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す
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え
る
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月
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源
を
探
る
」（
三
年
）
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打
つ
べ
き
か
打
た
ざ
る
べ
き
か

　

平
成
23
年
度
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調

査
」
で
は
、「
文
章
や
手
紙
、
メ
ー
ル
な
ど

を
書
く
と
き
の
句
読
点
等
の
使
い
方
に
関
し

て
、
何
か
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
」
と

い
う
質
問
に
対
し
て
、「
困
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
」
と
い
う
回
答
が
24.1
％
で
あ
っ
た
と

い
う
（
2
0
6
9
人
へ
の
調
査
）。

　

句
読
点
は
重
要
だ
。
次
の
文
（
？
）
は
句

読
点
を
打
つ
と
劇
的
に
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

　
　

も
も
も
も
も
す
も
も
も
も
も
も
も
も
す

　
　

も
も
も
も
も
の
う
ち

次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

も
も
も
、
も
も
。
す
も
も
も
、
も
も
。

　
　

も
も
も
、
す
も
も
も
、
も
も
の
う
ち
。

　

ま
あ
、
句
読
点
が
な
く
て
も
漢
字
で
書
く

と
十
分
わ
か
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
は

い
。

　

つ
い
で
に
私
が
以
前
作
っ
た
「
つ
き
と
き

つ
つ
き
」
の
改
良
型
も
ど
う
ぞ
。

　
　

き
つ
つ
き
つ
き
つ
つ
き
つ
き
き
つ
つ
き

　
　

つ
つ
き
か
え
せ
ず
き
つ
つ
き
つ
つ
き
た

　
　

い
と
つ
き
き
つ
つ
き
つ
つ
き
た
い
つ
き

　
　

い
つ
み
か
づ
き
に
な
る

　

句
点
（
。）
や
読
点
（
、）
の
あ
り
が
た
み

が
、
我
な
が
ら
し
み
じ
み
と
わ
か
る
。
し
か

し
、
句
読
点
の
使
い
方
に
は
定
式
化
し
に
く

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私
は
ふ
つ
う
接
続
詞
の

直
後
に
は
読
点
を
打
つ
の
だ
が
、
世
の
中
で

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。「
し
か
し
」

を
例
に
後
に
点
を
打
つ
か
ど
う
か
を
み
て
み

る
と
、「
毎
日
新
聞
社
説
」
の
1
9
9
9
年

４
月
〜
2
0
0
0
年
８
月
ま
で
の
テ
ク
ス

ト
で
は
８
割
程
度
で
あ
っ
た
（
1
1
0
8

個
中
8
9
1
個
）。
全
て
で
は
な
い
が
、
ま

あ
納
得
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』『
草
枕
』『
野
分
』『
虞
美
人
草
』『
坑

夫
』『
三
四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』『
門
』『
彼
岸

過
迄
』『
行
人
』『
こ
ゝ
ろ
』『
道
草
』『
明
暗
』

と
い
う
漱
石
の
小
説
で
は
、「
し
か
し
、」「
然

し
、」
と
点
が
あ
る
の
は
わ
ず
か
14
％
（「
し

か
し
」
1
4
2
7
個
「
然
し
」
4
3
7
個
計

1
8
6
4
個
の
中
で
各
々
18
個
と
８
個
の
計

26
個
）。
ち
な
み
に
現
代
作
家
で
も
、
村
上

春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
で
は
、「
し
か
し
」

78
例
の
い
ず
れ
も
読
点
は
な
い
よ
う
だ
。
こ

の
「
し
か
し
」
の
例
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う

な
場
合
に
読
点
を
打
つ
か
は
人
に
よ
る
。

　

句
点
も
同
様
。「
い
い
え
、
〜
」「
い
い
え
。

〜
」
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
。

　

そ
う
、
句
読
点
、
打
つ
べ
き
か
打
た
ざ
る

べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
。

　

お
っ
と
、「
そ
れ
が
問
題
だ
」
の
前
は
、「
打

つ
べ
き
か
打
た
ざ
る
べ
き
か—
—

」
と
で
も

す
る
方
が
い
い
？　

い
や
、
そ
の
前
に
「
打

つ
べ
き
か
」
の
後
に
読
点
を
打
つ
べ
き
か
？
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

東京都生まれ。女優・エッセイス
ト。早稲田大学在学中，映画「女
王蜂」でデビュー。その後，数々の
映画やドラマに出演。1982年に
日本アカデミー賞助演女優賞を
受賞。エッセイや絵本の翻訳も手
がけ，98年より，「大人と子どもの
ための読みきかせの会」を立ち上
げ，大型絵本と生の音楽をつけた
独特の読みきかせを行っている。

　
「
大
人
と
子
ど
も
の
た
め
の
読
み
聞
か
せ
の

会
」
の
活
動
を
始
め
て
早
十
五
年
が
た
っ
た
。

幼
稚
園
や
小
学
校
、
病
院
な
ど
こ
の
十
五
年
の

間
に
お
よ
そ
九
百
か
所
以
上
の
と
こ
ろ
を
訪
れ
、

手
作
り
の
大
き
な
絵
本
と
生
の
音
楽
と
一
緒
に

童
話
を
朗
読
し
て
い
る
。

　

俳
優
の
仕
事
は
し
て
き
た
が
、
声
に
出
し
て

物
語
を
読
む
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
朗
読
」
と

い
う
も
の
に
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
な

か
っ
た
。「
音
読
」の
延
長
線
上
に
あ
る「
朗
読
」

だ
。
台
詞
を
覚
え
表
情
や
体
を
使
っ
て
表
現
す

る
演
技
に
比
べ
た
ら
、
さ
ほ
ど
難
し
い
作
業
で

は
な
い
だ
ろ
う
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
声
に
出
し
て
読
め

ば
読
む
ほ
ど
朗
読
は
奥
深
い
作
業
で
あ
り
、
ま

た
文
章
が
平
明
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
声
に
出
し

て
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
し
て
い
る
。

　

子
ど
も
た
ち
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
最
初
に
触

れ
る
物
語
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
人
の
声
を

通
し
て
聞
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
で
文
字
を

読
み
、
物
語
を
理
解
す
る
い
わ
ゆ
る
読
書
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
そ
の
ず
っ
と
前
に
、
子
ど
も

た
ち
は
誰
か
の
声
を
通
し
て
言
葉
と
い
う
も
の

を
聞
き
、
物
語
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
絵
本
を
真
ん
中
に
大
人
と
子
ど
も
が
過
ご

す
時
間
は
、
と
て
も
貴
重
で
あ
り
大
切
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

私
た
ち
の
会
が
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
の
中

に
、
森
山
京み
や
こ

さ
ん
の
き
つ
ね
の
こ
シ
リ
ー
ズ
と

呼
ば
れ
て
い
る
童
話
集
が
あ
る
。
お
な
じ
み
の

『
き
い
ろ
い
ば
け
つ
』
を
は
じ
め
『
ぼ
く
だ
け

し
っ
て
る
』『
つ
り
ば
し
ゆ
ら
ゆ
ら
』『
た
か
ら

も
の
と
ん
だ
』『
あ
の
こ
に
あ
え
た
』。
ど
れ
も

き
つ
ね
の
男
の
子
こ
ん
す
け
君
を
主
人
公
と
し

た
作
品
で
あ
る
。
私
が
会
を
立
ち
上
げ
る
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
中
の
『
つ
り
ば
し

ゆ
ら
ゆ
ら
』
と
い
う
本
に
出
会
っ
た
こ
と
だ
っ

た
。
当
時
長
女
は
五
歳
。
そ
の
誕
生
日
に
知
人

か
ら
贈
ら
れ
た
本
が
こ
の
『
つ
り
ば
し
ゆ
ら
ゆ

ら
』
だ
っ
た
。

　

谷
川
に
か
か
る
一
本
の
長
い
つ
り
ば
し
。
こ

の
つ
り
ば
し
の
向
こ
う
に
ま
だ
一
度
も
会
っ
た

こ
と
の
な
い
き
つ
ね
の
女
の
子
が
住
ん
で
い
る

と
知
っ
た
こ
ん
す
け
は
、
そ
の
女
の
子
に
ど
う

し
て
も
会
っ
て
み
た
い
と
思
い
、
友
達
に
内
緒

で
一
人
で
つ
り
ば
し
を
渡
る
練
習
を
始
め
る
の

で
あ
る
。
雨
の
日
も
風
の
日
も
、
毎
日
少
し
ず

つ
歩
み
を
進
め
る
こ
ん
す
け
。
橋
板
の
す
き
ま

か
ら
深
い
谷
底
を
み
て
立
ち
す
く
ん
だ
り
、
雨

に
濡
れ
た
橋
で
し
り
も
ち
を
つ
き
そ
う
に
な
っ

た
り
、
怖
い
思
い
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
少
し

ず
つ
橋
を
渡
っ
て
行
く
こ
ん
す
け
。
こ
の
け
な

げ
な
姿
に
つ
い
読
み
手
で
あ
る
大
人
の
私
が

「
が
ん
ば
れ
」
と
後
押
し
を
す
る
。「
も
う
少
し

で
渡
れ
る
…
…
。
だ
か
ら
が
ん
ば
っ
て
」。
し

か
し
、
物
語
の
最
後
に
は
思
い
が
け
な
い
結
末
。

こ
ん
す
け
は
橋
を
渡
り
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、

会
い
た
い
女
の
子
に
も
会
え
な
い
ま
ま
物
語
は

幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

　

悲
し
い
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
涙
が
あ
ふ
れ

出
た
。「
が
ん
ば
っ
た
ら
で
き
る
」。
そ
れ
ま
で

子
ど
も
に
何
度
も
そ
う
言
い
聞
か
せ
て
子
育
て

を
し
て
き
た
自
分
だ
っ
た
。
で
も
よ
く
考
え
れ

ば
自
分
だ
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
も
で
き
な
い
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
全
部
で
き
な
く
て
も

い
い
、
が
ん
ば
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
、
が
ん

ば
る
姿
に
こ
そ
人
々
は
胸
を
打
た
れ
る
の
だ
、

と
本
は
優
し
く
私
に
諭
し
た
。

　

私
の
人
生
を
変
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
こ
れ
を

機
に
シ
リ
ー
ズ
す
べ
て
の
童
話
を
幾
度
も
繰
り

返
し
読
ん
だ
。
そ
の
す
べ
て
の
作
品
に
込
め
ら

れ
た
温
か
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
そ
し
て
物
語
に
流

れ
る
美
し
い
日
本
語
。
私
は
す
べ
て
の
作
品
を

私
た
ち
の
読
み
き
か
せ
の
会
で
取
り
上
げ
今
ま

で
何
百
回
と
な
く
朗
読
を
し
て
き
た
。

　

