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と
こ
ろ
で
、

「
草そ

う

子し

」
と
は

な
ん
で
す
か
？

「
草そ

う

子し

」は
紙
を
束た

ば

ね
て
と
じ
た

現げ
ん

代だ
い

で
い
う
ノ
ー
ト
の
こ
と
。

「
草そ

う

紙し

」や
「
双そ

う

紙し

」と
も
書
く
わ
。

「
枕ま

く
ら

」の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、

は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
な
い
の

45

江
え

戸
ど

天
てん

明
めい

年間に公
く

家
げ

の柳
やなぎ

原
はら

紀
もと

光
みつ

が
筆で書き写した『枕

まくらの

草
そう

紙
し

』の写本。
（西

にし

尾
お

市岩
いわ

瀬
せ

文庫蔵
ぞう

）

『
枕　ま

く
ら

　の

草そ
う

子し

』は
、こ
ん
な
本

　
平へ

い

安あ
ん

時
代
を
代
表
す
る
二
人
の
女じ

ょ

性せ
い

作
家
と
い
え
ば
、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

と
紫む

ら
さ
き
し
き式

部ぶ

で
す
。
紫む

ら
さ
き
し
き式

部ぶ

は
『
源げ

ん

氏じ

物
語
』
と
い
う
、
宮
中
を
舞ぶ

台た
い

に
し
た
物
語
を
書

き
、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
『
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

』
と
い
う
、
宮
中
で
暮く

ら
す
女じ

ょ

性せ
い

の
目
を
通
し
た

随ず
い

筆ひ
つ（

エ
ッ
セ
イ
）を
書
き
ま
し
た
。『
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

』
は
現げ

ん

在ざ
い

日
本
に
残の

こ

っ
て
い
る

随ず
い

筆ひ
つ

の
中
で
は
一
番
古
い
も
の
で
す
。

　
随ず

い

筆ひ
つ

と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
見
た
こ
と
や
経け

い

験け
ん

し
た
こ
と
な
ど
を
心
の
お

も
む
く
ま
ま
に
、
自
由
な
形
式
で
書
い
た
文
章
の
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
平へ

い

安あ
ん

時
代

に
そ
う
い
っ
た
分ぶ

ん

類る
い

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

も
自
分
が
随ず

い

筆ひ
つ

家か

（
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）で
あ
る
と
、
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
短
く
歯
切
れ
の
よ
い
文
章
で
、
身
の
回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
ご
と
に

つ
い
て
、
自
分
の
思
い
を
率そ

っ

直ち
ょ
く

に
書
き
表
し
て
い
ま
す
。

　『
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

』
は
、
約や

く

三
百
の
段だ

ん（
章
）か
ら
成な

り
立
っ
て
い
て
、
そ
の
内な

い

容よ
う

は
、

自
分
の
好す

き
な
も
の
、
き
ら
い
な
も
の
な
ど
を
書
い
た
「
も
の
づ
く
し
」
と
、
日に

ち

常じ
ょ
う

生
活
や
四し

季き

の
こ
と
を
書
い
た
「
随ず

い

想そ
う

」、
そ
し
て
自
分
が
仕
え
て

い
た
宮き

ゅ
う

廷て
い

社
会
を
書
い
た
「
回
想
」
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
す
ぐ
れ
た
知ち

性せ
い

と
き
ら
め
く
感か

ん

性せ
い

を
か
ね
備そ

な

え
た
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
、
日に

ち

常じ
ょ
う

生
活
や
自し

然ぜ
ん

、
周し

ゅ
う

囲い

の
人
々
な
ど
を
す
る
ど

く
観か

ん

察さ
つ

し
て
、
生
き
生
き
と
え
が
い
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
美
し
く
、
と
き
に
お
か
し
く
、
と
き
に
厳き

び

し
く
、

千
年
前
の
日
本
人
と
現げ

ん

代だ
い

の
わ
た
し
た
ち
の
、
ち
が

い
よ
り
も
共
通
点
の
ほ
う
を
た
く
さ
ん
感
じ
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
千
年
も
の
間
、『
枕ま

