
　
二
十
四
年
度
版
教
科
書
で
は
、

説
明
文
教
材
と
し
て「
記
録
」「
評

論
」「
論
説
」
な
ど
、
多
様
な
文

種
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
の
中
で
も
、
特
に

評
論
に
焦
点
を
当
て
、
ど
の
よ

う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
か
、
ま

た
評
論
を
指
導
す
る
と
き
に
大

事
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
ま
す
。

特
集

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗
我
部
義
則
　
　
　
　
　
　
二
年
生 

（
三
十
五
名
）

単
元
名　

評
論
を
読
む

 

使
用
教
材
：「
君
は
『
最
後
の
晩ば
ん
餐さ
ん
』
を
知
っ
て
い
る
か
」（
二
年
）

授
業
リ
ポ
ー
ト

特

集

二
年
二
学
期
に
は
「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
、

美
術
に
関
す
る
評
論
の
文
章
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
新
教
材
を
使
っ
て
、
宗
我
部
先
生
が
魅
力
的
な
授
業
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
模
様
（
全
六
時
間
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
※
学
習
指
導
計
画
は
P
6
に
掲
載
。

1
ど
ち
ら
が
修
復
後
？

〈
教
材
文
へ
の
導
入
〉〈
学
習
の
ね
ら
い
の
確
認
〉

第
１
時

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
最
後
の
晩
餐
」
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
で
大
き
く
映
し
出
し
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
問
い
か
け
に
、
生
徒
の
視
線
が
ス
ク
リ
ー
ン
に

集
ま
る
。

　
「
知
っ
て
ま
す
！
」「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
だ
よ
ね
」。

最
近
、
美
術
で
こ
の
絵
を
学
習
し
た
ば
か
り
の
生

徒
た
ち
は
自
信
た
っ
ぷ
り
に
答
え
る
。

　
「
で
は
、
み
ん
な
が
美
術
の
時
間
に
見
た
絵

は
、
こ
れ
で
し
た
か
？ 

そ
れ
と
も
こ
っ
ち
で
し

　
　
「
み
ん
な
は
こ
の
絵
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」

　

宗
我
部
先
生
は
そ
う
言
っ
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・

た
か
？
」。
先
生
は
そ
う
言
い
な
が
ら
、
修
復
前

と
修
復
後
の
「
最
後
の
晩
餐
」
を
そ
れ
ぞ
れ
映

し
出
す
。
と
た
ん
に
教
室
が
ざ
わ
め
き
出
し
た
。

「
え
ー
っ
、ど
っ
ち
だ
ろ
う
」「
色
が
違
う
よ
ね
」「
わ

か
ん
な
く
な
っ
て
き
た
…
…
」。

　
「
こ
れ
か
ら
、『
君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
知
っ

て
い
る
か
』
と
い
う
文
章
を
み
ん
な
で
読
ん
で

い
き
ま
す
。『
最
後
の
晩
餐
』
は
今
か
ら
五
百
年

ほ
ど
前
に
描
か
れ
た
絵
で
、
こ
れ
ま
で
に
た
く
さ

0405

▶「最後の晩餐」をプロジェクタで映し，「この
絵を知っていますか」と投げかける宗我部先生。
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影
：
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野
雅
子



　

そ
し
て
、
先
生
は
こ
う
続
け
た
。
「
筆
者
の
布

施
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
レ
オ

ナ
ル
ド
と
呼
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
は
、
さ
っ
き
『
友
達
み
た
い
』
と
言
っ
て
い
た

人
が
い
た
け
ど
、
親
し
み
や
尊

敬
の
気
持
ち
を
込
め
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
ね
」
。
先
生
は
、

筆
者
の
レ
オ
ナ
ル
ド
へ
の
思
い

に
さ
り
げ
な
く
ふ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
後
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

「
大
段
落
１　

布
施
さ
ん
は

『
最
後
の
晩
餐
』
を
ズ
バ
リ

ど
ん
な
ふ
う
に
評
し
て
い
る
だ

ろ
う
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、

み
ん
な
で
考
え
て
い
く
。

　

「
こ
の
『
ズ
バ
リ
』
と
い
う

言
葉
が
大
事
で
す
よ
」
。
先
生

が
そ
う
投
げ
か
け
る
と
、
生
徒

た
ち
は
、
「
科
学
が
生
み
出
し

た
新
し
い
芸
術
」
「
す
ば
ら
し

い
絵
」
「
名
画
」
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
言
葉
を
次
々
と
挙

げ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
の
評
価
を
キ
ー
ワ
ー

ド
で
捉
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、

「
『
新
し
い
芸
術
』
や
『
か
っ

こ
い
い
』
っ
て
、
ど
う
い
う
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
次
の
時
間
か
ら
は
、
『
ど
う

い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
』
と
考
え
な
が
ら
読
み
進

め
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
結
ん
だ
。

　

本
時
か
ら
い
よ
い
よ
本
文
の
読
み
に
入
る
。
先

生
は
、
「
最
後
の
晩
餐
」
を
大
き
く
掲
載
し
た

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
︵
下
写
真
︶
を
配
布
。
そ
し
て
、

生
徒
に
大
段
落
１
を
音
読
さ
せ
た
。

　

語
句
の
説
明
な
ど
を
行
っ
た
後
、
先
生
は
こ
う

投
げ
か
け
た
。
「
本
文
に
『
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
は

～
』
と
あ
る
ね
。
み
ん
な
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
呼
ば
な
い
と
し
た
ら
、

