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「
真
個
の
作
文
の
活
例
」
の
内
実

―
―
「
赤
い
鳥
」
の
目
指
し
た
「
子
供
の
作
文
」
と
そ
の
影
響

平
　
野
　
晶
　
子

は
じ
め
に

「
赤
い
鳥
」
第
一
巻
第
一
号
（
大
正
七
年
七
月
）
に
は
、
す
で
に
鈴
木
三
重
吉
選
の

「
募
集
作
文
」
と
し
て
、
八
篇
の
子
供
の
作
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
）
1
（
る
。
そ
の
「
選
後
に
」 

に
、
以
下
の
言
葉
が
あ
る
。（
以
下
、
引
用
中
の
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。）

　
以
上
八
つ
の
作
文
は
、
私
の
手
も
と
に
集
ま
つ
た
、
二
百
七
十
七
篇
の
中
か
ら
み
ん
な

の
お
手
本
に
な
る
や
う
な
よ
い
も
の
ば
か
り
を
選
り
ぬ
い
た
の
で
す
。「
て
ん
か
ん
」
と

「
お
人
形
さ
ん
」
と
だ
け
は
、
私
が
い
ら
な
い
と
こ
ろ
を
少
し
づ
つ
削
り
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
は
、
す
べ
て
を
通
じ
て
、
字
の
間
違
ひ
と
仮
名
づ
か
ひ
の
誤
り
を
直
し
た
ゞ
け
で
、

一
寸
も
他
人
の
手
は
這
入
つ
て
を
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
大
人
で
も
子
供
で
も
、
み
ん
な
か

う
い
ふ
風
に
、
文
章
は
、
あ
つ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
、
不
断
使
つ
て
ゐ
る
ま
ゝ
の
あ
た

り
ま
へ
の
言
葉
を
使
つ
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
書
く
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
少
く
と
も
、

さ
う
い
ふ
文
章
を
一
ば
ん
よ
い
文
章
と
し
て
褒
め
る
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
間
違
ひ
で
す
。

こ
の
八
つ
の
作
文
は
、
ど
ん
な
立
派
な
芸
術
家
に
見
せ
て
も
、
み
ん
な
驚
い
て
褒
め
て
を

り
ま
し
た
。
全
く
少
し
の
厭
味
も
な
い
、
純
麗
な
よ
い
作
文
で
す
。
み
ん
な
よ
い
か
ら
、

み
ん
な
に
御
褒
美
を
上
げ
ま
し
た
。

「
一
寸
も
他
人
の
手
は
這
入
つ
て
」
い
な
い
、「
不
断
使
つ
て
ゐ
る
ま
ゝ
の
あ
た
り
ま
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へ
の
言
葉
を
使
つ
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
書
く
」「
全
く
少
し
の
厭
味
も
な
い
、
純
麗
な

よ
い
作
文
」
と
い
う
表
現
に
、
三
重
吉
が
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
「
赤
い
鳥
」
綴
り
方

の
特
徴
が
早
く
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
よ
く
知
ら
れ
る
巻

頭
の
「『
赤
い
鳥
』
の
標モ
ッ
ト
ー

榜
語
」
と
呼
応
し
て
い
る
。

◦ 

現
在
世
間
に
流
行
し
て
ゐ
る
子
供
の
読
物
の
最
も
多
く
は
、
そ
の
俗
悪
な
表
紙
が
多
面
的

に
象
徴
し
て
ゐ
る
如
く
、
種
々
の
意
味
に
於
て
、
い
か
に
も
下
劣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
も
の
が
子
供
の
真
純
を
侵
害
し
つ
ゝ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
単
に
思
考
す
る
だ
け

