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「
人
」
で
あ
り「
者
」
で
あ
り
…
…

　
ま
ず
は
ク
イ
ズ
か
ら
。「
日
本
人
」
と
「
代

理
人
」
の
よ
う
に
、
接
尾
辞
的
に
使
わ
れ
る

「
○
○
人
」
に
は
、「
じ
ん
」「
に
ん
」
と
い

う
二
通
り
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
違

い
は
何
に
よ
る
の
で
し
ょ
う—

—

。
お
お
ま

か
に
は
、「
○
○
人
」
は
、「
宇
宙
人
、南
蛮
人
、

芸
能
人
、
常
識
人
、
教
養
人
」
な
ど
、
所
属

や
性
質
を
表
す
言
葉
の
場
合
、大
体
「
じ
ん
」。

一
方
、「
代
理
人
、
保
証
人
、
弁
護
人
、
仲

買
人
、仕
掛
け
人
」
な
ど
で
は
、「
人
」
は
「
に

ん
」
と
読
ま
れ
る
。
ま
あ
「
世
帯
人
」
な
ど

も
あ
る
が
、
大
き
く
言
え
ば
、「
〜
す
る
人
」

と
い
う
場
合
に
は
「
〇
〇
人
」
は
「
に
ん
」

で
あ
る
。

　
実
は
、「
〜
す
る
人
」
を
表
す
表
現
は
多

様
だ
。「
〇
〇
人
」
以
外
に
「
販
売
者
」「
歌

い
手
」「
歌
手
」「
運
転
手
」「
運
転
士
」「
連

絡
員
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
意
味
も
違
う
。

「
支
配
者
」は
文
字
通
り「
支
配
し
て
い
る
人
」

だ
が
、「
支
配
人
」
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い

う
役
職
の
人
。「
歌
い
手
」
と
「
歌
手
」
は
、

同
じ
よ
う
に
「
歌
う
人
」
と
言
え
る
が
、
後

者
は
職
業
的
な
意
味
だ
。
カ
ラ
オ
ケ
に
行
っ

て
歌
い
始
め
れ
ば
、私
で
も
「
歌
い
手
」
だ
が
、

「
歌
手
」
で
は
な
い
。
一
方
、「
歌
手
」
と
呼

ば
れ
る
人
な
ら
、
歌
い
終
わ
っ
て
黙
っ
て
道

を
歩
い
て
い
て
も
「
歌
手
」。
そ
の
認
定
は

つ
い
て
回
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
〜
す
る
人
」
に
は
、
動

き
の
現
場
で
成
り
立
つ
も
の
と
、
動
き
の
現

場
を
離
れ
て
つ
い
て
回
る
も
の
と
が
あ
る
。

「
者
」
は
動
き
の
現
場
を
取
り
上
げ
た
認
定

の
場
合
が
比
較
的
多
い
。歩
い
て
い
る
時「
歩

行
者
」
に
な
り
、
温
泉
施
設
に
入
っ
て
い
る

時
「
来
館
者
」「
利
用
者
」
に
な
る
。「
負
傷

者
」
な
ど
も
、
そ
の
時
ど
き
の
出
来
事
か
ら

の
認
定
と
言
え
る
。「
運
転
者
」と「
運
転
手
」

「
運
転
士
」
を
比
べ
る
と
、「
者
」
が
動
き
の

場
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
一
時
的
性
質
な
の

に
対
し
て
、「
〇
〇
手
」「
〇
〇
士
」
は
職
業
・

資
格
を
表
す
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
同
じ
「
者
」
で
も
、「
教
育
者
」

は
ち
ょ
っ
と
違
う
タ
イ
プ
。
職
業
や
役
割
と

し
て
つ
い
て
回
る
。
家
で
お
風
呂
に
入
っ
て

い
て
も
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
っ
て
い
て
も
、「
教

育
者
」。
実
は
「
保
護
者
」
も
そ
う
。「
保
護
」

と
い
う
「
動
き
」
は
も
は
や
抽
象
化
し
て
い

る
。
子
ど
も
が
教
育
を
受
け
て
い
る
間
、「
保

護
者
」
は
つ
い
て
回
る
。
寝
て
い
て
も
起
き

て
い
て
も
「
保
護
者
」
は
「
保
護
者
」。
そ
う
、

「
教
育
者
」「
保
護
者
」
の
「
者
」
に
は
重
み

が
あ
る
の
だ
。

　
私
た
ち
は
忙
し
い
。
い
ろ
ん
な「
〇
〇
者
」

に
な
っ
た
り
、
や
め
た
り
。
さ
ら
に
、
い
つ

も
つ
い
て
回
る
「
〇
〇
者
」
で
あ
っ
た
り
も

す
る
。

　
さ
て
、
い
ま
現
在
こ
う
し
て
い
る
あ
な
た
、

あ
な
た
は
「
何
者
」
で
す
か
？ —
—

は
い
、

申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
文
章
の「
読
者
」。

え
？ 

漢
字
を
一
つ
増
や
し
て
、「
愛
読
者
」？ 

…
…
お
お
、
感
激
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
！
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

1960年静岡県生まれ。早稲田大
学卒業後，83年NHKに入局し，ス
ポーツアナウンサーとして活躍。特
にアテネ五輪体操男子団体決勝の

「伸身の新月面が描く放物線は，栄
光への架け橋だ」という実況は五輪
放送史上に残るコメントと高く評価さ
れている。トリノ五輪では，荒川静香
選手のフィギュアスケートアジア史
上初の金メダルの瞬間を「トリノのオ
リンピックの女神は，荒川静香にキス
をしました」と実況。バンクーバー五
輪ではフィギュア史上最高の戦いと
いわれた浅田真央とキムヨナの対決
を臨場感豊かに伝えた。

　

二
〇
〇
一
年
二
月
、
東
京
代
々
木
体
育
館
で

行
わ
れ
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
グ
ラ
ン
プ
リ

フ
ァ
イ
ナ
ル
の
男
子
シ
ン
グ
ル
は
、
彗
星
の
ご

と
く
現
れ
た
十
八
歳
の
ロ
シ
ア
の
天
才
に
大
き

な
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。後
に
世
界
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
と
五
輪
金
メ
ダ
リ
ス
ト
と
な
り
一
つ

の
時
代
を
築
い
た
プ
ル
シ
ェ
ン
コ
で
す
。
こ
の

時
男
子
シ
ン
グ
ル
の
実
況
を
担
当
し
た
私
は
初

め
て
プ
ル
シ
ェ
ン
コ
を
生
で
見
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
プ
ル
シ
ェ
ン
コ
の
演
技
は
映
像
で
は
何
度

も
目
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
見
る
彼
の

演
技
は
映
像
と
は
ま
る
で
別
人
。
圧
倒
的
な
ス

ピ
ー
ド
感
と
卓
越
し
た
演
技
力
、
そ
し
て
会
場

全
体
を
引
き
込
む
カ
リ
ス
マ
性
。
放
送
に
入
り
、

プ
ル
シ
ェ
ン
コ
が
も
の
す
ご
い
演
技
を
見
せ
て

い
る
間
、「
こ
の
素
晴
ら
し
い
演
技
と
会
場
の
空

気
感
を
一
言
で
表
現
し
な
け
れ
ば
…
…
」
と
思

い
ま
し
た
。
そ
し
て
訪
れ
た
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
の

瞬
間
、私
は
「
ん
〜
〜
〜
〜
、プ
ル
シ
ェ
ン
コ
！
」

と
発
し
て
い
ま
し
た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
言
葉

が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
か
が
七
年

ぐ
ら
い
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
中
継
の
経
験
で
は
こ
の

程
度
か
と
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
で
落
ち
込
み
ま
し

た
。

　

と
こ
ろ
が
、
放
送
が
終
わ
る
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア

ス
ケ
ー
ト
の
フ
ァ
ン
か
ら「
あ
の
実
況
は
良
か
っ

た
」
と
い
う
声
が
続
々
と
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

視
聴
者
の
皆
さ
ん
が
勝
手
に
共
感
し
て
く
れ
た

の
で
す
。
私
と
し
て
は
苦
し
紛
れ
に
名
前
を
呼

ん
だ
わ
け
で
す
が
フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
も
一
緒
に

「
そ
う
だ
よ
ね
、プ
ル
シ
ェ
ン
コ
す
ご
い
よ
ね
」っ

て
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
実
況
コ
メ
ン

ト
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
何
か
が
伝
わ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
時
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
フ
ァ
ン
の
共
感
に
救

わ
れ
ま
し
た
が
、
も
し
こ
の
時
こ
の
瞬
間
の

本
質
を
言
い
尽
く
す
一
言
が
私
の
中
に
湧
き
起

こ
っ
て
い
た
ら
、
ま
た
違
っ
た
感
動
を
視
聴
者

と
共
鳴
で
き
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ
中

継
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
「
伝
え
る
」
と
い

う
こ
と
だ
と
こ
の
時
実
感
し
ま
し
た
。
何
を

伝
え
る
の
か
、
何
が
伝
わ
っ
た
の
か
と
い
う
一

点
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
同
じ
瞬
間
は
二

度
と
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
っ
た
一
度
の
瞬
間

に
、
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
か
ど
う

か
、
そ
れ
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
最
も
難

し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
正
解
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ど
れ
だ
け
そ
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
努
力

で
き
る
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
伝
わ
る
た
め
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
何

で
し
ょ
う
か
。
実
況
に
お
い
て
は
言
葉
の
選
択

と
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
良

い
こ
と
、
正
し
い
こ
と
を
言
っ
て
も
言
葉
の
選

択
や
タ
イ
ミ
ン
グ
が
正
し
く
な
け
れ
ば
伝
わ
り

ま
せ
ん
。
間
違
っ
た
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
の

に
視
聴
者
の
耳
に
入
ら
ず
、
た
だ
の
効
果
音
と

化
す
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
適
切
に

選
ば
れ
た
言
葉
に
は
、
命
が
宿
り
ま
す
。
い
い

タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
に
は
よ
り
強

い
生
命
力
が
加
わ
り
、
こ
れ
を
受
け
た
人
の
心

で
も
生
き
続
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
二
〇
〇
四
年
の
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

