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１

山
本
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
国
語
の
時
間
に
「
私
の
気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い
ま
す
。
山
本
さ
ん
は
、
二
〇
一
九
年
に
行

わ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
ラ
グ
ビ
ー
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
の
ス
ピ
ー
チ
を
考
え
て
、
学
習
班
で
リ
ハ
ー
サ
ル
を
し

て
い
ま
す
。
次
は
、
山
本
さ
ん
の
【
ス
ピ
ー
チ
】
と
ス
ピ
ー
チ
に
つ
い
て
の
【
意
見
１
】
【
意
見
２
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
ス
ピ
ー
チ
】

み
な
さ
ん
、
こ
の
新
聞
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
五
年
に

【
意
見
１
】

行
わ
れ
た
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
記
事
で
す
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
見
た
こ
と
が
あ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
本
で
行
わ
れ
、
し
か
も
、
熊
本
で

も
試
合
が
行
わ
れ
る
の
を
、
み
な
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
か
。

わ
た
し
は
、
地
域
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
で
ラ
グ
ビ
ー
を
し
て
い
ま
す
。
ラ

グ
ビ
ー
は
、
実
際
に
プ
レ
イ
す
る
の
も
楽
し
い
の
で
す
が
、
試
合
を
見
る

だ
け
で
も
と
て
も
楽
し
い
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

ラ
グ
ビ
ー
の
魅

力

は
、
ス
ピ
ー
ド
感
で
す
。
選
手
が
グ
ラ
ウ
ン

み

り
ょ
く

ド
を
素
早
い
動
き
で
走
り
回
り
、
敵
の
守
備
を
か
わ
し
て
い
く

瞬

間

し
ゅ
ん
か
ん

は
と
て
も
興
奮
し
ま
す
。
ま
た
、
タ
ッ
ク
ル
で
は
げ
し
く
ぶ
つ
か
り

【
意
見
２
】

合
う
場
面
も
あ
り
、
と
て
も
迫

力

が
あ
る
と
こ
ろ
も
ラ
グ
ビ
ー
の

は
く
り
ょ
く

魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
、
ラ
グ
ビ
ー
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ

を
見
て
く
だ
さ
い
。
見
て
も
ら
え
ば
必
ず
好
き
に
な
っ

て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
緒
に
ワ
ー
ル

い
っ
し
ょ

ド
カ
ッ
プ
を
盛
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
で
あ
る
「
ス
ピ
ー
ド
感
」
と

「
迫
力
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
て
い
た

の
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
も
見
に
行

き
た
く
な
り
ま
し
た
。

聞
き
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る

た
め
に
は
、
最
初
に
、
山
本
さ
ん
が
伝
え
た
い
こ

と
は
ラ
グ
ビ
ー
の
二
つ
の
魅
力
で
あ
る
こ
と
を
話

し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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山
本
さ
ん
の
行
っ
た
【
ス
ピ
ー
チ
】
の
工
夫
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

(1)
ア

ラ
グ
ビ
ー
を
始
め
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
話
し
、
聞
き
手
の
興
味
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

イ

ラ
グ
ビ
ー
の
動
き
に
つ
い
て
実
演
す
る
こ
と
で
、
ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
。

ウ

ラ
グ
ビ
ー
に
つ
い
て
の
最
新
の
情
報
を
伝
え
な
が
ら
、
ラ
グ
ビ
ー
を
や
ろ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
。

エ

ラ
グ
ビ
ー
に
つ
い
て
の
過
去
の
新
聞
記
事
を
使
い
、
聞
き
手
の
興
味
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

【
ス
ピ
ー
チ
】
の
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

(2)
ア

最
も
呼
び
か
け
た
い
内
容
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
自
分
の
体
験
を
交
え
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。

イ

最
も
呼
び
か
け
た
い
内
容
を
示
し
た
上
で
、
ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
に
つ
い
て
資
料
を
使
っ
て
く
わ
し
く
述
べ
て
い
る
。

ウ

話
題
を
示
し
た
上
で
ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
、
最
も
呼
び
か
け
た
い
内
容
を
述
べ
て
い
る
。

エ

話
題
を
示
し
た
上
で
他
の
ス
ポ
ー
ツ
と
具
体
的
に
比
較
し
て
、
最
も
呼
び
か
け
た
い
内
容
を
述
べ
て
い
る
。

山
本
さ
ん
は
、
【
意
見
１
】
【
意
見
２
】
を
も
と
に
、
【
ス
ピ
ー
チ
】
の

の
部
分
を
直
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
直
し
ま
す

(3)
か
。
次
の
【
ス
ピ
ー
チ
原
稿
の
一
部
】
の

Ａ

に
入
る
内
容
を
、
次
の
条
件
１
か
ら
条
件
３
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

