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１

今
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

内
田
さ
ん
は
、
生
徒
集
会
で
図
書
委
員
会
の
取
り
組
み
を
全
校
生
徒
に
呼
び
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
次
の
三
つ
の
画
面
を
ス
ク
リ
ー
ン

う
ち

だ

に
映
し
出
し
て
発
表
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

「
図
書
館
長
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
し
て
、

Ａ

に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(1)
ア

今
年
二
○
一
○
年
は
「
国
民
読
書
年
」

イ

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
読
書
ノ
ー
ト
」
は
大
変
好
評

ウ

読
書
量
ア
ッ
プ
が
読
解
力
の
向
上
の
決
め
手

エ

読
書
の
す
ば
ら
し
さ
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に

内
田
さ
ん
は
、「
Ⅲ

読
書
量
を
増
や
す
取
り
組
み
」
と
し
て
「
読
書
ノ
ー
ト
の
活
用
」
が
有
効
だ
と
考
え
ま
し
た
。
図
書
館
で
の
会
話
を
参
考
に
、
そ
う

(2)
考
え
た
理
由
を
全
校
生
徒
に
分
か
る
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
説
明
す
る
内
容
を
次
の
書
き
出
し
に
続
け
て
書
き
な
さ
い
。

「
読
書
量
を
増
や
す
取
り
組
み
と
し
て
、
ま
ず
、
読
書
ノ
ー
ト
の
活
用
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、・
・
・
」

あ
な
た
が
図
書
委
員
長
だ
と
し
た
ら
、「
Ⅲ

読
書
量
を
増
や
す
取
り
組
み
」
の
「
②

本
校
独
自
の
取
り
組
み
」
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
取
り
組
み

(3)
ま
す
か
。
取
り
組
む
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
、

Ｂ

に
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
取
り
組
も
う
と
考
え
た
理
由
を
話
す
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
文
の

線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

線
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

(1)
①

重
い
荷
物
を
抱
え
る
。

②

仕
事
に
就
く
。

③

道
を
斜
め
に
横
切
る
。

④

伝
統
芸
能
の
復
興
。

⑤

砂
丘
を
見
学
す
る
。

⑥

機
械
を
あ
や
つ
る
。

⑦

ス
コ
ッ
プ
で
穴
を
ほ
る
。

⑧

ぼ
う
け
ん
小
説
を
読
む
。

⑨

時
計
の
び
ょ
う
し
ん
。

⑩

電
話
で
ろ
う
ほ
う
が
届
く
。

次
の
文
を
文
節
に
分
け
る
と
、
ア
～
ク
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
文
の
「
述
語
」
は
、「
楽
し
み
だ
」
で
す
。「
主
語
」
に
当
た
る
文
節
を
、
ア
～
キ
か
ら

(2)
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

わ
た
し
は

平
成
二
十
三
年
の

春
に

全
線
開
業
す
る

九
州
新
幹
線
を

見
る

こ
と
が

楽
し
み
だ
。

次
は
、
対
義
語
に
つ
い
て
の
山
田
さ
ん
の
質
問
に
、
川
本
さ
ん
が
答
え
て
い
る
場
面
で
す
。

Ａ

に
入
る
動
詞
を
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

(3)

山
田
さ
ん

な
ぜ
、「
買
う
」
の
対
義
語
は
「
売
る
」
で
、「
買
わ
な
い
」
で
は
な
い
の
で
す
か
。

川
本
さ
ん

た
と
え
ば
、
何
か
を
「
買
う
」
と
代
金
を
払
う
し
、「
売
る
」
と
代
金
を
受
け
取
り
ま
す
。
し
か
し
、「
買
わ
な
い
」
と
い
う
言

葉
に
は
、
代
金
を
必
要
と
し
な
い
「

Ａ

」
や
「
借
り
る
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
代
金
の
受
け
渡

し
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
、「
買
う
」
の
対
義
語
は
、「
売
る
」
に
な
る
と
考
え
ま
し
た
。