体
操
男
子
団
体
決
勝
、
体
操
ニ
ッ
ポ
ン
二
十
八

年
ぶ
り
の
王
座
奪
還
の
瞬
間
で
「
栄
光
へ
の
架

け
橋
だ
」
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
ま
し
た
。
放

送
の
始
ま
る
前
も
、
始
ま
っ
て
か
ら
も
、
実
は

こ
の
言
葉
は
頭
の
中
に
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
と
い
う
の
も
、
競
技
中
の
い
く
つ
も
の
奇

跡
が
重
な
ら
な
い
限
り
、
こ
の
言
葉
を
選
ぶ
状

況
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
放
送

前
に
私
が
準
備
す
る
こ
と
は
、
言
葉
で
は
な
く

価
値
判
断
の
確
認
で
す
。
四
位
だ
っ
た
ら
な
ん

て
評
価
す
る
の
か
、
惨
敗
な
の
か
惜
敗
な
の
か
、

三
位
だ
っ
た
ら
復
活
と
言
え
る
の
か
な
ど
、
そ

の
評
価
の
確
認
で
す
。

　

言
葉
は
、
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
そ
れ
ま

で
の
取
材
の
蓄
積
と
経
験
か
ら
湧
き
上
が
っ
て

き
ま
す
が
、
そ
の
土
台
と
な
る
の
が
価
値
判
断

で
す
。
正
確
な
判
断
を
す
る
に
は
、
体
操
ニ
ッ

ポ
ン
の
歴
史
と
各
選
手
の
競
技
者
と
し
て
の
歩

み
を
体
に
浸
み
込
ま
せ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
二
十
年
に
わ
た
っ
て
世
界
の
王
者
と
し
て

君
臨
し
た
日
本
、
モ
ス
ク
ワ
五
輪
ボ
イ
コ
ッ
ト

に
よ
っ
て
失
っ
た
王
座
を
取
り
戻
せ
な
い
ば
か

り
か
、
ア
ト
ラ
ン
タ
で
惨
敗
し
シ
ド
ニ
ー
で
惜

敗
し
、
ア
テ
ネ
に
復
活
を
か
け
て
き
た
経
緯
を
、

た
だ
知
識
と
し
て
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
十
二

年
に
わ
た
っ
て
そ
の
道
程
を
一
緒
に
歩
い
て
き

た
実
況
者
と
し
て
の
自
ら
の
経
験
が
判
断
の
指

標
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
決
勝
が
始
ま
っ
て

次
々
と
起
こ
る
奇
跡
的
な
展
開
、
金
メ
ダ
ル
大

本
命
の
中
国
の
脱
落
、
最
終
種
目
鉄
棒
で
ラ
イ

バ
ル
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ア
メ
リ
カ
の
エ
ー
ス
の
失

敗
な
ど
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
重
な
っ
た
時
、
初

め
て
メ
ダ
ル
確
実
の
状
況
が
生
ま
れ
、
私
の
頭

に
「
復
活
へ
の
架
け
橋
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
最
終
演
技
者
冨
田
選
手
の
演
技
が
始

ま
る
直
前
、
こ
の
時
の
採
点
方
法
で
、
演
技
の

途
中
で
金
メ
ダ
ル
か
確
定
す
る
こ
と
に
気
づ
い

た
時
、
初
め
て
体
の
奥
底
か
ら
「
栄
光
」
と
い

う
言
葉
が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
瞬

間
は
、
冨
田
選
手
が
演
技
の
途
中
の
コ
ー
ル

マ
ン
と
い
う
技
が
決
ま
っ
た
時
、
つ
ま
り
こ
の

技
が
決
ま
れ
ば
、
そ
の
後
冨
田
選
手
が
着
地
で

大
失
敗
し
て
も
金
が
決
ま
る
と
確
信
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
コ
ー
ル
マ
ン
が
成
功
し
た
後
は
、
最
も

伝
わ
る
瞬
間
を
狙
っ
て
「
伸
身
の
新
月
面
が
描

く
放
物
線
は
、
栄
光
へ
の
架
け
橋
だ
！
」
と
実

況
し
ま
し
た
。
演
技
の
途
中
で
金
メ
ダ
ル
が
決

ま
る
と
気
づ
け
た
の
も
、
あ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が

一
番
伝
わ
る
と
確
信
で
き
た
の
も
十
二
年
の
体

操
の
取
材
・
実
況
の
経
験
と
蓄
積
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉

に
強
い
生
命
力
が
宿
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は

分
か
り
ま
せ
ん
し
、
別
の
よ
り
良
い
コ
メ
ン
ト

が
存
在
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
私

が
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
く
受
け
取
っ
た
人
が

決
め
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

刈
屋
富
士
雄

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー　

0203

刈屋富士雄
かり    や      ふ      じ      お 言

葉
に

命
が
宿
る
時
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評
論
を
読
み
、

自
分
の
考
え
を
も
つ

筆
者
が
　
　
教
室
に
や
っ
て
き
た
！

0405

撮
影
：
鈴
木
俊
介

二
年
生
（
三
十
名
）

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗そ

我が

部べ

義よ
し

則の
り

先
生

芸
術
学
者
・
批
評
家

布ふ

施せ

英ひ
で

利と

さ
ん

※１　「中学校国語教育相談室 No.69」（2012 年 9 月発行）で，「評
論の文章をどう教えるか」と題し，宗我部先生の授業を紹介した。
小社ウェブサイトの「光村コミュニティ」（会員専用）で閲覧が可能。

　
以
前
、
小
誌
で
、
宗
我
部
義
則
先
生
の

「
君
は『
最
後
の
晩
餐
』を
知
っ
て
い
る
か
」

（
二
年
）
を
使
っ
た
授
業
の
模
様
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。（
※
１
）

　
修
復
前
と
修
復
後
の
「
最
後
の
晩
餐
」

を
比
較
し
た
り
、
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
は
誰

か
を
話
し
合
っ
た
り
、
生
徒
た
ち
は
評
論

の
対
象
と
な
る
絵
画
を
読
み
解
き
な
が
ら
、

筆
者
の
考
え
を
読
み
取
り
、
さ
ら
に
「
筆

者
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う
思
う

か
」
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。
授
業
は

た
い
へ
ん
盛
り
上
が
り
、
読
者
の
先
生
方

か
ら
も
大
き
な
反
響
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
特
集
で
は
な
ん
と
、

筆
者
で
あ
る
布
施
英
利
さ
ん
が
、
宗
我
部

先
生
の
評
論
の
授
業
を
参
観
す
る
こ
と
に
。

筆
者
と
の
交
流
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
く

の
で
し
ょ
う
か
。

「君は『最後の晩餐』を知っているか」の筆者・布施英利さんと，生徒たち。

特集
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授
業
は
全
七
時
間
。
布
施
さ
ん
を
お
迎
え
す
る

の
は
第
六
時
で
す
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
、
第
一
時

か
ら
第
五
時
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
行
わ
れ
た
か
、

簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
第
一
時
で
は
、
宗
我
部
先
生
が
生
徒
た

ち
に
「
評
論
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
辞
書
で
調

べ
さ
せ
、「
何
が
で
き
れ
ば
、
評
論
を
『
読
め
た
』

と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
ま
し
た
。
生

徒
た
ち
か
ら
は
、「
筆
者
が
述
べ
て
い
る
新
し
い

見
方
や
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
」「
筆
者
が
述

て
、
次
の
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え

に
共
感
で
き
る
の
か
、
疑
問
に
感
じ
る
こ
と
は
あ

る
か
な
ど
を
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

論
点
❶　
「
最
後
の
晩
餐
」は「
絵
画
の
科
学
が

生
み
出
し
た
新
し
い
絵
」
と
い
う
布
施
さ
ん

の
考
え
。

論
点
❷　
「
か
っ
こ
い
い
。」
と
は
、
ど
ん
な

点
が
か
っ
こ
い
い
の
か
。
共
感
で
き
る
か
。

論
点
❸　
「
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
二
十

一
世
紀
の
私
た
ち
が
初
め
て
見
た
」
と
い
う

布
施
さ
ん
の
考
え
。

　

話
し
合
っ
た
こ
と
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
ま
と

め
て
い
き
、
発
表
の
準
備
を
進
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
い
よ
い
よ
第
六
時
で
す
。

べ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、『
ふ
ー
ん
』
で
な
く

『
へ
ぇ
』
と
思
え
る
こ
と
」「
筆
者
の
考
え
に
対
し

て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
」
と
い
う
意

見
が
出
さ
れ
、
こ
の
三
つ
を
、
単
元
の
学
習
目
標

に
設
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
は
、「
最
後
の

晩
餐
」
の
修
復
前
と
修
復
後
の
画
像
を
見
せ
、「
ど

ち
ら
が
修
復
後
だ
ろ
う
」
と
生
徒
た
ち
に
質
問
。

教
室
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
、
教
材
文
へ
の
関
心

が
一
気
に
高
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
第
二
時
で
は
全
文
を
通
読
。
第
三
時

で
は
、「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
に
線
を
書
き
込
ん

で
遠
近
法
を
確
認
し
た
り
す
る
中
で
、
絵
の
魅
力

を
実
感
さ
せ
、
さ
ら
に
筆
者
が
「
最
後
の
晩
餐
」

を
ど
う
評
し
て
い
る
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
抜
き

出
し
て
考
え
さ
せ
ま
し
た
。

　