く
ら
の
そ
う草

子し

』
が
読
み
つ
が
れ
、
愛あ

い

さ
れ
て
き
た
秘ひ

密み
つ

な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
か
ら
お
よ
そ
千
年
前
に
、

清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

と
い
う
女じ

ょ

性せ
い

が
書
い
た

随ず
い

筆ひ
つ

（
エ
ッ
セ
イ
）集
で
す
。

宮
中
の
様
子
や
貴き

族ぞ
く

の
生
活
、

自し

然ぜ
ん

の
美
し
さ
と
、
そ
れ
を
愛あ

い

す
る
気
持
ち
、

時
代
が
変か

わ
っ
て
も
変か

わ
ら
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。



ど
ん
な
意
味
？

1011 1011

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う
！
①

原文に
トライ！単

語
チ
ェ
ッ
ク

し
ろ
く
な
り
ゆ
く
●
夜
が
白

ん
で
い
く
。
夜
が
明
け
て
明
る
く

な
っ
て
い
く
。

山
ぎ
は（

わ
）

●
山
の
稜り

ょ
う

線せ
ん

に
接せ

っ

し
て

い
る
あ
た
り
の
「
空
」
の
こ
と
。

春
は
夜
明
け
が
い
い
。

だ
ん
だ
ん
夜
が
明
け
て
い
く

山
ぎ
わ
の
空
が
、

少
し
だ
け
明
る
く
な
っ
て
、

紫む
ら
さ
き

が
か
っ
た
雲
が
、
細
く
長
く

た
だ
よ
っ
て
い
る
の
が
す
て
き
。

春
は
あ
け
ぼ
の
。

や
（
よ
）
う
や

（
よ
）
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は

（
わ
）
、

す
こ
し
あ
か
り
て
、

紫む
ら
さ
き

だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。



わ
た
し
が 

か
わ
い
い
と
思
う
も
の

1819

ひな遊びの道具
紙
かみ

製
せい

または土
つち

製
せい

の小さい人形と、人形用の小さな家具や食
しょっ

器
き

。顔をかしげてものを見る
＊あまそぎの女の子

あやしているうちに
うでの中でねむってしまう子ども

瓜
うり

にえがかれている子どもの顔

ねずみの鳴きまねをすると
寄

よ

ってくる子すずめ

とても小さな
＊
葵
あおい

池からすくい上げた
すごく小さな蓮

はす

の葉っぱ

＊あまそぎ●肩
かた

や背
せ

中
なか

で
切りそろえた少女の髪

かみ

型
がた

。
おかっぱに近い。

　
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
、「
う
つ
く
し
き
も
の
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
自
分
の
身
の
回
り

に
あ
る
、
愛あ

い

す
べ
き
も
の
ご
と
に
つ
い
て

書
い
て
い
ま
す
。

　「
う
つ
く
し
」
は
、
現げ

ん

代だ
い

語ご

の
「
美
し

い
」
で
は
な
く
、「
か
わ
い
い
」
に
あ
た

る
言
葉
。
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
自
分
だ
け
の（
あ

る
い
は
平へ

い

安あ
ん

貴き

族ぞ
く

が
感
じ
る
）「
か
わ
い

い
」
を
た
く
さ
ん
見
つ
け
て
い
ま
す
。

　
な
か
に
は
、「
あ
や
し
て
い
る
う
ち
に

ね
む
っ
て
し
ま
う
子
ど
も
」
や
、「
ね
ず

み
の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
寄よ

っ
て
く
る
子

す
ず
め
」
な
ど
、
現げ

ん

代だ
い

に
生
き
る
わ
た
し

た
ち
が
想そ

う

像ぞ
う

し
て
も
、「
か
わ
い
い
」
と

感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
池
か
ら
す
く
い
上
げ
た
蓮は

す

の

葉
」
や
「
ひ
な
遊
び
の
道
具
」
な
ど
も
か

わ
い
い
も
の
と
し
て
挙あ

げ
ら
れ
、
最さ

い

後ご

に

「
何
も
か
も
、
小
さ
な
も
の
は
み
ん
な
か

わ
い
い
」
と
し
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
小

さ
な
も
の
を
、
思
わ
ず
「
か
わ
い
い
」
と

感
じ
る
気
持
ち
は
、
今
も
昔
も
変か

わ
る
こ

と
が
な
い
の
で
す
ね
。

小
さ
い
も
の
は

み
ん
な
か
わ
い
い
!?