で
も
怖
ろ
し
い
。

◦ 

西
洋
人
と
違
つ
て
、
わ
れ
〳
〵
日
本
人
は
、
哀
れ
に
も
殆
未
だ
嘗
て
、
子
供
の
た
め
に
純

麗
な
読
み
物
を
授
け
る
、
真
の
芸
術
家
の
存
在
を
誇
り
得
た
例
が
な
い
。

◦ 「
赤
い
鳥
」
は
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供
の
読
み
も
の
を
排
除
し
て
、
子
供
の
純
性
を
保
全
開

発
す
る
た
め
に
、
現
代
第
一
流
の
芸
術
家
の
真
摯
な
る
努
力
を
集
め
、
兼
て
、
若
き
子
供

の
た
め
の
創
作
家
の
出
現
を
迎
ふ
る
、
一
大
区
劃
的
運
動
の
先
駆
で
あ
る
。

◦ 「
赤
い
鳥
」
は
、
只
単
に
、
話
材
の
純
清
を
誇
ら
ん
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
全
誌
面
の
表
現

そ
の
も
の
に
於
て
、
子
供
の
文
章
の
手
本
を
授
け
ん
と
す
る
。

◦ 

今
の
子
供
の
作
文
を
見
よ
。
少
く
と
も
子
供
の
作
文
の
選
択
さ
る
ゝ
標
準
を
見
よ
。
子
供

も
大
人
も
、
甚
だ
し
く
、
現
今
の
下
等
な
る
新
聞
雑
誌
記
事
の
表
現
に
毒
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
赤
い
鳥
」
誌
上
鈴
木
三
重
吉
選
出
の
「
募
集
作
文
」
は
、
す
べ
て
の
子
供
と
、
子
供
の
教

養
を
引
受
け
て
ゐ
る
人
々
と
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
国
民
と
に
向
つ
て
、
真
個
の
作
文
の

活
例
を
教
へ
る
機
関
で
あ
る
。

◦ 「
赤
い
鳥
」
の
運
動
に
賛
同
せ
る
作
家
は
、
泉
鏡
花
、
小
山
内
薫
、
徳
田
秋
声
、
高
浜
虚
子
、

野
上
豊
一
郎
、
野
上
弥
生
子
、
小
宮
豊
隆
、
有
島
生
馬
、
芥
川
龍
之
介
、
北
原
白
秋
、
島

崎
藤
村
、
森
森マ

マ

太
郎
、
森
田
草
平
、
鈴
木
三
重
吉
其
他
十
数
名
、
現
代
の
名
作
家
の
全
部

を
網
羅
し
て
ゐ
る
。（「
赤
い
鳥
」
大
七
・
七
）

並
べ
読
む
と
、「
一
寸
も
他
人
の
手
は
這
入
つ
て
を
り
ま
せ
ん
」
の
背
後
に
は
「
現

今
の
下
等
な
る
新
聞
雑
誌
記
事
の
表
現
」
の
排
除
の
意
思
が
あ
り
、「
全
く
少
し
の
厭

味
も
な
い
、
純
麗
な
よ
い
作
文
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
「
世
俗
的
な
下
卑
た
子
供

の
読
み
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ひ
た
す
ら
に
「
真
純
」「
純
麗
」「
純

性
」
と
語
を
重
ね
る
意
識
の
裏
に
は
、
対
置
さ
れ
た
明
確
な
標
的
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に

向
け
ら
れ
た
三
重
吉
の
言
葉
は
、
児
童
雑
誌
の
創
刊
号
の
巻
頭
言
に
記
さ
れ
る
に
し
て

は
強
く
攻
撃
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
子
供
の
真
純
を
侵
害
し

つ
ゝ
あ
る
」
そ
の
標
的
に
応
戦
す
る
手
段
が
「
真
の
芸
術
家
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
に

は
、
い
ま
少
し
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
赤
い
鳥
」
の
「
募
集
作
文
」
の
方
向
性
は
、
大
正
初
期
以
降
の
教
育
者
に
よ
る
作

文
指
導
の
発
展
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
文
学
の
影
響
を
受
け
て
発
展
し
た
写
生
主
義

