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子
供
の
と
き
、
タ
ヌ
キ
の
腹
鼓
の
よ
う
な

感
覚
で
ゴ
リ
ラ
の
胸
た
た
き（
ド
ラ
ミ
ン
グ
）

の
真
似
を
し
て
遊
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。「
ウ

ホ
ウ
ホ
」
と
い
う
、
あ
れ
だ
。
実
物
は
迫
力

が
あ
る
そ
う
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
決
し
て

戦
い
の
宣
言
な
ど
で
は
な
い
ら
し
い
。
群
れ

が
出
会
っ
た
と
き
に
胸
た
た
き
を
し
て
、
一

種
の
威
嚇
は
す
る
が
そ
の
ま
ま
別
れ
る
と
い

う
。
群
れ
の
出
発
を
呼
び
か
け
る
と
き
な
ど

に
も
な
さ
れ
る
と
い
う
。
多
く
の
人
が
抱
く

「
好
戦
的
ゴ
リ
ラ
像
」
は
誤
解
な
の
だ
。

　

人
間
の
動
作
で
も
誤
解
は
起
こ
る
。
ど
こ

の
国
の
人
で
も
、
例
え
ば
痛
そ
う
な
様
子
な

ど
は
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
身
振
り
な
ど
も
自

然
的
動
作
と
し
て
な
ん
と
な
く
通
じ
る
よ
う

に
思
い
が
ち
だ
。
し
か
し
、
身
振
り
に
一
種

の
「
記
号
」
性
が
あ
る
こ
と
も
多
い
。

　

ネ
パ
ー
ル
の
カ
ト
マ
ン
ズ
に
行
っ
た
と
き

の
こ
と
。
現
地
の
方
に
写
真
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
お
願
い
し
た
の
だ
が
、
そ
の
方
が
カ
メ
ラ

を
持
ち
な
が
ら
、
頭
を
左
右
に
数
回
か
し
げ

る
（
振
る
）
動
作
を
な
さ
っ
た
。
日
本
風
に

解
釈
す
れ
ば
、「
え
？
い
い
の
か
な
？
わ
か

ら
な
い
な
あ
」
み
た
い
な
動
作
だ
。
そ
れ
で
、

押
す
と
こ
ろ
を
も
う
一
度
示
し
て
撮
り
直
し

て
い
た
だ
い
た
の
だ
っ
た
が
、
実
は
そ
れ
は
、

「
Ｏ
Ｋ
、大
丈
夫
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
っ

た
。
ネ
パ
ー
ル
で
の
頭
を
か
し
げ
る
動
作
に

は
「
記
号
」
性
が
あ
り
、
日
本
人
の
私
の
解

釈
は
ま
っ
た
く
正
反
対
な
の
で
あ
っ
た
。

　

自
然
的
動
作
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
解
釈
で
き

る
が
、
こ
の
よ
う
に
動
作
に
「
記
号
」
性
が

あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
解
釈
に
失
敗
す

る
こ
と
も
あ
る
。「
解
釈
」
は
解
釈
す
る
人

の
枠
組
み
で
な
さ
れ
る
か
ら
だ
。
ゴ
リ
ラ
の

胸
た
た
き
も
、
怒
り
の
自
然
的
動
作
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
記
号
」
性
が
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ゴ
リ
ラ
社
会
で
「
記

号
」
性
の
あ
る
動
き
が
あ
り
、
表
示
と
解
釈

に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て

い
る
の
な
ら
ば
、
人
類
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
始
原
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い

（「
記
号
」
の
定
義
は
難
し
い
が
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
言
葉
は
「
記
号
」
の

最
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
解
釈
が
あ
る
。

私
た
ち
は
そ
う
し
た
解
釈
の
共
同
体
の
中
で

生
き
て
い
る
。
一
部
で
も
解
釈
の
枠
組
み
が

違
う
と
、
そ
こ
に
「
誤
解
」
が
生
ま
れ
る
。

　