何
と
呼
ぶ
か
な
？
」
。
生
徒
た
ち
は
口
を
そ
ろ
え

て
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
！
」
と
答
え
る
。「
レ
オ
ナ

ル
ド
っ
て
呼
ん
だ
ら
、
友
達
み
た
い
で
変
じ
ゃ
な

い
？
」
。
一
人
の
生
徒
が
ぼ
そ
っ
と
つ
ぶ
や
い
た
。

　

「
友
達
み
た
い
…
…
か
、
な
る
ほ
ど
ね
。

『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』
と
い
う
の
は
、『
ヴ
ィ
ン
チ

村
の
』
と
い
う
意
味
ら
し
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』
は
、『
ヴ
ィ

ン
チ
村
の
レ
オ
ナ
ル
ド
』
と
い
う
意
味
。
私
だ
っ

た
ら
、
練
馬
区
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、『
義
則
・

ダ
・
練
馬
区
』
に
な
る
の
か
な
」
。
先
生
の
た
と

え
に
、
生
徒
か
ら
ど
っ
と
笑
い
が
起
き
る
。

　

そ
し
て
先
生
は
、
辞
書
を
引
い
た
生
徒
の
言
葉

を
受
け
て
、「
評
論
…
物
事
の
価
値
や
善
し
悪
し

に
つ
い
て
評
し
論
ず
る
こ
と
。
そ
の
文
章
。」
と

板
書
。
さ
ら
に
、「
何
が
読
め
れ
ば
『
評
論
を
読

め
た
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
問
い

か
け
た
。
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
生
徒
た
ち
か

ら
、「
筆
者
が
言
い
た
い
こ
と
を
理
解
す
る
」「
筆

者
の
考
え
に
対
し
て
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
」
な

ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

先
生
は
「
評
論
を
読
む
楽
し
さ
、
よ
さ
を
見
つ

け
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
話
し
、
次
の
よ
う
に
板

書
し
た
。

　〈
評
論
を
読
む
楽
し
さ
、
よ
さ
〉

　
・
物
事
に
つ
い
て
知
る

　
・
筆
者
の
見
方
・
考
え
方
に
ふ
れ
る

　
・
筆
者
の
論
じ
方

　
・
そ
の
物
事
や
筆
者
の
見
方
に
つ
い
て
自
分
も

　
　
考
え
る

　
「
そ
れ
で
は
、
み
な
さ
ん
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。

教
科
書
の
一
二
五
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
折
り
込
み
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の

が
、
修
復
後
の
『
最
後
の
晩
餐
』
で
す
」。
生
徒

か
ら
は
「
や
っ
ぱ
り
！
」「
じ
ゃ
あ
、
な
ん
で
薄

く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
？
」
な
ど
の
驚
き
の
声
が
上

が
る
。
次
時
へ
の
期
待
感
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

授
業
の
終
わ
り
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

ん
の
人
々
が
修
復
作
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
修
復
が
一
九
九
五
年
に

終
わ
っ
た
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
が
そ
の
前
の
絵
で
、

ど
ち
ら
か
が
そ
の
後
の
絵
。
ど
ち
ら
が
修
復
後
だ

ろ
う
ね
。
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」。

先
生
は
修
復
前
と
修
復
後
の
絵
が
カ
ラ
ー
で
掲
載

さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
わ
せ
た
。「
う
ー
ん
、
ど
っ
ち
か
な
」「
色
の

薄
い
ほ
う
が
修
復
後
じ
ゃ
な
い
？
」「
私
は
色
の

濃
い
ほ
う
が
修
復
後
だ
と
思
う
。
修
復
で
色
を
薄

く
す
る
っ
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
」「
汚

れ
を
落
と
し
て
い
た
ら
色
が
は
げ
ち
ゃ
っ
た
の
か

も
よ
」。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
飛
び
交
う
。

　

生
徒
た
ち
の
意
見
を
ひ

と
通
り
発
表
さ
せ
た
後
、

先
生
は
こ
う
切
り
出
し
た
。

「
さ
あ
、
謎
が
深
ま
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
、『
君
は
「
最

後
の
晩
餐
」
を
知
っ
て
い

る
か
』
の
学
習
に
入
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

評
論
の
文
章
で
す
。
で
は
、

ま
ず
『
評
論
』
と
い
う
言

葉
を
辞
書
で
調
べ
て
み
ま

し
ょ
う
」。

2
﹁
ズ
バ
リ
﹂

ど
う
評
し
て
い
る
？

〈
大
段
落
１
の
読
み
取
り
〉

第
２
時

学
習
指
導
計
画
︵
全
六
時
間
︶

・
教
材
文
へ
の
導
入

 

「
最
後
の
晩
餐
」
の
修
復
前
と
後
の
画
像

を
提
示
し
、
関
心
を
引
き
出
す
。

・
学
習
の
ね
ら
い
の
確
認

　

何
が
読
め
れ
ば
評
論
が
読
め
た
こ
と
に

な
る
か
を
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
１
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
に
つ
い
て
知
り

（
作
者
・
所
在
な
ど
）、
筆
者
の
絵
に
対
す

る
評
価
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
捉
え
る
。

　
　
　
　
大
段
落
２
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
が
ど
ん
な
場
面
な
の
か
、

ま
た
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸

術
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
２
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
の
背
景
に
つ
い
て
確
認

