
『あ
，
″

た
ｔ
だ
」
Ｆ

し

ま
す
ｐ
身

重

な
、
〃
た

ク

が

雑

ｒ

ヽ
み

・
ｔ

の

´
ろ

ホ

つ
が
４

ｖ例

ｔ

め
ヴ
う

こ
と
■

湯
の
パ
闘
ツ
て
゛
う
ｔ

の
ι
理
稀

で
オら
ず
つ
に
ｔ
Ａ
，
そ
９
う
ι
続
く
０
↓
０
↓
○

ド

３
　
③
の
事
例
と
⑤
の
事
例
、

“

筆
者
は
な
ぜ
③
の
事
例
を
始
め
に
挙
げ
た
ん
だ
ろ
う

，
③
↓
④
↓
⑥
↓
⑥
の
順
番
に
も
意
味
が
あ
る
の
か
な
？
筆
者
の
意
図

を
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
う
。

ズ́

ケ
ツ
．
フ
ヽ
７
●
〓
血

イ
ら
争

側

な
の
■
晟

後

争
よ
が
，た
と

，

ク
′
０
↓
○

写

ソ

ロ

４
　
④
の
事
例
と
⑤
の
事
例
に
図
や
表
が
の
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
？
筆
者
の
意
図
を
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
う
。

