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萩
原
朔
太
郎
「
竹
」
は
大
好
き
な
詩
の
一

つ
だ
。「
光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、\

青
竹

が
生
え
、\

地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え
、\

根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み
、\

根
の
先
よ
り

繊
毛
が
生
え
、\
か
す
か
に
け
ぶ
る
繊
毛
が

生
え
、\

か
す
か
に
ふ
る
へ
。」—

—

前
半

で
は
、
青
竹
の
地
下
の
様
子
に
つ
い
て
、
根
、

根
の
先
、
と
述
べ
進
め
て
い
く
。
最
後
に
は
、

微
小
に
密
集
す
る
柔
ら
か
な「
繊
毛
」が「
か

す
か
」
に
「
ふ
る
え
」
る
と
い
う
生
命
と
し

て
の
柔
ら
か
い
姿
。

　
後
半
は
地
上—

—

「
か
た
き
地
面
に
竹
が

生
え
、\

地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、\

ま
つ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え
、\

凍
れ
る
節
節

り
ん
り
ん
と
、\

青
空
の
も
と
に
竹
が
生
え
、

\

竹
、
竹
、
竹
が
生
え
。」。
今
度
は
空
へ
と

視
線
が
上
昇
す
る
。「
ま
つ
し
ぐ
ら
」
は
一

直
線
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
突
き
進
む
様
子
だ
。

な
ん
と
「
力
」
を
感
じ
る
竹
の
描
写
だ
ろ
う
。

「
り
ん
り
ん
と
」（「
凜
凜
と
」）
は
寒
さ
を
表

す
。「
凍
れ
る
節
節
」と
い
う
、「
寒
さ
」と「
固

さ
」
の
イ
メ
ー
ジ
。
さ
ら
に
、
最
後
に
「
竹
、

竹
、
竹
が
生
え
」
と
繰
り
返
す
こ
と
で
、
複

数
性
、
連
続
性
が
暗
示
さ
れ
る
。
な
ん
と
い

う
竹
の
生
命
力
。

　
音
数
律
も
前
半
部
分
は
そ
ろ
わ
な
い
。
が
、

後
半
部
分
は
、
八
音
と
五
音
で
微
妙
に
そ
ろ

う
。
い
つ
の
ま
に
や
ら
、
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、

連
用
形
の
、
連
続
性
に
、
乗
せ
ら
れ
て
い
く
。

調
子
が
で
き
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
こ
そ
、
生
命

力
の
、
ほ
と
ば
し
り
。

　
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
文
の
終
わ
り

方
だ
。
す
べ
て
連
用
形
で
あ
る
。
連
用
形
と

は
、
用
言
す
な
わ
ち
述
語
が
後
に
続
く
形
。

「
竹
が
生
え
、
ソ
シ
テ
〜
」
の
よ
う
に
、
次

の
述
語
を
予
想
さ
せ
る
。
言
い
き
ら
な
い
か

ら
不
安
定
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ

そ
、「
次
」
を
予
想
さ
せ
、
そ
の
連
続
性
に

引
き
込
ま
れ
る
。
終
わ
ら
な
い
連
用
形
は
、

無
限
性
す
ら
暗
示
す
る
の
だ
。
終
止
形
に
直

す
と
、
安
定
す
る
が
ぶ
つ
切
れ
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
、
同
じ
詩
集
の
中
の
「
地
面
の

底
の
病
気
の
顔
」
と
い
う
詩
も
連
用
形
。
も

う
一
つ
の
「
竹
」
と
い
う
詩
も
連
用
形
。「
ま

す
ぐ
な
る
も
の
地
面
に
生
え
、\

す
る
ど
き

青
き
も
の
地
面
に
生
え
、\

凍
れ
る
冬
を
つ

ら
ぬ
き
て
、\

そ
の
み
ど
り
葉
光
る
朝
の
空

路
に
、\

な
み
だ
た
れ
、\

な
み
だ
を
た
れ
、

\

い
ま
は
や
懺
悔
を
は
れ
る
肩
の
上
よ
り
、

\

け
ぶ
れ
る
竹
の
根
は
ひ
ろ
ご
り
、\

す
る

ど
き
青
き
も
の
地
面
に
生
え
。」—

—

多
く

は
な
い
が
連
用
形
の
詩
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

　
朔
太
郎
の
詩
論
を
見
れ
ば
、
音
韻
構
造
上

「
韻
」
が
踏
め
な
い
日
本
語
の
特
質
を
見
極

め
つ
つ
、
詩
の
言
葉
と
は
何
か
、
を
考
え
た

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
連
用
形
の
「
ふ

つ
う
で
は
な
い
」
終
わ
り
方
も
詩
と
し
て
の

言
葉
の
冒
険
だ
。

　
と
い
う
わ
け
で
連
用
形
の
冒
険
を
試
み
て
、

「
〜
て
」
の
形
も
含
み
、
連
用
形
だ
け
で
終

わ
る
よ
う
に
し
て
書
こ
う
と
し
て
。—

—

で

も
、
言
い
切
ら
な
い
の
は
結
構
大
変
な
わ
け

で
。
む
む
、
ど
な
た
か
タ
ス
ケ
テ
！
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ
　
言
葉
と
向
き
合
う

1975年，東京都生まれ。脳科学者，
医学博士。横浜市立大学客員准教
授，東日本国際大学教授。東京大
学工学部卒業後，同大学院医学系
研究科医科学専攻修士課程修了，
同大学院医学系研究科脳神経医
学専攻博士課程修了。その後，フラ
ンス国立研究所にてニューロスピン
博士研究員として勤務。現在，脳や
心理学をテーマに研究や執筆の活
動を精力的に行う。主な著書に，『生
きるのが楽しくなる脳に効く言葉』

（セブン＆アイ出版），『あなたの脳の
しつけ方』（青春出版社），『脳内麻
薬』（幻冬舎）など多数。

　

私
が
大
学
院
の
時
に
所
属
し
て
い
た
講
座
は
、

「
音
声
言
語
医
学
」
と
い
う
名
前
の
教
室
で
、
そ

の
名
の
と
お
り
、
音
声
と
言
語
に
関
す
る
研
究

を
主
軸
と
す
る
研
究
室
だ
っ
た
。
大
学
院
生
時

代
の
指
導
教
官
は
ピ
ー
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル

の
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
絵
を
Ｐ
Ｃ
の
壁
紙
に
し

て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
説
明
す
る
ま
で
も

な
い
と
思
う
が
、念
の
た
め
。
バ
ベ
ル
の
塔
と
は
、

『
旧
約
聖
書
』
創
世
記
第
十
一
章
に
登
場
す
る
逸

話
の
中
で
、
洪
水
を
生
き
延
び
た
ノ
ア
の
子
孫

ニ
ム
ロ
デ
王
が
自
身
の
力
を
誇
示
す
る
為
に
築

こ
う
と
し
た
伝
説
の
塔
の
こ
と
。
こ
う
し
た
驕お
ご

り
に
神
は
怒
り
、
建
設
を
止
め
る
た
め
に
人
々

の
言
葉
を
混
乱
さ
せ
た
。
世
界
中
の
言
語
が
誕

生
し
た
の
は
こ
の
こ
と
が
起
源
で
あ
る
、
と
い

う
の
が
こ
の
逸
話
の
趣
意
で
あ
る
。

　

私
の
研
究
テ
ー
マ
も
、
聴
覚
を
介
し
た
言
語

認
知
に
関
す
る
も
の
で
、
単
な
る
空
気
の
振
動

で
あ
る
音
刺
激
が
、
中
枢
神
経
系
で
は
ど
の
よ

う
な
経
路
を
た
ど
っ
て
「
言
葉
」
と
な
り
、
意

味
や
、
意
思
と
な
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問

題
の
端
緒
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
機
器
を
駆
使
し
て
実
験
を
進
め

る
の
は
楽
し
く
、
興
味
を
同
じ
く
す
る
研
究
者

た
ち
と
の
会
話
も
刺
激
的
で
、
雑
用
に
追
わ
れ

る
こ
と
も
多
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
多
く
の

人
の
興
味
に
合
わ
せ
て
何
か
を
語
る
必
要
の
あ

る
今
の
生
活
を
考
え
る
と
、貧
乏
学
生
で
は
あ
っ

た
け
れ
ど
、
一
日
一
日
が
充
実
し
た
至
福
の
時

代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

言
語
研
究
の
特
殊
性
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
動

物
実
験
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
言
語
を
使
う
の
は
人
間
だ
け
に
限
ら
れ
て

お
り
、他
種
の
生
物
で
は
音
声
を
介
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
さ
れ
て
い
て
も
、
言
語
の

よ
う
に
複
雑
な
構
造
を
持
ち
、
緻
密
な
意
味
を

精
細
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
手
段
を
使
用
し

て
い
る
生
物
は
ほ
ぼ
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
脳
を
直
接
、
外
科
的
な
方
法

を
用
い
て
操
作
し
た
り
、
遺
伝
子
を
改
変
し
た

り
す
る
こ
と
は
ま
ず
倫
理
的
に
は
ゆ
る
さ
れ
ず
、

研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
採
用
で
き
る
実
験

手
法
は
、
脳
に
傷
や
不
可
逆
的
な
影
響
を
与
え

な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
非
侵
襲
的
な
も

の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
厳
し
い
条
件
の
中
で
は
あ
る
が
、

九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
興
味
深
い
報
告
が
な
さ

れ
て
い
る
。
Ｋ
Ｅ
家
と
い
う
、
三
世
代
に
わ
た

る
遺
伝
性
の
言
語
障
害
を
持
つ
家
系
に
つ
い
て

の
研
究
で
、
こ
の
家
族
の
詳
細
の
調
査
を
行
っ

た
結
果
、
こ
の
障
害
は
優
性
遺
伝
す
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
と
い
う
の
だ
。
詳
細
な
解
析
の
結
果
、

Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
遺
伝
子
に

突
然
変
異
が
あ
る
と
き
に
こ
の
障
害
は
発
現
す

る
と
い
う
こ
と
、
障
害
を
持
っ
た
患
者
の
脳
機

能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
の
結
果
か
ら
、
異
常
は
発
話

に
関
す
る
領
域
と
大
脳
基
底
核
に
起
き
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
は
進
化
的
に
よ
く
保
存
さ
れ
て

お
り
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
人
間
で
は
た
っ
た

二
ア
ミ
ノ
酸
の
違
い
し
か
な
く
、
こ
の
違
い

が
、
言
語
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を

分
け
る
分
水
嶺
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
も
活
発
に

行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー

ル
人
と
我
々
現
生
人
類
で
は
、
同
じ
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
Ｆ
Ｏ
Ｘ
Ｐ
２
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
わ
か
っ
て
い
る
。
現
生
人
類
の
ゲ
ノ
ム
に
は

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
伝
子
が
数
パ
ー
セ

ン
ト
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

お
り
、
過
去
に
交
配
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
が
、
彼
ら
と
の
間
に
言
葉
が
通
じ
た
の
か

ど
う
か
、
と
す
れ
ば
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
等
々
、

想
像
を
巡
ら
せ
て
み
る
の
も
ま
た
心
躍
る
試
み

だ
ろ
う
。

　

言
葉
が
通
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち

は
二
通
り
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
互
い
が
異

な
る
二
つ
の
言
語
を
母
語
と
し
て
い
て
、
互
い

の
言
語
の
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
き
、
私
た
ち

は
言
葉
が
通
じ
な
い
と
い
う
。
一
方
、
同
じ
言

語
を
母
語
と
し
て
い
て
も
、
互
い
の
意
思
疎
通

が
困
難
で
あ
る
と
き
、
同
じ
よ
う
に
私
た
ち
は

言
葉
が
通
じ
な
い
と
い
う
。

　

前
者
の
場
合
、
言
語
そ
の
も
の
の
理
解
は
困

難
で
も
、
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
互
い
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
幸
せ
な
誤
解
に

よ
る
協
調
関
係
の
構
築
が
可
能
な
こ
と
も
あ

る
。
後
者
の
場
合
は
逆
で
、言
語
が
あ
る
こ
と
で
、

ウ
ソ
を
つ
く
こ
と
も
可
能
に
な
り
、
ウ
ソ
を
つ

い
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
推
測
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

な
が
る
こ
と
も
あ
る
。

　

バ
ベ
ル
の
塔
の
逸
話
は
単
な
る
言
語
体
系
の

離
散
の
物
語
で
な
く
、
ヒ
ト
に
自
我
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

