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　「言葉は感性を磨く。感性を磨いて勘
かん

や閃
ひらめ

きを生むシャープな脳を青年期に育てた

い」。言葉に強い生徒を育てるという信念のもと、日々の指導の中に「言葉の時間」

を設けている埼玉平成高等学校。全生徒が日本語検定に取り組む学習を行い、年に一

度の「言葉の教育」の講演会も定着している。今年は中学生を加えた千百名が受講。

講師は、自身の体験を交えながら日本語をさまざまな切り口で語り尽くす、文筆家の

豊田美加氏。

豊
富
な
語
彙
を
身
に
つ
け
た
ら

選
び
取
る
術
を
磨
く

　

私
の
肩
書
き
は
文
筆
家
で
す
。
オ
リ
ジ
ナ
ル

も
書
き
ま
す
が
、
多
く
は
ド
ラ
マ
や
映
画
、
漫

画
を
小
説
化
し
た
「
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
小
説
」
と
言

わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
ド
ラ

マ
や
映
画
に
は
脚
本(

台
本)

が
あ
り
、
台せ
り
ふ詞

と
ト
書
き(

俳
優
の
動
作
の
簡
易
指
示
書
き)

で
構
成
さ
れ
ま
す
か
ら
、
ト
書
き
の
イ
メ
ー
ジ

を
膨
ら
ま
せ
て
読
者
の
五
感
に
響
く
ス
ト
ー

リ
ー
を
創
り
上
げ
る
の
が
私
の
仕
事
で
す
。
い

わ
ば
、
脚
本
に
肉
付
け
を
す
る
〝
文
章
職
人
〟。

脚
本
は
、
歴
史
も
の
、
青
春
ア
ニ
メ
、
ラ
ブ
ス

ト
ー
リ
ー
な
ど
多
種
多
様
、
作
品
ご
と
に
最
適

な
文
章
と
言
葉
を
選
び
抜
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
実
は
、
こ
れ
が
最
も
難
し
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、〝
イ
ケ
メ
ン
〟。
現
代
作
品
に
は
よ

く
使
う
言
葉
で
す
が
、
大
河
ド
ラ
マ
と
な
れ
ば 

〝
男
前
〟、〝
端
正
な
顔
立
ち
〟、〝
二
枚
目
〟
の
方

が
時
代
背
景
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。
こ
う
し

た
仕
事
を
す
る
中
で
、
常
々
、
日
本
語
の
語
彙

の
深
さ
を
痛
感
し
ま
す
。

　　

面
白
い
デ
ー
タ
ー
が
あ
る
の
で
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
日
本
語
を
90
％
理
解
す
る
た
め
に
必

要
な
語
彙
数
は
一
万
語
だ
そ
う
で
す
。
対
し
て

英
語
は
三
千
語
、
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
ス

ペ
イ
ン
語
は
二
千
語
。
他
国
に
比
べ
、
日
本

人
に
備
わ
る
圧
倒
的
な
言
葉
の
数
に
驚
か
さ
れ

ま
す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
の
頭
の
中
に
も
、
既
に

一
万
語
以
上
の
語
彙
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
ど
れ
だ
け
多

く
の
語
彙
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
選
び
方

を
間
違
え
れ
ば
自
分
の
真
意
を
相
手
に
伝
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
大
事
な
の
は
言
葉
の
選

び
方
で
す
。

言
葉
は
感
性
を
磨
き

感
性
は
言
葉
を
磨
く　

　

ド
ラ
マ
や
映
画
に
は
、
登
場
人
物
の
喜
怒
哀

楽
を
表
現
す
る
シ
ー
ン
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、〝
笑
う
〟。
ひ
と
く
ち
に
笑
う
と
言
っ

て
も
、
笑
い
方
や
笑
っ
た
と
き
の
感
情
は
シ
ー

ン
ご
と
に
す
べ
て
異
な
り
ま
す
。
丁
寧
に
書
き

分
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
あ
り
が
た

い
こ
と
に
、
日
本
語
に
は
豊
富
な
同
義
語
が
あ

り
ま
す
。
さ
て
、〝
笑
う
〟
の
同
義
語
、
ど
の
く

ら
い
思
い
浮
か
び
ま
す
か
。

　
〝
笑
う
”、〝
微
笑
む
〟、〝
苦
笑
す
る
〟、〝
腹

を
抱
え
て
笑
う
〟、〝
吹
き
出
す
〟、〝
ほ
く
そ
笑

む
〟、〝
含
み
笑
い
す
る
〟、〝
嘲
笑
す
る
〟、〝
冷

笑
す
る
〟、〝
薄
笑
い
す
る
〟、〝
破
顔
す
る
〟、〝
一

笑
す
る
〟、〝
頬
を
緩
め
る
〟、〝
顔
を
ほ
こ
ろ
ば

せ
る
〟、〝
作
り
笑
い
す
る
”、〝
ク
ス
ク
ス
笑
う
〟、

〝
へ
ら
へ
ら
笑
う
〟
…
…
。
一
つ
の
動
作
に
も
無

数
の
表
現
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、〝
笑
う
〟

で
す
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
。
こ
の
同
義
語

の
使
い
分
け
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
文
章
力

も
上
達
し
ま
す
。

　