下
は
、「
花
」
と
い
う
漢
字
を
楷
書
と
行
書
で
書
い
た
も
の
で
す
。

か
い
し
ょ

(4)

こ
の
二
つ
の
違
い
を
述
べ
た
次
の
文
の
（

ア

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉

を
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。

花

Ⅰ 本校の読書の現状

 今年の目標「一人年間５０冊読書」
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Ⅱ 町の図書館で学んだこと

図書館の取り組み
(1) 読書ボランティアによる読み聞かせ

(2) 講演会

(3) 読書ノート

図書館長さんからのメッセージ

Ａ

Ⅲ 読書量を増やす取り組み

① 町の図書館の取り組みを参考に

「読書ノート」の活用

② 本校独自の取り組み

Ｂ花

〔スクリーンに映す画面〕

楷書
かいしょ

行書

行
書
の
場
合
、
楷
書
に
は
見
ら
れ
な
い
点
画
の
連
続
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
部
首
の
「
く
さ
か
ん
む
り
」
で
は
、（

ア

）
の
変
化
も
見

ら
れ
る
。



３

伝
統
的
な
古
典
に
表
さ
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
中
に
は
、
長
い
年
月
を
経
て
も
な
お
現
代
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
、
職
場

ま
つ
も
と

体
験
で
「
と
て
も
言
葉
遣
い
が
て
い
ね
い
で
す
ね
。」
と
ほ
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
松
本
さ
ん
は
、「
美
し
い
日
本
語
」
と
い
う
も
の
に
つ
い

づ
か

て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
次
の
「
徒
然
草
」（
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
随
筆
）
の
文
章
と
、「
美
し
い
日
本
語
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
考
に

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

ず
い
ひ
つ

し
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

本
文
中
の
「
な
い
が
し
ろ
に
す
る
」
の
類
義
語
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(1)
ア

う
や
む
や
に
す
る

イ

い
い
か
げ
ん
に
す
る

ウ

あ
い
ま
い
に
す
る

エ

お
ろ
そ
か
に
す
る

「
さ
る
人
こ
そ
」
と
あ
る
が
、「
さ
る
人
」（
そ
う
い
う
人
）
と
は
ど
の
よ
う
な
人
で
す
か
。
次
の

Ａ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
現
代
語
で
書
き
な
さ

(2)
い
。松

本
さ
ん
の
学
級
で
は
、
国
語
の
時
間
に
、
現
代
に
も
共
通
す
る
「
徒
然
草
」
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

(3)
松
本
さ
ん
の
班
は
「
美
し
い
日
本
語
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
①
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
考
に
話
し
合
い
ま
し
た
。
あ
な
た
が
松
本
さ

ん
な
ら
ば
、
ど
ん
な
発
言
を
し
ま
す
か
。「
徒
然
草
」
の
文
章
の
一
部
を
引
用
し
て
、

Ｂ

に
あ
な
た
の
考
え
を
ま
と
め
な
さ
い
。

「徒
然
草
」

若
き
人
は
、
少
し
の
事
も
、
よ
く
見
え
、
わ
ろ
く
見
ゆ
る
な
り
。

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

万
の
咎
あ
ら
じ
と
思
は
ば
、
何
事
に
も
ま
こ
と
あ
り
て
、
人
を
分
か
ず
、
う
や
う
や
し
く
、

よ
ろ
づ

と

が

あ
ら
ゆ
る
難
点
が
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば

誠
意

分
け
隔
て
せ
ず

礼
儀
正
し
く

言
葉
少
か
ら
ん
に
は
し
か
じ
。

口
数
が
少
な
い
の
に
ま
さ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い

男
女
・
老
少
、
皆
、
さ
る
人
こ
そ
よ
け
れ
ど
も
、
殊
に
、
若
く
、
か
た
ち
よ
き
人
の
、

な

ん

に

よ

ら

う

せ

う

み

な

こ

と

そ
う
い
う
人
ほ
ど

特
に

容
姿

言
う
る
は
し
き
は
、
忘
れ
が
た
く
、
思
ひ
つ
か
る
る
も
の
な
り
。

こ

と
言
葉
遣
い
も
き
ち
ん
と
し
て
い
る
の
は

心
ひ
か
れ
る
も
の
で
あ
る

万
の
咎
は
、
馴
れ
た
る
さ
ま
に
上
手
め
き
、
所
得
た
る
気
色
し
て
、
人
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
に
あ
り
。