森
山
さ
ん
の
童
話
に
は
、
声
に
出
し
て
読
ん

だ
と
き
、
実
に
心
地
良
い
一
定
の
リ
ズ
ム
が
あ

る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
森
山
さ
ん
の
童
話
を

繰
り
返
し
声
に
出
し
読
ん
で
い
る
う
ち
に
気
が

つ
い
た
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
口

語
体
で
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
言

葉
が
一
冊
の
童
話
の
中
に
た
く
さ
ん
出
て
く
る

こ
と
だ
。
た
と
え
ば
『
あ
の
こ
に
あ
え
た
』（
こ

れ
は
『
つ
り
ば
し
ゆ
ら
ゆ
ら
』
の
続
編
と
も
い

う
べ
き
作
品
で
こ
の
物
語
で
こ
ん
す
け
は
つ
い

に
つ
り
ば
し
を
渡
り
き
り
会
い
た
か
っ
た
女
の

子
に
会
え
る
）
で
は
そ
う
い
う
言
葉
が
実
に
ふ

ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

・
ま
る
き
ば
し
の
た
も
と

　

・
つ
り
ば
し
の
き
わ

　

・
あ
ゆ
み
を
す
す
め
る

　

・
ゆ
く
て
を
な
が
め
る

　

・
ふ
っ
つ
り
や
め
る

　

・
か
わ
の
せ
お
と

　

・
よ
う
よ
う
わ
た
り
お
え
る

　

日
常
の
会
話
で
現
代
の
大
人
で
あ
る
私
た
ち

も
使
わ
な
い
よ
う
な
、
ま
た
こ
の
言
葉
だ
け
を

取
り
上
げ
て
子
ど
も
に
意
味
を
尋
ね
た
ら
、
お

そ
ら
く
首
を
か
し
げ
る
で
あ
ろ
う
言
葉
ば
か
り

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
昔
な
が
ら

の
言
葉
だ
が
日
本
語
独
特
の
語
感
や
響
き
を
も

つ
美
し
い
言
葉
で
も
あ
る
。
読
み
進
め
ら
れ
る

童
話
の
中
で
そ
ん
な
言
葉
が
す
っ
と
耳
に
入
っ

て
く
れ
ば
「
つ
り
ば
し
の
き
わ
」
も
「
ふ
っ
つ

り
や
め
る
」
も
お
そ
ら
く
確
実
に
、
そ
し
て
自

然
に
、
正
し
い
意
味
を
子
ど
も
た
ち
は
理
解
す

る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
子
ど
も
が
意
味
を
問
わ

な
い
限
り
説
明
も
せ
ず
読
み
流
す
。
そ
ん
な
言

葉
の
伝
え
方
や
教
え
方
が
で
き
る
の
も
朗
読
な

ら
で
は
の
産
物
だ
ろ
う
。

　

二
〇
〇
〇
年
に
設
定
さ
れ
た
「
子
ど
も
読
書

年
」
を
皮
切
り
に
、「
読
書
」
は
各
学
校
で
大

切
な
教
育
の
一
つ
と
位
置
づ
け
を
さ
れ
、
読
書

へ
の
取
り
組
み
も
多
様
化
し
て
い
る
。
し
か
し

読
書
好
き
な
子
ど
も
た
ち
の
か
げ
で
、
読
書
嫌

い
な
子
ど
も
た
ち
が
重
い
荷
物
を
背
負
っ
た
の

も
事
実
だ
。
私
は
読
み
聞
か
せ
と
い
う
作
業
を

通
し
て
読
書
嫌
い
な
子
ど
も
た
ち
の
脳
裏
の
ど

こ
か
に
、
耳
か
ら
聞
い
た
美
し
い
言
葉
や
、
温

か
い
物
語
を
残
せ
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
大
き

く
な
っ
て
か
ら
で
も
い
い
、
昔
聞
い
た
言
葉
や

物
語
を
思
い
出
し
、
い
つ
か
そ
の
本
を
手
に

と
っ
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
読
み
聞

か
せ
と
い
う
作
業
の
一
つ
の
完
結
で
あ
り
、
終

着
点
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

中
井
貴
惠

女
優

0203

中井貴惠
なか い   き   え

美
し
い

日
本
語
を
聞
く

と
い
う
こ
と
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い
よ
い
よ
新
学
期
。
生
徒
た
ち
は
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
の
気
持
ち
に
応
え
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
「
授
業
び

ら
き
」を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
本
特
集
で
は
、三
人
の
先
生
方
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
髙
木
ま
さ
き
先
生
に
授
業
び
ら

き
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
ご
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

髙
たか

木
ぎ

まさき
静岡県生まれ。横浜国立大
学教授。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），『合科的・総合的
な学習のための読書関連単元
100 のプラン集』（共編著　
東洋館出版社）など。光村図
書の小学校・中学校「国語」
教科書編集委員を務める。

国
語
の
学
習
へ
の
期
待
感
を
も
た
せ
る

　

中
学
生
に
な
る
と
「
な
ぜ
国
語
を
学
習
す
る
の

だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
り
、「
国
語
を
学
ぶ
こ
と
に

意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
懐
疑
的
に
な
っ
た

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
持
ち
を
も
つ
生
徒
が
出
て
き

ま
す
。
授
業
び
ら
き
で
は
、
生
徒
の
知
的
好
奇
心

を
く
す
ぐ
り
な
が
ら
、
国
語
を
学
ぶ
意
味
を
考
え

さ
せ
た
り
、
国
語
の
奥
深
さ
を
感
じ
取
ら
せ
た
り

し
て
、
こ
の
一
年
間
の
学
習
に
前
向
き
な
気
持
ち

を
も
た
せ
て
あ
げ
た
い
も
の
で
す
。

　

本
特
集
で
は
、
三
名
の
先
生
方
の
実
践
を
ご

紹
介
し
て
い
ま
す
。
宗そ

我が

部べ

先
生
（
P
6
─

9
）
は
、

国
語
の
根
源
と
も
い
え
る
、
声
や
言
葉
を
取
り
上

げ
、
国
語
の
お
も
し
ろ
さ
や
奥
深
さ
を
体
感
さ

せ
る
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
堀
江
先
生

（
P
10
─

13
）
は
、自
作
の
プ
リ
ン
ト
を
使
い
な
が
ら
、

国
語
の
学
習
へ
の
思
い
を
生
徒
へ
伝
え
て
い
ま
す

し
、
鈴
野
先
生
（
P
14
─

15
）
は
、
国
語
を
学
ぶ
意

味
に
つ
い
て
生
徒
へ
真
剣
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
授
業
び
ら
き
で
国
語
を
学
習
す
る

意
味
を
魅
力
的
に
伝
え
ら
れ
た
ら
、
生
徒
た
ち
は

こ
れ
か
ら
の
授
業
に
、
期
待
感
を
も
つ
よ
う
に
な

る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
最
初
の
授
業
で
は
、
生
徒
た
ち
が
少
し

緊
張
し
て
い
る
の
で
、
宗
我
部
先
生
や
堀
江
先
生

の
実
践
に
も
あ
る
よ
う
に
、
声
を
出
す
場
面
を
取

り
入
れ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
緊
張
を

解
き
ほ
ぐ
し
て
、
教
室
に
よ
い
雰
囲
気
を
つ
く
る

こ
と
も
大
事
で
す
。

授
業
の
ル
ー
ル
を
教
え
る

　

授
業
び
ら
き
で
は
、
授
業
の
中
で
の
ル
ー
ル
に

つ
い
て
も
、
き
ち
っ
と
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ル
ー
ル
と
い
う
と
堅
苦
し
く
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
最
低
限
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
で
、

豊
か
な
話
し
合
い
が
で
き
た
り
、
自
分
の
考
え
を

深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
話
し
合
い
や

発
表
の
ル
ー
ル
、
ノ
ー
ト
の
取
り
方
な
ど
は
、
早

い
時
期
に
丁
寧
に
指
導
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

宗
我
部
先
生
が
「
ノ
ー
ト
指
導
は
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
国
語
の
力
が
つ
く
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
私
も
ノ
ー
ト
指
導
は
特
に
大
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ノ
ー
ト
は
た
だ
板
書
を
写
す
だ
け
で
な

く
、
友
達
の
意
見
を
メ
モ
し
た
り
、
自
分
の
考
え

を
書
き
留
め
た
り
す
る
こ
と
で
、
書
く
力
に
加
え
、

メ
モ
力
や
思
考
力
な
ど
、
国
語
の
総
合
的
な
力
を

養
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
ノ
ー
ト
は
、
生

徒
の
学
び
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
源
に
な
り
ま
す
。

生
徒
が
気
持
ち
を
新
た
に
す
る
一
学
期
に
、
ノ
ー

ト
を
し
っ
か
り
見
て
指
導
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
な

と
思
い
ま
す
。

　

学
期
初
め
は
、
何
か
と
忙
し
い
も
の
で
す
が
、

丁
寧
に
授
業
び
ら
き
を
行
え
ば
、
そ
の
後
が
ず
い

ぶ
ん
楽
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
労
を
惜
し

ま
ず
、
最
初
に
こ
そ
手
を
か
け
て
、
生
徒
た
ち
と

向
き
合
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
談
）
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例
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授
業
び
ら
き
で
は
、
生
徒
に
「
国
語
の
学
習
っ
て
、
お
も
し
ろ
く
て
深
い
ん
だ

な
」
と
思
わ
せ
た
い
と
話
す
宗
我
部
先
生
。
第
一
単
元
で
は
、
生
徒
の
知
的
好
奇

心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
授
業
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ノ
ー
ト
の
取
り
方
、
発

表
や
グ
ル
ー
プ
討
議
の
し
か
た
な
ど
、
授
業
中
の
「
作
法
」
に
つ
い
て
も
、
最
初

の
授
業
で
丁
寧
に
指
導
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
今
回
は
、
宗
我
部
先
生
の
さ
ま
ざ
ま

な
授
業
び
ら
き
の
工
夫
の
中
か
ら
、
一
部
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

2

0607

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

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。編著書に『群読の発表指
導細案』（明治図書出版）など。光村図書
中学校「国語」教科書編集委員を務める。

一
つ
の
完
結
し
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を

生
徒
た
ち
に
感
じ
取
ら
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、　
「
古
池
や 

蛙か
わ
ず

飛
び
込
む　

水
の
音
」

だ
っ
た
ら
、「
や
（
切
れ
字
）」
の
前
後
で
、
静
と

動
の
対
比
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
最
後
が
「
水
の

音
」
と
終
わ
る
た
め
余
韻
が
残
る
こ
と
、
音
が
あ

る
こ
と
で
、
古
池
の
静
け
さ
が
よ
り
際
立
つ
こ
と
、

夏
の
季
語
と
思
い
が
ち
な
「
蛙
」
は
実
は
春
（
＝

啓け
い

蟄ち
つ

）
の
季
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
、
生
徒
た
ち

と
い
っ
し
ょ
に
読
み
取
っ
て
い
き
ま
す
。「
古
池
」

　

