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本
誌
は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
「
教
科
書
採
択
の
公
正
確
保
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、（
一
社
）教
科
書
協
会
が
定
め
た
「
教
科
書
発
行
者
行
動
規
範
」
に
の
っ
と
っ
て
配
布
し
て
お
り
ま
す
。
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　先
日
、
湖
南
省
の
博
物
館
に
行
っ
た
。
長ち
ょ
う

沙さ

か
ら
出
土
し
た
唐
代
の
井
戸
の
遺
跡
が
展

示
さ
れ
て
い
た
。
煉
瓦
を
重
ね
た
三
十
セ
ン

チ
ほ
ど
の
高
さ
の
囲
い
（
井
桁
・
壁
）
の
、

直
径
二
、三
メ
ー
ト
ル
の
か
な
り
大
き
な
丸

い
井
戸
だ
っ
た
（
囲
い
の
上
は
平
ら
で
厚

さ
四
十
セ
ン
チ
位
）。
そ
の
展
示
の
解
説
に

「
牀し
ょ
う

前ぜ
ん

明
月
光
」
の
「
牀
」
と
は
こ
の
よ
う

な
囲
い
の
こ
と
、
と
書
い
て
あ
っ
た
。
私
は

驚
い
た
。

　ま
ず
、
こ
こ
で
、
李
白
の
あ
の
「
静
夜
思
」

を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。

　
　牀
前
看
月
光

　
　
　牀
前
月
光
を
看み

る

　
　疑
是
地
上
霜

　
　
　疑
ふ
ら
く
は
是こ

れ
地
上
の
霜
か
と

　
　挙
頭
望
山
月

　
　
　頭こ

う
べ

を
挙
げ
て
山
月
を
望
み

　
　低
頭
思
故
郷

　
　
　頭
を
低た

れ
て
故
郷
を
思
ふ

　こ
れ
は
有
名
な
詩
だ
が
、
実
は
中
国
で
は
、

起
句
と
転
句
の
形
が
違
い
、「
牀
前
明4

月
光
」

「
挙
頭
望
明4

月
」
と
教
え
ら
れ
て
い
る
（
森

瀬
壽
三
氏
『
唐
詩
新
攷
』
に
よ
れ
ば
「
明
月
」

と
な
っ
て
い
る
の
は
明
末
の
『
唐
詩
選
』
以

来
だ
が
、
日
本
の
本
文
で
は
こ
の
部
分
が
修

訂
さ
れ
て
い
る
）。
博
物
館
の
展
示
の
説
明

も
中
国
で
の
本
文
の
形
だ
が
、「
静
夜
思
」

の
解
釈
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　さ
て
、「
牀
前
」
に
戻
ろ
う
。
一
般
に
は

起
句
は
「
寝
台
の
前
（
の
床
）
を
照
ら
す
光

を
見
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
私
も
そ
の
霜
と

い
う
見
立
て
が
い
い
と
思
っ
て
き
た
。
が
、

博
物
館
の
説
明
は
、「
牀
」
を
井
戸
の
囲
い

だ
と
言
う
。
確
か
に
辞
典
類
を
見
る
と
「
牀

chuang

」
に
は
「
井
桁
」
と
い
う
意
味
が

あ
り
、
唐
代
の
用
例
も
あ
る
。
置
き
換
え
る

と
「
井
戸
の
前
を
照
ら
す
月
光
を
見
る
」
と

い
う
解
釈
に
な
る
が
、
月
光
は
周
囲
も
照
ら

す
か
ら
、「
井
戸
の
前
で4

月
光
を
見
る
」
と

い
う
解
釈
も
で
き
る
。
月
光
は
井
戸
に
も
さ

し
こ
ん
で
い
る
と
想
像
で
き
る
（
水
面
に
月

が
映
る
と
い
う
想
像
は
や
り
す
ぎ
か
）。
井

戸
は
村
や
町
の
重
要
施
設
。
望
郷
に
つ
な
が

る
。　「牀

」
が
井
戸
の
囲
い
で
も
、「
寝
台
」
と

同
様
、
起
句
「
看
月
光
」
と
結
句
「
低
頭
」

の
姿
勢
は
同
一
と
言
え
る
。
承
句
も
、「
地

面
の
上
の
霜
か
と
疑
わ
れ
る
（
霜
の
よ
う

だ
）」
と
い
う
点
で
屋
外
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
が
、
問
題
は
な
い
。

　つ
い
で
な
が
ら
、
転
句
の
「
山
月
」
の
解

釈
も
微
妙
だ
。一
般
に
は「
山
の
端
に
か
か
っ

た
月
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
山

の
上
の
月
」
と
考
え
る
余
地
も
あ
る
。

　こ
ん
な
話
を
学
生
た
ち
と
し
て
い
た
ら
、

あ
る
中
国
人
留
学
生
か
ら
、小
学
校
で
「
牀
」

を
「
食
卓
」
と
習
っ
た
と
聞
い
た
（
こ
の
意

味
は
未
確
認
だ
が
、
寝
台
の
代
用
か
）。
挿

絵
が
あ
っ
て
、
李
白
ら
し
き
人
物
が
食
卓
に

酒
を
置
い
て
一
杯
や
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

　文
章
の
解
釈
は
、
ま
ず
は
多
様
な
可
能
性

の
中
か
ら
合
理
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。「
井
」の
中
の
蛙
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
、