過
程
を
神
の
意
思
に
仮
託
し
た
も
の
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
界
に
数
十
億
い

る
人
々
は
互
い
に
異
な
る
思
い
を
持
ち
、
別
々

の
世
界
を
見
て
い
る
。
世
界
は
誤
解
に
満
ち
て

い
て
、
そ
の
思
い
を
完
全
に
共
有
す
る
こ
と
は

困
難
だ
。
残
酷
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
現

実
だ
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
世
界
に
挑
む
よ
う
に
し
て
、

私
た
ち
の
脳
は
言
葉
を
産
み
出
し
た
。
言
葉
は
、

不
完
全
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
質
的
に
通
じ
る

こ
と
の
な
い
各
個
体
の
世
界
を
わ
ず
か
で
も
結

ぼ
う
と
す
る
、
生
命
の
根
源
的
な
希
求
の
果
て

に
生
ま
れ
た
奇
跡
の
結
晶
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

中
野
信
子

脳
科
学
者
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中野信子
なか   の    のぶ   こ

言
葉
が

  

通
じ
る
、

と
い
う
こ
と
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平
成
二
十
八
年
度
版
教
科
書
で
は
、
同
時
代
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
取
り
上
げ
た

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
教
材
の
系
列
（
読
書
・
十
二
月
）
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

今
号
で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
実
践
提
案
な
ど
を
通
し
て
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
読
む
視
点
や
授
業
の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

0405
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特 

集ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
読
む

　
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　
小
説
を
執
筆
す
る
一
方
で
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
品
も
多
く
手
が
け

て
こ
ら
れ
た
文
筆
家
の
川
端
裕
人
さ
ん
に
、
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

文
筆
家
　
川か

わ

端ば
た

裕ひ
ろ

人と

心
を
揺
さ
ぶ
る
事
実
と
出
会
う

「
地
図
」
を
作
り
た
い

─
─
川
端
さ
ん
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
。

　

普
通
に
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
て
僕

が
思
い
起
こ
す
の
は
、「
事
実
に
基
づ
き
な
が
ら
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
筋
道
を
立
て
て
書
き
切
る
」

と
い
う
も
の
。
書
き
手
は
そ
う
し
て
事
実
と
整
合

し
た
「
物
語
」
を
作
る
ん
で
す
。
で
も
、
そ
う
い

う
背
骨
の
入
っ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
、
僕
は

い
ま
だ
書
い
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
自
分
な
り
の
切
り
取
り
方

で
提
示
し
つ
つ
再
構
成
し
て
い
く
の
が
、
王
道
的

な
物
語
ア
プ
ロ
ー
チ
と
す
る
な
ら
ば
、
僕
は
、
い

く
つ
か
の
断
面
を
同
時
に
見
せ
る
「
地
図
」
を
作

り
た
い
。
そ
ん
な
欲
望
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
こ
に

は
こ
ん
な
事
実
が
、
あ
そ
こ
に
は
こ
ん
な
事
実
が

あ
る
と
い
う
地
図
を
作
る
。
こ
れ
も
ま
た
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
形
だ
と
、
僕
は
思
っ
て

い
ま
す
。

─
─
具
体
的
な
作
品
で
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
り

ま
す
か
。

　

例
え
ば
、
僕
の
作
品
で
は
『
動
物
園
に
で
き
る

こ
と
』（
文
春
文
庫
）
や
『
緑
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
』（
文

藝
春
秋
）
は
、
全
体
と
し
て
大
き
な
流
れ
は
作
っ

て
あ
る
け
れ
ど
、
あ
る
意
味
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
羅

撮影：鈴木俊介
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で
も
成
り
立
つ
ラ
ジ
オ
は
、
強
力
な
情
報
伝
達

ツ
ー
ル
に
な
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
ラ
ジ
オ
の
「
放

送
マ
ン
」
と
し
て
の
誇
り
が
、
文
章
か
ら
ひ
し
ひ

し
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
本
人
の
生な
ま

の
体
験
が
直
接

語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
読
者
に
届
き
や
す
い
ん
で

し
ょ
う
ね
。

─
─
「
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
少
女 

ヘ
ス
ー
ス
」（
三

年
）
は
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
ま
し
た
か
。

　

普
通
の
人
が
行
け
な
い
よ
う
な
場
所
へ
、
カ
メ

ラ
を
持
っ
て
出
か
け
て
い
っ
て
、
そ
の
体
験
を
も

と
に
今
起
き
て
い
る
こ
と
を
リ
ポ
ー
ト
す
る
。
こ

れ
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
非

常
に
似
合
う
作
品
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
一
般
の
人

が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
も

の
に
い
ち
ば
ん
近
い
の
が
、
こ
う
い
う
文
章
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
写
真
が
あ
る
こ
と
で
、

何
よ
り
、「
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
ん
だ
」
と
い

う
現
実
感
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
も
の
を
中
学
生
が
読
む
と
、
自
分

の
住
む
環
境
と
の
あ
ま
り
の
違
い
に
、
す
ご
い
衝

撃
を
受
け
た
り
、
愕が
く

然ぜ
ん

と
し
た
り
す
る
。
で
す
か

ら
、
そ
こ
に
は
何
か
一
つ
で
い
い
か
ら
「
希
望
」

が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
教
材
の
よ

う
に
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
新
た
な
関
心
に
つ
な

が
っ
て
い
き
に
く
く
な
り
ま
す
。

書
か
れ
て
い
る
こ
と
に

嘘
は
な
い

─
─
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
魅
力
と
は
、
何
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
シ
ン
プ
ル
で
、「
事
実
を
土
台
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
が
あ
る
こ
と
」
だ
と
、

僕
は
考
え
て
い
ま
す
。
事
実
を
、
物
語
と
し
て
構

成
す
る
の
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
何
を
軸
と
す

る
か
は
筆
者
の
主
張
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す
が
、

「
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
基
本
的
に
は
嘘
は
な

い
」
と
保
証
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

す
。
そ
こ
は
信
用
し
て
読
ん
で
い
っ
て
い
い
。
そ

の
う
え
で
疑
問
が
浮
か
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
作
品

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
筆
者
は
事
実
性
を

保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
が
、
小

説
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

　
「
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
」
と
は
よ
く
い
い

ま
す
が
、
事
実
が
小
説
よ
り
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
大

き
い
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
実
際
に
あ
っ
た

こ
と
と
し
て
読
む
か
ら
こ
そ
、
強
烈
な
衝
撃
を
受

け
た
り
、
自
分
の
考
え
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な

思
い
に
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
番
の
魅
力
じ
ゃ

な
い
か
。
僕
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
に
着
目
し
て
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
思
わ

れ
ま
す
か
。

　

そ
れ
は
も
う
、
読
者
自
身
が
お
も
し
ろ
い
と

思
っ
た
と
こ
ろ
を
お
も
し
ろ
が
っ
て
読
ん
で
も
ら

う
こ
と
が
一
番
。
僕
は
、
そ
う
い
う
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
し
か
書
い
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ね
。

書
き
手
が
さ
ら
っ
と
書
い
た
と
こ
ろ
、
思
い
も
寄

ら
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
反
応
し
て
く
れ
る
人
も

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
ち
ら
が
気
づ
か
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。

教
科
書
教
材
に
つ
い
て

思
う
こ
と

─
─
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
教
材
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
感
想

を
お
も
ち
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　
「
桜
守
三
代
」（
一
年
）
は
、「
三
代
に
わ
た
っ
て

桜
守
を
務
め
る
」
と
い
う
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

軸
に
し
た
作
品
。こ
れ
は
、僕
が
考
え
る
ノ
ン
フ
ィ

列
で
で
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
は
っ
き
り

と
し
た
物
語
を
完
結
し
て
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、

個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の

テ
ー
マ
の
中
で
の
地
図
を
作
っ
て
い
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
手
法
は
わ
り
と
珍
し
い
と
思
い
ま
す
よ
。

─
─
地
図
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を

も
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
だ
わ
り
と
い
う
よ
り
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
、

つ
ま
り
考
え
方
の
問
題
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。「
私

の
話
を
聞
け
！
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
が

書
き
た
く
て
書
い
て
い
る
だ
け
で
す
か
ら
。

　

僕
の
場
合
、
題
材
や
取
材
対
象
は
、
日
常
の
中

で
興
味
を
引
か
れ
る
物
事
か
ら
広
が
っ
て
い
く
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
調

べ
て
い
く
う
ち
に
、
事
実
と
事
実
が
つ
な
が
っ

て
、
網
の
目
み
た
い
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る

と
、「
お
も
し
ろ
い
か
ら
読
ん
で
み
て
！
」
と
言

い
た
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
網
目
の
つ
な
が
り
方

を
描
い
た
ら
、
そ
れ
が
地
図
に
な
る
ん
で
す
。

─
─
読
者
に
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ど
ん
な

ク
シ
ョ
ン
の
王
道
に
近
い
と
い
え
ま
す
。
読
者
は

き
っ
と
、
三
代
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
る
思
い

に
焦
点
を
当
て
て
読
ん
で
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

　

た
だ
、
取
り
上
げ
た
人
た
ち
の
考
え
方
や
行
動

に
寄
り
添
い
つ
つ
も
、
筆
者
は
そ
こ
に
何
か
し
ら

自
分
の
主
張
を
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
は
ず
で
す
。

少
な
く
と
も
「
語
る
こ
と
」
と
「
語
ら
な
い
こ
と
」

の
選
択
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
そ
れ
が
表
れ

て
い
る
は
ず
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
読

ん
で
も
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

─
─
「
小
さ
な
町
の
ラ
ジ
オ
発
」（
二
年
）
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
調
べ
た
こ
と
を
も

と
に
し
て
書
く
タ
イ
プ
の
他
に
、
自
分
が
体
験
し

た
こ
と
を
も
と
に
し
て
書
く
タ
イ
プ
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
文
章
は
後
者
で
す
よ
ね
。
特
別
な

体
験
を
し
た
人
だ
け
が
書
け
る
も
の
だ
と
い
え
る

と
思
い
ま
す
。
筆
者
が
し
た
こ
と
や
そ
の
主
張
が
、

ば
り
ば
り
と
表
に
出
て
い
る
。

　

大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
と
き
、
簡
易
的
な
設
備

自
分
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を

お
も
し
ろ
が
っ
て
読
む
の
が
一
番
。

かわばた・ひろと
1964年兵庫県生まれ，千葉県育ち。文筆家。東京大学を
卒業後，テレビ局勤務を経て独立。著書に『青い海の宇宙
港（春夏篇・秋冬篇）』（早川書房），『リョウ＆ナオ』（光村
図書出版）など小説の他，『PTA 再活用論』（中公新書ラク
レ），『宇宙の始まり，そして終わり』（日本経済新聞出版社）
など多数のノンフィクションがある。「夜間飛行」ウェブサイ
トにて，メルマガ「秘密基地からハッシン！」を毎月発行中。



0809

特 

集

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む

作
成
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

生
徒
に
は
、
資
料
に
選
ん
だ
著
名
人
全
員
の
簡

単
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
し
て
、
担
当
し
た
い

人
物
を
第
三
希
望
ま
で
募
り
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
担
当
を
割
り
振
っ
た
。
そ
の
後
、「
そ
の

人
に
つ
い
て
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
に
二

人
だ
け
」
と
伝
え
た
う
え
で
、
各
自
伝
を
配
布
し

た
。
自
分
が
興
味
の
あ
る
人
物
を
担
当
で
き
る
こ

と
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
と
は
違
っ
た
人
物
を

担
当
す
る
こ
と
か
ら
、
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
真
剣
に

資
料
と
向
き
合
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

⑶
聞
き
語
り
文
に
ま
と
め
る

　
「
桜
守
三
代
」
か
ら
読
み
取
っ
た
三
つ
の
要
素

を
観
点
と
し
て
、
各
自
の
資
料
を
読
み
込
む
。
読

み
進
め
な
が
ら
、
聞
き
語
り
文
に
ま
と
め
る
際
に

利
用
で
き
そ
う
な
箇
所
を
選
択
し
て
い
く
。

　

