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森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

　

あ
る
春
の
朝
、
こ
ん
な
会
話
を
耳
に
し
た
。

　
　

Ａ
「
明
日
、
○
○
○
が
あ
る
の
だ
け
ど
、

　
　
　
　

来
な
い
？
」

　
　

Ｂ
「
う
ん
、
行
け
た
ら
行
く
ね
。」

ふ
と
思
っ
た
。
│
│
「
行
け
た
ら
行
く
」
っ

て
、
ど
う
い
う
こ
と
？　

何
か
変
だ
…
…

　

だ
っ
て
、「
行
け
な
か
っ
た
ら
、
当
然
、

行
か
な
い
」
わ
け
だ
。「
行
け
た
ら
行
く
」

と
い
う
の
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
じ
ゃ
ん
。

　

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
表

現
に
は
ち
ゃ
ん
と
深
い
意
味
が
あ
る
。「
行

け
た
ら
」
と
い
う
の
は
仮
定
の
表
現
。
仮
定

と
し
て
、「
行
け
な
い
」
場
合
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、「
行
く
」
意
志
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
行
け
る
」

場
合
の
こ
と
。
意
志
は
と
も
か
く
、「
行
け

な
い
」
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
、
と
い
う
返

事
な
の
だ
。「
行
け
な
い
可
能
性
」
は
さ
り

げ
な
く
、
し
か
し
、
し
っ
か
り
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
あ
く
ま
で
、表
面
上
の
文
末
は「
行

く
」。「
行
き
た
い
」
気
持
ち
も
そ
れ
な
り
に

伝
わ
る
。
た
だ
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
意
味
は
曖

昧
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
意
味
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
の

か
。
大
学
生
五
八
人（
う
ち
女
性
四
〇
人
）に
、

「
明
後
日
の
、
徒
歩
一
〇
分
ほ
ど
の
場
所
で

の
、
自
分
が
企
画
に
少
し
関
わ
っ
て
い
る
午

後
六
時
か
ら
の
無
料
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
誘
っ

た
」
と
し
て
、「
親
し
い
友
達
」
の
返
事
に

よ
る
「
行
く
」
期
待
度
（
％
）
を
聞
い
て
み
た
。

　

ま
ず
、「
行
く
」
と
い
う
返
事
な
ら
平
均

で
九
〇
％
の
期
待
度
（
中
央
値
九
五
％
）。

「
行
く
と
思
う
」
な
ら
七
一
％
（
同
八
〇
％
）。

一
方
、「
行
け
た
ら
行
く
」
の
期
待
度
は
な

ん
と
三
二
％
（
同
三
〇
％
）
だ
っ
た
。「
行

け
た
ら
行
く
」
と
い
う
返
事
は
曖
昧
な
が
ら
、

実
は
可
能
性
が
か
な
り
低
い
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。

　

つ
い
で
に
、「
行
く
と
思
う
け
ど
わ
か
ら

な
い
」、「
わ
か
ら
な
い
け
ど
行
く
と
思
う
」

と
い
う
順
序
の
違
う
表
現
で
の
解
釈
に
つ
い

て
も
調
べ
て
み
た
。
前
者
は
四
五
％
（
中
央

値
五
〇
％
）、
後
者
は
六
三
％
（
同
七
〇
％
）

の
期
待
度
だ
っ
た
。
内
容
は
同
じ
で
も
結
構

差
が
あ
る
。
最
初
の
「
わ
か
ら
な
い
け
ど
」

は
い
わ
ば
注
釈
的
に
解
釈
さ
れ
る
の
に
対
し
、

あ
と
の
「
わ
か
ら
な
い
」
は
お
そ
ら
く
結
論

的
に
解
釈
さ
れ
、
期
待
度
が
下
が
る
の
だ
ろ

う
。
表
現
の
順
序
は
意
外
に
大
切
だ
。

　

よ
く
日
本
語
は
曖
昧
だ
と
言
わ
れ
る
。
確

か
に
そ
う
だ
。
が
、
全
く
曖
昧
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
表
現
に
よ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の

「
解
釈
の
さ
れ
よ
う
と
い
う
も
の
」
が
あ
る
。

　

ま
、
わ
か
る
と
き
は
わ
か
る
と
い
う
の
が

日
本
語
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
│
│
そ
う
考

え
ら
れ
る
の
な
ら
、
そ
う
考
え
て
お
こ
う
。

行
け
た
ら
行
く
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1949年新潟県生まれ。作家。『海
峡を越えたホームラン』（双葉文庫），

『砂のように眠る』（新潮文庫），『昭
和が明るかった頃』『二葉亭四迷の
明治四十一年』（文春文庫），『子規，
最後の八年』（講談社），『「解説」す
る文学』『昭和三十年代演習』（岩波
書店）など著書多数。第2回手塚
治虫文化賞を受賞した『「坊っちゃん」
の時代』（画: 谷口ジロー）など，マ
ンガ共作も手がける。

　

書
か
れ
た
言
葉
と
「
向
き
合
う
」
と
い
う
こ

と
は
、
書
か
れ
た
言
葉
を
ち
ゃ
ん
と
「
読
む
」

こ
と
に
尽
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
ひ
る
が

え
っ
て
い
い
ま
す
と
、
書
か
れ
た
言
葉
は
意
外

に
ち
ゃ
ん
と
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
は
一
九
一
四
年
に
書

か
れ
、
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
ま
し
た
。
亡
く

な
る
二
年
半
ほ
ど
前
の
こ
と
で
、
慢
性
の
胃
潰

瘍
の
う
え
に
定
期
的
に
襲
わ
れ
る
不
安
の
せ
い

か
、
か
な
り
重
苦
し
い
小
説
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
〇
一
四
年
は
『
こ
こ
ろ
』
が
書
か
れ
て
百

年
と
い
う
こ
と
で
、
朝
日
新
聞
が
『
こ
こ
ろ
』

を
再
連
載
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
何
か
書

い
て
く
れ
と
朝
日
の
人
に
い
わ
れ
た
の
で
、
や

や
気
軽
に
引
受
け
、
再
読
し
か
け
て
我
な
が
ら

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

　

と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
初
読
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
長
い
年
月
の
う
ち
に
何
度
か
読
み
か
け
て

は
や
め
て
い
た
の
は
、
こ
の
作
品
の
「
暗
さ
」

の
せ
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。『
こ
こ
ろ
』
は
高

校
の
国
語
教
科
書
で
圧
倒
的
に
多
く
採
用
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
が
、
私
に
は
そ
の
理
由
が
よ

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
『
こ
こ
ろ
』
の
登
場
人
物
は
、「
先
生
」
と
そ

の
妻
「
静し
ず

」
さ
ん
、「
先
生
」
の
旧
友
で
昔
自

殺
し
て
し
ま
っ
た
「
K
」
と
い
う
人
、
そ
れ
に

語
り
手
の
「
私
」
で
す
。
こ
の
中
で
名
前
が
書

か
れ
て
い
る
の
は
「
静
」
さ
ん
だ
け
で
す
。

　

東
京
帝
大
文
科
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た「
私
」

は
、
鎌
倉
の
海
水
浴
場
で
「
先
生
」
と
知
り
合

い
、
そ
の
後
「
先
生
」
の
本
郷
の
家
を
訪
ね
て
、

奥
さ
ん
と
も
心
置
き
な
く
話
す
間
柄
に
な
り
ま

し
た
。
や
が
て
「
私
」
は
大
学
を
卒
業
、
郷
里

の
父
親
の
具
合
が
悪
い
の
で
田
舎
に
帰
り
ま
す
。

卒
業
後
の
就
職
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
何
に

な
り
た
い
か
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、「
先

生
」
も
無
職
だ
し
、
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
。

父
親
の
病
状
は
悪
化
、
滞
在
は
長
引
き
ま
す
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
明
治
天
皇
が
亡
く
な
り
、

ひ
と
月
半
後
の
天
皇
大た
い

喪そ
う

の
夜
、
乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

夫

妻
が
自じ

刃じ
ん

し
た
と
新
聞
に
出
ま
す
。
乃
木
夫
人

は
静
子
と
い
い
ま
す
。

　

そ
こ
へ
「
先
生
」
か
ら
ぶ
厚
い
手
紙
が
届
き

ま
す
。
そ
れ
は
「
遺
書
」
で
し
た
。

　
「
先
生
」
は
越
後
高
田
の
出
で
す
が
、
第
一

高
等
学
校
入
学
直
前
に
父
母
を
亡
く
し
、
実
家

の
財
産
管
理
を
叔
父
に
頼
ん
で
上
京
し
ま
し
た
。

そ
の
叔
父
が
帰
省
の
た
び
に
自
分
の
娘
と
の
結

婚
を
勧
め
る
の
は
、「
先
生
」
の
家
の
財
産
を

自
由
に
し
た
い
か
ら
で
し
た
。「
先
生
」
は
遺

産
の
公
債
だ
け
を
持
ち
、
故
郷
を
捨
て
ま
す
。

大
半
は
叔
父
に
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
「
自
分
は
他ひ
と

に
欺あ
ざ

む
か
れ
た
」
か
ら
人
と
い

う
も
の
が
信
用
で
き
な
い
の
だ
、
と
「
先
生
」

の
遺
書
に
あ
り
ま
す
。「
造
り
付
け
の
悪
人
は
い

な
い
」、つ
ま
り
叔
父
も
元
来
の
悪
人
で
は
な
い

の
だ
が
、「
金か
ね

を
見
る
と
人
は
変
る
の
だ
」。

　
「
K
」
も
同
郷
の
優
秀
な
学
生
で
し
た
。
医

科
進
学
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
彼
は
、
一
高

で
も
帝
大
で
も
文
科
を
選
ん
で
い
た
こ
と
を
故

郷
の
養
家
に
告
白
し
て
養
家
に
離
籍
を
通
告
さ

れ
、
実
家
か
ら
も
勘
当
さ
れ
ま
し
た
。
生
活
に

窮
し
た
「
K
」
に
同
情
し
た
「
先
生
」
は
、
日

清
戦
争
未
亡
人
が
営
み
、
女
学
校
生
徒
の
娘
さ

ん
（
静
さ
ん
）
が
い
る
自
分
の
下
宿
に
住
ま
わ

せ
ま
す
。
し
か
し
や
が
て
、
静
さ
ん
と
「
K
」

の
親
し
さ
に
嫉
妬
し
た
「
先
生
」
は
、
娘
さ
ん

を
、
妻
に
「
是
非
下
さ
い
」
と
未
亡
人
に
申
込

み
ま
す
。抜
け
駆
け
で
す
。そ
れ
を
知
っ
た「
K
」

は
自
殺
し
ま
す
。
金
だ
け
で
は
な
く
、
恋
愛
を

前
に
し
て
も
人
は
変
る
の
で
す
。

　
「
先
生
」
と
静
さ
ん
は
結
婚
し
ま
す
。
し
か

し
「
他ひ
と

に
愛あ
い

想そ

を
尽
か
し
た
私
は
、
自
分
に
も

愛
想
を
尽
か
し
て
動
け
な
く
な
っ
た
」「
先
生
」

は
、
仕
事
を
せ
ず
、
公
債
の
利
子
だ
け
で
「
遊

民
」
と
し
て
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し
ま
す
。
歳
月
は

過
ぎ
、
一
九
一
二
年
九
月
、
乃
木
希
典
夫
妻
が

明
治
天
皇
に
「
殉
死
」
し
た
の
を
機
に
「
先
生
」

は
自
殺
し
ま
す
│
│

　
『
こ
こ
ろ
』
は
「
恋
愛
と
友
情
の
相
克
」
を

え
が
い
た
名
作
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う

に
そ
う
か
。
人
の
心
で
あ
れ
自
分
の
心
で
あ
れ

「
こ
こ
ろ
」
な
ど
信
用
で
き
な
い
と
い
う
自
己

嫌
悪
の
小
説
、
あ
る
い
は
財
産
相
続
問
題
を
え

が
い
た
経
済
小
説
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
先
生
」
と
い
う
語
感
か
ら
私
た
ち
は
か
な

り
の
年
配
の
男
を
想
像
し
ま
す
が
、
彼
は
亡
く

な
っ
た
と
き
三
十
五
、六
歳
で
す
。
静
さ
ん
は

二
十
九
歳
、「
私
」
は
二
十
三
歳
く
ら
い
で
す
。

み
な
若
い
の
で
す
。

　
「
K
」
が
死
ん
だ
の
は
十
二
年
前
の
春
、
つ

ま
り
一
九
〇
〇
年
で
、
そ
の
年
初
夏
に
大
学
を

卒
業
し
て
以
来
、「
先
生
」
は
金
利
生
活
を
つ

づ
け
、
一
度
も
働
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
時
系
列
も
含
め
、
す
べ
て

テ
キ
ス
ト
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
「
先
生
」
は
「
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
つ

も
り
だ
」
と
い
い
ま
す
。
で
は
「
明
治
の
精
神
」

と
は
何
で
し
ょ
う
。

　

別
の
場
所
で
彼
は
、「
自
由
と
独
立
と
己お
の

れ

と
に
充み

ち
た
」明
治
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。「
遊

民
」
と
し
て
生
き
た
「
先
生
」
に
は
、
自
由
も

独
立
も
己
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
わ
り
に
「
淋

し
み
」だ
け
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
無
業
者
の「
淋

し
み
」
に
殉
じ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
「
先
生
」
は
静
さ
ん
を
道
連
れ
に
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
は
乃
木
希
典
批
判
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
乃
木
事
件
に
刺
激
を
受
け
て

『
興お
き

津つ

弥や

五ご

右え衛
門も
ん

の
遺
書
』『
阿
部
一
族
』
を

書
い
た
森
鷗
外
へ
の
回
答
で
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

　

六
歳
下
の
静
さ
ん
を
、
そ
の
さ
ら
に
六
歳
下

の
「
私
」
に
託
し
た
と
い
う
こ
と
な
ら
、
こ
こ

に
も
「
資
産
継
承
」
の
物
語
が
ひ
そ
ん
で
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
と
て
も
子
供
向
き
、
高