な

と
こ
ろ

え

け

し

き

も
の
な
れ
た
様
子
で

上
手
ぶ
っ
て

わ
が
も
の
顔
で
得
意
げ
な
様
子
を
し
て

問い：「美しい日本語」とはどのような言葉だと考えるか。

（平成20年度「国語に関する世論調査」〔文化庁〕から）

＊謙遜･･･へりくだること。控えめな態度をとること。
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松
本
さ
ん

「
徒
然
草
」
を
読
む
と
、
昔
か
ら
言
葉
遣
い
が
き
ち
ん
と

し
て
い
る
若
者
に
は
、
心
ひ
か
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

美
し
い
日
本
語
を
話
す
た
め
に
は
、
き
ち
ん
と
し
た
言
葉
遣

い
が
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

田
中
さ
ん

そ
れ
に
、「
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
」
を
美
し
い
日
本
語
だ

と
考
え
る
こ
と
も
、
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。
現
代

で
も
、

％
以
上
の
人
が
そ
う
答
え
て
い
ま
す
。

60

山
田
さ
ん

と
こ
ろ
で
、
平
成

年
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
、「
控ひ

か

20

え
め
で
謙
遜
す
る
言
葉
」
を
美
し
い
日
本
語
と
考
え
る
人
が

け
ん
そ
ん

増
え
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
「
控
え
め
で
謙
遜
す
る
言
葉
」

の
割
合
が
前
回
の
調
査
と
比
べ
て
、

％
以
上
も
増
え
て
い

10

る
の
で
し
ょ
う
。

松
本
さ
ん

山
田
さ
ん

確
か
に
、
現
代
で
は
「
徒
然
草
」
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な

状

況

が
増
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

き
ょ
う

②松本さんたちの話し合いの様子

①アンケート結果

「
何
事
に
も
誠
意
が
あ
っ
て
、
人
を
分
け
隔
て
せ
ず
、
だ
れ
に
対
し
て
も
礼
儀
正
し
く
、

Ａ

人
」
を
指
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、･

･･

Ｂ



４

い
よ
い
よ
平
成
二
十
三
年
春
に
、
九
州
新
幹
線
が
全
線
開
業
し
ま
す
。
熊
本
県
で
は
、
平
成
二
十
三
年
を
「
新
幹
線
元
年
」
と
位
置
づ
け
、
来
訪
者
の
方
に

熊
本
な
ら
で
は
の
魅
力
を
発
信
す
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
次
の
二
つ
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

み

＊
コ
ラ
ム
…
新
聞
な
ど
の
短
い
囲
み
記
事
。

Ｂ
の
「
新
聞
」
の
見
出
し
と
し
て

①

に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(1)

ア

開
業
ま
で
８
ヶ
月

イ

民
間
企
業
の
活
発
化

ウ

も
て
な
し
の
心
で

エ

新
幹
線
で
地
域
づ
く
り

Ａ
の
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
前
文
」
と
Ｂ
の
「
新
聞
」
の
文
章
の
書
き
方
の
違
い
に
つ
い
て
、「
客
観
的
な
事
実
」「
書
き
手
の
感
想
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て

(2)
説
明
し
な
さ
い
。

Ｂ
の
「
新
聞
」
の

線
②
に
「
『
熊
本
の
あ
の
人
に
ま
た
会
い
た
い
』『
一
緒
に
仕
事
を
し
た
い
』『
熊
本
の
街
は
良
い
雰
囲
気
だ
っ
た
』
と
思
っ
て
も