【
ス
ピ
ー
チ
原
稿
の
一
部
】

Ａ

。

選
手
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
素
早
い
動
き
で
走
り
回
り
、
敵
の
守
備
を
か
わ
し
て
い
く
瞬

間
は
、
と
て
も
興
奮
し
ま
す
。
ま
た
、
タ
ッ
ク
ル
で
は
げ
し
く
ぶ
つ
か
り
合
う
場
面
は

ラ
グ
ビ
ー
の
魅
力
な
の
で
ぜ
ひ
見
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

条
件
１

【
意
見
１
】
【
意
見
２
】
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
ふ
ま
え
て
、
一
文
で
書
く
こ
と
。

条
件
２

ス
ピ
ー
チ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
づ
か
い
に
す
る
こ
と
。

条
件
３

二
十
字
以
上
、
四
十
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
。
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２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
文
中
の

線
部
の
漢
字
の
正
し
い
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
て
い
ね
い
に
書
き
な
さ
い
。

(1)
①

自
分
の
考
え
を
書
物
に
著
す
。

②

み
ん
な
の
期
待
に
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

③

久
し
ぶ
り
の
休
暇
を
楽
し
む
。

次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
文
中
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
部
分
を
漢
字
に
直
し
、
楷
書
で
て
い
ね
い
に
書
き
な
さ
い
。

か
い
し
ょ

(2)
①

成
功
を
イ
ノ
る
。

②

彼
の
ド
ク
ソ
ウ
的
な
表
現
が
す
ば
ら
し
い
。

③

間
違
い
を
シ
テ
キ
す
る
。

書
写
の
時
間
に
、
清

少

納
言
の
随
筆
【
『

枕

草
子
』
の
一
節
】
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

せ
い
し
ょ
う

な

ご
ん

ず
い
ひ
つ

ま
く
ら
の
そ
う

し

(3)【
『
枕
草
子
』
の
一
節
】

秋
は
夕
暮
れ
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
、

烏

の
寝
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
、
二
つ
三
つ
な
ど
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ

は

か
ら
す

あ
は
れ
な
り
。

①

線
部
の
「
あ
は
れ
」
の
部
分
を
、
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

②

線
部
の
「
秋
」
と
い
う
字
を
、
次
の
よ
う
に
行
書
で
書
き
ま
し
た
。
楷
書
と
比
較
し
た
と
き
の
行
書
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア

ひ

か
く

か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
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ア

楷
書
と
は
異
な
り
、
毛
筆
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
書
体
。

イ

楷
書
と
比
べ
る
と
、
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
書
体
。

ウ

楷
書
と
比
べ
る
と
、
点
画
を
崩
さ
ず
連
続
さ
せ
て
書
く
書
体
。

く
ず

エ

楷
書
と
は
異
な
り
、
筆
脈
を
意
識
せ
ず
に
書
く
書
体
。

次
の
文
の

―
線
部
「
歩
い
て
」
と
「
い
る
」
の
文
節
ど
う
し
の
関
係
は
次
の
う
ち
の
ど
れ
に
当
て
は
ま
り
ま
す
か
。
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ

(4)
選
び
な
さ
い
。

越
後
の
春
日
を
経
て
今
津
へ
出
る
道
を

珍

し
い
旅
人
の
一
群
が
歩
い
て
い
る
。

え
ち

ご

か

す

が

い
ま

づ

め
ず
ら

（
森

鴎
外
『
山

椒

大
夫
』
に
よ
る
。
）

も
り

お
う
が
い

さ
ん
し
よ
う

だ

ゆ
う

ア

主
語
・
述
語
の
関
係

イ

修
飾
・
被

修

飾

の
関
係

ウ

並
立
の
関
係

エ

補
助
の
関
係

ひ

し
ゅ
う
し
ょ
く

岡
本
さ
ん
は
、
国
語
の
時
間
に
「
潮
」
と
い
う
漢
字
を
漢
和
辞
典
の
部
首
索
引
を
使
っ
て
調
べ
て
い
ま
す
。
岡
本
さ
ん
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
最
も
適
切