埼
玉
平
成
高
校
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
言
葉
は
感

性
を
磨
く
」。
言
葉
を
磨
け
ば
感
性
も
磨
か
れ
、

豊
か
な
感
性
か
ら
は
多
彩
な
言
葉
が
生
ま
れ

る
。
私
も
言
葉
と
感
性
は
一
体
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、複
合
動
詞
〝
咲
き
乱
れ
る
〟。

意
味
の
違
う
〝
咲
く
〟
と
〝
乱
れ
る
〟
と
い
う

二
つ
の
動
詞
が
重
な
っ
た
言
葉
で
す
が
、
外
国

人
に
は
理
解
す
る
の
が
難
し
い
そ
う
で
す
。
日

本
人
な
ら
〝
咲
き
乱
れ
る
〟
と
聞
い
た
瞬
間
、

一
面
に
競
う
よ
う
に
咲
く
花
々
を
思
い
浮
か
べ

ま
す
よ
ね
。
幼
い
頃
か
ら
接
し
て
い
る
言
葉
だ

か
ら
こ
そ
感
覚
で
理
解
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。

　
日
本
人
と
し
て

恥
じ
な
い
日
本
語
を

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
昨
年
、
一
昨
年
と
、

台
湾
に
関
す
る
本
を
執
筆
し
、
初
め
て
台
湾
を

訪
れ
ま
し
た
。
終
戦
ま
で
台
湾
は
日
本
が
統
治

し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
終
戦
時
に
10
才
前
後

だ
っ
た
80
才
前
後
か
ら
上
の
方
は
今
で
も
日
本

語
が
話
せ
ま
す
。
こ
の
ご
老
人
方
は
、
日
本
語

教
育
を
受
け
た
日
本
語
世
代
と
呼
ば
れ
、
今
で

も
古
き
良
き
時
代
の
日
本
語
を
お
話
し
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
も
う
、
日
本
人
よ
り
ず
っ
と
美

し
い
日
本
語
を
。
昨
今
の
言
葉
の
乱
れ
、
日
本

語
を
母
語
に
も
つ
私
た
ち
が
、
他
国
の
方
よ
り

低
い
レ
ベ
ル
の
日
本
語
で
話
し
て
い
て
は
、
恥

ず
か
し
い
と
痛
切
に
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
台

湾
で
は
日
本
の
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
の
人
気
も
高

く
、
高
校
生
や
大
学
生
を
中
心
に
日
本
語
を
学

ぶ
多
く
の
若
者
の
姿
を
目
に
し
ま
す
。
友
人
に

な
っ
た
台
湾
の
若
者
に
、
日
本
語
の
良
さ
と
難

し
さ
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

埼玉平成高等学校 講演
テーマ「心に届く言葉～日本語を味わい尽くそう～」
講師：文筆家　豊田美加氏
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ま
ず
、
早
稲
田
大
学
に
留
学
中
の
三
年
生
、

女
性
。

「
良
い
と
こ
ろ
は
音
声
が
優
美
な
と
こ
ろ
。
日

本
語
を
話
す
時
は
他
の
言
語
と
比
べ
て
口
を
大

き
く
開
か
な
い
の
で
、
礼
儀
正
し
く
お
と
な
し

い
感
じ
が
し
ま
す
。
良
く
も
難
し
く
も
あ
る
の

が
、
場
面
ご
と
に
言
葉
遣
い
が
変
わ
る
こ
と
で

す
。
ど
ん
な
場
面
で
、
ど
ん
な
敬
語
を
使
う
の

か
が
一
番
難
し
い
。
日
本
語
の
良
い
と
こ
ろ
は

丁
寧
さ
か
な
。
単
語
の
前
に
〝
お
〟
や
〝
ご
〟

を
つ
け
て
丁
寧
な
感
じ
に
な
る
の
は
、
中
国
語

や
英
語
に
も
な
い
素
晴
ら
し
い
所
だ
と
思
い
ま

す
。
言
葉
に
対
す
る
意
識
、
日
本
人
の
繊
細
さ

を
感
じ
ま
す
。
個
人
的
に
は
擬
態
語
の
多
さ
が

面
白
い
。
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
日
本
語
は
ど

ん
ど
ん
面
白
く
な
っ
て
い
き
ま
す
」

　