第
四
・
五
時
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
受
け

筆
者
が
登
場
！

　
「
わ
っ
、
布
施
さ
ん
だ
！
」「
教
科
書
に
載
っ
て

い
る
写
真
と
髪
型
が
違
う
（
笑
）」。
筆
者
の
布
施

英
利
さ
ん
が
教
室
に
入
る
や
い
な
や
、
生
徒
た
ち

が
ど
よ
め
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
宗
我
部
先
生
が
あ
ら
た
め
て
ご
紹
介
。

「
布
施
英
利
さ
ん
は
、
美
術
に
関
す
る
評
論
家
と

し
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
解
剖
学
の
観

点
か
ら
美
術
作
品
を
見
て
い
く
と
い
う
分
野
で
は
、

日
本
で
第
一
人
者
だ
そ
う
で
す
よ
。
今
日
は
、
絵

の
見
方
な
ど
も
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
で
す

ね
」。

　

先
生
が
そ
う
言
う
と
、
布
施
さ
ん
が
「
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
」
と
一
礼
し
、生
徒
た
ち
も
「
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！
」
と
元
気
よ
く
挨
拶
。

布
施
さ
ん
は
、
黒
板
の
前
に
用
意
さ
れ
た
椅
子
に

座
り
、
教
室
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら
、
授
業
を
参

観
し
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
先
生
は
、
今
日
の
授
業
の
目
標
を
確

認
し
ま
し
た
。「
こ
れ
ま
で
、
三
つ
の
論
点
に
つ

い
て
話
し
合
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
、
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
ま
と
め
た
意
見
を
発
表
し
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
と
グ
ル
ー
プ
の

交
流
も
で
き
ま
す
し
、
今
日
は
な
ん
と
筆
者
の
方

と
の
交
流
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
交
流
を
通
し

て
、
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
け
た
ら
い
い
で
す

ね
」。

　

黒
板
に
は
、
各
グ
ル
ー
プ
が
前
時
ま
で
に
話
し

合
っ
た
内
容
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
ま
と
め
ら

れ
、
ず
ら
っ
と
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
そ
れ
で
は
、
論
点
❶
に
つ
い
て
発
表
し
た
い

と
言
っ
て
い
た
Ｈ
班
、口
火
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
」。

発表の準備をする生徒たち。

「どんどん交流して，自分の考えを
深めていきましょう」と宗我部先生。

生徒たちに挨拶をする布施さん。

グループごとに発表する内容をホワイトボードにまとめた。

単
元
名				

評
論
を
読
む

使
用
教
材

「
君
は『
最
後
の
晩
餐
』を
知
っ
て
い
る
か
」

（
二
年
）

		

授
業
リ
ポ
ー
ト

 （
第
六
時
）

▶学習目標の設定
何ができれば評論が読めたことになるか
グループで話し合い，学習目標を設定。

▶教材文への導入
「最後の晩餐」の二つの画像を見て，ど
ちらが修復後のものか話し合う。

▶「修復」について知る
絵画の修復について，教師の説明を聞く。

▶教材文を読む
全文通読をする。

▶筆者の「最後の晩餐」に対する評価を読─
　み取る
・「最後の晩餐」とは，どのような絵なの
か，絵に書き込みをしたり，裏切り者の
ユダは誰かについて話し合ったりする中
で，絵の魅力を考える。
・筆者は「最後の晩餐」をどう評している
か考える。「ズバリ述べている表現」を
抜き出し，グループで話し合う。

▶自分の考えをまとめる
三つの論点について，グループで話し合
い，自分の考えをまとめる。

▶発表の準備をする
話し合った内容をグループごとにホワイ
トボードにまとめ，発表の準備をする。

▶発表会
グループごとに発表をする。筆者から直
接話を聞き，筆者が評論文に込めた思い
や考えを知る。

▶まとめ，学習の振り返り
自分の考えや，評論を読むこつをまとめる。

第１時

第3時

第 4・5時

第6時

第7時

第 2時

■学習指導計画（全７時間）

第１〜５時の授業の模様は，小社ウェブサイトで詳しくご紹介しています。
「光村図書ウェブサイト＞みつむらweb magazine ＞授業リポート」からご覧ください。
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論
点●❶

論
点●❷

　

Ｈ
班
は
、「
論
点
❶
『
最
後
の
晩
餐
』
は
『
絵

画
の
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
絵
』
と
い
う
布

施
さ
ん
の
考
え
」
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
っ
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
発
表
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ｈ
班　

布
施
さ
ん
は
、
解
剖
学
・
遠
近
法
・
明
暗

法
な
ど
の
絵
画
の
科
学
を
駆
使
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
が
今
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
絵
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は「
科
学
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
部
分
は
納
得
で
き
た
ん
で
す
け
ど
、「
新

し
い
絵
」
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
く
て
。
本

当
に
そ
う
な
の
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
科
学
が
駆
使
さ
れ
た
絵
だ
と

い
う
こ
と
に
は
納
得
で
き
た
け
ど
、「
新
し
い
絵
」

　

そ
れ
に
対
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
絵
画
の
科
学

を
駆
使
し
て
「
最
後
の
晩
餐
」
を
描
い
た
。
そ
れ

は
、
当
時
と
し
て
は
、
そ
う
と
う
新
し
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
僕
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン

チ
の
フ
ァ
ン
な
の
で
あ
え
て
言
い
ま
す
け
れ
ど

（
笑
）、
こ
の
五
百
年
前
の
絵
は
、
今
の
私
た
ち
が

見
て
も
新
し
い
と
感
じ
る
部
分
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
永
遠
に
「
新
し
い
絵
」

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
こ
れ
は
僕
の
主
観
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

布
施
さ
ん
の
説
明
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
生
徒

た
ち
。「
新
し
い
絵
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」

と
発
表
し
た
Ｈ
班
の
生
徒
た
ち
も
、
深
く
う
な
ず

い
て
い
ま
し
た
。　

か
ど
う
か
は
、
他
を
知
ら
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
他
の
グ
ル
ー
プ
、
論
点
❶

に
つ
い
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
先
日
の
授
業
で
は
、

共
感
で
き
る
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
多
か
っ
た
け
れ

ど
。
共
感
で
き
る
と
い
う
人
、
手
を
挙
げ
て
く
だ

さ
い
。

生
徒　
（
ほ
ぼ
全
員
が
挙
手
）

先
生　

じ
ゃ
あ
、論
点
❶
に
つ
い
て
、他
の
グ
ル
ー

プ
は
納
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
か
な
。

で
は
、
Ｈ
班
が
疑
問
に
思
っ
た
「
新
し
い
絵
」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
布
施
さ
ん
に
お

き
き
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

布
施　

は
い
（
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
）。
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時

代
の
人
で
す
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
に
は
、

「
再
生
」
や
「
新
た
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
代
表
す

る
画
家
が
レ
オ
ナ
ル
ド
な
ん
で
す
ね
。
今
、「
新

し
い
絵
な
の
か
疑
問
だ
」
と
い
う
意
見
が
出
ま
し

た
け
ど
、
確
か
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
レ
オ
ナ
ル
ド

は
、
五
百
年
前
の
画
家
で
す
か
ら
、
今
の
皆
さ
ん

か
ら
見
た
ら
、
新
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
時
代
を
遡
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
に
描

か
れ
た
絵
画
を
見
て
み
る
と
、
子
ど
も
が
描
い
た

よ
う
な
絵
ば
か
り
な
ん
で
す
。
信
仰
心
が
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
心
が
打
た
れ
る
絵
で
は
あ
る

の
で
す
が
。

「『新しい絵』なのかどうかは
わからない」と発表するＨ班。

E 班は「『かっこいい』というより
『きれい』だと思った」と発表。

「永遠に『新しい絵』なんじゃないかと，僕は思う」と布施さん。

　

次
に
、「
論
点
❷
『
か
っ
こ
い
い
。』
と
は
、
ど

ん
な
点
が
か
っ
こ
い
い
の
か
。
共
感
で
き
る
か
」

に
つ
い
て
発
表
し
て
い
き
ま
す
。
前
時
で
、
こ
の

論
点
は
「
共
感
で
き
る
・
で
き
な
い
」
で
、
生
徒

た
ち
の
意
見
が
大
き
く
割
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
あ
、

ど
の
よ
う
な
発
言
が
飛
び
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ｂ
班　

私
た
ち
は
「
か
っ
こ
い
い
」
に
共
感
で
き

る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ

て
、
す
ご
く
微
妙
で
す
（
笑
）。
科
学
的
な
技
法

が
い
っ
ぱ
い
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
確
か
に

「
か
っ
こ
い
い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
絵

が
完
璧
す
ぎ
て「
か
っ
こ
い
い
」と
い
う
よ
り
、「
怖

い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。

先
生　

ど
う
し
て
「
怖
い
」
と
思
う
ん
だ
ろ
う
。

Ｂ
班　

計
算
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
そ
れ

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
足
元
の
部
分
が
不
自
然
に
塗

り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
て
変
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。

先
生　

こ
の
部
分
だ
ね
（
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

さ
れ
た
「
最
後
の
晩
餐
」
の
該
当
部
分
を
指
し
て
）。

で
は
、
他
の
班
も
ひ
と
と
お
り
発
表
し
て
い
っ
て

も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

Ｅ
班　

僕
た
ち
も
、
科
学
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
確
か
に
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
修
復
後
は
、
色
が
淡
く
て
「
か
っ
こ
い
い
」