声
や
言
葉
に
対
す
る

　

興
味
・
関
心
を
引
き
出
す

　

最
初
の
単
元
で
は
、
国
語
の
学
習
の
「
根
っ
こ

に
あ
る
も
の
」
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
引
き
出

す
よ
う
な
授
業
を
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
一
・
二
年
生
だ
っ
た
ら
、「
響
く
声
を
身

に
つ
け
よ
う
」
と
い
う
授
業
を
よ
く
行
い
ま
す
。

国
語
の
学
習
の
根
幹
に
あ
る
「
声
」
に
つ
い
て
の

興
味
を
引
き
出
す
内
容
で
す
。

　
「
声
と
い
う
の
は
『
出
す
』
も
の
で
な
く
、
塊
か
た
ま
り

で
『
届
け
る
』
も
の
な
ん
で
す
よ
」
と
切
り
出
し
、

私
が
窓
側
・
廊
下
側
・
一
番
後
ろ
の
席
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
向
へ
声
を
か
け
、
生
徒
に
聞
こ
え
方

を
確
認
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
一
人
の
生
徒
を
前
に

立
た
せ
、
胸
の
前
で
ボ
ー
ル
を
受
け
る
と
き
の
よ

う
に
手
を
広
げ
さ
せ
ま
す
。「
こ
の
手
の
平
に
あ

て
る
よ
う
に
、
声
を
出
し
て
み
よ
う
」
と
投
げ
か

け
、
残
り
全
員
で
「
わ
っ
」
と
大
き
な
声
を
出
し

ま
す
。
す
る
と
、
一
点
に
集
中
し
た
声
は
驚
く
ほ

ど
の
圧
力
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
、
前
に
立
っ
た
生

徒
は
「
手
の
平
に
『
音
圧
』
を
感
じ
た
」
な
ど
と

話
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、「
声
は
『
塊
』
で
届
く
」

こ
と
を
体
で
感
じ
て
納
得
さ
せ
る
の
で
す
。

　

こ
の
授
業
で
は
、
全
員
で
声
を
出
す
の
で
、
一

体
感
が
生
ま
れ
、
教
室
が
と
て
も
楽
し
い
雰
囲
気

に
な
り
ま
す
。
第
一
時
で
「
響
く
声
」
を
行
っ
た

後
は
、
第
二
時
で
「
響
く
声
で
、
○
○
さ
ん
を
紹

介
し
よ
う
」
と
い
う
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
ク
ラ

ス
メ
イ
ト
を
紹
介
す
る
、
と
い
う
授
業
を
し
た
り
、

「
朝
の
リ
レ
ー
」
な
ど
の
詩
を
使
っ
て
群
読
や
朗

読
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
三
年
生
な
ら
、
言
葉
の
奥
深
さ
に

出
会
わ
せ
た
い
の
で
、
よ
く
俳
句
を
取
り
上
げ
ま

す
。
俳
句
は
世
界
で
最
も
短
い
定
型
詩
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
こ
の
短
い
言
葉
の
つ
な
が
り
の
中
に
、

の
静
か
ら
「
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
動
へ
、
そ

し
て
再
び
静
寂
へ
。
け
れ
ど
戻
っ
て
い
っ
た
「
静

の
世
界
」
は
、
最
初
の
よ
ど
ん
だ
死
の
世
界
で
は

な
く
春
の
生
命
感
が
じ
わ
り
と
感
じ
ら
れ
る
「
生

の
世
界
」
で
す
。
こ
の
授
業
の
後
は
「
こ
ん
な
に

い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」

「
俳
句
の
中
に
大
き
な
宇
宙
が
あ
る
み
た
い
」
な

ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
俳
句
は
、
テ
キ
ス

ト
全
体
を
見
渡
し
た
う
え
で
、
表
現
方
法
や
そ
の

効
果
を
検
討
で
き
る
の
で
、
言
葉
の
奥
深
さ
や
お

も
し
ろ
さ
を
短
い
時
間
で
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
三
年
生
の
授
業
び
ら
き
の
教
材
と
し

て
た
い
へ
ん
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。

　

話
し
合
い
の
し
か
た
を

　

身
に
つ
け
さ
せ
る

　

授
業
び
ら
き
で
は
、
こ
れ
か
ら
授
業
を
受
け
る

た
め
の
「
作
法
」
的
な
部
分
も
教
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合

い
を
多
用
す
る
の
で
、
次
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
討

議
の
し
か
た
を
、
第
一
・
二
単
元
で
、
し
っ
か
り

指
導
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
・
四
人
一
グ
ル
ー
プ
に
な
る
。

　
・
進
行
役
を
立
て
、
そ
の
人
が
話
し
合
い
を
仕

切
る
。
進
行
役
は
日
替
わ
り
で
交
代
。
　

　
・
話
し
合
う
前
に
、
進
行
役
は
前
に
集
ま
っ
て
、

教
師
か
ら
進
め
方
に
つ
い
て
指
示
を
も
ら
う
。

　
・
進
行
役
が
、
発
表
者
を
指
名
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
決
め
て
進
行
役
に
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
ら
せ
、
周
り
の
子
た
ち
に
は
、

話
し
合
い
が
う
ま
く
進
む
よ
う
に
、
リ
ー
ダ
ー
を

フ
ォ
ロ
ー
さ
せ
ま
す
。

　

ま
た
、
発
表
者
に
対
し
て
も
、
最
初
の
う
ち
は

「
な
ぜ
そ
う
考
え
た
の
？
」「
今
言
っ
た
〜
は
、
ど

こ
に
書
い
て
あ
る
の
か
な
」
な
ど
、
根
拠
を
示
し

て
発
言
す
る
こ
と
を
、
意
識
的
に
徹
底
す
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。

イラスト：田上千晶
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3　
ノ
ー
ト
指
導
は
き
め
細
か
く

　

ノ
ー
ト
指
導
は
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国
語
の
力

が
つ
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ノ
ー
ト
を
き
ち
ん
と

取
る
こ
と
で
、
授
業
に
臨
む
姿
勢
が
つ
く
れ
ま
す

し
、
家
で
学
習
内
容
を
振
り
返
る
こ
と
も
で
き
る

か
ら
で
す
。

　

ノ
ー
ト
は
罫け
い

線
で
区
切
っ
て
上
段
と
下
段
に
分

け
さ
せ
て
い
ま
す
。
上
段
は
、
板
書
の
写
し
な
ど

の
授
業
記
録
、
下
段
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ

た
こ
と
、
自
分
が
授
業
中
に
考
え
た
こ
と
、
気
づ

い
た
こ
と
や
発
表
前
の
メ
モ
な
ど
で
す
。
生
徒
に

は
「
下
段
を
い
か
に
充
実
さ
せ
て
い
く
か
が
大
事

な
ん
だ
よ
。
ノ
ー
ト
を
区
切
る
線
が
、
だ
ん
だ
ん

上
に
あ
が
っ
て
下
段
の
ス
ペ
ー
ス
が
増
え
て
い
く

こ
と
を
目
ざ
そ
う
」
と
話
し
ま
す
。
ま
た
、
単
元

の
終
わ
り
に
は
、
そ
の
単
元
の
ま
と
め
を
自
分
の

言
葉
で
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
単
元
が
終
わ
る
ご
と
に
ノ
ー
ト
を
集
め

る
の
で
す
が
、
最
初
に
ノ
ー
ト
を
集
め
る
と
き

は
、
特
に
気
合
を
入
れ
て
見
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
生
徒
が
書
い
た
言
葉
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
き
、

必
ず
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
、
誤
字
も
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

す
。
す
る
と
、
生
徒
は
返
っ
て
き
た
ノ
ー
ト
を
見

て
「
こ
ん
な
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
読
ん
で
く
れ

た
の
か
」「
た
く
さ
ん
コ
メ
ン
ト
が
書
い
て
あ
る
」

と
、
と
て
も
驚
き
ま
す
。
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る

生
徒
の
ノ
ー
ト
は
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
し
て
模
造
紙
に

貼
り
、「
こ
こ
が
い
い
」
と
私
が
コ
メ
ン
ト
を
書

き
込
ん
だ
も
の
を
廊
下
に
掲
示
し
、
よ
い
と
こ
ろ

を
み
ん
な
で
共
有
し
、
参
考
に
し
合
い
ま
す
。
ま

た
、
年
に
何
度
か
「
ノ
ー
ト
の
大
点
検
」
を
行
い
、

観
点
を
細
か
く
示
し
て
、
ノ
ー
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）。

　

ノ
ー
ト
を
丁
寧
に
見
て
い
く
の
は
と
て
も
骨
の

折
れ
る
作
業
で
す
が
、
ノ
ー
ト
を
大
事
に
考
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
教
師
が
態
度
で
示
さ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
細
か

く
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
が
、
慣
れ
て
く
る
と
、
線
を

引
い
た
り
、
丸
を
付
け
た
り
す
る
だ
け
で
通
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
線
が
引
い
て
あ
る
か
ら
、

先
生
は
こ
こ
が
大
事
と
言
い
た
い
ん
だ
な
」
と
生

徒
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
そ

う
や
っ
て
、
徐
々
に
か
け
る
時
間
を
減
ら
し
て
い

く
と
、
無
理
な
く
ノ
ー
ト
指
導
を
続
け
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

国
語
科
は
、
学
習
の
中
で
ど
の
よ
う
な
力
が
身

に
つ
い
た
の
か
が
、
他
教
科
に
比
べ
自
覚
し
に
く

い
教
科
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
学
習
記
録

や
自
分
の
考
え
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
可
視
化
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
が
自
分
の
力
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
談
）

最初の授業で，１年間の目標を考えさせ，１ペー
ジ目に書かせる。授業のたびに目にすることに
なるので，目標を意識させることがねらい。

単元の終わりには，学習のまとめをする。「君
は『最後の晩餐』を知っているか」では，「評
論を読むコツ」について，まとめさせた。

ノートを，四つの観点で A〜 Dの評価を
つける。特にすばらしい人は，S がつく。
今回の観点は下記のとおり。

最
後
に
「
評
論
を
読
む
コ
ツ

が
」
具
体
的
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
か
。

自
分
の
考
え
が
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
か
。

毎
日
の
授
業
記
録
が
し
っ──

か
り
で
き
て
い
る
か
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
き
ち
ん
と

書
き
込
み
が
あ
り
、
ノ
ー

ト
に
貼
っ
て
あ
る
か
。

観点を示して，「足りないところをまとめ直
してきたら評価を上げますよ」と伝えると，
多くの生徒がノートをまとめ直してくる。こ
の生徒は，「評論を読むコツ」をまとめ直し，
AからSへ評価が上がった。