書
く
活
動
に
入
る
前
に
、
教
師
が
用
意
し
た
手

引
き
を
用
い
て
、
構
成
と
文
体
の
再
確
認
を
行
っ

た
。
手
引
き
に
は
具
体
例
と
し
て
、
教
師
自
ら
の

体
験
に
基
づ
く
聞
き
語
り
文
を
示
し
、
書
く
と
き

の
注
意
点
を
、
生
徒
が
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
。
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
聞
き
語
り
文
の
文
体
…
…
ま
と
め
る
側
が
経
験

し
た
か
の
よ
う
に
、
言
い
切
り
の
形
で
書
く
。

・
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
…
…
５
Ｗ
１
Ｈ
が
わ
か

る
よ
う
に
、
資
料
の
記
述
を
も
と
に
書
く
。
地

の
文
と
引
用
文
を
混
ぜ
て
も
よ
い
。

⑷
文
集
に
ま
と
め
、
ペ
ア
で
発
表
す
る

　

全
員
の
聞
き
語
り
文
を
文
集
に
ま
と
め
た
。
そ

の
後
、
編
集
方
法
の
共
通
点
・
相
違
点
を
確
認
す

る
た
め
に
、
ま
と
め
の
発
表
会
を
行
っ
た
。

　

生
徒
は
、
同
じ
人
物
を
担
当
し
た
も
う
一
人
の

生
徒
の
聞
き
語
り
文
を
、
文
集
で
初
め
て
読
む
こ

と
に
な
る
。
聞
き
語
り
文
に
は
、
生
徒
一
人
一
人

に
よ
る
そ
の
人
物
の
捉
え
方
が
表
れ
る
。
同
じ
資

料
を
も
と
に
し
た
聞
き
語
り
文
で
あ
っ
て
も
、
編

集
の
し
か
た
に
よ
っ
て
相
違
点
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。
ペ
ア
で
意
見
の
交
流
を
行
い
、
共
通
点
・
相

違
点
を
確
認
し
た
後
に
、
担
当
し
た
人
物
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
や
人
物
像
に
つ
い
て
ク
ラ
ス
で
発
表
し
た
。

お
わ
り
に

　

中
学
校
一
年
生
に
と
っ
て
、「
得
た
情
報
を
、

目
的
に
応
じ
て
自
分
な
り
に
編
集
す
る
」
こ
と
は

初
め
て
経
験
す
る
学
習
活
動
で
あ
っ
た
。
教
科
書

教
材
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
活
動
に
際
し
て
、
格

好
の
「
お
手
本
」
と
な
る
。
教
材
で
学
ん
だ
こ
と

を
活
用
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
材
自

体
へ
の
理
解
の
深
ま
り
も
期
待
で
き
る
。

　
「
編
集
」
は
、
学
習
指
導
要
領
上
は
三
年
の
言

語
活
動
で
は
あ
る
が
、
一
年
生
で
も
十
分
に
こ
な

す
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
場

で
、
編
集
す
る
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
。

・
資
料
か
ら
の
引
用
…
…
必
ず
一
つ
は
入
れ
る
。

そ
の
人
の
魅
力
や
特
徴
が
最
も
出
て
い
る
と

こ
ろ
を
選
ぶ
。

・
人
物
を
ま
と
め
る
一
文
…
…
そ
の
人
物
の
魅
力

や
特
徴
が
よ
く
出
る
よ
う
工
夫
す
る
。

　

生
徒
が
実
際
に
書
い
た
、
作
家
・
よ
し
も
と
ば

な
な
の
聞
き
語
り
文
の
一
部
を
左
に
紹
介
す
る
。

　

父
は
思
想
家
、
母
は
俳
人
、
姉
は
の
ち
の
漫
画
家

と
い
う
個
性
的
な
家
族
の
下
で
育
っ
た
よ
し
も
と

ば
な
な
は
、
い
つ
で
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
支
え
て

く
れ
る
家
族
の
優
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
学
校
で
の
友
達
。
よ
し
も
と
ば
な
な
の

今
後
の
人
生
を
左
右
す
る
人
が
二
人
い
た
と
い
う
。

 

「
自
分
と
い
う
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
あ
れ
ば
、
ど
こ
に

い
て
も
自
分
は
自
分
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く

れ
た
の
は
彼
女
で
し
た
。」
と
、
当
時
の
小
学
生
の

友
達
、
じ
ゅ
ん
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
語
る
よ
し
も
と
ば

な
な
。
じ
ゅ
ん
ち
ゃ
ん
か
ら
は
、「
幸
せ
」
と
い
う

も
の
を
学
ん
だ
の
だ
。

　

も
う
一
人
の
友
達
は
さ
か
い
。
さ
か
い
は
、
馬
鹿

が
つ
く
ほ
ど
ま
じ
め
で
、
少
し
変
わ
っ
て
い
た
が
、

心
の
優
し
い
子
だ
っ
た
。
よ
し
も
と
ば
な
な
に
と
っ

て
は
、
さ
か
い
は
自
分
の
心
を
救
っ
て
く
れ
た
存
在

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

そ
う
や
っ
て
、
い
つ
で
も
だ
れ
か
が
別
に
優
し
く

せ
ず
、
た
だ
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
こ
と
が
、
今
で
も

よ
し
も
と
ば
な
な
の
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。

文
体
を
活
用
し
な
が
ら
、
著
名
人
の
自
伝
を
資

料
と
し
た
六
百
字
程
度
の
聞
き
語
り
文
を
書
く
。

 

第
三
次
（
二
時
間
）　

・
各
自
の
聞
き
語
り
文
を
文
集
に
し
て
共
有
し
、

担
当
し
た
人
物
に
つ
い
て
ペ
ア
で
発
表
す
る
。

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

⑴
聞
き
語
り
文
の
構
成
・
文
体
を
捉
え
る 

　
「
桜
守
三
代
」
を
読
み
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ

て
得
た
情
報
を
編
集
し
て
表
し
た
聞
き
語
り
文
で

あ
る
こ
と
と
、
そ
の
構
成
や
文
体
に
つ
い
て
確
認

す
る
。
聞
き
語
り
文
は
「
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

紹
介
」「
言
葉
の
引
用
」「
人
物
を
表
す
ま
と
め
の

言
葉
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
聞
き
語

り
文
を
書
く
際
に
必
要
な
三
つ
の
要
素
と
な
る
。

⑵
興
味
に
応
じ
た
資
料
を
選
択
す
る

　
『
わ
た
し
が
子
ど
も
だ
っ
た
こ
ろ
』
の
中
か
ら
、

教
師
が
二
十
名
分
の
自
伝
を
選
択
し
、
資
料
と
し

た
。
ク
ラ
ス
の
生
徒
数
は
四
十
名
前
後
で
あ
る
た

め
、
二
名
の
生
徒
が
同
一
人
物
の
聞
き
語
り
文
の

指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

■
目
標 

○
「
桜
守
三
代
」
を
読
み
、
聞
き
語
り
文
の
構
成

や
文
体
を
理
解
す
る
。

○
著
名
人
の
自
伝
を
読
み
、
得
た
情
報
を
各
自
で

編
集
し
、
聞
き
語
り
文
に
ま
と
め
る
。

○
同
じ
資
料
を
用
い
て
い
て
も
、
異
な
る
編
集
の

方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。

 
授
業
前　

・ 

単
元
で
扱
う
資
料
を「
国
語
教
室
通
信
」（
※
２
）

で
紹
介
し
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
耕
す
。

 

第
一
次
（
二
時
間
）　

・ 「
桜
守
三
代
」
を
読
み
、
聞
き
語
り
文
の
構
成

要
素
や
文
体
を
押
さ
え
な
が
ら
、
佐
野
藤
右
衛

門
の
魅
力
を
伝
え
る
書
き
方
を
捉
え
る
。

・
著
名
人
の
自
伝
『
わ
た
し
が
子
ど
も
だ
っ
た
こ

ろ
』
か
ら
、
各
自
が
担
当
す
る
人
物
を
決
め
る
。

 

第
二
次
（
三
時
間
）　

・
前
次
で
確
認
し
た
聞
き
語
り
文
の
構
成
要
素
や

は
じ
め
に

　

膨
大
な
情
報
が
あ
ふ
れ
る
今
日
、
生
徒
に
は
自

ら
情
報
を
取
捨
選
択
し
て
再
構
築
す
る
力
＝
編
集

す
る
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
。
そ
れ
に
は
、
資
料
を

読
む
だ
け
で
は
な
く
、
得
た
情
報
を
編
集
し
た
う

え
で
発
表
す
る
と
い
う
学
習
が
効
果
的
で
あ
る
。

　
「
桜
守
三
代
」
は
、
筆
者
の
鈴
木
嘉
一
が
、
佐

野
藤
右
衛
門
か
ら
話
を
聞
い
て
得
た
多
く
の
情
報

を
編
集
し
て
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
を
「
聞
き
語
り
文
」
と
よ
ぶ
。
こ
の
文
章
か

ら
は
、
桜
守
の
内
実
や
歴
史
、
そ
し
て
何
よ
り
佐

野
藤
右
衛
門
の
魅
力
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
聞
き
語

り
文
は
、
話
を
聞
い
て
得
た
情
報
を
編
集
し
て
、

そ
の
人
物
の
魅
力
を
伝
え
る
文
章
と
い
え
る
。

　

本
教
材
に
学
び
、
生
徒
に
、
人
物
の
語
り
を
編

集
す
る
経
験
を
さ
せ
た
い
。
本
単
元
で
は
、
著
名

人
の
自
伝
（
※
１
）
を
「
語
り
」
と
し
、
そ
こ
か

ら
得
た
情
報
を
編
集
し
て
、
聞
き
語
り
文
を
書
く
。

語
り
を
言
葉
に
─
─
情
報
を
編
集
す
る

実
践
１

学
習
院
中
等
科
教
諭

甲か

斐い

伊い

織お
り

使
用
教
材
：「
桜
守
三
代
」（
一
年
）　

1

2

34

※１　『わたしが子どもだったころ』（NHK「わたしが子どもだったころ」制作グループ編／ポプラ社／全３巻）を資料とした。
本書は，さまざまな分野で活躍する著名人（全 39 名）が自身の幼少期について語ったことを，自伝の形式でまとめたもの。

※２　学習の見通しや言葉に関するコラムなどをまとめ，月１回，生徒に配布しているプリント。
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特 

集

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む

新
聞
記
事
や
実
際
の
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
の
放
送

（
録
音
）
と
合
わ
せ
、
一
つ
の
「
情
報
」
と
し
て

読
む
こ
と
と
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
単
一
の
情
報

だ
け
で
事
実
を
知
っ
た
気
に
な
り
が
ち
だ
。
彼
ら

に
、「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
に
関
わ
る
多
様
な
情
報

を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の
中
に
立
ち

上
が
る
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
の
活
動
の
意
味
に
迫

る
と
い
う
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

指
導
計
画
（
全
四
時
間
）

■
目
標 

○
多
様
な
方
法
で
選
ん
だ
本
や
文
章
な
ど
か
ら
適

切
な
情
報
を
得
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

 

第
一
時　

・
四
月
に
読
ん
だ
記
事
を
思
い
出
し
、
単
元
の
め

あ
て
「
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
生
か
し
て
『
り
ん

ご
ラ
ジ
オ
』
の
事
実
に
迫
る
」
を
確
認
す
る
。

・
情
報
分
析
①
…
…
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
に
言
及

し
た
三
つ
の
新
聞
記
事
（
朝
日
新
聞
・
日
本
経

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

⑴
学
び
の
つ
な
が
り
を
意
識
さ
せ
る

　

本
単
元
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
と
関
連
づ
け

た
導
入
を
行
っ
た
り
（
左
写
真
）、
総
合
的
な
学
習

の
時
間
で
の
個
人
研
究
の
実
態
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
情
報
に
頼
り
が
ち
、
資
料
を
一
度
読
ん
だ
だ

け
で
わ
か
っ
た
気
に
な
る
等
）
に
関
連
づ
け
る
な

ど
の
指
導
を
工
夫
し
た
り
し
た
。

　

情
報
か
ら
読
み
取
れ
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
吟

味
す
る
際
に
は
、
各
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
確
認
し

つ
つ
、「
わ
か
っ
た
こ
と
」
だ
け
で
な
く
、「
そ
れ

で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
や
「
も
っ
と
知
り
た
く

な
っ
た
こ
と
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
重
視
し
、

探
究
活
動
に
お
け
る
情
報
収
集
の
ス
キ
ル
に
つ
な

げ
よ
う
と
し
た
。
本
単
元
は
、
今
後
、
教
科
書
教

材
「
メ
デ
ィ
ア
と
上
手
に
付
き
合
う
た
め
に
」（
池

上
彰
）
の
学
習
へ
と
つ
な
げ
る
予
定
で
あ
る
。

⑵
音
声
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
、教
材
を
再
読
さ
せ
る

　