と
い
う
よ
り
「
き
れ
い
」
だ
な
と
思
い
ま
す
。

先
生　
「
か
っ
こ
い
い
」
よ
り
も
、
他
に
合
う
言

葉
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
ね
。
Ｇ
班

は
ど
う
？

Ｇ
班　
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
表
面

的
で
軽
い
感
じ
が
し
て
、
私
た
ち
は
も
っ
と
、
す

ご
み
の
あ
る
言
葉
の
ほ
う
が
適
切
だ
と
思
い
ま
す
。

生
徒　
（
一
同
笑
い
）

Ｇ
班　

例
え
ば
、「
美
し
い
」「
す
ば
ら
し
い
」「
圧

巻
だ
」「
圧
倒
す
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
言
葉
の

ほ
う
が
、
こ
の
絵
に
は
合
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。

「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
か
り
や
す

い
け
ど
、
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
生　

布
施
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
苦
笑
い
を
さ
れ
て

い
ま
す
ね
（
笑
）。「
か
っ
こ
い
い
」
で
は
な
く
、

も
っ
と
重
々
し
い
言
葉
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
意
見
か
。
そ
う
い
う
感
覚
、
と
て
も
大
事
だ

よ
。
他
の
班
は
ど
う
？

Ｆ
班　

私
た
ち
は
、「
か
っ
こ
い
い
」
に
共
感
で

き
る
と
い
う
意
見
で
す
。
で
も
、
布
施
さ
ん
み
た

い
に
絵
を
パ
ッ
と
見
た
と
き
に
は
思
わ
な
く
て
、

布
施
さ
ん
の
文
章
を
読
み
、
こ
の
絵
が
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
よ
う
や
く

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
え
ま
し
た
。

Ｃ
班　

う
ち
の
班
は
、
ち
ょ
っ
と
共
感
で
き
な
い

と
い
う
意
見
で
す
。
私
た
ち
は
全
員
、
こ
の
絵
を

見
た
と
き
に
、「
か
っ
こ
い
い
」
じ
ゃ
な
く
て
「
す

ご
い
」
っ
て
思
い
ま
し
た
。
布
施
さ
ん
は
「
す
ご

い
」
っ
て
思
っ
た
の
を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う

言
葉
で
表
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
本
当
に
「
か
っ

こ
い
い
」と
思
っ
た
の
か
、そ
こ
が
わ
か
ら
な
く
て
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
は
、
後
で
布
施
さ
ん
に

お
き
き
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
だ
ね
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

布
施
さ
ん
の
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
表
現
に

つ
い
て
、「
も
っ
と
適
切
な
言
葉
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
」「
本
当
に
『
か
っ
こ
い
い
』
と
思
っ
た

の
だ
ろ
う
か
」
と
、
生
徒
た
ち
の
議
論
が
ど
ん
ど

ん
白
熱
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
論

点
❸
に
移
り
ま
す
。

「
最
後
の
晩
餐
」は

「
新
し
い
絵
」か
？

「
か
っ
こ
い
い
」
に

共
感
で
き
る
か
？
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僕
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
問
い
か
け
を
し
た
ん
で
す
。
布
施

　

最
後
に
「
論
点
❸ 
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
は
、

二
十
一
世
紀
の
私
た
ち
が
初
め
て
見
た
」
と
い
う

布
施
さ
ん
の
考
え
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
て
い
き

ま
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

Ａ
班　

う
ち
の
班
で
は
意
見
が
割
れ
ま
し
た
。
布

施
さ
ん
の
考
え
に
賛
成
の
人
も
い
る
け
ど
、
絵
が

描
か
れ
た
当
時
の
ほ
う
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
表
現

し
た
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
意
見
も
あ
っ
て
。

Ｄ
班　

私
た
ち
は
、
布
施
さ
ん
に
共
感
で
き
な
い

と
い
う
意
見
で
す
。
絵
が
描
か
れ
た
当
時
は
、
色

が
濃
く
て
、
細
か
い
描
き
込
み
も
見
る
こ
と
が
で

き
て
、
そ
れ
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
表
現
し
た
か
っ

た
も
の
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

Ｃ
班　

う
ち
の
班
は
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
と

い
う
意
見
で
す
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
「
芸
術
に
完
成

は
な
い
」
っ
て
言
っ
て
い
ま
す
よ
ね
（
※
２
）。
だ

か
ら
、
描
か
れ
た
当
時
の
絵
も
完
成
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
修
復
後
の
「
最

後
の
晩
餐
」
も
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

ど
ち
ら
が
本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
な
の
か
は
、

わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

布
施
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
表
を
受
け
て
、

生
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

布
施　

皆
さ
ん
の
意
見
が
、
心
に
グ
サ
グ
サ
き
ま

し
た
（
笑
）。
ま
ず
「
か
っ
こ
い
い
」
に
つ
い
て

話
し
ま
す
ね
。

　

僕
が
、
実
際
に
ミ
ラ
ノ
へ
行
っ
て
「
最
後
の
晩

餐
」
の
前
に
立
っ
た
と
き
、
自
然
と
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
言
葉
が
自
分
の
中
か
ら
出
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
ま
ず
事
実
と
し
て
あ
り
ま
す
。
で

も
、
大
事
な
の
は
、
僕
が
本
当
に
「
か
っ
こ
い
い
」

と
思
っ
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
を
文

章
に
す
る
と
き
に
使
う
か
ど
う
か
な
ん
で
す
。
普

通
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
に
対

し
て
「
か
っ
こ
い
い
」
な
ん
て
、
失
礼
だ
し
使
い

ま
せ
ん
。
で
も
、
僕
は
あ
え
て
使
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
問
題
提
起
な
ん
で
す
。

実
際
に
今
日
、
皆
さ
ん
が
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
を
し

で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

生
徒
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
た
意
見
を
受
け

て
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、「『
最
後
の
晩
餐
』
は
、
ど
ん
な
に
手

が
加
え
ら
れ
て
も
一
つ
し
か
な
い
」、「
ど
の
時
代

の
絵
も
、
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
だ
と
思
う
。

布
施
さ
ん
の
言
う
『
芸
術
は
永
遠
な
の
だ
』
は
、

き
っ
と
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
と
思
う
」、「
修
復

に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
人
の
思
い
が

乗
せ
ら
れ
て
、『
最
後
の
晩
餐
』
は
完
成
に
近
づ

い
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
」
…
…
な
ど
の
意
見

が
次
々
と
出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

先
生
は
、「
本
当
の
『
最
後
の
晩
餐
』
と
は
何

な
の
か
、
布
施
さ
ん
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
て
み

た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
な
の
で
、

授
業
の
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と
告
げ
ま

し
た
。　

先
生　

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
っ
て
、
い
っ
た

い
何
な
ん
だ
ろ
う
。

Ｇ
班　

前
の
時
間
に
、
修
復
前
と
修
復
後
の
「
最

後
の
晩
餐
」
を
見
比
べ
た
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
だ
と
言
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
後
も
修
復
が

行
わ
れ
て
よ
り
よ
い
絵
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」
は
こ
れ
だ
、
っ
て
言
い

切
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思

い
ま
す
。

先
生　

な
る
ほ
ど
。
修
復
作
業
の
意
味
も
含
ん
で

い
る
よ
う
な
意
見
だ
ね
。
本
当
の
「
最
後
の
晩

餐
」
っ
て
、
何
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
、
グ
ル
ー
プ

て
く
れ
ま
し
た
。
う
ま
い
こ
と
い
っ
た
な
と
思
っ

て
い
ま
す
（
笑
）。

　

ト
ル
ス
ト
イ
と
い
う
小
説
家
が
こ
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。「
優
れ
た
文
学
は
、
答
え
を
与

え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
。
問
い
か
け
を
与
え
て

く
れ
る
の
だ
」
と
。
評
論
も
同
じ
で
、
答
え
を
押

し
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
僕
は

「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
問
い

か
け
を
し
た
ん
で
す
。
そ
こ
に
答
え
は
あ
り
ま
せ

ん
。
答
え
は
、
皆
さ
ん
が
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
し
て
二
つ
目
。
こ
れ
ま
で
授
業
の
中
で
「
最

後
の
晩
餐
」
を
何
度
も
見
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、

本
当
に「
よ
く
見
て
」い
る
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ

と
ク
イ
ズ
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
笑
）。

生
徒　
（
一
同
ど
よ
め
く
）

布
施　
「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
を
見
な
い
で
答
え

て
く
だ
さ
い
。
キ
リ
ス
ト
は
何
色
の
服
を
着
て
い

た
で
し
ょ
う
か
。
服
は
二
色
で
、
下
に
着
て
い
る

服
と
上
に
布
を
か
ぶ
せ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、

下
に
着
て
い
る
服
の
色
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
（
布
施
さ
ん
が
、「
赤
色
・
青
色
…
…
」
と
言
い
、

生
徒
は
自
分
が
答
え
だ
と
思
う
色
で
挙
手
）

他のグループの意見を聞く生徒たち。

「本当の『最後の晩餐』って，いったい何だろう」と，
生徒たちに問いかける。

布
施
さ
ん
か
ら

※２　これまでの授業で，レオナルド・ダ・ヴィンチが言ったとされる「芸術に決して完成ということはない。
途中で見切りをつけたものがあるだけだ」という言葉を調べてきた生徒がおり，その言葉を指している。

論
点●❸

本
当
の「
最
後
の

晩
餐
」と
は
？
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　宗我部先生が司書の先生にお願いして，図書館に「君は『最後の
晩餐』を知っているか」の特設コーナーを作ってもらいました。置
かれていた書籍は次のとおりです。

・『レオナルド・ダ・ヴィンチ──復活「最後の晩餐」』（小学館）
・『よみがえる最後の晩餐』（ＮＨＫ出版）
・『最後の晩餐の真実』（太田出版）
・『キリスト教名画の楽しみ方──最後の晩餐』（日本基督教団出版局）
・『ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はなぜ傑作か？—聖書の物語と美術─』（小学館）
・『図説─レオナルド・ダ・ヴィンチ──万能の天才を尋ねて─』（河出書房新社）
・『レオナルド・ダ・ヴィンチ──時代を超えた天才』（ＢＬ出版）
・『国際関係がよくわかる宗教の本①ヨーロッパとキリスト教』（岩崎書店）
・『世界名画の謎─作家編』（ゆまに書房）
・『君はレオナルド・ダ・ヴィンチを知っているか』（筑摩書房）