スタンプは「いいちょうし！」「もう一息」
「問題をよく見て！」「がんばろう」の
４種類がある。

上段は授業の記録。
板書や主な発言を記録する。

下段は，グループでの話し合いの
内容や，自分の考えなどをまとめる。

「君は『最後の晩餐』を知っているか」
（２年）を学習したときのページ

ノートの１ページ目単元の最後の「学習のまとめ」

A A A A
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授
業
へ
の
心
構
え
を
つ
く
る

　

四
月
の
生
徒
た
ち
は
、
新
鮮
な
気
持
ち
で
、
新

し
い
こ
と
を
吸
収
し
よ
う
と
い
う
思
い
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
授
業
び
ら
き
は
、
そ
の
よ
う
な
思
い

を
大
事
に
し
て
、
生
徒
が
「
さ
あ
、
国
語
の
学
習

を
が
ん
ば
る
ぞ
」
と
思
え
る
よ
う
な
も
の
に
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
授
業
で
は
、
ま
ず
プ
リ
ン
ト
「
国
語
教

室
通
信　

№
１
」（
左
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
配
布
し
ま
す
。

右
側
に
は
、「
こ
れ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
『
大
人

の
言
葉
』
に
出
会
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

言
葉
を
ま
ね
て
使
う
こ
と
で
身
に
つ
け
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
い
う
、
私
か
ら
生
徒
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
大

事
な
と
こ
ろ
に
線
を
引
か
せ
、
授
業
へ
の
心
構
え

を
つ
く
り
ま
す
。

　

左
側
に
は
、
暗
唱
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

特
に
一
年
生
で
は
、
み
ん
な
で
声
を
出
す
こ
と
の

楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

暗
唱
（
ま
た
は
朗
読
）
を
必
ず
行
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
「
口
は
一
つ
に 

耳
二
つ
〜
」
は
、

安
居
總ふ
さ

子こ

先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
『
尋
常

小
学
読
本
』
の
文
章
で
す
。
文
語
調
で
リ
ズ
ム
に

乗
っ
て
朗
読
で
き
ま
す
し
、
内
容
も
授
業
び
ら
き

に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
暗
唱
の
際
は
、
教

科
書
一
年
P
18
〜
19
の
「
声
を
届
け
る
」
を
見

せ
て
指
導
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
間
の
取
り

方
、
速
さ
・
強
弱
に
気
を
つ
け
る
…
…
な
ど
、
声

を
出
す
と
き
の
、
基
本
的
な
事
項
が
端
的
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

第
一
時
で
は
、
暗
唱
の
練
習
と
あ
わ
せ
て
、
学

習
記
録
の
し
か
た
に
つ
い
て
も
説
明
し
ま
す
。
第

一
時
以
降
は
、
大
ま
か
に
次
の
よ
う
な
流
れ
で
進

め
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

・「
国
語
教
室
通
信
」
を
読
む
。

・
暗
唱
の
練
習
す
る
。

・
学
習
記
録
の
し
か
た
を
説
明
す
る
。

・
前
時
で
集
め
た
ノ
ー
ト
か
ら
、
学
習

記
録
が
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

生
徒
の
ノ
ー
ト
を
紹
介
す
る
。

・
暗
唱
の
練
習
を
す
る
。

・
自
分
が
持
っ
て
い
る
辞
書
に
つ
い
て

調
べ
る
。

・
辞
書
を
引
く
練
習
を
す
る
。
　

・
暗
唱
発
表
会

・
暗
唱
発
表
会
の
ま
と
め

・
本
（
教
科
書
）
の
部
分
の
名
称
（
表 

紙
・
見
返
し
・
奥
付
な
ど
）
に
つ
い

て
確
認
す
る
。

※
第
六
時
か
ら
、
教
科
書
に
入
る
。

　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

私
は
国
語
の
学
習
の
中
で
、「
学
習
記
録
」と「
辞

書
を
引
く
こ
と
」
を
大
切
に
し
て
い
る
の
で
、
第

二
・
三
時
で
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
に
指

導
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
第
四
・
五
時
で
は

暗
唱
発
表
会
を
行
い
、
第
六
時
か
ら
教
科
書
で
の

学
習
に
入
り
ま
す
。

堀
ほり

江
え

佐
さ

和
わ

子
こ

東京都生まれ。東京都江東区立砂
町中学校教諭。日本国語教育学会
会員。安居總子先生，甲斐利恵子
先生が主催する東京都青年国語研
究会に所属し，単元学習を学ぶ。
生徒たちの言語生活を広げ，コミュ
ニケーションを大切にした学習の場
を作りたいと考えている。

　
堀
江
先
生
は
月
に
二
回
ほ
ど
、「
国
語
教
室
通
信
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
を
生
徒
た
ち

に
配
布
し
て
い
ま
す
。
国
語
の
学
習
の
見
通
し
や
本
の
紹
介
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の

で
、
授
業
び
ら
き
で
は
ま
ず
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
配
る
そ
う
で
す
。
プ
リ
ン
ト
に
は
ど

の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
国
語
の
授
業
が
展
開
さ
れ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

生
徒
た
ち
の

「
新
鮮
な
気
持
ち
」
を
大
切
に

実
践

事
例
　●❷

第
五
時

第
四
時

第
三
時

第
二
時

第
一
時

最初の授業で配布するプリント

「こんな気持ちで国語の学習
に臨んでほしい」という，教
師の思いを冒頭に綴

つづ

った。

次時以降に辞書を引く練習をするため，辞書
の準備をしておくようアナウンスしておく。

暗唱コーナー。授業びらきで
は，必ずみんなで声を出す場
面を設定している。

生徒に読んでほし
い本を紹介する
コーナー。
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3 　
「
学
習
記
録
」
を
習
慣
づ
け
る

　

授
業
の
終
わ
り
五
分
ぐ
ら
い
で
、
必
ず
「
学
習

記
録
」
を
書
く
時
間
を
取
っ
て
い
ま
す
。
今
日

の
授
業
で
学
ん
だ
内
容
（
客
観
的
な
記
録
）、
新

し
く
知
っ
た
こ
と
や
感
想
（
主
観
的
な
記
録
）
を

ノ
ー
ト
に
五
行
程
度
で
ま
と
め
さ
せ
ま
す
。
学
習

記
録
を
つ
け
る
こ
と
で
、
授
業
で
何
を
学
ん
だ
の

か
を
振
り
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
そ
れ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
け
ば
、
生
徒
た
ち
の
国
語
の
力

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

最
初
の
う
ち
は
、
毎
時
間
ノ
ー
ト
を
集
め
て
、

学
習
記
録
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
き
ち
ん
と
記
録
で
き
て
い
る
生
徒
の

ノ
ー
ト
を
コ
ピ
ー
し
て
、
他
の
生
徒
に
紹
介
し
て

い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
早
い
時
期
か
ら
丁
寧
に

指
導
し
て
い
き
、
学
習
記
録
を
し
っ
か
り
習
慣
づ

け
る
よ
う
に
す
る
の
で
す
。

　

私
は
、「
子
ど
も
の
ノ
ー
ト
を
見
る
こ
と
は
、

そ
の
子
自
身
を
知
る
こ
と
」
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
授
業
時
間
で
は
、
す
べ
て
の
生
徒
と
話

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
ノ
ー
ト
を
見
て

コ
メ
ン
ト
を
書
く
こ
と
で
、
全
員
と
会
話
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
新
学
期
に
入
っ
た

ば
か
り
の
頃
は
、
一
人
一
人
の
生
徒
を
知
る
た
め

に
、
ノ
ー
ト
を
き
ち
ん
と
見
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
ノ
ー
ト
や
授
業
の
中
で
配
布
し
た
プ
リ

ン
ト
類
は
、
最
終
的
に
学
期
ご
と
ま
と
め
て
、
表

紙
・
目
次
・
あ
と
が
き
を
入
れ
、
綴と

じ
て
冊
子
に

し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
記
録
を
き
ち
ん
と

整
理
し
て
残
す
こ
と
で
、
一
年
間
の
学
習
を
振

り
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、「
国
語
の
時
間
に
こ

れ
だ
け
の
こ
と
を
学
ん
だ
の
だ
」
と
い
う
自
覚
を

も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各
学
期
末
に
冊
子

を
作
る
の
で
、
ノ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
プ
リ
ン
ト

類
も
き
ち
ん
と
フ
ァ
イ
ル
に
保
管
し
て
お
く
よ
う
、

授
業
び
ら
き
の
際
に
、
生
徒
へ
伝
え
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

　

辞
書
で
言
葉
の
世
界
を
広
げ
る

　

私
は
、
生
徒
の
語
彙
を
広
げ
る
た
め
に
、
授
業

の
中
で
辞
書
を
多
用
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
自

分
の
辞
書
に
つ
い
て
知
ろ
う
」
と
題
し
、
ま
ず
自

分
が
持
っ
て
い
る
辞
書
の
出
版
社
名
・
発
行
年
な

ど
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、「
辞
書
に
よ
っ
て
、

説
明
の
し
か
た
や
扱
う
言
葉
の
数
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
ん
で
す
よ
」
と
話
し
、
い
く
つ
か
の
言
葉
に
つ

い
て
意
味
を
調
べ
さ
せ
ま
す
。
例
え
ば
「
右
」
と

い
う
言
葉
を
辞
書
で
引
い
て
み
る
と
…
…

み
ぎ
【
右
】
名　

①
東
に
向
か
っ
て
南
の
ほ
う
。

　
　
　
　
　
（
小
学
館
『
新
選
国
語
辞
典
』
第
七
版
）

み
ぎ
【
右
】
①
相
対
的
な
位
置
の
一
つ
。
東
を
向

い
た
時
、
南
の
方
、
ま
た
、
こ
の
辞
典
を

開
い
て
読
む
時
、
偶
数
ペ
ー
ジ
の
あ
る
側

を
言
う
。

（
岩
波
書
店
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
五
版
）

み
ぎ
【
右
】
㊀
⓪
ア
ナ
ロ
グ
時
計
の
文
字
盤
に
向

か
っ
た
時
に
、
一
時
か
ら
五
時
ま
で
の
表

示
が
あ
る
側
。

　
　
　
　
　
　（
三
省
堂
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
七
版
）

　