今
回
は
、
教
科
書
教
材
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
加
え
、
新
聞
記
事
、
さ
ら
に
は
ラ
ジ
オ
放
送
と

い
う
聴
覚
教
材
を
「
情
報
」
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

お
わ
り
に

　

生
徒
た
ち
は
、
本
単
元
を
通
し
て
、「
事
実
」

に
た
ど
り
着
く
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
よ
う

だ
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
の
意
味
そ
の

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
じ
み
の
な

か
っ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
や

ラ
ジ
オ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
知
っ
た
生
徒

た
ち
が
、
今
後
、
よ
り
豊
か
な
探
究
活
動
へ
向
か

う
こ
と
を
願
う
。

な
か
で
も
生
徒
た
ち
か
ら
の
反
響
が
大
き
か
っ
た

の
が
ラ
ジ
オ
放
送
で
あ
る
。

　

新
聞
記
事
と
本
教
材
を
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い

こ
と
と
し
て
、
生
徒
か
ら
挙
が
っ
て
い
た
の
が
、

「
ラ
ジ
オ
の
リ
ス
ナ
ー
が
、
放
送
を
ど
ん
な
思
い

で
聞
い
て
い
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。

ラ
ジ
オ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
自
体
に
な
じ
み
の
な
い

生
徒
が
多
い
な
か
、
テ
ロ
ッ
プ
な
ど
の
視
覚
情
報

に
頼
ら
ず
に
、
リ
ス
ナ
ー
に
な
り
き
っ
て
、
話
す

人
の
息
遣
い
や
間ま

に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
か
ら
得
ら

れ
た
情
報
量
の
多
さ
は
驚
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
こ
と
が
、
第
四
時
に
本
教
材
を
再
読
す
る

動
機
と
な
っ
た
。
文
章
中
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ

て
い
る
「
声
」
の
力
と
と
も
に
、
複
数
の
情
報
を

重
ね
る
こ
と
で
、
新
た
な
気
づ
き
が
あ
る
こ
と
を

多
く
の
生
徒
が
体
験
し
、
理
解
し
た
。

　

生
徒
が
書
い
た
ま
と
め
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
た
。「
ラ
ジ
オ
の
録
音

を
聞
い
た
後
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
も
う
一
度

読
む
と
、
初
め
に
読
ん
だ
と
き
に
は
響
か
な
か
っ

た
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。」「
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ

ア
で
わ
か
っ
た
こ
と
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
と
、

最
初
の
疑
問
が
い
く
つ
も
解
決
で
き
た
。」「
し
っ

か
り
情
報
を
集
め
た
つ
も
り
で
も
行
き
詰
ま
る
と

き
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
一
度
読
ん
だ
情
報
に

戻
っ
て
み
る
。
言
葉
は
一
度
読
み
返
す
と
ま
た

違
っ
た
見
方
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。」

済
新
聞
・
河
北
新
報
）
を
読
む
。
そ
こ
か
ら
読

み
取
れ
た
事
実
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
整
理
し
、

グ
ル
ー
プ
で
吟
味
す
る
。

 

第
二
時　

・
情
報
分
析
②
…
…
本
教
材
の
範
読
を
聞
く
。
そ

こ
か
ら
読
み
取
れ
た
事
実
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
整
理
し
、
グ
ル
ー
プ
で
吟
味
す
る
。

 

第
三
時　

・
情
報
分
析
③
…
…
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
所
収
の

「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
の
放
送
を
聞
く
。
そ
こ
か

ら
聞
き
取
れ
た
事
実
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
整

理
し
、
グ
ル
ー
プ
で
吟
味
す
る
。

 

第
四
時　

・
本
教
材
を
各
自
で
再
度
、
黙
読
す
る
。
一
回
目

に
読
ん
だ
と
き
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と

や
読
み
飛
ば
し
て
い
た
こ
と
を
交
流
す
る
。

・
単
元
の
ま
と
め
の
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
。

 

（
課
題
：
被
災
地
に
お
け
る
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」

の
活
動
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
分
析
を
通
し
て
自
分
な
り

に
つ
か
ん
だ
「
事
実
」
を
ま
と
め
な
さ
い
。）

は
じ
め
に

　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
み
、「
い
い
話
だ
」

と
し
み
じ
み
感
じ
る
こ
と
は
、
読
書
体
験
の
一
つ

と
し
て
大
切
だ
。
し
か
し
、
国
語
の
授
業
で
扱
う

な
ら
ば
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
で
、
生
徒
が
何
ら
か

「
言
葉
」
の
新
た
な
側
面
に
出
会
え
る
よ
う
に
し

た
い
。

　

こ
の
四
月
、生
徒
た
ち
と
一
つ
の
新
聞
記
事
（
※

１
）
を
読
ん
だ
。
東
日
本
大
震
災
の
そ
の
後
に
つ

い
て
書
か
れ
、
被
災
地
で
語
ら
れ
る
「
復
興
」
や

「
絆
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
東
京
発
」
で
語
ら
れ
る

そ
れ
と
の
違
い
を
指
摘
し
た
記
事
で
あ
る
。「
被

災
地
の
実
態
を
東
京
の
人
に
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、

使
う
言
葉
の
意
味
が
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実

に
、生
徒
た
ち
は
、日
常
、軽
く
用
い
て
い
た
「
絆
」

と
い
う
言
葉
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
得
た
。

　

臨
時
災
害
放
送
局
「
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
」
の
活
動

も
、
被
災
地
を
飛
び
出
し
て
「
情
報
」
と
し
て
届

け
ら
れ
る
と
き
、
何
か
が
切
り
落
と
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
考
え
、
本
単
元
で
は
本
教
材
を
、

「
事
実
」
の
あ
る
と
こ
ろ

実
践
２

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部  

附
属
横
浜
中
学
校
教
諭

髙た
か

橋は
し

あ
ず
み

使
用
教
材
：「
小
さ
な
町
の
ラ
ジ
オ
発
─
─
臨
時
災
害
放
送
局
『
り
ん
ご
ラ
ジ
オ
』」（
二
年
）　

1

2

3

4

※１　「『復興』『絆』なんか違う」（朝日新聞 2016 年３月 25 日付）

４月に読んだ新
聞記事を振り返
る生徒たち



1213

特 

集

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む

⑵
世
界
地
図
を
用
い
て
本
を
紹
介
す
る

　

本
単
元
で
は
、
生
徒
一
人
一
人
が
さ
ま
ざ
ま
な

作
品
を
手
に
取
り
、
知
る
場
を
設
定
し
た
い
と
考

え
た
。
そ
こ
で
、
単
元
名
を
「
今
、
世
界
の
ど
こ

か
で
」
と
し
、
自
分
が
選
ん
だ
本
を
友
達
に
紹
介

す
る
活
動
を
位
置
づ
け
た
。
発
表
会
で
は
、
黒
板

に
掲
げ
ら
れ
た
世
界
地
図
の
前
に
立
ち
、
本
の
取

材
地
に
シ
ー
ル
を
貼
り
な
が
ら
紹
介
を
す
る
。
世

界
を
意
識
し
、
ど
の
生
徒
も
楽
し
み
な
が
ら
本
探

し
や
紹
介
文
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

⑶
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
て
本
を
紹
介
す
る

　

本
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
目
的
を
も
ち
、

作
品
全
体
を
意
欲
的
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ

の
た
め
、「
自
分
の
心
を
捉
え
た
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ

を
中
心
に
紹
介
す
る
」
と
い
う
共
通
課
題
を
用
意

し
た
。
生
徒
は
、
魅
力
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
見
つ
け

る
た
め
に
、
作
品
全
体
を
繰
り
返
し
読
ん
で
い
た
。

⑷
モ
デ
ル
を
使
い
、
紹
介
文
の
要
素
を
捉
え
る

　

共
通
教
材
と
し
て
本
教
材
を
読
み
、
心
を
捉
え

た
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
に
挙
げ
さ

せ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
教
師
が
作
成

し
た
三
種
類
の
「
紹
介
文
モ
デ
ル
」
を
提
示
し
、

紹
介
文
に
書
く
べ
き
内
容
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。

こ
の
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
は
紹
介
文
作
り
の
プ

ロ
セ
ス
を
ひ
と
と
お
り
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

書
く
べ
き
内
容
に
つ
い
て
、
生
徒
か
ら
は
、「
ワ

ン
フ
レ
ー
ズ
の
魅
力
が
伝
わ
る
よ
う
、
取
材
対
象

で
起
き
て
い
る
出
来
事
や
、
友
達
が
紹
介
す
る
本

に
興
味
を
も
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
普
段
は
小
説
に

興
味
を
抱
く
生
徒
が
多
い
が
、
本
単
元
を
き
っ
か

け
に
、
彼
ら
が
よ
り
広
く
世
界
を
知
る
こ
と
を
求

め
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
も
手
を
伸
ば
す

機
会
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

が
置
か
れ
た
状
況
や
取
材
の
様
子
を
詳
細
に
書

く
」「
取
材
対
象
や
筆
者
の
生
き
方
・
考
え
方
に

対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
く
」
等
の
要
素
が
挙
げ

ら
れ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
紹
介
文
に
書
く
べ

き
こ
と
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
押
さ
え
た
。

・
取
材
地
の
詳
細
・
取
材
方
法
・
取
材
対
象

・
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
説
明

・
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
か
ら
考
え
た
こ
と

・
自
分
に
と
っ
て
の
、
そ
の
作
品
の
意
味

　

こ
れ
ら
の
要
素
を
理
解
し
、
生
徒
は
と
ま
ど
う

こ
と
な
く
書
く
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
ま
た
、

取
り
上
げ
た
フ
レ
ー
ズ
の
異
な
る
三
種
類
の
モ
デ

ル
を
目
に
す
る
こ
と
で
、
作
品
は
同
じ
で
も
、
挙

げ
る
フ
レ
ー
ズ
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
点

に
気
づ
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
自
分
が
選

ん
だ
一
冊
か
ら
、
最
も
魅
力
的
な
フ
レ
ー
ズ
を
見

つ
け
よ
う
と
す
る
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

⑸
手
引
き
を
参
考
に
し
て
発
表
会
を
行
う

　

生
徒
が
発
表
会
の
流
れ
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ

う
、「
紹
介
文
モ
デ
ル
」
を
も
と
に
、
資
料
の
提

示
の
し
か
た
や
話
の
構
成
な
ど
の
ヒ
ン
ト
を
示
し

た
「
発
表
会
の
手
引
き
」
を
作
成
し
て
提
示
し
た
。

お
わ
り
に

　

発
表
会
で
は
、
一
人
一
人
の
紹
介
が
進
む
た
び
、

世
界
地
図
に
シ
ー
ル
が
増
え
、
生
徒
は
世
界
各
地

紹
介
文
に
書
く
べ
き
内
容
を
考
え
る
。

・
自
分
が
選
ん
だ
本
の
紹
介
文
を
、
四
百
字
程
度

で
書
く
。

 

第
三
次
（
二
時
間
）　

本
を
紹
介
し
合
う

・
自
分
が
選
ん
だ
本
の
紹
介
を
す
る
。

・
友
達
の
紹
介
を
聞
き
、
読
み
た
い
本
を
挙
げ
る
。

・
全
員
の
紹
介
文
を
ま
と
め
た
冊
子
を
読
む
。

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

⑴
身
近
な
話
題
を
扱
っ
た
作
品
に
触
れ
る 

　

単
元
の
導
入
と
し
て
、『
い
の
ち
の
食
べ
か
た
』

（
森
達
也
／
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
）
等
、
複
数
の

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
一
部
分
を
生
徒
に
紹

介
し
た
。
外
国
で
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
た
本
教

材
に
出
会
う
前
に
、
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
話
題

を
扱
っ
た
作
品
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、「
身
近

な
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
知
ら
な
い
こ
と
は
多
い
」

と
い
う
事
実
に
気
づ
か
せ
、
知
ろ
う
と
す
る
態
度

の
重
要
性
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

■
目
標 

○
工
夫
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
作
品
の
魅
力
を
短
い
文
章
に
ま
と
め
る
。