さ
く
い
ん

(5)
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

最
初
に
、
部
首
（
氵
）
で
調
べ
て
、
次
に
つ
く
り
（
朝
）
の
十
二
画
を
調
べ
る
と
よ
い
。

イ

最
初
に
、
部
首
（
氵
）
で
調
べ
て
、
次
に
（
潮
）
の
十
五
画
を
調
べ
る
と
よ
い
。

ウ

最
初
に
、
部
首
（
月
）
で
調
べ
て
、
次
に
つ
く
り
（
朝
）
の
チ
ョ
ウ
と
い
う
音
で
調
べ
る
と
よ
い
。

エ

最
初
に
、
部
首
（
月
）
で
調
べ
て
、
次
に
（
潮
）
の
十
五
画
で
調
べ
る
と
よ
い
。

潮
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３

次
の
文
章
は
、
最
近
調
子
が
悪
く
、
タ
イ
ム
も
よ
く
な
い
桝
井
先
輩
が
陸
上
記
録
会
で
走
る
様
子
を
、
絶
好
調
で
あ
る
僕
（

俊

介
）
が
見
守
っ
て
い
る
場
面

ま
す

い

せ
ん

ぱ
い

ぼ
く

し
ゅ
ん
す
け

で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
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（
瀬
尾
ま
い
こ
『
あ
と
少
し
、
も
う
少
し
』
に
よ
る
。
）

せ

お

（

Ａ

）
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

(1)
ア

そ
し
て

イ

し
か
し

ウ

ま
た

エ

あ
る
い
は

―
線
部
①
「
僕
は
で
き
る
だ
け
軽
く
響
く
よ
う
に
慎
重
に
言
葉
を
発
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
僕
は
言
っ
た
」
と
い
う
表
現
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
な

(2)
効
果
が
あ
り
ま
す
か
。
効
果
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

桝
井
先
輩
の
調
子
の
悪
さ
を
他
の
選
手
に
わ
か
ら
せ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
僕
の
心
情
を
表
現
す
る
効
果
。

イ

桝
井
先
輩
の
調
子
が
悪
い
の
に
、
十
分
に
応
援
が
で
き
な
っ
た
自
分
を
責
め
る
心
情
を
表
現
す
る
効
果
。

ウ

桝
井
先
輩
の
調
子
の
悪
さ
を
意
識
さ
せ
ず
、
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
か
う
僕
の
心
情
を
表
現
す
る
効
果
。

エ

桝
井
先
輩
の
調
子
が
悪
く
て
も
前
向
き
で
、
落
ち
着
い
た
行
動
を
し
よ
う
と
す
る
僕
の
心
情
を
表
現
す
る
効
果
。

あ
な
た
の
ク
ラ
ス
で
は
、

―
線
部
②
「
行
っ
て
き
ま
す
」
と
言
っ
て
出
発
地
点
に
向
か
う
「
僕
」
の
気
持
ち
に
つ
い
て
考
え
を
出
し
合
っ
て
い
ま
す
。
あ

(3)
な
た
は
、

―
線
部
②
に
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
次
の
条
件
１
か
ら
条
件
３
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

【
田
代
さ
ん
】

私
は
、
「
僕
」
は
桝
井
先
輩
を
心
配
す
る
気
持
ち
が
強
い
と
思
い
ま
す
。

【
井
上
さ
ん
】

私
は
、
「
僕
」
は
や
っ
て
や
る
ぞ
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
と
思
い
ま
す
。

【
山
口
さ
ん
】

私
は
、
田
代
さ
ん
、
井
上
さ
ん
の
考
え
と
は
違
い
ま
す
。

条
件
１

あ
な
た
の
考
え
に
近
い
も
の
を
、

の
田
代
さ
ん
、
井
上
さ
ん
、
山
口
さ
ん
の
考
え
か
ら
選
び
、
解
答
欄
の
名
前
を
丸
で
囲
む
こ
と
。

条
件
２

選
ん
だ
理
由
を
、
文
章
中
の
言
葉
を
根
拠
に
使
っ
て
書
く
こ
と
。

条
件
３

段
落
は
つ
く
ら
ず
、
六
十
字
以
上
、
八
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。
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４

木
村
さ
ん
は
、
【
資
料
１
】
を
読
ん
で
、
草
原
を
守
る
活
動
に
興
味
を
も
ち
、
調
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
資
料
１
】

草
原
を
守
る

【
脚
注
】

（
１
）
草
原
の
種
類

阿
蘇
の
草
原
に
つ
い
て
学
ぶ
前
に
、
そ
も
そ
も
草
原
と
は
ど
う
い
う
場
所
を
い
う
の
か
考
え
て

※

野
草
・
・
・
山
や
野
に
自
生
す
る
草
。

み
ま
し
ょ
う
。
草
原
と
は
、
草
本
植
物
（
地
上
部
が
木
質
で
な
い
植
物
、
い
わ
ゆ
る
草
の
こ
と
）

※

ヤ
ブ
・
・
・
低
木
や
つ
る
草
な
ど
が
一
面
に
お
い

を
主
と
す
る
群
落
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
樹
木
が
あ
っ
て
も
、
草
の
割
合
が
五
十
％
以
上
の
も
の

