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日
本
語
に
は
「
漢
字
」
が
あ
り
、
使
い
分

け
が
あ
る
。
例
え
ば
「
つ
く
」
と
い
う
言
葉

に
は
、「
付
（
附
）
く
、
着
く
、
点
く
、
就
く
」

な
ど
の
漢
字
が
当
て
は
ま
る
（
常
用
漢
字
表

外
の
読
み
も
含
め
る
）。
し
か
し
、
考
え
て

み
れ
ば
、「
手
に
汚
れ
が
付
く
」「
駅
に
着
く
」

「
蝋ろ
う

燭そ
く

に
火
が
点
く
」「
会
長
に
就
く
」
な
ど

は
、
み
な
「（
あ
る
物
が
移
動
し
て
）
別
の

所
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
意
味

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
（「
突
く
」
は
ア
ク

セ
ン
ト
が
違
う
の
で
別
）。
日
本
語
の
と
ら

え
方
と
し
て
は
「
つ
く
」
は
元
々
一
つ
だ
っ

た
が
、
対
応
す
る
漢
字
の
概
念
が
い
ろ
い
ろ

な
の
で
、
こ
う
し
た
「
書
き
分
け
」
が
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
送
り
仮
名
の
書
き
方
も
、「
許
容
」

が
あ
る
点
で
、
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
例

え
ば
、「
も
う
し
こ
み
」
だ
け
で
「
申
込
」「
申

込
み
」「
申
し
込
み
」
が
あ
る
。

　

先
日
、
授
業
の
余
り
時
間
に
、「
漢
字
を

使
っ
て
書
い
た
ら
何
通
り
？
」
の
文
作
り
を

競
っ
て
み
た
。
最
も
多
い
書
き
方
に
な
る

文
は
、「
こ
う
な
い
の　

と
り
く
み
は　

は

や
く　

か
え
る
よ
う
に　

つ
と
め
る
こ
と
で

す
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
校
内
・
構
内
」、

「
取
り
組
み
・
取
組
・
取
組
み
」、「
早
・
速
・

疾
・
迅
」、「
帰
・
変
・
換
・
替
・
代
・
還
・

返
・
孵
」（「
買
え
る
」
も
あ
る
が
意
味
が
違

う)
、「
努
・
勤
・
勉
・
務
」。
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
書
き
方
は
「
２
×
３
×
４
×
８
×
４
＝

７
６
８
」
通
り
あ
る
。

　

こ
れ
に
敗
れ
（
破
れ
）
て
二
位
だ
っ
た
の

が
、「
め
い
だ
い
で
は　

き
み
は　

い
か
す

　

ば
を　

な
く
す　

と
い
う　

こ
う
ぎ
を　

き
く
」。「
明
大
・
名
大
・
命
題
」、「
君
・
黄
身
」、

「
活
・
生
」、「
亡
・
無
・
失
」、「
講
義
・
抗
議
」、

「
聞
・
聴
・
訊
」
で
、「
命
題
で
は
黄
身
は
活

か
す
場
を
亡
く
す
と
い
う
講
義
を
訊
く
」
と

い
う
す
ご
い
の
も
含
め
た
の
に
、
２
１
６
通

り
。
悔
し
い
（
口
惜
し
い
）
思
い
（
想
い
）

を
し
た
そ
う
な
。

　

こ
の
ゲ
ー
ム
、
漢
字
の
学
習
を
し
な
が
ら

日
本
語
の
表
記
の
す
ご
さ
が
実
感
で
き
る
。

ち
ょ
い
と
ア
レ
ン
ジ
し
て
、「
め
い
だ
い
の

　

ま
わ
り
（
周
り
・
回
り
）
の　

し
り
つ
（
私

立
・
市
立
）
が
っ
こ
う
の　

と
り
く
み
は
、

は
や
く　

か
え
る
よ
う
に　

つ
と
め
る
こ
と

か
と　

き
き
ま
し
た
」
と
す
る
と
、
単
純
計

算
で
は
１
３
８
２
４
通
り
の
書
き
方
が
で
き

る
（「
こ
と
・
事
」
だ
と
さ
ら
に
二
倍
）。

　

日
本
語
の
表
記
は
す
ご
い
。
常
用
漢
字
だ

け
で
競
っ
て
も
楽
し
い
。
い
い（
良
・
佳
・
好
）

の
が
で
き
た
ら
、
ぜ
ひ
「
相
談
室
」
編
集
部

へ
お
知
ら
せ
（
報
せ
）
く
だ
さ
い
！

書
い
た
ら
何
通
り
？
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1948 年東京都生まれ。諏訪中央
病院名誉院長。東京医科歯科大
学医学部卒業後、36 年間、医師
として地域医療に携わり、チェル
ノブイリとイラクの救援活動にも取
り組む。2009年ベスト・ファーザー 
イエローリボン賞（学術・文化部門）
受賞。ベストセラー『がんばらない』
をはじめ、本文に紹介されている
エピソードなども収められた『空気
は読まない』『人は一瞬で変われる』
など著書多数。
 

　

ぼ
く
は
内
科
医
。
三
十
六
年
間
、
田
舎
医
者

と
し
て
働
い
て
き
た
。
命
を
支
え
る
あ
た
た
か

な
医
療
が
し
た
い
と
思
っ
て
き
た
。

　

す
い
臓
が
ん
の
男
が
い
た
。
す
で
に
転
移
が

あ
っ
た
。
東
京
の
病
院
に
か
か
っ
て
い
る
と
き
、

す
で
に
男
は
、
病
気
の
こ
と
を
す
べ
て
受
け
入

れ
て
い
た
が
、
人
生
を
あ
き
ら
め
て
い
な
か
っ

た
。
決
し
て
痛
み
を
口
に
せ
ず
、
一
人
で
耐
え

て
い
た
。
し
か
し
、
男
は
あ
る
と
き
か
ら
心
を

閉
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

痛
み
が
ひ
ど
く
な
っ
た
。
痛
み
を
訴
え
た
。

主
治
医
は
「
痛
く
な
い
、
痛
く
な
い
、
我
慢
、

我
慢
」
と
押
し
付
け
る
よ
う
に
言
っ
た
。
次
の

言
葉
が
出
な
く
な
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
断
た
れ
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
、
男
は
家
族

と
も
あ
ま
り
話
を
し
な
く
な
っ
た
。
ぞ
ん
ざ
い

に
出
さ
れ
た
痛
み
止
め
は
効
か
な
か
っ
た
。
男

は
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
か
け
た
。

　

家
族
は
、
男
の
心
を
楽
に
し
て
あ
げ
た
く
て
、

諏
訪
中
央
病
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
や
っ
て
き

た
。
こ
の
男
の
痛
み
を
緩
和
し
て
あ
げ
た
い
と

ぼ
く
た
ち
は
思
っ
た
。

　

痛
み
は
肉
体
的
な
痛
み
だ
け
で
は
な
い
。
心

の
痛
み
、
社
会
的
な
痛
み
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

な
痛
み
の
四
つ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

が
ん
に
な
っ
て
、
助
か
ら
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
と
き
の
こ
の
男
の
心
の
痛
み
は
想
像
で

き
る
だ
ろ
う
。
社
会
的
な
痛
み
も
あ
っ
た
。
や

り
残
し
て
い
る
仕
事
を
何
と
か
完
成
さ
せ
た
い
、

だ
け
ど
完
成
で
き
な
い
と
い
う
悲
し
み
。
ま
だ

小
さ
な
子
ど
も
や
家
族
を
残
し
て
い
く
心
配
、

こ
れ
が
男
の
痛
み
に
な
っ
て
い
た
。
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
痛
み
も
あ
っ
た
。
こ
の
世
か
ら
自

分
が
い
な
く
な
る
と
い
う
不
安
、
霊
的
な
痛
み

と
も
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
痛
み
は
、
肉
体
的
な
痛
み
と
相
関

し
て
い
る
。
モ
ル
ヒ
ネ
を
使
い
な
が
ら
、
気
に

な
っ
て
い
た
仕
事
を
完
成
し
た
。
家
族
と
小
旅

行
に
行
っ
た
。
い
い
時
間
を
過
ご
し
た
。
四
つ

の
痛
み
が
緩
和
さ
れ
た
。
男
は
最
後
ま
で
自
分

ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
。
家
族
や
仲
間

に
「
あ
り
が
と
う
、
さ
よ
う
な
ら
」
と
言
葉
を

残
し
て
逝
っ
た
。

　　

あ
る
乳
が
ん
の
女
性
は
、
荒
れ
て
い
る
高
校

の
生
徒
た
ち
の
前
で
、
何
度
か
「
命
の
授
業
」

を
し
た
。
最
後
の
授
業
は
、
自
分
の
臨
終
の
場

面
だ
っ
た
。
息
も
絶
え
絶
え
の
病
床
に
、
な
ん

と
生
徒
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

「
来
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
私
を
よ
く
見

て
」

　

乳
が
ん
の
患
者
さ
ん
は
自
分
の
最
後
を
、
力

を
振
り
絞
っ
て
見
せ
た
。

「
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
歩
け
な
く
な
り
、

ご
飯
が
食
べ
ら
れ
な
く
な
り
、
お
水
が
飲
め
な

く
な
る
こ
と
。
当
た
り
前
の
こ
と
が
一
つ
ず
つ

で
き
な
く
な
る
こ
と
な
の
。
あ
な
た
た
ち
は
そ

れ
が
全
部
で
き
る
で
し
ょ
。
今
の
う
ち
に
や
り

た
い
こ
と
を
精
一
杯
や
っ
て
、
悔
い
の
な
い
人

生
を
歩
ん
で
く
だ
さ
い
」

　

声
は
小
さ
い
け
れ
ど
、
は
っ
き
り
し
た
口
調

だ
っ
た
。

「
人
生
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は
、

お
金
じ
ゃ
な
い
。
自
分
を
さ
ら
け
出
せ
る
友
だ

ち
が
い
る
こ
と
よ
。
今
い
な
く
て
も
い
い
、
人

に
優
し
く
し
て
い
た
ら
必
ず
、
そ
う
い
う
人
に

め
ぐ
り
合
う
の
よ
」

　

そ
れ
か
ら
三
十
分
後
、
こ
の
女
性
は
眠
り
に

つ
き
、
そ
の
ま
ま
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
彼
女
の

命
を
か
け
た
授
業
は
終
わ
っ
た
。
生
徒
た
ち
は

彼
女
か
ら
大
切
な
も
の
を
し
っ
か
り
と
受
け
止

め
た
。
荒
れ
た
学
校
の
空
気
は
、
変
わ
っ
て

い
っ
た
。

　

彼
女
に
と
っ
て
も
、
最
後
に
自
分
の
生
き
方

を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
人
生
を
総
括

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を

真
剣
に
生
徒
た
ち
が
受
け
止
め
て
く
れ
た
。
お

互
い
に
幸
せ
な
一
瞬
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
言

葉
の
力
は
大
き
い
と
思
う
。

　

白
血
病
に
な
っ
た
若
い
女
性
が
、
主
治
医
か

ら
「
99
％
助
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
あ
き

ら
め
か
け
た
が
、
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
。
現
実

逃
避
も
し
た
く
な
る
。

　

そ
ん
な
彼
女
の
心
を
正
気
づ
か
せ
た
の
は
、

お
姉
さ
ん
の
言
葉
だ
っ
た
。

「
何
に
も
し
な
け
れ
ば
助
か
る
確
率
は
０
％
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
れ
ば
１
％
助
か
る
。
１
％
も
あ

る
や
ん
」

　

骨
髄
移
植
が
成
功
し
、
彼
女
は
白
血
病
が
完

治
し
た
。
彼
女
は
自
分
の
体
験
か
ら
、
当
時
、

ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
骨
髄
バ
ン
ク

を
日
本
に
も
つ
く
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
も
、

お
姉
さ
ん
の
言
葉
が
背
中
を
押
す
。

「
あ
な
た
の
た
め
に
骨
髄
バ
ン
ク
は
間
に
合
わ

な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
ほ
か
の
人
が
助

か
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
が
死
ん
だ
ら
、

私
と
お
母
さ
ん
が
引
き
継
ぐ
。
だ
か
ら
、
や
れ

る
こ
と
を
や
り
な
さ
い
」

　

自
分
の
た
め
よ
り
も
、
ほ
か
の
だ
れ
か
の
た

め
に
行
動
を
起
こ
す
と
き
に
、
大
き
な
力
が
わ

い
て
く
る
。
現
在
、
多
く
の
人
が
登
録
し
て
い

る
日
本
の
骨
髄
バ
ン
ク
は
、
こ
の
言
葉
を
き
っ

か
け
に
で
き
て
い
っ
た
の
だ
。

　

乳
が
ん
の
女
性
は
亡
く
な
っ
た
。
白
血
病
の

女
性
は
助
か
っ
て
、
今
も
骨
髄
バ
ン
ク
普
及
の

た
め
に
活
動
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
女
性
も
、

命
の
土
壇
場
で
言
葉
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
。

　

言
葉
を
通
し
て
人
間
は
生
き
抜
い
て
い
く
。

言
葉
を
通
し
て
人
間
は
納
得
し
て
死
ん
で
い
け

る
。
言
葉
は
大
切
だ
な
と
思
っ
た
。

医
師
・
作
家　

鎌か
ま

田た  

實み
の
る

0203

言
葉
で

治
療
す
る

鎌田　實
 　かま   た　    みのる



光
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の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

─
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
か
ら
使
わ
れ
て
い

る
現
行
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
全
国
の
先
生
方
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
り
、
使
い
や
す
い
と
こ
ろ
、
改

善
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
指

摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
し
い
教
科
書
を
作
っ

て
い
く
上
で
、
集
計
結
果
の
ど
う
い
う
点
に
注
目

さ
れ
ま
す
か
。

阿
部　

い
ち
ば
ん
気
に
な
る
の
は
、
や
は
り
全
体

の
構
成
で
す
。
❶
の
グ
ラ
フ
を
見
ま
す
と
、
教

材
集
型
で
は
な
く
、
指
導
の
系
統
性
を
重
視
し
て

教
材
・
単
元
を
構
成
し
て
い
る
現
在
の
も
の
を
支

持
す
る
声
が
九
割
近
く
も
あ
り
ま
す
ね
。

04

光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

光
村
の「
国
語
」─
こ
れ
か
ら
の
針
路

05

現
行
版
教
科
書
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら

見
え
て
く
る
こ
と

髙た
か

木ぎ

ま
さ
き

─

横
浜
国
立
大
学
教
授

阿あ

部べ

　
昇の

ぼ
る

─

秋
田
大
学
教
授

聞
き
手	

対  

談

山や
ま

本も
と

智と
も

子こ

─

光
村
図
書
中
学
校
国
語
教
科
書
編
集
長

　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
て
、
光
村
の
『
国
語
』
が
ま
た
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

　
変
わ
る
こ
と
の
な
い
理
念
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
時
代
に
対
応
し
た
新
鮮
な
教
科
書
で
あ
る
た
め
に
、

光
村
図
書
が
進
ん
で
い
く
針
路
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
編
集
委
員
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　
光
村
図
書
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
の
創
刊
以
来
、
六
十
年
余
に
わ
た
り
中
学
校
の
国
語

教
科
書
を
発
行
し
て
き
ま
し
た
。
特
集
後
半
で
は
、
そ
こ
に
脈
々
と
輝
き
続
け
て
い
る
「
新
し
い
灯
」

の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
『
国
語
』
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