清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

研
究
1

う
つ
く
し
き
も
の

 

か
わ
い
い
な
あ
、
と

思
う
も
の
。
瓜う

り

に
か
い
て
あ
る
子
ど
も
の

顔
。﹁
ち
ゅ
っ
ち
ゅ
っ
﹂
と
、
ね
ず
み
の

鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、
お
ど
る
よ
う
に

や
っ
て
来
る
す
ず
め
の
子
。（
中ち

ゅ
う

略り
ゃ
く

）ひ
な

遊
び（
人
形
ご
っ
こ
）の
道
具
。
池
か
ら

す
く
い
上
げ
た
す
ご
く
小
さ
な
蓮は

す

の
葉
っ

ぱ
。
と
て
も
小
さ
な
葵あ

お
い

。
何
も
か
も
、
小

さ
な
も
の
は
、
み
ん
な
か
わ
い
い
。

ど
ん
な
意
味
？

殿
てん

上
じょう

童
わらわ

宮中に奉
ほう

仕
し

している貴
き

族
ぞく

の子ども。

　

う
つ
く
し
き
も
の　

瓜う
り

に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。

雀す
ず
め

の
子
の
ね
ず
鳴
き
す
る
に
を（

お
）

ど
り
来
る
。（
中ち

ゅ
う

略り
ゃ
く

）

雛ひ
い
な

の
調ち

ょ
う

度ど

。
蓮は

ち
す

の
浮う

き
葉
の
い
と
小
さ
き
を
、
池
よ

り
取
り
あ
げ
た
る
。
葵あ

お
い

の
い
と
小
さ
き
。
何
も
何

も
、
小
さ
き
も
の
は
、
み
な
う
つ
く
し
。

＊葵
あおい

●ハート形の葉をつ
けるフタバアオイという
植物の名前。



な
ぞ
の
わ
か
め
事じ

件け
ん

2829

わ
た
し
、
離り

婚こ
ん

し
て
い
る
の
。

も
と
夫お

っ
と

と
は
、

性せ
い

格か
く

が
合
わ
な
く
て
…
…

だ
っ
て
、
あ
の
人
、

風
流
じ
ゃ
な
い
の
だ
も
の

今
は
友と

も

達だ
ち

み
た
い
な

も
の
だ
け
れ
ど
ね

わ
れ
こ
そ
が

次
の
関か

ん

白ぱ
く

い
や
、わ
れ

こ
そ
が
！ 

し
ば
ら
く
自じ

宅た
く

で

静
か
に
過す

ご
し
ま
し
ょ
う

一い
ち

応お
う

、
あ
な
た
た
ち
に
は

居い

場ば

所し
ょ

を
教
え
て
お
く
わ

だ
れ
に
も
言
わ
な
い
で

ち
ょ
う
だ
い
ね

最さ
い

近き
ん

、
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

を
見
な
い
ね
。

ど
こ
行
っ
た
の
？　

本
当
に

何
か
知
ら
な
い
？

い
や
、

そ
の
…

え
え
と
…

何
も
言
え
ま
せ
ん

宮
中
に
て

清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

の
家
に
て

後
日
。
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

の
家
に
て

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た　

も
う
、
ご
ま
か
し
き
れ
ま
せ
ん　

居い

場ば

所し
ょ

を

教
え
て
も
い
い
で
す
か

も
う
一
度

わ
か
め
で
も
食
べ
て
、

だ
ま
っ
て
い
て

ち
ょ
う
だ
い

清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

研
究
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わ
か
っ
た

もと夫
おっと

橘
たちばなの

則
のり

光
みつ

清
せい

少
しょう

納
な

言
ごん

の
風流仲

なか

間
ま

藤
ふじ

原
わらの

斉
ただ

信
のぶ

源
みなもとの

経
つね

房
ふさ

藤
ふじ

原
わらの

道
みち

長
なが

（定
てい

子
し

のおじ）
伊
これ

周
ちか

（定
てい

子
し

の兄）

源
みなもとの

済
なり

政
まさ

ま
っ
た
く
、

こ
ま
っ
た
人
ね

わ
か
め
だ
け
包つ

つ

ん
だ

白
紙
の
手
紙
で
お
返
事
す
る
わ

こ
の
和
歌
の

意
味
が
わ
か
る
？　

風
流
な
人
な
ら
、

わ
か
っ
て
く
れ
る
の
だ
け
ど

こ
の
間
の
手
紙
、

返
事
を
も
ら
っ
て

な
い
の
だ
け
れ
ど

何
？　

あ
の
わ
か
め

か
づ（

ず
）

き
す
る　

あ
ま
の
す
み
か
を　

そ
こ
と
だ
に　

ゆ
めい
ふ（

う
）

な
と
や　

め
を
食
は（

わ
）

せ
け
む（

ん
）

…
…
や
っ
ぱ
り

こ
の
人
と
は

合
わ
な
い
の
よ
ね
…
…

　