(3)
ら
え
る
地
域
に
な
る
こ
と
が
大
事
だ
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
の
だ
と
考
え
ま
す
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
Ａ
の
「
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
前
文
」
の
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
簡
潔
に
ま
と
め
な
さ
い
。

Ｂ

（
熊
本
日
日
新
聞
「
も
て
な
し
の
心
で
」
に
よ
る
。）

県
民
一
体
と
な
り
、
「
新
幹
線
元
年
」
に
飛
躍
す
る
「
く
ま
も
と
」
へ

（
熊
本
県
「
新
幹
線
元
年
戦
略
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
前
文
か
ら
）

ひ

や
く

「

①

」
（
平
成
二
十
二
年
七
月
の
新
聞
の
コ
ラ
ム
か
ら
）

＊

九
州
新
幹
線
の
全
線
開
業
は
、
わ
た
し
た
ち
の
「
く
ま
も
と
」
が
大
き
く
飛
躍
す
る
ビ
ッ
グ
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

熊
本
県
で
は
、
新
幹
線
効
果
を
県
下
全
域
に
拡
げ
よ
う
と
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
民
間
と
行
政
が
一
緒
に
な
っ
て
「
新
幹
線
く
ま
も
と
創
り
」
を
進
め

ひ
ろ

い
っ
し
ょ

て
お
り
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
動
き
始
め
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
年
八
月
に
は
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
を
「
新
幹
線
元
年
」
と
位
置
づ
け
、「
新
幹
線
開
業
を
発
射
台
に
地
域
を
つ
く
る
」

「
く
ま
も
と
を
知
っ
て
も
ら
う
」「
く
ま
も
と
に
来
て
、
楽
し
ん
で
、
ま
た
来
て
も
ら
う
」
を
三
本
の
柱
と
す
る
「
新
幹
線
元
年
戦
略
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
三
年
（
新
幹
線
元
年
）
が
い
よ
い
よ
間
近
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
県
民
の
皆
様
が
守
り
続
け
て
き
た
自
然
や
歴
史
、
生
活
文
化
な
ど
熊
本
が

せ
ま

持
つ
す
ば
ら
し
い
魅
力
に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
、
来
訪
さ
れ
る
方
々
に
く
ま
も
と
の
魅
力
を
発
信
す
る
と
と
も
に
県
内
各
地
域
の
発
展
に
つ
な
げ
て
い
き

み
が

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
新
幹
線
元
年
」。
新
し
い
く
ま
も
と
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
県
民
の
皆
様
に
は
、
県
内
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
参
加
い
た

だ
き
、
一
緒
に
な
っ
て
「
元
気
な
く
ま
も
と
」
を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

Ａ



意
見
文
の
構
成

国
語
の
時
間
に
意
見
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
あ
な
た
は
、
テ
ー
マ
を
「
九
州
新
幹
線
の
全
線
開
業
に
向
け
て
」
と
し
ま
し
た
。
左
の
「
授
業
で
黒
板
に
書

か
れ
た
内
容
」
を
参
考
に
し
て
、
意
見
文
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

黒
板
に
書
か
れ
た
意
見
文
の
構
成
の
例
の
【
例
１
】
に
沿
っ
て
、「
全
線
開
業
に
よ
り
、
移
動
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
行
動
範
囲
が
広
が
る
」
と
い
う
意
見
を

そ

は
ん

(4)
述
べ
ま
す
。
あ
と
の
〔
資
料
〕
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
次
の
意
見
文
の
構
成
の
《
意
見
の
理
由
や
根
拠
》
と
《
反
論
に
対
す
る
意
見
》
の
部
分
を
書
き
な
さ
い
。

き
ょ

同
じ
班
の
田
中
さ
ん
も
「
九
州
新
幹
線
の
全
線
開
業
に
向
け
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
黒
板
に
書
か
れ
た
意
見
文
の
構
成
の
例
の
【
例
２
】
を
参
考
に
、
左
の

（5）
よ
う
な
意
見
文
の
下
書
き
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
下
書
き
を
読
み
合
う
時
間
に
、
田
中
さ
ん
は
下
の
二
つ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
な
た
が
田