アンケート❶　各領域の教材は、どのように構成
されているのが望ましいと思われますか。

ア　一つの単元の中に、軽重をつけながらも
必ず３領域がそろっている。

イ　学習の目的によって、単独の教材・２領
域の単元・３領域の単元が配置されている。

ウ　単元にする必要はない。個別の教材が教
材集のように並んでいればよい。

単元を支持　 （88％）
教材集を支持（12％）

ウ ア

イ
78％

10％12％

　❶〜❺のアンケート結果は、現在お使いの光村図書「国
語」教科書の内容や構成について、全国1583人の先生方
からうかがったご意見・ご要望の一部を抜粋したものです。

教科書
アンケート
結果



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

アンケート

十
）
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
と
大
き
く
変
わ
る

と
こ
ろ
と
し
て
三
つ
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
指
導
事
項
の
数
で
す
。
現
在
使
わ

れ
て
い
る
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
れ
ま
で
で
い
ち

ば
ん
簡
素
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
指
導
事
項
は

七
〇
年
代
ぐ
ら
い
が
い
ち
ば
ん
多
く
て
、
八
〇
年

代
以
降
、
再
編
統
合
し
て
減
っ
て
い
く
流
れ
の
先

に
現
行
版
が
位
置
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
い
ろ
い
ろ
な
学
力
調
査
な
ど
の
結
果
か
ら
、

そ
れ
が
行
き
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省

が
生
ま
れ
、今
回
の
改
訂
で
少
し
増
や
し
ま
し
た
。

　

二
つ
目
は
、
言
語
活
動
の
充
実
で
す
。
現
行
版

で
は
、
言
語
活
動
例
は
「
内
容
の
取
扱
い
」
の
中

に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
は
、「
指
導
事
項
」
の
す
ぐ
下
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
、
内
容
的
に
も
、
見
た
目
に
も
強
調
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
三
つ
目
と
し
て
、
指
導
事
項
が
プ
ロ

セ
ス
を
重
視
す
る
よ
う
な
形
で
整
理
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
す
。
例
え
ば
「
読
む
こ

と
」
で
い
う
と
、
読
み
取
っ
て
、
自
分
の
意
見
を

も
ち
、
さ
ら
に
読
書
へ
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
過

程
。「
書
く
こ
と
」
で
い
え
ば
、
課
題
を
見
つ
け

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
書
い
た
も
の
を
交
流
す

る
と
こ
ろ
ま
で
の
流
れ
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
部　

学
校
現
場
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
小
学
校

か
ら
中
学
校
ま
で
の
九
年
間
を
通
し
て
、各
学
年
、

各
分
野
で
ど
う
い
う
国
語
の
力
を
つ
け
る
べ
き
か

と
い
う
こ
と
が
、
現
行
よ
り
も
か
な
り
具
体
的
に

明
示
さ
れ
、
系
統
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
を
現
場
の
指
導
に
生
か
し
て
い

け
ば
、
見
通
し
を
も
っ
た
実
践
が
し
や
す
く
な
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

例
え
ば
、
読
む
こ
と
で
、「
登
場
人
物
」
と
い

う
語
句
・
指
導
内
容
が
、
今
ま
で
は
小
学
一
年
か

ら
中
学
三
年
ま
で
で
、
一
回
し
か
出
て
い
な
か
っ

た
の
が
、
今
回
は
、
全
学
年
に
位
置
づ
い
て
い
ま

す
ね
。
し
か
も
、そ
の
中
で
、登
場
人
物
の「
行
動
」

「
性
格
や
気
持
ち
」、「
相
互
関
係
」「
描
写
」「
設
定
」

な
ど
と
い
う
よ
う
に
き
ち
ん
と
段
階
を
追
っ
た
教

科
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
比

喩
や
反
復
な
ど
の
表
現
」
の
工
夫
・
技
法
も
明
確

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
変
化

で
す
。

─
今
、お
話
し
い
た
だ
い
た
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
を
、

新
し
い
教
科
書
の
紙
面
に
見
え
る
形
で
ア
ピ
ー
ル

髙
木　

い
わ
ゆ
る
教
材
集
の
よ
う
な
構
成
で
す

と
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
を
考
え
る
の
が
先
生
方

に
は
過
剰
な
負
担
に
な
る
は
ず
で
す
。
全
て
の
教

材
を
把
握
し
て
か
ら
、
ゼ
ロ
か
ら
組
み
立
て
る
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
ま
た
、
年
間
を
通
し
て
ど

う
い
う
力
を
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
非
常
に
組
み
立
て
に
く
く
、
作
成
に
も
膨
大

な
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

阿
部　

ま
た
、
三
領
域
が
そ
ろ
っ
た
い
わ
ゆ
る
大

単
元
ば
か
り
が
並
ぶ
の
で
は
な
く
、
教
材
や
単
元

の
性
格
や
必
然
性
に
よ
っ
て
二
領
域
・
一
領
域
と
、

う
ま
く
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
形
が
使
い
や
す
い

と
い
う
声
は
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
教
材
を
組
み
合
わ
せ
、
領

域
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
た
構
成
の
ほ
う

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
つ
け
る
の
に
適
し
て
い
る

し
、
扱
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
方
は
経

験
的
に
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❷
の
中
学
校
で
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
力
で
は
、
表
現
力
が
上
位
に
き
て
い
ま
す
。

髙
木　

表
現
力
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
必
要

性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
各
種

の
学
力
調
査
で
は
、
論
述
形
式
の
問
題
に
課
題
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
学
校
の
日

常
生
活
に
お
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
に
課
題
を
感
じ
る
先
生
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。

阿
部　

こ
れ
は
中
学
生
だ
け
で
な
く
、
高
校
生
、

大
学
生
も
表
現
力
が
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

表
現
力
に
は
、「
書
く
」
力
だ
け
で
な
く
「
読
む
」

力
も
深
く
関
わ
り
ま
す
。「
読
む
こ
と
」
と
「
書

く
こ
と
」
の
指
導
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
る
指
導

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❸
「
到
達
目
標
の
必
要
性
に
つ
い

て
」
の
先
生
方
の
回
答
も
、
そ
う
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

調
査
の
結
果
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
焦
点
化
・
効
率
化
を
図
っ

た
学
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
も
背
景
に
あ
り
ま
す
ね
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
ほ
か
に
も
興
味
深
い
結
果

が
出
て
い
ま
す
が
、
後
ほ
ど
、
各
テ
ー
マ
の
中
で

改
め
て
ふ
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

─
さ
て
、
今
、
学
習
指
導
要
領
の
お
話
が
出
ま
し

た
が
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
十
四
）
年
か
ら
完
全

実
施
さ
れ
る
中
学
校
は
、
現
行
の
も
の
と
比
べ
て

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

ま
ず
、
現
行
版
で
あ
る
一
九
九
八
（
平
成

阿
部　

確
か
に
、
十
五
年
、
二
十
年
前
だ
っ
た
ら
、

「
必
要
」
と
「
不
要
」
は
逆
転
し
て
い
た
は
ず
だ

と
思
い
ま
す
。P
I
S
A
型
読
解
力
や
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
な
ど
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
国

語
に
対
す
る
先
生
方
の
意
識
改
革
が
進
ん
で
き
て

い
る
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
で
い

え
ば
、
こ
こ
十
年
、
時
間
数
が
大
幅
に
減
っ
た
と

0607

髙木まさき
　1958年静岡県生まれ。横
浜国立大学教育人間科学部
教授。中央教育審議会国語
専門部会委員、全国的な学力
調査の実施方法等に関する専
門家検討会議委員などを歴任
する。
　著書に『「他者」を発見する
国語の授業』（大修館書店）、

『情報リテラシー　言葉に立ち
止まる国語の授業』（明治図
書）などがある。
　光村図書小学校・中学校国
語教科書編集委員を務める。

学
習
指
導
要
領
の

改
訂
に
つ
い
て

アンケート❸　学習の到達目
標を、教科書内に示す必要が
あると思われますか。

ア　す べ て の 教 材 に つ い
て、教科書内に示す必要
がある。
イ　領域によっては、教科

書内に示す必要がある。
ウ　指導書などに示せば十

分であり、教科書に示す
必要はない。

必要 （65％）
不要 （35％）

イ
26％

ア
39％

ウ
35％

「読む」5％言語事項 7％

「話す・聞く」9％「書く」5％

アンケート❷　中学校三年間の国語の授業を通して、
生徒に特に身につけてほしいことは何だとお考えに
なりますか。（自由記述・上位 10 項目）

─ 1	 自分の考えを適切な言葉で表現する力
─ 2	 論理的思考力（思考力・表現力）
─ 3	 語彙力・言葉を大切にする姿勢
─ 4	 相手・場面・目的意識
─ 5	 文章を読解する力
─ 6	 他人の意見を正確に理解する力
─ 7	 要約力・要点の把握
─ 8	 情報収集・処理能力
─ 9	 読書習慣
─10	 PISA 型読解力
─10	 他人の意見を理解し、それに対する自分の意見を述べる
　



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

活
動
は
楽
し
い
と
思
い
ま
す
よ
。
正
解
の
な
い
よ

う
な
問
い
が
、
全
て
の
教
材
に
入
っ
て
く
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
の
読
解
力
が
高
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
方
向
性
の
刺
激

剤
と
し
て
、
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
い
き
た
い

で
す
ね
。

─
手
引
き
の
構
造
化
と
関
連
し
ま
す
が
、
知
識
・

技
能
の
「
習
得
と
活
用
」
に
つ
い
て
は
、
教
科
書

で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
の
が
理
想
で
し
ょ

う
か
。

髙
木　

中
教
審
の
答
申
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、
両
者
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま

ず
大
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
漢
字
の

学
習
を
例
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、

小
学
校
の
各
学
年
で
教
わ
っ
た
漢
字
は
、
次
の
学

年
で
は
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
後
、
二
〜
三
年
し
て
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
漢
字
を

い
ろ
ん
な
生
活
の
場
で
活
用
し
て
い
る
か
ら
な
ん

で
す
。
習
得
だ
け
で
独
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
「
活
用
す
る
か
ら
習
得
す
る
」
と
い
う

こ
と
が
む
し
ろ
普
通
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
場
合
は
、

学
力
を
一
斉
に
「
測
る
た
め
に
」
便
宜
的
に
Ａ
問

髙
木　
「
熟
考
・
評
価
」
の
分
野
に
つ
い
て
の
工

夫
は
必
ず
採
り
入
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の

た
め
に
は
手
引
き
の
構
造
化
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
簡
単
に
い
え
ば
三
段
構
え
の
設
問
で
す
。
一

番
目
に
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
い
う
「
情
報
の
取

り
出
し
」
に
近
い
、
誰
も
が
何
ら
か
の
答
え
を
出

せ
る
よ
う
な
問
い
、
二
番
目
に
、「
読
解
や
解
釈
」

に
関
わ
る
こ
と
。
三
番
目
は
、
一
、二
番
目
の
答

え
を
受
け
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
「
熟
考
・
評

価
」
に
当
た
る
よ
う
な
項
目
と
い
う
構
成
で
す
。

阿
部　

特
に
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
三
番
目
に
当
た

る
問
い
は
と
て
も
大
切
で
す
ね
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査

で
日
本
の
無
解
答
率
、
つ
ま
り
白
紙
解
答
が
特
に

多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
子

ど
も
は
、
こ
れ
が
正
解
だ
と
い
う
絶
対
の
自
信
が

な
い
と
答
え
よ
う
と
し
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
先
生
も
子
ど
も
も
、
唯
一
の
正
解
に
向

か
っ
て
授
業
を
展
開
す
る
と
い
う
癖
が
つ
い
て
い

る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

だ
っ
た
秋
田
県
は
、
小
・
中
と
も
に
国
語
の
「
Ｂ

問
題
」
で
無
解
答
率
が
と
て
も
低
い
ん
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
正
解
到
達
型
の
授
業
で

は
な
く
、
文
章
・
作
品
に
根
拠
を
見
出
し
つ
つ
も
、

子
ど
も
た
ち
が
様
々
に
検
討
し
考
え
て
い
く
と
い

う
授
業
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
必
ず
し
も
正
解
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
、
い
わ
ば
条
件
作
文
の
よ
う
に
表
現

形
式
と
し
て
は
正
解
が
あ
っ
て
も
、
内
容
的
に
正

解
の
な
い
よ
う
な
設
問
。
そ
う
い
う
も
の
の
必
要

性
を
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
認
識
し
た
上
で
の
指
導

が
必
要
で
す
。
内
容
だ
け
の
正
解
を
求
め
る
や
り

方
で
は
、
生
徒
た
ち
が
世
界
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
対
応
で
き
な
い
ん
で

す
。
教
科
書
に
お
い
て
も
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
た
め
の

工
夫
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。

─
い
わ
ゆ
る
一
方
向
だ
け
を
向
い
た
読
み
方
だ
け

で
は
な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う

な
問
い
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　

例
え
ば
、
現
行
版
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

手
引
き
に
も
、「
メ
ロ
ス
の
生
き
方
に
つ
い
て
、

共
感
で
き
た
か
、
で
き
な
か
っ
た
を
、
そ
の
理
由

も
考
え
な
が
ら
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
問

い
が
あ
り
ま
す
。
メ
ロ
ス
と
い
う
人
物
の
言
動
に

な
ん
と
な
く
違
和
感
を
も
っ
て
い
て
、
今
ま
で
は

黙
っ
て
い
た
生
徒
が
、
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
、「
わ

た
し
は
、
メ
ロ
ス
の
こ
の
点
に
は
共
感
で
き
る
け

れ
ど
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
は
共
感
で
き
な
い
」
と

言
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

髙
木　

生
徒
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
こ
う
い
う

で
き
れ
ば
、
先
生
方
に
と
っ
て
さ
ら
に
ご
指
導
し

や
す
い
教
科
書
に
な
り
ま
す
ね
。

─
二
〇
〇
九
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
結
果
が
出
ま
し

た
（
P
9
表
）。
参
加
国
数
も
違
う
の
で
、
単
純
な

比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
読
解
力
の
向

上
は
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

〇
三
年
調
査
の
い
わ
ゆ
る
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
て
、
多
く
の
学
校
・
自
治
体

な
ど
で
い
ろ
ん
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
き
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
努
力
が
生
き
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

読
解
力
の
中
の
「
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
・
取
り

出
し
」
の
点
数
も
か
な
り
上
位
の
方
に
あ
り
ま
す

し
、「
統
合
・
解
釈
」
も
悪
く
は
な
い
。
多
少
問

題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
熟
考
・
評
価
」
が
ま
だ

弱
い
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　

先
ほ
ど
見
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
❸

で
、「
到
達
目
標
の
必
要
性
」
を
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
先
生
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
う

い
う
意
識
の
変
化
も
、
今
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
読
解
力

の
好
成
績
の
一
因
と
い
え
ま
す
。
極
論
す
る
と
、

国
語
と
い
う
の
は
た
だ
文
章
を
読
ん
で
、
た
だ
感

想
文
を
書
い
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ
、
と
い
う
よ
う

な
授
業
が
過
去
に
は
見
受
け
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ

ど
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
読
解
力
や
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
が
引
き
金
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い

ん
だ
と
い
う
意
識
が
か
な
り
浸
透
し
て
き
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

─
こ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
か
ら
も
、
新
し
い
教
科
書

の
進
む
べ
き
方
向
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

出典：文部科学省「国際学力調査」
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光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

ま
た
、
記
録
的
な
説
明
文
教
材
や
、
非
連
続
型
と

い
わ
れ
る
図
や
グ
ラ
フ
な
ど
が
使
わ
れ
た
教
材
も

望
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
学
習
指

導
要
領
で
明
示
さ
れ
た
新
聞
の
学
習
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。
説
明
型
、
論
説
型
、
記
録
型
、
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
説
明
文
が
こ
れ
の
国
語
の
教
科
書