学
生
時
代
、
闇
鍋
を
し
た
と
き
、
味
を

み
た
友
人
が
「
あ
ま
い
」
と
言
っ
た
。「
何

を
入
れ
た
!?
」
─
─
し
か
し
食
べ
て
み
る
と
、

シ
ュ
ウ
マ
イ
や
ら
納
豆
や
ら
の
混
じ
っ
た
変

な
味
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
ス
イ
ー

ト
で
は
な
か
っ
た
。「
あ
ま
い
」
は
、
そ
の

友
人
の
方
言
で
「
塩
味
が
薄
い
」
と
い
う
意

味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
え
も
い
え
ぬ
鍋

を
囲
ん
で
い
る
と
き
、
今
度
は
別
の
友
人
が
、

突
如
ゴ
リ
ラ
の
胸
た
た
き
の
よ
う
な
、
あ

の
「
ウ
ホ
ウ
ホ
」
に
似
た
動
き
を
し
始
め
た
。

そ
の
自
然
的
動
作
は
た
だ
ち
に
周
囲
に
正
確

に
解
釈
さ
れ
、
熱
い
も
の
を
食
道
に
詰
ま
ら

せ
た
彼
は
水
を
も
ら
っ
て
事
な
き
を
得
た
。

そ
う
、「
解
釈
」
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
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葉
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合
う

1976年，北海道生まれ。早稲
田大学政治経済学部卒業。同
大学探検部ＯＢ。2003年，朝
日新聞社に入社，08年に退職。

『空白の五マイル』で，開高健ノ
ンフィクション賞，大宅壮一ノン
フィクション賞，梅棹忠夫・山と
探検文学賞受賞。『雪男は向こ
うからやって来た』で新田次郎
文学賞受賞。『アグルーカの行
方』で講談社ノンフィクション賞
受賞。近著に，『探検家の日々
本本』（幻冬舎文庫），『漂流』

（新潮社）など。

　

今
か
ら
七
年
前
、
某
大
手
出
版
社
の
新
人
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
賞
を
受
賞
し
て
一
応
物
書
き

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
た
と

き
、
そ
の
出
版
社
が
主
催
す
る
授
賞
式
に
よ
ば

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
授
賞
式
は
私
が
受
賞
し
た

賞
だ
け
で
な
く
、
小
説
の
新
人
賞
や
、
直
木
賞

を
受
賞
し
た
よ
う
な
売
れ
っ
子
作
家
が
対
象
の

文
学
賞
も
一
緒
で
、
会
場
も
帝
国
ホ
テ
ル
、
各

賞
の
選
考
委
員
を
つ
と
め
る
一
流
作
家
の
先
生

方
や
彼
ら
を
ね
ぎ
ら
う
銀
座
の
ホ
ス
テ
ス
た
ち

も
一
堂
に
会
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は
絢
爛
豪
華

な
式
典
だ
っ
た
。

　

式
典
の
前
に
私
た
ち
新
人
系
の
賞
を
受
賞
し

た
ひ
よ
っ
こ
三
人
が
、
売
れ
っ
子
が
対
象
の
文

学
賞
を
受
賞
し
た
有
名
作
家
と
挨
拶
す
る
機
会

が
あ
っ
た
。
当
た
り
前
だ
が
、
そ
の
作
家
へ
の

出
版
社
の
対
応
は
わ
れ
わ
れ
と
は
別
扱
い
で
、

私
は
地
下
鉄
と
徒
歩
で
帝
国
ホ
テ
ル
に
む
か
っ

た
の
に
対
し
、そ
の
作
家
に
は
自
宅
に
ハ
イ
ヤ
ー

が
回
さ
れ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。楽
屋
も
別
だ
っ

た
。

　

ひ
と
り
ず
つ
挨
拶
を
か
わ
し
た
が
、
私
は
そ

の
作
家
の
作
品
を
何
作
か
読
ん
で
い
た
だ
け
に
、

順
番
が
ま
わ
っ
て
き
た
と
き
は
少
し
緊
張
し
た
。

「
○

賞
を
受
賞
し
た
角
幡
と
い
い
ま
す
」
と
名

刺
を
わ
た
す
と
、作
家
は
「
あ
、す
み
ま
せ
ん
、私
、

名
刺
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
」
と
言
っ
て
名
刺

を
く
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
堂
々
と
し
た
態
度
に
、
か
っ
こ
い
い
な
、

こ
の
人
、
と
思
っ
た
。
そ
の
と
き
私
は
は
じ
め

て
知
っ
た
の
だ
。
そ
う
か
、
売
れ
っ
子
作
家

に
な
る
と
名
刺
を
わ
た
さ
な
く
て
い
い
の
か
と
。

そ
れ
に
比
べ
て
私
の
名
刺
の
貧
相
な
こ
と
。
自

宅
の
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
字
し
た
ペ
ラ
ペ
ラ
の
紙

に
、〈
ラ
イ
タ
ー
〉
と
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
肩

書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
格
の
違
い
を
見
せ
つ
け

ら
れ
、
こ
ん
な
も
の
、
む
し
ろ
わ
た
さ
な
い
方

が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と
少
し
後
悔
し
た
。

　