校
生
向
き
の
小
説
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

書
き
言
葉
の
テ
キ
ス
ト
と
「
向
き
合
う
」
と

は
、
俗
な
解
釈
の
追
認
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
て
い
ね
い
に
読
む
、

そ
れ
に
尽
き
る
と
い
う
お
話
で
し
た
。　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家　

関
川
夏
央

0203

書
か
れ
た
言
葉

を
ち
ゃ
ん
と

「
読
む
」

関川夏央
 　せき かわなつ   お



﹁
問
う
﹂
と
い
う
こ
と

 

│
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新
教
材
「
科
学
は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
」（
二
年
）
を
め
ぐ
っ
て 

つむごう，
きみの物語を。

特 
集

特 集

対  

談

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

港
区
立
赤
坂
中
学
校
主
任
教
諭

最さ
い

相し
ょ
う

葉は

月づ
き

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー

新
版
で
は
︑
生
徒
た
ち
に
豊
か
な
表
現
や
思

考
を
も
た
ら
す
﹁
上
質
な
言
語
体
験
﹂
を
実

現
す
る
教
科
書
を
目
ざ
し
ま
し
た
︒

教
科
書
の
作
品
や
活
動
を
通
し
て
︑
生
徒
一

人
一
人
が
︑
か
け
が
え
の
な
い
自
分
の
物
語

を
つ
む
い
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
特
集
で
は
︑
そ
う
し
た
願
い
を
受
け
て
︑

新
し
い
教
材
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
筆
者
の

思
い
や
︑
新
版
教
科
書
の
特
徴
・
工
夫
点
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
︒

つ
む
ご
う
︑

き
み
の
物
語
を
︒

 

平
成
二
十
八
年
度
版『
国
語
』の
ご
紹
介

最
相
さ
ん
に
は
︑
平
成
二
十
八
年
度
版
﹃
国
語
﹄
二
年
の
説
明
文
教
材
﹁
科
学

は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
﹂
を
書
き
お
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
取
材
し
︑﹃
絶
対
音

感
﹄
や
﹃
青
い
バ
ラ
﹄﹃
星
新
一
　
一
〇
〇
一
話
を
つ
く
っ
た
人
﹄
な
ど
︑
話

題
作
を
次
々
と
生
み
出
し
て
き
た
最
相
さ
ん
︒
こ
の
対
談
で
は
︑
甲
斐
先
生
を

聞
き
手
と
し
て
︑
教
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
科
学
や
﹁
問
い
﹂
に
つ
い
て
︑
取

材
体
験
や
本
の
魅
力
に
も
触
れ
な
が
ら
迫
っ
て
い
き
ま
す
︒

甲
斐　

初
め
て
『
絶
対
音
感
』（
※
１
）
を
読
ん

だ
と
き
、
最
相
さ
ん
の
「
こ
れ
を
知
り
た
い
」
と

い
う
思
い
と
、
突
き
動
か
さ
れ
る
何
か
に
ど
ん
ど

ん
挑
戦
し
て
い
く
姿
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、

執
筆
に
あ
た
っ
て
「
科
学
」
を
テ
ー
マ
に
な
さ
っ

撮
影
：
鈴
木
俊
介

0405

科
学
は
理
解
す
る
も
の

※１：音楽家や科学者
200人以上に取材し，

「絶対音感」の謎を探
り音楽の本質に迫っ
た作品。小学館ノン
フィクション大賞受
賞作。（新潮社）



つむごう，
きみの物語を。

特 集

甲
斐　

教
材
の
冒
頭
（
P

218
）
に
は
、
高
校
時

代
の
理
科
の
授
業
で
、
ろ
う
そ
く
の
観
察
記
録
を

発
表
す
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。

　

私
の
隣
に
座
る
Ｍ
さ
ん
の
番
に
な
っ
た
。

次
は
い
よ
い
よ
自
分
だ
と
思
う
と
、
緊
張
感

が
高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｍ
さ
ん
の
話
を

聞
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
頭
の
中
が
真
っ
白

に
な
っ
て
い
っ
た
。
Ｍ
さ
ん
は
最
後
の
最
後

ま
で
ろ
う
そ
く
に
火
を
つ
け
ず
に
、
な
で
た

り
割
っ
た
り
し
て
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
書

き
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ろ
う
の
原
料
は

何
か
。
な
ぜ
こ
ん
な
臭
い
が
す
る
の
か
。
な

ぜ
こ
ん
な
手
触
り
な
の
か
。
一
気
に
燃
え
尽

き
る
こ
と
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け

て
燃
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
問
い

も
あ
っ
た
。

　

や
ら
れ
た
、
と
思
っ
た
。
ろ
う
そ
く
と
は

火
を
と
も
す
も
の
と
い
う
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
だ
。

そ
の
後
、
自
分
が
何
を
発
表
し
た
の
か
は
全

く
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
Ｍ
さ
ん
の
凛
と

し
た
横
顔
だ
け
が
目
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

　

こ
の
「
Ｍ
さ
ん
」
の
逸
話
も
と
て
も
印
象
的
で

す
ね
。

最
相　

こ
の
と
き
は
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
、

自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
ん
で
す
。
物
事
と
い

う
の
は
こ
う
や
っ
て
見
る
ん
だ
、
と
。
自
分
の
凡

庸
な
と
こ
ろ
に
気
づ
か
さ
れ
た
、
あ
る
意
味
す
ご

く
痛
み
の
あ
る
体
験
で
し
た
。

甲
斐　

同
級
生
に
刺
激
を
受
け
た
ん
で
す
ね
。

最
相　

私
の
場
合
は
そ
う
で
し
た
が
、
実
は
す
ぐ

そ
ば
に
い
る
人
が
、
そ
う
い
う
刺
激
を
く
れ
る
こ

と
っ
て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
近
所
の
お
ば
あ
さ

ん
と
か
、
普
段
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
い
る
友
達
、

自
分
よ
り
も
っ
と
年
下
の
小
学
生
と
か
。
自
分
が

問
い
か
け
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
だ
け
で
も
、
貴
重
な
体
験
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

幼
い
人
た
ち
の
問
い
に
、
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
よ
ね
。

最
相　

非
常
に
卑
近
な
例
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
、

甥
っ
子
が
小
学
三
、四
年
生
く
ら
い
の
頃
に
「
血

が
つ
な
が
っ
て
い
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と

私
に
き
い
た
ん
で
す
。
私
の
弟
の
息
子
な
ん
で
す

が
、「
弟
と
私
は
血
が
つ
な
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

あ
な
た
の
お
母
さ
ん
、
つ
ま
り
弟
の
妻
、
彼
女
と

は
、
私
は
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
よ
」
と
家

系
図
を
描
い
て
説
明
し
ま
し
た
が
、
わ
か
っ
て
も

ら
え
た
か
ど
う
か
心
配
で
す
。

甲
斐　

思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
問
い
が
存
在
し

た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

最
相　

３
・
11
以
降
、「
科
学
が
信
じ
ら
れ
な
い
」

と
い
う
言
葉
が
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
ま
し
た
。
私

は
、
み
ん
な
科
学
を
信
じ
て
い
た
の
か
と
驚
い
た

ん
で
す
。
星
新
一
に
つ
い
て
取
材
し
て
い
た
と
き
、

星
が
「
宗
教
は
信
じ
る
も
の
だ
け
ど
、
科
学
は
理

解
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
を
奥
様
だ
け
に

語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
非
常
に
印
象
的
で
、
そ
も
そ
も
科
学
を
「
信

じ
る
」「
信
じ
な
い
」
と
い
う
尺
度
で
測
る
こ
と

に
す
ご
く
違
和
感
を
覚
え
た
ん
で
す
。
人
々
の
科

学
に
対
す
る
認
識
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
。

甲
斐　
「
科
学
を
信
じ
る
」
と
い
う
言
葉
に
反
応

さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

最
相　

は
い
。「
技
術
力
を
信
じ
る
」
と
い
っ
た

言
い
方
は
す
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
科
学

自
体
は
、
真
実
を
知
り
た
い
と
い
う
探
求
心
と
か
、

原
理
や
法
則
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
営
み
だ
と
思

う
ん
で
す
。
何
か
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
く
、

問
い
を
出
し
て
、
究
極
の
と
こ
ろ
ま
で
迫
り
た
い
、

明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
人
間
の
思
い
に
支
え
ら

れ
た
行
為
、
あ
る
い
は
思
い
そ
の
も
の
だ
と
捉
え

て
い
ま
す
。

甲
斐　

私
た
ち
は
、
科
学
が
発
達
し
た
こ
と
で
豊

か
に
な
っ
た
と
か
不
幸
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
か
、

そ
う
い
っ
た
狭
い
文
脈
で
科
学
を
捉
え
が
ち
で
す
。

私
な
ん
て
、
科
学
と
聞
い
た
だ
け
で
ち
ょ
っ
と
敬

遠
し
て
し
ま
い
ま
す
。
高
校
の
と
き
、
物
理
の
テ

ス
ト
が
五
点
で
し
た
し
（
笑
）。

最
相　

私
も
物
理
で
こ
け
ま
し
た
（
笑
）。
で
も
、

人
間
は
ジ
ャ
ン
ル
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
は
、
科
学
と
い
う
の
は
、
専
門
的
な

勉
強
を
し
て
い
る
・
し
て
い
な
い
と
か
、
理
系
・

文
系
と
い
っ
た
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
小
さ
い
頃

か
ら
気
づ
き
、
な
ん
と
な
く
感
じ
る
も
の
だ
と
思

う
ん
で
す
。
生
き
て
い
く
う
え
に
お
い
て
、
日
常

の
全
て
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
、
科
学
そ

れ
自
体
は
、
理
科
と
か
国
語
と
い
う
枠
組
み
を
超

え
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

甲
斐　

教
材
の
最
後
の
部
分
（
P

223
）、

　

科
学
と
は
、
事
実
や
事
象
を
ま
っ
す
ぐ
に

受
け
止
め
、「
な
ぜ
」
と
問
い
、
平
ら
か
な

気
持
ち
で
検
証
し
、
真
実
に
一
歩
で
も
近
づ

こ
う
と
す
る
人
間
の
営
み
で
あ
る
。

　

も
う
何
度
も
読
ん
で
、「
そ
う
、
こ
れ
を
生
徒

と
共
有
し
た
か
っ
た
の
」
と
思
い
ま
し
た
。
科
学

が
こ
う
い
う
も
の
な
ら
、
も
う
毎
日
が
科
学
の

チ
ャ
ン
ス
。

最
相　

そ
う
、
そ
う
な
ん
で
す
。

0607

科
学
と
は
、

真
実
を
知
ろ
う
と
す
る

人
間
の
営
み
。
最
相　
　
　
　

も
う
毎
日
が

科
学
の
チ
ャ
ン
ス
。
甲
斐
　
　
　

最
さい

相
しょう

葉
は

月
づき

1963年東京都生まれ。ノンフィクションライ
ター。科学技術と人間との関わりや異文化コ
ミュニケーション等を主なテーマとする。著書に

『絶対音感』『青いバラ』『星新一　一〇〇一
話をつくった人』『セラピスト』（以上，新潮社），

『ビヨンド・エジソン』（ポプラ社），『特別授業
3.11　君たちはどう生きるか』（共著　河出書
房新社）など。

甲
か

斐
い

利
り

恵
え

子
こ

1955年福岡県生まれ。東京都港区立赤坂中
学校主任教諭。専門は国語科単元学習。著書
に『子どもの情景』（共著　光村教育図書），『聞
き手話し手を育てる』（共著　東洋館出版），『中
学教師もつらいよ』（共著　大月書店）など。
光村図書中学校『国語』教科書編集委員を務
める。

問
う
と
い
う
こ
と



つむごう，
きみの物語を。

特 集

ぱ
い
。
例
え
ば
新
出
漢
字
で
書
く
「
ウ
ソ
日
記
」、

お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
。

甲
斐　

こ
の
学
習
は
盛
り
上
が
る
ん
で
す
よ
。「
先

生
、
う
そ
つ
く
こ
と
が
い
い
こ
と
な
ん
で
す

か
？
」
っ
て
き
か
れ
て
、「
そ
う
、
う
そ
つ
け
な

い
と
だ
め
な
の
よ
、
こ
の
学
習
は
」
っ
て
（
笑
）。

教
室
の
空
気
が
ぱ
あ
っ
と
明
る
く
な
る
ん
で
す
。

「
ウ
ソ
日
記
」
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
も

み
な
か
っ
た
自
分
の
発
想
の
豊
か
さ
や
、
別
の
角

度
か
ら
物
事
を
見
る
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
く
ん
で

す
ね
。
そ
う
い
う
思
考
の
流
れ
が
「
問
い
が
生
ま

れ
る
」
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

最
相　

私
も
甲
斐
先
生
の
授
業
を
受
け
て
い
た
ら
、

ど
れ
だ
け
国
語
が
得
意
に
な
っ
た
か
。

甲
斐　

先
生
が
発
問
し
て
生
徒
を
引
っ
張
っ
て
い

く
授
業
も
あ
る
の
で
す
が
、
私
は
本
来
、
問
い
が

生
ま
れ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
授
業
な
の

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
問
い
自
体

を
生
み
出
す
力
や
原
動
力
が
大
切
で
す
し
、
問
い

を
吟
味
し
て
い
く
力
、
問
い
自
体
を
問
う
力
を
育

て
る
こ
と
が
、
今
の
国
語
で
重
要
な
課
題
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
何
が
学
び
を
生
む

の
か
、
大
真
面
目
に
子
ど
も
た
ち
と
語
り
合
い
た

い
で
す
ね
。

甲
斐　

最
相
さ
ん
ご
自
身
は
、
例
え
ば
ど
ん
な
ふ

う
に
問
い
を
立
て
て
取
材
な
さ
る
の
で
す
か
。

最
相　
『
青
い
バ
ラ
』（
※
３
）
と
い
う
本
の
取
材

は
、
人
工
的
に
遺
伝
子
を
組
み
換
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
過
去
に
な
か
っ
た
色
を
出
そ
う
と
す
る