和
歌
は
苦
手
な
ん
だ
よ
！

あ
あ
っ
、
や
め
て
！

意味：もぐっている海
あ

女
ま

のすみか
を底（そこ）とだなんて、ゆめゆめ
言うなと目くばせしたでしょう。つ
まり、わたしのすみかも言うなって
こと！（わか）めを食わせたでしょ。

定て
い

子し

さ
ま
の

お
父
さ
ま
が

な
く
な
っ
て
以
来
、

宮
中
が
ピ
リ
ピ
リ
し
て

い
や
だ
わ



3435

ど
ん
な
意
味
？

格こ
う

子し

●
柱は

し
ら

の
間
に
あ
る
戸
。

ま
ゐ（

い
）

る
●
し
て
差さ

し
あ
げ
る
。

炭す

櫃び
つ

●
い
ろ
り
。

さ
ぶ
ら（

ろ
）

ふ（
う
）

●
そ
ば
に
ひ
か
え
る
。

香こ
う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
●
白は

く

楽ら
く

天て
ん

の
漢

詩
の
一
節
。

御み

簾す

●
す
だ
れ
。

さ
べ
き
●
ふ
さ
わ
し
い
。

単
語
チ
ェ
ッ
ク

雪
の
い
と
高た

こ

う
降ふ

り
た
る
を
、

例れ
い

な
ら
ず
御み

格こ
う

子し

ま
ゐ（

い
）

り
て
、

炭す

櫃び
つ

に
火
お
こ
し
て
、

物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら（

ろ
）

ふ（
う
）

に
、

「
少し

ょ
う

納な

言ご
ん

よ
。
香こ

う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
い
か
な
ら
む（

ん
）

」

と
仰お

お

せ
ら
る
れ
ば
、

御み

格こ
う

子し

上
げ
さ
せ
て
、

御み

簾す

を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑わ

ら

は（
わ
）

せ
た
ま
ふ（

う
）

。

人
々
も
「
さ
る
事
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ（

え
）

う
た
へ（

え
）

ど
、

思
ひ（

い
）

こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。

な
ほ（

ほ
）

こ
の
宮み

や

の
人
に
は
さ
べ
き
な（

ん
）め
り
」

と
言
ふ（

う
）

。

雪
が
と
て
も
高
く
降ふ

っ
た
の
に
、
い
つ
も
と
ち
が
っ

て
格こ

う

子し

を
お
下
ろ
し
し
て
、
炭す

櫃び
つ

に
火
を
起お

こ
し

て
、
話
な
ど
を
し
て
集
ま
っ
て
ひ
か
え
て
い
る
と
、

（
中

ち
ゅ
う

宮ぐ
う

さ
ま
が
）「
少

し
ょ
う

納な

言ご
ん

よ
、
香こ

う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
は
ど
う

か
し
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、（
わ
た
し
が
）
格こ

う

子し

を
上
げ
さ
せ
て
、
御み

簾す

を
高
く
上
げ
た
と
こ
ろ
、

（
中

ち
ゅ
う

宮ぐ
う

さ
ま
が
）
お
笑わ

ら

い
に
な
る
。
ほ
か
の
人
た
ち

も
、「
そ
う
い
う
漢
詩
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
そ
ん
な
気
の
利き

い
た
答
え
方
は
思
い
つ
か
な

か
っ
た
。
さ
す
が
中

ち
ゅ
う

宮ぐ
う

さ
ま
に
お
仕
え
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
人
ね
」
と
言
う
。

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う
！
⑦

原文に
トライ！



貴き

族ぞ
く

は
何
を
し
て
遊
ん
だ
の
？
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午
前
中
は
仕
事
を
し
て
い
る
貴き