し
、
絵
を
読
み
解
く
。
そ
し
て
、
「
科
学

が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
２
・
３
の
読
み
取
り

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
理
由
に
つ
い

て
話
し
合
う
。

　
　
　
　
学
習
の
ま
と
め

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
本
当
の
理
由

に
つ
い
て
話
し
合
う
。
筆
者
の
見
方
に
つ

い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

第
１
時

第
２
時

第
３
時

第
４
時

第
５
時

第
６
時

▲ワークシート　本文と照らし合わせながら，絵に書き込みができる
よう，絵を大きく載せた。生徒が実際に書き込んだものは，P10を参照。

※今回の授業では，段落のまとまりを「大段落」と表記しています。

特

集

0607

◀「修復後はどっちかな」。カラープリ
ントを見ながら，グループで話し合う。



3
ど
ん
な
場
面
の

絵
な
の
か

〈
大
段
落
２
の
読
み
取
り
〉

第
３
時

4
ユ
ダ
は
誰
だ
!?

〈
大
段
落
２
の
読
み
取
り
〉

第
４
時

　

先
生
が
そ
う
投
げ
か
け
る
と
、
生
徒
た
ち
は

「
こ
の
人
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
、
ざ
わ
め
き
始

め
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
で
大
き
く
映
し
出
さ
れ
た

「
最
後
の
晩
餐
」
を
見
な
が
ら
、
全
員
で
「
ユ
ダ

が
誰
か
」
を
考
え
て
い
く
。
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
、

ど
れ
が
ユ
ダ
か
知
っ
て
い
る
生
徒
（
Ａ
さ
ん
）
が

い
た
の
で
、
彼
女
に
答
え
を
発
表
す
る
役
を
与
え

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

生
徒
１
「
左
か
ら
四
番
目
の
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い

る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
を
殺
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
」

先　

生
「
Ａ
さ
ん
、
ど
う
？
」

Ａ
さ
ん
「
残
念
！ 

違
い
ま
す
」

生
徒
２
「
右
か
ら
四
番
目
の
人
。
『
私
の
こ
と
で

す
か
？
』
と
い
う
手
を
し
て
い
る
」

Ａ
さ
ん
「
残
念
！ 

」

先　

生
「
で
も
、
手
に
着
目
し
て
い
る
の
が
い
い

ね
。
み
ん
な
も
手
の
表
情
を
見
て
」

生
徒
３
「
左
か
ら
五
番
目
の
人
。
右
手
に
何
か
を

持
っ
て
い
る
。
銀
貨
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
」

先　

生
「
Ａ
さ
ん
、
今
度
は
？
」

Ａ
さ
ん
「
は
い
、
正
解
で
す
！
」

一　

同
「
お
ぉ
っ
！
」
（
歓
声
と
拍
手
）

先　

生
「
で
も
ね
、
銀
貨
に
注
目
し
な
く
て
も
、

ユ
ダ
だ
と
わ
か
る
ん
だ
よ
」

　

授
業
の
冒
頭
で
は
、
前
時
に
話
し
合
っ
た
こ
と

を
発
表
さ
せ
た
。
ま
ず
「
①
ど
ん
な
場
面
を
描
い

た
絵
か
」
に
つ
い
て
。
生
徒
は
「
磔た
っ

刑け
い

の
前
夜
で
、

キ
リ
ス
ト
が
裏
切
り
者
が
い
る
と
予
言
し
、
弟
子

た
ち
が
ざ
わ
め
い
て
い
る
場
面
」
と
発
表
し
た
。

　

先
生
は
、
前
時
で
生
徒
た
ち
が
「
最
後
の
晩

餐
」
の
背
景
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
受

け
て
、
「
キ
リ
ス
ト
は
な
ぜ
磔
刑
に
処
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
た
。
す
る

と
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
と
い
う
生
徒
が
手
を
挙
げ
、

「
最
後
の
晩
餐
」
の
場
面
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明

を
始
め
た
。
裏
切
り
者
は
ユ
ダ
と
い
う
名
前
で
あ

る
こ
と
、
王
様
た
ち
に
追
わ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト

の
居
場
所
を
、
ユ
ダ
は
銀
貨
と
引
き
換
え
に
教
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
…
…
。

　

「
あ
り
が
と
う
。
こ
の
絵
の
背
景
が
よ
く
わ

か
っ
た
ね
。
こ
の
中
に
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
が
い
る

ら
し
い
。
ど
の
人
が
ユ
ダ
か
、
み
ん
な
で
考
え
て

み
よ
う
。
実
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
そ
の
人
物
が

ユ
ダ
だ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
ん
だ
」
。

生
徒
４
「
ユ
ダ
だ
け
が
、
後
ず
さ
り
し
て
い
る
」

先　

生
「
そ
う
、
彼
だ
け
が
キ
リ
ス
ト
か
ら
逃
れ

る
よ
う
な
姿
勢
だ
よ
ね
。
そ
し
て
、
左

手
を
驚
い
た
よ
う
に
広
げ
て
い
る
。
レ

オ
ナ
ル
ド
は
こ
う
や
っ
て
、
ユ
ダ
の
感
情

を
表
し
た
ん
だ
。
他
の
人
物
た
ち
も
い

ろ
ん
な
感
情
が
わ
か
る
よ
う
だ
ね
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

生
徒
は
、
人
物
の
手
に
着
目
し
、
そ
の
ポ
ー
ズ

を
真
似
し
て
い
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
が
い
か
に
手
や

表
情
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
か
が
実
感
で
き

た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
次
に
、
「
②
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し