彼
女
は
ま
だ
数
年
し
か
日
本
語
を
勉
強
し
て

い
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
文
章
を
書

き
ま
す
。

　　

も
う
一
人
は
台
湾
の
大
学
に
通
う
男
子
学

生
。
日
本
語
の
達
者
な
台
湾
の
大
学
生
か
ら
見

た
日
本
語
に
つ
い
て
ご
意
見
伺
え
ま
す
か
、
と

聞
い
た
と
こ
ろ
…
…
。

　
「
身
に
余
る
お
言
葉
で
す
。
愚
見
を
申
し
ま
す

と
、
良
い
と
こ
ろ
は
敬
語
、
難
し
い
と
こ
ろ
は

日
本
語
の
文
法
の
変
化
や
漢
字
の
読
み
方
が
多

す
ぎ
る
と
こ
ろ
で
す
。
敬
語
は
、
人
へ
の
気
配

り
や
礼
儀
正
し
さ
を
感
じ
ま
す
。
社
会
生
活
に

お
い
て
重
要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」

　

彼
は
、
高
校
三
年
生
か
ら
日
本
語
の
勉
強
を

始
め
た
そ
う
で
す
。
台
湾
で
日
本
語
能
力
検
定

一
級
を
取
得
し
、
国
家
試
験
の
通
訳
ガ
イ
ド
も

パ
ス
、
学
生
な
が
ら
通
訳
の
仕
事
で
も
活
躍
し

て
い
ま
す
。
日
本
語
を
学
び
始
め
た
の
は
、
高

校
二
年
生
の
時
に
留
学
し
た
ア
メ
リ
カ
で
の
出

来
事
が
き
っ
た
か
け
。
先
生
を
呼
び
捨
て
に
す

る
英
語
に
馴
染
め
ず
、
○
○
先
生
と
〝
先
生
〟

を
つ
け
る
日
本
人
の
礼
儀
正
し
さ
に
好
感
を
持

ち
、
日
本
語
を
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
後
、
独
学
で
勉
強
を
続
け
、
今
で
は

敬
語
も
完
璧
。
日
本
語
で
は
難
し
い
と
言
わ
れ

る
助
詞
の
使
い
方
や
副
詞
の
使
い
方
も
見
事
で

す
。

　　

　

二
人
と
も
、
日
本
語
の
敬
語
が
素
晴
ら
し
い

と
褒
め
て
く
れ
ま
し
た
が
、
敬
語
は
日
本
人
の

感
性
の
表
れ
。
お
も
て
な
し
の
心
や
気
遣
い
の

一
部
で
す
。
み
な
さ
ん
も
敬
語
は
苦
手
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
敬
語
を
磨
け
ば
自
ず
と
精
神
も

磨
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。

手
紙
と
俳
句
に
学
ぶ

美
し
い
日
本
語
の
表
現

　

日
本
語
の
美
し
さ
と
い
う
面
で
は
、
四
季
の

移
り
変
わ
り
が
日
本
人
の
繊
細
な
感
性
を
高
め

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
手
紙
を
書

く
こ
と
な
ど
あ
ま
り
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
手
紙
と
俳
句
に
は
日
本
語
の
素
晴
ら
し
さ

が
ギ
ッ
シ
リ
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
機
会
が
あ
れ

ば
ト
ラ
イ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　　

手
紙
は
、「
拝
啓
」
で
始
ま
り
、
季
節
に
触
れ

る
時
候
の
挨
拶
、
安
否
の
気
遣
い
と
続
き
、
相

手
の
健
康
や
幸
せ
を
祈
る
気
持
ち
で
結
び
、
最

後
ま
で
思
い
や
り
の
心
を
伝
え
ま
す
。
堅
苦
し

く
も
あ
り
ま
す
が
、
素
晴
ら
し
い
日
本
の
伝
統

形
式
。
時
候
の
挨
拶
も
結
び
の
文
も
素
晴
ら
し

い
言
葉
が
多
い
の
で
、
一
度
調
べ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
。
日
本
語
検
定
の
試
験
に
出
題

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
す
よ
。

　　