綴
）
2
（
方
や
芦
田
恵
之
助
に
よ
る
随
意
選
題
綴
方
の
提
唱
な
ど
、
明
治
以
来
の
修
辞
的
な
日

用
文
の
作
成
か
ら
日
常
生
活
を
記
す
こ
と
へ
の
転
換
と
並
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
必
ず
し
も
独
創
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
だ
「
現
場
の
教
師
た
ち
へ

の
影
響
と
い
う
点
で
は
、『
赤
い
鳥
』
綴
り
方
の
そ
れ
は
圧
倒
）
（
（
的
」
で
あ
る
点
で
注
目

さ
れ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
一
般
的
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
赤
い
鳥
」
の

「
子
供
の
作
文
」
に
は
教
育
思
潮
の
中
の
一
現
象
と
し
て
看
過
で
き
な
い
側
面
が
内
包

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
国
定
教
科
書
の
な
い
「
綴
方
」
と
い
う
教
科
に
鈴
木
三
重

吉
が
提
示
し
た
も
の
は
何
か
、
三
重
吉
の
考
え
る
「
真
個
の
作
文
の
活
例
」
の
内
実
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
問
題
点
を
整
理
す
る
。

一
、
芦
田
恵
之
助
の
作
文
指
導
と
の
相
違

随
意
選
題
綴
方
を
提
唱
し
、
後
の
生
活
綴
方
運
動
の
先
駆
者
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
芦

田
恵
之
助
は
、「
綴
り
方
教
授
）
（
（
法
」
の
冒
頭
「
綴
り
方
教
授
の
意
義
」
に
お
い
て
、「
若
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し
率
直
に
『
綴
り
方
教
授
の
意
義
は
。』
と
余
に
問
ふ
も
の
が
あ
ら
ば
、『
文
字
に
よ
つ

て
思
想
を
発
表
せ
ん
と
す
る
境
遇
に
児
童
を
お
く
の
義
で
あ
る
。』
と
答
へ
よ
う
。」
と

述
べ
る
。
こ
こ
で
言
う
思
想
と
は
哲
学
的
に
統
一
さ
れ
た
思
考
と
い
う
よ
り
は
、
心
に

思
い
め
ぐ
ら
せ
た
こ
と
の
意
で
あ
ろ
う
。「
思
想
は
悉
く
発
表
の
欲
求
を
伴
ふ
も
の
」

で
あ
り
、
児
童
の
そ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
と
い
）
（
（
う
。

一
方
で
芦
田
は
、
自
ら
の
授
業
の
参
観
者
に
よ
る
「
義
務
教
育
の
終
に
於
て
、
ど
れ

ほ
ど
の
文
が
綴
れ
れ
ば
よ
い
の
か
。」
と
い
う
質
問
を
取
り
上
げ
、「
苟
も
綴
り
方
教
授

を
論
じ
よ
う
と
す
る
者
な
ら
ば
、
何
人
も
こ
の
問
題
に
必
ら
ず
想
到
す
る
の
で
あ
る
。

而
も
こ
れ
が
綴
り
方
教
授
の
意
義
を
論
ず
る
に
重
要
で
あ
る
と
は
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
、

余
は
頓
に
答
ふ
べ
き
意
見
を
も
た
な
か
つ
た
。
全
く
答
に
窮
し
た
の
で
あ
つ
た
。」
と

告
白
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
教
師
で
あ
ろ
う
こ
の
参
観
者
の
質
問
と
、
そ
れ
を
も
っ

と
も
な
も
の
と
し
つ
つ
も
答
え
得
な
か
っ
た
と
の
述
懐
は
、
学
校
現
場
に
お
い
て
児
童

に
対
面
す
る
者
の
悩
み
で
あ
り
、
鈴
木
三
重
吉
に
は
起
こ
り
え
ず
、
発
し
え
な
い
も
の

で
あ
る
。
芦
田
は
さ
ら
に
述
べ
る
。

　
こ
の
問
題
の
解
決
を
教
科
書
の
上
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
魂
を
い
れ
な
い
仏
の
や
う