に
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
八
〇
年
代
以
降
の

学
習
指
導
要
領
が
指
導
事
項
を
削
っ
て
い
く
過
程

で
、
内
容
や
文
章
構
成
が
易
し
い
方
向
に
行
き
す

ぎ
て
し
ま
い
、
ど
の
教
科
書
の
説
明
文
も
事
実
を

解
説
す
る
だ
け
と
い
う
よ
う
な
解
説
調
に
な
っ
て

い
っ
た
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
と

こ
ろ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
章
そ
の
も

の
の
魅
力
も
削
い
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
見
て
み
ま
す
と
、
例

え
ば
、三
年
生
の
「
読
む
こ
と
」
の
（
ウ
）
に
、「
文

章
を
読
み
比
べ
る
な
ど
し
て
、
構
成
や
展
開
、
表

現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
。」
と
い
う

言
葉
が
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
指
導
す
る

た
め
に
は
、
文
章
の
展
開
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ

い
教
材
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
阿
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

「
仮
説
・
検
証
型
」
と
い
う
展
開
の
仕
方
の
文
章

は
、
ぜ
ひ
と
も
教
科
書
に
位
置
づ
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❹
で
は
、
教
科
書
に
取
り
上
げ
た

い
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
の
名
前
が
上
が
っ
て
い
ま
す

が
、
ど
う
い
っ
た
方
向
性
の
作
品
が
望
ま
し
い
で

し
ょ
う
か
。

髙
木　

子
ど
も
た
ち
の
本
当
の
日
常
に
関
わ
る
、

実
感
と
し
て
共
感
で
き
る
で
あ
ろ
う
題
材
が
も
っ

と
ほ
し
い
で
す
ね
。
し
か
も
予
定
調
和
的
に
単
純

な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
そ
れ
を
読
み
終
わ
っ
た
と
き
、
自
分
な
ら

こ
の
先
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う
と
自
分
自
身
に
問
い

か
け
ら
れ
る
よ
う
な
展
開
の
も
の
が
入
っ
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

そ
う
で
す
ね
。「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」

題
「
習
得
」
と
Ｂ
問
題
「
活
用
」
を
分
け
て
い
る

だ
け
で
、
本
来
、
学
力
と
し
て
は
き
れ
い
に
二
つ

に
分
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
構
造

的
に
連
関
し
連
続
し
て
い
る
も
の
で
す
。「
習
得
」

と
「
活
用
」
を
授
業
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
し

て
学
ぶ
と
い
う
の
は
不
自
然
で
す
ね
。

髙
木　

読
む
こ
と
の
学
習
で
い
え
ば
、
あ
る
教
材

は
Ａ
問
題
的
な
読
み
方
、
あ
る
教
材
は
Ｂ
問
題
的

な
読
み
方
と
い
う
の
は
、
普
通
の
授
業
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
一
つ
の
作
品
や
文
章
を

読
み
深
め
る
た
め
に
は
、
両
方
必
要
な
の
で
す
。

阿
部　

こ
の
教
材
は
習
得
だ
け
、
こ
の
教
材
は
活

用
だ
け
学
ぶ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。
一
つ

の
教
材
で
構
造
的
に
指
導
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
自

然
で
望
ま
し
い
形
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
よ
う
な
「
手
引
き

の
構
造
化
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

─
学
習
の
手
引
き
の
こ
と
が
出
ま
し
た
が
、
教
材

自
体
に
は
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
く
る
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

力
を
つ
け
る
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
の

は
、
活
動
自
体
の
し
っ
か
り
し
た
構
造
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
教
材
そ
の
も
の
に
魅
力
が
あ
る
こ
と

で
す
。
特
に
、
読
む
こ
と
に
お
け
る
学
習
の
教
材

文
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
で
す
。
い
ろ
ん
な

も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
ふ
れ
ら
れ
る
、
多
様
な

文
章
が
必
要
で
、
そ
う
し
た
作
品
と
い
か
に
多
く

出
会
わ
せ
る
か
が
教
科
書
の
使
命
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
良
い
作
品
は
、
文
章
自
体
が
個
性
を
も
っ
て

い
る
か
ら
、読
み
手
に
力
強
く
語
り
か
け
て
く
る
。

語
り
か
け
ら
れ
る
か
ら
、
読
み
手
は
自
分
の
意
見

を
言
い
た
く
な
る
ん
で
す
。

阿
部　

そ
う
い
う
極
め
て
質
の
高
い
「
本
物
」
の

教
材
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

髙
木　

質
の
高
い
教
材
は
、
個
性
や
魅
力
が
あ
る

か
ら
、
生
徒
た
ち
は
自
然
に
の
め
り
込
む
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
効
果
的
に
力
も
つ
く
ん
で

す
よ
。

阿
部　

説
明
文
の
過
去
十
〜
二
十
年
の
傾
向
を
見

て
み
る
と
、
ま
ず
随
筆
的
な
要
素
が
強
す
ぎ
て
、

説
明
文
と
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

最
近
は
か
な
り
典
型
的
な
説
明
文
と
い
え
る
教
材

が
出
て
き
ま
し
た
。「
問
い
→
答
え
」
と
い
う
文

章
構
成
を
も
つ
教
材
で
す
。
た
だ
し
、
同
時
に
こ

れ
か
ら
は
、
仮
説
を
立
て
て
そ
れ
を
検
証
し
て
い

く
と
い
う
論
理
的
展
開
を
も
つ
説
明
文
教
材
が
ぜ

ひ
必
要
で
す
。「
仮
説
・
検
証
型
」の
説
明
文
で
す
。

1011

質
の
高
い

「
本
物
」
の
教
材
を

「
習
得
・
活
用
」
に
対
応
し
た

手
引
き
の
構
造
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

阿
部
　
　
　
　
　
　
　

多
様
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に

　

出
会
わ
せ
る
の
が
教
科
書
の
使
命
で
す
。

髙
木
　
　
　
　
　

アンケート❹　中学生にどのような作家の作品を読
ませたいと思われますか。（自由記述・上位 20）

─ 1	 芥川龍之介
─ 2	 夏目漱石
─ 3	 森　鷗外
─ 4	 井上　靖
─ 5	 向田邦子
─ 6	 村上春樹
─ 7	 あさのあつこ
─ 8	 重松　清
─ 9	 宮沢賢治
─10	山本周五郎

─11	浅田次郎
─12	志賀直哉
─13	太宰　治
─14	中島　敦
─15	大江健三郎
─16	川端康成
─17	司馬遼太郎
─18	ねじめ正一
─19	山川方夫
─20	湯本香樹実



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

を
設
定
し
て
い
く
こ
と
も
教
科
書
と
し
て
の
使
命

で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
各
学
年

で
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
つ
け
る
べ
き
力
が
明
示
さ

れ
、
系
統
性
で
も
前
進
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
、

例
え
ば
こ
の
教
材
で
あ
れ
ば
こ
う
い
う
力
を
つ
け

る
と
い
う
こ
と
を
教
科
書
で
も
は
っ
き
り
示
す
こ

と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
文
学
も
説
明
文
も
、

教
材
の
魅
力
と
、つ
け
る
べ
き
力
が
マ
ッ
チ
し
て
、

そ
れ
が
な
お
か
つ
中
学
校
三
年
間
を
通
じ
て
、
各

分
野
で
系
統
的
に
配
列
さ
れ
、
新
し
い
学
力
型
に

対
応
し
た
教
科
書
に
な
っ
て
い
る
の
が
望
ま
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
小
学
校
六
年
間
と
中
学
校
三

年
間
の
九
年
間
の
系
統
性
を
意
識
し
た
教
科
書
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

─
今
、「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
そ
の
扱
い
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
は
、
読
書
活
動
の
充
実
も
大
切
な
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
読
む
こ

と
」
の
指
導
事
項
と
言
語
活
動
例
の
い
ち
ば
ん
最

後
の
項
目
は
全
部
、
読
書
に
関
わ
る
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
読
書
を
非
常

に
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

阿
部　

今
ま
で
、
国
語
の
授
業
と
授
業
以
外
で
の

読
書
活
動
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
そ
れ
を
つ
な
ぎ
直

し
て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
す
ね
。
つ
ま

り
読
解
か
ら
読
書
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
新
し
い
教

科
書
で
し
っ
か
り
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

髙
木　

大
き
な
流
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
新
聞
社

と
学
校
図
書
館
協
議
会
の
調
べ
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
二
〇
〇
〇
調
査
の
段
階
で
は
、
日
本
の
子
ど

も
た
ち
の
読
書
量
が
い
ち
ば
ん
少
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク
の
一
つ
の
背
景
と
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
か

ら
先
生
た
ち
が
危
機
感
を
抱
き
、
今
、
読
書
量
は

回
復
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

二
〇
〇
九
で
読
解
力
が
八
位
に
上
が
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

読
書
量
と
学
力
と
の
相
関
関
係
が
裏
付
け

ら
れ
た
と
い
え
ま
す
ね
。
そ
う
し
た
機
運
を
う
ま

く
教
科
書
と
連
動
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
今
こ
そ

と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型
読
解
力
と
の
関
連
で
も
非
常
に
大
切
な
と
こ

ろ
で
す
。
ま
ず
は
、
文
章
を
読
ん
だ
だ
け
で
自
然

に
考
え
始
め
る
よ
う
な
作
品
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
考
え
が
、
学
習
の
手
引
き
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

深
ま
り
多
面
的
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち

が
必
要
で
す
。

髙
木　

そ
れ
に
は
、
描
写
と
人
物
の
心
情
が
う
ま

く
連
動
し
て
い
る
作
品
や
、
読
み
進
め
る
う
ち
に

人
物
の
言
動
の
も
つ
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
よ
う

な
展
開
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
う
い
う
魅
力
を
も
っ

た
も
の
が
ほ
し
い
で
す
ね
。

阿
部　

教
科
書
に
は
ど
う
し
て
も
文
字
量
の
限
界

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
既
存
の
短
編
や
長
編
の
一
部

を
切
り
取
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
き
れ
ば
、
こ
う
し
た
魅

力
を
も
っ
た
作
品
を
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
い
い
で
す
ね
。

髙
木　

誰
に
で
も
書
け
る
文
章
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
あ
る
よ
う

な
、
一
流
の
作
家
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
し
っ
か
り
し
た
作
品
な
ら
、
先

生
自
身
も
楽
し
み
な
が
ら
読
め
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
当
然
、
子
ど
も
も
楽
し
み
な
が
ら
読

め
る
。
楽
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
指
導
も
し
や
す
く

な
り
、
力
も
つ
く
教
材
と
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

阿
部　

従
来
か
ら
の
定
評
の
あ
る
教
材
に
つ
い
て

も
、
今
ま
で
と
全
く
同
じ
位
置
づ
け
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
て
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
反
映
し

て
、
例
え
ば
こ
う
い
う
人
物
設
定
に
着
目
す
る
と

よ
り
楽
し
く
読
め
る
と
か
、
こ
う
い
う
描
写
や
表

現
の
特
徴
に
注
目
す
れ
ば
、
今
ま
で
以
上
に
作
品

の
魅
力
が
見
え
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
手
引
き
を

考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
す
ね
。
ま
た
、
先
ほ

ど
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
手
引
き
の
よ
う
に
、
作

品
に
つ
い
て
の
評
価
を
生
徒
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
に

交
換
し
論
じ
合
う
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
な
手
引

き
も
大
切
で
す
。

　

今
ま
で
何
回
も
授
業
を
し
て
い
る
教
材
だ
け
れ

ど
も
、
新
た
な
視
点
や
切
り
口
で
授
業
が
で
き
る

よ
う
な
工
夫
は
、
教
室
を
活
性
化
さ
せ
る
新
鮮
な

力
を
も
つ
と
思
い
ま
す
。

─
楽
し
く
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
し
っ
か
り
し
た

力
も
つ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木　

そ
う
で
す
。
そ
の
文
章
を
見
れ
ば
何
を
教

え
れ
ば
い
い
の
か
、
ど
う
い
う
力
を
つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
も
教
材
と

し
て
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
か
ら
ね
。

　

現
在
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
定
番
教
材

を
見
て
み
て
も
、
個
性
が
あ
っ
て
、
魅
力
的
な
文

章
と
い
う
の
は
、
自
ず
か
ら
何
を
教
え
る
の
に
適

し
て
い
る
の
か
が
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
ね
。

阿
部　

い
い
作
品
に
は
い
い
魅
力
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
つ
い
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
指
導
し
が
ち
で
す

が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
焦
点
化
し
て
指
導
で
き
る

よ
う
な
「
目
標
」「
手
引
き
」「
学
習
の
窓
」
な
ど

1213

精
読
か
ら

多
読
へ
の
道
筋
を
示
す

個
性
個
性
が
あ
っ
て
魅
力
的
な
文
章
は
、

　
　

 

教
え
る
こ
と
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

髙
木
　
　
　
　
　
　

し
た

小
・
中
の
九
年
間
の
系
統
を
意
識
し
た

　
　

教
科
書
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

阿
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



光
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親
切
だ
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

そ
う
で
す
ね
。具
体
的
に
い
え
ば
、「
学
習
」

欄
に
、
そ
の
教
材
・
単
元
で
つ
け
る
べ
き
国
語
の

力
、
指
導
事
項
が
「
目
標
」
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
。そ
し
て
、そ
れ
に「
手
引
き
」が
連
動
し
、「
学

習
の
窓
」
で
よ
り
そ
れ
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
次
へ
つ
な
げ
よ
う
」
で
そ

れ
が
再
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
─
─
と
い
う
形
で
あ

れ
ば
、
そ
の
中
か
ら
取
り
上
げ
る
べ
き
指
導
事
項

を
取
捨
選
択
し
や
す
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

手
引
き
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
読
む
こ
と
の
教

材
で
は「
確
認
し
よ
う
」「
読
み
を
深
め
よ
う
」「
自

分
の
考
え
を
も
と
う
」
な
ど
と
い
う
設
定
で
、
授

業
の
流
れ
が
は
っ
き
り
わ
か
る
見
せ
方
に
す
る
の

も
い
い
で
す
ね
。

髙
木　
「
書
く
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
領
域
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
は
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
の
こ

と
で
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
が
教
師
に
な
っ
た
こ

ろ
は
読
解
が
中
心
で
し
た
。
で
す
か
ら
、む
し
ろ
、

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
領

域
に
関
し
て
は
、
丁
寧
な
学
習
・
指
導
の
ポ
イ
ン

ト
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

私
も
、現
場
の
先
生
方
か
ら
、「
書
く
こ
と
」

や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
で
は
、テ
ー

マ
の
設
定
の
仕
方
や
、そ
の
後
の
手
順
に
つ
い
て
、

も
っ
と
詳
し
い
説
明
が
あ
っ
て
も
い
い
と
い
う

声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
テ
ー
マ
は
こ

う
決
め
れ
ば
い
い
」
と
か
、「
情
報
を
集
め
た
後
、

こ
う
整
理
す
れ
ば
い
い
」
な
ど
と
い
っ
た
手
順
や

方
法
を
図
な
ど
で
丁
寧
に
提
示
し
な
が
ら
、
活
動

の
様
子
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
具
体
的
な
指

導
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
や
す
い
で
し
ょ
う
ね
。

髙
木　

今
、
阿
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
活
動
の

提
示
に
加
え
て
、
モ
デ
ル
に
な
る
例
文
が
ほ
し
い

と
い
う
声
も
ず
い
ぶ
ん
聞
き
ま
す
。
例
文
が
あ
れ

ば
、「
最
後
に
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
る
ん
で
す

よ
」
と
向
か
っ
て
い
く
べ
き
方
向
が
一
目
瞭
然
に

な
り
ま
す
し
、
例
文
に
よ
っ
て
、
活
動
も
た
だ
の

理
屈
で
は
な
く
て
、
つ
け
た
い
力
に
向
け
て
の
活

動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
し
や
す
く
な
る
は

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木　

い
か
に
多
く
読
書
体
験
を
さ
せ
て
、
子
ど

も
た
ち
を
読
書
好
き
に
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
学
力
向
上
の
面
か
ら
も
と
て
も
意
味
が
あ
り