そ
し
て
、
俳
句
。
俳
句
の
代
名
詞
と
言
え
ば
、

松
尾
芭
蕉
の
「
古
池
や　

蛙
か
わ
ず

飛
び
こ
む　

水
の

音
」、
正
岡
子
規
の
「
柿
く
へ
ば　

鐘
が
鳴
る
な

り　

法
隆
寺
」。
し
か
し
、
外
国
の
方
が
聞
い

て
も
、
頭
の
中
は
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
。
古
池

に
蛙
が
飛
び
込
む
音
っ
て
？　

柿
を
食
べ
て
お

寺
で
鐘
が
鳴
っ
た
か
ら
ど
う
し
た
の
？　

ま
る

で
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
な
ら
、

俳
句
を
知
ら
な
く
て
も
な
ん
と
な
く
体
感
、
匂

い
、
味
、
情
景
が
浮
か
び
ま
す
よ
ね
。
俳
句
で

重
要
な
季
語
は
、
ま
さ
に
日
本
人
の
豊
か
な
感

性
そ
の
も
の
で
す
。

　

季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
季
語
も
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
山
。
春
〝
山
笑
う
〟。
草
木

が
芽
吹
き
始
め
た
華
や
か
さ
。
夏
〝
山
滴
る
〟。

緑
が
濃
く
な
り
生
い
茂
る
様
。
秋
〝
山
粧よ

そ

う
〟。

紅
葉
の
彩
り
を
化
粧
に
た
と
え
て
。
冬
〝
山
眠

る
〟。
枯
れ
た
草
木
が
深
い
眠
り
に
つ
く
か
の
ご

と
し
。
こ
う
し
た
感
性
は
、
四
季
の
あ
る
国
に

育
っ
た
私
た
ち
の
特
権
で
す
。
み
な
さ
ん
に
も

学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
手
紙

や
俳
句
よ
り
ツ
イ
ッ
タ
ー
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

の
方
が
身
近
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。　

　

ツ
イ
ッ
タ
ー
は
一
四
〇
文
字
。
長
い
文
章
を

書
く
身
か
ら
す
れ
ば
、
一
四
〇
文
字
で
相
手
に

何
か
を
伝
え
る
の
は
と
て
も
難
し
い
の
で
す

が
、
私
自
身
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
心
を
動
か
さ
れ
た

文
章
も
あ
り
ま
す
。
短
い
文
章
で
身
近
な
こ
と

を
誰
か
に
伝
え
よ
う
と
思
え
ば
、
文
章
を
磨
か

な
け
れ
ば
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
ス
マ
ホ
の
使
い
す

ぎ
は
控
え
た
上
で
、
文
章
の
精
度
を
上
げ
る
た

め
に
利
用
す
る
気
持
ち
で
使
う
な
ら
、
個
人
的

に
は
賛
成
で
す
。

次
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
文
章
を
磨
く
道
具
に
も

相
手
を
傷
つ
け
る
刃
に
も　

　

正
し
い
日
本
語
こ
そ
一
生
の
武
器
。
Ｔ
Ｐ
Ｏ

に
合
わ
せ
て
「
話
す
」、「
書
く
」
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
は
強
力
な
武
器
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
言
葉
は
人
の
心
に
届
か
な
い
と
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。
私
の
仕
事
も
言
葉
が
読
者
に
届
か

な
け
れ
ば
書
い
て
い
る
意
味
が
な
い
の
で
す
。

い
つ
も
念
頭
に
相
手
を
思
い
浮
か
べ
、
ど
う
い

う
風
に
書
い
た
ら
相
手
に
解
っ
て
も
ら
え
る

か
、
正
し
く
伝
わ
る
か
、
を
考
え
て
書
い
て
い

ま
す
。
同
時
に
、
正
し
い
日
本
語
で
表
現
す
る

こ
と
も
。

　　

現
代
は
、
省
略
語
、
ネ
ッ
ト
ス
ラ
ン
グ
、
オ

タ
ク
用
語
な
ど
、
い
ろ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

言
葉
は
本
来
自
由
な
の
で
、「
生
ま
れ
、
使
わ
れ

て
、消
滅
す
る
」
言
葉
が
あ
っ
て
も
良
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
を
使
う
場
合
は
、