こ
の
よ
う
に
、
辞
書
に
よ
っ
て
説
明
の
し
か
た

が
異
な
る
こ
と
を
話
し
、「
右
」
以
外
に
も
辞
書

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
や
用
例
が
出
そ
う
な

言
葉
を
生
徒
に
引
か
せ
ま
す
。
辞
書
の
使
い
方
に

つ
い
て
は
、
教
科
書
一
年
P
22
─

23
に
も
詳
し
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
合
わ
せ
て

確
認
さ
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
、
私
は
、
辞
書
が
引
け
た
ら
生
徒
た

ち
に
挙
手
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
早
く
引
け
た
順
に
「
一
、二
、三
」
と
、
手
を
挙

げ
た
生
徒
と
目
を
合
わ
せ
な
が
ら
数
え
て
い
き
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
今
日
は
早
く
引
く
ぞ
」

と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
、
教
室
が
盛
り
上
が
り
ま

す
。
私
自
身
も
、
授
業
中
に
た
く
さ
ん
の
生
徒
と

目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
楽
し
い
気

持
ち
に
な
れ
ま
す
。

　

辞
書
を
引
く
習
慣
と
い
う
の
も
、
や
は
り
早
い

時
期
か
ら
指
導
し
な
い
と
、
な
か
な
か
身
に
つ
き

ま
せ
ん
。
学
習
記
録
の
し
か
た
と
と
も
に
、
授
業

び
ら
き
で
、
し
っ
か
り
と
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。（

談
）

ノートは３段に分けるように指導している。

中段は板書と学習
記録。学習記録は，
授業の終わりに，
５行程度でまとめ
させる。

上段は授業内容。

下段は辞書で調べ
た言葉やメモ。

「星の花が降るころに」（１年）を
学習したときのノート

▲学期ごとに，ノートやプリントを綴じて冊子にする。
その際，目次や中扉も入れて整理する。

2
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な
ぜ
国
語
を
学
ぶ
の
？

　

最
初
の
授
業
で
は
、
ま
ず
、
教
師
自
身
が
自
己

紹
介
を
し
ま
す
。
私
は
本
校
に
二
十
二
年
勤
務
し

て
い
る
た
め
、
生
徒
の
お
兄
さ
ん
や
お
姉
さ
ん
を

教
え
て
い
る
場
合
も
多
く
、
昔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
し
た
り
し
な
が
ら
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
、

和
や
か
に
話
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
ち
ょ
っ
と
真
剣
な
表
情
を
つ
く
っ

て
、「
こ
れ
か
ら
真
面
目
な
話
を
す
る
よ
。
み
ん

な
、
な
ぜ
国
語
を
学
ぶ
ん
だ
ろ
う
。
だ
っ
て
、
み

ん
な
は
も
う
日
本
語
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
話
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ね
。
で
も
、
中
学
校

で
は
年
間
で
三
百
八
十
五
時
間
、
国
語
の
授
業
が

あ
る
ん
だ
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
学
習
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ん
だ
ろ
う
」
と
問
い
か
け
ま
す
。
ひ
と
通

り
生
徒
の
意
見
を
聞
い
た
後
、「
言
葉
を
理
解
で

き
て
話
せ
る
」
こ
と
と
、「
正
し
く
言
葉
を
理
解
し

て
、
豊
か
に
使
え
る
」
こ
と
は
違
う
と
い
う
こ
と

を
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
で
、

膨
大
な
情
報
か
ら
必
要
な
情
報
を
選
び
取
る
力
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
力
を
国
語
科
で

培
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、
直
接

に
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
を
国
語
科
で
鍛
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
な
ど
も
話
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
国
語
と

い
う
教
科
が
い
か
に
大
事
で
、
将
来
に
必
要
な
も

の
な
の
か
を
、
心
を
込
め
て
話
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
最
初
の
授
業
で
は
、
生
徒
た
ち
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。「
国
語
と
い
う
教
科
に
ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
ま
す
か
」「
国

語
の
授
業
へ
要
望
が
あ
れ
ば
書
い
て
く
だ
さ
い
」

な
ど
の
質
問
項
目
に
答
え
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
生
徒
の
実
態
を
大
ま
か
に
つ
か
み
、
国

語
科
に
否
定
的
な
感
情
を
も
っ
て
い
る
子
に
は
、

担
任
に
様
子
を
聞
き
な
が
ら
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い

く
よ
う
に
し
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
学
習
の

　
「
約
束
事
」
を
お
さ
え
る

　

始
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
ら
速
や
か
に
着
席

す
る
等
、
授
業
の
「
約
束
事
」
は
、
最
初
に
き
ち

ん
と
指
導
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
特
に
グ
ル
ー

プ
学
習
で
の
ル
ー
ル
は
、
早
い
段
階
か
ら
押
さ
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合

い
を
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
然
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
養
う
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。

　

私
は
話
し
合
い
を
さ
せ
る
と
き
、
学
習
リ
ー

ダ
ー
を
中
心
に
進
め
さ
せ
て
い
ま
す
。
話
し
合
う

前
に
学
習
リ
ー
ダ
ー
を
廊
下
に
集
め
て
、
話
し
合

い
の
テ
ー
マ
や
、
ど
う
や
っ
て
み
ん
な
の
意
見
を

ま
と
め
て
い
け
ば
よ
い
か
を
指
示
し
ま
す
。
発
言

が
苦
手
な
子
に
対
し
て
は
「
私
は
こ
う
思
う
け
ど
、

○
○
さ
ん
は
ど
う
？
」
と
、
自
分
の
意
見
を
ま
ず

示
し
て
か
ら
意
見
を
求
め
る
と
よ
い
こ
と
や
、
抽

象
的
な
発
言
を
す
る
子
に
対
し
て
は
「
例
え
ば
ど

う
い
う
こ
と
？
」
と
投
げ
か
け
て
具
体
的
な
話
を

引
き
出
す
こ
と
な
ど
を
伝
え
ま
す
。
時
間
に
余
裕

の
あ
る
と
き
は
、
お
昼
休
み
に
「
学
習
リ
ー
ダ
ー

会
」
を
行
い
、
リ
ー
ダ
ー
を
集
め
て
そ
の
日
の
話

し
合
い
に
つ
い
て
、
振
り
返
り
を
さ
せ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

文
法
と
の
出
会
い
も
魅
力
的
に

　

私
は
、
文
法
学
習
の
「
授
業
び
ら
き
」
に
も
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
文
法
は
、
た
だ
活
用
パ
タ
ー

ン
や
助
詞
の
種
類
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
生
徒

が
自
分
で
言
葉
の
法
則
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
よ

う
な
楽
し
い
授
業
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
最
初
の
文
法
の
授
業
で
は
、

　
　
友
達
に
会
う

　
　
友
達
と
会
う

と
い
う
文
章
を
板
書
し
、「
こ
の
二
つ
は
ど
う
違

う
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
言
葉

の
『
実
験
』
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
切
り
出
し

ま
す
。「
会
う
」
を
他
の
動
詞
（
結
婚
す
る
・
け

ん
か
す
る
・
頼
む
・
電
話
す
る
・
惚ほ

れ
る
・
話
す
・

話
し
か
け
る
…
…
な
ど
）
に
置
き
換
え
て
、「
に
」

だ
け
に
使
え
る
言
葉
、「
と
」
だ
け
に
使
え
る
言

葉
、
両
方
に
使
え
る
言
葉
に
分
類
さ
せ
て
い
き
ま

す
。
そ
し
て
、「
に
」
だ
け
に
使
え
る
言
葉
が
「
頼

む
・
惚
れ
る
・
話
し
か
け
る
」
で
あ
る
と
知
る
と
、

生
徒
た
ち
は
「『
に
』
は
、一
方
的
な
感
じ
が
す
る
」

と
気
づ
き
始
め
ま
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
、「
友

達
に
会
う
」
は
、
友
達
に
一
方
的
に
会
い
に
い
っ

た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、「
友
達
と
会
う
」

は
、
お
互
い
約
束
を
し
て
会
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
あ
る
、
と
い
う
両
者
の
違
い
を
、
生
徒
は

自
分
で
考
え
、
導
き
出
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
言
葉
の
規
則
を
帰
納
法
的
に
見
い

だ
す
方
法
を
示
し
て
あ
げ
る
と
、
生
徒
は
「
そ
う

か
、
わ
か
っ
た
！
」
と
明
る
い
表
情
を
見
せ
て
く

れ
ま
す
。
文
法
は
退
屈
な
も
の
で
な
く
、
自
分
で

法
則
を
見
つ
け
出
す
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
、
早

い
段
階
で
体
感
さ
せ
た
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
談
）

鈴
すず

野
の

高
たか

志
し

東京都生まれ。茗溪学園中学校・高
等学校教諭。筑波大学日本語・日本
文化学類卒業。茗溪学園在職中に一
時休職し，筑波大学大学院教育研究
科にて，主に昭和 40 年代以降の文
法教育を研究。勤務校では中・高国
語の他，外国人留学生への日本語指
導も担当している。

最
初
の
出
会
い
を
魅
力
的
に

実
践

事
例
　●❸

　
授
業
び
ら
き
で
は
、
生
徒
た
ち
に
「
国
語
を
学
ぶ
意
味
」
に
つ
い
て
、
丁
寧
に

説
明
す
る
と
い
う
鈴
野
先
生
。
ま
た
、
文
法
が
ご
専
門
の
た
め
、
初
め
て
文
法
の

授
業
を
す
る
際
は
、
導
入
に
力
を
入
れ
る
そ
う
で
す
。

　
文
法
は
苦
手
意
識
を
も
つ
生
徒
が
多
い
と
聞
き
ま
す
が
、
鈴
野
先
生
は
、
生
徒

た
ち
の
興
味
を
ど
の
よ
う
に
引
き
出
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

3
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最
初
に
こ
の
教
材
文
を
一
読
し
た
と
き
、
正
直

な
と
こ
ろ
「
少
し
難
し
い
な
」
と
感
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
自
分
が
こ
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
子

ど
も
た
ち
に
伝
え
る
と
し
た
ら
、
ど
う
説
明
す
る

だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
文
章
を
読
み

直
し
、
自
分
の
言
葉
で
、
教
科
書
の
図
版
を
頼
り

に
説
明
を
試
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
内
容
が
ス
ッ

と
頭
に
入
っ
て
き
て
、
こ
の
教
材
が
と
て
も
お
も

し
ろ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
「
月
」
と
い
う
身
近
な
天
体
が
題
材
で

あ
る
こ
と
が
魅
力
的
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
起
源

に
つ
い
て
仮
説
と
検
証
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自

分
の
論
を
立
て
て
い
く
と
い
う
科
学
者
の
ひ
た
む

き
な
姿
勢
や
、
「
研
究
は
今
日
も
続
い
て
い
る
」

と
い
う
終
わ
り
な
き
探
究
心
が
垣か
い

間
見
え
る
こ
と

が
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、

仮
説
の
検
証
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
と
い
う
、
最
先
端
の
技