○
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
み
、
世
界
で
起
き
て

い
る
出
来
事
や
筆
者
の
思
い
に
つ
い
て
自
分

の
考
え
を
も
つ
。

○
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
出
会
い
、

広
く
世
界
を
知
る
意
欲
を
も
つ
。

 

第
一
次
（
一
時
間
）　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
出
会
う

・
身
近
な
話
題
を
扱
っ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作

品
に
触
れ
る
。

・「
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
少
女 

へ
ス
ー
ス
」
を
読

み
、
印
象
に
残
っ
た
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
る
。

 

第
二
次
（
二
時
間
）　

本
の
魅
力
を
文
章
に
ま
と
め
る

・
教
師
が
作
成
し
た
「
紹
介
文
モ
デ
ル
」
を
読
み
、

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
魅
力
を
伝
え
る

は
じ
め
に

　

世
界
で
起
こ
る
災
害
や
事
件
、
私
た
ち
が
直
面

す
る
課
題
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
は
テ
レ
ビ
等
の

報
道
を
通
じ
て
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
常
の

中
で
、
そ
れ
ら
自
分
か
ら
遠
い
出
来
事
と
は
距
離

を
置
き
が
ち
に
な
る
。
未
来
を
築
く
彼
ら
に
は
、

広
く
世
界
に
目
を
向
け
、
解
決
す
べ
き
課
題
を
認

識
し
た
う
え
で
日
々
を
過
ご
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

本
教
材
は
、
遠
く
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
で
生
き
る

少
女
に
焦
点
を
当
て
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
筆
者
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
何
度
も
現
地
を

訪
れ
、
少
女
を
取
材
し
続
け
た
。

　

筆
者
特
有
の
視
点
や
思
い
が
表
れ
た
本
教
材
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
生
徒
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
と
出
会
わ
せ
、
そ
の
魅
力
を

感
じ
さ
せ
た
い
。
私
た
ち
が
直
接
知
り
え
な
い

人
々
の
姿
を
伝
え
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
に
親
し
む
第
一
歩
と
し
て
、
本

単
元
を
設
定
し
た
。

今
、世
界
の
ど
こ
か
で
─
─
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
紹
介
を
し
よ
う

実
践
３

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

細ほ
そ

川か
わ

李り

花か

使
用
教
材
：「
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
少
女 

へ
ス
ー
ス
」（
三
年
）
※
本
実
践
で
は
二
年
を
対
象
と
し
た
。　

1

2

3

4

生徒が書いた紹介文　



ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
言
葉

僕
が
考
え
て
い
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
定
義
は
た
っ
た
ひ
と
つ
で
、

自
分
が
事
実
で
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
書
か
な
い
。

も
し
そ
の
一
点
が
守
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
文
章
は
す
べ
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
─
─
沢さ
わ

木き

耕こ
う

太た

郎ろ
う

『
旅
人
の
表
現
術
』（
角
幡
唯
介
／
集
英
社
）「
対
談 

沢
木
耕
太
郎
・
角
幡
唯
介
」
よ
り

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
時
の
難
し
さ
の
一
つ
に
、

風
景
（
シ
ー
ン
）
か
ら
何
を
読
み
取
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。（
中
略
）

シ
ー
ン
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
物
語
の
中
に
組
み
込
む
か
は
、

す
べ
て
書
き
手
の
感
性
に
か
か
っ
て
く
る
。
─
─
角か
く

幡は
た

唯ゆ
う

介す
け

　
　
　
　
　
『
ア
グ
ル
ー
カ
の
行
方
』（
角
幡
唯
介
／
集
英
社
文
庫
）「
あ
と
が
き
」
よ
り

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
天
井
の
あ
る
四
輪
車
で
は
な
い
。

サ
イ
ド
カ
ー
に
読
者
を
乗
せ
て
山
野
を
駆
け
め
ぐ
る
大
型
の
オ
ー
ト
バ
イ
で
あ
る
。

天
井
が
な
い
か
ら
雨
露
は
し
の
げ
な
い
し
、
転
倒
す
る
危
険
も
常
に
つ
き
ま
と
う
。

そ
の
か
わ
り
、
サ
イ
ド
カ
ー
の
乗
員
は
ま
わ
り
の
風
景
に
じ
か
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

山
河
を
渡
る
風
を
自
分
の
頬
に
直
接
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
─
─
佐さ

野の

眞し
ん

一い
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
『
私
の
体
験
的
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
術
』（
佐
野
眞
一
／
集
英
社
新
書
）「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
よ
り

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
狭
く
限
定
し
て
も
し
か
た
な
い
。（
中
略
）

そ
の
作
品
が
ど
れ
だ
け
読
者
の
意
表
を
つ
い
て
、

思
い
が
け
な
い
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
ま
で
の
価
値
観
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
く
れ
る
か
、

そ
の
面
白
さ
が
い
ち
ば
ん
重
要
─
─
最さ
い

相し
ょ
う

葉は

月づ
き

「
考
え
る
人 

2
0
0
8
年
夏
号
」（
新
潮
社
）「
最
相
葉
月
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
よ
り

取
材
し
て
い
る
と
い
ろ
ん
な
枝
葉
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
、

ま
た
そ
う
い
う
枝
葉
に
こ
そ
、
事
実
の
多
様
性
、
あ
る
い
は
社
会
の
多
様
性
、

人
間
の
生
き
ざ
ま
の
多
様
性
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ら
で
は
の
魅
力
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
─
─
柳や
な
ぎ

田だ

邦く
に

男お

『
事
実
か
ら
の
発
想
』（
柳
田
邦
男
／
講
談
社
）「
対
談 

柳
田
邦
男
・
沢
木
耕
太
郎
」
よ
り

数
々
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
生
み
出
し
た
書
き
手
た
ち
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む

中
学
生
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む
意
義

信
州
大
学
教
授

藤ふ
じ

森も
り

裕ゆ
う

治じ

　

中
学
校
と
い
う
時
代
は
厳
し
い
三
年
間
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
身
勝
手
な
行
動
を
抑
制
し
て
く
れ
て
い

た
従
順
と
い
う
名
の
膜
を
、
思
春
期
の
利
己
主
義

が
引
き
裂
き
、
一
方
で
は
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
に

繊
細
な
友
人
関
係
に
は
神
経
を
す
り
減
ら
す
。
心

と
身
体
の
不
具
合
に
翻
弄
さ
れ
、
屈
託
す
る
間
も

な
く
自
ら
の
進
路
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
た

か
も
そ
れ
は
、
萌
え
出
た
若
葉
が
深
緑
に
移
る
前
、

悩
ま
し
げ
に
も
だ
え
縮
れ
る
季
節
の
森
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
達
段
階
に
あ
る
彼
ら
に
と
っ
て
、

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む
意
義
は
三
つ
あ
る
。

　

第
一
は
文
筆
家
の
川
端
氏
も
言
う
よ
う
に
、
見

知
ら
ぬ
他
者
の
営
み
が
実
に
多
彩
で
時
に
す
さ
ま

じ
く
、
そ
し
て
お
も
し
ろ
い
の
だ
と
い
う
感
覚

を
も
つ
こ
と
に
あ
る
。「
恕じ
ょ

」
の
精
神
で
他
者
を

尊
重
す
る
姿
勢
が
育
つ
臨
界
期
は
、
中
学
校
で
あ

る
。
そ
の
と
き
実
在
す
る
他
者
の
物
語
で
あ
る
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が

他
者
を
思
う
経
験
と
な
る
。

　

第
二
は
、
事
実
が
物
語
と
し
て
言
葉
に
な
る
と

は
ど
う
い
う
行
為
な
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ

る
。
同
じ
事
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
語
る
人
間

に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
帯
び
る
。

読
ん
だ
内
容
か
ら
読
者
が
受
け
取
る
事
実
は
、
実

は
語
り
手
の
認
識
と
経
験
を
通
し
た
「
事
実
」
な

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
真
に
理
解
し
た
生
徒

は
、
人
間
関
係
の
誤ご

謬び
ゅ
う

や
誤
解
に
惑
わ
さ
れ
な

い
。「
Ａ
さ
ん
が
あ
な
た
を
嘘
つ
き
よ
ば
わ
り
し

て
た
わ
よ
」
と
Ｂ
さ
ん
に
言
わ
れ
た
と
き
、
Ａ
さ

ん
を
恨
む
の
で
は
な
く
、
Ｂ
さ
ん
が
私
に
期
待
し

て
い
る
事
実
認
識
を
静
か
に
推
察
す
る
Ｃ
さ
ん
が

育
つ
の
で
あ
る
。

　

さ
て
第
三
は
、
自
分
自
身
の
生
き
方
も
ま
た
、

一
つ
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
認
識
を
抱

く
こ
と
に
あ
る
。
同
じ
学
級
集
団
の
中
で
、
学
力

や
体
力
な
ど
の
差
が
最
も
開
く
時
代
が
中
学
校
で

あ
る
。
荒
廃
し
た
家
庭
の
鬱
屈
を
こ
ぼ
す
こ
と
な

く
、
学
校
で
は
元
気
に
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
る

Ｄ
子
、
自
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
と
卑
下
し
、
自
暴
自
棄

に
非
行
を
重
ね
る
Ｅ
太
。
成
績
は
優
秀
だ
が
、
親

の
過
度
な
期
待
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
Ｆ
夫
。

こ
う
し
た
哀
し
み
や
苦
し
み
の
中
に
も
、
そ
れ
ぞ

れ
に
か
け
が
え
の
な
い
人
生
の
物
語
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
う
し
て
彼
ら
が
人
生
に
希
望
を
持
ち
続
け
る

こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
託

さ
れ
た
最
大
の
願
い
な
の
で
あ
る
。

ふじもり・ゆうじ
1960年，長野県生まれ。信州大
学教育学部教授。専門は国語科
教育学（授業研究），日本民俗学。
著書に『授業づくりの知恵60』（明
治図書出版），『すぐれた論理は美
しい』（東洋館出版社）など。光
村図書 小学校・中学校 『国語』
教科書の編集委員を務める。
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①
何
を
理
解
し
て
い
る
か
、
何
が
で
き
る
か
（
知

識
・
技
能
）

②
理
解
し
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う

か
（
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
）

③
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ
り
、よ
り
よ
い

人
生
を
送
る
か
（
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
） 

　

こ
れ
ら
の
資
質
・
能
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
育

ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
①
②
③
が
相
互
に

関
連
し
合
い
、
総
合
的
に
育
ま
れ
る
よ
う
な
質
の
高

い
学
習
の
在
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
と
い
う
学
び
の
視
点
、
す
な
わ
ち
「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
い
か
に
実
現
す
る
か

と
い
う
学
習
・
指
導
改
善
の
視
点
で
す
。

資
質
・
能
力
と

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

　

二
十
一
世
紀
は
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
基
盤
社
会
」

の
時
代
だ
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
か

ら
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
が
い
っ
そ
う
進
み
、

将
来
の
予
測
が
困
難
な
、
複
雑
で
変
化
の
激
し
い
社

会
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代

に
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
が
個
々
の
人
生
を
切
り

ひ
ら
き
、
と
も
に
よ
り
よ
い
社
会
を
創
り
出
し
て
い

け
る
よ
う
、
必
要
な
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
向
け
て
、
中
央
教
育
審

議
会
（
中
教
審
）
で
は
、
全
て
の
教
科
等
に
お
い
て
、

次
の
三
つ
の
柱
に
基
づ
い
た
資
質
・
能
力
の
構
造
化

を
進
め
て
い
ま
す
。　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は

「
型
」
で
は
な
い

　

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
の
は
、
「
活
動
し
て
い

る
形
態
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
に
子
ど
も
た
ち

が
頭
の
中
を
活
動
的
に
し
て
、
し
っ
か
り
と
考
え
て

い
る
か
と
い
う
「
学
び
の
質
」
に
関
わ
る
も
の
で
す
。

新
し
い
方
法
論
が
出
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の

展
開
の
し
か
た
に
注
目
が
い
き
ま
す
し
、
な
か
に
は

〝
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
の
授
業
〟
を
提
唱

す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
特
定
の
指

導
の
型
や
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、

無
限
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
「
学
び
の
質
」
の
問

い
直
し
だ
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
国
語
科
と
は
ど
う
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
と
と
も
に
学
び
を

〝
楽
し
む
〟〝
深
め
る
〟

　