技
術
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

そ
れ
で
ま
ず
、
遺
伝
子
を
組
み
換
え
る
っ
て
ど
う

い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
。

甲
斐　

な
ん
だ
か
怖
い
気
が
し
ま
す
ね
。

最
相　

え
え
。た
だ
、実
際
に
そ
れ
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
何
か
手
を
動
か

し
て
や
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
る
大

学
の
初
心
者
向
け
研
修
コ
ー
ス
に
参
加
し
て
、
自

分
の
手
で
や
っ
て
み
た
ん
で
す
。
ピ
ペ
ッ
ト
と
大

腸
菌
を
使
っ
て
。

甲
斐　

実
際
に
行
動
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

最
相　

や
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
た
ん
で

す
。
知
ら
な
い
こ
と
が
、
恐
怖
や
偏
見
を
生
む
と

思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
自
分
で
ど
ん
な
も
の
か
を

知
っ
て
、
体
験
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
体
験
し
て
、

そ
し
て
伝
え
る
。
こ
れ
が
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て

自
分
に
は
必
要
だ
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

甲
斐　

ご
著
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
一
つ
一
つ
の

問
い
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
足
を
使
い
、
ぐ
ん

ぐ
ん
前
に
進
ん
で
い
か
れ
る
ス
ピ
ー
ド
感
を
す
ご

く
感
じ
ま
す
。
同
志
社
女
子
大
学
の
村
瀬
学
先

て
い
ま
す
ね
。

最
相　

本
当
に
。
実
は
、
そ
こ
こ
こ
に
問
い
か
け

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
い
か
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
自
分
の
も
の
に
す

る
か
と
い
う
受
容
力
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
す
。

甲
斐　

今
回
の
教
材
で
は
、「
Ｍ
さ
ん
」
の
話
の

後
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ
ラ
デ
ー
の
『
ロ
ウ
ソ
ク

の
科
学
』（
※
２
）
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
相　
『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
は
大
変
な
ロ
ン
グ

セ
ラ
ー
で
、
ど
な
た
で
も
ご
存
じ
の
古
典
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
あ
え
て
こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
、

や
は
り
科
学
を
サ
イ
エ
ン
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と

し
て
で
は
な
く
て
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
原
点
や
出

発
点
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
短
い
文
章
の
中
に
凝

縮
し
て
描
か
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら
で
す
。

甲
斐　

産
業
革
命
に
関
わ
る
人
で
す
ね
。

最
相　

フ
ァ
ラ
デ
ー
が
生
き
た
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
ス
ピ
ー
ド
が
速

く
な
り
、
夜
が
明
る
く
な
り
、
大
量
生
産
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
世
の
中

の
価
値
観
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
時
代
で
す
。
そ

し
て
現
代
も
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
形
が
激
変
し
、
リ
ニ

ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
な
ど

が
で
き
て
移
動
の
ス

ピ
ー
ド
が
よ
り
速
く
な

り
、
さ
ら
に
未
来
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
ど
う
向
き
合

う
か
と
い
っ
た
問
題
が

あ
り
⋮
⋮
。
二
つ
の
時

代
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

人
が
急
激
な
変
化
に
ど

う
対
応
し
て
い
く
か
を

考
え
る
こ
と
も
、
教
材
か
ら
離
れ
た
新
し
い
テ
ー

マ
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

甲
斐　

こ
の
教
材
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
見

て
い
く
こ
と
で
、
ま
た
新
た
な
問
い
が
生
ま
れ
そ

う
で
す
よ
ね
。

最
相　

甲
斐
先
生
の
授
業
は
、
子
ど
も
が
自
然
に

問
い
を
発
す
る
よ
う
に
誘
う
ア
イ
デ
ア
が
い
っ

0809

問
い
を

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
す
る

問
い
自
体
を

　

問
う
力
を
育
て
た
い
。
甲
斐　
　
　

　

ま
ず
自
分
で
知
り
、
体
験
し
、

　

そ
し
て
伝
え
る
。
最
相
　
　
　

※２：1861年にロンドンで
行われたファラデーの講演記
録。１本のろうそくを用いて，
科学や自然，人間との関わり
を易しく説く。（角川書店）

▲新出漢字を使って日記を書く活動。架空の内容でよく，
10分程度でどれだけ多くの新出漢字を使えたかがポイント。

※３：「不可能の象徴」であ
る青いバラが最先端のバイオ
技術によって可能になりつつ
ある。バラ育種をめぐる人々
の夢と挫折を追い，科学と人
間の関係性に迫ったノンフィ
クション。（岩波書店）
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甲
斐　

そ
う
で
す
よ
ね
。
教
員
の
仕
事
も
、
そ
の

子
の
立
て
た
問
い
を
本
気
で
聞
い
て
、
吟
味
し

て
、
き
ち
ん
と
補
充
し
て
あ
げ
る
こ
と
だ
と
い
う

気
が
し
ま
す
。
大
村
は
ま
先
生
（
※
５
）
が
、「
意

味
あ
る
大
人
が
こ
こ
に
い
て
く
れ
る
と
い
う
安
心

感
が
学
び
を
開
く
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
う
だ
な
と

思
い
ま
し
た
。

　

本
当
に
き
き
た
い
こ
と
を
尋
ね
合
う
、
そ
う
い

う
授
業
を
し
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。
何

か
見
え
な
い
糸
を
引
い
て
い
る
よ
う
な
授
業
で
は

悲
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
こ
の
教
材
で
、

「
問
う
」
と
い
う
こ
と
に
し
っ
か
り
向
き
合
え
る

授
業
が
で
き
た
ら
、
本
当
に
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

最
相
さ
ん
は
星
新
一
に
つ
い
て
も
書
か
れ

て
い
ま
す
ね
。
こ
の
前
、
一
年
生
の
子
ど
も
た

ち
に
星
新
一
の
「
お
ー
い 

で
て
こ
ー
い
」（
※
６
）

を
朗
読
し
て
み
ま
し
た
。私
は
読
み
聞
か
せ
を「
朗

読
劇
場
」（
※
７
）
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
て
、
カ
ー

テ
ン
を
閉
め
、
電
気
も
黒
板
の
所
だ
け
つ
け
て
雰

囲
気
を
出
す
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も
大
好
き
で
、

「
朗
読
劇
場
」
と
言
っ
た
だ
け
で
カ
ー
テ
ン
を
閉

め
始
め
て
（
笑
）。

最
相　

い
い
で
す
ね
、
楽
し
そ
う
（
笑
）。「
お
ー

い 

で
て
こ
ー
い
」
の
反
応
は
い
か
が
で
し
た
か
。

甲
斐　

読
み
終
わ
っ
た
後
、
み
ん
な
の
中
に

「
わ
ぁ
」
と
い
う
ど
よ
め
き
が
じ
わ
じ
わ
と
広
が

り
ま
し
た
。
五
十
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
小
説
な

の
に
、
や
は
り
人
の
心
を
つ
か
む
力
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
星
新
一
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
き
っ
か
け
は

何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

最
相　

こ
れ
も
一
つ
の
問
い
で
す
ね
。
私
は
小
学

校
高
学
年
頃
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
読
ん
で
い
ま

し
た
。
不
思
議
な
読
後
感
が
あ
っ
て
、
熱
中
し
た

の
で
す
が
、
あ
る
と
き
か
ら
ぱ
た
り
と
読
ま
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
が
、
あ
る
雑
誌
の
連
載
で
科
学
を

題
材
に
書
く
こ
と
に
な
り
、
神
保
町
の
書
店
に

入
っ
た
と
こ
ろ
、
文
庫
コ
ー
ナ
ー
に
星
新
一
の
本

が
並
ん
で
い
る
の
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で

す
。

甲
斐　

あ
の
黄
緑
色
の
背
表
紙
で
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
。
ふ
と
立
ち
読
み
し
た
「
最
後

の
地
球
人
」（
※
８
）
に
驚
き
ま
し
た
。
星
新
一
っ

て
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
ん
だ
、
と
。
そ
れ

で
一
気
に
読
み
直
し
て
、
星
新
一
の
考
え
て
い
た

未
来
と
科
学
技
術
と
い
う
の
を
対
比
さ
せ
て
連
載

を
書
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

甲
斐　

そ
の
後
、
星
新
一
の
評
伝
も
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
く
さ
ん
書
き
た
い
こ
と
が
お
あ
り
だ
っ

た
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
書
き
進
め
ら

れ
た
の
で
す
か
。

最
相　

小
説
は
プ
ロ
ッ
ト
が
非
常
に
大
事
で
、
自

分
の
世
界
観
と
い
う
の
を
あ
ら
か
じ
め
形
作
っ
て

緻
密
に
計
算
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
場
合
が
多
い

の
で
す
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
取
材
し

生
（
※
４
）
が
「
人
間
は
知
の
方
向
に
尖
っ
て
い

く
生
き
物
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ま
さ
に
そ
ん
な
印
象
で
す
。
や
は
り
最
初
は
「
問

い
」
な
の
で
す
ね
。

最
相　

私
は
、問
い
を
立
て
た
ら
、そ
れ
に
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
方
向
性
が
は
っ
き
り
し
て
、
次
の

問
い
が
ま
た
次
の
問
い
を
生
み
、
ま
さ
に
知
の
方

向
に
尖
っ
て
い
く
よ
う
に
、
前
に
進
め
る
気
が
す

る
ん
で
す
。

甲
斐　
『
絶
対
音
感
』
を
書
か
れ
た
と
き
は
ど
う

で
し
た
か
。

最
相　

私
は
、
ま
ず
「
絶
対
」
な
ん
て
あ
り
え
な

い
と
思
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
感
覚
は
常
に
相
対

的
な
も
の
で
、
聴
覚
に
し
て
も
風
邪
を
ひ
い
た
り

疲
れ
て
い
た
り
す
る
と
き
は
、
そ
ん
な
に
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
感
覚
が
あ
る
わ
け
な
い
と
。
だ
か
ら
最

初
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、
み
ん
な
天
才
的
な
能

力
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、「
実
は
絶
対
音
感

は
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
か
」
と
し
ま
し
た
。

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め

に
取
材
し
て
い
く
の
で
す
。

甲
斐　

問
い
を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
形
に
す
る
と
、

方
向
性
が
見
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
昆
虫
が
好
き
な
子

に
「
ど
う
し
て
こ
の
昆
虫
が
好
き
な
の
？
」
と
き

く
と
、「
甲
羅
が
固
い
ん
だ
」
と
か
「
羽
の
色
が

す
ご
く
き
れ
い
な
ん
だ
」
と
か
「
こ
の
地
域
に
し

か
い
な
い
ん
だ
」
と
言
う
。
そ
う
し
た
ら
例
え
ば

「
な
ぜ
そ
の
虫
は
そ
の
地
域
に
し
か
い
な
い
の
か
」

と
い
う
大
き
な
問
い
に
な
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
そ

れ
以
外
の
地
域
に
は
な
ぜ
生
息
で
き
な
い
の
か
」

と
い
う
も
う
一
つ
の
問
い
を
生
む
。「
同
じ
よ
う

に
生
息
し
て
い
る
虫
が
他
に
い
る
か
」
と
い
う
こ

と
も
調
べ
だ
す
し
、「
共
通
点
は
あ
る
か
」
な
ど
、

次
々
と
問
い
が
生
ま
れ
て
い
く
。
最
初
に
問
い
を

立
て
ら
れ
れ
ば
、
し
め
た
も
の
で
す
。

甲
斐　

な
る
ほ
ど
。
た
だ
、
子
ど
も
た
ち
を
見
て

い
る
と
、
問
い
を
立
て
さ
せ
て
も
、
自
分
で
ぐ
ん

ぐ
ん
動
い
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
は
な
か
な
か
な

ら
な
い
と
き
が
あ
っ
て
。
問
い
が
問
い
を
生
む
仕

掛
け
と
い
う
か
、
問
い
と
次
の
問
い
と
の
間
を
つ

な
ぐ
す
べ
を
教
え
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

最
相　

た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
次
の
問
い
を
誘
導
す
る

よ
う
な
テ
ー
マ
自
体
の
強
さ
が
な
い
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ち
ょ
っ
と
調
べ

た
ら
す
ぐ
答
え
が
出
て
し
ま
う
よ
う
な
問
い
で
は

だ
め
な
ん
で
す
よ
ね
。
答
え
が
見
つ
か
る
ま
で
は

前
に
進
め
な
い
と
思
う
ほ
ど
、
そ
の
子
に
と
っ
て

切
実
な
動
機
が
含
ま
れ
て
い
る
問
い
と
い
う
も
の

に
、
気
づ
い
て
あ
げ
ら
れ
る
大
人
が
必
要
で
す
。

甲
斐　

我
々
、
教
員
の
存
在
も
大
切
な
の
で
す
ね
。

最
相　

子
ど
も
が
ぼ
ん
や
り
と
問
い
を
立
て
た
と

き
に
、
も
っ
と
き
り
き
り
と
問
い
詰
め
て
い
く
。

「
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
？
」「
な
ぜ
そ
こ
が
知
り

た
い
の
？
」
と
き
い
て
い
く
と
、「
あ
あ
だ
か
ら
、

こ
う
だ
か
ら
」
と
返
っ
て
く
る
。
そ
の
派
生
す
る

問
い
を
一
つ
一
つ
確
認
し
、
書
き
出
し
て
並
べ
て

い
く
こ
と
で
、
そ
の
子
の
次
に
進
ん
で
い
く
方
向

性
が
切
り
開
け
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

書
く
と
い
う
こ
と

1011

そ
の
子
の
立
て
た
問
い
を
本
気
で
聞
い
て
、

吟
味
し
て
、
き
ち
ん
と
補
充
し
て
あ
げ
る
。

甲
斐
　
　
　
　
　　
　
　
　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、

 

自
分
が
立
て
た
仮
説
が
裏
切
ら
れ
る

　