術
の
す
ば
ら
し
さ
も
知
る
こ
と
が
で
き
、
科
学
的

な
分
野
の
説
明
文
を
読
む
醍だ
い

醐ご

味
を
味
わ
え
る
教

情
報
を
わ
か
り
や
す
く
、魅
力
的
に
伝
え
る

使
用
教
材
：「
月
の
起
源
を
探
る
」（
三
年
）

17　
今
回
は
、
三
年
一
学
期
の
教
材
「
月
の
起

源
を
探
る
」
を
使
っ
た
授
業
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
こ
の
教
材
は
、
理
論
天
文
学
者
・
小
久

保
英
一
郎
さ
ん
が
書
か
れ
た
説
明
文
で
、
仮

説
と
検
証
を
重
ね
て
月
の
起
源
を
探
究
し
て

い
く
科
学
者
の
姿
が
見
え
る
、
魅
力
あ
る
内

容
で
す
。

　
私
は
「
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
、
魅
力
的

に
伝
え
る
」
と
い
う
単
元
を
設
定
し
、
「
小

久
保
さ
ん
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
月
の
起
源

を
わ
か
り
や
す
く
生
き
生
き
と
伝
え
よ
う
」

と
子
ど
も
た
ち
に
投
げ
か
け
ま
し
た
。

教
材
研
究
で

材
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
「
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
、
魅
力
的

に
伝
え
る
」
と
い
う
単
元
を
設
定
し
、
こ
の
教
材

の
内
容
を
自
分
の
言
葉
で
説
明
さ
せ
る
こ
と
で
、

理
解
を
深
め
、
「
わ
か
り
や
す
さ
」
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
教
材
に
は
、

図
版
が
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
図
版
を

Ａ
４
判
の
サ
イ
ズ
に
拡
大
コ
ピ
ー
し
て
パ
ネ
ル
を

作
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
単
元
の
目
標
に
つ
い
て
確
認
。
こ
れ
か
ら

音
読
す
る
「
月
の
起
源
を
探
る
」
の
内
容
を
理
解

し
、
わ
か
り
や
す
く
、
生
き
生
き
と
魅
力
的
に
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
話
し
、
次
の
よ
う
な

単
元
の
流
れ
を
説
明
し
ま
し
た
。

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

　
　
　  

　
音
読
を
聞
く
。

　
　
　
　
　
　
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
グ
ル
ー

プ
内
で
分
担
を
決
め
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
練
習
を
す
る
。

　
　
　  

　
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
を
す
る
。

　

そ
し
て
、
パ
ネ
ル
（
下
図
参
照
）
を
見
せ
、
こ

れ
を
使
っ
て
発
表
す
る
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。
私

は
同
時
期
に
二
年
生
の
ク
ラ
ス
で
「
や
さ
し
い
日

本
語
」
（
二
年
一
学
期
教
材
）
を
使
っ
て
、
パ
ネ

ル
を
用
い
て
子
ど
も
た
ち
に
説
明
さ
せ
る
と
い
う

授
業
を
試
み
て
い
た
の
で
、
「
二
年
生
で
も
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
、
二
年
生

の
授
業
の
様
子
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

パ
ネ
ル
を
見
せ
た
り
、
他
学
年
の
授
業
の
様
子

な
ど
を
伝
え
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
に
「
自
分

た
ち
も
や
っ
て
み
た
い
」
「
な
ん
だ
か
お
も
し
ろ

そ
う
だ
」
と
思
わ
せ
、
単
元
の
流
れ
を
明
確
に
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
こ
と

が
ね
ら
い
で
す
。
こ
の
日
の
子
ど
も
た
ち
の
授
業

記
録
を
見
て
み
る
と
…
…

　
　
　
　

　

「
月
の
起
源
を
探
る
」
、
ち
ょ
っ
と
難
し

か
っ
た
で
す
。
二
年
生
の
授
業
が
お
も
し
ろ
そ

う
だ
っ
た
の
で
、
私
も
二
年
生
と
同
じ
よ
う
に
、

「
わ
か
り
や
す
く
」
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

一
読
し
た
だ
け
で
は
、
内
容
を
理
解
し
き
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
か
ら
「
一
読
で
だ
め
な

ら
十
読
す
べ
し
！
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
内
容

を
正
確
に
生
き
生
き
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、
こ

れ
か
ら
が
ん
ば
っ
て
読
み
深
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

　

や
は
り
、
一
読
し
た
後
は
「
内
容
が
難
し
い
」

と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
「
わ
か
り

や
す
く
魅
力
的
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
が
ん
ば
り

た
い
」
と
い
う
意
欲
的
な
感
想
も
多
く
見
ら
れ
ま

し
た
。

　

本
時
よ
り
発
表
の
練
習
を
し
ま
す
。
こ
の
教
材

文
は
小
見
出
し
が
付
い
て
い
る
の
で
、
小
見
出
し

ご
と
に
グ
ル
ー
プ
内
で
担
当
を
決
め
さ
せ
ま
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
で
の
練
習
に
入
る
前
に
、
最
初
の
小

見
出
し
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
を
、
わ
か
り
や
す

く
魅
力
的
に
伝
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を

全
員
で
考
え
ま
し
た
。
「
は
じ
め
に
」
は
導
入
部

分
で
、
聴
衆
を
引
き
付
け
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
、

投
げ
か
け
て
み
る
方
法
を
み
ん
な
で
考
え
ま
し
た
。

す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
「
最
近
、
月
を
見

上
げ
て
い
ま
す
か
」
「
昔
か
ら
、
月
に
は
う
さ
ぎ

が
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
は
信

じ
て
い
ま
す
か
」
な
ど
の
、
お
も
し
ろ
い
導
入
が

提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

情
報
を
相
手
に
わ
か
り
や
す
く
魅
力
的
に
伝
え

る
た
め
に
は
、
自
分
が
そ
の
情
報
を
正
確
に
き
ち

ん
と
理
解
し
、
消
化
で
き
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
「
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
ス
ラ
ス
ラ
と
説
明
す
る

だ
け
で
は
、
こ
の
単
元
の
目
標
を
達
成
し
た
こ
と

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
生
き
生
き
と
話
し
て
伝
え
る

た
め
に
は
、
そ
の
情
報
を
深
く
理
解
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
」
と
、
強
調
し
ま
し
た
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
発
表
原
稿
を
書
か
な

単
元
の
目
標
と
学
習
の
流
れ
の
確
認

教
師
の
音
読
を
聞
く

第
一
時

第
一
時

第
四
時

第
二
・
三
時

分
担
を
決
め
、
発
表
の
練
習
を
す
る

第
二
・
三
時

▲教科書の図版を厚紙に
拡大コピーし，パネルを
作成した。

捕獲説（他人説）

分裂説（親子説）

共成長説（兄弟説）
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く
て
い
い
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
た
だ
原
稿
を
読

み
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
内
容
を
し
っ
か
り
頭
に

入
れ
て
、
生
き
生
き
と
発
表
し
て
ほ
し
か
っ
た
か

ら
で
す
。

　

グ
ル
ー
プ
で
の
練
習
に
入
る
と
、
子
ど
も
た
ち

ど
う
し
で
、
「
こ
れ
を
先
に
言
っ
た
ほ
う
が
伝
わ

り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
「
こ
こ
は
い
ら
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
」
「
こ
の
部
分
は
図
を
見
せ
な
が

ら
の
方
が
い
い
」
と
、
教
え
合
っ
た
り
、
何
度
も

教
材
文
に
立
ち
返
っ
て
、
ど
う
や
っ
た
ら
こ
の
内

容
が
わ
か
り
や
す
く
魅
力
的
に
伝
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
と
吟
味
し
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

教
材
文
の
内
容
を
理
解
し
合
う
、
よ
い
時
間
に

な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

第
三
時
で
は
、
練
習
も
大
詰
め
に
入
り
、
教
室

が
と
て
も
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
最
後
の
十
分
で

通
し
練
習
を
さ
せ
、
時
間
を
計
ら
せ
ま
し
た
。
一

グ
ル
ー
プ
の
持
ち
時
間
が
五
分
な
の
で
、
時
間
内

に
う
ま
く
収
ま
る
よ
う
、
調
整
を
さ
せ
ま
し
た
。

　　

い
よ
い
よ
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
で
す
。
グ
ル
ー
プ
に
司
会
者
を
一
人
立
て

て
、
そ
の
子
が
「
こ
れ
か
ら
○
班
の
発
表
を
始
め

ま
す
。
で
は
、
『
は
じ
め
に
』
を
○
○
さ
ん
、
お

願
い
し
ま
す
」
と
、
挨
拶
と
担
当
者
の
紹
介
を
し

ま
す
。

　

全
部
で
五
グ
ル
ー
プ
あ
る
の
で
、
同
じ
内
容
の

発
表
を
五
回
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
発
表
の
し
か
た
が
さ
ま
ざ
ま

だ
っ
た
の
で
、
全
く
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
と
て

も
楽
し
い
時
間
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
「
分
裂
説
（
親

子
説
）
」
の
説
明
の
と
き
に
、
一
人
の
子
ど
も
が

ぐ
る
ぐ
る
と
そ
の
場
で
回
り
、
も
う
一
人
の
子
ど

も
が
「
こ
の
よ
う
に
地
球
が
高
速
で
自
転
し
た
た

め
、
そ
の
一
部
分
が
ち
ぎ
れ
て
月
が
で
き
ま
し

た
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
「
も
っ
と
高

速
で
回
転
し
な
い
と
ダ
メ
だ
よ
！
」
と
、
回
っ
て

い
る
子
に
突
っ
込
み
が
入
り
、
教
室
が
笑
い
に
包

ま
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
「
巨
大
衝
突
説
」
を
説
明

す
る
と
き
に
、
「
こ
こ
に
地
球
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

こ
こ
に
火
星
ほ
ど
の
大
き
さ
の
天
体
が
ド
ー
ン
と

ぶ
つ
か
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
細
か
い
粒
子
が

ウ
ワ
ー
ッ
と
飛
び
散
る
ん
で
す
ね
」
と
、
擬
音
語

を
入
れ
な
が
ら
身
振
り
手
振
り
で
、
楽
し
く
説
明

す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。
他
に
も
、
自
作

の
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
説
明
す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫
し
て
、
生
き
生
き
と
発
表
す
る

こ
と
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
が
終
わ
っ
た
後
、

各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
の
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
挙
げ

な
が
ら
、
単
元
の
ま
と
め
を
板
書
（
上
図
参
照
）

し
、
次
の
❶
〜
❺
に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

  

情
報
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に

❶
全
体
か
ら
部
分
へ

　