な
も
の
に
な
る
。
又
教
科
書
を
全
く
度
外
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
漠
と
し
た
問
題
に
な
る
。

故
に
余
は
常
に
か
う
考
へ
て
ゐ
る
、
地
理
・
歴
史
・
理
科
・
修
身
等
は
教
科
書
に
載
せ
て

あ
る
教
材
を
正
確
に
教
授
し
、
そ
れ
が
十
分
に
理
解
せ
ら
れ
て
、
や
が
て
必
要
に
応
じ
て

之
を
研
鑽
す
る
努
力
を
養
ふ
べ
き
で
あ
る
と
。
之
を
綴
り
方
の
上
に
見
れ
ば
、
教
授
し
た

材
料
が
動
的
傾
向
を
も
つ
て
、
必
要
に
応
じ
て
い
か
な
る
思
想
も
之
を
発
表
せ
ん
と
す
る

努
力
を
養
ふ
べ
き
で
あ
る
。（
中
略
）

余
は
小
学
校
で
養
ひ
得
た
発
表
の
力
は
、
一
生
を
通
じ
て
常
に
向
上
発
展
し
、
そ
の
停
止

す
る
所
を
知
ら
ぬ
底
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

こ
の
問
題
の
解
と
し
て
、
た
と
え
ば
日
用
文
（
挨
拶
文
や
依
頼
文
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
実

用
文
）
を
書
く
力
を
つ
け
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
時
の
芦
田
の
念
頭
に
は
全
く
な

く
、
む
し
ろ
現
在
の
生
涯
教
育
の
概
念
に
通
じ
る
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
向
上
発
展
」
を
志
向
し
て
も
お
り
、
後
の
生
活
綴
方

運
動
が
持
つ
こ
と
に
な
る
思
想
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
鈴
木
三
重
吉
と

大
き
く
袂
を
分
か
つ
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
子
供
た
ち
の
前
に
立
っ
て
作
文
指
導
を
し
、「
赤
い
鳥
」
の
募
集
作
文
に
応

募
す
る
な
ど
及
び
も
つ
か
な
い
子
供
を
含
む
す
べ
て
の
児
童
に
対
し
て
、
一
定
の
学
力

と
し
て
の
作
文
の
能
力
を
い
か
に
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
課
題
を
抱
え
る
現
場
の
教
員

と
、「
真
個
の
作
文
の
活
例
」
の
み
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
「
赤
い
鳥
」 

に
は
、
見
え
に
く
い
が
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。

二
、「
真
個
の
作
文
の
活
例
」
の
志
向
し
た
も
の

鈴
木
三
重
吉
が
「
赤
い
鳥
」
誌
上
で
展
開
し
た
募
集
作
文
の
選
評
や
、
第
三
巻
第
五

号
（
大
正
八
年
一
一
月
）
か
ら
展
開
し
た
「
綴
方
の
研
究
」
に
お
け
る
論
述
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
と
き
、
彼
が
選
出
し
た
優
秀
作
は
多
く
示
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
作
品
は

あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
い
。
芦
田
恵
之
助
ら
教
育
者
の
作
文
指
導
が
取
り
除
こ
う
と
し
た

の
は
、
範
文
模
倣
的
で
子
供
た
ち
の
日
常
と
か
け
離
れ
た
明
治
以
来
の
日
用
文
の
形
式

性
で
あ
っ
た
が
、
で
は
「
赤
い
鳥
」
が
嫌
っ
た
も
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
。『
綴
方
読
）
（
（
本
』
に
示
さ
れ
た
、
三
重
吉
が
否
定
す
る
作
文
指
導
）
（
（
論
の