正
し
い
日
本
語
が
使
え
る
と
い
う
根
っ
こ
が
な

け
れ
ば
ダ
メ
で
す
。
私
も
文
章
を
崩
し
て
書
い

た
り
し
ま
す
が
、
最
初
か
ら
崩
れ
て
い
て
は
崩

し
よ
う
が
な
い
。
若
者
言
葉
を
使
う
に
し
て
も
、

元
々
の
正
し
い
日
本
語
は
心
に
留
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　　

ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
、
発
信
し
た
言
葉
で
、
作

家
さ
ん
や
モ
デ
ル
さ
ん
と
簡
単
に
繋
が
り
を
も

て
る
世
界
で
す
。
た
だ
し
、
繋
が
れ
る
か
ど
う

か
は
礼
儀
と
し
て
送
る
最
初
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
次

第
。
い
か
に
相
手
の
心
を
掴
む
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

書
け
る
か
、
語
彙
力
や
文
章
力
に
か
か
っ
て
き

ま
す
。
み
な
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
社
会
人
と
し
て

働
く
上
で
も
、
正
し
い
日
本
語
の
文
章
で
相
手

に
自
分
の
真
意
を
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
読
ま

れ
も
せ
ず
、
見
下
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
正
し
い
日
本
語
は
で
き
る
だ
け
高

校
生
の
間
に
身
に
つ
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

か
く
言
う
私
も
勉
強
は
得
意
で
は
な
か
っ
た

し
、
特
に
理
系
は
全
滅
。
と
こ
ろ
が
、
勉
強
し

な
い
わ
り
に
、
現
国
、
古
文
、
漢
文
は
合
格
点

で
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
読
書
。
小
学
生
の
頃

か
ら
か
な
り
の
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
読
書

だ
け
で
国
語
の
成
績
も
大
学
受
験
も
大
丈
夫

だ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
本
を
読
む
、
美
し
い
文
章
に
触
れ

る
こ
と
を
強
く
お
す
す
め
し
た
い
。
声
に
出
し

て
読
む
「
素そ

ど
く読
」
は
、
意
味
が
解
ら
な
く
て
も

音
が
耳
に
入
る
こ
と
で
言
葉
を
習
得
で
き
、
文

章
の
リ
ズ
ム
も
身
に
付
き
ま
す
。

　 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
使

わ
れ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
す
が
、
一
方
で
危
険
な
媒
体

で
あ
る
こ
と
も
認
識
し
ま
し
ょ
う
。
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
の
友
達
申
請
は
、
確
か
最
大
五
千
人
で

し
た
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
数
、
初
版
本
の

製
造
数
と
同
じ
で
す
。
拡
散
し
て
広
が
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
新
刊
以
上
に
影
響
力
が
あ
り
ま

す
。
下
手
な
こ
と
は
書
け
ま
せ
ん
よ
ね
。
誰
に

向
け
て
書
く
の
か
、
五
千
人
の
目
に
触
れ
て
良

い
内
容
か
。
発
信
す
る
前
に
必
ず
再
確
認
す
る

こ
と
を
徹
底
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

身
に
付
い
た
言
葉
は

錆
び
な
い 

衰
え
な
い

　

最
後
に
、
慣
用
句
と
四
文
字
熟
語
を
マ
ス

タ
ー
す
れ
ば
、
表
現
力
が
グ
ン
と
上
が
り
、
文

章
の
質
も
格
段
に
良
く
な
り
ま
す
。
最
終
的
に

は
、
文
章
に
自
分
の
色
や
匂
い
を
付
け
て
〝
こ

の
文
章
は
○
○
ち
ゃ
ん
の
だ
〟
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
書
い
た
人
の
個
性
が
際
立
つ
文
章

が
書
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
プ
ロ
の
作
家
に
な

れ
ま
す
。

　　

表
現
力
を
鍛
え
る
た
め
に
私
が
行
っ
て
い
る

方
法
が
、
風
景
、
人
、
見
た
も
の
、
感
じ
た
こ

と
、
聞
い
た
こ
と
、
匂
い
、
味
わ
い
な
ど
の
五

感
で
感
じ
た
こ
と
を
文
章
に
す
る
こ
と
で
す
。

お
題
を
決
め
て
、
お
友
達
同
士
で
や
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
個
々
の
考
え
方
や
感

じ
方
が
違
っ
て
、
意
外
な
発
見
が
あ
る
は
ず
。

ま
た
、
漫
画
の
１
ペ
ー
ジ
の
文
章
化
も
よ
く
や

り
ま
す
。
こ
れ
も
面
白
い
で
す
よ
。
文
章
は
遊

び
な
が
ら
鍛
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

容
姿
は
い
ず
れ
老
い
ま
す
が
、
言
葉
は
錆
び

な
い
し
衰
え
な
い
。
年
を
重
ね
る
ほ
ど
磨
か
れ

て
い
き
ま
す
。
言
葉
は
一
生
か
け
て
遊
び
尽
く

せ
る
楽
し
い
道
具
だ
と
思
っ
て
、
み
な
さ
ん
味

わ
い
尽
く
し
て
下
さ
い
。