「
こ
れ
か
ら
大
き
く
三
つ
の
話
を
し
ま
す
」
と

か
「
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
の
は
、
私
の
春
休
み

の
思
い
出
で
す
」
な
ど
と
、
ま
ず
全
体
を
示
し
て

か
ら
具
体
的
な
話
を
す
る
と
、
聞
き
手
が
ぐ
っ
と

情
報
を
受
け
取
り
や
す
く
な
る
。
小
見
出
し
を
活

用
す
る
と
よ
い
。

❷
相
手
意
識

　

例
え
ば
、
伝
え
る
相
手
が
小
学
生
だ
っ
た
ら

「
月
は
特
異
な
天
体
だ
」
と
話
し
て
も
わ
か
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
他
の
言
葉
に
置
き
換
え

る
必
要
が
出
て
く
る
。
相
手
へ
の
意
識
を
も
ち
、

言
葉
を
選
ん
だ
り
、
話
し
方
や
話
す
順
番
を
考
え

た
り
す
る
こ
と
が
大
事
。
相
手
が
ど
ん
な
情
報
を

も
っ
て
い
る
人
で
、
ど
ん
な
情
報
を
求
め
て
い
る

の
か
考
え
て
話
す
と
よ
い
。

❸
図
・
表
・
グ
ラ
フ
・
写
真
等
を
活
用
す
る

　

可
視
的
な
も
の
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
、
相
手

に
情
報
が
伝
わ
り
や
す
い
。

❹
重
要
な
こ
と
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
話
す

　

重
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ダ
ラ
ダ
ラ
長
く
話
す

と
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
く
な
る
。
大
事
な
こ
と

こ
そ
、
印
象
に
残
る
よ
う
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
話
す

と
よ
い
。

❺
明
る
く
・
朗
ら
か
に

　

人
に
何
か
を
伝
え
る
と
き
の
基
本
姿
勢
。
内
容

を
正
確
に
理
解
し
、
自
分
の
言
葉
で
語
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊　

　

こ
の
単
元
で
は
、
「
魅
力
的
に
生
き
生
き
と
」

話
す
こ
と
を
大
事
に
し
ま
し
た
。
大
人
に
な
る
と

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
機
会
が
出
て
き
ま

す
が
、
た
だ
原
稿
を
読
み
上
げ
て
い
る
だ
け
の
よ

う
な
発
表
で
は
、
聞
き
手
に
は
伝
わ
り
に
く
い
も

の
で
す
。
生
き
生
き
と
し
た
魅
力
的
な
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
に
は
、
そ
の
内
容
を
き
ち
ん

と
理
解
し
て
頭
に
入
れ
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
よ

う
と
い
う
意
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
教
材
は
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
養
う
た
め
に
も

と
て
も
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。
小
見
出
し
が
付
い

て
い
る
の
で
全
体
の
構
造
が
捉
え
や
す
く
、
ま
た

図
版
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
が
も
ち
や
す
い
か
ら
で
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
内
容
が
と
て
も
魅
力
的
で
、
読

め
ば
読
む
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
。
子
ど
も
た
ち
と

い
っ
し
ょ
に
読
み
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
だ

と
思
い
ま
す
。　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
を
す
る

第
四
時

  

情
報
を
わ
か
り
や
す
く

  

伝
え
る
た
め
に

①
全
体
か
ら
部
分
へ

　「
こ
れ
か
ら
〜
の
話
を
し
ま
す
。」

　
※
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン 

→ 

具
体
的
に

②
相
手
意
識

　
　
・
言
葉
を
選
ぶ
。

　
　
・
話
し
方
を
選
ぶ
。

　
　
・
順
序
を
考
え
る
。

③
図
・
表
・
グ
ラ
フ
・
写
真
等
を

　 

活
用
す
る

　
可
視
的
　
ビ
ジ
ュ
ア
ル

④
重
要
な
こ
と
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

　
示
す

⑤
明
る
く
・
朗
ら
か
に

　
内
容
を
深
く
理
解

　
　
　
⇐

　
生
き
生
き
と
話
す

▲第 4 時の板書



書写の世界を広げよう●❶

1
ま
で
ま
っ
た
く
無
名
で
あ
っ
た
不
折
で
す
が
、

彼
の
新
聞
挿
絵
は
線
描
が
力
強
く
、
構
図
も
お

も
し
ろ
い
と
、
当
時
の
作
家
や
俳
人
た
ち
の
目

に
と
ま
り
、
本
や
雑
誌
の
挿
絵
や
、
装
幀
な
ど

の
依
頼
が
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
不
折
は
子

規
の
お
か
げ
で
新
聞
挿
絵
の
分
野
で
開
拓
者
と

し
て
認
め
ら
れ
、
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
、
多
く

の
文
豪
た
ち
と
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

本
の
挿
絵
で
は
、
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜

一
九
一
六
）の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』、『
漾よ
う

虚き
ょ

集し
ゅ
う

』

や
、
伊
藤
左さ

千ち

夫お

（
一
八
六
四
〜
一
九
一
三
）

の
『
野
菊
の
墓
』
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

島
崎
藤
村
（
一
八
七
二
〜
一
九
四
三
）
の
『
若

菜
集
』、『
一
葉
舟
』、『
落
梅
集
』
な
ど
は
、
本

の
タ
イ
ト
ル
文
字
や
表
紙
絵
、
文
中
の
挿
絵
ま

で
す
べ
て
を
担
当
し
た
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ッ
ク
デ

ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　

雑
誌
の
挿
絵
で
は
、
森
鷗
外
（
一
八
六
二
〜

一
九
二
二
）
が
主
宰
す
る
『
め
ざ
ま
し
草
』
を

依
頼
さ
れ
た
の
が
最
初
で
し
た
。
そ
の
後
、
正

岡
子
規
が
創
刊
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
装
幀

や
挿
絵
を
数
多
く
手
が
け
、
表
紙
の
タ
イ
ト
ル

文
字
を
ま
る
で
マ
ー
ク
の
よ
う
に
し
た
り
、
文

字
と
絵
と
を
一
体
化
さ
せ
た
り
と
、
斬
新
な
デ

ザ
イ
ン
を
次
々
に
考
案
し
ま
し
た
。

　

不
折
の
こ
う
し
た
活
動
は
ま
す
ま
す
注
目
を

浴
び
、
店
の
看
板
や
ラ
ベ
ル
、
商
品
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の
文
字
な
ど
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

画
家
、
書
家
で
あ
る
不
折
が
世
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

（
一
八
六
七

〜
一
九
〇
二
）
が
編
集
主
任
を
務
め
て
い
た
新

聞
『
小
日
本
』（
後
に
『
日
本
』
と
な
る
）
の

挿
絵
を
担
当
す
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
か

ら
で
し
た
。
当
時
、
文
字
ば
か
り
の
新
聞
に
、

ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
よ
う
な
挿
絵
を
入
れ
た
い

と
の
思
い
で
、
子
規
が
友
人
の
画
家
・
浅
井
忠ち
ゅ
う

に
誰
か
い
な
い
か
と
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
中
村

不
折
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
で
す
。

　

新
聞
は
、
多
く
の
人
が
目
に
し
ま
す
。
そ
れ

　

書
写
の
教
科
書
に
は
、「
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
文

字
」（
Ｐ
71
）
や
「
広
告
と
文
字
」（
Ｐ
80
）
な

ど
の
コ
ラ
ム
が
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
文
字

の
魅
力
や
お
も
し
ろ
さ
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
書
道
博
物
館
の
創
設
者
で
あ
る
中
村
不
折

（
一
八
六
六
〜
一
九
四
三
）
も
ま
た
、
本
や
雑

誌
の
表
紙
、
店
の
看
板
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
文
字
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
き
ま
し
た
。
今
回

は
、
不
折
の
仕
事
を
振
り
返
り
、
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
文
字
の
魅
力
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル

デ
ザ
イ
ン
と
文
字

は
じ
め
に

今
号
よ
り
「
書
写
の
世
界
を
広
げ
よ
う
」
と
題
し
、
書
道
博
物
館
（
東
京
都
台
東
区
）
の
鍋
島
稲
子
先
生
に
、

三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
一
回
は
、「
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
文
字
」。

書
道
博
物
館
の
創
設
者
で
あ
る
中
村
不
折
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
文
字
を
振
り
返
り
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
文
字

　
〜
書
家
・
中
村
不ふ

折せ
つ

の
仕
事
を
振
り
返
る
〜

　

イ
ン
ド
カ
リ
ー
や
和
洋
菓
子
で
有
名
な
「
中

村
屋
」
の
看
板
は
、
み
な
さ
ん
が
最
も
よ
く
目

に
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。
ま
た
中
村

屋
の
羊よ
う

羹か
ん

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字
も
、
か
つ
て
は

不
折
が
書
い
て
い
ま
し
た
。「
黒こ
っ

光こ
う

羊
羹
」
な

ど
は
、
黒
光
り
し
た
美
し
く
て
甘
い
羊
羹
を
彷

彿
さ
せ
る
よ
う
な
出
来
栄
え
で
し
た
。
ち
な

み
に
黒
光
と
は
、
夫
の

相そ
う

馬ま

愛あ
い

蔵ぞ
う

と
と
も
に
中

村
屋
を
創
設
し
た
相
馬

黒
光
を
指
し
ま
す
。
当

時
、
中
村
屋
に
は
芸
術

家
や
文
学
者
た
ち
が
集

い
、
相
馬
夫
妻
は
彼
ら

に
惜
し
み
な
い
支
援
を

し
て
い
ま
し
た
。
不
折

も
こ
の
中
村
屋
サ
ロ
ン

に
出
入
り
し
、
多
く
の

人
た
ち
と
親
交
を
深
め

ま
し
た
。
相
馬
夫
妻
は
、

味
の
あ
る
字
を
書
く
不

折
に
、
看
板
文
字
や
商

品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字

を
依
頼
し
た
よ
う
で
す
。

　

他
に
も
東
京
で
見
ら
れ
る
看
板
が
あ
り
ま
す
。

東
京
の
三
田
に
あ
る
「
大
坂
家
」
と
い
う
和
菓

子
屋
さ
ん
。
こ
の
お
店
の
主
力
商
品
「
秋
色
最

中
」
の
文
字
は
、
今
で
も
不
折
の
書
い
た
も
の

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ふ
ん
わ
り
と
空
気
を
含

み
、
パ
リ
パ
リ
の
皮
に
包
ま
れ
た
、
お
い
し
そ

う
な
最
中
を
想
像
し
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
お
酒
の
好
き
な
方
で
し
た
ら
必
ず
目