子
ど
も
の
側
か
ら
考
え
る
と
、
特
に
学
び
に
向
か

う
力
は
、
学
習
そ
の
も
の
が
楽
し
く
な
け
れ
ば
育
っ

て
い
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
単
に
何
か
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
生
き
方
や
人
生
と
ど

う
関
わ
る
の
か
を
実
感
し
な
が
ら
、
言
葉
の
働
き
や
、

表
現
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
く
、
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　

今
、
あ
ら
た
め
て
、
生
き
て
い
く
こ
と
と
国
語
の

学
習
と
が
ど
う
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

学
び
を
楽
し
む
こ
と
、
深
め
る
こ
と
を
問
い
直
し
て

い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　
髙
木
先
生
が
会
長
を
務
め
る
「
こ
と
ば
と
学
び
を
ひ
ら
く

会
」
で
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と

国
語
の
力

❶
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
支
え
る
言
語

　
活
動

　

文
部
科
学
省
の
「
用
語
集
」
で
は
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
例
と
し
て
、
問
題
解
決
学
習
や

調
査
学
習
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
学
習
活
動
を
、
主
体
的
・
協
働
的
で
、
思

考
・
判
断
・
表
現
を
伴
う
深
い
学
び
に
す
る
た
め
に
、

「
話
す
・
聞
く
」
「
書
く
」
「
読
む
」
な
ど
の
言
語

活
動
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の

で
す
。

❷
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
支
え
る
国
語

　
の
力
／
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
育
む

　
国
語
の
力 

　

個
々
の
言
語
活
動
は
、
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
主
体
的
な
言
語
活
動
を
展

開
す
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
通
じ
て
、
言

葉
の
力
は
さ
ら
に
身
に
つ
く
も
の
で
す
。
言
葉
が
も

つ
こ
の
二
つ
の
側
面
を
常
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。

❸
言
葉
へ
の
気
づ
き
を
学
習
の
軸
に

　

中
教
審
の
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
深

い
学
び
の
た
め
に
重
要
な
「
国
語
科
な
ら
で
は
の
思

考
の
枠
組
み
」
と
し
て
、
「
言
葉
に
着
目
し
て
言

葉
の
働
き
を
捉
え
る
と
い
う
国
語
科
固
有
の
視
点

を
踏
ま
え
、
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
し
な
が
ら

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
か
ね
て
私
が
重
視
し
て
き
た
「
言

葉
へ
の
気
づ
き
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
言
葉
の

働
き
や
機
能
に
着
目
さ
せ
、
言
葉
に
関
わ
る
深
い
学

び
を
実
現
す
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。

❹
評
価
の
観
点
が
大
き
く
変
わ
る

　

三
つ
の
柱
に
基
づ
い
た
資
質
・
能
力
の
構
造
化
に

伴
い
、
国
語
科
の
評
価
観
点
は
、
領
域
に
応
じ
た
従

来
の
五
観
点
か
ら
、
「
知
識
・
技
能
」
「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組

む
態
度
」
の
三
観
点
と
な
る
よ
う
で
す
。
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
の
関
連
や
具
体
的
な
評
価
方
法

等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
が
待
た
れ
ま
す
が
、

大
き
な
変
更
点
と
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と

国
語
の
力

1958 年，静岡県生まれ。横
浜国立大学教授。中央教育審
議会国語ワーキンググループ委
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。「ことば
と学びをひらく会」会長。著書
に『「他者」を発見する国語の
授業』（大修館書店）など。光
村図書 小学校・中学校『国語』
教科書の編集委員を務める。

横
浜
国
立
大
学
教
授
　
髙た

か

木ぎ

ま
さ
き

ことばと学びをひらく会
第10回研究大会

■日時：平成28年10月22日（土）10:00〜16:40
■会場：慶應義塾大学 三田キャンパス
■大会テーマ：
　「子どもとともに学びを“楽しむ”“深める”
　 —国語科におけるアクティブ・ラーニングの展開」

特別記念対談
詩人 谷川俊太郎 × 詩人 工藤直子

この他，シンポジウム，ワークショップなど盛りだくさん！
詳細は，本誌同封のリーフレットにてご確認ください。

■参 加 費：一般3,000円／学生・院生1,000円
■申し込み：ウェブサイトより受付中
　　　　　 http://www.kotoba-manabi.jp

ことばと学びをひらく会 検 索
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生
徒
の
主
体
的
な
活
動
を
支
援

し
な
が
ら
、
要
所
で
適
切
な
指
導
を

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

授
業
の
中
で
、

教
師
の
役
割
は
変
化
し
ま
す
か
。

年
間
指
導
計
画
に
単
元
と
し
て

位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、

日
常
的
な
学
習
の
中
で
で
き
る
こ
と

を
取
り
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

全
て
の
授
業
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、

時
間
数
が
足
り
な
く
な
り
そ
う
で
す
。

ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

学
習
指
導
要
領
改
訂
に
向
け
て
関
心
が
高
ま
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
。

現
場
の
先
生
方
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
悩
み
に
、

冨
山
哲
也
先
生
が
ご
回
答
く
だ
さ
い
ま
す
。

第
四
回

　　　　　　　冨
とみ

山
やま

哲
てつ

也
や

十文字学園女子大学人間生活学部児童
教育学科教授。東京都公立中学校教
員，あきる野市教育委員会，多摩教育
事務所，東京都教育庁指導部指導主
事を経て，平成16年10月から文部科
学省教科調査官（国語），国立教育政
策研究所教育課程調査官・学力調査官。
平成20年版学習指導要領の作成，全
国学力・学習状況調査の問題作成・分
析等に携わる。平成27年４月から現職。
第１期＜絵本専門士＞。

も
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
ス
ピ
ー
チ

の
テ
ー
マ
の
設
定
・
意
図
的
な
グ
ル
ー
プ
編
成
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
等
の
機
器
の
準
備
な
ど
も
、
教

師
の
役
割
と
し
て
大
切
で
す
。
こ
う
し
た
支
援
に

よ
り
、
生
徒
の
主
体
的
な
学
習
が
促
さ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
教
師
は
単
な
る
学

習
活
動
の
「
進
行
役
」
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。

生
徒
の
主
体
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
要
所
で
適
切
な

指
導
を
す
る
こ
と
が
重
要
な
役
割
で
す
。
例
え
ば
、

・
グ
ル
ー
プ
学
習
の
前
に
個
人
の
考
え
を
し
っ
か

り
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。

・
グ
ル
ー
プ
学
習
が
停
滞
し
て
い
れ
ば
具
体
的
な

検
討
の
視
点
を
示
す
。

・
複
数
の
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
関
連
づ
け
る
。

・
考
え
を
よ
り
深
め
る
こ
と
を
促
す
発
問
を
す
る
。

・
グ
ル
ー
プ
の
発
表
の
際
に
は
、
適
切
な
評
価
の

コ
メ
ン
ト
を
す
る
。

等
の
指
導
で
す
。
こ
の
よ
う
な
教
師
の
関
わ
り
を

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
対
照
的
な
授
業

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
教
師
に
よ
る
講

義
形
式
の
授
業
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
授
業
の

中
で
は
、
教
師
は
教
え
る
べ
き
内
容
を
深
く
理
解

し
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
役
割

に
な
り
ま
す
。
難
し
い
内
容
を
理
解
さ
せ
る
た
め

に
、
詳
し
い
説
明
資
料
や
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
っ

た
り
、
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
を
設
け
て
段
階
的
に

考
え
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
工
夫
を
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

取
り
入
れ
た
授
業
に
お
け
る
教
師
は
、
生
徒
自
身

が
課
題
の
解
決
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
集
め
て

自
分
の
考
え
を
も
ち
、
交
流
を
通
し
て
考
え
を
深

め
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
支
援
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教
え
る
役
割
か
ら
、
生
徒

自
身
の
「
で
き
る
、
わ
か
る
」
を
リ
ー
ド
す
る
役

割
へ
の
変
化
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
、
聞
き
手
を
引
き
付
け
る
ス
ピ
ー
チ
の

工
夫
に
つ
い
て
学
習
す
る
場
面
を
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
講
義
形
式
の
授
業
で
は
、「
よ
い
ス
ピ
ー

チ
の
10
の
ポ
イ
ン
ト
」
な
ど
と
内
容
を
整
理
し
た

プ
リ
ン
ト
を
配
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
取
り
組
ま

せ
る
よ
う
な
展
開
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入
れ
た
授
業

で
は
、
小
学
校
で
の
学
習
経
験
を
思
い
出
し
な
が

ら
グ
ル
ー
プ
で
ス
ピ
ー
チ
（
リ
ハ
ー
サ
ル
）
を
聞

き
合
い
、
工
夫
点
を
整
理
し
て
本
番
の
ス
ピ
ー
チ

に
生
か
す
と
い
っ
た
展
開
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
後

者
の
授
業
で
は
、
生
徒
に
学
習
活
動
の
見
通
し
を

抜
き
に
、「
深
い
学
び
」
は
成
立
し
ま
せ
ん
。

　
生
徒
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
の
状
況
に
対
応
す
る

た
め
に
は
、
講
義
形
式
の
授
業
に
も
増
し
て
、
丁

寧
な
教
材
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
私
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取
り
入

れ
た
授
業
づ
く
り
の
視
点
を
、
次
の
五
つ
に
整
理

し
て
い
ま
す
（
※
）。

❶
生
徒
が
興
味
を
も
つ
教
材
・
題
材
と
魅
力
的
な

導
入

❷
課
題
解
決
的
な
学
習
、
既
習
事
項
を
活
用
す
る

学
習

❸
学
習
の
見
通
し
、
本
時
の
目
標
の
明
示

❹
自
分
の
考
え
を
発
表
・
交
流
す
る
機
会

❺
「
で
き
た
」「
わ
か
っ
た
」
の
実
感
、「
で
き
た

こ
と
」「
わ
か
っ
た
こ
と
」
の
振
り
返
り

　
こ
れ
ら
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
単
元
を
構
想
す

る
と
、
主
体
的
・
協
働
的
な
学
習
が
展
開
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
。
年
間
指
導
計
画
の
中
に
、
意
図
的

に
位
置
づ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
授
業
時
数
を
考
え
る
際
に
特
に
重
要
に
な
る
の

が
、
❺
の
視
点
で
す
。
こ
の
「
振
り
返
り
」
に
は
、

課
題
解
決
の
過
程
の
振
り
返
り
も
含
み
ま
す
。
単

元
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
課
題
を
解
決
し
て
き
た

か
、
そ
の
道
筋
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

繰
り
返
す
こ
と
で
、
生
徒
は
学
習
の
見
通
し
を

も
っ
た
り
、
自
分
の
考
え
を
発
表
・
交
流
し
た
り

す
る
こ
と
が
速
や
か
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
を
繰
り
返
す
中
で
、
そ
れ
に
要
す
る
時
間
は
短

く
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
と
は
い
え
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
取

り
入
れ
た
授
業
は
、
講
義
形
式
の
授
業
よ
り
時
間

が
か
か
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
常

に
❶
か
ら
❺
全
て
の
視
点
を
意
識
し
た
単
元
構
想

を
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要
な
視
点
を
適
宜
取
り

入
れ
た
授
業
と
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
魅
力
的
な

導
入
を
工
夫
す
る
だ
け
で
も
、
授
業
は
変
わ
り
ま

す
。
試
み
に
、
俳
句
の
学
習
を
す
る
際
に
、

・
外
国
の
人
が
作
っ
た
俳
句
を
読
ん
で
み
る
。

・
俳
句
と
川
柳
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

・
新
聞
等
の
「
俳
壇
」
の
俳
句
を
読
ん
で
、
優
秀

句
を
選
ん
で
み
る
。

等
の
導
入
の
工
夫
を
し
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

俳
句
と
い
う
文
化
の
広
が
り
や
創
作
の
お
も
し
ろ

さ
を
感
じ
た
り
、
読
む
人
に
よ
る
捉
え
方
の
違
い

に
気
づ
い
た
り
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
後
に
続

く
学
習
の
よ
い
動
機
づ
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
考
え
方
は
、日
々

の
授
業
を
よ
り
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

※　『中学校国語科 アクティブ・ラーニング GUIDE BOOK』（冨山哲也 編著／明治図書出版）
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光こ
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普
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使
い
の
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

2021

教
科
書
の
改
訂
に
合
わ
せ
、「
光
村
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
も
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

今
号
よ
り
、
主
に
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、

国
語
の
授
業
の
中
で
の
効
果
的
な
使
い
方
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