い
芸
術
と
は
？
」
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
っ
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
た
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も

「
解
剖
学
」
「
遠
近
法
」
「
明
暗
法
」
と
い
う
三

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
考
え
を
ま
と
め
て
い

る
。
先
生
は
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
本
文
の
初
め

の
ほ
う
で
、
「
人
体
の
科
学
」
「
空
間
の
科
学
」

「
光
の
科
学
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気

づ
か
せ
、
「
新
し
い
芸
術
」
と
は
、
こ
の
絵
が
三

つ
の
科
学
的
な
表
現
方
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ

と
を
指
す
、
と
ま
と
め
た
。

　

い
よ
い
よ
次
時
で
は
、
な
ぜ
筆
者
が
「
か
っ
こ

い
い
」
と
思
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
、
こ
の
教

材
文
の
核
心
に
迫
っ
て
い
く
。

　

生
徒
た
ち
は
第
九
段
落
の
「
裏
切
り
が
あ
る
、

と
い
う
予
言
を
耳
に
し
た
弟
子
た
ち
が
驚
き
、
ざ

わ
め
い
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
部
分
を
抜
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
「
キ
リ
ス
ト
は
ど
の

人
？
」
「
な
ん
で
裏
切
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
な
ど
、

こ
の
絵
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
ひ
と
つ
ピ
ン
と

き
て
い
な
い
様
子
だ
。
こ
の
時
間
は
、
①
と
②

の
グ
ル
ー
プ
学
習
で
、
授
業
が
終
わ
っ
た
。

③
な
ぜ
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
の
か
。

　

そ
し
て
、
②
に
つ
い
て
は
「
遠
近
法
」
な
ど
の

言
葉
を
手
が
か
り
に
ま
と
め
る
こ
と
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
の
絵
に
書
き
込
ん
で
「
遠
近
法
」
な
ど
を

実
際
に
確
認
し
て
み
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
た
。
生

徒
た
ち
は
ま
ず
「
①
ど
ん
な
場
面
か
」
に
つ
い
て
、

話
し
合
い
を
始
め
る
。

　

本
時
で
は
、
大
段
落
２
の
読
み
取
り
に
入
る
。

音
読
し
語
句
の
説
明
を
し
た
後
、
先
生
は
こ
う
投

げ
か
け
た
。

　
「
絵
を
『
美
し
い
』
『
き
れ
い
』
と
表
現
す
る

こ
と
は
あ
る
け
ど
、
『
か
っ
こ
い
い
』
っ
て
、
あ

ま
り
言
わ
な
い
よ
ね
。
筆
者
で
あ
る
布
施
さ
ん
は
、

ど
う
し
て
『
か
っ
こ
い
い
』
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
。

　

宗
我
部
先
生
の
ク
ラ
ス
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
う
と
き
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「
進
行
役
」
を

立
て
る
。
進
行
役
は
話
し
合
い
の
前
に
、
ど
の
よ

う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い
か
、
先
生
か
ら
指
示
を

も
ら
い
、
話
し
合
い
を
仕
切
る
役
だ
。
今
回
は
、

次
の
三
点
に
つ
い
て
話
し
合
う
よ
う
先
生
か
ら
指

示
が
出
さ
れ
た
。

①
「
最
後
の
晩
餐
」
は
ど
ん
な
場
面
を
描
い

た
絵
な
の
か
。

②
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

▲話し合いの前に，「進行役」を集
めて，話し合いの進め方を伝える。

◀「遠近法」を確認するため，
絵に線を書き入れる生徒。
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「
科
学
を
知
ら
な
い
人
も
迫
力
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
絵
だ
か
ら
」
「
今
ま
で
に
な
い
、
新
し
い

絵
だ
か
ら
」
と
い
う
意
見
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
授
業
は
ど
ん
ど
ん
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
先
生
は
改
め
て
、
筆
者
が
「
か
っ
こ

い
い
」
と
思
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
各
自
で
意
見

を
ま
と
め
さ
せ
、
何
名
か
に
発
表
さ
せ
た
。
あ
る

生
徒
は
、
「
『
科
学
』
を
駆
使
し
た
今
ま
で
誰
も

描
か
な
か
っ
た
絵
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
『
科

学
』
を
知
ら
な
く
て
も
、
い
き
な
り
迫
力
と
衝
撃

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
絵
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ

を
、
布
施
さ
ん
は
『
か
っ
こ
い
い
』
と
感
じ
て

い
る
と
思
い
ま
す
」
と
発
表
し
た
。
な
か
に
は
、

「
（
先
見
性
の
あ
る
）
レ
オ
ナ
ル
ド
が
か
っ
こ
い

い
」
と
発
表
す
る
生
徒
も
お
り
、
「
か
っ
こ
い

い
」
の
要
因
を
自
分
な
り
に
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
「
布
施
さ
ん
の
評
論
に
つ
い

て
自
分
は
ど
う
思
う
か
」
「
評
論
を
読
む
コ
ツ
は

何
か
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
る
こ
と
を
宿

題
と
し
て
、
授
業
は
終
わ
り
の
時
間
を
迎
え
る
。

　