し
げ
っ
て
い
て
、
踏
み
込
め
な
い
所
。

は
草
原
と
さ
れ
ま
す
。
自
然
の
ま
ま
の
自
然
草
原
と
人
の
手
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
二
次
的
草
原

※

茅
葺
き
・
・
・
カ
ヤ
で
屋
根
を
お
お
う
こ
と
。
ま

い

じ

（
人
為
草
原
）
と
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）

た
、
そ
の
屋
根
。

じ
ん

い

（
２
）
阿
蘇
の
草
原
の
特
徴

※

カ
ヤ
（
＝
茅
）
・
・
・
屋
根
を
お
お
う
際
に
用
い

約
二
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
広
さ
を
誇
る
阿
蘇
の
草
原
は
、
国
内
の
他
の
草
原
と
は
違
っ
た
特
徴

る
草
の
総
称
。

ほ
こ

を
持
っ
て
い
ま
す
。

※

人
文
景
観
・
・
・
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
景
色
。

全
国
の
草
原
を
見
て
み
る
と
、
人
工
的
に
作
ら
れ
た
草
地
で
あ
る
改
良
草
地
が
全
体
の
四
分
の

三
を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
、
阿
蘇
で
は
、
野
草
地
が
全
体
の
四
分
の
三
で
約
一
万
五
千
ヘ
ク
タ

し

※

ー
ル
、
改
良
草
地
が
約
五
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）

放
置
し
て
お
く
と
ヤ
ブ
化
す
る
草
原
を
草
原
の
ま
ま
で
維
持
す
る
た
め
に
、
阿
蘇
の
人
々
は
、

※

平
安
時
代
の
昔
か
ら
、
放
牧
、
採
草
、
野
焼
き
な
ど
の
作
業
を

施

し
て
き
ま
し
た
。

ほ
ど
こ

人
々
は
、
農
耕
や
牧
畜
を
営
む
上
で
の
必
要
か
ら
、
長
年
に
わ
た
っ
て
草
原
を
守
り
続
け
て
き

ぼ
く
ち
く

ま
し
た
。
ま
た
、
農
業
だ
け
で
な
く
、
茅
葺
き
の
た
め
の
カ
ヤ
や
薪
、
先
祖
に
供
え
る
草
花
の
採

※
か
や

ぶ

※

ま
き

取
等
、
ほ
か
の
面
に
お
い
て
も
、
草
原
は
人
々
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
阿
蘇
の

草
原
景
観
は
、
自
然
と
人
間
と
の
共
生
関
係
の
中
で
築
き
上
げ
ら
れ
た
人
文
景
観
で
あ
り
、
千
年

※

の
草
原
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
を
誇
る
も
の
な
の
で
す
。

（
環
境
省
自
然
環
境
局
九
州
地
区
自
然
保
護
事
務
所
「
つ
い
つ
い
子
供
に
伝
え
た
く
な
る
！

阿
蘇
の
草
原
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
に
よ
る
。
）

阿蘇の草原
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【
資
料
１
】
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

(1)
ア

草
原
と
は
、
草
本
植
物
を
中
心
と
す
る
群
落
の
こ
と
を
い
い
、
樹
木
が
あ
っ
た
場
合
は
草
原
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

草
原
の
種
類
に
は
、
自
然
草
原
と
二
次
的
草
原
が
あ
り
、
阿
蘇
の
草
原
の
特
徴
は
、
自
然
の
ま
ま
の
自
然
草
原
で
あ
る
。

ウ

阿
蘇
の
草
原
の
特
徴
は
、
農
耕
と
牧
畜
を
営
む
う
え
で
、
長
年
、
人
々
の
努
力
で
守
り
続
け
て
き
た
二
次
的
草
原
で
あ
る
。

エ

阿
蘇
の
草
原
は
、
人
間
と
の
共
生
の
中
で
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
守
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
。

木
村
さ
ん
は
、
【
資
料
１
】
を
読
ん
で
、
知
ら
な
い
言
葉
や
意
味
の
理
解
が
あ
い
ま
い
な
言
葉
に
つ
い
て
は
、
国
語
辞
典
で
調
べ
て
【
脚
注
】
を
つ
け
て
い