族ぞ
く

の
男だ

ん

性せ
い

で
す
が
、
午
後
は
仕
事
は
な
く
、
儀ぎ

式し
き

と
遊
び
が
生
活
の
す
べ
て
で
し
た
。
男だ

ん

性せ
い

に
と
っ
て
の
儀ぎ

式し
き

や
行
事
、
行
楽
や
う
た

げ
は
、
仕
事
の
延え

ん

長ち
ょ
う

の
よ
う
な
も
の
。
そ

こ
で
の
遊
び
や
ふ
る
ま
い
、
そ
し
て
結け

っ

果か

の
優ゆ

う

劣れ
つ

は
、
そ
の
人
の
セ
ン
ス
や
教

き
ょ
う

養よ
う

を

表
し
、
出
世
さ
え
左
右
し
か
ね
な
い
も
の

で
し
た
。

　
女じ

ょ

性せ
い

に
と
っ
て
も
、
物
語
を
読
ん
だ

り
、
楽が

っ

器き

の
演え

ん

奏そ
う

を
し
た
り
、
も
の
合
わ

せ
を
す
る
こ
と
は
、
楽
し
い
遊
び
で
あ
る

と
同
時
に
、
知ち

識し
き

や
教

き
ょ
う

養よ
う

が
必ひ

つ

要よ
う

と
さ
れ

る
貴き

族ぞ
く

と
し
て
の
た
し
な
み
で
し
た
。

　「
物
語
」
を
読
む
こ
と

は
貴き

族ぞ
く

の
た
し
な
み
で
あ

り
、
楽
し
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。
中ち

ゅ
う

国ご
く

か

ら
来
た
漢
字
か
ら
、
日
本
独ど

く

自じ

の
「
平ひ

ら

仮が

名な

」
が
作
ら
れ
た
こ
の
時
代
に
は
、

『
竹た

け

取と
り

物
語
』『
伊い

勢せ

物
語
』『
宇う

津つ

保ほ

物

語
』『
土と

佐さ

日
記
』『
蜻か

げ
ろ
う蛉

日
記
』
ほ
か
、

た
く
さ
ん
の
物
語
や
日
記
が
生
ま
れ
ま

し
た
。

　
囲い

碁ご

は
女じ

ょ

性せ
い

に
も
人
気
の
遊
び
で
し

た
。
双す

ご

六ろ
く

は
、
今
の
も
の
と
は
ち
が
い
、

白
と
黒
の
コ
マ
と
、
さ
い
こ
ろ
を
使
っ

て
遊
ぶ
も
の
で
し
た
。
偏へ

ん

継つ
ぎ

は
、

漢
字
の
偏へ

ん

に
「
つ
く
り
」
を

く
っ
つ
け
て
文
字
を
完か

ん

成せ
い

さ

せ
る
、
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
遊

び
で
す
。

　
け
ま
り
と
は
、
八
人
の
男だ

ん

性せ
い

が
一
つ
の
ま
り
を
順じ

ゅ
ん

番ば
ん

に
け
っ
て
、
次
の
人
に
わ
た
す
遊
び
で
す
。
け
る
回
数

は
一
人
三
回
以
上
、
使
っ
て
い
い
の
は
足
の
甲こ

う

だ
け
。

勝し
ょ
う

敗は
い

は
な
く
、
な
る
べ
く
長
く
続つ

づ

く
よ
う
、
次
の
人
が

け
り
や
す
い
球
を
送
り
ま
す
。
足
を
高
く
上
げ
て
足
の

裏う
ら

を
見
せ
た
り
す
る
の
は
、
下
品
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
二
組
に
分
か
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
も
の
」
の
優ゆ

う

劣れ
つ

を
競き

そ

う
「
○

○
合
わ
せ
」
と
い
う
遊
び
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
集
め
た
貝
の
美
し
さ

や
め
ず
ら
し
さ
を
競き

そ

う
「
貝
合
わ
せ
」、
和
歌
の
出で

来き

栄ば

え
を
競き

そ

う
「
歌
合
わ
せ
」
の
ほ
か
、「
絵
合
わ

せ
」「
香こ

う

合
わ
せ
」「
花
合
わ
せ
」「
鳥
合
わ
せ
」

「
虫
合
わ
せ
」
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

も
の
合
わ
せ

け
ま
り

囲い

碁ご

・
双す

ご

六ろ
く

・
偏へ

ん

継つ
ぎ

遊
び
と
い
え
ど
も

知ち

識し
き

や
教き

ょ
う

養よ
う

が
必ひ

つ

要よ
う

　一
いち

条
じょう

天
てん

皇
のう

の飼
か

いねこは、位
くらい

をいただ
いて「命

みょう

婦
ぶ

（女の殿
てん

上
じょう

人
びと

）さま」と呼
よ

ばれ、
専
せん

属
ぞく

のお世話係もいました。犬も飼
か

われ
ていましたが、ペットとしては、ねこのほ
うが人気があったようです。
　また輸

ゆ

入
にゅう

されたおうむを飼
か

ったり、す
ずめの雛

ひな

を卵
たまご

からかえして育てることも
人気がありました。

ペットも人気があった！

コラム

 

所し
ょ

在ざ
い

な
さ（
退た

い

屈く
つ

）が
や
わ
ら
ぐ

も
の
。
囲い

碁ご

。
双す

ご

六ろ
く

。
物
語
を
読
む
こ
と
。

ど
ん
な
意
味
？

　

つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
む
も
の

碁ご

。
双す

ご

六ろ
く

。
物
語
。

時
代
背は

い

景け
い

研
究
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物
語

　
小
さ
な
女
の
子
に
は
、
お
人
形
遊
び

は
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
紙
や
土
で
作

ら
れ
た
お
人
形
に
、
着
が
え
を
さ
せ
た

り
、
も
の
を
食
べ
さ
せ
る
ま
ね
を
し
た

り
し
て
遊
び
ま
し
た
。

　
お
人
形
に
は
、
か
わ
い
い
家
具
や
さ

ま
ざ
ま
な
道
具
類る

い

も
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
て
、
こ
れ
が
現げ

ん

代だ
い

の
お
ひ
な
さ
ま
の

人
形
や
飾か

ざ

り
の
原げ

ん

型け
い

に
な
り
ま
し
た
。

ひ
な
遊
び



「
い
と
お
か
し
」を

使
っ
て
み
よ
う

「
わ
ろ
し
」を

使
っ
て
み
よ
う

秋
は
夕ゆ

う

暮ぐ
れ

。（
中

ち
ゅ
う

略り
ゃ
く

）ま

い
て
雁か

り

な
ど
の
つ
ら
ね
た

る
が
、
い
と
小
さ
く
見
ゆ

る
は
、
い
と
を
（
お
）か
し
。

A
さ
ん
「
こ
の
服
ど
う
？
」

B
さ
ん
「
い
と
お
か
し
」

や
っ
て
み
よ
う
！

冬
は
つ
と
め
て
。（
中

ち
ゅ
う

略り
ゃ
く

）昼
に
な
り
て
、
ぬ
る

く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、

火ひ

桶お
け

の
火
も
、
白
き
灰は

い

が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し
。

あ
な
た
た
ち
の
時
代
の
言
葉
で

い
え
ば
、「
秋
は
夕ゆ

う

暮ぐ

れ
時
が
い

い
よ
ね
！
（
中ち

ゅ
う

略り
ゃ
く

）ま
し
て
雁か

り

な

ん
か
が
一
列
に
並な

ら

ん
で
飛と

ん
で
る

の
が
、
と
っ
て
も
小
さ
く
見
え

る
の
は
、
す
ご
く
い
い
感
じ
！
」

で
す
ね
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古
こ

典
てん

であそぼう
平
へい

安
あん

時代に

タイムスリップした

気分で使ってみてね

　「
お
か
し
の
文
学
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
『
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

』
に
は
、
作
者
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

が
「
お
か
し
」
と
感
じ

る
も
の
や
人
、
風ふ

う

景け
い

や
音
な
ど
が
、
た
く
さ
ん
登
場

し
ま
す
。

　
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
る
「
お
か
し
」
は
、

「
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
現げ

ん

代だ
い

の
わ
た
し
た

ち
が
使
う
「
い
い
ね
！
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
で
、

そ
の
場
面
に
応お

う

じ
て
「
う
ま
い
ね
」「
す
ご
い
ね
」

「
き
れ
い
」「
か
わ
い
い
」「
お
も
し
ろ
い
」「
感
動
し

た
」「
好す

き
！
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
ふ
く

ま
れ
て
い
ま
す
。

　「
お
か
し
」
の
前
に
つ
い
て
い
る
「
い
と
」
は
、

「
と
て
も
」「
す
ご
く
」、
あ
る
い
は
「
マ
ジ
」
の
よ

う
に
、「
お
か
し
」
の
意
味
を
強
め
る
言
葉
で
す
。

　「
メ
ッ
チ
ャ
、
い
い
よ
ね
」「
マ
ジ
、
や
ば
く

ね
？
」
な
ど
と
言
う
と
、
た
い
て
い
先
生
や
お
う
ち

の
人
に
注
意
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、「
い
と
お
か

し
」
は
、
そ
ん
な
と
き
の
「
感
動
し
て
、
思
わ
ず
、

だ
れ
か
に
言
い
た
く
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
。

「
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
か
っ
こ
い
い
！
」「
メ
ッ
チ
ャ
、
か