「
今
日
は
す
ば
ら
し
い
発
言
が
た
く
さ
ん
出
ま

し
た
。
私
は
、
そ
れ
こ
そ
『
か
っ
こ
い
い
！
』
と

思
い
ま
し
た
よ
。
で
は
、
こ
れ
で
「
君
は
『
最
後

の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
の
授
業
を
終
わ
り

に
し
ま
す
」
。
先
生
は
笑
顔
で
授
業
を
締
め
く

く
っ
た
。

な
。
Ｂ
君
が
言
っ
た
よ
う
に
、ひ
と
目
見
て

『
科
学
』
の
理
屈
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、

『
科
学
』
は
、
迫
力
や
衝
撃
を
与
え
る
大

き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
だ
か

ら
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
は
入
れ
て
お
い

た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
」

先　

生
「
な
る
ほ
ど
。
迫
力
や
衝
撃
を
生
む
も
と

に
な
っ
て
い
る
の
が
、
『
科
学
』
だ
っ
て

こ
と
か
。
な
か
な
か
鋭
い
意
見
だ
ね
」

生
徒
９
「
そ
う
い
う
迫
力
を
計
算
し
て
描
い
て
い

る
か
ら
『
か
っ
こ
い
い
』
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

「
衝
撃
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
な
か

で
、
生
徒
た
ち
は
「
か
っ
こ
い
い
」
の
要
因
と
し

て
「
見
た
瞬
間
に
衝
撃
を
受
け
る
絵
だ
か
ら
」

 

「
さ
あ
、
い
よ
い
よ
最
後
の
授
業
で
す
」
。

　

前
時
で
は
、
多
く
の
生
徒
が
「
絵
画
の
『
科

学
』
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
の
要
因
と
し
て
挙
げ

て
い
た
。
先
生
は
、
そ
こ
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る

た
め
、
Ｂ
君
が
「
絵
画
の
『
科
学
』
は
ひ
と
目
で

わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
。
い
き
な
り
『
衝
撃
』
が
く

る
か
ら
『
か
っ
こ
い
い
』
の
だ
」
と
提
起
し
た
こ

と
を
振
り
返
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
「
『
か
っ
こ
い

い
』
の
要
因
と
し
て
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
は
入

れ
た
ほ
う
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
投
げ
か
け

た
。
先
生
の
こ
の
揺
さ
ぶ
り
に
よ
っ
て
、
生
徒
た

ち
は
自
分
の
考
え
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　

生
徒
７
「
第
四
段
落
に
、
『
す
ば
ら
し
い
絵
の
前

に
立
つ
と
～
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
』
と
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
『
衝
撃
』
は
、
す
ば

ら
し
い
絵
に
対
し
て
の
言
葉
。
『
か
っ
こ

い
い
』
の
要
因
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
」

生
徒
８
「
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
に
は
い
ろ
ん

な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

だ
と
思
う
。
だ
っ
て
、
筆

者
が
最
初
に
パ
ッ
と
こ
の

作
品
を
見
た
と
き
、
『
科

学
』
に
つ
い
て
は
わ
か
ら

な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
ま

ず
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
か

ら
『
か
っ
こ
い
い
』
と
感

じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

先　

生
「
な
る
ほ
ど
。
こ
の
Ｂ

君
の
意
見
に
反
論
の
あ
る

人
は
い
る
？
」

生
徒
５
「
う
ー
ん
。
Ｂ
君
の
言

う
と
お
り
、
最
初
は
『
科

学
』
に
つ
い
て
わ
か
ら
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
理
由
を
突
き
詰
め

て
い
っ
た
結
果
、『
科
学
』

が
わ
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

や
は
り
『
か
っ
こ
い
い
』

の
要
因
だ
と
思
い
ま
す
」

生
徒
６
「
第
十
六
段
落
に
、
絵
画

の
科
学
を
目ま

の
あ
た
り
に

で
き
る
こ
と
が
『
か
っ
こ
い
い
』
の
一
つ

の
要
因
っ
て
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ

か
ら
、
『
科
学
』
は
要
因
な
ん
だ
と
思
い

ま
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

意
見
が
ぶ
つ
か
り
、
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
な

か
、
終
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
。
先
生
は
「
お
も

し
ろ
く
な
っ
て
き
た
ね
。
次
の
時
間
で
は
『
か
っ

こ
い
い
』
の
一
番
の
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
締
め
く
く
っ
た
。

　
「
今
日
は
、
筆
者
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
『
か
っ

こ
い
い
』
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
み
ん
な
で
考
え

て
い
き
ま
す
」
。
ま
ず
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ

せ
、
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
さ
せ
た
。

　

そ
し
て
、
「
か
っ
こ
い
い
」
の
理
由
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
、
解

剖
学
な
ど
の
絵
画
の
「
科
学
」
が
駆
使
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
が
修
復
に
よ
っ
て
よ
く
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
な
か
、
男
子
生
徒
・
Ｂ
君
が

思
い
詰
め
た
よ
う
に
こ
う
話
し
だ
し
た
。
「
…
…

グ
ル
ー
プ
の
意
見
は
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
僕
個
人

の
意
見
は
違
う
ん
で
す
」
。
先
生
は
す
か
さ
ず

「
Ｂ
君
は
ど
ん
な
意
見
な
の
？
」
と
発
表
を
促
し
、

そ
こ
か
ら
、
授
業
の
流
れ
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

君
「
『
か
っ
こ
い
い
』
の
理
由
は
、
絵
画

の
『
科
学
』
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

は
な
く
、
『
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
』
こ
と

5
な
ぜ﹁
か
っ
こ
い
い
﹂

の
か

〈
大
段
落
２・３
の
読
み
取
り
〉

第
５
時

6
﹁
か
っ
こ
い
い
﹂
を

探
る

〈
大
段
落
２・３
の
読
み
取
り
〉〈
学
習
の
ま
と
め
〉

第
６
時

▲生徒はワークシートに書き込みながら，教材文の理解を深めていった。
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こ
と
を
生
徒
た
ち
に
追
体
験
さ
せ
る
べ
く
、
絵
を