こ
と
の
連
続
な
ん
で
す
。
最
相
　
　
　

※４：1949年京都府生まれ。
同志社女子大学教授。児童文
化研究者。

※５：1906 － 2005 年。神
奈川県生まれ。国語教育研究
家。戦前・戦後を通じて 52
年間，現場教師であり続け，

「大村単元学習」を確立した。

※６：ある日突然できた底な
しの穴に，放射性廃棄物や都
会のゴミを次々と捨てる人間。
しかし，ある日，空から……。

『ボッコちゃん』所収（新潮社）

※７：月に 2 ～ 3 回，10分
程度，聞き浸る時間を設けて
いる。

※８：人口増加と科学の進歩
で繁栄を極めた人類が，子ど
もを産めなくなって滅亡の
ときを迎える日々を描いた
ショートショート。『ボッコ
ちゃん』所収（新潮社）
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甲
斐　

中
学
生
と
接
し
て
い
る
と
、
な
ん
か
人
間

の
原
点
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
正
し
い

こ
と
が
格
好
悪
い
よ
う
に
言
う
く
せ
に
、
心
の
中

で
は
正
し
い
こ
と
に
憧
れ
て
い
た
り
、
絶
対
い
い

人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
り
。

最
相　

子
ど
も
の
文
章
を
見
て
い
る
と
、
小
学
六

年
生
ぐ
ら
い
か
ら
、
優
等
生
的
な
こ
と
を
書
く
子

が
増
え
る
気
が
し
ま
す
が
、
何
か
関
係
が
あ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。

甲
斐　

そ
れ
は
、
気
に
入
ら
れ
た
い
と
い
う
よ
り
、

そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
だ
と
思
う
ん
で
す
。

最
相　

彼
ら
は
本
気
で
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

甲
斐　

え
え
。
本
気
の
こ
と
も
多
い
で
す
し
、
あ

る
い
は
そ
う
い
う
表
現
し
か
知
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。
た
だ
、
物
事
を
単
純
化
し
て
、
わ
か
り
や
す

く
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。
正
し
い
こ
と
を
言
え
ば
、
も
う
そ
れ
で

答
え
が
出
た
と
勘
違
い
し
て
す
っ
き
り
す
る
こ
と

も
多
い
で
す
ね
。

最
相　

そ
れ
が
必
ず
し
も
答
え
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

甲
斐　

そ
う
な
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ

「
で
、
答
え
は
何
？
」
と
き
く
ん
で
す
。
答
え
な

ん
て
そ
う
簡
単
に
は
出
な
い
の
に
。
だ
か
ら
こ
そ
、

問
い
続
け
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
気
づ
か
せ
た

い
で
す
ね
。

最
相　

私
が
今
回
教
科
書
に
書
い
た
文
章
も
、
正

し
い
読
み
方
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ァ
ラ
デ
ー
の
『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
を
例
に
挙

げ
て
い
ま
す
が
、
産
業
革
命
の
時
代
と
今
と
を
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
ん
で
も
い
い
で
す
し
、
こ

こ
の
考
え
方
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
か
、
そ
う
い
う

の
も
あ
っ
て
い
い
で
す
ね
。
読
者
の
数
だ
け
読
み

方
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐　

最
後
に
、
中
学
生
に
伝
え
た
い
こ
と
を
お

願
い
し
ま
す
。

最
相　

今
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
一

生
懸
命
お
も
し
ろ
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
と
き
、
単
に
没
頭
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自

分
が
人
を
お
も
し
ろ
が
ら
せ
る
立
場
に
立
っ
た
ら

ど
う
す
る
だ
ろ
う
と
視
点
を
転
換
さ
せ
て
み
る
。

例
え
ば
ゲ
ー
ム
で
も
、
そ
れ
を
作
る
側
の
立
場
か

ら
な
ぜ
そ
の
ア
プ
リ
を
開
発
し
た
の
か
を
考
え
て

い
く
と
、
そ
こ
に
は
絶
対
、
こ
ん
な
こ
と
が
で
き

た
ら
お
も
し
ろ
い
、
と
い
う
よ
う
な
開
発
者
の
発

想
が
見
え
る
は
ず
で
す
。
熱
中
し
て
い
る
そ
の
こ

と
の
先
に
、
も
う
一
つ
の
視
点
を
得
ら
れ
た
ら
、

も
っ
と
も
っ
と
楽
し
め
る
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

そ
う
し
た
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、

本
当
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
書
け
ま
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
ね
、
ラ
イ
バ
ル
が
増
え
て
怖
い

で
す
ね
（
笑
）。
で
も
、
例
え
ば
全
国
の
子
ど
も

た
ち
が
、
身
近
に
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
き
取
っ
て
書
く
だ
け
で
、
も
の

す
ご
い
文
化
遺
産
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
。
子
ど
も
た
ち
み
ん
な
が

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
っ
て
い
う
の
も
、

楽
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

た
り
資
料
を
見
て
い
っ
た
り
す
る
中
で
、
最
初
に

自
分
が
立
て
た
仮
説
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
の
連
続

な
ん
で
す
。
自
分
が
こ
う
い
う
方
向
で
書
こ
う
と

思
っ
て
い
て
も
、
あ
る
人
の
発
言
に
よ
っ
て
修
正

を
迫
ら
れ
た
り
、
ゲ
ラ
の
段
階
で
足
り
な
い
情
報

を
確
認
し
た
ら
間
違
い
に
気
づ
い
た
り
。

甲
斐　

次
の
問
い
が
い
い
か
ど
う
か
を
吟
味
し
な

が
ら
進
め
る
感
じ
で
は
な
い
の
で
す
か
。

最
相　

問
い
を
吟
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
分

が
行
動
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
修
正
さ
れ
て
い
く
と

い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　
「
だ
め
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
は
ま
た
デ
ー

タ
を
集
め
て
取
材
を
し
直
し
て
。
そ
の
積
み
重
ね

が
、
あ
ん
な
す
ば
ら
し
い
作
品
を
生
む
の
で
す
ね
。

甲
斐　
『
調
べ
て
み
よ
う
、
書
い
て
み
よ
う
』（
※

９
）
は
初
め
て
の
児
童
書
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

本
当
に
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
の

文
章
の
書
き
方
の
本
と
い
う
の
は
普
通
、
残
念
な

が
ら
必
ず
レ
ベ
ル
ダ
ウ
ン
す
る
ん
で
す
。
中
学
生

と
い
う
生
身
の
人
間
で
は
な
く
、「
あ
ま
り
物
事

が
わ
か
っ
て
い
な
い
、
少
し
幼
い
人
た
ち
向
け
」

と
い
う
前
提
が
ど
こ
か
に
見
え
隠
れ
し
て
い
て
。

中
学
生
っ
て
、
そ
う
い
う
「
上
か
ら
目
線
」
に
非

常
に
敏
感
で
、
そ
う
し
た
文
章
か
ら
は
学
ぼ
う
と

し
な
い
ん
で
す
。

最
相　
「
上
か
ら
目
線
」
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は

き
っ
と
、私
が
今
、小
中
学
生
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
作
品
や
大
学
院
生
の
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査

員
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
実
際
に
子

ど
も
の
文
章
を
読
む
機
会
が
多
い
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
今
ま
で
思
い
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
視
点

を
小
学
一
年
生
の
文
章
か
ら
発
見
で
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
し
、
ど
の
作
品
に
も
、
知
ら
な
い
こ
と

が
必
ず
一
つ
は
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
下

に
見
る
と
か
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
む
し
ろ
怖
い

読
者
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

中
学
生
と
い
う
世
代

1213

中
学
生
と
接
し
て
い
る
と
、　

  

人
間
の
原
点
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

甲
斐
　
　
　
　
　　
　
　
　

熱
中
し
て
い
る
こ
と
の
先
に
、

も
う
一
つ
の
視
点
を
得
ら
れ
た
ら
、

         

も
っ
と
楽
し
め
る
。
最
相
　
　
　

※９：テーマの決め方・調べ方・取
材のしかた・文章の書き方を，実際
の子どもの文例を交えながらわかり
やすく解説した児童書。（講談社）
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新
版
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書

ク
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ア
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プ
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平
成
二
十
八
年
度
版
『
国
語
』
は
、
次
の
三
つ

の
柱
を
基
本
方
針
と
し
て
編
集
し
ま
し
た
。

❶ 

身
に
つ
け
る
力
が
は
っ
き
り
わ
か
る
教
科
書

❷ 

言
葉
へ
の
感
覚
が
豊
か
に
深
ま
る
教
科
書

❸ 
「
生
き
る
こ
と
」「
生
き
方
」
を
考
え
る
教
科
書

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
で
、
国
語
が
「
好

き
」
と
答
え
た
子
ど
も
は
、
小
・
中
と
も
に
ほ
ぼ

二
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
原
因

は
、
国
語
は
ど
ん
な
力
が
つ
く
の
か
が
わ
か
ら
な

い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
確
か
な
力
が
身
に

つ
い
て
い
く
国
語
は
、
楽
し
く
知
的
刺
激
に
満
ち

て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
が

十
分
に
で
き
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

新
版
教
科
書
で
は
、
ど
ん
な
力
が
つ
い
た
か
が

わ
か
る
国
語
、
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
楽
し
く
な
る

国
語
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
を
考
え
る
国
語
を
実

現
し
ま
す
。

形
で
「
身
に
つ
け
る
力
」
を
系
統
的
に
明
示
し
ま

し
た
。
そ
の
教
材
で
学
習
し
た
こ
と
が
、
次
の
教

材
で
着
実
に
生
き
る
構
造
に
よ
っ
て
、
確
か
な
力

が
系
統
的
に
身
に
つ
く
教
科
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
言
葉
で
世
界
を
豊
か
に
捉
え
、
言
葉

で
深
く
考
え
ま
す
。
例
え
ば
、「
少
年
の
日
の
思

い
出
」（
一
年
）
で
使
わ
れ
て
い
る
「
熱
情
」
と

い
う
言
葉
は
「
情
熱
」
と
似
て
い
ま
す
が
、
明
ら

か
に
意
味
に
差
異
が
あ
り
ま
す
。
斎
藤
茂
吉
の
短

歌
「
た
だ
ひ
と
つ
惜
し
み
て
置
き
し
白
桃
の
ゆ
た

け
き
を
吾わ
れ

は
食
ひ
を
は
り
け
り
」（
二
年
）
の
「
白

桃
」
を
「
は
く
と
う
」
と
読
む
の
か
「
し
ろ
も
も
」

と
読
む
の
か
に
よ
っ
て
、
全
く
効
果
が
違
っ
て
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
言
葉
一
つ
一
つ
に
し
っ
か

り
着
目
す
る
と
新
し
い
発
見
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

言
葉
の
豊
か
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
物
語
、
説
明
的
文
章
だ
け
で
な
く
詩
や
短

歌
・
俳
句
、
古
典
の
学
習
で
も
工
夫
し
ま
し
た
。

学
ぶ
ご
と
に
、
言
葉
へ
の
感
覚
が
豊
か
に
深
く

な
っ
て
い
く
教
科
書
で
す
。

　

国
語
の
学
習
は
、
言
葉
の
力
を
身
に
つ
け
、
言

葉
の
豊
か
さ
を
知
る
と
同
時
に
、「
生
き
る
こ
と
」

「
生
き
方
」
を
考
え
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。
新
版

教
科
書
は
、
小
説
、
詩
、
古
典
な
ど
の
文
学
作
品
、

説
明
文
、
論
説
文
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の

説
明
的
文
章
で
、
中
学
生
が
自
分
自
身
の
存
在
や

人
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
多

　

例
え
ば
小
説
は
、
出
来
事
の
発
端
、
や
ま
場
、

結
末
な
ど
を
意
識
す
る
だ
け
で
、
ず
っ
と
深
く
楽

し
く
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
語
り
手

に
着
目
す
る
こ
と
で
、
小
説
の
隠
れ
た
魅
力
が
見

え
て
き
ま
す
。
説
明
的
文
章
も
序
論
・
本
論
・
結

論
を
意
識
し
、
そ
の
中
心
の
文
や
段
落
に
着
目
す

る
と
全
体
像
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
構
成
や
論
理
の
相
互
の
関
係
を
意
識
す
る
と
、

文
章
の
工
夫
も
浮
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。「
書
く

こ
と
」
も
「
相
手
の
反
論
を
予
想
し
な
が
ら
書
く
」

と
い
う
方
法
を
学
ぶ
と
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
意

見
文
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、「
読
む
こ
と
」「
書

く
こ
と
」「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
そ
れ
ぞ
れ

に
教
材
を
系
統
的
に
配
列
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る

様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
工
夫
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
広
げ
る
読
書
案
内
も
充
実

し
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
生
き
る
生
徒
た
ち
に

と
っ
て
必
須
の
情
報
教
材
も
三
学
年
に
系
統
づ
け

ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
を

は
じ
め
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
方
も
重
視

し
て
い
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
新
版
で
目
ざ
し
た
三
つ
の

柱
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
紙
面
を
ご
紹

介
し
ま
す
。 

●❷ 

言
葉
へ
の
感
覚
が

　 

豊
か
に
深
ま
る
教
科
書

●❸ ﹁
生
き
る
こ
と
﹂﹁
生
き
方
﹂

　 

を
考
え
る
教
科
書

●❶ 

身
に
つ
け
る
力
が

　 

は
っ
き
り
わ
か
る
教
科
書

阿
あ

部
べ

　昇
のぼる
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身
に
つ
け
る
力
が
は
っ
き
り
わ
か
る
教
科
書

読
み
の
観
点
を
整
理
し
︑
汎
用
的
な
力
を
育
て
る

　

各
学
年
の
巻
末
折
込
に
、
文
学
と
説
明
文
を
よ

り
深
く
読
み
取
る
た
め
の
観
点
と
な
る
学
習
用
語

と
、
そ
の
用
例
を
当
該
学
年
の
教
材
の
中
か
ら
抜

き
出
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
ん
で
、「
人
物
像
」
に
つ

お
い
て
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
批
評
の
観
点
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