千葉県生まれ。千葉大学
大学院修了。千葉県の公
立中学校教諭，千葉大学
教育学部附属中学校教諭
を経て，現職。共著書に『中
学生を作文好きにする！ 
新レシピ 60 ＆ワークシー
ト』（明治図書出版）など。

1
ご
あ
い
さ
つ

　

こ
ん
に
ち
は
。
渡
辺
光
輝
と
申
し
ま
す
。
こ

れ
か
ら
六
回
に
わ
た
っ
て
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に

つ
い
て
の
連
載
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

初
回
な
の
で
自
己
紹
介
を
し
ま
す
。
私
は
教

師
十
八
年
目
、
千
葉
県
の
公
立
中
な
ど
を
経
て
、

今
の
職
場
で
働
い
て
い
ま
す
。
国
語
の
授
業
に

つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
取
り
組
ん
で
き
た
つ
も

り
で
す
が
、
本
格
的
に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を

使
っ
た
授
業
を
す
る
の
は
、
実
は
ほ
と
ん
ど
初

め
て
で
す
。
だ
か
ら
そ
ん
な
に
詳
し
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
普
通
の
教
師
が
、
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
を
使
っ
た
ら
こ
ん
な
授
業
に
な
っ

た
よ
と
い
う
赤
裸
々
（
？
）
な
「
奮
闘
記
」
を

書
く
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
「
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
で
、
ど
う
や
っ
て
国
語
の
授
業
を
し
た
ら
い

を
張
っ
て
言
え
る
よ
う
な
活
用
法
を
見
つ
け
れ

ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
自
身
、
ま
だ
ま
だ
十
分
に
使
い
こ
な
し
て

い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
で
す
が
、「
デ
ジ
タ

ル
教
科
書
を
使
う
こ
と
で
、
今
ま
で
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か
、

「
こ
ん
な
に
効
率
的
に
な
っ
た
」
と
か
「
生
徒

の
意
欲
が
ア
ッ
プ
し
た
」
と
言
え
る
よ
う
な
活

用
例
を
、
こ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
見
つ
け
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

普
段
使
い
の

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
へ

　

こ
の
四
月
か
ら
、
本
格
的
に
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
を
使
い
始
め
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ツ
ー
ル

は
、「
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
」
で
、
使
い
込
む
う

ち
に
よ
さ
が
わ
か
る
面
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

た
ま
に
取
り
出
す
く
ら
い
で
は
、
操
作
も
ぎ
こ

ち
な
い
し
、
う
ま
く
生
徒
の
思
考
に
沿
っ
て
柔

軟
に
使
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、「
普

段
使
い
」
を
し
て
、
毎
日
当
た
り
前
の
よ
う
に

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
、
自
分
自
身
が
ツ
ー

ル
に
慣
れ
る
よ
う
に
意
識
し
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
本
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
は
、
つ
り

下
げ
ス
ク
リ
ー
ン
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
が
教
室
に

常
備
さ
れ
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
か
ら
コ
ー
ド
で

つ
な
い
で
投
影
す
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
パ

い
の
？
」
と
悩
ん
で
い
る
先
生
方
や
、「
デ
ジ

タ
ル
教
科
書
を
こ
れ
か
ら
使
っ
て
み
た
い
！
」

と
感
じ
て
い
る
先
生
方
と
一
緒
に
、
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
を
活
用
し
た
国
語
の
授
業
に
つ
い
て
考

え
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

気
が
か
り
な
こ
と
も

少
々
…
…

　

初
任
の
頃
、
と
て
も
厳
し
い
指
導
教
員
の
先

生
に
「
教
師
は
チ
ョ
ー
ク
と
ト
ー
ク
で
勝
負
が

で
き
て
一
人
前
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
小
細

工
を
せ
ず
に
、
教
師
の
語
り
だ
け
で
授
業
が
で

き
る
よ
う
に
精
進
し
な
さ
い
と
い
う
教
え
で
す
。

　

ま
た
、
教
材
作
り
で
こ
ん
な
こ
と
も
言
わ
れ

ま
し
た
。
あ
る
教
材
で
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

た
橋
の
構
造
を
説
明
す
る
文
章
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
橋
が
と
て
も
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
も

の
だ
っ
た
の
で
、
実
際
の
写
真
を
探
し
て
き
た

り
、
図
を
描
い
た
り
し
て
、
そ
れ
ら
を
プ
リ
ン

ト
に
し
て
生
徒
に
配
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

資
料
作
り
に
必
死
に
な
っ
て
い
る
私
を
見
た
指

導
教
員
の
先
生
が
、
ぼ
そ
っ
と
、「
そ
れ
を
文

章
か
ら
読
み
取
ら
せ
る
の
が
、
国
語
の
授
業
な

ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
あ
。
何
で
も
わ
か
り
や
す

く
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
よ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
よ
か
れ
と
思
っ
て
用

意
し
た
資
料
が
、
必
ず
し
も
生
徒
の
国
語
の
力

を
伸
ば
す
結
果
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
な

ん
て
…
…
。
そ
れ
以
来
、
授
業
で
の
資
料
の
扱

い
を
慎
重
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
活
用
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
わ
な

い
か
、
ち
ょ
っ
と
気
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
用

意
さ
れ
た
資
料
が
親
切
す
ぎ
る
と
、
生
徒
の
力

が
伸
び
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
。
で
も
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、「
こ
ん
な

使
い
方
だ
っ
た
ら
国
語
の
力
を
伸
ば
す
」
と
胸

3
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き
出
す
。

・
作
品
の
大
体
の
内
容
を
確
認
す
る
。

・「
駄
菓
子
屋
」
な
ど
の
資
料
映
像
を
見
る
。

	

■「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」

・
漢
字
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

・
朗
読
を
聞
く
。

・
段
落
分
け
、
段
落
構
成
を
確
認
す
る
。

・「
問
い
と
答
え
」
の
部
分
を
抜
き
出
す
。

・「
説
明
の
工
夫
」
を
指
摘
す
る
（
書
き
込

み
）。

	

■「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」

・
漢
字
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

・
朗
読
を
聞
く
。

・
段
落
分
け
、
段
落
構
成
を
確
認
す
る
。

・
段
落
の
役
割
を
確
認
す
る
。

・
キ
ー
ワ
ー
ド
の
抜
き
出
し
で
要
約
の
し

か
た
を
確
認
す
る
。

・
他
の
だ
ま
し
絵
の
画
像
を
見
る
。

※
こ
れ
ら
の
授
業
の
他
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

と
漢
字
の
部
首
の
学
習
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
授

業
で
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
使
用
し
て
い
な
い
の
で

割
愛
し
て
い
ま
す
。

こ
の
使
い
方
は
よ
か
っ
た
！

　

こ
う
し
て
使
っ
た
中
で
、
特
に
「
こ
れ
は
よ

か
っ
た
！
」
と
思
え
る
お
す
す
め
の
活
用
例
を

ソ
コ
ン
を
教
室
に
持
ち
込
め
ば
、
す
ぐ
に
接
続

し
て
投
影
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
前
は
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
や
ス
ク
リ
ー
ン
を
教
室
に
持
ち
込

ん
で
使
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ

と
比
べ
た
ら
、
手
軽
に
投
影
で
き
る
今
の
環
境

は
と
て
も
あ
り
が
た
い
で
す
。
な
お
、
電
子
黒

板
は
、
各
階
に
あ
る
の
で
す
が
、
運
ぶ
の
に
手

間
が
か
か
る
の
と
表
示
さ
れ
る
字
が
小
さ
す
ぎ

て
後
ろ
か
ら
は
見
え
な
い
の
で
、
使
う
こ
と
は

断
念
し
ま
し
た
。　

四
月
か
ら
こ
ん
な
感
じ
で

活
用
し
て
い
ま
す

　

四
月
か
ら
の
三
か
月
間
、
授
業
で
ど
の
よ
う

に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
た
の
か
を
全
て

書
き
出
し
て
み
ま
す
。
こ
れ
で
「
普
段
使
い
の

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ

る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

	

■「
野
原
は
う
た
う
」

・
作
者
・
工
藤
直
子
さ
ん
の
動
画
を
見
る
。

・
教
科
書
画
面
に
、
詩
の
表
現
技
法
に
つ

い
て
書
き
込
む
。

	

■「
花
曇
り
の
向
こ
う
」

・
漢
字
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

・
朗
読
を
聞
く
。

・
登
場
人
物
の
設
定
が
わ
か
る
表
現
を
抜

5



デジタル教科書奮闘記 1

2223

い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

❶
工
藤
直
子
さ
ん
の
動
画（「
野
原
は
う
た
う
」）

　

ま
ず
、
お
す
す
め
は
「
の
は
ら
う
た
」
の
作

者
、
工
藤
直
子
さ
ん
の
動
画
で
す
。

　

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
学
作
品
な
ど
の
作

者
が
、
実
際
に
話
し
て
い
る
映
像
を
見
る
と
、

生
徒
は
「
お
お
ー
っ
」
と
い
う
反
応
を
見
せ
ま

す
。
そ
し
て
一
気
に
作
品
に
親
し
み
を
も
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
や
は
り
、
生
身
の
人
間
が
言

葉
を
紡
い
で
い
る
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
、

生
徒
に
響
く
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
工
藤
さ
ん
の
動
画
で
、
特
に
私
が
い
い

な
と
感
じ
た
の
は
、
作
者
が
自
作
の
詩
を
朗
読

し
て
い
る
の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。「
お
れ
は
か
ま
き
り
」
と
い
う
詩
で

は
、
ま
ず
「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
ち
び
か
ま
き

り
」
に
な
り
き
っ
て
朗
読
し
ま
す
。
次
に
「
こ

ん
な
読
み
方
も
で
き
ま
す
よ
」
と
、「
元
気
い
っ

ぱ
い
の
か
ま
き
り
り
ゅ
う
じ
坊
や
」
と
し
て
朗

読
。
さ
ら
に
は
、
高
校
生
で
ち
ょ
っ
と
や
さ
ぐ

れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
か
ま
き
り
り
ゅ
う
じ
」

の
朗
読
ま
で
し
て
く
れ
ま
す
。
計
三
パ
タ
ー
ン

の
朗
読
の
表
現
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
動
画
を
見
て
ひ
ら
め
き
ま
し
た
。
生
徒

に
も
、
一
つ
の
詩
を
、
い
ろ
い
ろ
な
人
物
設
定

で
読
み
分
け
さ
せ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

例
え
ば
「
け
や
き
だ
い
さ
く
」
の
「
い
の
ち
」

と
い
う
詩
を
、
壮
年
の
お
じ
さ
ん
バ
ー
ジ
ョ
ン

で
読
ん
だ
り
、
も
う
す
ぐ
死
を
迎
え
る
お
じ
い

さ
ん
に
な
り
き
っ
て
読
ん
だ
り
。
こ
う
し
て
複

数
の
人
物
設
定
で
読
み
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、

指
導
事
項
に
あ
る
「
音
読
の
効
果
」
に
自
然
と

意
識
が
向
く
と
考
え
た
の
で
す
。
単
元
の
最
後

に
は
、
自
分
た
ち
が
選
ん
だ
「
の
は
ら
う
た
」

の
詩
を
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
人
物
設
定
で
読

み
分
け
た
朗
読
の
発
表
会
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
動
画

資
料
か
ら
「
の
は
ら
う
た
」
の
単
元
を
作
っ
て

み
ま
し
た
。

❷
教
科
書
へ
の
書
き
込
み

　（「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」）

　

普
段
使
い
で
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
力
を
実
感

す
る
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
文
提
示
機
能
、
そ

し
て
書
き
込
み
機
能
で
す
。
例
え
ば
、
教
科
書

の
文
章
を
提
示
す
る
機
能
に
は
次
の
三
通
り
が

あ
り
ま
す
。

　
Ａ
　
教
科
書
の
紙
面
と
同
じ
画
面
を
表
示
す

る
（
教
科
書
画
面
）

　
Ｂ
　
教
科
書
の
本
文
を
拡
大
し
て
表
示
す
る

（
本
文
画
面
）

　
Ｃ
　
全
文
を
表
示
す
る
（
全
文
表
示
画
面
）

　

こ
の
中
で
は
Ａ
を
使
う
こ
と
が
い
ち
ば
ん
多

い
の
で
す
が
、
意
外
に
よ
く
使
う
の
が
Ｃ
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
よ
く
使
う
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
こ
の
全
文
表
示
の
よ
さ
を
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