読
む
た
め
に
丸
一
時
間
と
り
ま
し
た
。
文
章
と
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
絵
に
書
き
込
み
を
し
た
り
、

手
の
ポ
ー
ズ
を
真
似
た
り
す
る
こ
と
で
、
こ
の
絵

の
す
ば
ら
し
さ
を
実
感
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う
や
っ

て
布
施
さ
ん
の
見
方
を
体
感
さ
せ
た
う
え
で
、
最

後
に
「
布
施
さ
ん
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う

思
う
か
」
と
い
う
課
題
を
出
し
ま
し
た
。
評
論
の

授
業
で
は
「
筆
者
の
考
え
」
を
読
み
取
ら
せ
る
だ

け
で
な
く
、
「
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど

う
思
う
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
考
え
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

と
に
か
く
、
こ
の
教
材
は
教
え
て
い
て
と
て
も

楽
し
か
っ
た
。
布
施
さ
ん
の
文
章
も
魅
力
的
で
す

し
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
読
み
を
中
心
に
授
業
を

し
ま
し
た
が
、
今
度
は
「
鑑
賞
文
を
書
く
」
と
い

う
、
「
書
く
こ
と
」
と
組
み
合
わ
せ
た
授
業
も
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
談
）

す
。
こ
の
教
材
で
は
「
筆
者
は
何
を
『
か
っ
こ
い

い
』
と
評
し
て
い
る
か
」
が
読
め
れ
ば
い
い
と
考

え
ま
し
た
。

　

「
科
学
的
な
手
法
を
使
っ
て
い
る
こ
と
」
が
、

「
か
っ
こ
い
い
」
の
で
は
な
く
、
「
科
学
的
な
手

法
を
使
っ
て
、
誰
も
描
か
な
か
っ
た
新
し
い
絵
を

生
み
出
し
た
こ
と
」
が
「
か
っ
こ
い
い
」
。
そ
し

て
、
「
細
部
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、

見
た
瞬
間
に
す
ご
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
」
が

「
か
っ
こ
い
い
」
。
そ
う
い
う
こ
と
を
生
徒
に
読

み
取
ら
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
気
づ
か

せ
る
に
は
、
「
ま
ず
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
」
「
目

の
あ
た
り
に
で
き
る
」
「
い
き
な
り
『
か
っ
こ
い

い
。』」
…
…
こ
れ
ら
の
表
現
が
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。
授
業
を
し
た
ク
ラ
ス
で
は
、
Ｂ
君
が

「
い
き
な
り
『
衝
撃
』
が
く
る
か
ら
『
か
っ
こ
い

い
』
の
だ
」
と
言
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
話

し
合
い
が
深
ま
り
、
核
心
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

筆
者
の
見
方
を
追
体
験
さ
せ
る

　

評
論
は
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
そ
の
人
の
考
え

が
書
い
て
あ
る
文
章
で
す
。
私
は
、
評
論
を
読
む

と
き
、
ま
ず
筆
者
の
立
ち
位
置
に
な
る
べ
く
近
づ

い
て
、
対
象
と
な
る
も
の
を
見
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
布
施
さ
ん
が
感
じ
た

導
入
が
鍵
に
な
る

　

こ
の
教
材
は
、
と
て
も
魅
力
的
な
文
章
で
す
。

し
か
し
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
す
ん
な
り
読
め
る

内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
授
業
の
導

入
で
、
い
か
に
生
徒
た
ち
の
心
を
捉
え
る
か
が
鍵

に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

生
徒
は
、
す
で
に
美
術
の
授
業
で
「
最
後
の
晩

餐
」
を
学
習
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
「
君
は

『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
た

ら
、
絶
対
に
「
知
っ
て
る
！
」
と
答
え
る
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
覆
く
つ
が
え

し
て
驚
か
せ
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。
修
復
前
と
後
の
絵
を
見
せ
て
、
「
ど

っ
ち
が
修
復
後
？
」
と
い
う
導
入
を
し
ま
し
た
が
、

第
一
時
で
生
徒
を
引
き
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
こ
そ
、
読
む
必
然
性
が
生
ま
れ
、
最
終
時
ま
で

集
中
し
て
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

何
を
読
み
取
ら
せ
る
か

　

私
が
教
材
研
究
を
す
る
と
き
、
い
ち
ば
ん
大
事

に
し
て
い
る
の
は
「
何
が
読
め
た
ら
、
こ
の
文
章

を
読
め
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で

生
徒
の
ノ
ー
ト
よ
り

　　　　　　　宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

1962年埼玉県生まれ。お茶の水女
子大学附属中学校教諭。お茶の水
女子大学非常勤講師。国立教育政
策研究所「教育課程実施状況調査
問題（中学校国語）」作成および分
析委員。平成20 年告示中学校学習
指導要領解説国語編作成協力者。
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。
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宗
我
部
先
生
は
、
授
業
の
最
後
に
、「
筆
者
の
評
論
に
対
す
る
自
分
の
考
え
」「
評
論

を
読
む
コ
ツ
」
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
よ
う
課
題
を
出
し
ま
し
た
。