～
五
時
目
～

１
　
★
学
習
ノ
ー
ト
Ｐ
ｌ
４
～
１
６
　

，〓
」ま
で
の
学
習
内
容
を
て
い
ね
い
に
復
習
し
よ
う
ね
。

読み手に取
って身近な
のはどちら
の事例だろう
？
【ハЮ）
・　
⑤
　】

〈ハ［「「『相〕９０うだゲゲリにてく浄健じ

た

ｏ
■
０
０

＠

×
υ

τ
″
ｔ
″
ι
グ
巧
´

ド
ｚ
く
″
，
■
い
く

バ
Ｎ
げ
■
　
よ
が
，ハ
し

鳥

′

が
（

リ
ド
く
〕
か
り
っ
グ
ラ
フ
ヤヽ

た

が
あ
う

１
て

，

日
ｌｔ
λ
ぇ
ら
形
と
ヶ
ノ

為

う
l〕

ι
Ⅲ

′′

と
納

得

ｔ
で

，
く
な
ケ

＼
＼



（り′』　饉錯∞粧森神辣硼漿晨発ぇ、

◆
文
章
中
の
言
葉
に
着
目
し
て
、
筆
者
の
主

張
を
確
か
め
ま
し
ょ
う
。

◆
主
張
と
事
例
の
関
係
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。

月    日

◆

筆
者
の
主
張
を
捉
え
る

ｌ
ｌ

“
目

蟹

ミ

リ
“
ヨ
Ｌ

手

］
い
ｒ
Ｄ

一Ｌ

ヒ
Ｔ

，

「時
計
の
時
間
」
と

「
心
の
時
間
」
は
、

ど
ん
な
と
こ
ろ
が
ち
が
う
の
か
な
。

２

　
筆
者
は
、
段
落
②
で
、
「心
の
時
間
」
の
特
性
を
ど
う
説
明
し
て

い
ま
す
か
。
あ
う
も
の
二
つ
に
○
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

（
　

）
地
球

の
動
き
を
も

と

に
定

め
ら
れ
た
も

の
。

貧
０

）
私
た
ち

が
体
感

し
て

い
る
時
間
。

（
　

）
い
つ
で

も
、
ど

こ
で

も
、
だ
れ

に
と

っ
て
も
、

同
じ

も

の
。

貧
０

）
進

み
方

が
変

わ

っ
た

り
、

人

に
よ

っ
て
感

覚

が
ち

が

っ
た
り
す

る
。

３

　
実
験
①

。
②
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「心
の
時
間
」が
ど
ん
な
こ
と
と

関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
か
。

■
実
験
①

そ
の時
間
帯
の
（　
体
の
動
き
）のよ
キヽ
。

■
文
章
の
一字
下
が
り
の
と
こ
ろ
に
、
段
落
の
番
号
①
ヽ
⑧
を
書
き
ま
し
ょ
つ
。

ノ

　
段
落
①
に
書
か
れ
た
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

「時
間
」
に
は
、
「
（
　
時
計

の
時

間

）
」
と
思

の
時
間
」

と
い
う
性
質
の
ち
が
う
二
つ
の
時
間
が
あ
る
。
時
間
と
付
き

〈
口
っ
て
い
‘
武
つ
えヽ
デヽ
、
「
（
　
　
　
ぶ
一
（
）
直
吋
出
同
　
　
　
）
」
に

，
日
たこ

向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

◆

「心
の
時
間
」
を
理
解
す
る

ノ

　
段
落
③
で
は
、
「心
の
時
間
」の
「進
み
方
が
変
わ
る
Ｌ
」と
の

理
由
を
、
ど
う
説
明
し
て
い
ま
す
か
。

〈り
時
間
を
気

に
す
る
こ
と
に
、

ど
ん
な

「効
果
」
1こ

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
か
な

曰くF
間
を
長
く
感
じ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る

た
め

警
実
験
②

身
の
回
り
か
ら
受
け
る
（

,にJし

激

）の多
キヽ
。
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月   日

讐 中

２

　
実
験
①

。
②
は
、

の
実
験
①

何
を
示
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
か
。

に
よ

っ
て
、
「
慮
の
時
間
」
の
進

）に
よ
って
、
「だ
の時
間
」

み 一
方 日
が の
変 ⌒

わ

ζ 時

と畢
V

●
実
験
②

身
の
回
り
の
（
　
瑠
境

の
進
み
方
が
変
わ
る
こ
と
。

曇

聾

嶽

謄

獲

露

難

懸

霧

難

歌

鏃

鐵

′

　
段
落
③
で
、
筆
者
は
、
「生
活
の
中
で
『心
の
時
間
』
に
も
目
を

向
け
る
こ
と
の
大
切
さ
」
に
つ
い
て
、
ど
う
述
べ
て
い
ま
す
か
。

●
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
の
え

い
き
ょ
う
で
、
「
心
の
時
間
」
の

（
進
み
方
が
変
わ
る
　
）と
知
って
いれ
ば
、
そ
れ
を

考
え
に
入
れ
て
計
画
を
立
て
ら
れ
る
。

●人
そ
れ
ぞ
れ
に
尽
の時
間
」の
（　
感
覚
が
ち
が
う
　
）

こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
た
が
い
を
気
づ
か
い
な
が
ら
作
業

を
進
め
ら
れ
る
。

４

　
段
落
⑥
で
、
筆
者
が
実
験
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
「心

の
時
間
」の
特
性
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。

人
に
よ
って
（
　
感
覚
が
異
な
る
　
）と
い
２
」と。

５

　
段
落
⑦
で
は
、
「心
の
時
間
」と
「時
計
の
時
間
」の
関
係
を
ど

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
か
。

ｏ

「
心
の
時
間
」
の
ち
が
い
を
こ
え
て
、
社
会
を

（
成
り
立
た
せ
て
い
る
）の
が
「時
計
の時
間
」
で

あ

る
。

「時
計
の
時
間
」
と

「

必
ず
（
　
ず
れ

筆
者
の
い
う

「『時
間
』

こ
と
で
す
か
。

「
心
の
時
間
」

「時
計

の
時
間
」

と
付
き
合
う
ち
え
」
と
は
、
ど
ん
な

筆
者
は
、
性
質
の
ち
が
う
二
つ
の

時
間
を
う
ま
く
使
う

に
は
、
こ
の

「
ち
え
」
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い

る
ん
だ
ね
。

V′ む

讐言
賃 li

― -   2

V V

を  を
道  頭
具  に
と 入
し れ
て  て
イ婁l         

｀

つ

と
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日

◆

事
例
と
考
え
の
関
係
を
捉
え
る

ノ

　
段
落
③
～
⑥
の
事
例
か
ら
、
「心
の
時
間
」に
つ
い
て
ど
ん
な
こ

と
が
分
か
り
ま
す
か
。

●
段
落
③
の
事
例

そ
の
人
が
そ
の
と
き
に
行

っ
て
い
る
こ
と
を

（
ど
う
感
じ
て
）いる
か
で
、
進
み
方
が
変
わ
る。

●
段
落
④
の
事
例

（
　
朝

間
帯
に
よ

っ
て

●
段
落
⑤
の
事
例

部
屋
に物
が
（

か

ん

）な
ど
、　
一日
の
時

身
の
回
り
の
環
境
に
よ

っ
て
、
進
み
方
が
変
わ
る
。

２

　
筆
者
の
主
張
が
書
か
れ
た

し

ょ

つヽ
。

そ
ん
な
私
た
ち
に
必
要
な
の
は
、
「
心
の
時
間
」

を
頭
に
入
れ
て
、
「時
計

の
時
間
」
を
道
具
と
し

て
使
う
と
で
つ
、
「時
間
」
と
付
き
合
う
ち
え
な

の
で
す
。

●
段
落
⑥
の
事
例

「心
の時
間
」の
（

文 、ン

資  噴

V

か
⌒

少
な
い

V

か
な
ど

券 Y
方 俣
が
変

⌒

わ

食昼
間

多

い感

覚

人
に
よ

っ
て
異
な
る
。

段
落
③
か
ら
書
き
ぬ
き
ま

３

　
筆
者
は
、
「心
の
時
間
」
の
特
性
に
つ
い
て
、
な
ぜ
複
数
の
事
例

を
挙
げ
て
説
明
し
た
の
で
し
よ
う
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
ま

し

よ

つヽ
。

〈０
筆
者
は

「
だ
の
時
間
」
と
い
う
考
え
方
自
体

が
、

こ
れ
ま
で
読
み
手
が
体
験
し
た
こ
と
の
な

い
考
え
方
だ
と
思

い
、　
一
つ
の
例
だ
け
で
は
理

解
さ
れ
な

い
と
考
え
た
。
そ
こ
を
理
解
し
て
も

ら
わ
な

い
と
、

二
つ
の
時
間
を
う
ま
く
使

っ
て

生
き
る
と
い
う
筆
者

の
主
張
自
体
が
成
り
立
た

な
く
な
る
の
で
、
身
近
な
例
や
数
値
化
で
き
る

実
験
結
果
を
示
し
て
、
「
心
の
時
間
」
に
つ
い
て

「
な
る
ほ
ど
、
そ
う

い
う
こ
と
か
」
と
納
得
し
て

も
ら
お
う
と
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

☆
筆
者
が
複
数

の
事
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
こ
と
に
対
す
る
考
え
が
書

い

て
あ
れ
ば
○
。

あ
な
た
は
、
こ
れ
ま
て
に

「
心
の
時
間
」

と
い
う
考
え
方
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
な
。
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