初，描かれた当時の絵が，本当の「最後
の晩餐」だと思っていたけれど，布施さ

んのお話を聞いたり，話し合いをしたりする中で，
どの時代の「最後の晩餐」も，本当の「最後
の晩餐」であると思えました。

め，筆者がいらっしゃるので「答えを知り
たい」と思っていました。でも，布施さん

から「答えは自分自身で考えてください」と言
われ，答えは自分で考
えるもので，答えを「こ
れだ」と限定して考え
るのはよくないのだと思
いました。 施さんの言った「優れた文学は，答

えを与えるのでなく，問いかけを与え
るのだ」という言葉が心に残りました。これ
から，自分が文章を書くときに思い出したい
です。

の単元を学習する前，「最後の晩餐」
について，特に何かを感じたことはな

かったけれど，今はこの絵を「かっこいい」
と感じます。違う絵を見ているような気持ち
です。絵に対する気持ちが，どんどん変化
していきました。

は「かっこいい」より，
もっと重い言葉のほうが

いいと思っていた。でも，布
施さんが「『かっこいい』を
使って問いかけをした」とおっ
しゃっていて，私たちは，布
施さんのねらい通り，話し合いをしていたん
だなと思いました（笑）。
　これまで，評論は「自分の意見を述べる
もの」と思っていましたが，今回の授業を受
けて，「自分の意見を読者が理解できるよう
に伝え，自分の考えをもってもらうための文
章」なのではないかと考えるようになりました。

し合いの中で，「『かっこいい』という言
葉でないほうがいい」という意見が出て，

私も確かにそうだと思いました。でも，布施さん
が，あえて「かっこいい」という言葉を使ったと
いうことを知り，そういう布施さんが「かっこいい」
と思いました。

こ

最

初

話

私
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で
あ
る
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
に
つ
い
て
、
細
部
の
描
き

込
み
が
す
ご
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に

対
し
て
違
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
。「
細
部
で

な
く
、
全
体
の
構
成
が
す
ご
い
の
だ
」
と
。

　

人
と
違
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、
読
者
は
気
に

な
っ
て
引
っ
か
か
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
、
い

い
意
味
で
「
脳
に
傷
を
つ
け
る
」
み
た
い
な
こ
と

が
、
文
学
や
芸
術
の
役
割
だ
と
思
う
の
で
、
僕
は

布
施　

答
え
は
赤
色
で
す
。
赤
色
以
外
に
手
を
挙

げ
て
い
た
人
も
い
ま
す
ね
。
何
度
も
絵
を
見
て
き

た
は
ず
で
す
が
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
見
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。自
分
の
目
で「
よ

く
見
る
」
こ
と
。
実
は
こ
れ
が
、
美
術
に
つ
い
て

評
論
す
る
と
き
に
、
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
さ
っ
き
、
キ
リ
ス
ト
の
足
元
が

不
自
然
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
、
っ
て
言
っ
た

人
が
い
ま
し
た
ね
。
誰
で
し
た
っ
け
？

生
徒　

は
い
、
私
で
す
。
な
ん
か
変
だ
な
あ
と
。

布
施　

そ
れ
は
、
た
い
へ
ん
鋭
い
視
点
で
す
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
部
分
は
レ
オ
ナ
ル
ド
が
描
い
て

い
な
い
ん
で
す
ね
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
が
尊
重
さ

れ
て
い
な
い
時
代
に
、
こ
こ
に
穴
を
開
け
て
、
扉

を
つ
く
っ
た
ん
で
す
（
下
写
真
参
照
）。
そ
の
後
、

ま
た
穴
を
埋
め
て
色
を
塗
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
う

な
っ
て
い
る
ん
で
す
。だ
か
ら
、「
な
ん
か
変
だ
な
」

と
思
っ
た
の
は
、
鋭
い
で
す
よ
。

　

美
術
の
評
論
に
大
事
な
こ
と
は
、「
よ
く
見
る
」

こ
と
と
、
そ
う
や
っ
て
「
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て

い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
。
僕
は
、
細
部
が
剥
げ
落
ち
た

修
復
後
の
絵
こ
そ
が
、
本
当
の
「
最
後
の
晩
餐
」

あ
え
て
、
読
者
が
引
っ
か
か
り
を
感
じ
る
よ
う
に

書
い
た
ん
で
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

生
徒
た
ち
は
、
布
施
さ
ん
の
言
葉
を
聞
き
漏
ら

す
ま
い
と
、真
剣
な
表
情
で
鉛
筆
を
走
ら
せ
、ノ
ー

ト
に
書
き
留
め
て
い
き
ま
す
。

　
「
布
施
さ
ん
の
お
話
、
そ
し
て
自
分
が
気
づ
い

た
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
よ
う
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
だ
ま
だ
お
話
を
お
聞
き
し
た

い
け
ど
、
時
間
が
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。
布
施
さ
ん
、
今
日
は
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
宗
我
部
先

生
が
言
い
、
大
き
な
拍
手
で
授
業
は
締
め
く
く
ら

れ
ま
し
た
。

■ 図書館には特設コーナー

大
事
な
の
は
、
自
分
の
目
で
「
よ
く
見
る
」
こ
と
。

布
施

不自然に塗りつぶされている部分を指し，
「ここに扉があったんです」と説明する布施さん。

生
徒
た
ち
よ
り



評論を読み，
自分の考えをもつ
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「
評
論
を
読
む
」
学
習
と
い
う
と
、「
筆
者
の
考

え
を
読
み
取
り
理
解
す
る
こ
と
」
が
目
標
に
な
る

こ
と
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、

評
論
と
い
う
の
は
「
筆
者
は
対
象
に
つ
い
て
ど
ん

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
内
容
だ
け
で

な
く
、ど
ん
な
言
葉
で
、ど
ん
な
表
現
方
法
を
も
っ

て
そ
の
「
こ
と
」
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

筆
者
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
触
れ
て
、
あ
る
対
象
に
つ

い
て
「
そ
う
考
え
る
」
筆
者
と
、
そ
の
対
象
に
つ

い
て
新
た
な
知
見
・
認
識
を
得
つ
つ
、
私
は
「
こ

う
考
え
る
」
と
い
う
読
者
と
が
対
話
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
と
す
る
と
、

何
が
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
、
本
当
は
こ
う
言
い
た

い
の
で
は
な
い
か
、
私
は
こ
う
思
う
の
に
な
ぜ
筆

者
は
こ
う
考
え
た
の
だ
ろ
う
…
…
そ
ん
な
ふ
う
に

問
い
を
発
し
な
が
ら
評
論
の
文
章
に
向
か
い
合
え

た
と
き
、
私
た
ち
は
評
論
を
読
ん
で
い
る
（
読
め

て
い
る
）
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。

　

今
回
は
そ
ん
な
考
え
の
も
と
に
、
細
部
を
精
読

　

評
論
で
も
エ
ッ
セ
イ
で
も
、
詩
で
も
小
説
で

も
、
文
章
を
書
く
と
い
う
の
は
た
っ
た
一
人
の
作

業
だ
。
同
じ
く
、
文
章
を
読
む
と
い
う
の
も
た
っ

た
一
人
の
行
為
で
あ
る
。
一
人
が
一
人
に
話
し
か

け
る
、
そ
れ
が
文
章
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
だ
。
た
と

え
本
が
一
万
部
売
れ
て
、
読
者
が
一
万
人
い
て
も

（
十
万
人
で
も
千
人
で
も
い
い
が
）、
そ
れ
は
一
対

一
万
で
は
な
く
、
一
対
一
が
一
万
あ
る
。
ず
っ
と
、

そ
う
思
っ
て
、
三
十
年
近
く
文
章
を
書
く
仕
事
を

し
て
き
た
。

　

こ
の
た
び
自
分
の
書
い
た
文
章
を
国
語
の
教
科

書
に
載
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
教
材
に
し
た

授
業
の
現
場
を
見
る
、
と
い
う
機
会
を
得
た
。
新

鮮
な
体
験
だ
っ
た
の
は
「
複
数
の
生
徒
」
が
自
分

の
文
章
を
素
材
に
し
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て

い
る
光
景
を
目
撃
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
一
対
一
の

世
界
と
は
ち
が
う
、
集
団
（
や
社
会
）
と
い
う
も

の
の
中
に
も
文
章
は
在
る
、
と
い
う
発
見
だ
っ
た
。

ず
っ
と
、
一
人
で
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
（
昔
は

原
稿
用
紙
に
向
か
い
）、
文
章
を
書
い
て
き
た
が
、

国
語
の
授
業
、
と
い
う
現
場
を
拝
見
し
て
、
そ
の

大
き
な
学
び
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
世
に
行
わ
れ
て
い
る
文
章
、
交
わ
さ
れ
る
言

葉
に
は
、表
面
上
の
意
味
だ
け
で
な
く
、「
あ
え
て
」

そ
う
表
す
意
図
が
あ
る
。
評
論
の
「
書
き
手
を
読

む
」
と
い
う
読
み
方
に
つ
い
て
も
学
び
、
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
で
す
。

て
、
耳
に
す
る
の
は
、
自
分
と
い
う
一
人
の
人
間

で
あ
る
。
磨
く
の
は
、
自
分
自
身
だ
。
授
業
も
、

そ
の
た
め
に
あ
る
。
授
業
を
受
け
て
い
る
生
徒
の
、

一
人
一
人
の
目
を
見
な
が
ら
、
そ
う
思
っ
た
。

　