中
さ
ん
な
ら
、
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
と
に
、
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
書
き
直
す
か
、
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。

【
田
中
さ
ん
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
①
】

【
田
中
さ
ん
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
②
】

《
自
分
の
意
見
》

九
州
新
幹
線
の
全
線
開
業
に
よ
り
、
移
動
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
行
動
範
囲

が
広
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

《
意
見
の
理
由
や
根
拠
》

《
予
想
さ
れ
る
反
論
》

車
を
利
用
し
た
ほ
う
が
便
利
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

《反
論
に
対
す
る
意
見
》

《
ま
と
め
》

〔資料〕
新幹線による時間短縮効果
（熊本県「新幹線元年戦略」パンフレットから）

【平成21年3月現在】

新大阪 【全線開業後】

新大阪
2時間23分

2時間23分
博 多

博 多
1時間14分

新玉名 35分

熊 本 熊 本

19分 新八代
新水俣 45分

新八代

35分 鹿児島中央

鹿児島中央

【
田
中
さ
ん
の
下
書
き
】

い
よ
い
よ
、
九
州
新
幹
線
の
全
線
開
業
が
目
前

し
か
し
、
博
多
と
三
十
五
分
で
行
き
来
で

は
か

た

に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
全
線
開
業
は
、
わ
た
し
た

き
る
と
い
う
こ
と
は
、
熊
本
に
住
ん
で
、
博
多

ち
熊
本
県
民
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト

に
通
勤
通
学
も
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

を
も
た
ら
す
の
で
し
ょ
う
か
。

す
。
こ
の
よ
う
に
、
熊
本
の
利
便
性
が
こ
れ
ま

ま
ず
、
全
線
開
業
に
よ
っ
て
、
関
西
圏
か
ら
も

で
以
上
に
増
し
、
熊
本
が
さ
ら
に
魅
力
的
な

け
ん

三
時
間
程
度
で
来
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、

都
市
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

こ
れ
ま
で
以
上
に
観
光
客
が
増
え
る
こ
と
が
予

が
、
九
州
新
幹
線
全
線
開
業
に
よ
って
県
民
に

想
さ
れ
ま
す
。

も
た
ら
さ
れ
る
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
な
の
で
す
。

接
続
語
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

最
後
の
段
落
は
、
段
落
の
設
け
方
を
工

夫
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

授業で黒板に書かれた内容

意
見
文
を
書
こ
う

め
あ
て

◎
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
文
章
の
構
成
や

論
理
の
展
開
を
工
夫
し
た
意
見
文
を
書
こ
う
。

意
見
文
の
構
成
の
例

【
例
１
】

【
例
２
】

《
自
分
の
意
見
》

《
序
論
》
（
問
題
提
起
）

《
意
見
の
理
由
や
根
拠
》

《
本
論
》

《
予
想
さ
れ
る
反
論
》

・
意
見
の
根
拠

《
反
論
に
対
す
る
意
見
》

・
具
体
例
、
引
用

《
ま
と
め
》

《
結
論
》

分
か
り
や
す
い
意
見
文
に
す
る
ポ
イ
ン
ト

・文
字
や
表
記
が
正
し
い
。

・
文
や
段
落
の
長
さ
が
適
切
で
あ
る
。

・
語
句
の
選
び
方
や
使
い
方
が
的
確
で
あ
る
。

◎
意
見
が
明
確
で
、
そ
の
根
拠
が
適
切
で
あ
る
。

◎
根
拠
に
具
体
例
や
客
観
的
な
資
料
が
あ
る
。

（
自
分
の
体
験
、
表
や
グ
ラ
フ
、
文
章
の
引
用

等
）

◎
反
論
を
予
想
し
た
意
見
が
述
べ
て
あ
る
。

・
文
章
の
構
成
や
段
落
相
互
の
関
係
が
適
切
で
あ
る
。

（
段
落
の
設
け
方
、
接
続
語
の
使
い
方

等
）