生
徒
の
ノ
ー
ト
か
ら
、
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

繰
り
返
し
出
て
く
る
言
葉
に
注
意
す
る

　

こ
の
文
章
で
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。

た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
重
要
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

そ
の
言
葉
の
ま
わ
り
に
注
意
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
し
た
。（
Ｓ
さ
ん
）

自
分
の
考
え
を
も
つ

　

筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
も

つ
。
そ
れ
で
、
初
め
て
評
論
が
読
め
た
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。（
Ｍ
君
）

そ
の
絵
（
評
論
の
対
象
）
に
つ
い
て
知
る

　

こ
の
文
章
は
絵
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
、
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
ず
絵
の
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。（
Ｔ
さ
ん
）

接
続
詞
に
注
意
す
る

　
「
だ
か
ら
」
「
こ
の
よ
う
に
」
は
、
筆
者
の
考
え
や
伝
え
た
い
こ
と
が
ま
と

め
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
「
だ
が
」
「
し
か
し
」
は
強
調
さ
せ
た
い
こ
と
が
書

い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。（
Ｉ
さ
ん
）

「
評
論
を
読
む
コ
ツ
」　

　
生
徒
た
ち
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
「
コ
ツ
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
筆
者
の
評
論
に
対
す
る
自
分
の
考
え
」　

　

布
施
さ
ん
は
、
ま
ず
第
四
段
落
で
、
「
す
ば
ら
し
い
絵
の
前
に
立
つ
と
、
理
屈

で
は
な
く
、
ま
ず
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
に
共
感
す

る
。
私
は
ま
だ
衝
撃
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
け
ど
、
も
し
す
ば
ら
し
い
絵
を
見
た

ら
、
細
か
く
「
こ
こ
が
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
絵
と
の
「
運

命
的
な
出
会
い
」
の
よ
う
な
も
の
を
直
感
的
に
感
じ
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、
布
施
さ
ん
は
、
第
二
十
段
落
で
「
絵
が
完
成
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、

細
部
の
描
き
込
み
の
す
ご
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
絵
が
も
っ
て
い
る
本
当
の
魅

力
が
『
見
え
な
か
っ
た
』」
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
と
は
違
う
意
見
だ
。
本

当
の
魅
力
は
そ
の
細
部
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
だ
。（
Ｍ
さ
ん
）

　

布
施
さ
ん
の
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と
い
う
評
し
方
に
つ
い
て
、

僕
も
共
感
で
き
る
。
遠
近
法
な
ど
、
そ
の
絵
を
見
た
と
き
に
引
き
付
け
ら
れ
る

要
素
が
た
く
さ
ん
つ
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
今
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
す
ご
い
絵

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
時
は
、
さ
ら
に
新
し
く
感
じ
ら
れ
、
た
く
さ

ん
の
人
を
驚
か
せ
た
と
思
う
。

　

も
う
一
つ
、
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
僕
は
実
際
に
そ
の
絵
を

見
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
見
た
瞬
間
に
ど
う
思
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、

や
は
り
布
施
さ
ん
の
よ
う
に
「
か
っ
こ
い
い
」
と
か
「
心
が
大
き
く
動
か
さ
れ
る
絵
」

と
い
う
考
え
を
も
つ
と
思
う
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
イ
タ
リ
ア
で
本
物
を
見
て

み
た
い
と
思
っ
た
。（
Ｔ
君
）



ル
ニ
ク
ス
」（
三
年
）
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
検
索
シ
ス
テ
ム
を
り
ん
ご
の
木
に
た
と
え
る
な

ど
、
筆
者
独
特
の
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

生
徒
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る

　

宗
我
部
先
生
は
、
第
一
時
で
「
評
論
を
読
む
楽

し
さ
、
よ
さ
を
見
つ
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
生

徒
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
ま
す
が
、
評
論
を
は
じ

め
説
明
文
教
材
と
い
う
の
は
、
本
来
楽
し
い
も
の

な
ん
で
す
。
音
読
し
て
段
落
番
号
を
振
っ
て
…
…

と
い
う
あ
り
き
た
り
な
授
業
で
は
な
く
、
宗
我
部

先
生
の
よ
う
に
修
復
後
の
絵
が
ど
ち
ら
か
考
え
さ

せ
た
り
、
ユ
ダ
は
誰
か
を
話
し
合
わ
せ
た
り
、
生

徒
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
っ
て
授
業
し
て

み
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
生
徒
と
い
っ
し
ょ
に
興
奮

し
、
驚
き
な
が
ら
、
そ
の
教
材
に
ふ
れ
る
こ
と
の

よ
さ
を
感
じ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
（
談
）

書
き
手
の
個
性
を
意
識
す
る

　

ま
た
、
宗
我
部
先
生
は
、
ふ
つ
う
私
た
ち
が

「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
を
、
筆
者
が

あ
え
て
「
レ
オ
ナ
ル
ド
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に

着
目
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
書
き
手
の
個

性
が
表
れ
て
い
る
部
分
を
き
ち
ん
と
拾
い
上
げ
て
、

生
徒
に
考
え
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
い
い
。
筆
者

で
あ
る
布
施
さ
ん
の
文
体
は
、
非
常
に
独
特
で
魅

力
的
で
す
。
絵
画
を
評
す
る
の
に
「
す
ば
ら
し

い
」
や
「
美
し
い
」
で
は
な
く
、
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
、
あ
え
て
表
層
的
に
も
聞
こ
え
る
言