そ
れ
以
来
、
私
の
肩
書
は
微
妙
に
変
遷
し
つ

づ
け
た
。
ま
ず
〈
ラ
イ
タ
ー
〉
を
名
乗
る
の
を

や
め
た
。
そ
も
そ
も
そ
の
頃
、
私
は
ラ
イ
タ
ー

仕
事
な
ど
一
切
や
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
か

わ
り
〈
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
探
検
家
〉

と
い
う
肩
書
に
し
た
。
ラ
イ
タ
ー
も
作
家
も
物

書
き
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
だ
が
、
作
家
を
名

乗
る
に
は
別
の
条
件
が
あ
っ
て
、
文
章
で
世
界

を
構
築
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は

探
検
行
為
と
い
う
実
体
験
を
通
じ
て
独
自
の
世

界
を
文
章
化
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
が

ピ
ッ
タ
リ
だ
、
と
考
え
た
わ
け
だ
。
し
ば
ら
く

そ
れ
で
通
し
た
が
、
だ
が
こ
れ
も
そ
の
う
ち
煩

わ
し
く
な
っ
て
き
た
。
な
に
し
ろ
こ
の
肩
書
は

長
す
ぎ
る
。
ナ
カ
グ
ロ
含
め
て
十
四
文
字
も
あ

る
の
だ
。
そ
れ
で
最
近
は
〈
作
家
・
探
検
家
〉

と
称
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

　

私
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
肩
書
を
名
乗
る
の

か
と
い
う
の
は
か
な
り
重
要
な
問
題
だ
。
と
い

う
の
も
私
の
場
合
、
探
検
し
て
文
章
で
表
現
す

る
と
い
う
他
に
あ
ま
り
類
例
の
な
い
活
動
を
し

て
い
る
た
め
、
社
会
の
側
か
ら
肩
書
を
与
え
て

く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
企
画
課
長
と
か
金
型

職
人
と
か
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
ポ
ジ
シ
ョ

ン
が
社
会
に
な
い
の
で
、
自
分
で
作
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
自
称
す
る
わ
け
だ
。

　

自
称
と
い
う
と
自
称
・
探
検
家
み
た
い
に
胡う

散さ
ん

臭
い
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
、
べ
つ
に

悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の

よ
う
に
組
織
に
属
し
て
い
な
い
者
の
肩
書
な
ど

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
自
称
。
事
件
報
道
な
ど
で

警
察
が
容
疑
者
を
〈
自
称
〜
〉
な
ど
と
発
表
す

る
と
き
な
ど
、
一
体
自
称
じ
ゃ
な
い
自
由
業
者

な
ど
存
在
す
る
の
か
と
疑
問
に
思
う
ほ
ど
だ
。

自
称
と
は
、
自
分
の
活
動
を
的
確
に
表
現
す
る

言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
実
際

の
活
動
が
マ
ッ
チ
す
れ
ば
肩
書
と
し
て
社
会
的

に
機
能
し
、
こ
の
よ
う
に
執
筆
依
頼
な
ど
が
ま

い
こ
ん
で
く
る
。

　

探
検
家
と
自
称
す
る
こ
と
で
確
実
に
自
分
は

社
会
の
な
か
に
専
用
の
居
場
所
を
確
保
で
き

て
い
る
、
と
の
感
触
が
私
に
は
ず
っ
と
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
最
近
、
新
た
な
悩
み
が
生
ま

れ
て
き
た
。
ど
う
も
探
検
家
と
い
う
肩
書
に
自

分
自
身
が
束
縛
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
気
が
し
て
き
た
の
だ
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
来