全
文
表
示
画
面
は
、
文
字
が
細
か
い
の
で
、

文
章
中
の
語
句
を
一
つ
一
つ
吟
味
し
て
読
む
と

き
に
は
適
し
ま
せ
ん
が
、
文
章
全
体
を
俯
瞰
し

た
り
、
構
造
を
視
覚
的
に
捉
え
た
り
す
る
と
き

に
は
と
て
も
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
」
の

授
業
で
は
、
全
文
表
示
画
面
を
使
っ
て
、
本
文

全
体
を
「
序
論
」「
本
論
」「
結
論
」
に
分
け
、

さ
ら
に「
本
論
」の
部
分
を「
絵
の
説
明
」と「
筆

者
が
伝
え
た
い
こ
と
」
の
二
つ
の
要
素
に
色
分

け
し
ま
し
た
（
右
ペ
ー
ジ
図
参
照
）。
全
文
表
示

に
す
る
と
、
全
体
を
俯
瞰
し
な
が
ら
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
し
、
本
文
全
体
に
占
め
る
文
章

量
や
配
置
な
ど
も
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
文
章
の
場
合
は
「
事

例
」
＋
「
主
張
」
の
組
み
合
わ
せ
で
本
論
が
進

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
こ
と
の
便
利
さ

が
特
に
感
じ
ら
れ
る
の
が
、
書
き
込
み
な
ど
の

作
業
を
す
る
と
き
で
す
。
失
敗
し
て
も
何
度
で

も
書
き
直
せ
ま
す
し
、
色
分
け
や
マ
ー
キ
ン
グ

な
ど
も
と
て
も
簡
単
に
で
き
ま
す
。
授
業
で
は
、

生
徒
が
考
え
た
色
分
け
案
を
発
表
し
て
も
ら
い
、

全
体
で
確
認
し
ま
し
た
。
何
度
で
も
書
き
直
せ

る
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
す
こ

と
が
で
き
た
活
動
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

や
や
地
味
な
活
用
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で

も
、
国
語
科
で
、
普
段
使
い
で
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
を
活
用
す
る
場
合
、
本
文
を
提
示
し
、
生
徒

全
員
で
共
有
す
る
と
い
う
の
は
最
も
基
本
的
な

使
い
方
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
ま

で
は
、
本
文
を
全
員
で
読
ん
で
い
く
と
き
、「
何

ペ
ー
ジ
の
何
行
目
の
…
…
」
と
言
葉
で
説
明
す

る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
で
本
文
が
提
示
で
き
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
手

間
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
映
し
出
さ
れ
た
本
文

を
、「
こ
こ
」
と
指
し
棒
で
示
せ
ば
一
発
で
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。「
国
語
の
授

業
は
本
文
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
が
大
事
」「
本

文
の
言
葉
に
こ
だ
わ
る
こ
と
」
と
い
う
基
本
を
、

教
師
も
生
徒
も
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
お
か
げ
で
す
。

❸
漢
字
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

　

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
い
ろ
い
ろ
な
「
お
ま

け
」
が
つ
い
て
い
て
、
そ
の
中
の
一
つ
に
フ

ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
・
言
葉
・

古
典
の
三
種
類
の
カ
ー
ド
が
あ
り
、
い
つ
で
も

使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
が
四
月
か

ら
よ
く
活
用
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
漢
字
の
フ

ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
し
た
。

　

実
は
、
漢
字
の
「
読
み
」
は
、
意
外
と
学
習

す
る
機
会
が
少
な
い
の
で
す
。
音
読
を
さ
せ
て

み
る
と
、
ご
く
簡
単
だ
と
思
っ
て
い
た
漢
字
の

読
み
に
詰
ま
る
生
徒
が
い
て
び
っ
く
り
し
ま
す
。

漢
字
の
学
習
は
「
書
き
」
に
教
師
の
意
識
が
向

き
が
ち
で
す
が
、「
読
み
」
も
同
じ
よ
う
に
学

習
す
る
機
会
が
な
い
と
、
正
し
く
読
め
な
い
ま

ま
に
な
っ
て
し
ま
い
、
生
徒
が
社
会
に
出
て
か

ら
恥
ず
か
し
い
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
は
毎
時
間
の
冒
頭

の
ほ
ん
の
数
分
、
何
度
も
読
み
を
繰
り
返
す
こ

と
で
知
識
を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
テ
ン
ポ
よ
く
読
み
上
げ
て
授
業
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
れ
ば
、
き
り
っ
と
し
た
雰
囲
気

を
作
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
授
業
の
ウ
ォ
ー
ミ

ン
グ
ア
ッ
プ
に
は
ぴ
っ
た
り
で
す
。
こ
の
他
に

も
、
生
徒
の
集
中
が
途
切
れ
た
と
き
、
ち
ょ
っ

と
時
間
が
余
っ
た
と
き
な
ん
か
に
も
こ
う
い
う

ツ
ー
ル
が
あ
る
と
助
か
り
ま
す
よ
ね
。

●　
　

●　
　

●

　

ひ
と
ま
ず
初
回
は
、
四
月
か
ら
の
授
業
で
、

私
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を

使
っ
て
き
た
か
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
便
利
な

使
い
方
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す

が
、
続
き
は
次
回
。

　

質
問
が
あ
る
先
生
、「
私
は
こ
ん
な
使
い
方

を
し
て
い
る
よ
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
先

生
、
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
の
活
用
法
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

上 /「絵の説明」と「筆者が伝えたいこと」とで色分けした全文表示画面。
右上 / 教科書画面。右下 / 本文画面。

ご質問やアイデアは，メールにて光村図書広報課（koho@mitsumura-tosho.co.jp）までお寄せください。



国語　平成29年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成29年度用教科書では，平成28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あげます。
　なお，教科書の訂正に伴いまして，教科書紙面やその内容を含む各種指導書につきましても，
訂正を必要とする箇所が生じます。合わせてご承知おきいただきますよう，お願い申しあげま
す。　

学年 ページ 行など 28年度 29年度

1年 18 下4 間を取る 間
ま

を取る

31 7 聞かれて きかれて

47 新出漢字
「較」 較差 比較

48 学習の窓 根拠 根
こ ん

拠
き ょ

58 上5 間の取り方 間
ま

の取り方

58 学習の窓 間
ま

を取ったり 間を取ったり

75 脚注 十七か国語で 十七の言語で

82 下6 早速 早
さ っ

速
そ く

130 左上 各項目 各項
こ う

目
も く

131 レポート例 35名にアンケートを実施 35名にアンケートを実
じ っ

施
し

134 下2 漢字の音の違いに注意して 漢字の読み方の違いに注意して

140 下3 我が世たれぞ 我
わ

が世たれぞ

179 下17 180ページ　根拠を明確にして
魅力を伝えよう

180ページ　根
こ ん

拠
き ょ

を明確にして魅
力を伝えよう

207 脚注 ローマ史 ローマ建国史

296 凡例8行目
〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。総画数・筆順はこ
の字形に合わせて示す。

〈　〉内は、手書きの楷
か い

書
し ょ

の習慣に
よる字体。総画数・筆順はこの字
体に合わせて示す。

311 凡例7行目 〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。

〈　〉内は、手書きの楷
か い

書
し ょ

の習慣に
よる字体。

2年 22 脚注 アラスカやシベリアなどの極北
地帯に居住する民族。

アラスカ北部からカナダ北部、グ
リーンランドに居住する民族。

107 11 宛名 宛
あ て

名
な

168 下21 ⑥司会者によるまとめ ⑥司会によるまとめ

236 脚注 【注意語句】 【注意する語句】

285 中5 芝
し ば

居
い

芝
し ば

居
ゐ

293 凡例8行目
〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。総画数・筆順はこ
の字形に合わせて示す。

〈　〉内は、手書きの楷
か い

書
し ょ

の習慣に
よる字体。総画数・筆順はこの字
体に合わせて示す。

309 凡例7行目 〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。

〈　〉内は、手書きの楷
か い

書
し ょ

の習慣に
よる字体。

3年
　　
　

11 表上段 説明・記録 説明・論説

52 下14 イ修
4

行 イ修行

60 上8 その一方で、 そのいっぽうで、

151 5 朽ちて 朽
く

ちて

190 注① 二〇一二年現在の人口は約六百三
十万人。

二〇一五年現在の人口は約六百十
三万人。

190 注⑦ 七万五千人から八万人 約七万五千人

195 1段
20行目 冥

めい

界
かい

冥界

201 欄外 課す 課する

207 上14 ⑦父兄
—

が同伴する。 ⑦実兄
—

と食事をする。

208 下5 彼の話は教訓に富み、うるとこ
ろが大きい。 この修

4

行からうるものは大きい。

253 注⑥ アラスカやシベリアなどの極北
地帯に居住する民族。

アラスカ北部からカナダ北部、グ
リーンランドに居住する民族。

263 下5 平清盛、太
だ

政
じょう

大臣となる 平清盛、太
だい

政
じょう

大臣となる

278 凡例8行目
〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。総画数・筆順はこ
の字形に合わせて示す。

〈　〉内は、手書きの楷書の習慣に
よる字体。総画数・筆順はこの字
体に合わせて示す。

290 1段目
「修」

室　むろ　　岩室
修　シュ　　修業（修

しゅう

業
ぎょう

とも）
仲　チュウ　仲介　伯仲

得　うる　名声を得る
修　シュ　修行
幸　さち　海の幸

291 凡例7行目 〈　〉内は手書きの際に許容され
ている字形。

〈　〉内は、手書きの楷書の習慣に
よる字体。

306 「読むこと」欄
「か」

□近代文学・近代詩
　……93・179・256・266

□近代文学・近代詩
　……93・179・256・265



●バックナンバーの詳しい内容は，
　光村図書ウェブサイトをご覧ください。
　www.mitsumura-tosho.co.jp
●ご注文は，お近くの書店，または
　オンライン書店でどうぞ。

■第43号（2015 秋）
  【編集長シリーズ 第2弾】

特集「幅允孝編集号 
　ブックガイド　本と，その先。」
定価：本体1,000円＋税　
ISBN978-4-89528-949-8

人が本と出会うための新しい環境づくりを
提案する，ブックディレクター・幅允孝。
幅編集長による，読書が閉じたもので終わ
らないためのブックガイドです。

■第45号（2016 春）
特集「今江祥智」
定価：本体1,000円＋税　
ISBN978-4-89528-980-1

昨年３月，惜しまれつつも亡くなられた児
童文学作家・今江祥智さん。児童文学界に
大きな足跡を残した今江さんを，40名を超
える執筆者とともに特集します。

■第46号（2016 夏）
特集「どうぶつ童話，どう？」
定価：本体1,000円＋税　
ISBN978-4-89528-981-8　

「どうぶつ童話」にある，動物の持ち味やイ
メージが生かされたおもしろさ，「人間」が
登場人物であることとは違う何かに，書き
下ろし童話と小論で迫ります。■第44号（2016冬）

  【編集長シリーズ 第3弾】

特集「金原瑞人編集号 
　えっ，詩？ いや，短歌！ それとも俳句？」
定価：本体1,000円＋税　
ISBN978-4-89528-950-4

翻訳家・金原瑞人が編集長として選んだテー
マは，なんと詩，短歌，俳句！　これから
をおもしろくする新しい詩，短歌，俳句に，
金原流のスポットを当てます。

「
飛
ぶ
教
室
」
は
、
石
森
延
男
、
今
江
祥
智
、
尾
崎
秀
樹
、
河
合
隼
雄
、
栗
原
一
登
、

阪
田
寛
夫
各
氏
が
編
集
委
員
と
な
り
、
子
ど
も
の
本
と
子
ど
も
の
文
化
を
掘
り
下
げ

る
総
合
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児童文学の冒険

年 4 回（1・4・7・10月25日）発行 　一般財団法人「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体
等を対象とし，今後の情報化・国際化の進展を踏まえ，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29年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募のお知らせ

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 29 年４月〜 30 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），上記に準ずると見倣される団体及び個人

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

（団体の場合は40万円まで，個人の場合は30万円まで）

応募方法・
締め切り

・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，別に定める「助成金交付申請書」を，平成 28年12月22日（木）必着で，
当財団事務局に郵送。

・「助成金交付申請書」を希望される方は，返信用封筒（82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の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，選考結果は平成29年２月末までに文
書にて通知します。平成 29年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 一般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




