
、
美
し
い
整
っ
た
文
字
が
載
っ
て
い
る
こ

と
は
だ
い
じ
で
す
よ
ね
。
整
っ
た
文
字
を
見
て
、
こ
う

い
う
字
が
書
き
た
い
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
と

い
う
と
こ
ろ
で
、「
書
写
の
か
ぎ
」
を
活
用
し
て
ほ
し
い
。

青
山　

書
写
の
目
的
は
、
お
手
本
の
美
し
さ
を
習
得
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
は
徹
底
し
て
い
く
べ
き
で
す

ね
。
で
も
、
美
し
い
も
の
に
目
を
奪
わ
れ
た
り
、
美
し

い
も
の
を
目
指
そ
う
と
し
た
り
す
る
の
は
私
た
ち
人
間

の
本
質
的
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
書
写
の
か
ぎ
」

を
使
っ
て
、
多
様
な
文
字
を
速
く
整
え
て
書
く
こ
と
を

目
指
す
の
が
第
一
で
す
が
、
美
し
い
も
の
に
憧
れ
る
気

持
ち
も
否
定
で
き
な
い
。「
お
手
本
ど
お
り
に
書
く
こ

と
が
楽
し
い
」
と
回
答
し
た
11
％
の
中
学
生
に
も
、
そ

う
で
な
い
中
学
生
に
も
、
個
別
最
適
に
学
べ
る
教
科
書

で
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。

押
木　

一
方
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
よ
く
読
む
と
、
教
科
書

の
文
字
そ
っ
く
り
に
書
け
た
か
ど
う
か
に
こ
だ
わ
り
す

ぎ
て
し
ま
う
中
学
生
も
い
る
よ
う
で
す
。
一
時
間
の
学

び
の
中
で
の
到
達
点
を
、
手
本
ど
お
り
で
は
な
い
と
こ

ろ
に
置
い
て
、
達
成
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
学
生
に
と
っ
て
具
体
的
で
か

つ
段
階
的
な
、
授
業
の
達
成
目
標
。
そ
れ
を
可
能
に
す

る
の
が
「
書
写
の
か
ぎ
」
だ
と
思
い
ま
す
。

青
山　

そ
う
で
す
ね
。
小
学
校
か
ら
字
を
書
く
経
験
を

重
ね
て
き
て
、
小
学
校
で
学
ぶ
「
書
写
の
か
ぎ
」
は
あ

る
程
度
身
に
つ
い
て
い
る
。
中
学
校
に
な
る
と
、
速
く

書
く
よ
う
に
な
っ
て
字
形
も
乱
れ
て
、
手
が
疲
れ
て
嫌

に
な
っ
て
…
…
。
で
も
、「
新
編 

新
し
い
書
写
」
で
は
、

そ
ん
な
中
学
生
に
合
う
「
書
写
の
か
ぎ
」
を
設
け
て
い

ま
す
。
小
学
校
か
ら
系
統
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
「
書

写
の
か
ぎ
」
を
よ
く
知
っ
て
、
中
学
生
た
ち
と
実
践
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。

読
み
や
す
い
文
字
に
歴
史
あ
り

青
山　

動
き
の
話
で
い
う
と
、
王お

う

羲ぎ

之し

の
古
典
の
名
品

「
蘭ら
ん

亭て
い

序じ
ょ

」
の
中
に
「
茂
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。

王
羲
之
は
「
茂
」
の
字
を
遠
回
り
し
な
が
ら
書
い
て
い

る
ん
で
す
。
最
短
距
離
を
動
く
の
で
は
な
く
、
遠
く
を

通
っ
て
大
き
く
回
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
ほ
う
が
速
く
、

効
率
が
良
か
っ
た
り
す
る
。
空
間
も
つ
ぶ
れ
て
い
な
い

し
、
流
動
的
に
見
え
る
し
、
心
憎
い
こ
と
に
バ
ラ
ン
ス

も
取
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
美
し
さ
が
、
書
く
動
作
の

中
で
生
ま
れ
て
現
代
に
伝
わ
り
、
私
た
ち
は
美
し
い
文

字
の
規
範
と
し
て
い
る
ん
で
す
。
中
学
生
た
ち
が
書
く

場
合
も
、
動
作
の
中
で
文
字
の
形
が
生
ま
れ
る
と
い
っ

た
感
覚
に
触
れ
る
こ
と
で
、
速
く
書
く
こ
と
と
整
え
て

書
く
こ
と
の
両
立
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
中
学
生
が
自
覚
す
る
の
も
、
先
生
が
意
図
的
に

伝
え
る
の
も
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
す
が
、
今
回
の
教

科
書
で
い
う
と
、「
行
書
の
四
つ
の
動
き
」
で
少
し
体

感
し
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
そ
の

動
き
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
た
と
き
に
、「
自
分
の
字

が
変
わ
っ
た
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

ま
た
、
王
羲
之
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
も
の
で
す
が
、

「
李り

柏は
く

文も
ん

書じ
ょ

」
で
は
、「
口
」
の
文
字
が
つ
ぶ
れ
た
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
王
羲
之
の
「
口
」
は
中

の
空
間
を
し
っ
か
り
取
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
書
き

方
を
王
羲
之
だ
け
が
始
め
た
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ま
で

に
一
定
の
書
の
進
展
が
あ
っ
て
、
紙
も
か
な
り
普
及
し

て
き
た
中
で
、
書
の
動
作
性
が
変
わ
り
、
皆
が
美
し
い

と
思
え
る
字
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

す
よ
ね
。
…
…
で
き
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
を
中
学
生
に

も
伝
え
て
い
き
た
い
ん
で
す
け
ど
ね
。

押
木　
「
茂
」
の
字
を
少
し
遠
回
り
し
て
書
く
の
は
、

読
み
や
す
さ
の
た
め
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
書
き
方
に
は
文
字
文
化
が
背
景
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
文
字
文
化
と

し
て
、「
王
羲
之
」
の
名
前
を
覚
え
な
く
て
は
い
け
な
い
、

で
は
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
文
字
の
成
立
過
程
を
踏
ま

え
て
、
今
の
読
み
や
す
い
字
が
で
き
て
い
る
。
先
人
は

い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
な
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ

ろ
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

青
山　
「
お
も
し
ろ
い
で
し
ょ
、
文
字
っ
て
。
紙
が
普

及
し
た
か
ら
書
の
動
き
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
よ
」

と
い
う
あ
た
り
は
、
中
学
生
に
も
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
ま
す
よ
ね
。
高
校
で
選
択
す
る
芸
術
書
道
へ
の
関
心

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
昔
の
人
も
こ
う
や
っ
て
工
夫
し
た
ん
だ
か
ら
、
私

も
頑
張
っ
て
み
よ
う
か
な
、
と
思
っ
て
も
ら
え
る
と
い

い
で
す
ね
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　デジタル時代とはいえ、中学生にとって手

書きの機会はまだまだあります。今後もキー

ボード入力か、手書きかは、場面や状況によ

り選択されるものとなるでしょう。GIGAス

クール構想の進展に伴って、手書きが紙と鉛

筆に限定されず、タブレットとタッチペンを

活用するような時代が来るかもしれません。 

用具や方法が変わっても、文字を書く力を高

めていくことのできる教科書でありたいと思

います。

教
科
書
28
ペ
ー
ジ
よ
り

教
科
書
29
ペ
ー
ジ
よ
り

教
材
文
字

書
写
の
か
ぎ
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