年
、
私
は
相
棒
の
犬
と
一
緒
に
、
自
力
で
可
能

な
か
ぎ
り
、
で
き
れ
ば
三
カ
月
以
上
、
無
人
の

北
極
の
氷
原
を
歩
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
正

直
そ
こ
に
あ
ま
り
探
検
的
要
素
は
な
い
の
だ
が
、

探
検
家
を
名
乗
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
せ
い
で
、

つ
い
、
そ
の
さ
ほ
ど
探
検
的
で
は
な
い
行
為
に

無
理
や
り
探
検
的
な
味
付
け
を
ほ
ど
こ
し
た
ほ

う
が
い
い
だ
ろ
う
か
な
ど
と
余
計
な
こ
と
を
考

え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
私
は
こ
れ
ま
で
探
検
と
呼
ん
で
も

い
い
旅
を
何
度
か
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ

か
ら
や
り
た
い
旅
が
す
べ
て
探
検
か
と
言
わ
れ

る
と
、
そ
う
で
も
な
い
気
も
す
る
。
来
年
の
計

画
な
ど
は
む
し
ろ
単
な
る
放
浪
。
そ
こ
で
い
っ

そ
の
こ
と
〈
放
浪
家
〉
に
肩
書
を
変
え
て
し
ま

お
う
か
と
思
う
こ
と
さ
え
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

と
て
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
私
に
は
家

族
が
い
て
、
最
近
で
は
マ
イ
ホ
ー
ム
を
購
入
す

る
な
ど
と
い
う
決
断
ま
で
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、

マ
イ
ホ
ー
ム
の
あ
る
放
浪
家
な
ど
あ
り
得
な
い

か
ら
だ
。
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
名
乗
る
に
は

家
族
を
捨
て
、
マ
イ
ホ
ー
ム
契
約
を
撤
回
す
る

し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
さ
す
が
に
肩
書
に
あ
わ

せ
て
そ
こ
ま
で
人
生
を
変
え
る
の
も
バ
カ
バ
カ

し
い
。
そ
れ
こ
そ
人
生
が
肩
書
に
束
縛
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

　

肩
書
と
や
り
た
い
方
向
性
に
ズ
レ
が
生
じ
た

と
き
、
み
ん
な
い
っ
た
い
ど
う
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
？

　

や
は
り
名
刺
を
捨
て
て
肩
書
か
ら
逃
れ
る
し

か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
自
分
の
過
去

を
引
き
ず
っ
て
何
も
変
え
ず
に
生
き
続
け
て
い

く
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
の
出
な
い
謎

で
あ
る
。

角
幡
唯
介

作
家
・
探
検
家

あ
る
い
は
放
浪
家

0203

角幡唯介
かくはた ゆうすけ 肩

書
に
悩
む
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文
章
：
濱
野
ち
ひ
ろ
　
撮
影
：
伊
東
俊
介

特
集

正
当
化
の
手
段

と
し
て
の「
物
語
」

筆
者
の

も
の
の
見
方
と

向
き
合
う 三

年
二
学
期
の
説
明
文
「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」。

具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
、

筆
者
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
論
説
の
文
章
で
す
。

今
号
で
は
、
こ
の
教
材
に
焦
点
を
当
て
、

筆
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

二
つ
の
教
材
分
析
・
実
践
を
通
し
て
、

筆
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
受
け
止
め
て

自
分
の
考
え
を
も
つ
授
業
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

—
—

作
ら
れ
た
「
物
語
」
を
超
え
て

「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」
の
筆
者
・
山
極
寿
一
さ
ん
に
、

こ
の
文
章
に
込
め
た
思
い
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
に
願
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

筆
者
・
山
極
寿
一
に
聞
く

─
─
「
作
ら
れ
た
『
物
語
』
を
超
え
て
」
で
は
、

人
間
が
身
勝
手
な
解
釈
を
も
と
に
「
物
語
」
を
作

り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、
ゴ
リ
ラ
を
例
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

霊
長
類
学
者
と
し
て
三
十
年
以
上
前
か
ら
ゴ
リ

ラ
の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
私
が
研
究
を

始
め
た
頃
は
ゴ
リ
ラ
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
多
く
、
暴
力
的
で
恐
ろ
し
い

動
物
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
も
た
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
と
は
異
な
り
ま
す
。
長
年

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
私
は
自
分
の

目
で
ゴ
リ
ラ
の
社
会
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
の
目
に
映
る
ゴ
リ
ラ
は
、
穏
や
か
で
遊
び
好
き

で
子
育
て
上
手
、
群
れ
の
仲
間
の
み
な
ら
ず
周
り

の
存
在
と
も
共
存
す
る
平
和
な
動
物
で
す
。

─
─
「
物
語
」
と
い
う
表
現
に
は
、
ど
ん
な
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
念
頭
に
置
い
た
の
は
、

芥
川
龍
之
介
の
短
編
「
桃
太
郎
」
で
す
。
有
名
な

昔
話
を
鬼
の
立
場
か
ら
描
い
た
も
の
で
す
。「
鬼

が
島
」
で
安
穏
に
暮
ら
し
て
い
た
鬼
た
ち
の
も
と

に
、
桃
太
郎
が
突
如
と
し
て
現
れ
る
。
逃
げ
惑
う

鬼
た
ち
を
追
い
立
て
る
桃
太
郎
に
、
鬼
は
恐
る
恐

る
、
自
分
た
ち
は
何
か
無
礼
で
も
し
て
し
ま
っ
た
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筆
者
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向
き
合
う