に
す
る
ラ
ベ
ル
「
真ま

澄す
み

」、
そ
し
て
真
澄
の
大

吟
醸
「
夢ゆ
め

殿ど
の

」
の
文
字
も
不
折
の
手
に
よ
る
も

の
で
す
。
キ
リ
リ
と
し
た
隷
書
で
書
か
れ
、
ま

連    
載

　
広
げ
よ
う

書
写
の
世
界
を

広
告
と
文
字

▲雑誌『ホトトギス』の表紙。不折の手
がけたデザインが斬新で話題となった。

2021

▲インドカリーでおなじみの「新宿中村屋」の看板。
目にすることの多い不折の看板文字の一つ。

▲東京都港区にある「大坂家」の看板。江戸時代
に創業し，300年の歴史をもつ老舗和菓子店。
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価
に
は
賛
否
両
論
あ
り
ま
し
た
が
、『
龍
眠
帖
』

は
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
何
度
も
版
を

重
ね
た
ほ
ど
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
百
年
以
上

経
っ
た
今
で
も
、
決
し
て
古
く
さ
く
な
く
、
む

し
ろ
モ
ダ
ン
な
ス
タ
イ
ル
に
思
え
る
ほ
ど
で
す
。

こ
の
新
機
軸
を
基
に
、
そ
の
後
不
折
は
数
々
の

デ
ザ
イ
ン
文
字
を
手
が
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
明
治
の
文
人
や
芸
術
家
た
ち
が
不

折
の
文
字
を
心
か
ら
愛
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
森
鷗
外

は
不
折
書
の
フ
ァ
ン
で
、
自
分
が
詠
ん
だ
漢
詩

を
作
品
に
し
て
ほ
し
い
と
不
折
に
よ
く
頼
み
に

き
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
人
生
の
最
期
を
迎

え
た
鷗
外
は
、「
自
分
の
墓
は
“
森
林
太
郎
墓
”

と
不
折
に
書
い
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
て
ほ
し

い
」
と
書
き
遺
し
ま
す
。
不
折
は
、
そ
の
他
に

伊
藤
左
千
夫
、
荻お
ぎ

原わ
ら

守も
り

衛え

、
中
村
彜つ
ね

な
ど
の
墓

碑
銘
も
揮き

毫ご
う

し
て
い
ま
す
。
今
で
は
当
た
り
前

と
な
っ
た
デ
ザ
イ
ン
文
字
の
ひ
と
つ
の
原
型
は
、

不
折
が
生
み
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
愛
し
た
文

豪
ら
に
よ
っ
て
今
日
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

文
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

不
折
に
は
、
こ
う
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の

文
字
を
自
在
に
操
る
稀け

有う

な
才
能
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
文
字
の
多
く
は
、
明
治
四
十
一

年
（
一
九
〇
八
）、不
折
が
書
道
界
に
デ
ビ
ュ
ー

す
る
契
機
と
な
っ
た
『
龍り
ゅ
う

眠み
ん

帖じ
ょ
う

』
と
い
う
作

品
を
ベ
ー
ス
に
お
い
て
い
ま
す
。
当
時
、
不
折

が
神
経
病
に
か
か
り
、
そ
の
リ
ハ
ビ
リ
と
し
て

書
い
た
習
作
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
不
折
書
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
斬
新
な
書
風
に
、
友
人

で
あ
り
俳
人
の
河か
わ

東ひ
が
し

碧へ
き

梧ご

桐と
う

（
一
八
七
三
〜

一
九
三
七
）
が
驚
き
、
出
版
し
て
世
に
送
り
出

し
ま
し
た
。
楷
書
と
隷
書
と
を
織
り
交
ぜ
た

素
朴
な
書
風
に
不
折
の
個
性
が
折
り
重
な
っ

た
、
不
折
書
の
新
機
軸
で
し
た
。
こ
の
書
の
評

さ
に
キ
ュ
ッ
と
一
杯
飲
み
た
く
な
る
よ
う
な
気

分
に
さ
せ
て
く
れ
る
文
字
で
す
。

　

看
板
の
文
字
は
、
そ
の
お
店
の
「
顔
」
で
す

か
ら
、
ま
ず
は
わ
か
り
や
す
さ
、
親
し
み
や
す

さ
が
一
番
で
す
。
し
か
し
、
た
だ
わ
か
り
や
す

い
だ
け
で
は
、
人
の
気
持
ち
を
惹ひ

き
つ
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
看
板
が
個
性
的

で
あ
る
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
す
。
そ
の
点
、

不
折
の
文
字
に
は
、
人
の
目
を
捉
え
て
離
さ
な

い
独
特
な
魅
力
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
文
字
は
、
購
買

意
欲
を
そ
そ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

先
に
述
べ
た
和
菓
子
や
お
酒
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

そ
の
好
例
で
あ
り
、
商
品
の
特
徴
や
お
い
し
さ

が
直じ
か

に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
あ
る

▲『龍眠帖』　明治 41 年（1908）　複製

▲人気の日本酒「真澄」の文字は，目
にしたことがある人も多いだろう。

台東区立書道博物館
■入 館 料：一般　500円（300円）　小・中・高校生　250円（150円）
　　　　　　※（　）は20人以上の団体料金
■開館時間 ：9：30 〜 16：30（入館は16：00まで）
■休 館 日 ：月曜日
■電　　話： 03-3872-2645
■アクセス：ＪＲ鶯谷駅から徒歩５分
■ H　　 P：http://www.taitocity.net/taito/shodou/index.html

　今回ご紹介した中村不折が創設した書道博物館には，中国
及び日本の書道研究における貴重な資料が数多く収蔵されてい
ます。
　展覧会ごとにギャラリートークを開催しており，展示資料を見な
がら，鍋島先生が詳しく解説してくれます。事前に予約すれば，小・
中学生対象の「キッズセミナー」も開催してくれるそうです。
　現在開催中の企画展は「唐時代の書，徹底解剖‼」（〜 6
月16日まで）。唐の四大家をはじめ，唐時代を代表する書の名
品，そして貴重な肉筆資料である敦煌写経など，唐時代の華や
かな書の数 を々ご紹介しています。ぜひ，ゴールデンウィークなど
を利用して，見に行かれてはいかがでしょうか。

さまざまな文字にふれよう
〜書道博物館のご案内〜

▲「大坂家」の看板商品「秋色最中」のパッケージ。
見事なバランスで文字が配置されている。

鍋な
べ

島し
ま

稲と
う

子こ

台
東
区
立
書
道
博
物
館
主
任
研
究
員
。
筑
波
大
学
大
学
院
芸
術
学
研

究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
芸
術
学
）。
東
京
国
立
博
物
館
客
員
研

究
員
。
大
阪
教
育
大
学
非
常
勤
講
師
。
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平成25年度用教科書　訂正のお知らせ

　平成25年度用教科書では，平成24年度版教科書から以下の箇所を訂正しております。校
内の先生方でご確認のうえ，ご指導の際には，十分ご留意くださいますようお願い申し上げま
す。

■国語

■書写

平成24年度版「中学書写　学習指導書」ワークシート訂正について

　平成24年度版「中学書写 学習指導書」付属 DVD-ROM に収録されているワークシート
に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。
　該当するシートにつきましては，訂正を施したうえで，弊社ホームページ「光村チャン
ネル」に，データをご用意いたしました。お手数をおかけいたしますが，ご使用の際には
下記 URL よりダウンロードしていただきますようお願いいたします。　

　「光村チャンネル」＞「中学校書写」＞「訂正のお知らせ」
　http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasyo/chugaku/shosha/teisei

▲目次画面
このボタンを押すと，
バージョンアップができます。

▲今回のバージョンアップで追加される道具箱の目次画面

光村「国語デジタル教科書」をお使いのみなさまへ

　平成25年度用教科書の訂正に伴い，「国語デジタル教科書」のバージョンアップを行い
ます。今回のバージョンアップでは，教科書の訂正箇所の反映および新機能の追加があり
ます。書き込んだ画面の保存機能（画面アルバム）や道具箱などの新たな機能を加え，さ
らに使いやすくなりました。デジタル教科書の目次画面下に〈バージョンアップの確認〉
ボタンがございます。こちらのボタンを押していただくと，バージョンアップができるよ
うになっております。
　詳細につきましてお尋ねの場合は，デジタル教材お客様窓口（03-3493 -5741）まで　
ご連絡ください。

ページ 行など 24年度 25年度

2 中央 写真の中から文字を探そう …66
身の回りの文字を調べよう…68

1 写真の中から文字を探そう …66
2 身の回りの文字を調べよう…68

4 下段右 元
げん

永
えい

本
ぼん

古
こ

今
きん

集
しゅう

　平安 元
げん

永
えい

本
ぼん

古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

　平安

56 下段右
●漢字と仮名を調和させて書く。
 ステップ1～5（P50 ～ 55）

●漢字と仮名を調和させて書く。
 ステップ1～3 （P50 ～ 55）

59 下段中央 普
ふ

通　宛
あて

名　抱
いだ

く　弾
はず

む 葉書
がき

　普
ふ

通　宛
あて

名　抱
いだ

く　弾
はず

む

60 下段右
●書体を選んで書く。
 ステップ1（P58・59）

●書体を選んで書く。
 ステップ（P58・59）

72 中央上 行の中心
→Ｐ13

行の中心
→Ｐ16

87 下段左 宛
あて

名　抱
いだ

く　頃
ころ

　弾
はず

む 葉書
がき

　宛
あて

名　抱
いだ

く　頃
ころ

　弾
はず

む

学年 ページ 行など 24年度 25年度

1年 22 下枠 【録音】ロクオン　レコードや
テープなどに音を記録すること。

【録音】ロクオン　CDやテー
プなどに音を記録すること。

23 上図 生長について 成長について

79 注④ 血液中の白血球が極端に増える
血液のがん。

血液中の白血球などの数に異
常が生じるがんの一種。

79 注⑥

患者自身の血液や骨髄から、白
血球を再生してくれる幹細胞を
取り出しておき、抗がん剤によ
る治療後に体内に戻す。

主に患者自身の血液から、白血
球などを再生してくれる幹細胞
を取り出し、抗がん剤による治
療後の患者の体内に移植する。

94 14 だからグリスをぬってやらないと だから砂を落としてやらないと

94 脚注 14グリス　革や金属などの手入
れに用いられる油脂。グリース。 （削除）

225 上8 ・二つの文節が ・二つ以上の文節が

2年 144 脚注 真言宗御室派の大本山 真言宗御室派の総本山

151 脚注 帆掛け船 帆掛け舟

3年 34 テーマ例 高齢化社会 高齢社会

177 脚注
1サイト　ウェブ・サイトの略。
インターネット上のホームペー
ジのこと。

1サイト　ウェブサイトの略。

181 例の枠 衆議院選挙 衆議院議員総選挙

239 福祉 高齢化社会 高齢社会