い
ろ
ん
な
考
え
方
を
虚
心
に
検
討
す
る
こ
と

は
重
要
だ
。
さ
て
、
あ
な
た
の
解
釈
は
？

「
静
夜
思
」の「
牀
」
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ

　言
葉
と
向
き
合
う

　
私
は
書
体
作
り
を
生
業
に
し
て
い
る
。
こ
の

時
代
、
フ
ォ
ン
ト
を
作
っ
て
い
る
と
言
っ
た
方

が
分
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
な
い
。
日
本
語
を

表
記
す
る
た
め
の
フ
ォ
ン
ト
は
、
漢
字
、
平
仮

名
、
片
仮
名
、
そ
れ
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
必

要
で
、
そ
れ
ぞ
れ
作
る
数
も
べ
ら
ぼ
う
だ
。
特

に
漢
字
は
一
万
四
五
〇
〇
字
も
作
る
。
そ
の
他

に
句
読
点
や
ら
括
弧
、
そ
れ
に
各
種
の
記
号
な

ど
を
含
め
る
と
総
数
で
二
万
三
〇
〇
〇
字
も
の

文
字
を
作
っ
て
一
つ
の
フ
ォ
ン
ト
が
で
き
上
が

る
。
Ａ
Ｉ
流
行
の
昨
今
、
フ
ォ
ン
ト
作
り
も
さ

ぞ
自
動
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
と
想
像
す
る
向

き
も
あ
ろ
う
が
、
パ
ソ
コ
ン
は
利
用
す
る
も
の

の
、
全
て
例
外
な
く
一
字
一
字
手
で
作
っ
て
い

る
。

　
日
本
語
は
ご
存
知
の
よ
う
に
、
漢
字
、
平
仮

名
、
片
仮
名
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
四
種
類
の

文
字
を
使
っ
て
表
記
す
る
が
、
こ
ん
な
複
雑
な

表
記
を
す
る
言
語
は
日
本
を
お
い
て
他
に
な
い
。

な
ぜ
か
。
日
本
に
通
用
す
る
文
字
が
な
か
っ
た

お
よ
そ
一
三
〇
〇
年
前
、
仏
教
と
と
も
に
中
国

か
ら
漢
字
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
東
ア
ジ
ア
の
共

通
語
だ
っ
た
漢
語
と
漢
字
を
習
得
す
る
た
め
に

読
み
書
き
を
帰
化
人
に
習
い
、
ま
た
漢
文
訓
読

を
編
み
出
し
て
漢
語
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し

て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
当
時
の
日
本
人
の
話

し
言
葉
（
和
語
）
を
文
字
に
残
し
た
い
と
す
る

欲
求
も
あ
っ
て
、
漢
字
を
単
な
る
表
音
文
字
と

し
て
扱
い
、
音
の
み
を
充
て
た
万
葉
仮
名
は
ナ

イ
ス
な
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。
と
は
い
え
万
葉
仮

名
は
漢
字
な
の
で
、た
と
え
ば
「
あ
り
が
と
う
」

を
「
安
利
加
止
宇
」
と
綴
る
の
は
い
か
に
も
面

倒
だ
。
平
安
時
代
に
こ
の
万
葉
仮
名
を
簡
略
化

し
た
平
仮
名
が
生
ま
れ
、
位
の
高
い
イ
ケ
て
る

女
性
た
ち
は
手
紙
や
日
記
な
ど
に
盛
ん
に
使
用

し
た
。『
源
氏
物
語
』も
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
。

一
方
の
片
仮
名
は
漢
字
の
部
首
の
片
側
（「
ア
」

は
「
阿
」
の
「
阝
」
か
ら
生
ま
れ
た
）
を
使
っ

て
読
み
を
表
し
、
漢
文
訓
読
の
補
助
的
な
役
割

を
果
た
し
た
。

　
こ
う
し
て
漢
字
か
ら
派
生
し
て
日
本
固
有
の

平
仮
名
と
片
仮
名
が
生
ま
れ
た
も
の
の
、
こ
れ

ら
の
文
字
が
交
じ
り
合
っ
て
現
在
の
よ
う
な
表

記
に
な
る
ま
で
に
は
相
当
の
時
間
を
要
し
た
。

　
さ
て
明
朝
体
で
あ
る
。
数
あ
る
フ
ォ
ン
ト
の

中
で
も
っ
と
も
重
要
な
位
置
を
し
め
る
の
が
明

朝
体
だ
。
な
ぜ
な
ら
明
治
二
年
に
中
国
か
ら
明

朝
体
活
字
（
漢
字
の
み
）
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の

後
、
三
十
年
近
い
年
月
を
経
て
仮
名
の
活
字
が

作
ら
れ
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ

一
四
〇
年
の
間
、
い
く
つ
か
の
会
社
に
よ
っ
て

新
規
制
作
や
改
良
を
重
ね
な
が
ら
、
新
聞
の
文

字
を
は
じ
め
、
文
学
、
哲
学
、
宗
教
書
な
ど
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
朝
体
で
印
刷
さ
れ
て
き
た
。