な
か
の
「
人
物
描
写
の
絶
好
例
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
三
重
吉
の
評
価
に
は
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
か
き
（
尋
四
、
）
8
（
女
）

　
つ
ゝ
み
が
ひ
ら
か
れ
た
。
み
ん
な
の
目
が
、
一
せ
い
に
つ
ゝ
み
の
中
の
も
の
に
そ
ゝ
が

れ
た
。
中
に
は
真
赤
な
り
ん
ご
が
二
つ
に
、
赤
い
か
き
が
五
つ
六
つ
は
い
つ
て
ゐ
た
。
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「
あ
た
い
こ
れ
。」「
こ
れ
が
い
る
。」「
こ
れ
が
い
ゝ
。」

　
小
さ
い
手
や
、
大
き
い
手
や
、
ほ
ね
ば
つ
た
手
が
、
み
ん
な
赤
い
の
を
よ
つ
て
と
つ
た
。

ま
づ
む
つ

0

0

ち
や
ん
の
か
き
が
む
か
れ
は
じ
め
た
。（
以
下
略
）

こ
の
作
文
指
導
論
の
著
者
は
こ
れ
を
「
人
物
の
描
写
は
い
よ
〳
〵
熟
し
て
具
体
の
特

殊
化
が
更
に
進
ん
で
具
体
の
単
純
化
に
な
つ
て
来
る
」
と
述
べ
、「
小
学
校
の
描
写
と

し
て
は
そ
れ
以
上
に
多
く
望
む
必
要
は
あ
る
ま
い
」
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
三
重

吉
は
こ
う
述
べ
る
。

　
一
人
〴
〵
の
名
を
上
げ
て
写
す
の
が
特
殊
化
で
、
名
前
を
上
げ
な
い
で
、
小
さ
い
手
、
赤

い
手
と
い
ふ
の
を
、
単
純
化
と
い
ふ
の
ら
し
い
。
こ
ん
な
叙
法
が
ど
う
し
て
描
写
の
極
致

で
あ
り
、
小
学
校
に
お
い
て
は
こ
れ
以
上
に
多
く
望
む
必
要
の
な
い
手
腕
で
あ
り
得
る
の
か
。

　「
小
さ
な
手
や
、
大
き
な
手
や
骨
ば
つ
た
手
が
、
み
ん
な
赤
い
の
を
よ
つ
て
と
つ
た
」

と
い
ふ
、
こ
の
叙
出
は
、
極
致
ど
こ
ろ
か
、
大
人
く
さ
い
、
き
ざ
な
、
こ
ま
し
や
く
れ
た

表
現
で
、
決
し
て
純
感
的
で
は
な
い
。「
あ
た
い
こ
れ
よ
と
だ
れ
子
ち
や
ん
が
小
さ
い
手

で
一
と
う
赤
い
の
を
一
つ
と
り
ま
し
た
。
だ
れ
ち
や
ん
も
と
り
ま
し
た
。
だ
れ
さ
ん
の
手

は
骨
々
し
て
ゐ
ま
す
。
た
れ
さ
ん
の
は
、
と
つ
て
も
大
き
な
手
で
す
。」
と
、
む
し
ろ
こ

の
人
の
い
ふ
特
殊
化
に
し
た
方
が
、
言
ひ
現
は
し
が
子
供
ら
し
く
て
自
然
で
あ
る
。
私
な

ら
ば
、
子
供
に
向
つ
て
は
、
こ
ん
な
単
純
化
は
禁
止
す
る
。
何
の
必
要
が
あ
つ
て
、
わ

ざ
〳
〵
し
か
く
単
純
化
す
る
の
で
あ
る
か
。
又
、
そ
の
単
純
化
に
何
の
価
が
あ
る
の
か
。

「
あ
つ
た
こ
と
感
じ
た
こ
と
を
、
不
断
使
つ
て
ゐ
る
ま
ゝ
の
あ
た
り
ま
へ
の
言
葉
を

使
つ
て
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
書
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
こ
の
作
文
を
評
す
る

こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、
排
し
た
い
も
の
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
大
人
く
さ
い
、
き
ざ
な
、
こ
ま
し
や
く
れ
た
表
現
」「
純
感
的
で
は
な
い
」
表
現
を
、

三
重
吉
は
徹
底
的
に
嫌
っ
て
い
る
。
別
の
ペ
ー
ジ
で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
を
「
ヂ
ヤ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
臭
気
の
あ
る
も
の
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
大
人
の
目
か
ら
見
て
気

の
利
い
た
、
し
か
し
手
垢
の
つ
い
た
描
写
の
背
後
に
、「『
赤
い
鳥
』
の
標
榜
語
」
に
指

摘
し
た
「
子
供
も
大
人
も
、
甚
だ
し
く
」
毒
さ
れ
て
い
る
「
現
今
の
下
等
な
る
新
聞
雑

誌
記
事
の
表
現
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
が
察
せ
ら
れ
る
。

夏
目
漱
石
を
師
に
持
ち
、
一
度
は
作
家
と
し
て
世
に
出
、
児
童
文
学
の
翻
訳
を
手
掛

け
る
文
学
者
＝
芸
術
家
で
あ
る
三
重
吉
の
目
的
は
、
子
供
の
作
文
表
現
を
「
ヂ
ヤ
ー
ナ

リ
ズ
ム
」
か
ら
〈
芸
術
〉
の
側
へ
引
き
寄
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
多
く
指

摘
さ
れ
る
通
り
そ
こ
に
あ
る
の
は
生
身
の
小
学
生
の
日
常
と
い
う
よ
り
は
概
念
と
し
て

の
子
供
で
あ
り
、
そ
の
綴
り
方
は
生
活
よ
り
〈
芸
術
〉
を
志
向
す
る
も
の
で
し
か
な
い

か
も
知
れ
な
）
9
（
い
。
し
か
し
そ
れ
は
生
活
の
中
に
あ
る
「
ヂ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
的
俗
悪
さ

か
ら
の
子
供
の
解
放
を
目
論
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
日
常
か
ら
乖
離
し
た