や
は
り
最
後
は
自
分
、
文
章
は
一
対
一
が
基
本

な
の
で
あ
る
。

し
て
筆
者
の
考
え
を
確
か
め
な
が
ら
読
む
の
で
は

な
く
、
文
章
と
絵
に
触
れ
て
生
徒
た
ち
が
感
じ
た

共
感
や
違
和
感
を
ベ
ー
ス
に
、
ま
る
で
読
書
会
の

よ
う
に
仲
間
と
話
し
合
い
な
が
ら
、
筆
者
が
言
い

た
い
の
は
こ
う
で
は
な
い
か
、
こ
の
絵
の
こ
う
い

う
と
こ
ろ
を
こ
ん
な
言
い
方
で
表
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
…
…
と
読
む
授
業
を
や
っ
て
み
よ
う
と

考
え
た
の
で
し
た
。
そ
こ
へ
筆
者
の
布
施
さ
ん
が

来
て
く
だ
さ
る
と
い
う
知
ら
せ
。
筆
者
と
の
対
話

が
読
者
の
自
己
内
対
話
か
ら
、
現
実
の
書
き
手
と

の
対
話
に
な
る
と
い
う
経
験
は
そ
う
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
布
施
さ
ん
に
率
直
に
自
分
た

ち
の
考
え
を
伝
え
、
布
施
さ
ん
の
お
話
に
楽
し
げ

に
、
ま
た
深
く
う
な
ず
き
な
が
ら
耳
を
傾
け
る
生

徒
た
ち
の
様
子
を
見
て
、
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ

ま
し
た
。

　

布
施
さ
ん
が
、「
あ
え
て
人
が
言
わ
な
い
言
葉

で
表
し
て
、
読
者
に
問
い
を
投
げ
か
け
た
の
だ
」

と
評
論
の
書
き
手
の
意
図
を
か
い
間
見
せ
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
と
て
も

こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
自
分
は
、
授
業
参
観
を
し

た
の
で
は
な
く
、
国
語
の
授
業
を
受
け
た
、
そ
ん

な
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
体
験
で
あ
っ
た
。
国

語
の
授
業
は
、
深
い
。

　

し
か
し
最
後
に
、
や
は
り
こ
う
も
書
き
た
い
。

　

教
室
で
生
徒
た
ち
に
も
話
し
た
こ
と
だ
が
、
よ

い
文
章
と
い
う
の
は
、
な
に
か
答
え
を
押
し
付
け

る
の
で
は
な
く
て
、「
よ
い
問
い
か
け
」
を
す
る

も
の
だ
。
文
章
の
手
法
と
し
て
、
主
観
を
押
し
付

け
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
あ
っ
て
も
、
あ

く
ま
で
そ
れ
は
「
問
い
」
に
す
ぎ
な
い
。
異
論
、

反
論
の
呼
び
水
と
な
る
、
そ
れ
も
織
り
込
ん
で
書

く
の
が
評
論
だ
。
そ
こ
で
、
友
だ
ち
と
議
論
す
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
文
章
を
き
っ
か
け

に
し
て
、
自
分
自
身
と
議
論
す
る
、
自
問
自
答
す

る
。
そ
れ
が
文
章
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
の
始
ま

り
で
あ
り
ゴ
ー
ル
だ
。

　

自
分
の
考
え
を
も
つ
。
評
論
を
読
む
と
い
う
こ

と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、
評
論
を
書
く
と
い

う
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
声
を

合
わ
せ
て
文
章
を
音
読
し
て
も
、
そ
れ
を
声
に
し

そがべ・よしのり
1962年埼玉県生まれ。お
茶の水女子大学附属中学
校教諭。お茶の水女子大
学非常勤講師。国立教育
政策研究所「教育課程実
施状況調査問題（中学校国
語）」作成および分析委員。
平成20年告示中学校学習
指導要領解説国語編作成
協力者。光村図書中学校

『国語』教科書編集委員を
務める。

ふせ・ひでと
1960年 群馬県 生まれ。
芸術学者・批評家。東京
藝術大学大学院修了後，
東京大学医学部助手など
を経て，現在に至る。著
書に『君はレオナルド・ダ・
ヴィンチを知っているか』，

『「モナリザ」の微笑み』，『子
どもに伝える美術解剖学 : 
目と脳をみがく絵画教室』
など多数。

宗
我
部
義
則

授
業
を
終
え
て

布
施
英
利

授
業
を
参
観
し
て
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ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は

ど
う
い
う
学
習
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

課
題
の
発
見
・
解
決
に
向
け
て

主
体
的･

協
働
的
に
学
ぶ

学
習
の
こ
と
で
す
。

今
号
よ
り
、
新
連
載
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
Ｑ
＆
Ａ
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
向
け
て
関
心
が
高
ま
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
。

現
場
の
先
生
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
悩
み
に
、

冨
山
哲
也
先
生
が
ご
回
答
く
だ
さ
い
ま
す
。

第
一
回

※１　『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する
　　　大学へ〜（答申）』（平成 24 年８月・中央教育審議会）の「用語集」より。
※２　教師質問紙の中にも、「授業において，（このような学習活動を）取り入れているか」を問う項目がある。
※３　「平成 26 年度版 全国学力・学習状況調査 報告書【質問紙調査】」（国立教育政策研究所）より。

　　　　　　　冨
とみ

山
やま

哲
てつ

也
や

十文字学園女子大学人間生活学部児童
教育学科教授。東京都公立中学校教
員，あきる野市教育委員会，多摩教育
事務所，東京都教育庁指導部指導主
事を経て，平成16年10月から文部科
学省教科調査官（国語），国立教育政
策研究所教育課程調査官・学力調査官。
平成20年版学習指導要領の作成，全
国学力・学習状況調査の問題作成・分
析等に携わる。平成27年４月から現職。
第１期＜絵本専門士＞。

デ
ィ
ベ
ー
ト
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
等
も
有

効
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
方
法
で

あ
る
（
※
１
）

　

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
、
教
師

の
一
方
的
な
講
義
に
偏
り
が
ち
な
大
学
の
授
業
に

つ
い
て
反
省
し
、
学
生
が
も
っ
と
能
動
的
に
学
ぶ

よ
う
な
形
態
に
改
め
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
か
ら
、
国
が
実
施
す
る
「
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
生
徒
質
問
紙
調
査
に
、

次
の
よ
う
な
項
目
が
加
わ
り
ま
し
た
（
傍
線
は
冨

山
）。

　

授
業
で
は
、
学
級
や
グ
ル
ー
プ
の
中
で
自

分
た
ち
で
課
題
を
立
て
て
、
そ
の
解
決
に
向

け
て
情
報
を
集
め
、
話
し
合
い
な
が
ら
整
理

し
て
、
発
表
す
る
な
ど
の
学
習
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
た
と
思
う
（
※
２
）

　

こ
の
傍
線
部
の
よ
う
な
学
習
活
動
が
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
に
つ
い
て
の
定
義
が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
生
徒
の
主
体
的
な
学

習
活
動
の
状
況
と
い
う
こ
と
で
捉
え
て
み
ま
す
。

　
「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
生
徒
質
問

紙
調
査
で
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
を
毎
年
設
定
し

て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
に
、
文
部
科
学
大
臣
か

ら
中
央
教
育
審
議
会
に
対
し
て
、「
初
等
中
等
教

育
に
お
け
る
教
育
課
程
の
基
準
等
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
と
い
う
諮し

問も
ん

が
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

次
の
学
習
指
導
要
領
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討

を
求
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
諮
問
文
の
中
で
、「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
、
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
諮
問

文
の
中
で
は
、「
課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て

主
体
的･

協
働
的
に
学
ぶ
学
習
（
い
わ
ゆ
る
「
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ｣

）」
と
い
う
言
い
方
が

　

─

国
語
の
授
業
で
目
的
に
応
じ
て
資
料
を

読
み
、─

自
分
の
考
え
を
話
し
た
り
、
書
い
た

り
し
て
い
ま
す
か
。

　

こ
の
質
問
は
、
自
ら
目
的
を
も
っ
た
主
体
的
な

読
み
や
表
現
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

尋
ね
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
肯
定
的
な
回
答
（「
当
て
は
ま
る
」

ま
た
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
当
て
は
ま
る
」
と

回
答
し
た
も
の
）
の
割
合
は
、
平
成
二
十
二
年
度

以
降
毎
年
増
え
て
き
て
い
ま
す
（
右
の
グ
ラ
フ
）。

平
成
二
十
一
年
度
に
は
四
一
・
五
％
だ
っ
た
も
の

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
中
央
教
育
審
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
最
中

で
あ
り
、
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
付
け
や
定
義

な
ど
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
参
考

に
な
る
も
の
と
し
て
、
大
学
教
育
に
関
す
る
文
書

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
例
が
あ
り
ま
す
。

（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、）
教
員

に
よ
る
一
方
向
的
な
講
義
形
式
の
教
育
と
は

異
な
り
、
学
修
者
の
能
動
的
な
学
修
へ
の
参

加
を
取
り
入
れ
た
教
授
・
学
習
法
の
総
称
。

学
修
者
が
能
動
的
に
学
修
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
認
知
的
、
倫
理
的
、
社
会
的
能
力
、
教

養
、
知
識
、
経
験
を
含
め
た
汎
用
的
能
力
の

育
成
を
図
る
。
発
見
学
習
、
問
題
解
決
学
習
、

体
験
学
習
、
調
査
学
習
等
が
含
ま
れ
る
が
、

教
室
内
で
の
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、

が
、
平
成
二
十
六
年
度
に
は
五
五
・
八
％
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
中
学
校
の
国
語
科

の
授
業
が
、
教
師
主
導
の
形
だ
け
で
な
く
、
生
徒

の
主
体
的
な
学
習
を
促
す
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
背
景
と
し
て
は
、
学
習
指
導
要
領
で
、
発