人
々
は
そ
れ
を
読
み
、
情
報
を
得
、
知
識
を
蓄

え
、
学
び
、
成
長
（
？
）
し
て
き
た
。
こ
れ
に

よ
り
明
朝
体
は
活
字
の
代
名
詞
と
な
り
、
日
本

の
文
化
を
陰
で
支
え
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
明
朝
体
が
長
く
利
用
さ
れ
続
け

鳥
海  

修

書
体
設
計
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る
の
は
読
み
や
す
い
か
ら
だ
。
と
は
い
う
も
の

の
ほ
と
ん
ど
の
人
は
読
み
や
す
い
こ
と
に
気
が

つ
い
て
い
な
い
。
む
し
ろ
文
字
を
意
識
す
る
こ

と
も
な
く
、
た
だ
単
純
に
文
章
を
読
み
、
物
語

に
没
頭
し
て
い
る
は
ず
だ
。
実
は
明
朝
体
の
立

ち
位
置
と
し
て
は
こ
れ
が
正
解
で
、
文
字
が
気

に
な
っ
て
文
章
が
頭
に
入
ら
な
い
も
の
は
論
外

だ
。
私
た
ち
が
め
ざ
す
明
朝
体
は
「
水
の
よ
う

な
空
気
の
よ
う
な
」
書
体
で
あ
り
、
呼
吸
を
す

る
よ
う
に
文
字
を
意
識
し
な
い
で
読
め
る
書
体

を
理
想
と
す
る
。

　
い
ま
読
ん
で
い
る
こ
の
印
刷
さ
れ
た
文
字
も

実
は
明
朝
体
な
の
だ
が
、
注
意
深
く
観
察
す
る

と
、
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
で
デ
ザ
イ
ン
が

バ
ラ
バ
ラ
な
こ
と
に
気
が
つ
く
。
明
朝
体
の
漢

字
は
明
の
時
代
に
印
刷
に
適
し
た
様
式
と
し
て

生
ま
れ
た
。
細
い
横
線
と
太
い
縦
線
が
交
差
し
、

横
線
の
終
筆
に
は
三
角
形
の
ウ
ロ
コ
が
付
き
、

四
角
く
幾
何
学
的
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
平
仮
名

は
、
平
安
時
代
の
平
仮
名
に
範
を
と
り
、
時
計

回
り
の
曲
線
が
多
く
、
書
の
行
書
の
よ
う
な
複

雑
な
運
筆
で
、
字
形
も
大
き
な
も
の
や
小
さ
な

も
の
、
縦
や
横
に
長
い
も
の
な
ど
多
種
多
様
だ
。

さ
ら
に
片
仮
名
は
手
書
き
の
楷
書
の
よ
う
に
直

線
的
で
画
数
が
極
端
に
少
な
く
、
明
朝
体
の
漢

字
と
も
平
仮
名
と
も
違
う
様
式
に
な
っ
て
い
る
。

　
か
つ
て
漢
語
は
漢
字
、
和
語
は
平
仮
名
で
表

記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
現
代
で
は
漢
語
を
表

す
漢
字
、
和
語
や
漢
字
同
士
を
繋
ぐ
平
仮
名
、

外
来
語
を
示
す
片
仮
名
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
分
担
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
明

朝
体
以
外
の
フ
ォ
ン
ト
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
よ
う

に
、
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
に
至
る
ま
で
同
じ
様
式
で
フ
ラ
ッ
ト
な
デ
ザ

イ
ン
に
な
っ
て
い
る
が
、
明
朝
体
は
文
字
の
成

り
立
ち
の
歴
史
を
内
包
し
つ
つ
文
字
ご
と
の
役

割
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
異
な
っ
た
デ
ザ
イ
ン

様
式
を
持
つ
希
有
な
フ
ォ
ン
ト
な
の
だ
。
漢
字

は
四
角
く
と
ど
ま
り
、
平
仮
名
は
平
安
時
代
に

昇
華
し
た
上じ
ょ
う

代だ
い

様よ
う

仮
名
の
ご
と
く
縦
方
向
に

美
し
く
流
れ
る
よ
う
な
線
と
リ
ズ
ム
が
あ
り
、

文
字
列
を
追
っ
て
い
く
と
小
川
を
ゆ
っ
く
り
と

流
れ
る
水
の
よ
う
に
、
漢
字
に
ぶ
つ
か
っ
て
は

平
仮
名
が
流
す
。
明
朝
体
で
組
ま
れ
た
文
章
に

は
こ
う
し
た
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

　
漢
語
を
表
す
漢
字
は
漢
字
ら
し
く
堂
々
と
、

平
仮
名
は
た
お
や
か
に
し
て
繊
細
、
片
仮
名
は

し
っ
か
り
と
ク
ー
ル
に
、
そ
し
て
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
は
欧
米
の
原
典
を
示
す
に
ふ
さ
わ
し
い

重
厚
さ
を
。
こ
の
特
徴
を
違
和
感
な
く
組
み
合

わ
せ
た
の
が
明
朝
体
と
い
う
書
体
で
あ
り
、
私

は
こ
の
違
い
こ
そ
が
読
み
や
す
さ
に
繋
が
っ
て

い
る
と
思
う
し
、
長
く
使
わ
れ
る
要
因
も
こ
こ

に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
最
近
は
ス
マ

ホ
の
画
面
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
見
る
機
会
が
増
え

る
と
と
も
に
、
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
と
い
う

か
ら
明
朝
体
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
優
れ
た
明
朝
体
を
作
り
た
い
。
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『
国
語
』教
科
書
の

歩
み

　
光
村
図
書
は
、
一
九
四
九
年
に
創
立
さ
れ
、

小
・
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
を
中
心
に
発

行
を
続
け
て
、
今
年
で
七
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。

　
こ
の
間
、
中
学
校
『
国
語
』
教
科
書
は
さ

ま
ざ
ま
な
変
化
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
教
科
書
に
込
め
て

き
た
願
い
を
振
り
返
り
ま
す
。

▲1952年度版

▲ 1981年度版
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『
国
語
』教
科
書
の

歩
み

　
中
学
校
の
国
語
教
科
書
『
中
等
新
国
語
』（
文

学
編
・
言
語
編
）
が
初
め
て
発
行
さ
れ
た
の
は
、

一
九
五
二
年
。
前
年
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
が
新
た
に
戦

後
の
道
を
歩
み
出
す
中
で
の
出
発
で
し
た
。

　『
文
学
編
』
を
見
る
と
、
小
説
、
詩
歌
、
古
典
、

論
説
、
随
筆
、
新
聞
記
事
、
伝
記
、
戯
曲
、
シ
ナ

リ
オ
な
ど
が
、『
言
語
編
』
で
は
、「
討
論
の
し
か

た
」「
実
用
的
な
手
紙
の
書
き
方
」「
創
作
」
な
ど
、

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
の
教
材
が
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
体
的
に
は
、
現
在
の
教
科

書
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
な
い
こ
と
に
驚
か

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
『
中
等
新
国
語
』
が
基
盤
に
な
り
、
以
来
、

二
十
回
余
り
の
改
訂
を
重
ね
な
が
ら
現
在
の
教
科

書
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
学
校
教
育
法
施

行
規
則
に
定
め
る
中
学
校
三
年
間
の
国
語
の
授
業

時
数
も
、
六
九
年
の
525
時
間
を
最
大
に
、
九
八
年

に
は
最
小
の
350
時
間
と
大
き
な
変
動
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
教
科
書
の
ペ
ー
ジ
数
も
最
大

383
ペ
ー
ジ
（
七
二
年
度
版
一
年
）
か
ら
、
最
小
269

ペ
ー
ジ
（
二
〇
〇
六
年
度
版
一
年
）
と
、
動
い
て

い
ま
す
。
判
型
も
当
初
の
Ａ
５
判
か
ら
、
〇
六
年

度
版
を
境
に
Ｂ
５
判
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
〇
二
年
度
版
か
ら
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
も
増

え
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
ペ
ー
ジ
が
カ
ラ
ー
に

な
り
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
興
味
・
関
心
を
高

め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
特
別
支
援
教
育

の
観
点
か
ら
も
子
ど
も
の
学
習
の
し
や
す
さ
に
寄

り
添
っ
た
デ
ザ
イ
ン
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
体
裁
の
面
で
光
村
の
中
学
校
教
科
書
の
大
き
な

特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
表
紙
の
質
感
と

堅
牢
さ
で
す
。
一
九
八
七
年
度
版
か
ら
一
貫
し
て
、

表
紙
に
は
独
自
の
手
触
り
の
あ
る
用
紙
を
使
い
続

け
て
い
ま
す
。中
学
校
三
年
間
だ
け
で
な
く
、ず
っ

と
大
切
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め

て
、
汚
れ
や
擦
れ
、
水
濡
れ
に
強
い
材
質
を
使
い
、

手
に
な
じ
む
よ
う
な
用
紙
を
開
発
し
ま
し
た
。
卒

業
し
て
か
ら
も
、
教
科
書
を
手
に
す
る
た
び
に
そ

の
手
触
り
で
国
語
の
授
業
を
思
い
起
こ
し
て
も
ら

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

変
わ
る
も
の
、

変
わ
ら
な
い
も
の

▲1987年度版

▲ 1993年度版

▲2002年度版

▲ 1997年度版▲ 1997年度版
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　長
い
歴
史
の
中
で
、
教
材
も
変
遷
を
続
け
て
き

ま
し
た
。
現
在
、
定
番
教
材
と
い
わ
れ
て
い
る
も

の
の
初
出
年
度
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。

「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
一
九
五
五
年

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
一
九
五
九
年

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
一
九
六
一
年

「
故
郷
」
一
九
六
六
年

「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」
一
九
八
七
年

「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」
一
九
八
七
年

「
野
原
は
う
た
う
」
一
九
九
三
年

　長
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
教
材
で
も
、
時
代
に

よ
っ
て
指
導
の
ね
ら
い
や
紙
面
構
成
は
大
き
く
変

わ
っ
て
い
ま
す
。
学
習
の
手
引
き
の
特
徴
的
な
部

分
（
抜
粋
）
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
少
年
の
日
の
思
い
出
」

●
一
九
五
五
年
度
版

　
こ
の
作
品
に
は
、
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
か
。

●
一
九
六
九
年
度
版

　「
ぼ
く
」
が
自
分
だ
っ
た
ら
、
ど
う
し
た

と
思
う
か
。

●
一
九
八
七
年
度
版

　「
僕
」
が
自
分
の
収
集
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し

ま
っ
た
あ
と
、
夢
を
見
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な

夢
だ
ろ
う
か
、
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
う
。

●
二
〇
一
六
年
度
版
（
現
行
）

　「
僕
」
の
考
え
方
や
感
じ
方
に
つ
い
て
、

共
感
す
る
と
こ
ろ
や
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
を

話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

「
走
れ
メ
ロ
ス
」

●
一
九
六
一
年
度
版

　
筆
者
は
な
に
を
書
き
表
そ
う
と
し
た
の
か
。

　
友
情
に
つ
い
て
、
み
ん
な
で
話
し
合
お
う
。

●
一
九
六
九
年
度
版

　
ど
の
場
面
に
感
動
し
た
か
、
そ
れ
は
な
ぜ

か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
作
者
は
、
こ
の
作
品
で
な
に
を
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
か
。
主
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

●
一
九
八
七
年
度
版

　
こ
の
作
品
で
最
も
心
を
打
た
れ
た
の
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
か
、
そ
の
事
柄
や
場
面
に
つ

い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

●
二
〇
一
六
年
度
版
（
現
行
）

　「
メ
ロ
ス
」
の
行
動
や
考
え
方
に
つ
い
て
、

共
感
で
き
た
と
こ
ろ
や
、
で
き
な
か
っ
た
と

こ
ろ
を
、
そ
の
理
由
と
共
に
考
え
て
み
よ
う
。

　時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
生
徒
の
主
体
的
な
読

み
を
尊
重
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

教
材
の
変
遷

▲2006年度版

▲2012年度版▲2016年度版
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『
国
語
』教
科
書
の

歩
み

歴代の
「かまきり りゅうじ」

　「 野 原 は う た う 」 が
最初に掲載されたのは
1993年度版でした。な
かでも「かまきり りゅ
うじ」は生徒たちの人気
者です。歴代のイラスト
をご紹介します。
　（イラスト　初代：渡辺リリコ
　二～五代目：保手浜  孝）▲初代（1993年度版）

▲二代目（1997年度版）

▲三代目（2006年度版）

▲四代目（2012年度版）

▲五代目（2016年度版）
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世
代
を
超
え
て

受
け
継
が
れ
る

教
科
書
を
目
ざ
し
て

　「
え
ん
び
フ
ラ
イ
」「
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
」「
ル
ビ

ン
の
つ
ぼ
の
挿
絵
」
…
…
。
前
号
の
「
国
語
教
育

相
談
室
」︵
一
八
年
九
月
発
行
・
87
号
︶
収
録
の
「
社

会
人
200
人
に
聞
く
　
覚
え
て
い
ま
す
か
？
　
文
学

の
授
業
」
で
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
あ
ら
筋
は

覚
え
て
い
な
く
て
も
、
心
に
残
っ
て
い
る
主
人
公

や
挿
絵
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
教
科
書
教
材
は
、
同
じ
時
期
に
同
じ
教
科
書
で

学
ん
だ
友
達
ど
う
し
の
共
通
の
話
題
と
な
り
う
る

も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
祖
父
母

や
親
の
世
代
も
親
し
ん
で
き
た
教
材
が
今
も
掲
載

さ
れ
、
世
代
を
超
え
た
共
通
の
話
題
と
も
な
り
え

ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
光
村
図
書
で
は
、
時
を
経
て
も
色

あ
せ
ず
、
人
々
の
心
の
中
で
熟
成
さ
れ
続
け
る
教

材
を
多
く
生
み
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。
教
科
書
づ

く
り
を
通
し
て
、
文
化
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
が
七
十
周
年
を
迎
え
た
光
村
図
書
の
願
い
で

す
。

　
こ
れ
ま
で
に
生
ま
れ
て
き
た
た
く
さ
ん
の
教
材

の
中
で
、
今
な
お
継
続
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

時
代
の
流
れ
の
中
で
使
命
を
終
え
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
各
年
代
の
教
材
の
一
覧
は
、
小
社
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
「
教
科
書
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
か
つ
て
学
習
し
た
懐
か
し
い
教
材
に
出
会

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
の
教
科
書
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
中
か
ら
、
特
に
評
判
の
高
か
っ
た
作
品

を
『
光
村
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 

中
学
校
編
』
に
収
録

し
て
い
ま
す
。
文
学
（
三
巻
）・
説
明
文
（
一
巻
）・

詩
（
一
巻
）
の
全
五
巻
の
構
成
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
小
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
一

般
書
籍
」
内
の
商
品
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲「教科書クロニクル」には過去教材の一覧を，「教科書 time travel」（小学校）には
教材の編集にまつわるエピソードを掲載。

▲『光村ライブラリー 
中学校編』（全５巻／各
巻本体 1,000 円＋税）

あ
の
教
材
に

再
び
出
会
い
た
い

0809

『
国
語
』教
科
書
の

歩
み

先
生
方
と
編
集
部
と
を
つ
な
ぐ
懸
け
橋

「
国
語
教
育
相
談
室
」

　「国語教育相談室」は，日々の授業に役立つ教材研究のため

の資料や実践事例，最新の教育情報などを掲載し，先生方と教

科書編集部とをつなぐ懸け橋としての役割を担っています。

　創刊は，1957年５月。一昨年“還暦”を迎えました。

　創刊号には，編集委員だった国語教育学者の石森延男先生が

こんな巻頭言を寄せています。

国語科の学習は，「ことば」に始まって，「ことば」に終わ
るといってもいいほどで，（中略）ことばというものをもっ
ていることに気づくと，子どもたちの目は，にわかに育っ
てくるものです。ものを見る目が，成長してくるからです。
いいかえますと，「考える力」が生まれてくるのです。国
語科の目標は，一口に言えば，この「考える力」をつける
ことにあるといってもいいほどです。

　ここには，現在移行期を迎えている新しい学習指導要領の理

念に通底するものが，既に語られています。

　光村図書は，これからも子どもたちの「考える力」を育む教

科書と，それを支える先生方の一助となるような充実した「国

語教育相談室」　を発行してまいります。

先
生
方
と
編
集
部
と
を
つ
な
ぐ
懸
け
橋

「
国
語
教
育
相
談
室
」



門
家
で
な
い
我
々
が
原
語
で
千
年
前
の
文
学
を

鑑
賞
で
き
る
の
は
、
日
本
語
の
特
性
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
の
文
字
文
化
の
豊
か
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る

物
語
文
学
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
ま
す
。

　
現
在
の
日
本
語
表
記
に
お
い
て
、
漢
字
と
仮

名
交
じ
り
文
は
ご
く
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の

先
人
が
工
夫
を
重
ね
て
、
美
し
い
平
仮
名
（
女お
ん
な

手で

）
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
言
葉
で
思
想
や
文
学
な
ど
を

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ

め
と
す
る
物
語
文
学
が
成
立
す
る
の
と
ほ
ぼ
同

じ
時
代
で
あ
る
。
こ
の
日
本
独
自
の
仮
名
の
成

立
が
、
物
語
文
学
の
成
立
を
促
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
物
語
と
い
え
ば
『
源
氏
物
語
』

が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
か
で

も
、
現
存
最
古
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
徳
川

美
術
館
・
五
島
美
術
館
蔵
）
は
あ
ま
り
に
も
著

名
で
あ
る
。
そ
の
詞こ
と
ば

書が
き

は
、
五
人
の
能
書
の
寄よ
り

合あ
い

書
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

執
筆
を
分
担
し
た
筆
者
が
腕
を
競
っ
て
、
力
強

く
、
あ
る
い
は
流
麗
に
、
さ
ら
に
は
繊
細
に
も
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
も
筆
を
運
ん
で
書
き
連
ね
て

い
っ
た
。

　
た
だ
、
こ
れ
だ
け
世
界
的
に
も
著
名
な
『
源

氏
物
語
』
で
あ
る
が
、
他
に
は
平
安
時
代
書
写

の
写
本
は
確
認
さ
れ
な
い
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

実
は
、
そ
の
答
え
の
一
つ
と
思
え
る
資
料
が
あ

る
。
藤
原
行
成
を
祖
と
す
る
能の
う

書し
ょ

の
家
で
あ
る

世
尊
寺
家
の
五
代
に
あ
た
る
伊
行
が
、
娘
の
建

礼
門
院
右
京
大
夫
の
た
め
に
書
き
与
え
た
書
道

の
秘
伝
書
で
あ
る
『
夜や

鶴か
く

庭て
い

訓き
ん

抄し
ょ
う

』
の
冊
子

の
書
式
を
述
べ
た
く
だ
り
の
最
後
に
、「
物
語

は
能
書
の
人
は
書
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
の

人
か
ら
依
頼
さ
れ
て
も
何
と
か
言
い
逃
れ
し
て

書
く
な
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
世
尊
寺
家
で

は
家
伝
の
教
え
を
守
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
の

能
書
も
同
様
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
物

語
に
対
す
る
評
価
が
低
か
っ
た
と
も
思
え
る
記

述
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
た
な
文
学
で
あ
る
物

語
へ
の
関
心
は
広
が
り
、
能
書
な
ら
ざ
る
人
々

に
書
き
継
が
れ
て
残
り
、
や
が
て
藤
原
定
家
に

よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
は
高
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
他
の
物
語
に
範
囲
を
広
げ
て
も
、
平
安
時
代

書
写
の
物
語
は
伝
藤
原
公
任
筆
の
「
伊
勢
物
語

切
」（
個
人
蔵
）
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
伝
藤
原
為
家

筆
の
「
伊
勢
物
語
切
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

や
重
要
文
化
財
の
「
松
浦
宮
物
語
」（
東
京
国

連    
載

筆
跡
で
読
む

　古
典
作
品

平
仮
名
が
紡
ぐ

物
語
文
学

2
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九州国立博物館長

島
しま

谷
たに

弘
ひろ

幸
ゆき

1953年岡山県高梁市生まれ。
東京教育大学卒。小松茂美博
士に師事。東京国立博物館副
館長を経て，2015年から九州
国立博物館長。文部科学省教
科用図書検定調査審議会委員
（08～17年度）など歴任。

筆跡で読む古典作品●2

語
絵
巻
」
も
現
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
絵
巻

に
は
物
語
だ
け
で
は
な
く
、
寺
社
の
縁
起
を
普

及
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
絵
画

化
さ
れ
た
段
落
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ
に
相
応

す
る
詞
書
の
部
分
を
読
み
聞
か
せ
て
理
解
を
助

け
る
「
絵え

解と

き
」
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
た

め
、
絵
巻
の
多
く
は
比
較
的
読
み
や
す
い
書
風

で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
当
時
に
盛
行
し
た

書
風
で
の
書
写
で
あ
り
、
各
時
代
の
美
意
識
が

反
映
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
も
谷
崎
潤
一
郎
、

与
謝
野
晶
子
な
ど
著
名
な
作
家
に
よ
る
口
語
訳

が
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
専

門
家
で
な
い
我
々
が
原
語
で
千
年
前
の
文
学
を

鑑
賞
で
き
る
の
は
、
日
本
語
の
特
性
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

立
博
物
館
蔵
）、あ
る
い
は『
源
氏
物
語
』と『
狭

衣
物
語
』
の
歌
を
左
右
に
番つ
が

え
て
歌
合
と
し
た

伝
藤
原
為
家
筆
「
姫
路
切
」
な
ど
の
存
在
が
知

ら
れ
る
。
新
し
い
文
芸
作
品
で
あ
る
物
語
に
対

す
る
評
価
が
定
着
す
る
の
に
時
間
を
要
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る

で
あ
ろ
う
。し
か
し
、潜
在
的
に
は
多
く
の
人
々

に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
源
氏
物
語
絵

巻
」
の
存
在
か
ら
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。
や

が
て
、
物
語
が
評
価
を
高
め
、
文
学
、
歴
史
な

ど
の
物
語
が
多
く
の
人
々
に
大
切
に
受
け
つ
が

れ
な
が
ら
、
享
受
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
説
話
物
語
の
代
表
と
も
い
え
る『
竹
取
物
語
』

で
は
、
十
四
世
紀
の
北
朝
の
天
皇
で
あ
る
後
光

厳
天
皇
の
筆
と
伝
え
る
断
簡
の
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
近
世
に
作
ら
れ
た
「
竹
取

物
語
絵
巻
」
が
国
会
図
書
館
や
立
教
大
学
な
ど

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
国
会
図
書
館
蔵
の
絵
巻

で
は
、
詞
書
に
金
泥
の
下
絵
を
施
し
た
華
麗
な

料
紙
を
用
い
て
、
行
書
体
と
草
書
体
に
仮
名
を

交
え
て
美
し
い
連
綿
を
駆
使
し
て
書
き
連
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
の
部
分
を
改
行
し
て

わ
か
り
や
す
く
し
、
一
部
の
段
落
の
末
尾
に
は

散
ら
し
書
き
で
の
執
筆
を
見
せ
て
お
り
、
手
許

に
置
い
て
鑑
賞
す
る
調
度
と
し
て
制
作
し
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
長
編
の
『
平
家
物
語
』
の
全
巻
を
絵

巻
化
し
た
岡
山
の
林
原
美
術
館
蔵
の
「
平
家
物
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源
氏
物
語
絵
巻

　鈴
虫
二

平
安
時
代

　十
二
世
紀

　五
島
美
術
館
蔵



リ

レ 　 連 載
授
業
に
役
立
つ

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
4

　
授
業
づ
く
り
に
役
立
つ
本
、
授
業
と
か
ら
め
て
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
本
な
ど
を

紹
介
す
る
リ
レ
ー
連
載
。
今
回
の
ご
担
当
は
、
兼
森
理
恵
さ
ん
（
丸
善
丸
の
内
本

店 
児
童
書
担
当
）
で
す
。

本
で
触
れ
る

十
代
の
リ
ア
ル

丸善丸の内本店 児童書担当

兼
かね

森
もり

理
り

恵
え

1976年，東京都生まれ。99年，
ジュンク堂書店入社。池袋本店，
新宿店を経て，現職。児童書担当。
書店業のかたわら，絵本レーベ
ル「らいおんbooks」にも携わる。

12

　
十
代
の
頃
に
た
く
さ
ん
本
を
読
ん
で
い
て
よ

か
っ
た
な
あ
と
思
っ
た
の
は
、
結
婚
し
た
時
だ
。

い
た
っ
て
普
通
の
家
庭
に
育
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
。

で
も
、
き
ち
ん
と
同
じ
時
間
に
食
卓
を
囲
み
、
誰

か
が
ち
ょ
っ
と
で
も
危
な
い
目
に
遭
い
そ
う
に
な

る
と
、
こ
の
上
な
く
心
配
す
る
よ
う
な
家
族
の
出

て
く
る
物
語
を
読
む
た
び
に
、「
こ
れ
は
お
話
の

中
だ
か
ら
だ
」
と
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
な
子
ど

も
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
大
人
に
な
っ
て
出
会
っ
た

夫
の
家
族
に
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
。
だ
っ
て
、

「
本
で
読
ん
だ
ま
ん
ま
」
だ
っ
た
の
だ
！
　
物
語

を
通
し
て
知
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
。
何
食
わ
ぬ
顔

を
し
て
、
私
は
今
、
そ
の
一
員
で
い
る
。

　
こ
の
二
十
年
ほ
ど
で
、
い
ろ
ん
な
問
題
に
直
面

す
る
子
ど
も
た
ち
や
家
族
の
姿
が
描
か
れ
た
作
品

が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。
私
の
よ
う
に
、
典

型
的
な
家
族
の
姿
に
違
和
感
を
抱
く
子
ど
も
の
お

語
。
毎
日
み
ん
な
が
同
じ
も
の
を
食
べ
る
っ
て
、

よ
く
考
え
る
と
な
ん
だ
か
不
思
議
。
で
も
、
そ
の

味
の
感
じ
方
は
き
っ
と
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
ろ
う
。

　
七
人
の
高
校
生
と
三
人
の
中
学
生
が
主
人
公
の

短
編
連
作『
き
み
の
た
め
に
は
だ
れ
も
泣
か
な
い
』

は
、
人
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
自
分
を
見
つ
め

る
こ
と
の
大
事
さ
、
己
を
知
り
そ
の
行
動
に
責
任

を
取
る
こ
と
が
未
来
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　『
15
歳
、ぬ
け
が
ら
』
は
社
会
問
題
を
取
り
扱
っ

て
い
る
。
貧
困
に
苦
し
み
日
々
を
生
き
抜
く
こ
と

が
苦
痛
な
子
ど
も
た
ち
が
い
る
こ
と
を
知
る
き
っ

か
け
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

　
共
感
し
て
も
し
な
く
て
も
い
い
。
知
る
こ
と
が

大
事
な
の
だ
。
そ
し
て
、
他
の
人
を
通
し
て
自
分

の
姿
も
、
き
っ
と
く
っ
き
り
見
え
て
く
る
。

話
も
少
な
く
な
い
。
私
も
そ
う
い
う
本
を
十
代
の

頃
に
読
め
て
い
た
ら
、
も
っ
と
楽
に
な
れ
て
い
た

だ
ろ
う
。
全
く
違
う
個
性
が
、
同
じ
教
室
に
閉
じ

込
め
ら
れ
る
窮
屈
な
学
校
生
活
。
で
も
、「
個
の

違
い
」
を
理
解
す
る
だ
け
で
、
少
し
だ
け
生
き
や

す
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
そ

ん
な
思
い
を
抱
え
る
中
学
生
に
向
け
て
、
十
代
の

リ
ア
ル
が
ぎ
ゅ
っ
と
詰
ま
っ
た
四
作
品
を
お
す
す

め
し
た
い
。

　
誰
も
が
通
る
一
瞬
の
き
ら
め
き
を
見
事
に
切
り

取
っ
た
一
ク
ラ
ス
二
十
四
人
全
員
が
主
人
公
の

『
ク
ラ
ス
メ
イ
ツ 

〈
前
期
・
後
期
〉』。
あ
り
ふ
れ

た
日
常
の
中
で
感
じ
る
思
春
期
に
伴
う
痛
み
や
閉

塞
感
。
で
も
、
そ
こ
か
ら
続
い
て
ゆ
く
未
来
が
あ

る
か
ら
こ
そ
希
望
の
あ
る
読
後
感
。

　『
給
食
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
』
は
六
人
の
中
学
生
が

給
食
を
き
っ
か
け
に
少
し
ず
つ
成
長
し
て
い
く
物

きみのためには
だれも泣かない
梨屋アリエ 著
ポプラ社／ 2016年 クラスメイツ〈前期・後期〉

森 絵都 著
偕成社／ 2014年

15歳、ぬけがら
栗沢まり 著
講談社／ 2017年

給食アンサンブル
如月かずさ 作
光村図書出版／ 2018年
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い
つ
も
ど
お
り
の
、 

け
れ
ど
誰
か
に
と
っ
て
は

特
別
な
給
食
―
―

六
人
の
中
学
生
た
ち
の

揺
れ
る
心
が
、

給
食
を
き
っ
か
け
に

変
わ
っ
て
い
く
。

や
さ
し
く
胸
に
響
く

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ス
ト
ー
リ
ー
。

給食アンサンブル
如月かずさ 作 / 五十嵐大介 絵
定価：本体 950円＋税 
188㎜×128㎜ / 並製 / 192p
ISBN978-4-8138-0078-1 C8093

  好評発売中  

光村図書出版株式会社　●ご注文は，お近くの書店または弊社ウェブサイトで。   www.mitsumura-tosho.co.jp

こ
の
給
食
、

き
っ
と
忘
れ
な
い
。

「2019 若い人に贈る読書のすすめ」（（公社）読書推進運動協議会）の一冊に選ばれました。