ま
す
。
教
科
書
で
も
従
来
の
何
倍
も
の
読
書
紹
介

を
し
て
い
く
必
要
は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

阿
部　

子
ど
も
た
ち
は
、
本
当
は
読
書
が
好
き
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、
ど
う
い
う
本
を
読

め
ば
い
い
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
い
い
本
が
わ
か
れ
ば
、
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
買
え
ま
す
か
ら
、
教
科
書
に
あ
る
読
書
案

内
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
で

す
ね
。
新
教
科
書
で
は
、
さ
ら
に
多
く
の
、
厳
選

さ
れ
た
本
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

髙
木　

現
行
の
読
書
案
内
は
、
全
国
の
司
書
や
司

書
教
諭
が
選
ん
だ
も
の
の
中
か
ら
、
よ
り
共
通
性

の
高
い
も
の
を
選
び
出
し
た
リ
ス
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
つ
ま
り
子
ど
も
た
ち
が
絶
対
喜
ぶ
と

い
う
も
の
を
中
心
に
抽
出
し
て
い
る
か
ら
は
ず
れ

が
非
常
に
少
な
い
。
こ
の
方
向
は
引
き
続
き
進
め

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

阿
部　

国
語
の
先
生
は
、
自
分
の
好
き
な
分
野
の

本
は
読
ん
で
薦
め
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
ど

う
し
て
も
そ
れ
以
外
が
弱
く
な
り
が
ち
で
す
。
読

書
案
内
に
多
様
な
作
家
、文
種
が
入
っ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
志
向
に
あ
っ
た
薦
め
方
が

で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
紹
介
図
書
数

は
ぐ
ん
と
増
や
し
た
い
で
す
ね
。

髙
木　

例
え
ば
文
学
作
品
な
ら
そ
の
作
者
の
他
の

作
品
を
、
説
明
文
で
あ
れ
ば
同
じ
テ
ー
マ
の
作
品

を
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
全
て
の
読
む
教
材

で
や
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
工
夫

は
、
生
徒
が
一
人
で
読
書
活
動
を
す
る
際
の
参
考

に
も
な
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
教
材
で
学
ん
だ

こ
と
が
読
書
活
動
で
生
き
て
く
る
は
ず
で
す
。
つ

ま
り
、
精
読
と
多
読
と
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
仕
掛
け

ら
れ
て
い
る
の
が
理
想
形
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

─
現
場
に
は
、
幅
広
い
年
齢
層
の
先
生
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
教
科
書
は
一
種
類
し
か
作

れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
先
生
に
も
使
い
や
す
く
、
満

足
し
て
い
た
だ
け
る
教
科
書
と
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
そ
の
理
想
像
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

阿
部　

今
年
か
ら
教
師
に
な
っ
た
ば
か
り
の
二
十

代
か
ら
、
四
十
代
、
五
十
代
の
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
に
経
験
値
の
異
な
る
先
生
方
が
い
ら

し
ゃ
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
教
科
書
は
全
て
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ど
ち
ら
を
規
準
に
据
え
れ
ば
い
い
か
と
い
う

と
、
当
然
、
経
験
の
浅
い
先
生
が
ス
ト
レ
ス
な
く

使
え
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

髙
木　

特
に
、
新
人
の
先
生
が
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
授
業
を
組
み
立
て
て
い
け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら

な
い
と
き
に
、
教
科
書
の
一
つ
一
つ
の
活
動
指
示

は
参
考
に
な
り
ま
す
。
慣
れ
て
き
た
ら
、
軽
重
を

つ
け
る
な
り
、
省
略
す
る
な
り
し
て
い
け
ば
い
い

ん
で
す
。
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
何
か
を
生
み
出

す
の
は
大
変
で
す
が
、
あ
る
も
の
を
も
と
に
料
理

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
簡
単
で

1415

理
想
の
教
科
書
と
は

丁
寧
さ
や 

わ
か
り
や
す
さ
は
、

生
徒
の
学
習
意
欲
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

髙
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

授
業
や
活
動
の
流
れ
を
は
っ
き
り
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
科
書
が
望
ま
し
い
で
す
ね
。

阿
部
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光
村
図
書
出
版
に
お
け
る
中
学
校
の
国
語
教

科
書
は
一
九
五
二
年
に
お
け
る
垣か
い

内と
う

松ま
つ

三ぞ
う

（
※
１
）

著
『
中
等
新
国
語
』
文
学
編
（
各
学
年
上
下
巻
）・

言
語
編
（
各
学
年
一
巻
）
の
刊
行
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
教
科
書
を
第
一
次

と
数
え
る
な
ら
ば
、
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

現
行
の
『
国
語
』
は
第
二
十
次
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
半
世
紀
余
の
間
、
光
村
の
教
科
書
は
、
創

刊
か
ら
の
分
冊
構
成
に
始
ま
り
、
一
九
五
九
年
以

降
の
学
年
一
冊
構
成
へ
の
移
行
と
い
う
体
様
の
変

化
に
加
え
、
学
習
指
導
要
領
の
規
程
に
よ
る
中
学

校
三
年
間
の
国
語
の
授
業
時
数
を
反
映
し
て
（
最

大
五
二
五
時
間
＝
六
九
年
版
〜
最
小
三
五
〇
時
間

＝
九
八
年
版
）、ペ
ー
ジ
数
も
最
大
の
三
八
三
ペ
ー

ジ
（
七
二
・
七
五
年
版
）
か
ら
、
Ｂ
５
判
へ
と
移

行
し
た
現
行
教
科
書
の
二
六
九
ペ
ー
ジ
ま
で
の
幅

が
あ
り
ま
す
。

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

阿
部　

時
系
列
に
従
っ
て
い
く
の
も
可
能
。
生
徒

の
実
態
や
残
っ
た
時
数
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
取

捨
選
択
し
た
り
一
部
を
組
み
替
え
た
り
と
い
う
こ

と
も
可
能
。
ど
ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
の
が
、
全

国
ど
の
地
域
で
も
使
い
や
す
い
良
い
教
科
書
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
丁
寧
で
誰
も
が
使
い
や
す
い
と

い
う
こ
と
が
、
国
語
の
教
科
書
と
し
て
望
ま
し
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

髙
木　

さ
ら
に
、
ペ
ー
ジ
を
開
け
ば
、
そ
の
教
材

で
や
る
こ
と
が
ま
ず
視
覚
的
に
パ
ッ
と
理
解
で
き

る
、
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ
も
必
要
で
す
。
内
容

も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
そ
う
し
た
レ
イ
ア
ウ

ト
面
で
の
工
夫
も
こ
れ
か
ら
と
て
も
大
切
な
要
素

に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
生
方
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
教
科
書

と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も

分
か
り
や
す
い
教
科
書
と
い
え
ま
す
。
今
、
主
体

的
な
学
び
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
丁
寧
さ
や

わ
か
り
や
す
さ
は
、
生
徒
の
学
習
意
欲
に
も
大
き

く
関
わ
っ
て
く
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

─
現
在
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
十
四
）
年
度
用
の

新
版
教
科
書
は
検
定
提
出
中
で
す
が
、
さ
ら
に
ご

指
導
し
や
す
い
教
科
書
を
目
指
し
て
編
集
を
進
め

て
参
り
ま
し
た
。

　
新
し
い
教
科
書
に
、
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

ず
で
す
。

　

ま
た
、
例
文
が
あ
れ
ば
、
生
徒
だ
け
で
も
活
動

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
丁
寧
な
活
動
指
示
と
例
文

と
を
セ
ッ
ト
で
示
す
こ
と
で
、
き
わ
め
て
効
果
的

な
教
材
化
が
図
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

ア
ン
ケ
ー
ト
❺
で
も
わ
か
り
ま
す
が
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
教
材
で
は
、
時
間
が
な

い
の
で
短
く
や
り
た
い
と
い
う
先
生
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
一
方
で
、
も
っ
と
丁
寧
に
発
展
さ
せ
た
い

と
い
う
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
発
展
さ
せ

る
た
め
の
テ
ー
マ
も
た
く
さ
ん
提
示
し
て
あ
れ
ば

さ
ら
に
い
い
で
す
ね
。
さ
ま
ざ
ま
に
先
生
方
が
指

導
の
仕
方
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
も
、
教
科
書
の
大
事
な
要
素
で
す
ね
。

髙
木　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
の
指
導
方
法
と
付

き
合
わ
せ
な
が
ら
、「
こ
れ
は
教
科
書
の
や
り
方
、

こ
っ
ち
は
私
の
や
り
方
で
」
と
い
う
選
択
が
で
き

れ
ば
、
指
導
の
幅
も
広
が
る
で
し
ょ
う
ね
。
自
分

な
り
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
の
も
可
能
だ
し
、
教
科
書

に
沿
っ
て
い
け
ば
、
自
然
に
授
業
が
組
み
立
て
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、ど
ん
な
先
生
方
に
と
っ
て
も
、

と
て
も
使
い
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

そ
う
し
た
各
教
材
ご
と
の
「
丁
寧
さ
」
に

加
え
、
一
年
間
に
つ
け
る
力
が
丁
寧
に
系
統
だ
て

ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
を
俯
瞰
で
き
る
教
科

書
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
各
教

材
・
単
元
の
「
目
標
」
や
「
学
習
の
窓
」
を
並
べ

て
み
る
と
、
分
野
ご
と
に
系
統
が
く
っ
き
り
と
見

え
て
く
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
教
科
書
の
配
列
に

従
っ
て
指
導
を
行
っ
て
い
け
ば
し
っ
か
り
力
が
つ

け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
先
生
に
と
っ
て

も
あ
り
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

も
ち
ろ
ん
軽
重
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
が
、
そ
の
ま
ま
の
順
番
で
時
系
列
に
従
っ
て
教

え
て
い
け
れ
ば
自
然
と
力
が
つ
く
と
い
う
構
成
で

す
ね
。
そ
れ
は
、
先
生
方
の
負
担
を
大
き
く
軽
減
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光
村
の「
国
語
」─
軌
跡
を
振
り
返
る

｢

新
し
い
灯
」
を
求
め
続
け
て

甲か

斐い

雄ゆ
う

一い
ち

郎ろ
う 

筑
波
大
学
教
授

二
十
次
・
六
十
年
余
の
変
遷

甲斐雄一郎
　1957年兵庫県生まれ。筑波大学
大学院人間総合科学研究科教授。
主な著書に『国語科の成立』（東洋
館出版社）、共編著に『国語科教育
学研究の成果と展望』（明治図書）
など。

※１　垣内松三
（1878 –1952）

　 国 語 教 育 学 者、 国 文 学 者。
岐阜県出身。東京高等師範学
校教授。独自の形象理論と解
釈 学 で、 日 本 の 国 語 教 育 に
初 め て 理 論 的 体 系 を 与 え た。
1952年に光村図書が初めて刊
行した中学校国語教科書の代
表著者。著作に『国語の力』『形
象論序説』など。

◀
光
村
図
書	「
国
語
」教
科
書
の
変
遷

※
主
な
改
訂
年
度
と
、
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
作
品
。

「青い鳥」モーリス・メーテルリンク
「道程」高村光太郎
「弟子」中島　敦

「少年の日の思い出」ヘルマン・ヘッセ
「オツベルと象」宮澤賢治
「屋根の上のサワン」井伏鱒二

※
光
村
図
書
が
初
め
て
刊
行
し
た
中
学

校
の
国
語
教
科
書
。
文
学
編
（
一
上

下
〜
三
上
下
）・
言
語
編
（
一
〜
三
）

の
九
分
冊
と
な
っ
て
い
た
。

アンケート❺　「話すこと・聞くこと」「書くこと」の教材の数・
内容の重さはどの程度が望ましいと思われますか。

ア　教材数は少なくてよいから、一つの活動にしっかり
時間をかけられる形が望ましい。
イ　１・２時間程度でできる小

さめの教材（練習的・コラム
的な教材など）がたくさん位
置づいている形が望ましい。
ウ　ア（重め）とイ（軽め）の

教材が適度に位置づいている
形が望ましい。
エ　その他

ア
18％

イ
22％

ウ
60％
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こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
、
そ
し
て
国

語
教
科
書
に
関
す
る
変
動
は
小
さ
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
光
村
図
書
の
編
集
方
針
の
上
で
は
、

一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
理
念
が
あ
り
ま
す
。

本
稿
で
は
、
各
学
年
一
冊
構
成
に
な
っ
た
五
九
年

の
第
五
次
以
降
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
そ
の
理
念

の
一
つ
で
あ
る
、
教
科
書
に
お
け
る
「
自
主
的
な

学
習
」
の
支
援
の
あ
り
方
を
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

第
五
次
教
科
書
か
ら
垣
内
に
代
わ
っ
て
代
表
編

者
と
な
っ
た
石い
し

森も
り

延の
ぶ

男お

（
※
２
）
は
、
そ
の
最
初

の
教
科
書
の
編
纂
趣
意
書
冒
頭
に
、

と
い
う
文
に
始
ま
る
「
新
し
い
灯
」
と
い
う
文
章

を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

石
森
は
そ
こ
で
、
編
集
に
際
し
て
の
「
く
ふ
う

も
苦
心
も
」
教
科
書
に
お
け
る
「
自
主
的
な
学

習
」
の
支
援
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
旨
を
述
べ
た
上

で
、
次
の
よ
う
な
理
想
を
述
べ
て
結
ん
で
い
ま
す
。

　

単
元
に
つ
い
て
は
、「
①
そ
こ
で
め
ざ
す
言
語

能
力
は
な
に
か
、
②
そ
の
た
め
に
必
要
な
学
習
活

動
（
ま
た
は
文
章
形
態
）
は
な
に
か
、
③
そ
れ
ら

を
通
し
て
追
究
さ
れ
る
べ
き
内
容
的
価
値
は
な
に

か（
人
間
形
成
の
う
え
に
い
か
に
寄
与
す
べ
き
か
）

の
三
つ
の
要
素
を
統
一
し
た
も
の
」（
六
九
年
版

編
纂
趣
意
書
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
定
義
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
教
科
書
を
単
元
に
よ
っ
て
構

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
言
語
活
動
を
自

然
で
効
果
的
な
も
の
と
し
て
組
織
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。

　

第
一
期
で
は
、
七
五
年
の
第
十
次
に
い
た
る
ま

で
各
学
年
を
十
一
単
元
で
構
成
す
る
方
針
で
一
貫

し
て
い
ま
す
。
編
纂
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、「
一
か

月
一
単
元
あ
て
と
し
て
教
員
側
に
つ
い
て
は
計
画

の
立
案
や
進
度
の
調
整
の
便
宜
を
は
か
り
、
生
徒

側
に
つ
い
て
は
、
一
ま
と
ま
り
の
学
習
を
継
続
す

る
こ
と
の
意
味
と
そ
の
適
切
な
持
続
時
間
を
考
慮

し
た
結
果
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

な
か
で
も
、
特
に
「
自
主
的
な
学
習
」
を
促
す

た
め
の
工
夫
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
、
学
習
の

て
び
き
、
こ
と
ば
の
練
習
、
新
出
漢
字
、
注
意
す

べ
き
語
句
、
読
書
案
内
な
ど
の
提
示
に
加
え
て
、

単
元
名
の
付
け
方
と
単
元
構
成
の
あ
り
方
で
す
。

す
な
わ
ち
単
元
名
に
よ
っ
て
そ
の
単
元
の
学
習
の

目
標
や
方
向
を
示
唆
し
、
扉
ペ
ー
ジ
の
「
ま
え
が

き
」
で
、
生
徒
が
何
の
た
め
に
、
何
を
、
ど
の
よ

　