〈
芸
術
〉
に
導
く
だ
け
で
な
く
、
未
だ
日
本
に
確
立
し
て
い
な
い
子
供
の
作
文
の
正
典

の
確
立
を
目
指
す
試
み
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

「
赤
い
鳥
」
の
綴
り
方
指
導
は
誰
よ
り
も
現
場
の
教
師
た
ち
に
支
持
さ
れ
た
。
第
二

巻
第
五
号
（
大
正
八
年
五
月
）
の
「
通
信
」
欄
に
こ
の
よ
う
な
投
稿
が
あ
る
。

　
私
共
の
図
画
の
先
生
の
お
話
に
、
尋
常
一
年
に
ゐ
ら
れ
る
先
生
の
お
子
さ
ん
が
、
雀
と

い
ふ
課
題
で
次
の
や
う
な
作
文
を
作
ら
れ
た
さ
う
で
す
。「
ス
ゞ
メ
ガ
一
ハ
ト
ン
デ
キ
マ

シ
タ
。
マ
タ
一
ハ
ト
ン
デ
キ
マ
シ
タ
。
マ
タ
一
ハ
ト
ン
デ
キ
マ
シ
タ
。
ス
ヾ
メ
ガ
一
ハ
ト

ン
デ
ユ
キ
マ
シ
タ
。
マ
タ
一
ハ
ト
ン
デ
ユ
キ
マ
シ
タ
。
マ
タ
一
ハ
ト
ン
デ
ユ
キ
マ
シ

タ
。」
受
持
の
先
生
は
こ
の
作
文
を
児
童
た
ち
に
読
ん
で
聞
か
し
て
、
み
ん
な
と
共
に
大

笑
ひ
を
さ
れ
た
さ
う
で
す
。
こ
ち
ら
の
先
生
の
お
家
で
は
皆
さ
ん
が
は
ツ
は
と
お
笑
ひ
に

な
つ
た
さ
う
で
す
。
私
は
こ
の
無
邪
気
な
、
偽
り
の
な
い
表
現
に
対
し
て
讃
嘆
を
禁
じ
得

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
子
供
が
こ
ん
な
風
に
、
自
分
の
思
つ
た
こ
と
見
た
こ
と
を
、
そ
の
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ま
ゝ
飾
り
な
く
書
き
現
は
す
や
う
に
な
つ
て
欲
し
い
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
な
れ
ば
各
人
の

真
率
な
自
己
が
ど
ん
な
に
活
躍
す
る
で
せ
う
。（
東
京
青
山
師
範
校
内
、
松
田
英
雄
）

鈴
木
三
重
吉
の
言
説
を
完
全
に
内
面
化
し
て
い
る
師
範
学
校
生
の
様
子
が
手
に
取
る

よ
う
に
わ
か
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
三
重
吉
の
理
想
は
、
必
ず
し
も
現
場
の
教
師
の
抱

え
る
課
題
を
共
有
し
て
い
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
教
師
た
ち
を
ひ
き
つ
け
た
理
由
の
一

つ
は
、「
赤
い
鳥
」
が
掲
げ
た
〈
芸
術
〉
の
魅
力
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第
一
巻

第
一
号
の
作
文
選
評
に
は
「
ど
ん
な
立
派
な
芸
術
家
に
見
せ
て
も
、
み
ん
な
驚
い
て
褒

め
て
を
り
ま
し
た
」
と
あ
っ
た
。
国
語
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
教
師
た
ち
は
、「
赤

い
鳥
」
の
誌
面
に
「
現
代
の
名
作
家
」
の
姿
を
見
、「
赤
い
鳥
」
の
作
文
指
導
を
自
分

の
児
童
に
行
う
こ
と
で
、
小
さ
な
〈
芸
術
〉
の
創
出
に
関
わ
る
喜
び
を
感
じ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
明
治
以
降
の
作
文
指
導
の
歴
史
、
大
正
期
に
数
多
刊
行
さ
れ

た
作
文
指
導
書
を
精
査
し
、「
赤
い
鳥
」
の
三
重
吉
の
叙
述
の
分
析
を
続
け
る
。

注

 

（
1
）「
赤
い
鳥
」
刊
行
よ
り
五
か
月
ほ
ど
前
の
大
正
七
年
二
月
頃
に
配
布
さ
れ
た
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
「
童
話
と
童
謡
を
創
作
す
る
　
最
初
の
文
学
的
運
動
」（
未
見
）
に
は
、「
会
員
の
お

子
さ
ま
方
の
作
文
又
は
会
員
が
御
推
薦
下
さ
る
作
文
（
い
づ
れ
も
尋
常
小
学
か
ら
中
学

一
年
迄
の
も
の
）
を
私
が
選
定
補
修
し
て
、
一
方
に
小
さ
い
人
の
文
章
の
標
準
を
与
へ

る
と
共
に
、
一
面
で
は
会
員
の
お
方
全
体
の
大
き
な
家
族
的
の
楽
し
み
を
提
供
し
た
い

と
存
じ
ま
す
。
ど
う
か
文
章
の
長
短
に
拘
ら
ず
、
空
想
で
作
っ
た
も
の
で
な
く
、
た
だ

見
た
儘
、
聞
い
た
儘
、
考
え
た
儘
を
、
素
直
に
書
い
た
文
章
を
、
続
々
お
寄
せ
下
さ
い

ま
す
や
う
お
願
ひ
致
し
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
根
本
正
義
「
三
重
吉
の
綴
方
理
論

に
つ
い
て
」『
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い
鳥
」』
鳩
の
森
書
房
　
一
九
七
三
・
一
　
八
五
ペ