わ
い
い
～
！
」
と
言
い
た
い
場
面
で
、
ま
っ
た
く
同

じ
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
わ
ろ
し
」
は
「
よ
く
な
い
」

「
悪
い
」「
い
や
な
感
じ
」「
か
っ
こ
悪
い
」
と
い
う

よ
う
な
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
否ひ

定て
い

的て
き

な
言
葉
に
は
、
ほ
か
に
「
す
さ
ま
じ
」

（
興き

ょ
う

ざ
め
す
る
）「
に
く
し
」（
に
く
ら
し
い
）「
味あ

じ

気き

な

し
」（
困こ

ま

っ
た
も
の
）「
ね
た
し
」（
腹は

ら

が
た
つ
）「
見
苦

し
」（
み
っ
と
も
な
い
）な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、「
わ
ろ
し
」
は
「
い
や
な
感
じ
」
が
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
応お

う

用よ
う

で
き
る
言
葉
で
す
。

　
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
『
春
は
あ
け
ぼ
の
』
で
、
春
夏
秋

冬
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を
「
お
か
し
」「
い
と
お
か

し
」「
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」（
わ
ざ
わ
ざ
言
う
ま

で
も
な
い
）と
た
く
さ
ん
数
え
上
げ
て
お
い
て
、
冬

の
最さ

い

後ご

で
い
き
な
り
「
わ
ろ
し
」
と
い
う
、
落
ち
を

つ
け
て
い
ま
す
。

　
否ひ

定て
い

的て
き

な
言
葉
は
、
人
に
対
し
て
使
え
ば
人
を
い

や
な
気
持
ち（「
わ
ろ
し
」
）に
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
失し

っ

敗ぱ
い

談だ
ん

で
人
を
笑わ

ら

わ
せ
た

い
と
き
な
ど
に
、「
い
と
お
か
し
」
と
組
み
合
わ
せ

て
最さ

い

後ご

に
「
わ
ろ
し
」
で
し
め
る
な
ど
す
る
と
、
会

話
を
お
も
し
ろ
く
で
き
ま
す
ね
。

﹁
い
と
お
か
し
﹂
は
ど
ん
な
意
味
？

﹁
い
と
お
か
し
﹂
は
ど
う
使
え
る
？

﹁
わ
ろ
し
﹂
は
ど
ん
な
意
味
？

﹁
わ
ろ
し
﹂
は
ど
う
使
え
る
？

スーパーの
お菓

か

子
し

売り場は
いとおかし

お母さんの
おこった顔、
いとわろし リ

レ
ー
を
走
っ
て
い
る

○
○
君
っ
て
、

い
と
お
か
し
！

○
○
さ
ん
の
洋
服
の
セ
ン
ス
は
い
と

お
か
し
。
で
も
、
と
き
ど
き
、
ぼ
く

に
も
す
す
め
る
の
は
い
と
わ
ろ
し
。

夕
食
を
運
ぶ
の
を
手て

伝つ
だ

っ
た
ら
、
お

盆ぼ
ん

を
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
ス
ー
プ
は

こ
ぼ
れ
る
し
、
お
皿
は
割わ

る
し
で
わ

ろ
し
。

ケ
ー
キ
に
ち
ょ
こ
ん
と

の
っ
か
っ
て
い
る
い
ち
ご
は

い
と
お
か
し
。

三
歳さ

い

の
弟
と
散さ

ん

歩ぽ

に
行
く
の
は
、
い

と
お
か
し
。
で
も
、
と
き
ど
き
途と

中ち
ゅ
う

で
転
ん
で
し
ま
っ
て
わ
ろ
し
。

今
の
言
葉
で
は
、「
冬
は
や
っ
ぱ
り
、
す
ご
く

寒
い
早
朝
が
冬
ら
し
く
て
い
い
。
（
中ち

ゅ
う

略り
ゃ
く

）で

も
昼
に
な
る
と
、
朝
の
寒
さ
は
ゆ
る
ん
で
く

る
し
、
火ひ

桶お
け

の
中
の
炭
も
白
い
灰は

い

に
な
っ
て

し
ま
う
し
、
も
う
あ
ん
ま
り
い
い
感
じ
と
は

い
え
な
い
わ
ね
！
」
っ
て
、
感
じ
か
し
ら
？



や
っ
て
み
よ
う
！

バラ色
スイートピー色
ラベンダー色
マーガレット色
ひまわり色

襲か
さ
ね

の
色い

ろ

目め

を

作
っ
て
み
よ
う

星色
ベル（鐘

かね

）色
ひいらぎ色
雪色
サンタ色
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そ
の
色
が
連れ

ん

想そ
う

で
き
る
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
襲か

さ
ね

の
名
前
や

色
の
名
前
を
つ
け
よ
う

ま
ず
は
襲か

さ
ね

の
名
前
を
決
め
よ
う

配
色（
色
の
順じ