表
、
案
内
、
報
告
、
編
集
、
鑑
賞
、
批
評
な
ど
の

言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
、
具
体
的
な
活
動
を
通
し

て
学
習
す
る
形
式
が
広
が
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
全
国
学
力
・
学
習

状
況
調
査
」
の
Ｂ
問
題
が
、
目
的
を
も
っ
て
読
ん

だ
り
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し

て
き
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
魅
力
的
な
教
材
・
題
材
や
学

習
活
動
の
提
示
が
、
国
語
科
の
学
習
の
ス
タ
イ
ル

を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

国
語
科
に
お
け
る
言
語
活
動
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
た
改
め
て

述
べ
ま
す
。

■「国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，
　書いたりしていますか」という質問に対しての回答（※3）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

どちらかといえば，当てはまる当てはまる
当てはまらないどちらかといえば，当てはまらない

［中学校］

21年度

22年度

24年度

25年度

26年度

10.4 32.4 41.0 15.9
9.6 31.9 42.4 15.8
10.8 34.3 40.3 14.3
12.3 37.3 37.6 12.6
13.8 38.1 36.3 11.5
15.2 40.6 34.3 9.7

イラスト：田上千晶

生
徒
が
主
体
的
に
学
習
す
る

授
業
が
増
え
て
い
ま
す
。

中
学
校
の
国
語
科
の
授
業
で
の
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
現
状
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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中
国
と
日
本
で
す
。
中
国
の
石
で
作
ら
れ
た

硯
を
唐と
う

硯け
ん

と
い
い
、
日
本
の
石
で
作
ら
れ
た
硯

を
和わ

硯け
ん

と
い
い
ま
す
。

　

唐
硯
に
つ
い
て
は
、
す
ご
く
種
類
が
多
い
ん

で
す
。
そ
の
中
で
、
中
国
の
二
大
名め
い

硯け
ん

と
い
わ

れ
る
の
が
、
端た
ん

渓け
い

硯け
ん

、
歙き
ゅ
う

州じ
ゅ
う

硯け
ん

で
す
。
特
に
、

広
東
省
の
斧ふ

柯か

山ざ
ん

一
帯
で
採
れ
る
端た
ん

渓け
い

石せ
き

で
作

ら
れ
る
端
渓
硯
は
有
名
で
す
。
石
質
が
緻
密
で
、

細
か
く
墨
が
お
り
る
ん
で
す
。
う
ち
の
店
で
も
、

端
渓
硯
は
多
く
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

─
─
「
墨
が
お
り
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ

と
で
す
か
。

　

墨
が
磨す

れ
て
墨
液
に
な
る
こ
と
を
「
墨
が
お

り
る
」
と
い
い
ま
す
。
墨
が
よ
い
具
合
に
磨
れ

─
─
学
校
で
使
っ
て
い
る
硯
は
長
方
形
の
も

の
で
す
が
、
お
店
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
の
硯

が
あ
り
ま
す
ね
。

　

硯
の
形
を
「
硯け
ん

式し
き

」
と
い
う
の
で
す
が
、
長

方
形
の
も
の
を
長ち
ょ
う

方ほ
う

硯け
ん

、
自
然
の
石
の
形
を
生

か
し
た
も
の
を
天て
ん

然ね
ん

硯け
ん

と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
以

外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
硯
式
が
あ
り
ま
す
が
、
書

写
の
時
間
に
使
う
よ
う
な
実
用
硯
（
鑑
賞
用
で

な
く
実
用
的
な
硯
）
の
硯
式
は
、
大
体
、
長
方

硯
と
天
然
硯
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

─
─
硯
に
使
わ
れ
て
い
る
石
は
、
ど
こ
で
採

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

墨
の
磨
り
方

硯
の
種
類

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
れ
ま
で
筆
・
墨
・
紙
と
ご
紹
介
し
て
き

ま
し
た
が
、今
号
で
い
よ
い
よ
最
終
回
。
硯
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
硯
の
工
房
を
持
つ
書
道
用
具
店
・
宝
研
堂
（
東
京
都
台
東
区
）
へ

お
邪
魔
し
、
四
代
目
の
青あ

お

柳や
ぎ

貴た
か

史し

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

教
え
て
！ 

硯す
ず
り

の
こ
と

連    
載

　
用
具
研
究

書
写
の
　

る
硯
を
「
墨
お
り
の
よ
い
硯
」
と
い
っ
た
り
も

す
る
ん
で
す
よ
。

　

端
渓
硯
、
歙
州
硯
は
安
い
も
の
で
も
数
千
円
、

高
い
も
の
だ
と
何
十
万
円
も
し
ま
す
。
で
す
か

ら
、
中
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
安
価
な
羅ら

紋も
ん

硯け
ん

を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。
千
円
ぐ
ら
い
か
ら

購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
。
安
い
硯
で
も

き
ち
ん
と
手
入
れ
を
す
れ
ば
、
墨
は
お
り
ま
す

の
で
、
最
初
は
羅
紋
硯
で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
和
硯
に
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る

の
で
す
か
。

　

特
に
有
名
な
産
地
は
、
宮
城
県
の
雄お

勝が
つ

、
山

梨
の
雨あ
ま

畑は
た

、
四
国
の
土
佐
で
す
ね
。
う
ち
の
店

で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
雄
勝
硯
で
す
。
雄
勝
で

採
れ
る
玄げ
ん

昌し
ょ
う

石せ
き

は
、
粘
板
岩
で
層
に
な
っ
て
い

て
石
質
が
細
か
く
、
独
特
の
よ
さ
が
あ
り
ま
す
。

─
─
お
店
に
並
ぶ
硯
を
見
て
み
る
と
、
墨
液

を
た
め
る
部
分
が
広
い
も
の
と
狭
い
も
の
が

あ
り
ま
す
ね
。

　

磨
っ
た
墨
を
た
め
る
部
分
を
、
墨ぼ
く

池ち

と
呼
び

ま
す
。
昔
の
中
国
の
硯
は
、
墨
池
が
狭
い
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
当
時
は
、
墨
を
少
し
磨
っ

て
手
紙
を
書
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
墨
池

が
狭
く
て
も
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
今
は
、
半
紙

に
大
き
な
文
字
を
書
く
こ
と
が
多
い
の
で
、
墨

池
が
広
い
ほ
う
が
好
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
墨
を

磨
る
部
分
を
、
墨ぼ
く

堂ど
う

と
呼
び
ま
す
。

　

墨
を
磨
る
と
き
は
、
墨
堂
に
少
量
の
水
を
注

ぎ
、
濃
く
な
る
ま
で
磨
り
、
墨
池
に
落
と
し
ま

す
。そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
き
、墨
池
に
た
ま
っ

墨池
墨を溜めておく部分

硯側
硯の側面の部分

①羅紋硯　小・中学校で広く普及している硯。
②端渓硯　石の自然の形を生かして作られ
た天然硯。③歙州硯　夜空に浮かぶ星のよう
な金色の石紋が美しい鑑賞用の硯。④澄泥硯

（ちょうでいけん）　梅の花と鳥の彫りが施さ
れた鑑賞用の硯。澄泥硯は端渓硯・歙州硯に
次ぐ名硯。⑤洮河緑石硯（とうがりょくせき
けん）　底がコの字型になった「太子硯」と
いう硯式。産出量が少なく希少。

①

②④

③⑤

1819

墨堂
墨を磨る部分

▲さまざまな種類の硯が並ぶ店内。

▲「硯を触ると，どんな石が使われて
いるか大体わかります」と，青柳さん。

イ
ラ
ス
ト
：
北
村
ケ
ン
ジ

浅草・雷門の近くにお
店を構える，宝研堂さ
んへ行ってきたよ。

硯のことをいろいろ
お聞きしたいな。



書写の用具研究●❹

2021

た
墨
を
、
適
度
な
濃
度
に
薄
め
て
使
用
し
ま
す
。

　

墨
の
持
ち
方
は
、
垂
直
に
磨
る
方
法
と
、
斜

め
に
当
て
、
適
当
な
と
こ
ろ
で
裏
返
し
て
磨
る

方
法
と
が
あ
り
ま
す
が
、
垂
直
に
磨
る
場
合
は

墨
を
そ
の
ま
ま
墨
堂
の
上
に
放
置
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
な
時
間
で
も
墨
が
硯

に
く
っ
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
の
で
。

─
─
硯
の
手
入
れ
の
し
か
た
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　

使
い
終
わ
っ
た
硯
は
、
毎
回
き
れ
い
に
水
洗

い
し
、
水
気
を
拭
き
取
っ
て
乾
か
す
の
が
理
想

で
す
。
墨
堂
、
墨
池
の
隅
の
部
分
に
は
、
墨
が

残
っ
て
こ
び
り
つ
き
や
す
い
の
で
、
つ
ま
よ
う

じ
な
ど
を
使
っ
て
、
丁
寧
に
墨
を
取
り
除
く
と

よ
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
ど
ん
な
に
よ
い
硯
で
も
、
長
い
間

使
っ
て
い
る
と
、
墨
が
お
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

硯
に
は
「
鋒ほ
う

鋩ぼ
う

」
と
い
う
細
か
い
突
起
が
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
墨
を
磨
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
が
、
長
く
使
っ
て
い
る
と
、
こ
の
鋒
鋩
が
磨

滅
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
鋒
鋩
を
よ
み
が
え
ら

せ
る
た
め
に
は
、
目め

立た
て

砥ど

石い
し

と
呼
ば
れ
る
柔
ら

か
い
砥
石
を
か
け
る
の
が
い
ち
ば
ん
で
す
。
目

立
砥
石
は
、
書
道
用
具
店
で
売
っ
て
い
ま
す
の

で
、
墨
を
磨
る
要
領
で
砥
い
で
み
て
く
だ
さ
い
。

─
─
お
店
で
も
、
硯
の
修
理
を
し
て
く
れ
る

そ
う
で
す
ね
。

　