い
て
学
習
す
る
な
ど
、
教
材
ご
と
に
示
さ
れ
て
い

る
観
点
を
一
覧
に
す
る
こ
と
で
、
汎
用
的
な
読
み

の
力
に
つ
な
が
る
よ
う
意
図
し
ま
し
た
。

　

一
年
か
ら
、
こ
う
し
た
学
習
用
語
（
＝
読
み
の

観
点
）
に
着
目
し
て
学
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
年
の
言
語
活
動
例
に
示
さ
れ
て
い
る
「
物
語
や

小
説
な
ど
を
読
ん
で
批
評
す
る
こ
と
」
の
学
習
に

当
該
学
年
で
の
学
習
事
項
を
中
心
に
項
目

を
挙
げ
、
文
章
を
読
解
し
て
い
く
お
お
ま

か
な
手
順
と
し
て
番
号
を
付
け
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
一
般
的
な
用
語
の
定
義
に
と
ど
ま

ら
ず
、
学
習
の
手
引
き
と
連
動
さ
せ
、
読
み

取
り
方
の
工
夫
ま
で
解
説
し
て
い
ま
す
。

教
材
中
の
用
例
を
示
し
、
具

体
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に

工
夫
し
て
い
ま
す
。

一
年
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」

一
年
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」

手
引
き
の
「
学
習
の
窓
」
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
に
応

じ
た
読
解
の
手
が
か
り
を
示

し
た
う
え
で
、
巻
末
折
込
に

リ
ン
ク
さ
せ
、
一
覧
で
整
理

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

1617

﹁
読
む
こ
と
﹂学
習
用
語
の
ま
と
め

ポイント❶
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言
葉
が
増
え
れ
ば
、
同
じ
景
色
を
見
て
も
違
っ

て
見
え
て
き
ま
す
。
ま
た
、
言
葉
に
敏
感
に
な
れ

ば
、
身
の
回
り
の
も
の
を
見
つ
め
る
目
も
違
っ
て

く
る
は
ず
で
す
。

　

一
年
冒
頭
の
「
言
葉
に
出
会
う
た
め
に
」
に
掲

げ
た
文
章
で
は
、
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。

言
葉
の
数
だ
け
︑
世
界
は
豊
か
に
見
え
て
く
る
︒

言
葉
の
数
だ
け
︑
未
来
は
希
望
に
満
ち
て
く
る
︒

言
葉
の
数
だ
け
︑
自
分
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
︒

　

新
版
教
科
書
で
は
、
こ
の
願
い
を
生
徒
た
ち
に

届
け
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
化
の
工
夫
を

し
ま
し
た
。

　

言
葉
と
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
言
葉
の
も
つ
力

を
感
じ
取
ら
せ
る
教
材
、
語
彙
力
を
高
め
、
語
感

を
磨
き
な
が
ら
表
現
力
を
培
っ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
教
材
、
そ
し
て
、
日
本
の
風
土
や
季
節
感
を

言
葉
で
味
わ
う
教
材
な
ど
、
三
年
間
で
じ
っ
く
り

言
葉
を
見
つ
め
て
い
き
ま
す
。

　

各
学
年
の
第
三
系
列
は
、
韻
文
、
言
葉
に
関
す

る
活
動
コ
ラ
ム
、
随
筆
・
論
説
を
セ
ッ
ト
と
し
て

構
成
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
教
材
を
通
し
て
、

言
葉
そ
の
も
の
を
見
つ
め
、
言
葉
の
力
や
価
値
、

特
性
な
ど
を
学
び
な
が
ら
、
言
葉
へ
の
関
心
、
感

度
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

▼
韻
文
と
解
説　

詩
的
な
言
葉
遣
い
、
言
葉
の
組

み
合
わ
せ
の
お
も
し
ろ
さ
な
ど
を
通
じ
て
、
言
葉

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
世
界
の
豊
か
さ
を
味
わ

い
ま
す
。

▼
活
動
コ
ラ
ム
﹁
も
っ
と
伝
わ
る
表
現
を
目
ざ

し
て
﹂　
言
葉
を
集
め
た
り
、
分
類
し
た
り
、
比

較
し
た
り
し
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
、
語
感
を
磨

い
て
い
き
ま
す
。

▼
随
筆
・
論
説　

言
葉
の
も
つ
力
を
感
じ
取
ら
せ

た
り
、
考
え
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し

て
い
ま
す
。

　

詩
な
ら
で
は
の
繊
細
な
言
葉
遣
い
や
表
現
に
触

れ
豊
か
な
心
を
育
む
よ
う
に
、
各
学
年
の
各
学
期

に
詩
教
材
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
一
学
期
は
、
朗

読
に
適
し
、
学
年
の
ス
タ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
詩

を
置
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
各
学
年
に
近
代
詩
を
新
し
く
掲
載
し
、

格
調
高
い
言
葉
に
触
れ
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
言
葉
や
表
現
を
身
に
つ
け
て
い
る

と
、
季
節
感
も
い
っ
そ
う
深
く
味
わ
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
四
季
折
々
に
設
け

た
「
季
節
の
し
お
り
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。
ぜ
ひ
暗
唱
し
て
も
ら
い
た
い
有
名
な
詩
歌
や
、

二
十
四
節
気
の
名
称
、
季
語
を
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
各
学
年
の
後
見
返
し
に
は
「
色
い
ろ
の

言
葉
」
と
し
て
、
日
本
の
伝
統
色
の
名
称
を
取
り

上
げ
、
日
本
人
が
受
け
継
い
で
き
た
繊
細
な
感
覚

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

言
葉
を
見
つ
め
る
系
列
を
新
設

詩
の
言
葉
で
豊
か
な
心
を

言
葉
で
味
わ
う
日
本
の
感
性

1 年

言
葉
を
つ
な
ぐ

【
詩
】
詩
の
世
界

【
活
動
】
言
葉
を
集
め
よ
う

【
随
筆
】
空
を
見
上
げ
て　

  

…
山
中　

勉

2 年

言
葉
と
向
き
合
う

【
短
歌
】
新
し
い
短
歌
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
馬
場
あ
き
子

【
活
動
】
言
葉
を
比
べ
よ
う

【
随
筆
】
言
葉
の
力　
　
　

 

…
大
岡　

信

3 年

言
葉
を
見
つ
め
る

【
俳
句
】
俳
句
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
宇
多
喜
代
子

【
活
動
】
言
葉
を
選
ぼ
う

【
論
説
】「
批
評
」
の
言
葉
を
た
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
竹
田
青
嗣

1 年

野
原
は
う
た
う
…
…
…
… 

工
藤
直
子

て
が
み
…
…
…
…
…
…
… 

寺
山
修
司

太
陽
…
…
…
…
…
…
…
… 

八
木
重
吉

魚
と
空
…
…
…
…
…
…
… 

木
坂 

涼

竹
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

萩
原
朔
太
郎

ぼ
く
が　

こ
こ
に
…
…
… 

ま
ど
・
み
ち
お

2 年

見
え
な
い
だ
け
…
…
…
… 

牟
礼
慶
子

落
葉
松
…
…
…
…
…
…
… 

北
原
白
秋

鍵
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

茨
木
の
り
子

3 年

春
に
…
…
…
…
…
…
…
… 

谷
川
俊
太
郎

挨
拶
…
…
…
…
…
…
…
… 

石
垣
り
ん

初
恋
…
…
…
…
…
…
…
… 

島
崎
藤
村

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で
… 

新
川
和
江

▲各学年後見返し「色いろの言葉」

▲各学年「季節のしおり」

ポイント❷

言
葉
へ
の
感
覚
が
豊
か
に
深
ま
る
教
科
書

語
彙
力
を
高
め
︑
語
感
を
磨
く
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つむごう，
きみの物語を。

特 集

　

読
書
教
材
の
う
ち
、
冬
休
み
前
を
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
系
列
と
し
て
、
同
時
代
に
生
き
る
人
間

の
姿
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
偉
人
伝
で
は
な
く
、
市
井
に
生
き
る

人
々
の
生
き
方
・
考
え
方
、
職
業
観
、
使
命
感
、

も
の
の
見
方
な
ど
を
通
し
て
、「
生
き
る
こ
と
」

に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、
未
来
を
切
り
ひ
ら
く
力

を
育
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
情
報
活
用
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
、
情
報

に
関
す
る
教
材
を
三
年
間
の
系
統
性
を
も
た
せ
、

ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

一
年
で
は
、
身
の
回
り
に
あ
ふ
れ
る
た
く
さ
ん

の
情
報
の
中
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
、

相
手
や
場
に
応
じ
た
情
報
を
的
確
に
選
び
取
る
力
、

二
年
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
考
え
な
が
ら
、

集
め
た
情
報
を
吟
味
で
き
る
力
、
三
年
で
は
、
情

報
を
発
信
す
る
意
義
や
注
意
点
を
学
び
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
」「
著

作
権
に
つ
い
て
知
る
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
コ
ラ

ム
と
し
て
気
を
つ
け
る
べ
き
点
を
ま
と
め
て
い
ま

す
。

人
の
生
き
る
姿
を
伝
え
る

情
報
社
会
を
生
き
抜
く
力

1 年

読
書
に
親
し
む
─
─
伝
統
を
生
き
る

桜
守
三
代
…
…
…
…
…
…
… 

鈴
木
嘉
一

2 年

読
書
に
親
し
む
─
─
地
域
と
共
に

小
さ
な
町
の
ラ
ジ
オ
発

─
─
臨
時
災
害
放
送
局
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」

　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
… 

髙
橋　

厚

3 年

読
書
に
親
し
む
─
─
世
界
の
中
で

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
少
女　

ヘ
ス
ー
ス

　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
… 

長
倉
洋
海

1 年
情
報
の
集
め
方
を
知
ろ
う

　

活
　
動　

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
調
べ
よ
う

　

コ
ラ
ム
①
本
か
ら
情
報
を
集
め
る

　
　
　
　

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

　
　
　
　

③
新
聞
の
紙
面
構
成
の
特
徴
を
知
る

2 年
メ
デ
ィ
ア
と
上
手
に
付
き
合
う
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
… 

池
上　

彰

　

活
　
動　

い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
得
た

　
　
　
　
　

情
報
を
比
べ
よ
う

　

コ
ラ
ム　

著
作
権
に
つ
い
て
知
る

3 年
﹁
想
い
の
リ
レ
ー
﹂
に
加
わ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
… 

藤
代
裕
之

　

活
　
動　
「
情
報
発
信
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う

　

▲１年「桜守三代」
「桜は守りをせな，あきませんのや」
親子三代にわたって全国の桜を守り育ててき
た佐野藤右衛門さんが語る言葉を軸に，桜に
そそぐ愛情や，職業観，伝統への思いを伝える。

▲１年「情報の集め方を知ろう」▲３年「『情報発信』について考えよう」

◀ ２年「いろいろな
メディアから得た情
報を比べよう」

▲２年「小さな町のラジオ発——臨時災害放
送局『りんごラジオ』」
「人々の『声』と共に泣き，共に笑い，共に前進
していきたい」
津波で情報網や交通網が遮断された宮城県山
元町。そこに住む元アナウンサーが，住民の
ために放送局を立ち上げたドキュメンタリー。

◀ ３年「エルサルバドルの少女　ヘスース」
「ヘスースは，自分の人生をたった一つのかけがえのな
い大切なものとして生きてきた」
難民キャンプで出会った一人の少女の笑顔と人生に
20 年伴走したフォト・ジャーナリストの記録。

ポイント❸
「
生
き
る
こ
と
」「
生
き
方
」
を
考
え
る
教
科
書

未
来
を
切
り
ひ
ら
く
力
を
育
む
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つむごう，
きみの物語を。

特 集

　

今
を
生
き
る
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
を
題
材
に

し
た
作
品
か
ら
、
世
代
を
超
え
て
読
み
継
が
れ
、

普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
作
品
ま
で
、
バ
ラ
ン
ス
よ

く
教
材
を
配
置
し
ま
し
た
。

　

生
徒
が
言
葉
の
多
様
さ
、
豊
か
さ
、
深
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
作
品
を
選
ん
で
い
ま

す
。
そ
う
し
た
表
現
に
触
れ
る
こ
と
で
、
生
徒
の

語
感
が
磨
か
れ
、
自
ら
の
表
現
に
も
生
か
そ
う
と

す
る
意
欲
が
湧
く
よ
う
に
教
材
化
し
ま
し
た
。

　

自
然
科
学
を
は
じ
め
、
哲
学
や
美
術
と
い
っ
た

幅
広
い
分
野
の
文
章
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、

統
括
型
、
尾
括
型
、
仮
説
を
立
て
て
そ
れ
を
検
証

し
て
い
く
型
な
ど
、題
材
に
適
し
た
多
様
な
展
開
・

文
章
構
成
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。 

　
「
科
学
は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
」（
二
年
）「
作

ら
れ
た『
物
語
』を
超
え
て
」「
誰
か
の
代
わ
り
に
」

（
三
年
）
は
、「
考
え
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

教
材
で
す
。
現
代
社
会
に
お
け
る
課
題
を
取
り
上

げ
、
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
、
自
分

の
生
き
方
・
考
え
方
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

文
学
教
材
一
覧
　（
■
は
新
教
材
）

説
明
文
教
材
一
覧
　（
■
は
新
教
材
）

幅
広
い
テ
ー
マ
か
ら
バ
ラ
ン
ス
よ
く

多
様
な
分
野
・
文
章
構
成
の
教
材
を

磨
き
抜
か
れ
た
表
現
に
触
れ
る

状
況
を
考
え
る
力
を

▲１年「花曇りの向こう」

▶１年「光る地平線」

　

１
年

　

２
年

　

３
年

詩

 

野
原
は
う
た
う

工
藤
直
子

詩

 

見
え
な
い
だ
け

牟
礼
慶
子

詩

 

春
に

谷
川
俊
太
郎

物
語 

花
曇
り
の
向
こ
う

瀬
尾
ま
い
こ

小
説 

ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト

椎
名　

誠

小
説 

握
手

井
上
ひ
さ
し

詩

 

詩
の
世
界

　