ゅ
ん

番ば
ん

）を
決
め
て
、

色
を
ぬ
ろ
う

十じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
え

の
襟え

り

元も
と

と
袖そ

で

口ぐ
ち

の

カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

花満
まん

開
かい

色聖
せい

夜
や

　
宮

き
ゅ
う

廷て
い

に
仕
え
る
女じ

ょ

性せ
い

の
正せ

い

装そ
う

は
、
十

じ
ゅ
う

二に

単ひ
と
え

。
何

枚ま
い

も
の
袿う

ち
き

を
重
ね
着
し
て
、
襟え

り

元も
と

や
袖そ

で

口ぐ
ち

、
裾す

そ

か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
色
が
少
し
ず
つ
見
え
る
よ
う
に
す

る
の
が
、
こ
の
時
代
の
お
し
ゃ
れ
、「
襲か

さ
ね

」
で
し
た
。

　
季き

節せ
つ

の
移う

つ

ろ
い
を
先
取
り
し
て
表

ひ
ょ
う

現げ
ん

す
る
の
が

襲か
さ
ね

の
基き

本ほ
ん

。
そ
の
た
め
襲か

さ
ね

に
は
、
春
に
は
「
紅こ

う

梅ば
い

」「
桜さ

く
ら

」、
夏
は
「
杜か

き
つ
ば
た若

」「
撫な

で
し
こ子

」、
秋
は
「
桔き

梗き
ょ
う

」「
朽く

ち

葉ば

」、
冬
な
ら
「
雪
の
下
」「
枯か

れ

野の

」

「
氷
」
な
ど
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

わたしは
「お花屋さんの襲

かさね

」
を作ろう

わたしは
「クリスマスの襲

かさね

」に
しようっと

えーと、赤でしょう？
ピンク、紫

むらさき

、白、
それと黄色かなあ

1
そ
の
名
前
か
ら
イ
メ
ー
ジ

す
る
色
を
選え

ら

び
出
そ
う

2

3

4

最
さい

初
しょ

が赤、次がピンク、
そして紫

むらさき

がきて、最
さい

後
ご

が
白かなあ……

わたしが将
しょう

来
らい

なりたいと
思っている、お花屋さんを
イメージしました

大好
す

きなクリスマスの
季

き

節
せつ

をイメージして
みました

　
そ
れ
ぞ
れ
の
襲か

さ
ね

に
は
、
決
め
ら
れ
た
配
色
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
紅こ

う

梅ば
い

」
な
ら
紅こ

う

梅ば
い

を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
自
分
だ
け
の
色
の
組
み
合
わ
せ
を

考
え
た
の
で
す
。
濃の

う

淡た
ん

の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
だ
け

で
な
く
、
反
対
色
を
使
っ
た
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
濃こ

い
色
を
混ま

ぜ
た
り
も
し
ま
し
た
。

　
お
し
ゃ
れ
を
競き

そ

う
女
心
は
昔
も
今
も
同
じ
。
袿

う
ち
き

を
重
ね
る
枚ま

い

数す
う

は
、
ど
ん
ど
ん
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
、
つ
い
に
は
二
十
枚ま

い

も
重
ね
る
人
が
出
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の
み
ち道

長な
が

の
時
代（
清せ

い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

の
時
代
）に
「
袿う

ち
き

は
五
枚ま

い

」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
さ
て
、
あ
な
た
な
ら
、
ど
ん
な
名
前
の
襲か

さ
ね

を
、

ど
ん
な
色
で
表

ひ
ょ
う

現げ
ん

し
ま
す
か
。

も
し
十じ

ゅ
う

二に

単ひ
と
え

を
着
る
な
ら
？

襲か
さ
ね

の
配
色
を
考
え
て
み
よ
う

平
へい

安
あん

時代に使われていた色（一部）

  韓紅色（からくれない）

  茜色（あかね）

  薄紅色（うすくれない）

  撫子色（なでしこ）

  赤朽葉色（あかくちば）

  黄朽葉色（きくちば）

  支子色（くちなし）

  枯色（かれ）

  水色（みず）

  藤色（ふじ）

  紫苑色（しおん）

  山鳩色（やまばと）

  桔梗色（ききょう）

  瑠璃色（るり）

  杜若色（かきつばた）

ぼくは、サッカーが
大好

す

きだから、ユニフォームに
使う色を考えようかなあ

わたしたちだって
洋服の色の
組み合わせに
気を使ってるよ