(2)
ま
す
。
し
か
し
、
「
茅
葺
き
」
の
意
味
は
、
国
語
辞
典
で
調
べ
て
も
具
体
的
に
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
学
校
図
書
館
で
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
あ
な
た

は
、
必
要
な
本
を
ど
の
よ
う
に
探
し
ま
す
か
。
【
学
校
図
書
館
の
案
内
図
の
一
部
】
を
参
考
に
し
て
、
本
の
探
し
方
を
二
つ
書
き
な
さ
い
。

【
学
校
図
書
館
の
案
内
図
の
一
部
】

茅葺き屋根の家
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◯
木
村
さ
ん
は
、
学
校
図
書
館
で
調
べ
た
【
資
料
２
】
の
文
章
を
、
次
の
よ
う
な
【
情
報
カ
ー
ド
】
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

【
資
料
２
】

【
情
報
カ
ー
ド
】

阿蘇の草原を守る取組

阿蘇では春の彼岸を中心に，野焼きが一斉に行われます。野焼
いっせい

きでは，草原に火を入れて焼く作業を行い，草原がヤブ化するの

を防ぐとともにその年の草の生産性を高めます。その後，８月

中 旬 から９月中旬にかけて，草がまだ青い時期に，野焼きの火
ちゅうじゅん

が近くにある山林に延焼しないようにするための防火帯づくり

（輪地切り・輪地焼き）が行われます。

放牧は，野草がのび始める４月上旬から，霜が降りる１２月上
しも

旬にかけて行われてきました。牛馬が草を食べ，足で踏むことで
ふ

シバの生える短草型草原が保たれます。冬場を畜舎で過ごす上で
ちくしゃ

必要な干し草を確保するために行う採草（干し草刈り）は，９月
か

中旬から始まり，１０月中旬まで続きます。

阿蘇の草原を守る取組

〔作業の目的〕

①野焼き： Ⅰ

②放牧：牛馬が草を食べ，足で踏むことで短草型草原を保つ

ため。

③輪地切り・輪地焼き：延焼しないための防火帯を作るため。

④採草：冬場を畜舎で過ごす上で必要な干し草を確保するため。

〔作業の期間〕
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【
情
報
カ
ー
ド
】
の
〔
作
業
の
期
間
〕
に
あ
る
Ａ
か
ら
Ｄ
に
は
、
〔
作
業
の
目
的
〕
に
あ
る
い
ず
れ
か
の
言
葉
が
入
り
ま
す
。
Ａ
か
ら
Ｄ
の
組
み
合
わ
せ
と

(3)
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

Ａ

放
牧

Ｂ

採
草

Ｃ

輪
地
切
り
・
輪
地
焼
き

Ｄ

野
焼
き

イ

Ａ

放
牧

Ｂ

輪
地
切
り
・
輪
地
焼
き

Ｃ

採
草

Ｄ

野
焼
き

ウ

Ａ

採
草

Ｂ

野
焼
き

Ｃ

輪
地
切
り
・
輪
地
焼
き

Ｄ

放
牧

エ

Ａ

採
草

Ｂ

野
焼
き

Ｃ

放
牧

Ｄ

輪
地
切
り
・
輪
地
焼
き

【
情
報
カ
ー
ド
】
の

Ⅰ

の
部
分
に
は
、
野
焼
き
の
目
的
が
入
り
ま
す
。
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
【
情
報
カ
ー
ド
】
の
②
か
ら
④
の
書
き
方
を
参
考

(4)
に
し
て
書
き
な
さ
い
。

木
村
さ
ん
は
、
調
べ
始
め
る
前
に
「
阿
蘇
の
草
原
は
、
何
の
た
め
に
守
ら
れ
て
き
た
の
か
」
「
ど
の
よ
う
に
し
て
守
ら
れ
て
き
た
の
か
」
と
い
う
二
つ
の
疑

(5)
問
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
答
え
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
、
次
の
条
件
１
か
ら
条
件
３
に
し
た
が
っ
て

書
き
な
さ
い
。

な
お
、
読
み
返
し
て
文
章
を
直
し
た
い
と
き
は
、
二
本
線
で
消
し
た
り
行
間
に
書
き
加
え
た
り
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

条
件
１

「
阿
蘇
の
草
原
は
、
」
に
続
け
て
、
二
つ
の
疑
問
に
答
え
る
形
で
書
く
こ
と
。

条
件
２

【
資
料
１
】
【
資
料
２
】
か
ら
必
要
な
情
報
を
取
り
上
げ
て
書
く
こ
と
。

条
件
３

書
き
出
し
の
部
分
も
ふ
く
め
て
、
八
十
字
以
上
、
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。