ー
ジ
の
引
用
に
よ
る
）、
創
刊
号
に
こ
れ
ら
の
作
文
が
集
ま
っ
た
の
は
こ
れ
に
応
じ
た
も

の
で
あ
る
。

 

（
2
）
駒
村
徳
寿
・
五
味
義
武
『
写
生
を
主
と
し
た
る
綴
方
新
教
授
細
案
』（
上
・
下
　
目
黒
書

店
　
大
四
・
七
・
二
三
）、
同
『
写
生
を
主
と
し
た
る
綴
方
新
教
授
法
の
原
理
』（
目
黒

書
店
　
大
五
・
九
・
五
）
な
ど
が
代
表
的
。

 

（
（
）
飯
田
和
明
「
総
説
『
赤
い
鳥
』
の
綴
り
方
」（『
赤
い
鳥
事
典
』
柏
書
房
　
二
〇
一
八
・

八
・
一
〇
）

 

（
（
）「
文
章
研
究
録
」
第
一
期
　
大
三
・
一
―
一
二
、『
芦
田
恵
之
助
国
語
教
育
全
集
第
（
巻 

綴
り
方
実
践
編
そ
の
二
』（
明
治
図
書
出
版
　
一
九
八
七
）
所
収
。

 

（
（
）
元
森
絵
理
子
は
芦
田
の
こ
う
し
た
言
説
を
用
い
て
、
大
正
初
年
の
こ
の
時
期
に
多
分
野

で
立
ち
現
れ
て
き
た
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
内
面
の
表
出
機
能
を
見
出
す
」
考
え
方
を

指
摘
し
て
い
る
。（「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
子
ど
も
』
の
成
立
と
教
育
の
自
律
化
―
戦

前
期
綴
方
教
育
論
の
分
析
か
ら
―
」「
教
育
社
会
学
研
究
」
第
八
三
集
　
二
〇
〇
八
・
一

二
、
小
山
静
子
編
『
論
集
現
代
日
本
の
教
育
史
（
子
ど
も
・
家
族
と
教
育
』
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
　
二
〇
一
三
・
六
・
二
五
所
収
）

 

（
（
）
鈴
木
三
重
吉
　
中
央
公
論
社
　
昭
一
〇
・
一
二
・
三
。「
赤
い
鳥
」
で
の
作
文
選
評
と
優

秀
作
文
を
収
録
。

 

（
（
）
四
七
七
ペ
ー
ジ
「
或
人
の
『
綴
方
指
導
原
論
』
と
い
ふ
本
」。
田
上
新
吉
『
綴
り
方
指
導

原
論
』（
目
黒
書
店
　
昭
二
・
五
・
二
〇
）
の
内
容
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
本
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

 

（
8
）
尋
常
小
学
校
（
年
　
女
子
の
意
。

 

（
9
）
飯
田
和
明
は
鈴
木
三
重
吉
の
綴
方
に
つ
い
て
の
文
献
を
整
理
検
討
し
、「
論
述
の
検
討
か

ら
は
、「
鈴
木
は
、
綴
方
作
品
に
芸
術
的
価
値
を
求
め
、
そ
の
作
品
を
子
供
た
ち
が
製
作

す
る
と
こ
ろ
に
教
育
と
し
て
の
効
果
を
求
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
、「
芸
術
」
を

「
生
活
」
に
先
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、「
生
活
」
を
重
視
す
る
「
生
活
綴
方
」
へ
と
道

を
ゆ
ず
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
す
る
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
い

る
。（「『
生
活
綴
方
教
育
』
前
史
の
検
討
―
鈴
木
三
重
吉
の
場
合
」「
人
文
科
教
育
研
究
」 

（
筑
波
大
学
）
四
〇
号
　
二
〇
一
三
・
八
）

 

（
ひ
ら
の
　
あ
き
こ
　
　
初
等
教
育
学
科
）