て
が
み　
　
　
　

  

寺
山
修
司

　

太
陽　
　
　
　
　

  

八
木
重
吉

　

魚
と
空　
　
　
　

  

木
坂　

涼

短
歌 

新
し
い
短
歌
の
た
め
に

馬
場
あ
き
子

短
歌
を
味
わ
う

俳
句 

俳
句
の
可
能
性宇

多
喜
代
子

俳
句
を
味
わ
う

【
読
書
】
物
語 

光
る
地
平
線

魚
住
直
子

【
読
書
】
物
語 
世
界
で
一
番
の

贈
り
物

マ
イ
ケ
ル
・
モ
ー
パ
ー
ゴ

【
読
書
】
小
説 

高
瀬
舟森　

鷗
外

物
語 

星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に

安
東
み
き
え

小
説 

盆
土
産

三
浦
哲
郎

詩

 

挨
拶
─
─
原
爆
の
写
真

に
よ
せ
て

石
垣
り
ん

物
語 

大
人
に
な
れ
な
か
っ
た

弟
た
ち
に
…
…

米
倉
斉
加
年

随
筆 

字
の
な
い
葉
書

向
田
邦
子

小
説 
故
郷

魯
迅

近
代
詩

 

竹

萩
原
朔
太
郎

近
代
詩

 

落
葉
松

北
原
白
秋

近
代
詩

 
初
恋

島
崎
藤
村

小
説 

少
年
の
日
の
思
い
出

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ

小
説 

走
れ
メ
ロ
ス

太
宰　

治

詩

 

わ
た
し
を
束
ね
な
い
で

新
川
和
江

詩

 

ぼ
く
が　

こ
こ
に

ま
ど
・
み
ち
お

詩

 

鍵

茨
木
の
り
子
【
資
料
】
随
筆 

温
か
い
ス
ー
プ

今
道
友
信

【
資
料
】
小
説 

坊
っ
ち
ゃ
ん

夏
目
漱
石
【
資
料
】
小
説 

ゼ
ブ
ラ

ハ
イ
ム
・
ポ
ト
ク
【
資
料
】
小
説 

蟬
の
声浅

田
次
郎

　

１
年

　

２
年

　

３
年

説
明  

ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？

稲
垣
栄
洋

説
明 

生
物
が
記
録
す
る
科
学

─
─
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
の
可
能

性

佐
藤
克
文

説
明 

月
の
起
源
を
探
る

小
久
保
英
一
郎

説
明  

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て

桑
原
茂
夫

記
録 

シ
カ
の
「
落
ち
穂
拾
い
」

─
─
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
録

か
ら

辻　

大
和

論
説  

モ
ア
イ
は
語
る

─
─
地
球
の
未
来

安
田
喜
憲

論
説 

新
聞
の
社
説
を
比
較
し

て
読
も
う

説
明  

幻
の
魚
は
生
き
て
い
た

中
坊
徹
次

評
論 

君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を

知
っ
て
い
る
か

布
施
英
利

論
説 

作
ら
れ
た
「
物
語
」
を

超
え
て

山
極
寿
一

【
読
書
】
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

桜
守
三
代

鈴
木
嘉
一

【
読
書
】
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

小
さ
な
町
の
ラ
ジ
オ
発

─
─
臨
時
災
害
放
送
局

「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」

髙
橋　

厚

 

【
読
書
】
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
少
女　

ヘ
ス
ー
ス

長
倉
洋
海

論
説  

科
学
は
あ
な
た
の
中
に

あ
る

最
相
葉
月

論
説 

誰
か
の
代
わ
り
に鷲

田
清
一

【
資
料
】
説
明  

流
氷
と
私
た
ち

の
暮
ら
し

青
田
昌
秋

【
資
料
】
説
明 

五
重
の
塔
は
な

ぜ
倒
れ
な
い
か

上
田　

篤
【
資
料
】
随
筆 

ア
ラ
ス
カ
と
の

出
会
い

星
野
道
夫

1
年

2
年

3
年

1
年

2
年

3
年

▲２年「科学はあなたの中にある」

▲２年「生物が記録する科学」
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つむごう，
きみの物語を。

特 集

　

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
価
値
観
に
あ
ふ
れ
た
現
代
。
人
間
関
係
の
悩

み
や
未
来
へ
の
不
安
を
抱
え
て
い
る
生
徒
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

新
版
で
は
、
彼
ら
が
自
ら
の
力
で
未
来
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く

き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
作
品
を
数
多
く
掲
載
し
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
の
三
人
の
方
に
、
作
品
に
込
め
た
思
い
を
寄
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

以
前
私
は
中
学
校
で
働
い
て
い
た
。
そ
の
と
き
、

い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
生
徒
た
ち

が
自
分
の
い
る
場
所
で
い
ろ
ん
な
思
い
を
抱
え
な

が
ら
も
前
に
進
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ
。
中
学
校
に

は
楽
し
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
強
制
的
な
こ
と
も
い

く
つ
か
あ
る
。
苦
手
な
相
手
と
協
力
し
な
く
て
は

い
け
な
い
こ
と
も
、
不
得
意
な
こ
と
に
打
ち
込
ま

な
い
と
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、

中
学
生
は
大
人
よ
り
逃
げ
出
す
手
段
が
少
な
い
。

悪
ぶ
っ
て
み
た
り
、
投
げ
や
り
に
な
っ
て
み
た
り
、

自
分
を
抑
え
て
相
手
に
合
わ
せ
て
み
た
り
。
厄
介

な
感
情
に
振
り
回
さ
れ
て
う
ま
く
行
動
で
き
な
い

こ
と
も
多
い
年
頃
な
の
に
、
今
い
る
場
所
で
何
と

か
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
は
、
い
じ
ら
し
く
も
眩ま
ぶ

し
く
も
あ
り
、
尊
敬
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

あ
る
学
級
を
担
任
し
て
い
た
時
、
Ｏ
君
と
い
う

生
徒
が
や
ん
ち
ゃ
を
し
す
ぎ
た
結
果
ク
ラ
ス
か
ら

浮
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
級
に
も
流

れ
が
あ
っ
て
、
Ｏ
君
の
豪
快
さ
が
も
て
は
や
さ
れ

て
い
た
時
も
あ
っ
た
の
に
、
空
気
が
変
わ
り
ぽ
つ

ん
と
浮
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
運

動
神
経
が
よ
か
っ
た
彼
は
、
そ
の
年
の
駅
伝
メ
ン

バ
ー
に
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
え
、
そ
の

年
は
陸
上
部
員
が
少
な
く
、
駅
伝
選
手
六
人
の
う

ち
五
人
が
私
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
で
構
成
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
大
き
な
わ
だ
か
ま
り
が
で
き
た
仲

間
と
の
駅
伝
練
習
は
、
傍
目
に
見
て
も
つ
ら
い
も

の
が
あ
っ
た
。
で
も
、
Ｏ
君
は
ば
つ
の
悪
さ
を
押

し
殺
し
な
が
ら
、
練
習
に
参
加
し
黙
々
と
走
っ
た
。

他
の
メ
ン
バ
ー
も
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
空
気
を
何
と

か
し
よ
う
と
苦
心
し
て
い
た
。
彼
ら
だ
け
で
は
な

い
。
同
じ
ク
ラ
ス
の
生
徒
た
ち
も
み
ん
な
で
こ
っ

そ
り
練
習
し
て
歌
を
贈
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い

た
色
紙
を
渡
し
メ
ン
バ
ー
を
盛
り
立
て
た
。
そ
れ

ぞ
れ
い
ろ
ん
な
思
い
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
仲
間

の
た
め
に
動
け
て
し
ま
う
の
が
中
学
生
だ
。
も
ち

ろ
ん
、
す
べ
て
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
無
事
に
Ｏ
君
を
含
め
た
メ
ン
バ
ー
で
駅
伝

大
会
に
出
場
し
、
さ
ら
に
は
府
大
会
ま
で
勝
ち
進

む
こ
と
も
で
き
た
。

　

少
し
前
に
、
そ
の
時
の
こ
と
を
題
材
に
本
を
書

き
、
Ｏ
君
に
送
っ
た
。
も
う
二
十
歳
を
越
え
た
Ｏ

君
は
早
速
読
ん
で
く
れ
、
す
ぐ
に
返
事
を
く
れ
た
。

あ
の
時
は
本
当
に
つ
ら
か
っ
た
け
ど
、
み
ん
な
が

あ
き
ら
め
ず
に
引
っ
張
っ
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
。

そ
の
お
か
げ
で
今
が
あ
る
と
思
う
。
み
ん
な
に
感

謝
し
て
る
。
と
。（
中
略
）

　

中
学
生
は
同
じ
場
に
い
る
自
分
と
同
じ
中
学
生

を
放
っ
て
お
け
な
い
。
そ
し
て
、
今
の
状
況
を
よ

り
よ
く
し
た
い
と
い
う
思
い
を
誰
も
が
ど
こ
か
に

持
っ
て
い
る
。
中
学
校
は
、
そ
ん
な
生
徒
た
ち
が

集
ま
っ
た
場
な
の
だ
。
う
ま
く
い
く
こ
と
ば
か
り

で
は
な
い
。
だ
け
ど
、
失
敗
し
て
も
大
丈
夫
な
の

は
事
実
だ
。
い
つ
だ
っ
て
、
中
学
校
に
は
次
に
つ

な
が
る
き
っ
か
け
が
転
が
っ
て
い
る
。
何
度
見
過

ご
し
て
も
、
か
す
か
な
希
望
が
ま
た
や
っ
て
来
る
。

中
学
生
に
、
今
い
る
の
が
そ
う
い
う
場
所
だ
と
い

う
こ
と
を
少
し
で
も
気
づ
い
て
も
ら
え
た
ら
。
そ

ん
な
思
い
を
こ
め
て
、
今
回
の
話
を
書
き
ま
し
た
。

中
学
校
と
い
う
場
所
　「
花
曇
り
の
向
こ
う
」（
一
年
）

「花曇りの向こう」
瀬尾まいこ
（１年・物語）→ P25

中学生になって，なかなか新し
いクラスになじめない「僕」。で
も，ちょっとした買い物がきっ
かけで，曇り空の向こうに少し
光が見えてきた予感が……。新
入生が感じる不安と期待を，関
西弁の祖母との軽妙なやり取り
を織り交ぜながら描く。

「空を見上げて」
山中 勉
（１年・随筆）→ P26

東日本大震災で被災した中学生たちが，自
分の思いを五・七・五の言葉に乗せること
で心を開き，そこに日本や世界の人々から
下の句が寄せられ，連句となって心と心が
つながっていく。実際の出来事をもとに，
言葉のもつ力について考えさせる作品。

「誰かの代わりに」
鷲田清一
（３年・論説）→ P27

現代に生きる人々を苦しめている命題「自分にし
かないものは何だろう」。人はそこから「こんな
自分が，ここにいていいのだろうか」という切な
い問いを感じてしまう。そこに示されるのは，筆
者からの「誰かの代わりに」という言葉。卒業を
迎える３年生へ，生き方を考えさせるメッセージ。

み
あ
げ
れ
ば
が
れ
き
の
上
に
こ
い
の
ぼ
り

　
　

未
来
へ
の
川
登
り
続
け
る

い
つ
だ
っ
て
道
の
タ
ン
ポ
ポ
負
け
て
な
い

　
　

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
く
じ
け
る
も
の
か

な
く
な
っ
た
ま
た
一
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ

　
　

と
も
に
描
こ
う
「
希
望
」
の
ス
ケ
ッ
チ

2425

※ P25~27の文章は，学習指導書の「作者・筆者の言葉」に掲載予定の内容を抜粋したものです。
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つむごう，
きみの物語を。

特 集

　

最
近
の
生
徒
た
ち
に
は
、
み
ず
か
ら
を
ま
す
ま

す
追
い
つ
め
る
よ
う
な
強
迫
が
、
じ
わ
り
じ
わ
り

つ
の
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ

ん
。（
中
略
）

　

お
そ
ら
く
、
自
分
が
こ
の
ま
ま
で
大
丈
夫
な
の

か
、
不
安
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
社
会
の
先

行
き
が
見
え
な
い
、
こ
れ
か
ら
も
っ
と
よ
く
な
り

そ
う
だ
と
は
と
て
も
思
え
な
い
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
身
を
支
え
き
れ
な
い
、

棄
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
根
拠
も

は
っ
き
り
し
な
い
怯
え
を
突
き
離
せ
な
い
か
ら
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
で
き
な
く
な
っ
た
ら
終
わ

り
」と
い
う
感
覚
で
す
。「
で
き
な
く
て
も
大
丈
夫
」

と
い
う
感
覚
が
持
て
な
い
の
で
す
。

　

そ
れ
は
（
教
科
書
中
の
文
章
で
も
少
し
ふ
れ
ま

し
た
が
）、「
こ
れ
を
す
る
の
は
別
に
お
ま
え
で
な

く
て
も
い
い
」「
お
ま
え
の
代
わ
り
な
ん
か
い
く

ら
で
も
い
る
」
と
い
う
「
代
わ
り
」（
こ
れ
を
わ

た
し
は
︽
代
替4

可
能
性
︾
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
で

は
な
く
て
、そ
れ
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
「
代
わ
り
」、

つ
ま
り「
あ
な
た
が
で
き
な
い
ん
だ
っ
た
ら
、き
っ

と
誰
か
が
代
わ
り
に
や
っ
て
く
れ
る
よ
」
と
い
う

　

私
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
地
球
人
の
言
葉
や
作

品
を
宇
宙
に
輝
く
星
に
打
ち
上
げ
る
計
画
を
立
て
、

世
界
中
の
人
々
と
俳
句
や
詩
や
宇
宙
図
（
宇
宙
の

イ
メ
ー
ジ
を
み
ん
な
で
描
い
た
図
）
を
協
創
す
る

活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
震
災
前
に

応
募
の
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
地
域
の
学
校
は
被
災

し
て
連
絡
が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
何
と
か

力
に
な
れ
な
い
か
考
え
て
い
た
と
き
、
支
援
を
求

め
る
新
聞
記
事
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に

女お
な

川が
わ

で
の
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

教
材
で
は
た
ま
た
ま
震
災
の
こ
と
に
触
れ
て
い

ま
す
が
、
ど
ん
な
状
況
に
あ
っ
て
も
一
人
の
人
間

で
あ
る
こ
と
、
地
球
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
く
、
世
界
中
の
人
と
絆
や
つ
な
が
り
を
確
か
め