こ
こ
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
光
村
の
国
語
教
科

書
の
展
開
の
歴
史
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、

生
徒
の
「
自
主
的
な
学
習
」
を
促
し
支
援
す
る
こ

と
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
光
村
図
書
が
こ
の
課
題
に
ど
う
取

り
組
み
、
教
科
書
に
お
い
て
ど
う
実
現
し
て
き
た

の
か
、
二
期
に
分
け
て
概
観
し
て
い
き
ま
す
。

第
一
期
（
一
九
五
九
〜
八
〇
年
）

　

第
一
期
は
、
三
〜
四
年
ご
と
に
新
版
・
改
訂
版

が
刊
行
さ
れ
、
七
八
年
に
至
る
ま
で
七
種
が
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
教
科
書
の
名
称
は
、

垣
内
松
三
が
代
表
著
者
を
務
め
た
第
四
次
ま
で
の

『
中
等
新
国
語
』
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
単
元

で
教
科
書
を
構
成
す
る
と
い
う
方
針
も
踏
襲
し
て

い
ま
す
。

う
に
学
習
す
る
の
か
理
解
し
、
学
習
計
画
を
立
て

る
指
針
と
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

六
六
年
版
の
第
一
学
年
第
三
単
元
「
め
あ
て
に

し
た
が
っ
て
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
単
元

に
お
け
る
重
点
目
標
は
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
に

置
か
れ
、
以
下
の
三
種
の
教
材
か
ら
成
り
ま
す
。

　

こ
の
単
元
の
扉
に
記
さ
れ
た
「
ま
え
が
き
」
は

次
の
通
り
で
す
。

　

こ
の
構
成
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
期
の
単

元
構
成
は
「
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
学
習
も
そ
れ
だ
け
で
単
独
の
単
元
を
構
成
す
る

1819

石
森
延
男
の
掲
げ
た
理
念

単
元
構
成
の
工
夫

『
自
主
的
な
学
習
』
と
い
う
こ
と
が
、
教
育

全
体
の
合
こ
と
ば
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
て

か
ら
、
十
年
あ
ま
り
、
よ
う
や
く
そ
の
実

が
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　
幸
い
に
本
書
が
取
り
扱
わ
れ
て
、
子
ど

も
た
ち
の
学
習
上
の
影
響
を
観
察
し
て
も

ら
い
、
長
所
と
短
所
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
た
だ
い
た
な
ら
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教

科
書
文
化
の
上
に
新
し
い
灯
を
か
か
げ
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
せ
め
て

そ
の
土
台
に
で
も
な
っ
た
ら
、
本
書
の
誕

生
も
意
味
あ
る
こ
と
と
考
え
る
次
第
で
す
。

　
（
一
）
平へ
い

頭と
う

も
り
の
話
（
説
明
文
）

　
（
二
）
報
告
や
記
録
の
文
章
を
書
こ
う

　
（
三
）
手
紙
を
書
こ
う

　

わ
た
し
た
ち
は
、
外
出
す
る
場
合
、
目
的

地
や
用
件
に
よ
っ
て
、
道
順
や
乗
り
物
の
こ

と
を
考
え
る
だ
ろ
う
。

　

文
章
を
書
く
場
合
も
、
そ
れ
と
似
て
い
る
。

め
あ
て
に
し
た
が
っ
て
、
書
き
ぶ
り
を
く
ふ

う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
平
頭
も
り
の
話
」

は
、
ど
ん
な
め
あ
て
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
。

　

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
が
、
研
究
の
方
法
や

記
録
を
書
い
た
り
、
手
紙
を
書
い
た
り
す
る

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
め
あ
て
に
し
た
が
っ
て
、

ど
う
書
い
た
ら
い
い
か
、く
ふ
う
し
て
み
よ
う
。

※２　石森延男（1897 –1987）
　国語教育学者・児童文学者。北海道生まれ。1947年、文部省図書監修官と
して最初の『学習指導要領 国語科編』、最後の国定教科書編集に携わる。59
年から光村図書中学校国語教科書の代表編者。小説に『コタンの口笛』など。

（昭和59）
年度版

1984

「わたしを束ねないで」新川和江
「夏の花（抄）」原　民喜
「冒険の精神」羽仁　進

（昭和41）
年度版

1966

「故郷」魯　迅
「モゴール族探検記」梅棹忠夫
「落葉」ポール・ヴェルレーヌ

（昭和56）
年度版

1981

「赤い実」井上　靖
「法隆寺を支えた木」小原二郎
「子馬」ミハイル・ショーロホフ

（昭和37）
年度版

1962

「片耳の大しか」椋　鳩十
「走れメロス」太宰　治
「魔術」芥川龍之介

（昭和47）
年度版

1972

「フシダカバチの秘密」アンリ・ファーブル
「一切れのパン」Ｆ・ムンティアヌ
「サーカスの馬」安岡章太郎

（昭和34）
年度版

1959

「坊ちゃん」夏目漱石
「アンの告白」L . M . モンゴメリー
「山頂から」小野十三郎

※
各
学
年
一
冊
と
な
る
。



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

の
で
は
な
く
、「
読
む
こ
と
」
の
学
習
と
組
み
合

わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
報
告
や

記
録
、
手
紙
な
ど
を
書
く
た
め
の
指
導
事
項
を
具

体
的
な
例
と
と
も
に
示
し
、
ま
た
読
む
こ
と
の
教

材
が
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
自

発
的
な
学
習
に
際
し
て
の
見
本
と
し
て
の
機
能
も

担
っ
て
い
た
の
で
す
。

第
二
期
（
一
九
八
一
年
〜
）

　

第
二
期
は
八
一
年
刊
行
の
第
十
二
次
以
降
に
始

ま
り
ま
す
。
こ
の
時
以
降
、
教
科
書
名
は
『
国

語
』
と
な
り
、
表
紙
に
編
者
名
は
記
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
単
元
構
成
は
第
十
二
・
十
三
次

の
二
種
が
各
学
年
八
単
元
構
成
、
八
七
年
刊
行
の

第
十
四
次
以
降
が
お
お
む
ね
各
学
年
七
単
元
構
成
、

二
〇
〇
二
年
刊
行
の
第
十
九
次
の
み
六
単
元
構
成

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
か
月
一
単
元
構
成
の
あ
り
方
か
ら
の
転
換

は
、
前
期
最
後
の
教
科
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
七
八
年
刊
行
の
第
十
一
次
に
す
で
に
認
め
ら
れ

ま
す
。
転
換
の
要
因
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
そ

の
前
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、

中
学
三
年
間
の
国
語
科
授
業
時
数
が
そ
れ
ま
で
の

五
二
五
時
間
か
ら
四
五
五
時
間
に
ま
で
減
少
し
た

と
い
う
事
情
で
す
。
し
か
し
単
元
数
の
減
少
は
、

そ
う
し
た
外
的
要
因
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は

な
く
、
表
現
活
動
の
独
立
・
充
実
と
、「
総
合
単
元
」

の
設
置
と
い
う
内
的
要
因
も
重
要
で
す
。

　
「
書
く
こ
と
」、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

学
習
を
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
と
関
連
さ
せ
た
場

合
、
指
導
事
項
が
先
行
し
た
文
例
主
義
に
な
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
方
法

の
意
義
は
、
前
期
の
教
科
書
で
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
り
ま
す
し
、
第
二
期
の
教
科
書
に
お
い
て

も
読
む
こ
と
と
の
関
連
は
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
第
二
期
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
書
く
こ

と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
指
導
事
項
の
具
体

化
で
す
。
す
な
わ
ち
取
材
、
主
題
の
明
確
化
、
構

想
・
構
成
、
叙
述
な
ど
、
表
現
過
程
に
即
し
て
課

題
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
メ
モ
や
カ
ー
ド
を
用

い
た
学
習
の
手
順
・
方
法
を
例
示
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
す
べ
て
が
読
む
こ

と
の
学
習
と
の
間
に
連
携
を
と
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
単
元
と
は
別
の
項
目
と

し
て
表
現
に
関
す
る
教
材
が
独
立
す
る
こ
と
に
な

り
、
第
二
期
で
は
国
語
教
科
書
の
重
要
な
構
成
要

素
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
八
一
年
版
の
一
年
を
見
て
み
る
と
、

十
の
単
元
と
は
別
に
、
三
つ
の
表
現
教
材
が
独
立

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
教
材
化
も
ま
た
、
生
徒
に
よ
る
「
自

主
的
な
学
習
」
支
援
の
具
体
的
な
展
開
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

総
合
単
元
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
第
五
次
の
編

纂
趣
意
書
で
、
石
森
の
「
子
ど
も
た
ち
の
学
習
上

の
影
響
を
観
察
し
て
も
ら
い
、
長
所
と
短
所
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
い
た
な
ら
」
と
い
う
呼
び

か
け
に
応
じ
て
、
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
声
に
こ

た
え
た
形
で
設
置
さ
れ
た
単
元
で
す
。
そ
の
結
果
、

各
学
年
に
主
題
追
究
型
の
単
元
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
八
一
年
版
一
年
第
七
単
元
で
は
、「
日

本
を
考
え
る
」
と
い
う
単
元
名
の
下
、「
緑
と
青

の
自
然
」「
川
と
人
間
」「
時
候
の
あ
い
さ
つ
（
参

考
）」
と
い
う
評
論
、
説
明
、
随
筆
を
並
べ
主
題

を
追
究
す
る
と
と
も
に
、
手
び
き
で
、
学
習
課
題

の
設
定
、
必
要
な
資
料
の
選
択
、
課
題
達
成
の
た

め
の
見
通
し
に
つ
い
て
四
例
を
上
げ
な
が
ら
指
導

者
の
創
意
工
夫
と
生
徒
の
積
極
的
な
参
加
に
よ
る

学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た

「
自
主
的
な
学
習
」
支
援
の
一
つ
の
典
型
例
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

第
二
期
教
科
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
学

習
方
法
の
具
体
化
、
学
習
計
画
立
案
を
柔
軟
化
し

た
構
造
で
「
自
主
的
な
学
習
」
を
実
現
し
よ
う
と

し
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
国
語
教
科
書
文
化
の
上
に
新
し
い
灯
を
か
か

げ
る
」
こ
と
を
悲
願
と
す
る
石
森
延
男
が
大
切
に

し
た
こ
と
は
、「
自
主
的
な
学
習
」
支
援
が
可
能

な
教
科
書
の
刊
行
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
光
村
の
中
学
校
国
語
教
科
書
は
そ
の
た

め
の
方
法
と
し
て
、
単
元
構
成
、
ま
た
学
習
過
程

の
具
体
化
、
そ
し
て
課
題
設
定
お
よ
び
探
求
過
程

経
験
の
設
定
を
開
拓
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は

今
後
も
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
現
行
版
以
降
、
国
語
科
の
課
題
と
し

て
ま
す
ま
す
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
学
習
の

リ
ア
リ
テ
ィ
の
保
障
と
も
い
え
る
、
他
教
科
と
国

語
科
と
の
往
還
、
子
ど
も
の
生
活
と
学
習
と
の
往

還
な
ど
の
問
題
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
科
書

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
に
お
け
る
「
自
主

的
な
学
習
」
の
実
現
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

　

石
森
が
か
か
げ
た
「
新
し
い
灯
」
は
、
こ
れ
か

ら
も
な
お
求
め
ら
れ
続
け
て
い
く
で
し
ょ
う
。

2021

学
習
過
程
の
具
現
化

「
新
し
い
灯
」
を
求
め
て

　
〈
表
現
１
〉
わ
た
し
を
知
っ
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
題
材
を
求
め
て

　
〈
表
現
２
〉
友
達
に
知
ら
せ
た
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
構
想
を
立
て
て

　
〈
表
現
３
〉
心
に
残
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
具
体
的
に
表
現
す
る

（平成24）
年度版

2012
（平成9）
年度版

1997

「野原はうたう」工藤直子
「そこまで飛べたら」安東みきえ
「遠く、でっかい世界」椎名　誠

（平成18）
年度版

2006

「にじの見える橋」杉　みき子
「さっき」伊集院　静
「江戸からのメッセージ」杉浦日向子

（平成5）
年度版

1993

「北の国から」倉本聰
「六月の蠅取り紙」ねじめ正一
「握手」井上ひさし

（平成14）
年度版

2002

「ゼブラ」ハイム・ポトク
「モアイは語る」安田喜徳
「アラスカとの出会い」星野道夫

（昭和62）
年度版

1987

「大人になれなかった弟たちに……」米倉斉加年
「ちょっと立ち止まって」桑原茂夫
「字のないはがき」向田邦子

※
判
型
が
、
従
来
の
Ａ
５
か
ら

Ｂ
５
と
大
判
化
。



東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

11

11
本
を
読
む
楽
し
さ
を
伝
え
た
い

A

Q
　

生
徒
た
ち
を
図
書
室
に
連
れ
て
行

く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
読
書
に
没

頭
し
て
い
る
生
徒
も
い
ま
し
た
が
、

ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
り
、
読
ん
で
い

る
ふ
り
を
し
て
い
た
り
、
漫
画
を
読

ん
で
友
達
と
話
を
し
た
り
、
眠
っ
て

し
ま
う
生
徒
も
い
ま
し
た
。

　

本
を
読
む
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
と

思
う
の
で
す
が
、
ど
う
も
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
。
な
に
か
良
い
工
夫
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

活
字
離
れ
が
話
題
に
な
っ
て
ず
い
ぶ
ん
と

月
日
が
流
れ
ま
し
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
読
書

嫌
い
の
子
ど
も
に
対
す
る
指
導
で
苦
労
さ
れ

て
い
る
先
生
方
は
多
い
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を
よ
く
見

て
い
る
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
敏
感
で
、

お
も
し
ろ
い
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
必
ず
手
を

伸
ば
し
て
き
ま
す
。

　

ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
か
ら
、
部
活
が
忙
し

い
か
ら
、
勉
強
で
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
か

ら
と
、
本
を
読
ま
な
い
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考

え
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
、
お
も
し
ろ
い
本
が

あ
れ
ば
、
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
て
も
、
部
活
に

熱
中
し
て
い
て
も
、
本
に
手
を
伸
ば
す
も
の

で
す
。
無
理
に
ゲ
ー
ム
を
や
め
さ
せ
る
よ
り

も
、
お
も
し
ろ
い
本
の
存
在
を
教
え
て
あ
げ

る
方
が
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
と
本
の
お
も
し
ろ
さ
を
語
り

合
え
る
時
間
は
楽
し
い
も
の
で
す
。
本
の
こ

と
な
ら
○
○
先
生
に
聞
け
ば
間
違
い
な
い
、

と
思
わ
せ
た
い
で
す
よ
ね
。

　

今
回
は
、
私
が
日
ご
ろ
、
ど
ん
な
工
夫
を

し
て
子
ど
も
た
ち
と
本
を
出
会
わ
せ
て
い
る

か
を
紹
介
し
ま
す
。

2223

要
素
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
て
い
た
か
ら
で

す
。

　

予
想
は
的
中
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
エ
ン

デ
ブ
ー
ム
が
起
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
に

分
厚
い
本
が
こ
の
学
校
で
話
題
に
な
る

な
ん
て
と
、
他
の
先
生
方
も
驚
い
て
お
ら

　

私
の
若
い
こ
ろ
の
話
で
す
。
初
め
て
の

転
勤
で
行
っ
た
学
校
は
、
一
般
的
な
言
い

方
を
す
れ
ば
荒
れ
た
学
校
で
し
た
。
初
め

て
の
授
業
に
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
入
っ
て

い
く
と
、
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
座
っ
て
い
る
子
ど
も
が
半
分
ぐ

ら
い
し
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
座
っ
て
、
座
っ
て
」
と
、
名
前
も
わ