は
い
。
硯
の
研
磨
、
目
立
て
は
も
ち
ろ
ん
、

割
れ
た
り
欠
け
て
し
ま
っ
た
り
し
た
硯
で
も
、

再
び
使
え
る
よ
う
に
修
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
よ
。

　

ま
た
、
う
ち
の
店
で
は
、
修
理
だ
け
で
な
く

硯
の
製
作
も
行
っ
て
い
ま
す
。
私
は
十
代
の
頃

か
ら
、祖
父
や
父
か
ら
作
硯
（
硯
を
作
る
こ
と
）

を
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
硯
の
世
界
は
奥
が

深
く
、
と
て
も
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

　

思
い
返
せ
ば
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
硯
が
身

近
に
あ
っ
た
の
で
、
よ
く
墨
を
磨
っ
て
字
を
書

い
て
い
ま
し
た
。
墨
は
磨
り
方
に
よ
っ
て
濃
度

が
変
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
書
く
文
字
の
印
象

も
変
わ
る
の
で
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ
く
て
し
か

た
な
か
っ
た
ん
で
す
。

　

今
、
自
分
で
作
っ
た
硯
を
お
客
様
に
お
送
り

す
る
と
き
、
必
ず
お
手
紙
を
添
え
る
の
で
す
が
、

い
つ
も
墨
を
磨
り
な
が
ら
「
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
書
こ
う
か
」
と
思
い
を
巡
ら
せ
ま
す
。
そ
う

い
う
、
墨
を
磨
り
な
が
ら
考
え
る
時
間
が
、
私

に
と
っ
て
は
大
事
で
す
ね
。

　

書
写
の
時
間
で
は
、
墨
液
を
使
う
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
が
、
墨
は
、
磨
り
方
に
よ
っ
て
書

い
た
文
字
の
表
情
が
変
わ
る
と
い
う
お
も
し
ろ

さ
が
あ
り
ま
す
し
、
墨
を
磨
る
時
間
と
い
う
の

は
、
な
か
な
か
よ
い
も
の
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
硯
を
使
っ
て
墨
を
磨
る
機
会
を
増
や

し
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
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硯
が
で
き
る
ま
で
　

昭
和
十
三
年
の
創
業
以
来
、
宝
研
堂
の
硯
は
、

書
家
の
先
生
な
ど
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
階
に
あ
る
工
房
で
は
、
硯
の
製
作
も
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
主
な
工
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

石の形を整える　
採石された硯材を，丸

まる

鋸
のこ

を使って使用す
るサイズに切り分ける。次に円盤という，
大きな円型の機械を使い，大まかな形に
整える。

1

機械彫り　
昔はすべて手彫りだったが，近年は墨堂
の部分，墨池のいちばん深い部分などは
機械を使って彫る。仕上げ彫りのときに
時間がかからないよう，丁寧に彫る。

2

仕上げ彫り

機械彫りした硯材を整えるようにして，
手で彫っていく。長方硯の場合，硯の胸
の部分が左右対称に彫れているかなど，
細心の注意を払う。

3

磨き　
砥石や耐水ペーパーを使って，なめらか
に研磨する。長方硯の場合，この磨きの
工程がいちばん時間がかかり，また硯の
出来を左右する。そして最後に泥

どろ

砥
と

石
いし

で
目立てをする。

4

仕上げ

磨き上がった硯をよく乾かし，全体に薄
墨を塗る。墨が完全に乾いたところで漆

うるし

を塗り，いったん乾燥させる。その後，
墨堂の部分の漆を磨いて完成。

5

硯
の
手
入
れ

▲硯は，手だけで彫らず，肩を支点に
して体全体の力をかけて彫っていく。
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光村図書ウェブサイトのご案内
今年 3 月に全面リニューアルした光村図書ウェブサイト。

デザインを一新し，お探しの資料にアクセスしやすくなりました。
また，新コンテンツとして，さまざまな読み物を集めた

「みつむら web magazine」を設けました。
授業のヒントや楽しい読み物など，日々更新をしています。

ぜひご覧ください。

みつむら web magazine
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/webmaga/index.html

中学校 国語
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/c_kokugo/index.html

全国研究会情報
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kenkyu/index.html

■授業リポート
今号の特集でご紹介した評論の授業
を，ウェブでも配信しています。紙
面に掲載できなかった第 1 〜 5 時の
様子を中心に紹介しています。

■教科書の言葉Ｑ＆Ａ
言葉の表記，使われている書体など，
教科書に関するさまざまな疑問につ
いて，教科書編集部がお答えしてい
ます。

■そがべ先生の国語教室
宗我部義則先生の授業のアイデア集。
授業開き，ノート指導，話し合い指
導など，明日の授業に役立つコラム
です。

■デジタル教科書がひらく学び
デジタル教科書のあり方や，デジタ
ル教科書を使ってどのような授業が
考えられるか，中川一史先生にイン
タビューしました。

■本を読んで，考える練習をしよう
本のスペシャリスト・堀部篤史さん
が，毎月，小・中学生におすすめの
３冊を紹介しています。

■子どもの頃に出来なかったこと
『カラフル』『DIVE!!』『クラスメイツ』
など，中学生に人気の作品を手がけ
る，作家・森絵都さんのエッセイです。

■平成28年度版
　中学校教科書のご案内
平成28年度版の内容をご紹介しています。
教科書の魅力をコンパクトにまとめた動
画などをご用意し，短い時間で内容がご
理解いただけるよう工夫しました。また，
平成28年度版の年間指導計画資料，紹介
図書一覧などの資料もこちらからご覧い
ただくことができます。

■教材別資料一覧
表紙をクリックすると，教材別資料一覧
がご覧いただけます。「中学校国語教育
相談室」のバックナンバーや，リンク集，

「わたしの授業」（指導案）へのリンクが
貼られています。ぜひ毎日の授業にご活
用ください。

■教科書について  よくあるご質問
現場の先生方から編集部に寄せられたご
質問のうち，特に多くお問い合わせいた
だいた内容についてご紹介しています。

■全国の研究会情報を検索できるページ
です。キーワードで簡単に検索して，お
探しの研究会の情報を見つけることがで
きます。
開催日，開催地，教科など，条件を細か
く設定して検索することもできますので，
ぜひご活用ください。

■研究会をご登録いただくこともできま
す。「掲載依頼はこちらから」ボタンを押
して，データをご入力ください。 ・上記以外にも，美術や英語に関連したコラムなど，楽しい読み物を多数掲載しています。

・コンテンツの掲載の順番や内容は，時期によって異なります。あらかじめご了承ください。

「中学校 国語」のページには，上記以外にも，「作者・筆者インタビュー」，「中学校国
語教育相談室　最新号」など，さまざまなコンテンツを掲載しています。

各コンテンツの内容



■第41号（2015 春）
特集「復刊10周年を遊ぶ」
定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-89528-896-5

■第42号（2015 夏）
特集「五味太郎編集号」
定価：本体1,000円＋税
ISBN978-4-89528-897-2

●バックナンバーの詳しい内容は，光村図書ウェブサイトを 
　ご覧ください。http://www.mitsumura-tosho.co.jp
●ご注文は，お近くの書店，またはオンライン書店でどうぞ。

児童文学の冒険

「飛ぶ教室」は，石森延男，今江祥智，尾崎秀樹，
河合隼雄，栗原一登，阪田寛夫各氏が編集
委員となり，子どもの本と子どもの文化を
掘り下げる総合誌をめざして，1981年に発
刊した児童文学雑誌です。
作家の個性があふれる童話や短編，絵本の
書きおろし作品のほか，作家や作品の魅力
に迫るインタビューや座談会など，読みご
たえある企画満載です。

2015年の春，「飛ぶ教室」復刊10周年を迎えました。
41号は，作家・著名人70名が集う “復刊10周年記念号”
です。「さんぱつやきょうこさん」ポストカード付き！

常に魅力的な絵本を世に出し続ける絵本作家・五味太
郎。そんな五味さんが，「飛ぶ教室」の編集長になりま
した。五味編集長による極上の “遊び” の42号です。

年 4 回（1・4・7・10月25日）発行

復刊10周年
  year!

2015年度は，

広報部便り
　特集「評論を読み，自分の考えをもつ」はいかがでしたか。今回，宗我部先生の
授業を取材させていただきましたが，時折，美術の先生が授業を見に来て，話し合
いの場面で机間指導をされていたのが印象的でした。生徒たちが「最後の晩餐」の
魅力について話し合っているときに助言をしたり，生徒からの絵に対しての質問に
答えたり。生徒たちは，美術の先生とのやり取りからも，絵の見方を深め，自分の
考えをまとめていったようです。教科の枠を超え，先生方が自然に協力し合ってい
る姿が心に残りました。
　次号は2016年１月中旬発行予定です。どうぞお楽しみに。

　一般財団法人「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体
等を対象とし，今後の情報化・国際化の進展を踏まえ，言語教育（国語教育・外国語
教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野について優れた研究開発を行
う団体または個人に対して助成します。

平成28年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募のお知らせ

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 28年４月〜 29 年３月（原則１年間）

応募資格
言語教育（国語，英語，日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開
発を行う小・中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を
含む）

助成件数及び金額
助成件数は50件まで。
助成金額は１件につき20万〜 40万円

（団体の場合は40万円まで，個人の場合は30万円まで）

応募方法・
締め切り

・研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書等の参考書類を添え
て，別に定める「助成金交付申請書」を，平成 27年12月22日（火）必着で，
当財団事務局に郵送。

・「助成金交付申請書」を希望される方は，返信用封筒（82円切手添付）を同封
の上，当財団事務局までお申し込みください。

・この応募要項については，都道府県教育委員会等の推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い，選考結果は平成28年２月末までに文
書にて通知します。平成 28年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先
一般財団法人言語教育振興財団  事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9
TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp


