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若
人
、
い
ざ

　
先
日
、
授
業
で
ち
ょ
っ
と
余
っ
た
時
間
が

あ
っ
た
の
で
、「
青
年
、
若
者
、
若
人
」
が

男
女
い
ず
れ
か
を
聞
い
て
み
た
。
す
る
と
、

全
員
が
「
青
年
」
と
い
う
の
は
男
で
は
な
い

か
と
い
う
。「
若
人
」
に
つ
い
て
も
男
で
は

な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。「
青
年
海

外
協
力
隊
」「
青
年
の
家
」
み
た
い
に
、
集

合
と
し
て
言
う
場
合
は
男
女
両
方
を
指
す
が
、

「
一
人
の
青
年
が
歩
い
て
い
た
」
と
書
い
て

あ
っ
た
と
す
る
と
、
確
か
に
男
を
想
像
し
て

し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
。「
青
年
」
を
辞

書
で
引
く
と
、「
年
の
若
い
人
。
青
春
期
に

あ
る
男
子
、
ま
た
女
子
。
多
く
、
一
四
、五
歳

か
ら
二
十
代
く
ら
い
の
時
期
の
人
を
い
う
。」

（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）

と
い
う
記
述
も
あ
る
が
、「
青
春
期
の
男
女
。

10
代
後
半
か
ら
20
代
の
、
特
に
男
子
を
い
う

こ
と
が
多
い
。」（
小
学
館
『
大
辞
泉
』
第
二

版
）
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。「
青
年
」
に

は
男
女
で
の
偏
り
が
あ
り
そ
う
だ
。
ち
な
み

に
「
少
年
」
も
そ
う
だ
が
、「
少
女
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
。「
青
年
」に
対
し
て「
青
女
」

は
な
い
。「
若
者
」「
若
人
」
に
つ
い
て
も
男

女
の
偏
向
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
つ
い
で
な
が
ら
「
青
年
、
若
者
、
若
人
」

が
そ
れ
ぞ
れ
何
歳
か
も
聞
い
て
み
た
。
ほ
ん

の
17
人
の
デ
ー
タ
な
の
だ
が
、
参
考
ま
で
に

紹
介
す
る
と
、
各
々
の
最
低
年
齢
と
最
高
年

齢
は
、
青
年
で
16.2
─
26.8
歳
、
若
者
で
14.0
─

29.9
歳
、
若
人
は
12.5
─
27.8
歳
だ
っ
た
。
中
央

値
は
ほ
ぼ
21
歳
く
ら
い
で
基
本
的
な
イ
メ
ー

ジ
は
重
な
る
。
若
く
て
も
い
い
の
は「
若
人
」

の
よ
う
で
、「
青
年
」
は
範
囲
が
狭
い
。
私

の
中
学
校
の
校
歌
に
は
、「
若
人
」
と
い
う

言
葉
が
あ
っ
た
か
ら
、「
若
人
」
に
は
中
学

生
も
入
る
。
逆
に
、「
集
え
、
青
年
」
の
よ

う
な
表
現
の
あ
る
中
学
校
校
歌
は
な
さ
そ
う
。

　
で
は
「
若
い
人
」
は
ど
う
だ
ろ
う
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
用
例
を
見
る
と
、「
会
員
を

増
や
す
た
め
に
若
い
人
に
声
を
か
け
ま
し

た
」
み
た
い
な
例
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の

会
と
は
老
人
会
。「
老
人
会
で
は
、
若
い
人

は
ラ
ジ
オ
体
操
を
…
…
」
の
よ
う
な
表
現
も

で
き
る
。「
若
い
」
と
い
う
性
質
は
相
対
的

な
の
だ
。
そ
し
て
、「
若
い
人
」
と
い
う
「
語

を
組
み
合
わ
せ
た
表
現
」
の
場
合
、「
若
い
」

と
い
う
語
の
意
味
が
生
き
て
さ
え
い
れ
ば
い

い
。
だ
か
ら
、老
人
会
の
会
員
で
も
「
若
い
」

こ
と
は
あ
る
。
一
方
、「
若
者
」「
若
人
」
は

一
つ
の
単
語
と
し
て
意
味
が
特
殊
化
し
て
い

る
の
で
、
老
人
会
に
は
入
れ
な
い
。

　
さ
て
、
私
の
中
学
校
の
校
歌
の
「
若
人
」

は
、
も
ち
ろ
ん
両
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
思
っ
て
懐
か
し
の
校
歌
を
歌
っ
て

み
た
。「
♪
集
い
来
し
若
人
、
い
ざ
、
ふ
ー
ふ
、

ふ
ー
ふ
っ
ふ
ふ
ー
ん
」。
あ
れ
？
　
記
憶
が

薄
れ
て
、
途
中
か
ら
ハ
ミ
ン
グ
に
な
っ
て
し

ま
う
。「
若
人
」
で
あ
っ
た
の
は
は
る
か
昔
。

で
も
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
ま
だ
「
若
い

人
」。
い
ざ
、
が
ん
ば
ろ
う
！
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

小説家・劇作家・演出家・俳優。
1977年東京都生まれ。97年
に劇団「五反田団」を旗揚げ。
2005年に『愛でもない青春でも
ない旅立たない』で小説家として
デビュー。08年に戯曲「生きて
るものはいないのか」で第52回
岸田國士戯曲賞を，09年に小説

『夏の水の半魚人』で三島由紀
夫賞を受賞。 

　

両
親
は
「
口
先
男
」
と
僕
を
呼
ん
で
お
り
ま

し
た
。「
口
か
ら
先
に
生
ま
れ
た
男
」
と
い
う

意
味
ら
し
く
、
よ
く
喋
る
こ
と
を
揶や

揄ゆ

し
て
呼

ん
で
い
た
み
た
い
で
す
。
よ
く
喋
る
の
は
量
で

は
な
く
て
、
質
の
方
で
し
て
、
口
ゲ
ン
カ
が
得

意
と
い
う
か
、
屁
理
屈
が
得
意
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
幼
い
僕
は
自
分
は
言
葉
を
使
う
の
が

得
意
だ
と
思
い
込
み
、
だ
っ
た
ら
小
説
も
書
け

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
小
説
家
を
目
指
し

た
の
で
し
た
。

　

当
時
は
、
口
語
と
文
語
の
違
い
が
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
今
も
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
が
。
喋
る
言
葉
と
、
書
く
言
葉
は
ど
う

も
違
う
よ
う
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
戯
曲
は
不
思
議
で
す
。
喋
る
言
葉
を

書
き
、
書
い
た
言
葉
を
喋
る
の
で
す
か
ら
。

　

僕
の
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
劇
作
家

と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
喋
る
こ
と
を
そ
の
ま

ま
書
け
ば
戯
曲
に
な
る
の
だ
か
ら
こ
ん
な
楽
な

こ
と
は
な
い
と
、
安
易
に
考
え
て
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
も
行
か
な
い
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
喋
る
言
葉
を
連
ね
て

い
っ
て
も
戯
曲
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
戯
曲
に
は
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
日

常
の
お
し
ゃ
べ
り
に
も
流
れ
は
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
戯
曲
の
流
れ
は
物
語
と
呼
ば
れ
た
り
す
る

流
れ
の
こ
と
で
す
。

　

日
常
の
会
話
に
比
べ
、
戯
曲
上
の
会
話
は
圧

倒
的
に
情
報
量
が
多
い
の
で
す
。
こ
れ
は
文
語

と
口
語
の
違
い
と
は
少
し
違
う
話
で
す
が
、
そ

こ
に
帰
結
す
る
の
で
し
ば
ら
く
お
付
き
合
い
く

だ
さ
い
。

　

簡
単
な
現
象
で
言
う
と
、
戯
曲
の
中
の
人
物

の
方
が
実
際
の
人
物
よ
り
も
た
く
さ
ん
喋
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
戯
曲
の
人
物
の
話
す

言
葉
は
、
日
常
の
人
物
が
話
す
言
葉
に
比
べ
て
、

目
標
が
少
し
遠
く
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
日
常
の
私
た
ち
は
頭

に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
、
例
え
ば
「
お
腹
減
っ
た

ね
」
と
い
う
よ
う
に
話
す
わ
け
で
す
が
、
こ
の

と
き
、
私
た
ち
の
頭
に
は
『
お
腹
が
減
っ
た
か

ら
ご
飯
が
食
べ
た
い
の
だ
け
ど
一
緒
に
ど
う
で

す
か
？
』
と
か
、
も
し
く
は
『
あ
な
た
と
ご
飯

が
食
べ
た
い
で
す
』
と
か
、
そ
う
い
う
程
度
の

目
標
を
も
っ
て
話
し
ま
す
。

　

戯
曲
の
中
の
人
物
は
も
う
少
し
先
を
見
て
い

ま
す
。「
お
腹
減
っ
た
ね
」「
え
？　

そ
う
？
」

「
ど
っ
か
ご
飯
食
べ
に
行
か
な
い
？
」「
う
ー
ん
」

「
あ
、
じ
ゃ
あ
帰
ろ
う
か
」
と
か
。
戯
曲
上
に

未
来
は
書
か
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
未
来
（
こ

こ
で
は
、
一
緒
に
ご
飯
を
食
べ
に
行
く
の
を
諦

め
る
未
来
）
を
ど
う
し
て
も
意
識
し
て
し
ま
い

ま
す
。
作
家
は
た
だ
喋
る
べ
き
言
葉
を
今
ま
さ

に
書
い
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
未
来
を
見

な
が
ら
喋
る
言
葉
を
書
い
て
い
る
。

　

仮
に
、
実
際
に
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
と
こ

ろ
を
録
音
し
て
、
文
字
に
起
こ
す
と
し
ま
す
。

そ
れ
で
戯
曲
に
な
る
か
と
い
う
と
「
な
り
ま

す
」、し
か
し
お
も
し
ろ
く
は
な
い
。そ
れ
は「
水

溜た
ま

り
」
で
は
あ
っ
て
も
「
川
」
で
は
な
い
の
で

す
。
先
ほ
ど
戯
曲
に
は
流
れ
が
あ
る
と
申
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
私
見
で
あ
っ
て
、
流
れ
な

い
戯
曲
も
あ
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。「
水
溜
り
」

の
よ
う
な
戯
曲
で
も
お
も
し
ろ
い
も
の
は
あ
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
き
っ
と
そ
れ
は
、
作
家

の
意
思
が
入
っ
た
「
水
溜
り
」
で
あ
り
、
日
常

の
会
話
そ
の
も
の
と
は
違
う
は
ず
で
す
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
話
し
ま
す
。
日
常
の
会
話

と
戯
曲
の
会
話
の
違
い
の
中
で
、
僕
が
大
き
い

と
思
う
の
は
、
そ
こ
に
見
せ
よ
う
聴
か
せ
よ
う

と
す
る
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
だ
と
思
う
の
で

す
。
戯
曲
は
見
せ
る
聞
か
せ
る
こ
と
を
前
提
に

書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然
、
未
来
を
想
定

し
な
が
ら
書
か
れ
て
い
ま
す
。
望
む
結
末
に
向

け
て
恣
意
的
に
言
葉
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
日
常
と
は
大
き
く
違
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
そ
の
違
い
こ
そ
、
文
語
と
口
語
の
違

い
で
も
あ
る
気
が
す
る
の
で
す
。

　

ま
あ
、
戯
曲
と
は
そ
も
そ
も
口
語
で
書
か
れ

た
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
戯
曲
に
書
か
れ
た
言
葉
は
、
や
は
り
書

き
言
葉
で
あ
り
、
俳
優
の
身
体
を
通
っ
て
は
じ

め
て
話
し
言
葉
に
な
る
。
そ
の
変
態
が
上
手
く

行
か
な
い
と
、
書
き
言
葉
を
話
す
変
な
お
芝
居

が
出
来
上
が
る
の
で
す
。
俳
優
の
身
体
の
中
で

起
き
て
い
る
不
思
議
な
変
化
、
書
き
言
葉
が
話

し
言
葉
に
な
り
、
ま
る
で
文
字
が
生
命
を
得
て

蝶
の
よ
う
に
飛
ん
で
い
く
、
そ
の
瞬
間
を
僕
た

ち
は
興
奮
し
て
眺
め
ま
す
。

　

ま
る
で
言
葉
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

の
で
す
。

　

僕
は
小
説
も
書
き
ま
す
。
大
し
て
上
手
い
文

章
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
で
も
書
か
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
仕
事
が
無
く
て
も
僕
は
書
き
ま
す
。
こ

れ
は
な
ん
な
の
か
。
僕
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は

祈
り
に
近
い
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

喋
る
言
葉
、
小
説
の
言
葉
、
こ
れ
は
誰
か
に

見
せ
る
た
め
の
言
葉
で
す
。
祈
り
の
言
葉
は
誰

か
に
見
せ
る
た
め
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
神

の
よ
う
な
存
在
と
話
す
た
め
の
言
葉
で
し
ょ

う
。
な
ら
ば
僕
の
文
章
が
祈
り
で
あ
る
た
め
に

は
、
誰
か
に
見
せ
る
た
め
に
書
い
て
は
い
け
な

い
。
い
け
な
い
け
ど
、
結
局
そ
れ
で
お
金
を
も

ら
う
わ
け
だ
か
ら
、
最
終
的
に
は
見
せ
る
。
で

も
、
見
せ
る
た
め
に
書
か
な
い
。
で
も
、
見
せ

る
。
で
も
、
そ
れ
を
意
識
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。

　

今
僕
は
そ
の
辺
を
グ
ル
グ
ル
ま
わ
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
と
り
と
め
も
な
い
文
章
は
一
体
、
誰
に

向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
何
の
た
め
に
書
か

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

前
田
司
郎

小
説
家
・
劇
作
家

0203

前田司郎
まえ    だ     し     ろう

言
葉
と
祈
り



お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗
我
部
義
則

筑
波
大
学
附
属
小
学
校
教
諭

青
山
由
紀

『
平
家
物
語
』は
お
も
し
ろ
い
！

特集 『平家物語』を楽しむ

古
典
教
材
の
定
番
と
も
い
え
る
『
平
家
物
語
』。
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
、

子
ど
も
た
ち
は
小
学
校
五
年
で
も
『
平
家
物
語
』
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

小
・
中
の
連
携
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、

中
学
校
で
魅
力
的
な
授
業
を
展
開
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

現
場
の
先
生
方
の
対
談
を
中
心
に
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
集

『
平
家
物
語
』を
楽
し
む

撮
影
：
鈴
木
俊
介

0405

▲琵琶奏者による語りの動画。中学校「国語デジタル
教科書」に収録されている。

　

中
学
校
の
現
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
さ
れ
て

い
る
宗
我
部
先
生
と
、
今
春
『
古
典
が
好
き
に
な

る
』（
光
村
図
書
）
を
上
梓
し
、
小
学
校
で
楽
し

い
古
典
の
授
業
を
さ
れ
て
い
る
青
山
先
生
に
対
談

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
平
家
物
語
』を
使
っ

て
小
・
中
で
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
か
、

『
平
家
物
語
』
の
教
材
と
し
て
の
魅
力
は
何
か
な

ど
、
熱
く
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
語
り
」
の
よ
さ

宗
我
部　

小
学
校
で
は
『
平
家
物
語
』
を
ど
の
よ

う
に
教
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

青
山　

や
は
り
『
平
家
物
語
』
と
の
初
め
て
の
出

会
い
を
楽
し
い
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

で
、
声
に
出
し
て
読
ま
せ
、
独
特
の
調
子
や
リ
ズ

ム
を
体
で
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
小

学
校
の
教
科
書
に
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
品
の
歴
史
的
背
景

や
、「
祇ぎ

園お
ん

精し
ょ
う

舎じ
ゃ

」「
沙し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

」
等
の
難
し
い
言

葉
は
写
真
な
ど
の
資
料
を
使
い
な
が
ら
説
明
し
ま

す
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い

る
琵び

琶わ

奏
者
に
よ
る
語
り
の
動
画
も
見
せ
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
語
り
を
ま
ね
て
、

教
室
が
盛
り
上
が
る
ん
で
す
よ
。「
ぎ
ぃ
〜
お
〜

〜
ん
し
ょ
お
〜
〜
じ
ゃ
〜
〜
の
ぉ
〜
」
っ
て
（
笑
）。
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青
あお

山
やま

由
ゆ

紀
き

東京都生まれ。筑波大学大学院修士課
程修了。私立聖心女子学院初等科を経
て，平成10年より現職。日本国語教育
学会常任理事，全国国語授業研究会常
任理事。著書に『古典が好きになる』（光
村図書），『板書 きれいで読みやすい字
を書くコツ』( ナツメ社／樋口咲子共著）
などがある。光村図書 小学校『国語』
教科書編集委員を務める。

言
葉
の
リ
ズ
ム
に

　
　

躍
動
感
が
あ
り
、

　

音
読
す
る
と
気
持
ち
が
いい
。

         
　
　
　
　
　
　   

　 

（
宗
我
部
）

声
に
出
し
て
読
む
と
き
、

　
「
語
り
」
な
ら
で
は
の

　
　
　
　
　

強
さ
が
あ
る
。

         

　
　
　
　
　
　    

（
青
山
）

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。

宗
我
部　

目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
（
笑
）。

青
山　

琵
琶
の
音
色
に
合
わ
せ
て
語
る
、
と
い
う

こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
は
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い

の
で
、
音
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
勢
い
よ
く
早
口
で
音

読
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
動
画
を
視
聴
し
た

後
は
、
一
つ
ず
つ
音
を
伸
ば
し
な
が
ら
力
強
く
語

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

中
学
生
に
冒
頭
部
分
の
音
声
を
聞
か
せ

る
と
、「
先
生
、
こ
の
調
子
で
ず
っ
と
続
い
て
い

く
ん
で
す
か
」
と
質
問
し
て
く
る
生
徒
が
い
る
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、「
本
編
に
入
る
と
、
も
っ
と

速
く
な
っ
た
り
、
語
る
よ
う
な
調
子
に
な
っ
た
り

す
る
よ
」
と
話
し
、
他
の
部
分
の
音
声
も
聞
か
せ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
教
科
書
に
は
い
ろ
い
ろ

な
古
典
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
平
家

物
語
』
ほ
ど
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
に
躍
動
感
が
あ
る

も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
生
徒
た
ち
に
音
読
さ

例
え
ば
、
与
一
が
目
を
閉
じ
て
「
南な

無む

八は
ち

幡ま
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

…
…
」
と
祈
念
す
る
場
面
。
こ
の
長
い
せ
り
ふ

を
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
話
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

「
与
一
は
本
当
に
声
に
出
し
て
言
っ
た
の
か
な
」

と
発
言
し
た
生
徒
が
い
ま
し
た
。
私
が
す
か
さ
ず
、

「
心
の
中
の
声
な
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
読
み

方
を
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
る
と
、

生
徒
た
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
さ
れ
て
授

業
が
と
て
も
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。「『
あ
の
扇
の

真
ん
中
射
さ
せ
て
た
ば
せ
た
ま
へ
』
に
い
ち
ば
ん

思
い
が
込
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
を
強
く
読
ん

だ
ほ
う
が
い
い
」「
与
一
の
覚
悟
が
感
じ
ら
れ
る

『
弓
切
り
折
り
自
害
し
て
』
を
強
く
読
ん
だ
ほ
う

が
い
い
」「
い
や
、『
こ
の
矢
は
づ
さ
せ
た
ま
ふ
な
』

だ
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

青
山　

な
る
ほ
ど
、
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
心
情

に
迫
る
と
い
う
の
は
、
中
学
生
だ
か
ら
で
き
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
小
学
生
だ
と
、
与
一
は
あ
く

ま
で
お
話
の
中
の
登
場
人
物
。
自
分
と
重
ね
て
心

情
を
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
り
ま
せ
ん
。
よ
く
、

「
小
学
校
で
『
扇
の
的
』
を
扱
わ
れ
た
ら
、
中
学

校
で
教
え
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
」
な

ん
て
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
あ
ま
り
気
に
し
な
く

て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
学
校
の
と
き
に
情

景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
役
割
読
み
し
た
「
扇
の

的
」
を
、
中
学
校
で
は
心
情
を
考
え
な
が
ら
登
場

人
物
に
成
り
き
っ
て
群
読
す
る
。
そ
う
や
っ
て
、

学
び
深
め
て
い
く
お
も
し
ろ
さ
が
味
わ
え
る
は
ず

で
す
。

宗
我
部　

発
達
段
階
に
応
じ
て
子
ど
も
た
ち
が
で

き
る
こ
と
を
引
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
と

授
業
内
容
は
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
ど

ん
ど
ん
重
ね
て
教
え
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
と
思

い
ま
す
。

せ
る
と
役
者
が
か
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
。
時
代
劇

の
よ
う
な
語
り
口
で
読
み
な
が
ら
、
自
分
に
ほ
れ

ぼ
れ
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
（
笑
）。

青
山　

声
に
出
し
て
読
む
と
、
い
い
気
持
ち
に
な

れ
る
の
は
『
平
家
物
語
』
の
魅
力
で
す
よ
ね
。
そ

れ
は
や
は
り
「
語
り
」
の
強
さ
な
の
か
な
と
思
い

ま
す
。

群
読
の
お
も
し
ろ
さ

宗
我
部　
「
扇
の
的
」
で
群
読
を
さ
せ
る
と
、
最

初
は
尻
込
み
し
て
い
た
生
徒
が
、
練
習
が
進
む
と

だ
ん
だ
ん
乗
り
気
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
自
ら

「
与
一
役
を
や
ら
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
て
き
た
り
。

青
山　

そ
れ
は
小
学
生
も
同
じ
で
す
ね
。
最
初
は

嫌
が
っ
て
い
た
の
に
、
実
は
ひ
そ
か
に
与
一
の

せ
り
ふ
を
練
習
し
て
い
た
り
す
る
（
笑
）。
小
学

校
の
教
科
書
に
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
の

「
同
化（
共
感
）」と
「
異
化
」

宗
我
部　
「
扇
の
的
」
で
は
、
与
一
が
扇
を
射
る

ま
で
に
逡し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん巡
す
る
場
面
と
、
最
後
に
舞
い
を
披
露

し
た
男
を
あ
っ
さ
り
と
射
落
と
す
場
面
が
対
照
的

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
与
一
は
扇
を
射
る
と
き
は

あ
ん
な
に
迷
っ
て
い
た
の
に
、
男
を
射
る
と
き
は

何
の
迷
い
も
な
い
。
中
学
生
は
、
そ
こ
に
お
も
し

ろ
さ
を
感
じ
る
よ
う
で
す
。

青
山　

そ
う
な
ん
で
す
か
。
小
学
生
だ
と
、
与
一

が
男
を
射
落
と
す
場
面
を
読
む
と
シ
ュ
ン
と
し
て

し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、「
扇
の
的
」
を
教
え

る
と
き
は
、
扇
を
射
る
と
こ
ろ
ま
で
し
か
取
り
上

げ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

宗
我
部　

小
学
校
段
階
で
は
、「
扇
を
射
る
」
と

い
う
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
面
で
終
わ
り
に
し
て
も

よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
で
も
中
学
校
で
は
、

そ
の
先
も
考
え
さ
せ
た
い
。
な
ぜ
与
一
は
男
を
射

み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
戦
い
の

場
面
に
も
触
れ
さ
せ
た
い
の
で
、
な
る
べ
く
時
間

を
つ
く
っ
て
「
扇
の
的
」
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
小
学
生
に
群
読
を
さ
せ
る

の
は
難
し
い
の
で
「
役
割
読
み
」
に
し
て
い
ま
す
。

配
役
を
決
め
て
、
み
ん
な
で
声
を
出
す
楽
し
さ
を

味
わ
わ
せ
る
ん
で
す
。
役
割
読
み
を
す
る
と
、
情

景
を
頭
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

自
然
と
子
ど
も
た
ち
が
乗
っ
て
く
る
の
で
、
楽
し

い
授
業
に
な
り
ま
す
。

宗
我
部　

中
学
生
に
な
る
と
も
う
少
し
踏
み
込
ん

で
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
っ
て
、
そ
れ
を

声
で
ど
う
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
考
え
さ
せ
ま
す
（
宗
我
部
先
生
の
群
読
の
実
践

は
Ｐ
10
─
11
を
参
照
）。
配
役
を
決
め
た
後
、「
ど

ん
な
ふ
う
に
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
」「
こ
の
と
き

の
与
一
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
話
し
合
わ
せ
ま
す
。
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「
同
化
す
る
体
験
」
と
「
異
化
す
る
体
験
」、

 　

そ
の
両
方
を
味
わ
わ
せ
た
い
。

         

　
　
　
　
　
　   

　
　 

（
宗
我
部
）

「
全
て
わ
か
り
尽
く
せ
な
い
」か
ら
こ
そ
、

　

お
も
し
ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
増
し
て
い
く
。

         

　
　
　
　
　
　   

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
青
山
）

0809

落
と
す
の
に
迷
い
が
な
か
っ
た
の
か
、
私
は
生
徒

た
ち
に
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ん
ざ

ん
話
し
合
っ
た
結
果
、「
そ
れ
が
武
士
と
い
う
も

の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し

た
。
人
を
射
殺
す
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い

た
戦
場
で
は
、
む
し
ろ
扇
を
射
る
こ
と
の
ほ
う
が

異
常
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

青
山　

あ
あ
、
中
学
生
に
な
る
と
そ
こ
ま
で
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

宗
我
部　

私
は
古
典
を
教
え
る
と
き
、「
同
化
す

る
体
験
」
と
「
異
化
す
る
体
験
」、
そ
の
両
方
を

味
わ
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
与

一
が
扇
を
射
る
と
き
に
祈
る
場
面
。
こ
こ
で
生
徒

城
の
月
」
と
同
じ
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
に
、
子
ど

も
た
ち
は
気
づ
く
ん
で
す
。『
平
家
物
語
』
の
冒

頭
部
分
は
言
葉
が
難
解
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
読

ま
せ
て
小
学
生
に
「
無
常
観
」
を
捉
え
さ
せ
る
こ

と
は
難
し
い
。
で
も
、「
荒
城
の
月
」
に
触
れ
た

後
に
読
ま
せ
る
と
、「
栄
え
続
け
る
っ
て
こ
と
は

な
い
ん
だ
ね
」
と
か
「
永
遠
の
テ
ー
マ
な
の
か
も

し
れ
な
い
」
な
ど
と
、
こ
の
テ
ー
マ
が
、
争
乱
の

時
代
か
ら
明
治
期
、
そ
し
て
今
に
も
通
じ
る
こ
と

を
何
と
な
く
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宗
我
部　
『
平
家
物
語
』
の
核
心
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

青
山　
『
平
家
物
語
』
の
テ
ー
マ
は
こ
の
冒
頭
部

分
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
小
学
生

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
楽
し
く
音
読
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
意
味
も
感
じ
取
ら
せ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
扇
の
的
」
な
ど
戦
い

の
場
面
も
紹
介
す
る
こ
と
で
、「
こ
の
続
き
を
も
っ

と
読
ん
で
み
た
い
」
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
私
は
、
興
味
を
も
っ
た
子
ど
も
に
『
平

家
物
語
』
を
平
易
な
言
葉
で
訳
し
た
本
や
、
漫
画

な
ど
を
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
と
は
い

え
、
小
学
校
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
を

追
う
と
こ
ろ
ま
で
し
か
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。
中

学
校
で
人
物
の
心
情
に
迫
っ
て
読
ん
で
い
く
こ
と

で
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
『
平
家
物
語
』
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
小
学

校
で
は
そ
の
素
地
を
作
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
。

宗
我
部　

そ
れ
は
中
学
校
も
同
じ
で
す
。
生
徒
た

ち
が
高
校
に
進
学
し
て
古
典
を
学
ぶ
と
き
、「
ま

た『
平
家
物
語
』を
学
習
で
き
る
ん
だ
な
」と
思
っ

た
り
、「
も
っ
と
読
ん
で
み
た
い
」
と
い
う
気
持

ち
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
、
中
学
校
で
は
、
登
場
人
物
に
同
化
し
て
読

ん
だ
り
、
異
化
し
て
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
人
物

や
当
時
の
人
々
の
生
き
方
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ

せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
山　
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
古
典
の
よ
さ
っ

た
ち
は
与
一
に
共
感
し
、
同
化
し
て
読
む
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
平
然
と
男
を
射
落
と
す
場
面
で
は
、

自
分
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
違
う
「
武
士
」
な
の
だ

と
、
異
化
し
て
読
む
。
そ
う
や
っ
て
今
の
自
分
と

比
べ
て
、
同
化
し
た
り
異
化
し
た
り
し
な
が
ら
、

そ
の
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が
、
古
典
を
学
ぶ
お
も

し
ろ
さ
だ
と
思
い
ま
す
。

大
事
に
し
た
い
こ
と

青
山　

小
学
生
だ
と
、
今
の
自
分
と
比
べ
て
読
む

の
は
難
し
い
の
で
、
古
典
が
「
今
の
時
代
に
も
通

じ
る
な
あ
」
と
感
じ
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
私
は
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分

を
学
習
さ
せ
る
前
に
、「
荒
城
の
月
」
と
出
会
わ

せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
が
。

宗
我
部　
「
春は
る

高こ
う

楼ろ
う

の
花
の
宴え
ん

…
…
」
で
始
ま
る

唱
歌
で
す
ね
。

青
山　

え
え
。
明
治
期
に
作
ら
れ
た「
荒
城
の
月
」

て
、「
全
て
は
わ
か
り
尽
く
せ
な
い
こ
と
」
だ
と

思
う
ん
で
す
。
小
学
校
、中
学
校
、高
校
と
上
が
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
わ
か
る
こ
と
が
増
え
て
、
そ
れ

ま
で
に
学
習
し
た
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、
お

も
し
ろ
さ
が
ど
ん
ど
ん
増
し
て
い
く
。

宗
我
部　

そ
う
や
っ
て
学
び
、
深
め
て
い
け
る
と

こ
ろ
に
、
古
典
が
時
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。

青
山　

子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実

感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

高
校
ぐ
ら
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
こ

に
到
達
す
る
ま
で
、
小
学
校
・
中
学
校
で
重
ね
て

教
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

は
七
五
調
で
リ
ズ
ム
が
よ
く
、『
平
家
物
語
』
の

無
常
観
に
通
じ
る
「
人
の
世
の
栄
枯
盛
衰
の
は
か

な
さ
」
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
う
た
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
唱
歌
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
い
く
と
、
子
ど
も

た
ち
か
ら
「
寂
し
い
歌
だ
ね
」「
は
か
な
い
な
あ
」

な
ど
の
感
想
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、

『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
を
読
ま
せ
る
と
、「
荒

▲小学校では，５年の教科書に『平家物語』の冒頭部
分が掲載されている。
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群
読
で
表
現
し
よ
う

使
用
教
材
「
扇
の
的
」（
二
年
）

１　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
一
年
生
で
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
詩

「
朝
の
リ
レ
ー
」
の
群
読
台
本
を
つ
く
っ
て
読
ん

だ
り
、『
平
家
物
語
』
の
「
坂さ
か

落お
と
し

」
の
場
面
を
ク

ラ
ス
全
員
で
群
読
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、「
扇
の
的
」
で
は
、
十
人
程
度
の
グ
ル
ー
プ

で
群
読
を
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
少
人
数
で

の
群
読
は
、
お
互
い
の
発
表
を
聞
き
合
え
る
の
が

よ
い
と
こ
ろ
で
す
。
仲
間
た
ち
の
声
の
表
現
を
聞

く
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
表
現
を
振
り
返
っ
た
り

工
夫
し
よ
う
と
し
た
り
、
学
び
合
い
が
生
ま
れ
る

か
ら
で
す
。
ま
た
、
与
一
役
や
ナ
レ
ー
タ
ー
役
を

よ
り
多
く
の
生
徒
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る

の
も
、
少
人
数
で
行
う
群
読
の
よ
い
点
で
す
。

２　

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

　
目
標

▼
「
扇
の
的
」
の
文
章
を
読
ん
で
、
場
面
の
様
子

や
状
況
、
登
場
人
物
た
ち
の
心
情
を
想
像
す
る
。

▼
今
と
違
う
中
世
の
武
士
な
ら
で
は
の
と
こ
ろ
を

い
の
で
、
対
句
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
分
け
て

読
む
な
ど
、
群
読
の
表
現
が
よ
り
豊
か
に
な
る
よ

う
な
助
言
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
「
読
み
担
い
」
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ

ま
す
。
声
質
も
考
慮
し
な
が
ら
担
当
を
決
め
る
よ

う
指
導
し
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
「
扇
は
優
雅
に
舞

う
か
ら
女
子
の
声
が
い
い
」
な
ど
と
話
し
合
い
ま

す
。
ま
た
、
単
純
に
一
人
ず
つ
読
み
を
担
当
す
る

の
で
は
な
く
、
群
読
で
は
「
声
を
重
ね
る
部
分
」

を
つ
く
っ
た
ほ
う
が
よ
い
こ
と
を
告
げ
、
声
を
重

ね
る
必
然
性
の
あ
る
と
こ
ろ
を
考
え
さ
せ
る
よ
う

に
し
ま
す
。
そ
の
と
き
も
「
こ
の
場
面
を
映
像
化

し
た
と
き
に
何
が
印
象
的
に
映
し
出
さ
れ
る
だ
ろ

う
」
と
、
映
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。
す
る
と
生
徒
か
ら
「
鏑
矢
が
扇
に

当
た
る
瞬
間
は
、
扇
と
鏑
矢
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
て
映
し
出
さ
れ
る
か
ら
、
扇
と
鏑
矢
の
役
が

い
っ
し
ょ
に
読
む
よ
う
に
し
よ
う
」
な
ど
の
ア
イ

デ
ア
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

群
読
台
本
は
、
教
師
が
あ
ら
か
じ
め
プ
ラ
ン
を

考
え
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
が
、
基
本
的
に
生

徒
た
ち
か
ら
出
て
き
た
意
見
を
も
と
に
分
担
を
決

め
、
台
本
づ
く
り
を
さ
せ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

■
読
み
方
を
考
え
、練
習
を
す
る（
第
三・四
時
）

　
『
平
家
物
語
』
は
武
家
物
語
ら
し
い
読
み
方
を

さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
教
師
が
「
こ
ろ
は
二に
ん

考
え
た
り
、
心
情
な
ど
今
の
自
分
た
ち
に
通
じ

る
と
こ
ろ
を
考
え
た
り
し
て
読
む
。

▼
発
表
の
し
か
た
を
工
夫
し
、
全
員
で
協
力
し
て

発
表
を
行
う
。

		

第
一
時　

内
容
を
大
ま
か
に
つ
か
む

　

・
全
員
で
音
読
す
る
。

　

・
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
。

		

第
二
時　

群
読
台
本
を
つ
く
る

　

・
ど
ん
な
役
を
立
て
る
か
、
原
文
を
読
み
込
ん

　
　

で
決
め
る
。

　

・
配
役
を
決
め
る
。

		

第
三
・
四
時　

読
み
方
を
考
え
、
練
習
を
す
る

　

・
場
面
の
様
子
や
登
場
人
物
の
心
情
を
話
し
合

　
　

い
、
読
み
方
を
工
夫
す
る
。

　

・
練
習
を
し
て
練
り
上
げ
る
。

		

第
五
時　

発
表

　

・
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
を
す
る
。

　

・
他
の
グ
ル
ー
プ
が
工
夫
し
て
い
る
点
な
ど
に

　
　

注
意
し
な
が
ら
聞
く
。

　

・
教
師
の
講
評

月ぐ
わ
つ

…
…
」
と
時
代
劇
の
よ
う
な
重
々
し
い
読
み
方

を
披
露
し
て
み
せ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
扇
の
的
」
で
は
、
与
一
役
の
読
み
を
磨
く
と
、

そ
れ
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
群
の
読
み
全
体

が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
与
一
の

「
南
無
八
幡
大
菩
薩
…
…
」
と
い
う
長
い
せ
り
ふ

を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
が
鍵
に
な
り
ま
す
。
生
徒

た
ち
に
は
、
こ
の
部
分
の
与
一
の
心
情
を
話
し
合

わ
せ
、
ど
う
工
夫
し
て
読
め
ば
い
い
か
考
え
さ
せ

ま
す
。

　

ま
た
、
最
後
の
「
あ
、
射
た
り
。」
と
「
情
け

な
し
。」
の
読
み
も
工
夫
し
が
い
の
あ
る
と
こ
ろ

で
す
。
教
師
は
「
こ
う
読
み
な
さ
い
」
で
は
な
く

「
こ
こ
を
工
夫
し
て
ご
ら
ん
」
と
、「
工
夫
の
し
ど

こ
ろ
」
を
教
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ど
の
よ
う
に

読
む
か
は
生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
る
の
で
す
。

■
発
表
（
第
五
時
）

　

発
表
の
前
に
「
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
〜
と
い

う
点
を
工
夫
し
ま
し
た
」
と
、
自
分
た
ち
の
群
読

の
工
夫
を
説
明
さ
せ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

聞
き
手
は
そ
こ
に
気
を
つ
け
な
が
ら
発
表
を
聞
く

よ
う
に
な
り
、
感
想
を
述
べ
る
と
き
も
「
間
の
取

り
方
を
工
夫
し
た
と
言
っ
て
い
て
、
た
し
か
に
工

夫
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
長
め
に
間
を

取
っ
た
ほ
う
が
よ
り
効
果
的
だ
と
思
い
ま
し
た
」

な
ど
と
、
具
体
的
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

３　

指
導
の
実
際

■
群
読
台
本
を
つ
く
る
（
第
二
時
）

　

生
徒
た
ち
に
は
原
文
を
掲
載
し
た
プ
リ
ン
ト
を

配
布
し
、
そ
れ
に
書
き
込
ん
で
台
本
づ
く
り
を
さ

せ
ま
す
。
群
読
で
は
「
読
み
分
か
ち
」（
ど
ん
な

役
が
ど
こ
を
読
む
か
）
と
「
読
み
担
い
」（
誰
が

ど
う
読
む
か
）
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

ど
う
工
夫
す
る
か
を
考
え
る
過
程
で
、
生
徒
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
解
釈
を
自
由
に
出
し
合
い
、

他
の
読
み
に
触
れ
て
自
分
の
読
み
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

ま
ず
、「
読
み
分
か
ち
」
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
話
し
合
わ
せ
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、
与
一
、

源
氏
軍
、
平
家
軍
、
ナ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
役
を
挙

げ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
以
上
思
い
つ
か
な
い

よ
う
だ
っ
た
ら
、
教
師
が
「
他
に
も
『
何
が
ど
う

な
っ
た
』
と
い
う
視
点
で
役
を
考
え
て
ご
ら
ん
」、

「
こ
の
場
面
を
映
像
化
す
る
と
し
た
ら
、
何
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と
投
げ
か

け
る
と
、
扇
、
鏑か
ぶ
ら

矢
、
風
、
舟
な
ど
の
役
が
挙
が

り
ま
す
。
さ
ら
に
「
扇
の
的
」
は
対
句
表
現
が
多

４　

お
わ
り
に

　

群
読
は
練
習
が
進
ん
で
い
く
と
、
個
々
の
読
み

が
影
響
し
合
い
、
響
き
合
っ
て
お
互
い
の
高
め
合

い
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
群
読
を
取
り
入
れ
る

こ
と
の
、
そ
の
発
表
に
向
け
て
力
を
合
わ
せ
る
こ

と
の
よ
さ
を
実
感
す
る
瞬
間
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
は
、
重
厚
で
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
、

読
ん
で
い
て
気
持
ち
の
よ
い
文
体
で
す
。
群
読
の

楽
し
み
を
存
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
古
典
だ

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
談
）

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校─

教
諭

宗
我
部
義
則

実
践  

１
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タイトル
「武士列伝」「美女列伝」など

選んだ人物の名前

エピソードは二つ書かせる。
どこを読んで，その人物を
解釈したかわかるように。

表題目次

人物についての
簡単な説明

人物相関図などを書
いてもよい。その際，
出典を明記させる。

エピソードの中で，人
物のせりふなどを原文
で紹介させる。

「列伝」は４ページでまとめる。最後に，
「私の敦盛評」などと題し，人物に対す
る自分の解釈や評価を述べる。

『
平
家
物
語
』の
列
伝
を
つ
く
ろ
う    

（
二
年
）

１　

は
じ
め
に

　
『
平
家
物
語
』
は
、
人
物
が
魅
力
的
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
登
場
人
物
に
焦
点
を
当

て
た
単
元
「『
平
家
物
語
』
の
列
伝
を
つ
く
ろ
う
」

を
設
定
し
ま
し
た
。
列
伝
を
つ
く
る
こ
と
で
人
物

像
を
分
析
的
に
読
み
取
り
、
さ
ら
に
自
分
の
生
き

方
に
照
ら
し
、
共
感
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
力

を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
（
※
１
）。

２　

指
導
計
画
（
全
十
二
時
間
）

　
目
標

▼
「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
ん
で
、
登
場
人
物
に
つ

い
て
解
釈
し
た
り
、
自
分
の
考
え
に
照
ら
し
て

共
感
し
た
り
評
価
し
た
り
す
る
。

▼
列
伝
づ
く
り
を
通
し
て
、
自
分
が
選
ん
だ
登
場

人
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
を
解
釈
し
、
自

分
の
考
え
に
照
ら
し
て
共
感
し
た
り
評
価
し

た
り
す
る
。
ま
た
、
古
典
作
品
の
登
場
人
物
の

生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。

▼
友
達
の
作
品
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
る
。

那
須
与
一
、
源
義
経
、
巴と
も
え

御ご

前ぜ
ん

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

人
物
を
選
び
、
自
分
な
り
に
列
伝
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
文も
ん

覚が
く

を
選
ん
だ
生
徒
は
、

文
覚
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
紹
介
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
評
価
を
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。

〈
私
の
文
覚
評
〉

　

文
覚
は
、
一
つ
目
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
人
が
で

き
そ
う
に
な
い
こ
と
を
や
っ
て
の
け
、
二
つ
目
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
息
絶
え
る
ま
で
修
行
を
し
て
い

る
。
文
覚
は
無
茶
苦
茶
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
自

分
の
志
を
最
後
ま
で
貫
く
僧
で
あ
る
。
私
は
何
事

も
す
ぐ
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
そ
の

不
屈
の
精
神
を
見
習
い
た
い
と
思
っ
た
。

４　

お
わ
り
に

　

本
単
元
で
は
現
代
語
訳
を
中
心
的
な
テ
キ
ス
ト

と
し
て
用
い
ま
し
た
が
、
列
伝
づ
く
り
に
原
文
を

引
用
さ
せ
る
場
を
設
け
た
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
が

自
ら
進
ん
で
原
文
を
手
に
取
り
読
も
う
と
す
る
姿

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
内
容
を
理
解
し
、
作
品
へ
の

興
味
が
あ
れ
ば
、
原
文
を
読
ん
で
み
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
起
こ
り
、
あ
る
程
度
原
文
の
意
味
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、

生
徒
が
古
典
作
品
に
親
し
も
う
と
す
る
姿
勢
を
育

む
単
元
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

		

導
入			（
二
時
間
）『
平
家
物
語
』に
関
心
を
も
つ

　

・
Ｄ
Ｖ
Ｄ　
『
人
形
歴
史
ス
ペ
ク
タ
ク
ル 

平
家

　
　

物
語
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
）
第
五
部

　
　

を
視
聴
す
る
。

　

・『
吉
村
昭
の
平
家
物
語
』（
講
談
社
文
庫
）
を
一

　
　

人
一
冊
配
り
、
長
期
休
暇
中
に
各
自
で
読
む
。

		

第
一
次			（
一
時
間
）
学
習
の
見
通
し
を
も
つ

　

・
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本
（
※
２
）
を

　
　

見
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

		

第
二
次			（
三
時
間
）「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
む

　

・「
敦
盛
の
最
期
」
を
読
み
、
敦
盛
に
対
す
る

　
　

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

　

・
教
師
の
見
本
を
見
て
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を

　
　

ど
う
言
葉
で
表
現
す
る
の
か
考
え
る
。

		

第
三
次			（
五
時
間
）
列
伝
を
書
く

　

・
自
分
が
選
ん
だ
人
物
に
つ
い
て
列
伝
を
書
く
。

		

第
四
次			（
一
時
間
）
友
達
の
作
品
を
読
み
合
う

　

 

・
全
員
の
作
品
を
ま
と
め
た『
平
家
物
語
列
伝
』

　
　

を
読
み
、
友
達
の
考
え
に
触
れ
る
。

　

・
あ
と
が
き
を
書
き
、
学
習
を
振
り
返
る
。

３　

指
導
の
実
際

■
「
敦
盛
の
最
期
」を
読
ん
で
、列
伝
づ
く
り

　

の
基
礎
を
学
ぼ
う
（
第
二
次
）

　

初
め
に
、
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本
を
見

せ
、
列
伝
に
は
、
人
物
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
と
も
に
、
書
き
手
が
「
人
物
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
」「
人
物
の
行
動
に
対
し
て
ど
う

思
っ
て
い
る
か
」
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

捉
え
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
敦
盛
の
最
期
」
を
音
読
し
、
全
員

で
内
容
を
確
認
。
敦
盛
の
人
物
像
を
捉
え
さ
せ
る

た
め
、
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
要
領
で
、
登
場
人
物
の
行

動
や
せ
り
ふ
、
そ
の
他
読
み
取
っ
た
情
報
を
メ
モ

さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
、
自
分
な
り
に
敦

盛
を
解
釈
し
評
価
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
再
び

列
伝
の
見
本
を
見
な
が
ら
、
文
章
構
成
や
図
な
ど

を
ど
う
活
用
す
る
か
な
ど
を
確
認
さ
せ
ま
し
た
。

■
列
伝
を
書
こ
う
（
第
三
次
）

　
『
吉
村
昭
の
平
家
物
語
』
を
読
ん
で
、
人
物
を

一
人
選
び
列
伝
を
書
か
せ
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
、

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

実
践  

２

※１　この単元で言う「列伝」とは，紀伝体による歴史編纂法の一つである列伝から発想を得て，本単元用にアレンジしたもの。

※
２
　
教
師
が
作
成
し
た
列
伝
の
見
本
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■
学
習
目
標

　

今
回
、
甲
斐
先
生
は
、
学
習
目
標
を
次
の
よ
う

に
設
定
し
、
指
導
を
さ
れ
ま
し
た
。

①
文
章
の
内
容
を
理
解
し
、
自
分
の
言
葉
で

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
。

②
書
か
れ
て
い
る
文
章
か
ら
、
筆
者
の
考
え

や
意
図
（
筆
者
の
述
べ
方
）
を
分
析
す
る
。

③
伝
え
た
い
内
容
を
生
き
生
き
と
話
す
。

　

②
は
、
前
号
で
紹
介
し
た
授
業
に
は
な
か
っ
た

目
標
で
す
。
「
前
回
よ
り
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
さ
せ
た

か
っ
た
」
と
話
す
甲
斐
先
生
。
教
材
文
の
内
容
を

理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
科
学
者
で
あ
る
筆
者
の

「
述
べ
方
」
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
単
元
名
も
変
え
て
「
科
学

の
言
葉
、
科
学
の
考
え
」
と
し
ま
し
た
。
文
章
の

構
成
や
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
、
科
学
者
で
あ

る
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
の

か
分
析
し
な
が
ら
読
む
こ
と
は
、
他
の
説
明
文
を

読
む
と
き
に
も
役
立
つ
力
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

「
筆
者
を
想
定
し
て
読
む
」
と
い
う
初
の
試
み
。

生
徒
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
小
久
保
先
生
の
文
章
を

分
析
し
、
発
表
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
前
号
（
小
誌
71
号
）
で
は
、
甲
斐
利
恵
子
先
生

が
昨
年
度
に
行
っ
た
「
月
の
起
源
を
探
る
」
を

使
っ
た
授
業
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。「
筆
者
に

な
っ
た
つ
も
り
で
、
月
の
起
源
を
わ
か
り
や
す
く

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
」
と
い
う
内
容
で
、

生
徒
た
ち
が
教
材
文
を
読
み
解
き
、
生
き
生
き
と

発
表
す
る
様
子
を
お
伝
え
し
た
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
授
業
内
容
を
、
筆
者
で
あ
る
小
久
保
英
一

郎
先
生
に
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
、
興
味
を
示
さ
れ
、

後
日
、
甲
斐
先
生
の
教
室
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
全
六
時
間
の
授
業
の
う
ち
、
発
表
の

場
面
（
第
五
時
）
を
参
観
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
。

今
号
は
、
そ
の
様
子
を
お
伝
え
し
ま
す
。

筆
者
が
教
室
に
や
っ
て
き
た
！

使
用
教
材
：「
月
の
起
源
を
探
る
」（
三
年
）

■
い
よ
い
よ
本
番
の
日

　

「
わ
あ
、
本
物
だ
！
」
。
教
室
に
入
っ
て
き
た

小
久
保
英
一
郎
先
生
を
見
て
、
生
徒
た
ち
は
一
気

に
盛
り
上
が
り
ま
す
。
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
教
室

に
始
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
響
き
わ
た
り
、
甲
斐
先
生

は
こ
う
切
り
出
し
ま
し
た
。

　

「
さ
あ
、
と
う
と
う
発
表
の
日
を
迎
え
ま
し
た
。

み
ん
な
、
今
日
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
準
備
し
て

き
ま
し
た
ね
。
す
ご
く
緊
張
す
る
と
思
う
け
ど
、

何
が
起
こ
っ
て
も
、
き
っ
と
小
久
保
先
生
は
宇
宙

の
よ
う
な
広
い
心
で
受
け
止
め
て
く
だ
さ
る
と
思

い
ま
す
（
笑
）。
今
日
の
目
標
は
『
生
き
生
き
と

話
す
こ
と
』。
内
容
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
、
自

分
の
言
葉
で
話
し
ま
し
ょ
う
。
明
る
い
笑
顔
を
忘

れ
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の

目
標
は
『
筆
者
の
述
べ
方
に
つ
い
て
、
自
分
な
り

の
考
え
方
を
発
表
す
る
こ
と
』。
小
久
保
先
生
が

ど
う
い
う
意
図
で
こ
の
よ
う
な
述
べ
方
を
し
て
い

る
の
か
、
中
学
生
の
み
な
さ
ん
な
り
に
分
析
し
た

こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
」
。

　

そ
し
て
、
生
徒
た
ち
は
、
発
表
前
の
最
後
の
練

習
を
行
い
ま
し
た
。
小
久
保
先
生
が
見
て
い
る
前

で
は
、
練
習
に
も
自
然
と
力
が
入
り
ま
す
。　

■
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表　

　

「
で
は
、
発
表
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
『
は
じ
め

に
』
を
担
当
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
、
前
に
出
て
き

て
く
だ
さ
い
」
。
甲
斐
先
生
に
紹
介
さ
れ
、
四
名

の
生
徒
が
発
表
を
始
め
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

生
徒
１　

そ
れ
で
は
、
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
の

発
表
を
始
め
ま
す
。
礼
。
（
全
員
が
礼
を
す
る
）

生
徒
２　

ま
ず
内
容
に
つ
い
て
発
表
し
ま
す
。
こ

の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
（
黒
板
に
貼
っ
た
教
科

書
Ｐ
42
の
写
真
を
拡
大
し
た
パ
ネ
ル
を
指
す
）。

こ
れ
は
、
月
を
宇
宙
探
査
機
か
ら
撮
っ
た
も
の
で

す
。
美
し
い
で
す
よ
ね
。
昔
か
ら
日
本
人
は
こ
ん

な
美
し
い
月
を
、
「
花
鳥
風
月
」
や
「
雪
月
花
」

と
呼
び
、
親
し
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
身
近

で
美
し
い
月
を
見
て
、
み
な
さ
ん
も
一
度
は
思
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
な
ぜ
月
が
そ
こ
に
あ

る
の
か
。

▲練習をする生徒たちの様子を見守
る小久保先生。

撮影：鈴木俊介

▲「みなさん，準備はできたかな」。甲斐先生の笑顔
で授業がスタート。

▲発表原稿を見ながら，最後の練習をする生徒たち。

特
別編

単元：
「科学の言葉，科学の考え」

○学習の流れを知る。
　（単元についての説明）
○「月の起源を探る」を読む。
　（教師の朗読を聴く）
○見出しごとに内容を箇条書き

にしてみる。

○内容の確認
　文章を読む，解説を聞く，プ

レゼンの概要を知る。

○筆者の「述べ方」を探る。
・「ダイコンは大きな根？」（１

年）を読み，段落の役割，述
べ方，キーワードを捉える。

・「ダイコンは大きな根？」を
材料にした発表の手引きを読
み，発表のイメージをもつ。

○分担決め
・「はじめに」「不思議な衛星・

月」「親子か兄弟か，それと
も他人か」「衝突から月へ」

「月を作る実験」「新たな研
究へ」という六つの小見出し
を,１グループが一つの小見出
しを担当するよう割り振る。

○グループごとに，発表のしか
た，筆者の述べ方の工夫につ
いて，話し合う。

○発表の練習，リハーサル

●発表会

○講評・まとめ，学習の振り返り

第 1時

第 2 時

第 3 時

第 4 時

第 5 時

第 6時

■学習指導計画（全６時間）授
業
リ
ポ
ー
ト
（
第
５
時　

発
表
会
）
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生
徒
３　

次
に
こ
の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
（
黒
板

に
貼
っ
た
教
科
書
Ｐ
42
の
図
１
を
拡
大
し
た
パ
ネ

ル
を
指
す
）
。
こ
れ
は
、
月
と
地
球
の
半
径
を
わ

か
り
や
す
く
表
し
た
も
の
で
す
。
地
球
は
惑
星
で
、

月
は
衛
星
で
す
。
月
は
地
球
半
径
の
約
六
十
倍
の

所
を
約
二
十
七
日
か
け
て
公
転
し
て
い
ま
す
。
月

は
地
球
に
最
も
近
く
、
地
球
の
他
に
人
類
が
到
達

し
た
唯
一
の
天
体
で
す
。
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
探

査
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
月
の
組
成
や
構
造
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
起
源

に
つ
い
て
は
謎
が
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。
い
っ
た

い
月
は
ど
の
よ
う
な
天
体
で
、
ど
の
よ
う
に
生
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

生
徒
１　

次
に
「
筆
者
の
述
べ
方
」
に
つ
い
て
発

表
し
ま
す
。
教
科
書
42
ペ
ー
ジ
の
３
行
目
を
見
て

く
だ
さ
い
。
小
久
保
氏
は
月
を
「
最
も
身
近
な
天

体
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
月
を
私
た
ち
の
日
常

生
活
と
結
び
付
け
て
、
読
者
を
引
き
付
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
ペ
ー

ジ
の
５
行
目
で
は
「
花
鳥
風
月
」
「
雪
月
花
」
な

ど
の
言
葉
を
用
い
て
、
月
が
昔
か
ら
日
本
人
に
親

し
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て

い
ま
す
。

生
徒
４　

小
久
保
氏
は
、
私
た
ち
が
当
た
り
前
の

よ
う
に
見
て
い
る
月
に
つ
い
て
、
読
者
へ
問
い
か

け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
身
近
な
も

の
を
問
い
に
す
る
こ
と
で
、
身
の
回
り
に
は
た
く

さ
ん
の
科
学
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
43
ペ
ー
ジ
の
５
行

目
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
「
月
と
は
、
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
天
体
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
誕

生
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
問
題
提
起
を
し
て
い

・
分
裂
説
・
共
成
長
説
・
捕
獲
説
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
親
子
説
・
兄
弟
説
・
他
人
説
と
い
う

別
の
呼
び
方
も
紹
介
し
、
中
学
生
に
も
わ
か

る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

・
48
ペ
ー
ジ
の
７
行
目
で
は
「
研
究
は
今
日
も
続

い
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
小
久
保
氏
が

科
学
の
発
展
に
期
待
し
、
自
分
も
当
事
者
と

し
て
研
究
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。
ま
た
11
行
目
の
「
ど
の
よ
う
な

秘
密
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
、
楽
し
み
だ
」

ま
す
。
こ
れ
は
、
答
え
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な

く
、
読
者
と
疑
問
を
共
有
す
る
効
果
を
ね
ら
っ
て

い
る
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

「
は
じ
め
に
」
を
担
当
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
フ

ロ
ア
を
見
渡
し
な
が
ら
、
明
る
い
声
で
、
生
き
生

き
と
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
「
不
思
議
な
衛
星
・
月
」
「
親
子
か
兄
弟
か
、

そ
れ
と
も
他
人
か
」
…
…
と
、
発
表
は
続
い
て
い

き
ま
す
。

■
「
筆
者
の
述
べ
方
」
に
つ
い
て
の
分
析

　

生
徒
た
ち
は
「
筆
者
の
述
べ
方
」
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
部

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

・
小
久
保
氏
は
、
43
ペ
ー
ジ
の
９
行
目
で
「
太
陽

系
の
他
の
惑
星
と
比
べ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

月
と
他
の
惑
星
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
月

の
質
量
が
い
か
に
大
き
い
か
と
い
う
こ
と
を

捉
え
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

・
43
ペ
ー
ジ
の
18
行
目
で
「
岩
石
の
塊
で
あ
る
巨

大
な
衛
星
、
月
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
倒
置

法
や
体
言
止
め
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
表
現

は
、
と
て
も
科
学
者
が
書
い
た
も
の
と
思
え

ま
せ
ん
。
物
語
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
気
持

ち
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

で
は
、
科
学
に
対
す
る
純
粋
な
好
奇
心
が
感

じ
ら
れ
、
読
者
に
研
究
は
楽
し
い
も
の
だ
と

感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

「
小
久
保
氏
は
…
…
」
と
発
表
す
る
生
徒
た
ち

を
見
つ
め
な
が
ら
、
小
久
保
先
生
は
深
く
う
な
ず

い
た
り
、
時
に
ク
ス
ッ
と
笑
っ
た
り
。
真
剣
に
耳

を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

■
小
久
保
先
生
よ
り

　

そ
し
て
、
す
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
が
終

わ
っ
た
後
、
小
久
保
先
生
か
ら
生
徒
た
ち
へ
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊　

　

み
ん
な
の
発
表
を
聞
い
て
、
「
月
の
起
源
を
探

る
」
を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
く
れ
て
い
る
の
が
伝

わ
っ
て
き
て
、
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
「
体
言

止
め
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
て
科
学
者
っ
ぽ
く
な
い

文
章
だ
」
と
発
表
し
て
く
れ
た
子
が
い
ま
し
た
け

れ
ど
、
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
普
段
、

僕
は
理
科
系
の
文
章
ば
か
り
を
書
い
て
い
ま
す
が
、

実
は
小
説
や
古
典
を
読
む
の
が
大
好
き
な
の
で
、

こ
の
教
材
で
は
、
自
分
の
好
き
な
表
現
を
使
っ
て

書
こ
う
と
試
み
ま
し
た
。
そ
こ
に
気
づ
い
て
く
れ

た
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
、
僕
が
研
究
者
と
し
て
強
く
感
じ
る
の

は
、
「
国
語
」
と
い
う
教
科
は
と
て
も
大
事
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
ま
と

め
た
り
す
る
に
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
言
葉
を

使
い
ま
す
よ
ね
。
国
語
は
す
べ
て
の
勉
強
の
基
本
。

小
・
中
学
校
で
し
っ
か
り
勉
強
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
教
材
文
の
中
で
「
巨
大
衝
突
説
」

が
有
力
で
あ
る
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
仮

説
で
も
、
ま
だ
説
明
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
（
※
）
。
そ
こ
を
今
、
僕
は
大
学
院
生
た
ち

と
い
っ
し
ょ
に
調
べ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ま
さ

に
「
研
究
は
今
日
も
続
い
て
い
る
」
わ
け
で
す
。

　

今
日
、
み
ん
な
の
発
表
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
、

こ
の
教
材
を
書
い
て
よ
か
っ
た
な
と
改
め
て
思
い

ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊　

　

割
れ
る
よ
う
な
大
き
な
拍
手
と
、
生
徒
た
ち
の

笑
顔
で
授
業
は
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

▲生徒たちの発表に，熱心に
耳を傾ける。

▲パネル（教科書の図版を拡大コピーしてつくったもの）
を黒板に貼り，それを指し示しながら説明していった。

▲「教材文を書くのは大変だったけど，書い
て本当によかった」と話す小久保先生。

▲「巨大衝突説」で説明がつかない点について，生徒たちにわかりやすく解説してくれた。

※弊社 HP で，小久保先生がこの点について詳しく述べられています。「シーズン・インタビュー　2012 秋　小久保英一郎」をご覧ください。
　http://www.mitsumura-tosho.co.jp/season/2012_autumn/02.html
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昨
年
度
に
初
め
て
こ
の
教
材
を
見
た
と
き
、
正

直
自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
か
も
と
、
心
配
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
教
科
書
に
あ
る
図
や
写
真
を
見

な
が
ら
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
挑
戦
し
て
み
ま
し

た
。
す
る
と
、
な
ん
だ
か
楽
し
い
う
え
に
、
自
分

が
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
の
か
が
明
瞭
に
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
い
け
る
！ 

と
思
い
ま
し
た
。

　

昨
年
度
の
生
徒
た
ち
と
は
「
情
報
を
わ
か
り

や
す
く
魅
力
的
に
伝
え
る
」
と
い
う
単
元
名
で
、

「
生
き
生
き
と
魅
力
的
に
話
す
」
を
目
標
に
学
習

を
し
ま
し
た
。
内
容
も
理
解
で
き
、
と
て
も
楽
し

い
単
元
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
分
の
中
で
は
、
せ
っ
か
く
科
学
者

の
方
が
書
い
た
文
章
だ
か
ら
、
そ
れ
を
生
か
し
た

単
元
に
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
出
て
き
ま

し
た
。
科
学
者
の
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
の
見

方
・
考
え
方
を
し
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ
の
言

葉
を
使
っ
て
文
章
を
つ
づ
っ
た
の
か
を
真
剣
に
考

え
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
「
筆

者
の
述
べ
方
」
を
分
析
す
る
単
元
を
今
回
は
設
定

し
て
み
ま
し
た
。

　

小
久
保
先
生
が
教
室
に
来
て
く
だ
さ
る
こ
と
を

聞
い
て
本
当
に
楽
し
み
で
し
た
。
本
人
を
前
に
筆

者
の
意
図
に
つ
い
て
発
表
す
る
の
で
す
か
ら
、
お

の
ず
と
熱
が
入
り
ま
す
。
生
徒
た
ち
は
楽
し
そ
う

に
堂
々
と
発
表
し
て
い
ま
し
た
。

　

小
久
保
先
生
の
話
が
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
く

て
感
謝
し
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
「
月
」
「
科

学
」
「
研
究
」
「
筆
者
」
「
言
葉
」
を
深
く
考
え
、

身
近
に
感
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

筆
者
の
述
べ
方
を
分
析
す
る
の
は
難
し
か
っ

た
け
れ
ど
、
小
久
保
先
生
が
中
学
生
に
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
る
こ
と
や
、
月
の
研
究
に

対
す
る
思
い
が
す
ご
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

（
S
さ
ん
）

　

文
章
を
分
析
し
た
ら
、
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、

小
久
保
先
生
の
「
月
の
起
源
」
の
謎
を
追
い
続

け
る
姿
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
す
て
き
だ
な
と
思

い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

 　

（
N
さ
ん
）

　

小
久
保
先
生
の
文
章
を
分
析
し
た
り
、
お
話

を
う
か
が
っ
た
り
し
て
、
理
科
の
授
業
で
教

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
か
が
人
生
を
か
け
て

考
え
、
発
見
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
苦
手
だ
っ
た
理
科

に
興
味
が
わ
き
ま
し
た
。　
　
　

 

（
I
さ
ん
）

　

友
達
と
意
見
を
交
わ
し
な
が
ら
、
文
章
を
分

析
す
る
の
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。
小
久
保
先
生

の
お
話
も
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
も
っ
と

も
っ
と
聞
き
た
か
っ
た
で
す
。　

 

（
O
さ
ん
）

　

小
久
保
先
生
の
言
葉
を
一
つ
一
つ
見
て
い
き
、

ど
ん
な
効
果
を
ね
ら
っ
て
書
い
た
の
か
予
想
す

る
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。 

（
H
さ
ん
）

　

「
月
の
起
源
を
探
る
」
の
文
章
は
少
し
文
学

的
な
の
で
、
科
学
的
な
内
容
な
の
に
読
み
や
す

か
っ
た
で
す
。
小
久
保
先
生
の
他
の
文
章
も
読

ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。　

 

（
T
さ
ん
）

生
徒
た
ち
よ
り

授
業
を
終
え
て

甲
斐
利
恵
子

授
業
を
参
観
し
て

小
久
保
英
一
郎

 

「
月
の
起
源
を
探
る
」
を
書
い
て
か
ら
、
こ
れ

は
授
業
で
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
と
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
文
章
は
、
小

見
出
し
が
あ
っ
た
り
、
図
を
使
っ
た
り
と
こ
れ
ま

で
の
説
明
文
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。 

先
生
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
今
回
、
甲
斐
先
生
の
授
業
を
見
学
す
る

機
会
を
得
、
少
し
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
赤
坂
中
学

校
を
訪
問
し
た
。     

　

授
業
は
、
文
章
を
章
ご
と
に
班
で
分
担
し
、
内

容
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

生
徒
は
筆
者
の
意
図
や
表
現
の
工
夫
を
分
析
す
る
。

自
分
の
文
章
が
ま
な
板
に
乗
せ
ら
れ
て
さ
ば
か
れ

て
い
る
の
を
観
る
の
は
こ
そ
ば
ゆ
く
も
お
も
し

ろ
か
っ
た
。
「
小
久
保
氏
は
…
…
と
述
べ
て
い
ま

す
」
「
小
久
保
氏
は
…
…
と
表
現
し
て
い
ま
す
」。

な
る
ほ
ど
、
小
久
保
氏
は
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
こ

と
を
伝
え
た
い
の
か
、
と
聞
き
入
っ
て
し
ま
う
ほ

ど
だ
。
中
学
生
に
目
の
前
で
小
久
保
氏
、
小
久
保

氏
と
い
わ
れ
る
の
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
経
験

だ
っ
た
。 

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
し
っ
か
り
読
ん

で
も
ら
え
る
の
か
と
う
れ
し
く
思
っ
た
。
緊
張
し

な
が
ら
も
一
生
懸
命
に
発
表
す
る
姿
は
す
が
す
が

し
い
。

　

発
表
練
習
を
聞
い
て
歩
い
て
い
る
と
き
に
あ
る

班
で
「
『
一
月
で
一
月
が
で
き
る
』
と
い
う
表
現

に
は
、
研
究
が
う
ま
く
い
っ
た
小
久
保
氏
の
テ
ン

シ
ョ
ン
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
」
と
い
う
分
析

が
あ
り
、
思
わ
ず
苦
笑
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
あ
そ

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
。

　

授
業
の
最
後
に
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
中
学

生
の
こ
ろ
の
国
語
の
授
業
の
思
い
出
、
国
語
が
と

て
も
大
切
な
教
科
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と

（
な
ぜ
か
拍
手
を
も
ら
っ
た
）
、
「
月
の
起
源
を

探
る
」
執
筆
の
裏
話
（
小
見
出
し
を
巡
る
闘
い
、

親
子
説
、
兄
弟
説
は
最
初
は
親
娘
説
、
姉
妹
説

だ
っ
た
こ
と
…
…
）
、
今
日
も
（
今
朝
も
！
）
研

究
は
続
い
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
つ
い
て
話
し
た
。

話
を
聞
く
生
徒
の
輝
く
目
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

後
日
、
生
徒
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
。
感
想
や

励
ま
し
、
自
分
の
こ
と
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
た
。

と
て
も
う
れ
し
く
読
ん
だ
。
一
つ
紹
介
す
る
な
ら
、

研
究
に
つ
い
て
「
小
久
保
先
生
の
世
代
だ
け
で
は

解
明
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
安
心
し

て
く
だ
さ
い
。
小
久
保
先
生
が
私
た
ち
に
科
学
の

難
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
、
不
思
議
さ
を
伝
え
て
く

れ
た
お
か
げ
で
科
学
者
へ
の
道
を
進
み
、
受
け
継

い
で
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
く
ら
時
間
が

か
か
っ
て
も
く
じ
け
な
い
で
、
こ
れ
か
ら
も
が
ん

ば
っ
て
く
だ
さ
い
」 

と
書
い
て
く
れ
た
生
徒
が

い
た
。
心
が
熱
く
な
っ
た
。
「
月
の
起
源
を
探

る
」
を
書
い
て
よ
か
っ
た
と
し
み
じ
み
思
っ
た
。

かい・りえこ
福岡県生まれ。東京都港区立赤坂中
学校主任教諭。光村図書中学校国語
編集委員。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・東洋館出版社）など。

こくぼ・えいいちろう
宮城県生まれ。理論天文学者。東京大学大
学院総合文化研究科博士課程を修了。国立
天文台理論研究部教授。日本惑星科学会最
優秀研究者賞，文部科学大臣表彰若手科学
者賞を受賞。著書に『一億個の地球』（共著），

『宇宙と生命の起源』（共編著）など。
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平
安
時
代
の
後
期
に
、
仮
名
の
姿
は
完
成
し

ま
し
た
。
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
名
品
が
、
現

存
す
る
最
古
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
写
本
で
あ

る
「
高
野
切
」
で
す
【
図
１
】。
柳
の
枝
の
よ

う
に
し
な
や
か
な
線
が
、
よ
ど
み
な
く
流
れ
な

が
ら
も
、
墨
継
ぎ
の
濃
い
部
分
が
ア
ク
セ
ン
ト

に
な
り
、
強
弱
の
微
細
な
変
化
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
全
体
的
に
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
送
筆

で
す
。
鋒ほ

先さ
き

の
き
い
た
、
繊
細
で
の
び
や
か
な

線
質
、
た
お
や
か
な
連
綿
（
続
け
字
）
の
美
し

さ
な
ど
、
仮
名
の
魅
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し

て
い
る
作
品
で
あ
り
、
仮
名
を
学
ぶ
た
め
の
最

良
の
お
手
本
で
す
。

　
「
高
野
切
」
が
書
写
さ
れ
た
十
一
世
紀
半
ば

に
は
、
日
本
的
優
美
な
感
性
が
う
か
が
え
る
仮

名
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　

仮
名
が
完
膚
な
き
姿
と
し
て
完
成
さ
れ
た
平

安
時
代
の
後
期
に
は
、
意
匠
を
凝
ら
し
た
装
飾

料
紙
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
仮
名

を
味
わ
う
も
う
一
つ
の
見
ど
こ
ろ
が
、
こ
の
装

飾
料
紙
の
美
し
さ
で
す
。
色
と
り
ど
り
の
染
紙

や
、
型
文
様
を
摺す

り
出
し
た
料
紙
、
切き
り

箔は
く

を
ま

き
散
ら
し
た
料
紙
な
ど
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。【
図
２
】
は
『
古
今
和
歌
集
』
が

2

字
で
は
な
く
、
簡
素
化
を
進
め
、
効
率
良
く
書

き
進
め
ら
れ
る
文
字
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。

　

仮
名
の
発
達
は
、
平
安
時
代
の
国
風
文
化
と

大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
仮
名
の
興
隆
に
よ

り
、
和
歌
や
手
紙
、
日
記
、
物
語
な
ど
の
文
芸

が
発
展
し
、
そ
れ
ら
を
速
く
そ
し
て
美
し
く
書

こ
う
と
、
草
仮
名
を
さ
ら
に
大
胆
に
簡
略
化
し

て
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

「
女お
ん
な

手で

」
と
い
い
、
こ
れ
が
今
日
の
「
平
仮
名
」

に
相
当
し
ま
す
。

す
。
も
と
は
漢
字
を
借
り
て
表
記
し
た
こ
と
よ

り
、
借
り
た
文
字
の
意
で
あ
る
「
借
名
」
が
転

じ
て
「
仮
名
」
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
漢

字
は
「
真
名
」（
真
の
文
字
）
と
い
い
ま
す
。

　

仮
名
は
は
じ
め
、
楷
書
や
行
書
で
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
こ
の
字
体

が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
万
葉
仮

名
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
楷
書
を
真

書
と
い
う
こ
と
か
ら
「
真ま

仮が

名な

」、
あ
る
い
は

「
男お
の
こ

手で

」
と
も
い
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
に
な
る
と
、
仮
名
は
草
書
で
書
か

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
草そ
う

仮が

名な

」

と
呼
び
ま
す
。
表
意
文
字
で
は
な
く
、
表
音
文

字
と
し
て
日
本
語
に
あ
て
る
に
は
、
煩
多
な
文

　

私
た
ち
日
本
人
は
、
母
語
を
表
記
す
る
た
め

の
独
自
の
文
字
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

中
国
か
ら
漢
字
が
日
本
に
伝
わ
る
と
、
そ
の
音

を
借
り
て
日
本
語
に
あ
て
る
こ
と
で
、
漢
字
を

用
い
た
日
本
語
の
表
記
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

や
が
て
文
字
と
い
う
概
念
と
、
言
語
表
現
と
し

て
の
機
能
が
理
解
さ
れ
、
漢
字
が
定
着
す
る
と
、

今
度
は
そ
こ
に
日
本
独
自
の
美
し
さ
を
盛
り
込

む
意
識
が
生
ま
れ
、
優
美
に
し
て
華
麗
な
日
本

独
特
の
文
字
が
誕
生
し
ま
す
。
そ
れ
が
仮
名
で

仮
名
の
完
成

　
─
平
安
時
代
─

仮
名
の
成
り
立
ち

書
写
の
教
科
書
で
は
「
仮
名
の
誕
生
物
語
」（
Ｐ
38
）
と
い
う
コ
ラ
ム
で
仮
名
の
成
り
立
ち
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
ま
た
「
昔
の
人
が
書
い
た
文
字
を
見
よ
う
」（
Ｐ
57
）
で
は
、
江
戸
時
代
の
作
品
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
平
安
時
代
に
完
成
し
た
仮
名
の
最
高
峰
で
あ
る
「
高こ

う

野や

切ぎ
れ

」、
雅み

や
び

な
王
朝
貴

族
文
化
の
象
徴
で
も
あ
る
「
元げ

ん

永え
い

本ぼ
ん

古
今
和
歌
集
」、
そ
し
て
実
用
の
書
と
し
て
親
し
ま
れ
た
江
戸
時

代
の
作
品
を
例
に
、
仮
名
の
美
し
さ
と
そ
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

仮
名
を
味
わ
お
う

連    
載　

広
げ
よ
う

書
写
の
世
界
を

2021

▶
図
１　

高
野
切
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵　

部
分
）

▶
図
２　

元
永
本
古
今
和
歌
集
（
国
宝　

東
京
国
立
博
物
館
蔵　

部
分
）

ウ
ェ
ブ
で
は
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ウ
ェ
ブ
で
は
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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小
林
一
茶
の
掛
け
軸
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
【
図

５
】。
上
段
の
和
歌
は
、
お
っ
と
り
と
し
た
書

風
で
書
か
れ
、
ま
さ
に
ふ
わ
ふ
わ
と
風
に
吹
か

れ
る
ま
ま
の
雰
囲
気
が
よ
く
出
て
い
ま
す
。
下

段
に
は
、
笠
を
か
ぶ
っ
た
念
仏
坊
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
書
画
と
も
に
一
茶
が
か
い
た

こ
と
を
知
ら
し
め
る
か
の
よ
う
に
、「
人
も
一

茶
」
と
い
う
花か

押お
う

入
り
の
署
名
を
冒
頭
に
も
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
、
和
歌
と
念

仏
坊
と
署
名
の
配
置
は
絶
妙
な
位
置
関
係
に

な
っ
て
い
ま
す
。
右
下
が
り
に
傾
い
た
念
仏
坊

の
笠
の
上
に
で
き
た
空
間
を
利
用
し
、
そ
こ
に

署
名
を
書
き
入
れ
る
あ
た
り
に
、
一
茶
ら
し
い

個
性
的
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
茶
が
心
か
ら
楽
し
ん
で
書
い
て
い
る

微
笑
ま
し
い
作
品
で
す
。

　

平
安
時
代
以
降
、
書
は
上
流

階
級
の
人
に
の
み
書
か
れ
て
い

ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る

と
寺
子
屋
で
の
習
字
教
育
が
盛

ん
に
な
り
、
書
が
一
般
庶
民
に

ま
で
普
及
し
ま
し
た
。
特
に
松

花
堂
昭
乗
の
書
は
手
本
と
し
て

も
広
く
学
ば
れ
、
実
用
性
を
伴

い
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。

字
配
列
も
特
徴
的
で
、
右
上
か
ら
左
下
に
向
け

て
斜
め
に
線
を
引
く
と
、
上
の
句
が
右
下
の
三

角
形
の
中
に
、
下
の
句
が
左
上
の
三
角
形
の
中

に
そ
れ
ぞ
れ
お
さ
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
前

半
は
墨
を
た
っ
ぷ
り
と
の
せ
、
大
ら
か
で
力
強

く
、
後
半
は
女
手
の
よ
う
に
細
く
キ
リ
リ
と
し

た
線
と
美
し
い
連
綿
で
ま
と
め
上
げ
て
い
ま
す
。

上
の
句
と
下
の
句
の
対
照
的
な
構
成
も
ま
た
見

ど
こ
ろ
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

　

最
後
に
、
今
年
生
誕
二
百
五
十
年
を
迎
え
た

様
式
と
し
て
確
立
し
ま
す
が
、
小
堀
遠
州
の
書

風
は
こ
の
定
家
様
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
コ
ロ

コ
ロ
と
し
た
個
性
的
な
文
字
を
書
い
て
い
ま
す
。

三
段
に
分
け
た
紙
面
構
成
で
、
二
段
目
の
「
や

ま
と
を
く
」
が
書
き
だ
し
、
そ
し
て
上
段
、
最

後
が
下
段
の
順
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
【
図
４
】
は
、
寛
永
の
三さ
ん

筆ぴ
つ

の
一
人
、
松し
ょ
う

花か

堂ど
う

昭し
ょ
う

乗じ
ょ
う

の
巻か
ん

子す

本ぼ
ん

で
す
。
伝
統
的
な
書
を
学

び
、
後
に
松
花
堂
流
（
滝
本
流
）
と
い
う
独
自

の
書
風
を
編
み
出
し
ま
し
た
。
こ
の
和
歌
の
文

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

　現在，台東区立書道博物館の企画展「江戸ワールド」（〜 9 月
25 日まで）において，今回ご紹介した江戸の名品が展示されています。
墨の濃淡や線の強弱，文字の配置，連綿の美しさなど，本物でなけれ
ば味わえない，日本人特有の仮名の世界の奥深さを間近で見ることが
できます。みなさんも博物館を訪れて，日本人のアイデンティティーを探
してみませんか。

江戸時代の仮名に触れよう
書道博物館企画展

「中村不折コレクション 江戸ワールド」のご案内

伝
統
と
実
用
の
仮
名

　
─
江
戸
時
代
─

原
装
の
ま
ま
完
全
に
残
っ
て
い
る
最
古
の
写
本

「
元
永
本
古
今
和
歌
集
」
で
す
。
料
紙
の
色
は

赤
、
白
、
緑
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
濃
淡
の
変
化
が

あ
り
、
文
様
は
唐
草
や
波
、
菱ひ
し

文
様
、
亀
甲
文

様
な
ど
が
施
さ
れ
、
さ
ら
に
金
銀
の
切
箔
や
砂す
な

子ご

な
ど
が
ま
か
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
装
飾

さ
れ
て
い
ま
す
。
料
紙
の
色
調
に
合
わ
せ
て
墨

を
濃
く
し
た
り
、
筆
圧
の
強
弱
を
つ
け
た
り
と
、

装
飾
料
紙
の
特
色
を
活
か
し
て
書
か
れ
た
仮
名

は
よ
り
い
っ
そ
う
輝
き
を
放
ち
、
表
現
の
幅
も

広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
王
朝
貴
族
の
美
意
識
の

高
さ
を
如
実
に
物
語
る
好
例
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
十
二
世
紀
の
仮
名
は
、
多
く
の
作
品
が
こ

の
よ
う
な
美
麗
な
料
紙
に
書
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
は
、
天
皇
や
公
家
に
よ
っ
て
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
平
安
時
代
後
期
の
伝
統

的
な
仮
名
を
も
と
に
、
美
し
さ
と
強
さ
と
を
兼

ね
備
え
た
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
個
性
的
な
仮
名

が
出
現
し
ま
す
。

　
【
図
３
】
は
、
江
戸
時
代
の
大
名
で
茶
人
と

し
て
知
ら
れ
る
小こ

堀ぼ
り

遠え
ん

州し
ゅ
う

が
、
和
歌
を
色
紙
に

書
い
た
も
の
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
歌
人
・
藤
原

定
家
の
書
風
は
、
後
に
定て
い

家か

様よ
う

と
い
う
一
つ
の

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
。　

▶
図
３　

小
堀
遠
州
・
色
紙
（
台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵
）

や
ま
と
を
く
か
ど
た
の
お
も
は
霧
晴
て

ほ
な
み
に
し
づ
む
有
明
の
月

▶
図
４　

松
花
堂
昭
乗
・
書
巻
（
台
東
区
立
書
道
博
物

　
　
　
　

館
蔵 

部
分
）

ま
つ
か
げ
に
岩
井
の
水
を
結
び
あ
け
て 

な
つ
な
き
と
し
と
お
も
ひ
け
る
か
な

▶
図
５　

小
林
一
茶
・
短
歌
軸
（
台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵
）　　

お
へ
風
に
う
し
ろ
任
せ
て
あ
み
だ
笠　

お
の
づ
と
に
し
へ
吹
れ
行
也



平成26年度用教科書　訂正のお知らせ

　平成26年度用教科書では，平成25年度用教科書から以下の箇所を訂正いたします。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
ページ 行など 25年度 26年度

1 上段左
ほかの学習に…
学校生活に…
日常に…

他の学習に…
学校生活に…
日常に…

3 下段右 図版（散
さん

氏
し

盤
ばん

　西周） 図版変更（散
さん

氏
し

盤
ばん

　西周）

4 上段左 行
ぎょう

書
しょ

五
ご

言
ごん

律
りっ

詩
し

軸
じく

　明 行
ぎょう

書
しょ

五
ご

言
ごん

律
りっ

詩
し

軸
じく

　明・清

56 下段左 祇
ぎ

園
おん

精
しょう

舎
じゃ

祇
ぎ

園
おん

精
しょう

舎
じゃ

64 上段左 「火の鳥」漫画少年版（一九五四年）。
せりふやタイトルも手書きで書いている。

「火の鳥」漫画少年版（一九五四年）。
せりふやタイトルも手書きである。

87 中央 段落のはじめは１ます空ける。 段落の初めは１ます空ける。

学年 ページ 行など 25年度 26年度

3年 50

下10 同じものを二つずつ選ぼう。 同じものを選ぼう。

下13 薄暮 暮色

下16 カ　若干 カ　若輩

　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために，理論と実践の分野につ
いて優れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

平成26年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募

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

研究期間 平成 26年４月〜平成 27年３月（原則１年間）

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

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

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上，研究開発活動についての企画書または実施した実践報告
書等の参考書類を添えて，平成 25年12月20日（金）必着で，当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は，返信用封筒（80 円切手添付）を同封の上，当財団事務局
までお申し込みください。

・この応募要項については，都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い，選考結果を平成26年２月末までに通知。
平成 26年３月末に銀行振り込みで交付します。

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

業
授ア

デ
イ

ア
10

ま
ん
が
で

る
見

青
山

  

由
紀の

「
小
学
校
国
語
教
育
相
談
室
」
で
好
評
連
載
し
て
い
た
、

青
山
由
紀
先
生
の
「
古
典
っ
て
楽
し
い
！
」
が
本
に
な
り
ま
し
た
！

小
学
校
古
典
の
授
業
を
、
ま
ん
が
で
分
か
り
や
す
く
ご
紹
介
。

そ
の
ま
ま
授
業
に
使
え
る
資
料
も
豊
富
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

古
典
の
苦
手
な
先
生
、
若
い
先
生
、

ち
ょっ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
授
業
を
し
た
い
先
生
に
お
す
す
め
で
す
。

■まんがで見る授業の様子
■具体的な学習のねらい
■分かりやすい指導のポイント
■そのままコピーして使える資料

［取り上げた教材］
竹取物語／昔話「桃太郎」／枕草子／
平家物語／季節の童謡・唱歌／
春の短歌・俳句／俳句を作る／
故事成語／漢詩／論語

青山由紀／著
吉永直子／まんが

Ａ５版変型（200×220㎜）
168ページ
 定価1,400円＋税
 ISBN978-4-89528-683-1

好評
発売中！

 