た
い
、
と
い
う
思
い
は
誰
も
が
変
わ
ら
ず
に
も
っ

て
い
る
は
ず
で
す
。
女
川
の
中
学
生
が
作
っ
て
く

れ
た「
被
災
者
と　

呼
ば
れ
続
け
て　

も
う
三
年
」

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
被
災
地
だ
か
ら
と
い
う

理
由
で
、
そ
の
地
域
の
生
徒
と
つ
な
が
ろ
う
と
考

え
る
の
は
少
し
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
同
じ
人
間

と
し
て
、
地
球
人
と
し
て
、
対
等
の
立
場
で
付
き

合
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

「
代
わ
り
」（
こ
れ
は
︽
代
理4

可
能
性
︾
で
す
）
で
す
。

国
家
や
社
会
シ
ス
テ
ム
に
委ま
か

せ
、
ま
た
依
存
す
る

の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
で
支
え
合
う
、
い
っ
て

み
れ
ば
自
前
の
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
を
き
ち
ん

と
用
意
し
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
が
本
文
中
で
「
イ

ン
タ
ー
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ス
（
支
え
合
い
）
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
す
。

　

じ
っ
さ
い
、
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
、
バ
ブ
ル

の
崩
壊
時
以
降
に
思
春
期
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た

世
代
に
は
こ
う
い
う
感
覚
が
じ
わ
じ
わ
浸
透
し
て

い
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
や
Ｉ
タ
ー
ン
と
い
う
か
た
ち
で

地
方
を
仕
事
と
生
活
の
地
盤
と
す
る
若
者
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
が
こ
れ
ま
た
じ
わ
り
じ
わ
り
増
え
て
き

て
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
こ
う
し
た
静
か
な
動
き
に
な
に
か
新

し
い
ま
っ
と
う
な
生
き
方
の
兆
し
を
見
て
い
ま
す
。

　

現
代
と
い
う
時
代
、
と
く
に
３
・
11
以
後
、
わ

た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の
基
盤
が
い
か
に
わ
た
し

た
ち
自
身
に
よ
っ
て
は
制
御
不
可
能
な
も
の
で
あ

る
か
が
露
見
し
て
き
ま
し
た
。
電
気
と
い
う
わ
た

し
た
ち
に
不
可
欠
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
供
給
す
る

原
発
と
い
う
装
置
が
い
っ
た
ん
事
故
を
起
こ
せ
ば

　

生
徒
の
俳
句
を
国
内
外
の
人
々
に
届
け
、
連
句

の
形
に
し
て
星
に
打
ち
上
げ
る
の
は
世
界
初
の
試

み
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
教
材
中
の
「
み
あ
げ
れ

ば　

が
れ
き
の
上
に　

こ
い
の
ぼ
り
」
の
句
に
、

こ
い
の
ぼ
り
に
な
じ
み
が
薄
い
世
界
中
の
人
々
か

ら
も
返
歌
が
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
か
わ
い
そ
う
だ

か
ら
で
は
な
く
、
空
を
悠
々
と
泳
ぐ
鯉
に
希
望
を

み
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
同

じ
人
間
と
し
て
瞬
間
的
に
共
有
で
き
た
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
が
も
つ
人
間
と
人
間
を

つ
な
げ
る
力
の
大
い
な
る
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。

　

子
ど
も
の
作
品
を
見
て
い
る
と
、
学
年
と
と
も

に
世
界
観
が
変
わ
る
の
で
す
が
、中
学
生
だ
と「
自

分
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
証
」
を
、
宇
宙
的
な

ス
ケ
ー
ル
で
他
者
と
つ
な
が
る
中
で
確
か
め
よ
う

と
す
る
子
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
宇
宙
に
打

ち
上
げ
る
俳
句
や
詩
な
ど
を
作
る
こ
と
は
、
教
室

と
い
う
小
宇
宙
を
飛
び
超
え
、
全
宇
宙
と
つ
な
が

り
、
そ
の
つ
な
が
り
の
中
で
「
私
は
何
者
か
？
」

を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
生

徒
一
人
ひ
と
り
が
哲
学
者
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
り
、

研
究
者
で
も
あ
る
の
で
す
。

ま
っ
た
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
に
な
る
こ
と
。
わ

た
し
た
ち
の
労
働
環
境
か
ら
物
価
の
変
動
、（
食

の
）
安
全
性
ま
で
を
規
定
し
て
い
る
の
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
と
い
う
、
だ
れ
も
（
経
営
者
自
身

で
す
ら
も
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
投
機
的
な

ゲ
ー
ム
（
金
融
カ
ジ
ノ
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
の
危
う
さ
を
、
敏
感
な
二
、

三
十
代
の
人
た
ち
は
す
で
に
視
野
に
入
れ
て
活
動

し
は
じ
め
て
い
ま
す
。
物
流
か
ら
経
済
、
食
材
調

達
か
ら
仕
事
の
連
携
ま
で
、
自
分
た
ち
で
あ
る
程

度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
規
模
の
仕
組
み
に
、
暮

ら
し
の
基
盤
を
組
み
立
て
な
お
し
て
い
こ
う
と
い

う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
生
徒
た
ち
に

伝
え
よ
う
と
、
こ
の
本
文
を
草
し
ま
し
た
。

　

こ
の
教
材
を
読
み
、
星
に
届
け
る
俳
句
や
連
句

を
作
ろ
う
と
考
え
る
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
先
生
方
に
は
、
生
徒
が
も

つ
豊
か
な
可
能
性
を
信
じ
て
ほ
し
い
。生
徒
は「
生

徒
」
で
あ
る
以
前
に
、
こ
の
宇
宙
に
生
を
受
け
た

知
的
生
命
体
で
あ
り
、
人
類
の
一
員
で
あ
り
、
地

球
人
で
す
。
生
徒
と
し
て
で
は
な
く
、
一
人
の
人

間
と
し
て
全
作
品
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
ほ
し

い
の
で
す
。

　

私
は
、
宇
宙
に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
お
り
、
一

見
国
語
と
は
無
関
係
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
活
動

を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
か
ら
教
え
て
も
ら
え
た
こ

と
は
、
宇
宙
と
国
語
が
出
会
う
と
き
、
私
た
ち
は

一
人
の
人
間
に
還
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。

︿
代
理
﹀と︿
代
替
﹀　「
誰
か
の
代
わ
り
に
」（
三
年
）

宇
宙
と
国
語
が
出
会
う
と
き
　「
空
を
見
上
げ
て
」（
一
年
）

鷲わ
し

田だ

清き
よ

一か
ず

哲
学
者

山や
ま

中な
か

　
勉つ

と
む

宇
宙
航
空
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア

1949 年京都府生まれ。哲学者。京
都市立芸術大学学長。専攻は臨床哲
学・倫理学。主な著書に『語りきれな
いこと 危機と傷みの哲学』（角川学
芸出版）,『じぶん・この不思議な存在』

（講談社）など。

1958 年東京都生まれ。宇宙航空シ
ステムエンジニア。JAXA の主幹研究
員を経て，現在は（株）IHI に勤務。
星に届ける作品創りを実践中。主な
著書に『みあげれば　がれきの上に　
こいのぼり…』（編著　遊行社）など。
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つむごう，
きみの物語を。

特 集

課
題
解
決
学
習
の
ツ
ー
ル
と
し
て

　

本
文
や
画
像
の
取
り
込
み
、
試
行
錯
誤
の
過
程

が
た
ど
れ
る
学
習
履
歴
の
保
存
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル

な
ら
で
は
の
機
能
を
生
か
し
た
課
題
解
決
的
な
学

習
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
機
能
は
、
今
後
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ

る
生
徒
の
主
体
的
な
学
び
を
育
て
て
い
く
た
め

に
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
人
一
台
の
端
末
で
多
様
な
学
び

　

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
教
科
書
の
紙

面
や
教
材
に
関
連
し
た
資
料
、
ワ
ー
ク
等
の
コ
ン

テ
ン
ツ
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
と
の
連
携
や
、
教

室
で
の
個
別
学
習
、
グ
ル
ー
プ
で
思
考
や
表
現
を

共
有
す
る
協
働
学
習
、
家
庭
学
習
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
シ
ー
ン
で
活
用
で
き
ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
度
版
の
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、

教
科
書
の
全
て
の
教
材
を
収
録
し
た
完
全
準
拠
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
全
国
で
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る

「
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
に
加
え
、
新
版

か
ら
は
「
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
の
開
発

も
進
め
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
こ
れ
ま
で
ご
好

評
い
た
だ
い
て
い
る
操
作
の
し
や
す
さ
に
加
え
、

先
生
や
生
徒
に
よ
っ
て
、
よ
り
使
い
や
す
く
編
集

で
き
る
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
機
能
を
加
え
、
新
た
な
学

び
の
可
能
性
を
ご
提
案
し
ま
す
。

「
見
え
る
」
授
業
で
国
語
力
ア
ッ
プ

　

ク
ラ
ス
全
員
が
同
じ
画
面
を
見
な
が
ら
授
業

が
行
え
る
の
で
、
教
室
に
一
体
感
が
生
ま
れ
ま

す
。
ま
た
、
本
文
や
挿
絵
、
写
真
を
焦
点
化
し

て
表
示
で
き
る
の
で
、
学
習
の
ね
ら
い
が
明
確

に
な
り
、
生
徒
の
集
中
力
が
高
ま
り
ま
す
。

豊
富
な
資
料
で
理
解
が
深
ま
る

　

文
学
作
品
の
背
景
、
説
明
的
文
章
の
資
料
、

話
し
合
い
の
様
子
な
ど
、
教
材
に
即
し
た
映
像
、

音
声
、
写
真
等
の
資
料
を
多
数
収
録
し
て
い
ま

す
。
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
高
め
た
り
、
理
解

を
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

シ
ン
プ
ル
な
操
作
性

　

画
面
へ
の
書
き
込
み
や
紙
面
拡
大
な
ど
、
操

作
が
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
く
、
パ
ソ
コ
ン

に
慣
れ
て
い
な
く
て
も
直
感
的
に
使
い
こ
な
せ

ま
す
。

コ
ン
テ
ン
ツ
と
機
能
を
充
実

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

▲学習者用デジタル教科書は，協働学習の場で生徒
のコミュニケーションや思考をサポート。アクティ
ブ・ラーニングのための力強いツールとなります。

◀ 指導者用デジタル教科書は，生徒の思考を教室全
体で共有することができ，授業が活性化します。

▼指導者用デジタル教科書　画面イメージ

これからの
デジタル教科書
CoNETS の取り組み

　これまで，デジタル教科書の操作性は，教科や教科

書会社によって異なっていました。それを統一し，さ

まざまな端末で使用できるマルチプラットフォームを

開発するために，光村図書を含む教科書会社 12 社と

株式会社日立ソリューションズからなるコンソーシア

ム「CoNETS（コネッツ）」が発足しました。

　なお，CoNETS が開発するプラットホームは，電子

書籍の国際規格（EPUB3）に準拠しており，平成 28

年度版のデジタル教科書では以下のような特長が実現

します。

　❶ 教科を問わずひとつの仕組みで動作
　❷ オリジナルの教材が作成可能に
　❸ 学習記録をデータで保存
　❹ 学年・教科を超えた連携が可能に
　❺ ネットワークで先生と生徒の端末がつながる
　CoNETS は，教科書づくりで培ったノウハウで，デ

ジタル教科書の新たな可能性を形にし，これからも子

どもたちの学びと教育現場をサポートしていきます。

CoNETS のウェブサイト　www.conets.jp
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3
　
新
版
か
ら
編
集
委
員
と
し
て
『
中
学
書
写
』
に
参
画
さ
れ
た
甲
斐
利
恵
子

先
生
と
と
も
に
、
新
し
い
教
科
書
の
「
お
薦
め
ポ
イ
ン
ト
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

学
習
で
身
に
つ
け
る
力
を
「
目
標
」
│
「
学

習
を
振
り
返
る
」
に
明
記
し
、
「
学
習
の
窓
」

に
は
汎
用
性
の
あ
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
ま
し
た
。

　
書
写
の
ね
ら
い
は
、
お
手
本
の
文
字
を

そ
っ
く
り
に
書
き
写
す
こ
と
で
は
な
く
、

一
つ
の
文
字
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
文

字
全
般
の
書
き
方
、
整
え
方
を
身
に
つ
け

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
「
木
」「
立
」を
例
に
し
て
、
行

書
に
お
け
る
「
点
画
の
方
向
や
形
の
変

化
」
を
学
び
ま
す
。
特
に
、
終
筆
の
筆
使

い
や
筆
を
進
め
る
方
向
が
変
化
し
や
す
い

と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
以
外
の
文
字
を

行
書
で
書
く
と
き
に
も
応
用
が
利
き
ま
す
。

　
　
　
（
甲
斐
）

　

例
え
ば
「
筆
使
い
」
や
、
「
始
筆
・
送
筆
・

終
筆
」
「
筆
圧
」
な
ど
、
書
写
の
学
習
用
語
を

学
ぶ
場
を
積
極
的
に
設
け
ま
し
た
。

　
言
葉
は
と
て
も
大
事
で
す
。例
え
ば
、「
伏

線
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う

か
で
、
文
学
の
読
み
方
自
体
、
変
わ
っ
て

き
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
言
葉
が

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
観
点
に
し
て
自
分
の
文

字
を
客
観
的
に
分
析
・
評
価
で
き
る
ん
で

す
。
課
題
が
わ
か
れ
ば
、
自
力
で
改
善
も

で
き
ま
す
。
ま
た
、
用
語
は
先
生
方
の
指

導
語
彙
に
も
な
り
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
を
言

葉
で
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
闇
雲
に
練
習
さ

せ
る
よ
り
ず
っ
と
効
率
よ
く
上
達
し
ま
す
。

「
言
葉
」
が
技
能
の
習
得
を
支
え
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
甲
斐
）

　

文
字
の
書
き
方
や
、
書
く
と
き
の
筆
の
動
き

を
、
図
や
写
真
で
視
覚
的
に
示
し
ま
し
た
。

　
行
書
を
書
く
と
き
に
は
、
つ
な
が
り
の
意
識
（
筆
脈
）
や
、

流
れ
る
よ
う
な
筆
の
動
き
が
大
切
で
す
。
た
だ
、
墨
で
書
か

れ
た
「
結
果
」
だ
け
見
て
も
「
ど
う
す
れ
ば
」
こ
の
線
、
こ

の
形
が
書
け
る
の
か
、
生
徒
に
は
読
み
取
れ
な
い
ん
で
す
。

　
新
版
教
科
書
で
は
、
書
く
過
程
の
筆
使
い
や
穂
先
の
動
き

を
、
朱
墨
や
補
助
線
、
写
真
な
ど
で
可
視
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
な
ら
生
徒
も
、
ど
う
や
っ
て
書
い
た
の
か
再
現
で
き
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

（
甲
斐
）

一
生
も
の
の
、書
く
力
。

│
│
平
成
二
十
八
年
度
版
『
中
学
書
写
』
の
ご
紹
介

一
、書
写
力
が

　

 
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
る
！

『中学書写』
ここが
ポイント！

身
に
つ
け
る
力
が
明
解
。

し
か
も
、
応
用
が
利
く
。

ポイント

1
「
学
び
を
支
え
る
言
葉
」

で
理
解
が
深
ま
る
。

ポイント

3

「
ど
う
す
れ
ば
」
が

目
に
見
え
る
。

ポイント

2

▼ P26-27

▼ P23

▼ P10
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文
字
を
書
く
こ
と
の
価
値
に
繰
り
返
し
気
づ

け
る
よ
う
、
巻
頭
に
「
文
字
と
出
会
う
」
を
設

け
ま
し
た
。

　
文
字
を
書
く
の
は
身
近
な
こ
と
で
、
普

段
は
意
識
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で

も
、
こ
の
詩
と
文
字
の
表
情
に
ふ
れ
、
自

分
と
文
字
と
の
関
わ
り
を
少
し
で
も
思
い

起
こ
し
て
く
れ
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

意
識
を
も
っ
て
向
き
合
う
と
き
が
「
出
会

い
」
で
す
。
自
分
が
言
葉
や
文
字
と
関
係

を
築
き
、
文
字
文
化
を
受
け
継
ぐ
主
体
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
け
る
、
新
鮮
な
導
入
に

な
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　   

（
甲
斐
） 

　

文
字
の
素
材
と
し
て
、
国
語
で
学
ぶ
名
文
や

古
典
の
一
節
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、「
平
家
物
語
」
の
「
鏑か

ぶ
らは
海

へ
入
り
け
れ
ば
…
…
」
は
、
生
徒
た
ち
が

暗
唱
で
き
る
く
ら
い
読
み
込
む
一
節
で

す
。「
季
節
の
し
お
り
」
も
そ
う
で
す
が
、

国
語
で
習
っ
た
文
章
を
流
れ
る
よ
う
な
行

書
で
書
け
る
な
ん
て
、
う
れ
し
い
で
す
よ

ね
。
意
味
も
わ
か
ら
な
い
文
章
と
比
べ
た

ら
、
ず
っ
と
や
る
気
も
出
る
し
、「
言
葉

を
書
い
て
い
る
」
こ
と
を
し
み
じ
み
実
感

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　（
甲
斐
）

　

資
料
編
を
「
日
常
の
書
式
」
「
活
用
の
ヒ
ン

ト
」
「
書
写
事
典
」
に
整
理
し
、
さ
ら
に
充
実

さ
せ
ま
し
た
。
書
写
の
授
業
は
も
ち
ろ
ん
、
他

教
科
や
国
語
に
も
役
立
つ
資
料
が
満
載
で
す
。

　
学
校
生
活
の
中
で
手
紙
や
レ
ポ
ー
ト
、

新
聞
な
ど
を
書
く
機
会
は
か
な
り
あ
り
ま

す
。「
日
常
の
書
式
」「
活
用
の
ヒ
ン
ト
」

に
は
目
的
や
相
手
に
応
じ
た
文
字
の
書
き

方
が
示
さ
れ
て
い
て
、と
て
も
便
利
で
す
。

ま
た
、「
書
写
事
典
」
の
常
用
漢
字
一
覧

表
（
楷
書・行
書
）
や
仮
名
の
一
覧
は
「
今

度
は
行
書
で
格
好
よ
く
書
い
て
み
よ
う
」

な
ん
て
、
生
徒
の
発
想
自
体
、
広
げ
て
く

れ
ま
す
。

　「
整
っ
た
文
字
で
書
き
た
い
」
と
い
う

思
い
は
皆
同
じ
で
す
。
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
手
だ
て
が
、
こ
の
一
冊
に
詰
ま
っ
て

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
甲
斐
）

二
、国
語
と
つ
な
が
る
。

　

 

一
生
使
え
る
。

3
『中学書写」
ここが
ポイント！

文
字
を
書
く
こ
と
の

価
値
を
実
感
で
き
る
。

ポイント

1
親
し
み
の
あ
る
文
章
を

美
し
く
書
け
る
喜
び
。

ポイント

2
い
つ
で
も
使
え
る
。

一
生
使
え
る
。

ポイント

3

▼巻頭

▼ P45

▼ P48-49

▼ P70-71

▼ P74-75▼ P60-61

イ
ラ
ス
ト
：
坂
崎
千
春

二
、国
語
と
つ
な
が
る
。
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3
ひ
と
目
で
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
原

理
・
原
則
の
説
明
の
し
か
た
で
す
。私
自
身
、「
ど

う
す
れ
ば
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
か
」
を
伝
え

る
の
に
悪
戦
苦
闘
し
て
き
ま
し
た
が
、「
こ
ん

な
ふ
う
に
表
現
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
言

葉
の
ヒ
ン
ト
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

│
│
言
葉
の
ヒ
ン
ト
で
す
か
。

　

は
い
。
例
え
ば
、
漢
字
の
字
形
を
整
え
る
観

点
の
一
つ
に
「
点
や
画
の
間
」（
Ｐ
12
）
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
言
わ
れ
る
と
、「
な

る
ほ
ど
、
字
形
を
整
え
る
た
め
に
は
、
画
の
間4

の
空
間
に
ま
で
注
意
す
る
の
か
」
と
、
は
っ
き

り
意
識
で
き
ま
す
よ
ね
。
字
形
を
整
え
る
と
い

う
ゴ
ー
ル
は
わ
か
っ
て
も
、
そ
の
た
め
の
留
意

点
を
伝
え
ら
れ
ず
、
も
ど
か
し
い
思
い
を
す
る

先
生
方
も
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
私
も
一
生

懸
命
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、「
よ
く
見
て
」「
が

ん
ば
っ
て
」「
し
っ
か
り
」
な
ん
て
、
根
性
論

み
た
い
な
言
葉
し
か
出
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
（
笑
）。
で
も
、
ひ
と
言
「
間
」
と
言
っ
た

ほ
う
が
生
徒
に
も
ピ
ン
と
く
る
し
、
そ
れ
は
や

│
│
新
版
『
中
学
書
写
』
を
手
に
さ
れ
た
と
き

の
、
最
初
の
印
象
は
ど
う
で
し
た
か
。

　

本
当
に
い
い
も
の
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
、「
書
写
の
教
科
書
は
お
手
本

集
だ
」
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
新
版
教
科
書
に
は
身
に
つ
け
る
力
が
き

ち
ん
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
た
び
に
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
楽

し
さ
も
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
な
ら
、
書
写
を
専

門
に
し
て
い
な
い
先
生
方
も
、
安
心
し
て
授
業

が
で
き
る
は
ず
で
す
。

│
│
先
生
方
の
安
心
感
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の

る
気
に
も
直
結
す
る
と
思
う
ん
で
す
。

│
│
ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
る
こ
と
が
、
学
習
意

欲
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

は
い
。「
ど
う
す
れ
ば
で
き
る
か
」
わ
か
ら

な
い
ま
ま
が
ん
ば
る
の
は
苦
し
い
し
、
長
続
き

し
ま
せ
ん
よ
ね
。
た
ま
た
ま
う
ま
く
書
け
て
も

充
実
感
は
な
い
し
、
次
に
も
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

ス
ポ
ー
ツ
と
同
じ
で
、「
こ
れ
が
で
き
た
か
ら

う
ま
く
書
け
た
」「
書
け
な
か
っ
た
の
は
、
こ

れ
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
、
自
分
を
客

観
視
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

│
│
次
に
つ
な
が
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
新
版

で
は
全
教
材
に
「
学
習
の
窓
」
を
置
き
ま
し
た
。

　

国
語
教
科
書
で
も
好
評
で
す
が
、
今
回
、
書

写
に
も
位
置
づ
け
ま
し
た
。
国
語
で
の
説
明
文

の
学
習
は
、
文
章
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
経
験
を
通
し
て
説
明
文
全
般
の
読
み
方
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
す
が
、
こ
れ
は

書
写
も
同
じ
で
す
。
教
科
書
に
示
さ
れ
た「
緑
」

や
「
木
立
」
と
い
う
文
字
を
美
し
く
書
く
こ
と

で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
整
っ
た
文
字
が
書

け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
ね
ら
い
な
ん
で
す
。

で
し
ょ
う
。

　

書
写
の
ね
ら
い
は
、
教
科
書
に
示
さ
れ
た
文

字
を
上
手
に
書
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
は
な

く
、「
ど
う
す
れ
ば
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
か
」

と
い
う
方
法
を
知
る
こ
と
で
す
。
多
く
の
先
生

方
は
そ
の
こ
と
を
理
解
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
ん

な
授
業
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、「
ど
う

す
れ
ば
」
を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
く
て
悩
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
し
い
教

科
書
に
は
、
そ
の
「
ど
う
す
れ
ば
」
が
目
に
見

え
る
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
「
ど
う
す
れ
ば
」
が
目
に
見
え
る
と
感
じ

る
の
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
す
か
。

　

ま
ず
、
ど
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
も
、
右
ペ
ー

ジ
に
原
理
・
原
則
、
左
ペ
ー
ジ
に
教
材
文
字
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
何
に
気
を
つ

け
れ
ば
い
い
の
か
」
を
最
初
に
「
理
解
」
し
て
、

そ
の
上
で
実
際
に
書
く
と
い
う
学
習
の
流
れ
が
、

「
学
習
の
窓
」
に
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

の
汎
用
性
の
あ
る
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
り
や
す
く

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
│
生
徒
た
ち
に
、
楽
し
く
力
を
つ
け
て
も
ら

え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

生
徒
が
楽
し
い
と
感
じ
る
の
は
、
驚
き
や
発

見
に
出
会
う
瞬
間
で
す
。
実
は
私
自
身
も
、
教

科
書
を
開
い
て
「
へ
え
っ
」
と
思
う
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
文
字
を
整
え
て
書
く
方

法
も
そ
う
で
す
が
、「
文
字
の
歴
史
を
探
る
」（
Ｐ

20
・
21
）
な
ど
、
文
字
文
化
に
ま
つ
わ
る
コ
ラ

ム
も
発
見
に
満
ち
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
す
ぐ

そ
ば
に
、
こ
ん
な
に
魅
力
的
な
世
界
が
広
が
っ

て
い
る
な
ん
て
、
わ
く
わ
く
し
ま
す
よ
ね
。

　

生
徒
の
「
や
る
気
ス
イ
ッ
チ
」
を
オ
ン
に
す

る
仕
掛
け
が
教
科
書
の
随
所
に
あ
っ
て
、
今
か

ら
授
業
が
楽
し
み
で
す
。

先
生
も
生
徒
も
、
わ
く
わ
く

し
な
が
ら
授
業
で
き
る
教
科
書
。

3
インタビュー

　
長
く
、
中
学
校
『
国
語
』
教
科
書
の
編
集
委
員
を
務
め
て
こ
ら
れ
た
甲
斐
利
恵
子
先
生
。

新
版
か
ら
、『
中
学
書
写
』
の
編
集
委
員
と
し
て
も
ご
活
躍
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　「
自
分
と
同
じ
く
、
書
写
が
専
門
で
は
な
い
先
生
方
の
声
も
本
作
り
に
届
け
た
い
」
と

お
っ
し
ゃ
る
甲
斐
先
生
に
、
新
し
い
教
科
書
の
魅
力
を
伺
い
ま
し
た
。

3435

港
区
立
赤
坂
中
学
校
主
任
教
諭　

甲
斐
利
恵
子

光
村
の
教
科
書
に
は
、「
ど
う
す
れ
ば
」
が

目
に
見
え
る
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。



紹介動画
見るだけで，新版教科書の
内容が丸ごとわかります。
映像とナレーションで，特
色をご紹介します。

「
平
成
二
十
八
年
度
版 

中
学
校
教
科
書
の
ご
案
内
」を
ア
ッ
プ

　中学校教科書「国語」「書写」「美術」「英語」の平成28年度版の内容をご紹
介するコンテンツを，ウェブサイトにアップします（４月下旬公開予定）。

　教科書の魅力をコンパクトにまとめた動画などを用意し，短い時間で内容が
ご理解いただけるよう工夫しました。ぜひご覧ください。

 めくるたび，未来がひらいていく。
www.mitsumura-tosho.co.jp/28ckyokasho

紹介ページ
ここから，新版教科書の特長を詳しく
解説したページに進むことができます。

豊富なダウンロード資料
年間指導計画資料，「国語」の紹介図書一覧
など，ダウンロードしてすぐに活用できる
新版教科書用の資料をご用意しています。

「国語」の動画 「書写」の動画