か
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
言
い
な
が
ら
、

授
業
が
始
ま
っ
た
の
は
五
分
後
か
十
分
後

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
夢
中
で
話
し

か
け
て
座
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
座
っ

て
も
ら
う
」
と
い
う
表
現
は
変
で
す
が
、

ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

　

い
っ
た
ん
座
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
少

し
だ
け
新
し
く
来
た
国
語
科
教
師
を
興
味

深
げ
に
見
て
い
ま
し
た
。
初
め
に
、
学
習

の
見
通
し
や
言
葉
に
関
す
る
コ
ラ
ム
な
ど

を
プ
リ
ン
ト
し
た
「
国
語
教
室
通
信
」
を

配
っ
て
、
国
語
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
話

を
し
ま
し
た
が
、「
本
の
紹
介
」
の
コ
ー

ナ
ー
の
と
き
だ
け
、
雰
囲
気
が
キ
ュ
ッ
と

引
き
締
ま
っ
た
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
の
日
、
授
業
の
初
め
に
本
の
紹
介
を

し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
本
は
『
は

て
し
な
い
物
語
』
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ

作
／
上
田
真
而
子
訳
（
岩
波
書
店
）
で
し

た
。
持
ち
重
り
の
す
る
大
部
な
本
で
、
読

書
な
ん
か
し
た
こ
と
も
な
い
よ
、
と
い
う

子
ど
も
た
ち
に
は
と
て
も
読
め
そ
う
も
な

い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
う
ま

く
い
く
よ
う
な
予
感
が
あ
り
ま
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
普
通
の
本
と
違
っ
て
文
字
の
色

が
二
色
に
分
か
れ
て
い
た
り
、
装
丁
が
美

し
く
て
重
厚
で
、
魅
力
的
だ
と
思
わ
せ
る

「
本
の
紹
介
」
の
威
力

▲「国語教室通信」は、毎回見開き２ページで作っています。右側のページには、いろいろな本から
得た情報を取り上げることが多いです。この号では、著者の佐藤雅彦さんの許諾をいただき、『プチ哲
学』からイラストを転載しました。左のページでは、「今週の本棚」「漢字コーナー」に加え、言葉に
関する話題を取り上げています。
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れ
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
の
好
奇
心
は

健
在
で
し
た
。
お
も
し

ろ
そ
う
で
あ
れ
ば
、
が
ま

ん
で
き
な
い
人
た
ち
な
の
で

す
。
読
ん
で
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、

誰
か
に
話
し
た
く
な
り
ま
す
。
私
と
子
ど

も
た
ち
と
の
間
に
は
本
の
話
が
行
き
交
う

よ
う
に
な
り
、
そ
の
つ
い
で
に
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
も
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
座
っ
て
」
と
言
わ
な
く
て
も
座
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

本
は
一
人
一
人
の
子
ど
も
と
の
対
話
を

実
現
し
て
く
れ
ま
す
。
こ
ん
な
い
い
チ
ャ

ン
ス
を
も
ら
え
る
の
だ
か
ら
、
定
期
的
に

紹
介
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
、
原
則
、
週

に
一
回
発
行
す
る
「
国
語
教
室
通
信
」
に
、

「
今
週
の
本
棚
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
作

り
ま
し
た
。
作
っ
た
以
上
、
必
ず
週
に
一

回
は
本
の
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
本
の
情
報
に

敏
感
に
な
り
、
書
店
に
は
三
日
と
あ
げ

ず
に
通
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
並
ん

で
い
る
本
を
眺
め
る
だ
け
で
も
、
情
報
を

キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
、

自
分
を
追
い
詰
め
な
い
と
な
か
な
か
実
行

で
き
な
い
性
格
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場

を
作
っ
て
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
こ
の
方

法
は
自
分
の
読
書
生
活
も
豊
か
に
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　

本
の
紹
介
と
い
っ
て
も
、
毎
回
同
じ
パ

タ
ー
ン
で
は
聞
き
手
も
印
象
に
残
り
に
く

く
な
り
ま
す
か
ら
、
ど
ん
な
紹
介
の
仕
方

を
す
れ
ば
読
み
た
く
な
る
か
を
考
え
ま
す
。

　

あ
る
と
き
は
あ
ら
す
じ
を
、
あ
る
と
き

は
作
者
を
、
あ
る
と
き
は
主
人
公
を
と
、

ア
プ
ロ
ー
チ
の
工
夫
を
考
え
ま
し
た
。
主

な
観
点
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
の
観
点
を
意

識
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
を
紹
介
す
る

と
き
の
工
夫
点
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の

作
品
に
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
紹
介
の
仕
方
を

考
え
、
子
ど
も
た
ち
が
読
み
た
い
、
見
て

み
た
い
と
思
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
一
回

一
回
の
紹
介
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
話
の

構
成
を
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
教
師
自
身

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
力
も
つ
く
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

　

本
の
紹
介
を
す
る
と
、
必
ず
子
ど
も
た

ち
は
反
応
し
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
す
ぐ
に

手
に
と
っ
て
読
め
る
よ
う
に
、
実
物
を
用

意
し
て
お
く
と
い
い
で
す
ね
。
複
数
冊
あ

る
の
が
理
想
で
す
が
、
無
い
場
合
は
予
約

制
に
す
る
と
、
読
み
た
い
気
持
ち
が
持
続

し
ま
す
。

　

ま
た
、
読
ん
で
み
た
け
ど
読
め
そ
う
に

な
い
、
あ
ま
り
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
に
、

無
理
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
言
い

添
え
て
お
く
と
安
心
し
て
借
り
て
い
き
ま

す
。

　
「
読
書
一
万
ペ
ー
ジ
」
と
い
う
取
り
組

み
は
三
校
目
に
転
勤
し
た
と
き
の
同
僚
の

先
生
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
も
の
で

す
。
子
ど
も
た
ち
は
読
ん
だ
ペ
ー
ジ
数
を

ど
ん
ど
ん
書
い
て
、
そ
の
累
計
も
記
録
し

て
い
き
ま
す
。
年
度
末
に
一
万
ペ
ー
ジ
に

達
し
た
人
た
ち
に
学
校
長
か
ら
の
表
彰
状

（
読
書
一
万
ペ
ー
ジ
達
成
賞
）
を
渡
す
と

い
う
も
の
で
す
。

　

途
中
で
や
め
た
も
の
も
書
い
て
い
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
図
書
室
に
あ
る
絵

本
を
何
回
も
読
ん
で
、
そ
の
累
計
を
楽
し

ん
で
い
る
生
徒
も
い
ま
し
た
。
二
回
読
ん

だ
ら
二
倍
の
ペ
ー
ジ
数
で
す
。
子
ど
も
た

ち
は
よ
く
読
ん
で
、
多
く
の
生
徒
が
表
彰

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
勤
め
て
い
る
学
校
で
は
、
図
書
委
員

が
毎
週
金
曜
日
に
読
書
一
万
ペ
ー
ジ
の
用

紙
を
集
め
て
図
書
室
に
提
出
し
ま
す
。
そ

れ
を
司
書
の
方
が
エ
ク
セ
ル
に
入
力
し
、

常
に
累
計
の
ペ
ー
ジ
数
が
わ
か
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
司
書
の
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
く
て
も
、
自
分
た
ち
で
累
計
を

出
す
の
も
楽
し
い
で
す
し
、
定
期
的
に
集

め
て
い
れ
ば
継
続
で
き
ま
す
。
子
ど
も
の

記
録
を
コ
ピ
ー
し
、
と
き
ど
き
国
語
の
時

間
に
み
ん
な
で
読
書
に
つ
い
て
話
し
た
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
、
私
の
所
属
す
る

勉
強
会
の
メ
ン
バ
ー
が
考
え
た
も
の
で

す
。
い
わ
ゆ
る
「
読
み
聞
か
せ
」
の
よ
う

な
も
の
で
す
が
、「
読
み
聞
か
せ
」
と
い
っ

て
し
ま
う
と
、
な
ん
だ
か
幼
い
感
じ
も
あ

り
、
中
学
生
に
は
あ
ま
り
ぴ
っ
た
り
と
は

い
え
ま
せ
ん
。「
朗
読
劇
場
」と
い
う
ネ
ー

ミ
ン
グ
は
、
中
学
生
に
ふ
さ
わ
し
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

本
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
子
ど
も
に
も
、

こ
の
「
朗
読
劇
場
」
は
好
評
で
す
。
な
ん

と
い
っ
て
も
「
劇
場
」
な
の
で
、
読
ん
で

い
る
最
中
に
注
意
さ
れ
た
り
、
後
で
感
想

を
聞
か
れ
た
り
し
な
い
の
が
人
気
の
よ
う

で
す
。
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
。
そ
う
い

う
時
間
も
あ
っ
て
い
い
で
す
よ
ね
。

　

私
の
場
合
は
「
朗
読
劇
場
」
の
名
に
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
に
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
、

電
気
も
黒
板
の
と
こ
ろ
だ
け
つ
け
て
朗
読

を
し
ま
す
。
雰
囲
気
抜
群
で
す
。
た
く
さ

ん
の
言
葉
が
耳
か
ら
入
っ
て
く
る
の
も
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

全
部
を
読
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
続
き
を
本
で
ど
う
ぞ
と
言
う

と
多
く
の
生
徒
が
借
り
に
来
ま
す
。
こ
れ

も
本
の
紹
介
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
本
を
好
き
に
さ
せ
る
た
め
の

小
さ
な
取
り
組
み
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し

ま
し
た
が
、
な
に
よ
り
、
先
生
方
が
、
自

分
も
楽
し
み
な
が
ら
で
き
る
こ
と
を
少
し

ず
つ
や
っ
て
い
く
の
が
い
ち
ば
ん
い
い
方

法
だ
と
思
い
ま
す
。　

　

最
後
に
、
今
年
度
「
朗
読
劇
場
」
で
私

が
朗
読
し
た
作
品
の
一
部
を
紹
介
し
て
お

き
ま
す
。

※
ポ
ッ
プ
＝
本
の
紹
介
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
な

ど
を
書
い
て
、
本
の
そ
ば
に
パ
ネ
ル
や
ス

タ
ン
ド
で
提
示
し
た
広
告

本
気
で
紹
介
す
る

読
書
一
万
ペ
ー
ジ

朗
読
劇
場

［
内
容
に
関
す
る
こ
と
］

　

・
あ
ら
す
じ

　

・
有
名
な
フ
レ
ー
ズ

　

・
登
場
人
物

　

・
せ
り
ふ

　

・
帯
の
言
葉
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）

　

・
ポ
ッ
プ
（
※
）
の
文
句

［
作
者
に
関
す
る
こ
と
］

　

・
作
者

　

・
他
の
作
品

［
感
想
に
関
す
る
こ
と
］

　

・
読
ん
だ
感
想
・
考
え
た
こ
と

　

・
読
ん
だ
き
っ
か
け

　

・
朗
読
し
た
い
部
分

［
本
の
体
裁
に
関
す
る
こ
と
］

　

・
表
紙
・
装
丁
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ

　

・
出
版
年
月
日
・
出
版
社

　

・
ペ
ー
ジ
数

　

・
値
段

［
そ
の
他
］

　

・
同
じ
テ
ー
マ
の
作
品

　

・
書
評
・
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー

　

・
書
店
の
様
子

本
の
紹
介
の
ア
プ
ロ
ー
チ

▼「今週の本棚」コーナー（「国語教育通信」より抜粋）

▲一万ページの用紙は、生徒たちがいつでも追加して書けるように
なっています。台紙に貼り付けていくので、３年間の読書の軌跡が
わかります。

『
１
歳
か
ら
１
０
０
歳
の
夢
』

日
本
ド
リ
ー
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編

（
い
ろ
は
出
版
）

『
お
父
さ
ん
の
バ
ッ
ク
ド
ロ
ッ
プ
』

中
島
ら
も
（
集
英
社
文
庫
）

『
お
も
ひ
で
ぎ
ょ
う
じ
』百瀬

義
行
（
晋
遊
舎
）

『
温
室
デ
イ
ズ
』
瀬
尾
ま
い
こ
（
角
川
文
庫
）

『
告
白
』　　
　
　

 

湊
か
な
え
（
双
葉
文
庫
）

『
佐
賀
の
が
ば
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
』

島
田
洋
七
（
徳
間
文
庫
）

『
卵
の
緒
』　　

 

瀬
尾
ま
い
こ
（
新
潮
文
庫
）

『
天
地
明
察
』　　
　

冲
方
丁
（
角
川
書
店
）

『
ぼ
く
た
ち
と
駐
在
さ
ん
の
７
０
０
日
戦 

  

争
』　　
　

 

マ
マ
チ
ャ
リ
（
小
学
館
文
庫
）

『
わ
か
り
や
す
く
〈
伝
え
る
〉
技
術
』

池
上
彰
（
講
談
社
現
代
新
書
）
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大
阪
府
生
ま
れ
。
論
文
に
「『
奥
義
抄
』
か
ら
『
僻
案
抄
』
へ
─
「
そ
が
菊
」
注
に
み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
─
」（『
国
語
国
文
』）
な
ど
。

共
著
書
に
「
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
義
部
・
作
法
部
」（
片
桐
洋
一
編
・
和
泉
書
院
）、「
宴
曲
索
引
」（
伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

東
野
泰
子

い
ろ
は
の
呪
文
が
と
け
る
と
き

古
典
に
由
来
す
る

「
心
」

三

二

身
近
な「
い
ろ
は
」

か
ら
授
業
へ

「
ど
ろ
け
い
」
と

「
い
ろ
は
う
た
」

一
　

先
日
、
高
校
生
に
「
い
ろ
は
う
た
」
を
書
い

て
も
ら
っ
た
。
正
し
く
書
け
る
生
徒
は
ク
ラ
ス

に
一
、二
名
で
、
大
半
は
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
…
」
あ
た
り
で
手
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」に
続
き
な
ん
て
あ
る
の
？

と
い
う
生
徒
す
ら
い
る
。
聞
け
ば
、「
い
ろ
は
」

は
「
ど
ろ
け
い
」
で
し
か
使
っ
た
こ
と
が
な

く
、「
…
ち
り
ぬ
」
ま
で
し
か
知
ら
な
い
ら
し
い
。

複
数
の
ク
ラ
ス
で
試
み
た
け
れ
ど
、
ど
の
ク
ラ

ス
で
も
「
ど
ろ
け
い
」
と
い
う
声
が
あ
が
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
（
地
域
に
よ
っ
て
は
、
け
い
ど

ろ
）」
と
は
、
泥
棒
チ
ー
ム
と
警
察
チ
ー
ム
に

分
か
れ
て
行
う
大
人
数
の
鬼
ご
っ
こ
で
、
私
の

住
む
神
戸
市
を
は
じ
め
、
チ
ー
ム
分
け
に
「
い

ろ
は
」
を
使
う
地
域
が
あ
る
よ
う
だ
。「
い
ろ

は
」
の
使
い
方
は
、
一
人
ず
つ
左
右
に
振
り
分

け
て
い
く
と
き
に
、「
い
、
ろ
、
は
…
」
と
唱

え
る
だ
け
で
あ
っ
た
り
、「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」

ま
で
が
泥
棒
、「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
ま
で
が

探
偵
、
ま
た
は
「
ぬ
」
に
当
た
っ
た
子
が
「
ぬ

す
っ
と
」、「
た
」
に
当
た
っ
た
子
が
「
探
偵
」
と
、

地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
」
は
、
子
ど
も
が
み
な
「
い
ろ

は
」
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
た
時
代
か
ら
あ
っ

た
遊
び
な
の
だ
ろ
う
。
私
の
小
学
校
時
代
（
昭

和
四
十
年
代
）
は
、
ひ
ら
が
な
を
五
十
音
順
に

習
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
で
習
わ
ず
と
も
、
当

時
の
た
い
て
い
の
子
ど
も
は
「
い
ろ
は
」
を
唱

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
銭
形

平
次
』
の
主
題
歌
に
「
恋
の
い
ろ
は
は
見
当
つ

か
ぬ
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
っ
た
記
憶
も
あ
り
、

現
在
の
子
ど
も
よ
り
は
「
い
ろ
は
」
が
身
近
に

あ
っ
た
。

  