葉
を
使
っ
て
い
る
点
や
、
「
レ
オ
ナ
ル
ド
が
描
き

た
か
っ
た
の
は
『
そ
れ
』
な
の
だ
」
な
ど
の
や
や

持
っ
て
回
っ
た
表
現
を
す
る
点
も
魅
力
的
で
す
。

生
徒
た
ち
に
は
、
ぜ
ひ
こ
う
い
っ
た
文
章
を
読
み

味
わ
う
喜
び
を
感
じ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

二
十
四
年
度
版
教
科
書
に
は
、
書
き
手
の
個
性

が
見
え
る
説
明
文
教
材
が
多
く
位
置
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
例
え
ば
、
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』」

（
一
年
）
で
は
、
研
究
の
過
程
が
図
表
と
と
も
に

具
体
的
に
書
か
れ
て
お
り
、
筆
者
と
い
っ
し
ょ
に
、

研
究
の
過
程
を
体
験
し
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
な

れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
「
ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ

絵
を
鑑
賞
し
た
っ
て
い
い

　

ま
ず
、
導
入
が
大
胆
で
と
て
も
よ
い
と
思
い
ま

し
た
。
生
徒
た
ち
の
興
味
づ
け
が
実
に
う
ま
い
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
国
語
の
先
生
の
中
に
は
、
授

業
で
絵
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

さ
れ
る

方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
内
容
を

深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
評
論
の
対
象
と
な
る
も

の
（
こ
こ
で
は
絵
画
）
を
、
読
み
解
く
時
間
も
大

事
で
す
。
生
徒
た
ち
の
興
味
を
引
き
付
け
る
こ
と

が
で
き
て
、
最
終
的
に
言
葉
の
問
題
に
着
地
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
絵
画
を
じ
っ
く
り
鑑
賞

す
る
時
間
が
あ
っ
て
も
い
い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

宗
我
部
先
生
は
、
授
業
の
前
に
美
術
の
先
生
と

打
ち
合
わ
せ
を
し
た
そ
う
で
す
。
美
術
の
時
間
で

は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
ど
う
扱
っ
た
の
か
、
そ
の

と
き
の
生
徒
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
ど
を
リ

サ
ー
チ
し
、
そ
れ
を
授
業
に
生
か
し
て
い
っ
た
。

そ
う
や
っ
て
、
他
教
科
の
先
生
と
連
携
す
る
こ
と

は
大
事
で
す
。
説
明
文
教
材
で
は
、
理
科
や
社
会

の
先
生
と
連
携
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

教
科
の
枠
を
超
え
て
情
報
交
換
し
、
補
完
し
合
う

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
授

業
が
展
開
で
き
る
は
ず
で
す
。

　　　　　　　髙
たか

木
ぎ

まさき

1958年静岡県生まれ。横浜国立大
学教授。中央教育審議会国語専門
部会委員，全国的な学力調査の実
施方法等に関する専門家検討会議
委員などを歴任する。著書に『「他者」
を発見する国語の授業』（大修館書
店），『合科的・総合的な学習のため
の読書関連単元100 のプラン集』（共
編著　東洋館出版社）など。光村図
書の小学校・中学校「国語」教科書
編集委員を務める。

「君は『最後の晩餐』を知っているか」
参考図書のご紹介 

教材研究に役立つ書籍をご紹介します。

「
最
後
の
晩
餐
」
に
つ
い
て
知
る

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
ふ
れ
る

美の方程式　
美＝完璧×破れ

（布施英利／講談社）

　パルテノン神殿，モナ・
リザ，グッゲンハイム美術
館……これらがなぜ美しく
見え，多くの人 を々魅了し
てきたのか ?  美の謎，美
に潜む方程式を，布施氏
が解き明かしていく。

レオナルド・ダ・ヴィンチ
復活「最後の晩餐」

（片桐頼継／小学館）

　世界中が注目した「最後
の晩餐」の修復。その意
図や過程を，写真と丁寧
な解説でまとめている。修
復によりこの作品がどう生
まれ変わったのか，つぶさ
に見ることができる１冊。

はじまりは
ダ・ヴィンチから

（布施英利／エクスナレッジ）

　ダ・ヴィンチに始まり，
ピカソ，雪舟 ,そして横尾
忠則らの現代作家に至る
まで，古今東西の作家 50
人を，独特の視点で分析
していく。布施氏の作家
や作品の見方を知ること
ができる1冊。

よみがえる
最後の晩餐

（片桐頼継　アメリア・アレナ
ス／ NHK 出版）

　NHK で放映された同名
のテレビ番組の解説版。
CGを駆使して見事によみ
がえった「最後の晩餐」は
圧巻だ。残念ながら本書
は絶版のため，図書館で
閲覧，または古書店で購
入されたい。

脳の中の美術館
（布施英利／筑摩書房）

　人体の視知覚形式を，
「見る」に徹する「目の視覚」
と，共通感覚に訴える「脳
の視覚」の２種類に分け，
写真・映画・マンガ・美術
作品など，古今東西の視
覚作品を布施氏が解剖し
ていく。

pen BOOKS 015 
キリスト教とは何か。Ⅰ

（池上英洋 監修／阪急コミュ
ニケーションズ）

　「最後の晩餐」を理解
するためには，キリスト教
の基礎知識が欠かせない。
本書では，聖書の概略や，
聖書の場面が西洋美術に
どう描かれているのかが，
わかりやすく解説されてい
る。
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