ま
た
、
最
近
は
「
ぬ
す
っ
と
」
と
い
う
言
葉

も
使
わ
れ
な
く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
に
馴
染
み

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
ぬ
す
っ
と
」
は

今
は
「
ど
ろ
ぼ
う
」
で
あ
る
。「
い
ろ
は
に
ほ

へ
と
ち
り
ぬ
─
ぬ
す
っ
と
」「
る
を
わ
か
よ
た

─
た
ん
て
い
」
と
い
う
使
い
方
を
す
る
の
で
な

け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
い
ろ
は
」
を
使
う
意
味

も
な
か
ろ
う
と
思
う
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

最
近
の
子
ど
も
た
ち
も
「
ど
ろ
け
い
」
で
は
意

味
も
わ
か
ら
ず
に
「
い
ろ
は
」
を
唱
え
て
い
る
。

「
ど
ろ
け
い
」
と
「
い
ろ
は
」
の
結
び
つ
き
は
、

子
ど
も
の
遊
び
の
な
か
で
の
伝
承
、
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
先
の
高
校
生
た
ち
に

と
っ
て
、「
い
ろ
は
」
は
、
遊
び
の
と
き
の
な

ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
呪
文
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
、
学
校
の
古
典
の
時
間
に
習
う
な
ど
と

は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
平
安
時
代

か
ら
あ
っ
て
、
当
時
の
か
な
文
字
を
す
べ
て
一

回
ず
つ
使
っ
て
、
意
味
の
あ
る
歌
に
な
っ
て
い

る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
と
、
本
当
に
か
な
文

字
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
と
、「
お
ま

え
は
ア
行
を
探
せ
」「
お
れ
は
カ
行
な
」
な
ど

と
手
分
け
し
て
五
十
音
順
に
確
認
し
て
い
る
。

「
ゐ
」「
ゑ
」
が
ワ
行
で
、
ア
行
の
「
い
」「
え
」

と
は
違
う
音
だ
と
い
う
こ
と
も
は
じ
め
て
納
得

し
た
よ
う
す
で
、
ず
い
ぶ
ん
感
心
し
て
い
る
。

　
「
ど
ろ
け
い
」
の
ほ
か
に
「
い
ろ
は
」
が
使

わ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
？
と
尋
ね
る
と
、
ド

レ
ミ
フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド
が
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
イ
ロ
ハ
で

あ
る
こ
と
を
み
な
思
い
出
し
、
小
学
生
に
人
気

の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
『
忍
た
ま
乱
太
郎
』
の
主
人

公
・
乱
太
郎
は
、
忍
術
学
園
の
一
年
「
は
組
」

だ
が
、
一
年
「
い
組
」
の
ほ
う
が
優
等
生
な
の

だ
と
、
ふ
だ
ん
の
古
典
の
時
間
は
居
眠
り
し
が

ち
な
子
ま
で
も
、
い
つ
に
な
く
楽
し
げ
に
教
え

て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

中
学
校
国
語
の
一
年
生
教
材
に「
い
ろ
は
歌
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
話
を
授
業

の
導
入
と
す
る
の
も
古
典
へ
の
誘
い
と
し
て
有

効
で
は
な
か
ろ
う
か
。

  

「
い
ろ
は
＝
ど
ろ
け
い
」
と
い
う
彼
ら
の
認

識
に
、
私
は
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
た
け
れ
ど
も
、

こ
の
「
い
ろ
は
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
遊
び
の

中
に
、
暮
ら
し
の
中
に
、
そ
れ
と
意
識
せ
ず
に

存
在
し
続
け
て
い
る
も
の
こ
そ
、
古
典
ら
し
い

古
典
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

役
に
立
つ
も
立
た
ぬ
も
な
く
、
当
た
り
前
の

よ
う
に
そ
こ
に
あ
っ
て
日
々
を
彩
っ
て
い
る
、

古
典
に
由
来
す
る
そ
う
い
う
も
の
を
私
た
ち
の

生
活
は
確
か
に
持
っ
て
い
る
。

　

桜
が
咲
け
ば
花
見
に
行
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、

毎
年
の
よ
う
に
桜
に
ち
な
ん
だ
歌
が
ヒ
ッ
ト

チ
ャ
ー
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き

声
は
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ま
り
上
手
な
鳴
き
か

た
で
は
な
く
て
も
、「
ほ
う
、
ほ
け
き
ょ
う
（
法

華
経
）」と
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
七
月
七
日
に
は
、

牽
牛
織
女
の
た
め
に
空
模
様
を
気
に
か
け
、
子

ど
も
た
ち
は
た
ど
た
ど
し
い
字
で
短
冊
に
願
い

事
を
書
く
。
モ
モ
タ
ロ
ス
や
ウ
ラ
タ
ロ
ス
に
憑ひ
ょ
う

依い

さ
れ
る
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
電
王
は
、
グ
ロ
テ
ス

ク
な
風
貌
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
な
ん
だ
か
可
愛

ら
し
く
見
え
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
生
活
を
私
た
ち
は
楽
し
ん
で
い
て
、

そ
れ
だ
け
で
も
古
典
に
由
来
す
る
文
化
を
享
受

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
な

ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
「
ど
ろ
け
い
」
の
呪
文

が
「
い
ろ
は
う
た
」
だ
と
気
づ
い
た
と
き
、
そ

こ
に
は
新
鮮
な
驚
き
と
知
る
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
。

桜
を
惜
し
む
気
持
ち
や
桃
太
郎
へ
の
な
つ
か
し

さ
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
問
い
直
し
た
り
、

身
近
に
あ
り
な
が
ら
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
言
葉

の
意
味
を
確
か
め
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
数
百

年
前
の
世
界
に
少
し
近
づ
い
て
み
る
の
も
、
古

典
へ
の
扉
を
開
く
ひ
と
つ
の
鍵
で

あ
ろ
う
。

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師　

東ひ
が
し

野の

泰や
す

子こ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ

れ
、
古
典
の
取
扱
い
が
具
体
的
に
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
校
で
も
古
典
教
材
が
導
入
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、中
学
校
で
の
指
導
の
あ
り
方
に
も
、い
っ
そ
う
の
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

東
野
先
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
室
で
古
典
を
教
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
経
験
か
ら
、

生
徒
を
古
典
の
授
業
に
引
き
込
む
た
め
の
導
入
の
工
夫
や
、
古
典
を
学
ぶ
魅
力
、
教
え
る
楽
し
さ

に
つ
い
て
、
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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載

清
水
先
生
は
、
三
年
生
の
書
写
で
、

生
徒
自
ら
が
能
動
的
に
行
書
の
運
筆
に
つ
い
て

探
究
す
る
授
業
を
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
検
証
、
探
究
し
な
が
ら

行
書
の
特
徴
と
運
筆
を
客
観
的
に
分
析
し
、

論
理
的
に
結
び
つ
け
て
い
く
試
み
は
、

指
導
者
の
主
観
や
書
字
の
技
能
に
よ
ら
な
い

科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
い
え
ま
す
。

話
し
合
い
や
発
表
な
ど
の

言
語
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

教
室
が
活
性
化
す
る
書
写
の
授
業
の
様
子
を

リ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

  

題
材
の
目
標

・
行
書
の
特
徴
を
運
筆
と
結
び
つ
け
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
行
書
の
運
筆
を
水
平
面
・
垂
直
面
か

ら
理
解
し
、
滑
ら
か
に
速
く
書
く
こ

と
が
で
き
る
。

  

学
習
の
流
れ

・
本
時
の
目
標
を
知
る
。

行
書
の
特
徴
は
、
ど
ん
な
筆
使
い

に
よ
り
表
れ
る
か
、
書
き
な
が
ら

考
察
し
よ
う
。

・
行
書
「
自
」
の
手
本
を
見
て
、
楷
書

と
比
較
し
て
、
水
平
面
・
垂
直
面
の

両
面
か
ら
運
筆
の
特
徴
を
推
測
す
る
。

・
水
平
面
・
垂
直
面
か
ら
撮
影
し
た
楷

書
「
自
」
の
運
筆
の
動
画
を
見
る
。

・
行
書
「
自
」
を
毛
筆
で
試
し
書
き
し
、

運
筆
を
動
画
で
撮
影
す
る
。

・
行
書
の
運
筆
と
書
か
れ
た
文
字
の
因

果
関
係
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
う
。

・
行
書
の
運
筆
の
特
徴
に
つ
い
て
動
画

を
利
用
し
な
が
ら
発
表
す
る
。

授
業
リ
ポ
ー
ト
：
清
水
陽
一
郎
先
生
（
上
越
教
育
大
学
附
属
中
学
校
）
の
実
践
を
紹
介

「
書
写
の
科
学 

〜
行
書
の
筆
使
い
を
多
角
的
に
分
析
し
よ
う（
三
年
）」

　

こ
の
リ
ポ
ー
ト
で
は
、
授
業
の
様
子
を
、
清

水
先
生
の
発
問
（
青
字
部
分
）
を
柱
に
し
て
再
構

成
し
ま
し
た
。

■
み
な
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
六
年
間
、
毎
年
、

書
き
初
め
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
文

字
を
書
い
て
き
た
の
か
、
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

授
業
は
、
こ
れ
ま
で
生
徒
た
ち
が
書
い
て
き

た
書
き
初
め
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

小
学
校
の
お
手
本
か
ら
、
順
番
に
画
面
に
映
し

出
さ
れ
て
い
く
。
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
字
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
あ
の
字
は
、
難

し
か
っ
た
」「
な
つ
か
し
い
。
も
う
一
回
書
い

て
み
た
い
」
と
興
味
を
ひ
か
れ
て
い
く
。

■
さ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
書
き
初
め
の
お
手
本

で
す
が
、
小
学
校
と
中
学
校
で
は
、
ど
ん
な

と
こ
ろ
が
変
わ
り
ま
し
た
か
。

　

中
学
校
で
の
書
き
初
め
が
「
行
書
」
に
よ
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
楷
書
と
比

較
さ
せ
な
が
ら
、
静
的
な
視
点
で
と
ら
え
ら
れ

る
行
書
の
特
徴
と
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
発
表

さ
せ
る
。

　

生
徒
か
ら
は「
速
く
書
け
る
文
字
に
な
っ
た
」

「
画
が
つ
な
が
っ
て
い
る
」「
丸
い
感
じ
」
な
ど

の
発
言
が
出
て
き
た
。

■
で
は
、
そ
の
よ
う
な
行
書
を
う
ま
く
書
く
ポ

イ
ン
ト
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
行
書

の
よ
り
よ
い
書
き
方
を
言
葉
で
説
明
す
る

こ
と
が
、
今
日
の
目
標
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
作
品
は
何
度
も
書
い
て
き
て
は

い
る
が
、
今
日
の
授
業
で
は
、
改
め
て
「
行
書
」

の
運
筆
の
特
徴
を
動
的
な
視
点
か
ら
意
識
さ
せ

る
こ
と
が
ね
ら
い
と
な
る
。

　

手
本
と
し
て
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文

2829

▶
授
業
で
使
用
さ
れ
た
シ
ー
ト
か
ら

清
しみず

水陽
よう

一
いち

郎
ろう

1970年生まれ。東京学芸大学書道科卒業後、新潟県中学校教
諭を経て、上越教育大学大学院で書写指導について研究。現在、
上越教育大学附属中学校教諭。全国大学書写書道教育学会会
員。上越国語教育連絡協議会書写委員。
主な論文に、「中学生を対象とした書きやすく速く書く力を育成す
る実践的研究—動的学習要素のレベル化およびマルチメディア
教材等の効果—」（上越教育大学押木准教授との共同執筆）など。

1
行
書
と
楷
書
、

書
き
方
の
違
い
は
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■
初
め
に
、
先
生
が
書
い
た
楷
書
の
動
画
を
見

て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の
動
き
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
ど
の
角
度
か
ら
見
た
ら
、
行
書
の
書

き
方
が
分
か
り
や
す
い
か
、
も
う
一
度
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

参
考
と
し
て
、
楷
書
を
清
水
先
生
が
書
い
て

い
る
動
画
を
投
影
。
カ
メ
ラ
の
視
点
は
真
上
か

ら
と
横
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
、
運
筆
を

と
ら
え
る
角
度
や
視
点
を
も
う
一
度
検
証
さ
せ

て
い
く
。

　

こ
の
動
画
は
、
次
時
で
、
同
じ
角
度
か
ら

撮
っ
た
清
水
先
生
に
よ
る
行
書
の
動
画
と
比
較

し
、
運
筆
の
違
い
を
再
確
認
す
る
た
め
に
も
使

わ
れ
る
。

■
実
際
に
行
書
を
書
い
て
い
る
と
き
に
、
ど
ん

な
視
点
か
ら
見
れ
ば
書
き
方
の
特
徴
が
わ

か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。

　

教
科
書
Ｐ
５
の「
文
字
を
書
く
と
き
の
姿
勢
」

の
写
真
を
見
な
が
ら
、
筆
の
動
き
を
見
る
角
度

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
生
徒
た
ち
か
ら
は
、

「
目
の
位
置
か
ら
見
る
の
が
い
い
」「
真
横
か
ら

見
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
か
も
」「
ガ
ラ
ス
張
り

に
し
て
、
下
か
ら
見
る
の
は
ど
う
か
な
」
な
ど

提
案
が
出
さ
れ
る
。

字
は
、「
書
か
れ
た
結
果
」
で
し
か
な
い
。
ど

う
い
う
書
き
方
を
す
れ
ば
、そ
う
し
た
「
結
果
」

に
な
る
の
か
、
筆
の
動
か
し
方
は
、
た
と
え
う

ま
く
書
け
る
人
で
も
、
客
観
的
に
言
葉
で
伝
え

る
こ
と
は
難
し
い
も
の
だ
。

　

本
時
の
目
標
は
、
そ
う
し
た
行
書
の
運
筆
の

特
徴
を
、
き
ち
ん
と
言
葉
で
説
明
で
き
る
こ
と

を
念
頭
に
置
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

■
ま
ず
、
行
書
と
楷
書
を
比
較
し
て
わ
か
る
行

書
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
自
然
」
の
「
自
」
と
い
う
文
字
を
楷
書
と

行
書
で
書
い
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
ま
ず
、

「
書
か
れ
た
結
果
」
と
し
て
の
行
書
の
特
徴
を

班
ご
と
に
話
し
合
わ
せ
る
。

　

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
教
科

書
「
中
学
書
写　

二
・
三
年
」
Ｐ
８
を
提
示
し
、

「
点
画
の
丸
み
・
変
化
・
連
続
・
省
略
」「
筆
順

の
変
化
」
と
い
っ
た
特
徴
を
整
理
し
、
確
認
し

て
い
く
。

　

本
時
で
は
、「
自
」
の
字
に
見
ら
れ
る
「
点

画
の
丸
み
・
連
続
」
に
焦
点
を
当
て
、
ど
う
い

う
運
筆
で
生
じ
る
の
か
動
的
な
視
点
か
ら
探
究

さ
せ
る
。

2
行
書
の
特
徴
を

整
理
す
る

3
運
筆
を
と
ら
え
る

視
点
を
考
え
る

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
行
書
の
運
筆
を
撮
影
し
、分
析
す
る

▲清水先生による楷書の動画（真上からと横から）

▲俯瞰する位置から

▲穂先の横の動きに着目

▲穂先の縦の動きに着目

▲目の位置から
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■
で
は
実
際
に
、
行
書
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ

を
動
画
で
記
録
し
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
書
き

方
の
特
徴
を
説
明
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　

班
ご
と
に
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
配
布
し
、
動

画
撮
影
機
能
を
使
っ
て
十
五
分
間
撮
影
を
行
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
何
度
も
試
行
錯
誤
を
繰

り
返
し
、
運
筆
を
説
明
し
や
す
い
角
度
を
探
さ

せ
る
。

　

最
初
は
、
参
考
と
し
て
示
さ
れ
た
楷
書
の
動

画
の
よ
う
に
、
上
と
横
か
ら
撮
影
す
る
班
も
多

か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
書
き
手
の
目
の
位
置
、

紙
の
手
前
か
ら
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

の
撮
影
も
始
ま
っ
て
い
く
。
生
徒
は
「
も
っ
と

ゆ
っ
く
り
書
い
て
」「
も
っ
と
角
度
を
下
か
ら

に
し
た
方
が
い
い
よ
」
な
ど
と
会
話
を
交
わ
し

な
が
ら
、
協
働
的
に
探
究
活
動
を
進
め
て
い
た
。

ま
た
、
撮
る
位
置
に
よ
っ
て
、
天
地
が
逆
に
映

る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
カ
メ
ラ
を
逆
さ
ま
に
し

て
撮
影
す
る
な
ど
の
工
夫
を
す
る
班
も
あ
っ
た
。

　

撮
影
し
た
そ
の
場
で
す
ぐ
再
生
し
て
確
認
、

ま
た
新
た
に
撮
影
す
る
と
い
う
、「
仮
説
→
検

証
」
の
繰
り
返
し
が
簡
単
に
で
き
る
の
が
デ
ジ

タ
ル
カ
メ
ラ
の
利
点
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に

書
い
た
生
徒
も
含
め
、
全
員
が
同
じ
サ
ン
プ
ル

を
見
な
が
ら
、
運
筆
に
つ
い
て
客
観
的
に
議
論

で
き
る
と
い
う
点
で
も
、
非
常
に
有
効
な
手
段

で
あ
っ
た
。

■
班
ご
と
に
動
画
を
見
せ
な
が
ら
、
行
書
の
書

き
方
の
特
徴
を
発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　
「
楷
書
で
は
一
画
ず
つ
筆
を
上
げ
て
書
い
て

い
た
が
、
行
書
で
は
最
初
の
一
画
目
と
二
画
目

の
間
は
筆
の
高
さ
を
あ
ま
り
変
え
ず
に
流
れ
る

よ
う
に
書
い
て
い
る
」

　
「
筆
を
上
下
さ
せ
な
い
で
一
気
に
書
い
て
い

る
」

　
「
筆
の
動
か
し
方
が
丸
い
感
じ
。
楷
書
の『
う

ろ
こ
』の
よ
う
な
も
の（
止
め
の
部
分
）が
な
い
」

　
「
流
れ
る
よ
う
に
筆
を
運
ん
で
い
る
の
が
特

徴
」

　
「
折
り
返
し
は
ジ
グ
ザ
グ
し
て
い
な
く
て
、

丸
み
を
も
っ
て
筆
を
運
ん
で
い
る
」

　

こ
の
よ
う
に
、垂
直
面
で
の
穂
先
の
軌
跡（
点

画
の
連
続
）
や
、
水
平
面
で
の
滑
ら
か
な
始
筆

と
終
筆
（
点
画
の
丸
み
）
に
つ
い
て
、
生
徒
た

ち
は
多
角
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

動
き
を
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
大
人
で

も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
撮
影
中
の

試
行
錯
誤
の
中
で
、
生
徒
た
ち
は
自
分
な
り
の

言
葉
づ
か
い
で
議
論
を
し
、
そ
の
中
で
出
て
き

た
表
現
を
使
い
な
が
ら
、
運
筆
の
特
徴
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

次
時
で
は
、
清
水
先
生
が
同
じ
角
度
か
ら
撮

影
し
た
行
書
と
楷
書
の
動
画
を
比
較
し
、
前
時

で
発
表
し
た
行
書
の
運
筆
の
特
徴
を
再
確
認
す

る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
試
書

を
行
い
、
定
着
を
図
っ
て
い
く
。

　

こ
の
実
践
は
十
一
月
に
行
わ
れ
た
が
、
十
二

月
の
書
き
初
め
の
課
題
「
旅
の
情
趣
」
の
取
り

組
み
と
の
連
携
を
前
提
と
し
て
い
る
。
冬
休
み

中
に
、
生
徒
は
清
水
先
生
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ッ
プ
さ
れ
た
今
回
の
動
画
や
、
書
き
初
め
課

題
の
動
画
を
見
な
が
ら
練
習
を
進
め
、
作
品
は

休
み
明
け
の
全
校
書
き
初
め
展
覧
会
で
各
教
室

に
展
示
さ
れ
た
。

─
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
※
１
）

機
器
を
使
っ
た
書
写
の
授
業
は
、
初
め
て
拝
見

し
ま
し
た
。

　

書
き
初
め
の
前
な
ど
、
生
徒
に
字
形
や
字
配

り
な
ど
考
え
さ
せ
た
後
、
わ
た
し
が
書
い
て
い

る
と
こ
ろ
を
動
画
に
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で

投
影
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
生

徒
自
身
が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
撮
影
す

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
初
め
て
で
し
た
。

─
い
つ
も
と
は
違
っ
た
授
業
で
し
た
が
、
生
徒

た
ち
の
反
応
は
い
か
が
で
し
た
か
。

　

な
か
な
か
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
文
字
を
書

く
係
、
撮
影
す
る
係
、
指
示
を
出
す
係
、
観
察

す
る
係
と
班
の
中
で
役
割
分
担
も
き
ち
ん
と
で

き
て
い
ま
し
た
。
運
筆
を
受
身
で
学
習
す
る
の

で
は
な
く
、
能
動
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
目
指

し
ま
し
た
が
、
生
徒
た
ち
は
、
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
も
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
。

─
授
業
を
振
り
返
っ
て
、
も
っ
と
こ
う
す
れ
ば

よ
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
し
た
か
。

　

楷
書
の
動
画
を
示
す
と
き
、
垂
直
面
・
水
平

面
と
い
う
分
析
の
視
点
を
あ
っ
さ
り
示
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
が
、
本
当
は
、
そ
こ
も
含
め
て

考
え
さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
実
際
に
は
、
生
徒
た
ち
は
、
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
工
夫
し
て
撮
影
し
て
い
ま
し
た
。

─
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
活
用
す
る
授
業
の
メ
リ
ッ
ト

は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
。

　

現
場
を
見
て
い
ま
す
と
、
み
ん
な
が
筆
を

持
っ
て
指
導
で
き
る
先
生
方
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
教
師
が
示
す
範
書
は
一
回
性

の
も
の
で
、
そ
の
瞬
間
だ
け
の
指
導
に
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
動
画
を

使
え
ば
、
生
徒
は
再
生
さ
れ
た
運
筆
を
繰
り
返

し
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
そ
の
間
に
、

教
師
は
机
間
指
導
を
し
な
が
ら
生
徒
の
支
援
を

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
書
い

て
い
る
様
子
を
上
か
ら
撮
っ
た
も
の
と
横
か
ら

撮
っ
た
も
の
を
同
時
に
再
生
し
、
立
体
的
な
見

せ
方
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
学
習
指
導
書

に
付
属
し
て
い
る
Ｃ
Ｄ
─
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
も
ポ
イ
ン

ト
が
よ
く
わ
か
る
動
画
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
そ
れ
を
利
用
す
る
の
が
有
効
で
す
ね
。

　

書
画
カ
メ
ラ
（
※
２
）
は
、
上
手
な
生
徒
の

運
筆
を
大
勢
の
生
徒
に
見
せ
る
際
な
ど
に
と
て

も
効
果
的
で
す
。

　

こ
う
し
た
機
器
の
活
用
は
、
書
く
の
が
苦
手

な
先
生
方
に
と
っ
て
の
書
写
指
導
の
可
能
性
を

広
げ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
テ
ー
マ
を
「
書
写
の
科
学
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
ど
う
い
う
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

　

い
ろ
い
ろ
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
使
用
す
る
授
業

の
こ
と
だ
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
従
」
の
こ
と
で
す
。
テ
ー

マ
が
意
味
す
る
「
主
」
た
る
と
こ
ろ
は
、
客
観

的
に
書
字
活
動
を
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

体
育
や
理
科
の
授
業
と
プ
ロ
セ
ス
が
似
て
い
る

ん
で
す
。
つ
ま
り
、
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
検

証
、
探
究
し
な
が
ら
技
能
に
結
び
つ
け
て
い
く

授
業
で
す
。

　

今
回
の
授
業
で
い
え
ば
、「
こ
う
い
う
角
度

で
見
た
ら
、
よ
り
鮮
明
に
運
筆
の
特
徴
が
わ
か

る
の
で
は
」と
い
う
仮
説
を
立
て
、そ
れ
を
実
際

に
ビ
デ
オ
撮
影
で
検
証
、
探
究
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
考
え
た
こ
と
が
書
字
に
生
か
さ
れ
て
い
く

の
で
す
。

　

わ
た
し
は
、
書
写
の
授
業
で
も
、
こ
う
し
た

「
思
考
」の
部
分
を
よ
り
充
実
さ
せ
た
い
と
常
々

考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
回
の
授
業
の
最

後
に
、
生
徒
た
ち
が
自
分
の
言
葉
で
説
明
し
た

よ
う
に
、
言
語
活
動
に
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と

も
大
事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

4
動
画
で
「
仮
説
→
検
証
」

を
繰
り
返
す

5
言
葉
で
行
書
の
運
筆
を

説
明
す
る

6
次
時
以
降
の
活
動
へ

▲自分たちで撮影した動画を見ながら、
行書の運筆について説明する

※１　ＩＣＴ （Information and Communication Technology）コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報コミュニケーション技術。
※２　書画カメラ　書類や立体物の映像をスクリーンなどに投影する装置。

授
業
を
終
え
て
：
清
水
先
生
に
聞
く

客
観
的
な
書
写
指
導
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ



>> 初級編 >> 中級編 >> 上級編
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紙は A4 を縦に。文章は横書き、左揃え。
そうして、本文は一行おきに書きます（これは間違えたときに書き直すためです）。
鉛筆は不可。これは、誰かに勝手に改ざんされるのを防ぐためでし
たが、パソコン全盛の今となってはあまり意味がないかも。
ですが、消えない筆記具で清書していないレポートは通常不可です。

　　１枚目は、表紙
ここにレポートの題名と自分の所属、名前をはっきり書きます。
すみっこに小さく書くのはダメ！

　　２枚目は目次
レポートが５枚しかなければ必要ありませんが、30 枚もあるのなら、
つけたほうが読んでくれる人に対して親切でしょう。
もちろんこれは、いちばん最後に書きます。
最後にならないと、わかりませんからね。

　　３枚目は序論
ここで必要なのは３つ。

（１）課題のテーマ
（２）その中から選んだ自分のテーマ
（３）そのテーマを選んだ動機
ここにはこの３つしか、書いてはいけません。

　　４枚目からは本論
ここには「調べてわかったことだけ！」を書きます。自分の意見は書いてはいけません。

　　５番目は結論
ここには調べてわかった具体的な事実を使い、自分の考えを述べます。根拠のない想像はダメです。
感想を書いてもいけません。

　　６番目は参考文献リスト
調べるのに使った本の出典を書きます。
著者「題名」出版社、発行年月日、参考にしたページ
というふうに書きます。
出典に使うデータは、本の後ろ（前のこともありますが、たいていは
後ろです）の「奥付」に載っています。

　　最後に表紙の左上をなにかで止めます

レポートも論文も、基本は、なにか謎を提出し、それを解明する、
というパターンです。
つまり、構成はミステリーと同じですね。

しかし、論文とレポートの違いは、
論文は、いままでだれも考えたことのないこと……つまり人類の知の宮殿に貢献するような新しい
ことを提出しなくてはならないけれど、
レポートは、出された課題に対して、今までに誰かが研究して見つけたこと……から答えを見つけ
てくればいいのです。
もちろん中学生にもなると、たとえば自分の街の商店街の調査、のような、まだ誰も研究していな
いようなこと、もできなくはないので、この違いは微妙ですが、中学生の段階では、世界に向かっ
て新しい学説をのべる必要はないでしょう。

中学校では、レポートそのものの内容よりも、何も知らなかった生徒が、

課題を理解し、そのテーマに沿ってどうやって調べればいいのかを考えられるようにし、
結論を出せるように段階を経て訓練することが目的です。
だから、教師は、どんな能力をつけさせたいかを明確に把握して課題そのものを考えないとなりま
せん。

また、結論に、いわゆる“感想”を書かせてはいけません。
あくまでも、レポートは根拠のある結論でなくてはいけないので、根拠のない、想像や願望や感想
は必要ないのです。
どうしても書かせる必要があるのなら、最後にもうひとつ“感想”という別ページをもうけて書い
てください。

	　	　					赤木かん子	の

「図書館を利用した
“調べ学習”のしかた」
　前回は、百科事典を使ったテーマの決めかたをお話ししました。

　では今回、ラスト！　「集めた情報をどうまとめるか」です。

>> 上級編
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教科書編集部便り

　本号の特集である「光村の『国語』これ
からの針路」と題した対談を髙木まさき先
生、阿部昇先生にお願いした日は、奇しく
も国際的な学力到達度調査である「PISA」
の 2009年調査結果が公表された日でした。
対談の中にも PISA調査に関する話題は数
多く出されています。公表結果を見ると、
いわゆる PISA 型「読解力」は、最も順位
が高かった 2000年調査時と同じ８位に戻り
ました。順位が 14 位に急落し、PISA ショッ
クなる言葉を生んだ03 年、さらに06 年調
査では15 位に続落。ここにきてやっと学力
低下に歯止めがかかったと、ほっとする向
きもあるようです。
　それまで語群から単語を選んだり、空欄
を埋めたりといった問題に慣れていた生徒
たちは、「自分で考え、意見を記述する」と
いう課題解決型の問題を前にして、「無答」
という方法をとるしかありませんでした。

それから十年、「読解力向上プログラム」が
打ち出され、「全国学力・学習状況調査」が
実施され、学習指導要領が改訂されました。
現在検定申請中の平成二十四年度版教科書
は、このような学力に関わるめまぐるしい
動きの中で編集されたものです。新たに教
科書の中に位置付けを考えていかなければ
ならない項目などもさまざまありました。
その構成は春頃ご覧いただけるものになる
かと思います。
　編集部では、これからの時代を生きてい
く生徒たちの「生きる力」となるように、
そして、「学ぶ楽しさ」を感じてもらえるよ
うな国語教科書を目ざして編集を進めてま
いりました。同時に、この教科書を使われ
る先生方のご指導のしやすさを考えたつも
りでおります。
　新しい光村の「国語」にご期待ください。

これからの時代を生きていく生徒たちのために

平成22年度版「中学校国語」教科書訂正のお知らせとおわび
　教科書訂正のお知らせが遅れましたことをお詫びいたします。
　なお、光村図書発行の教科書の訂正につきましては、随時ホームページでお知らせしてお
ります。合わせてご覧いただければ幸いです。
▶ http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
■国語1　

■国語2　

■国語3　

ページ 行 原文 訂正文

132 3 〜 5

二〇一〇年には、日本で作られるプ
ラスチック製品の売り上げの二〇
パーセントが生分解性プラスチック
になると予想されている。

二〇一〇年代後半には、日本で作ら
れるプラスチック製品の売り上げの
一〇パーセントが生分解性プラス
チックになると予想されている。
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