特
集

「
物
語
」の
も
つ

強
い
力

多
様
な
価
値
観
を

育
む
教
育
を

「
物
語
」
の
裏
側
に
は
、

必
ず
作
っ
た
側
の
意
図
が
あ
る
。

要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
発
生
し
た
の
が
言

葉
で
す
。

　

言
葉
と
は
、
事
象
を
分
類
し
て
記
号
と
し
て
示

し
た
り
、
異
な
る
物
事
を
比
喩
を
用
い
て
説
明
し

た
り
、
過
去
の
出
来
事
を
描
写
す
る
の
に
優
れ
た

効
力
を
発
揮
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。「
向
こ
う
の
山

に
は
行
く
な
、土
砂
崩
れ
が
起
き
て
い
て
危
険
だ
」

と
い
う
情
報
を
言
葉
な
し
に
人
々
に
伝
え
る
こ
と

は
難
し
い
も
の
で
す
が
、言
葉
に
よ
っ
て
「
方
向
」

「
山
」「
土
砂
崩
れ
」「
禁
止
」「
危
険
」
と
い
っ
た

概
念
が
抽
象
化
さ
れ
、
意
味
が
共
有
さ
れ
て
い
れ

ば
、
素
早
く
そ
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
間

は
膨
大
な
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま

す
。

　

言
葉
は
、
ロ
ジ
カ
ル
に
現
象
の
因
果
関
係
を
説

明
す
る
こ
と
に
も
た
け
て
い
ま
す
。
こ
の
因
果
関

係
が
、「
物
語
」
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。
言
葉

は
「
物
語
」
を
生
み
、
そ
の
「
物
語
」
は
価
値
観

の
一
元
化
と
共
有
を
促
進
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

が
ト
ッ
プ
に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
「
物
語
」
の
裏
側
を
見
て
み
れ
ば
、
自

己
実
現
と
は
、
そ
の
人
が
達
成
し
た
成
果
を
無
理

や
り
他
者
に
認
め
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

─
─
誰
か
か
ら
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
努
力
は
報

わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

え
え
。
他
者
に
評
価
を
強
制
し
て
な
さ
れ
る
自

己
実
現
の「
物
語
」は
、価
値
の
一
元
化
の「
物
語
」

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
多
様
性
を
重

ん
じ
、
創
造
性
を
育
む
世
界
で
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
特
に
学
問
の
世
界

で
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
す
し
、
私
の
考
え
で
は
、

学
問
に
お
い
て
は
一
芸
に
秀
で
る
必
要
も
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
雑
多
な
知
識
や
多
様
な
価
値
観
が

必
要
と
さ
れ
る
。
一
元
的
な
価
値
基
準
の
も
と
利

益
追
求
型
の
研
究
を
行
う
ば
か
り
で
は
、
常
識
を

ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
も
、
真
に
革
新
的
な
ア
イ
デ

ア
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
競
争
原
理

だ
け
に
お
も
ね
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

　

現
在
の
日
本
の
学
校
教
育
は
、
到
達
点
を
決
め

て
段
階
的
に
達
成
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
教
科
に
も
基
礎
知
識

が
必
要
で
す
か
ら
、
こ
の
教
育
方
法
は
間
違
っ
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
基
礎
の
上
で
自
分
な
り
の

考
え
を
発
展
さ
せ
る
ほ
う
が
本
来
は
重
要
で
、
そ

う
い
っ
た
力
は
到
達
度
を
競
う
環
境
で
は
育
ち
に

ア
ル
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
巧
妙
に
使
わ
れ
た
の

が
、「
凶
暴
で
恐
ろ
し
い
悪
魔
」
と
し
て
の
ゴ
リ

ラ
で
す
。

　
「
物
語
」
を
読
み
解
く
と
き
、
作
っ
た
側
の
視

点
で
は
な
く
、
作
ら
れ
た
側
の
視
点
か
ら
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
思
い
を
こ
の
文
章
に

は
込
め
た
つ
も
り
で
す
。「
物
語
」
の
裏
側
に
は
、

必
ず
作
っ
た
側
の
意
図
が
あ
り
、
時
に
そ
れ
は
正

当
化
の
手
段
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

─
─
人
間
社
会
は
な
ぜ
「
物
語
」
を
重
視
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
人
間
が
身
体
よ
り
も
言
葉
を
優
先
す

る
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
は

今
か
ら
た
っ
た
七
万
年
前
の
こ
と
で
す
。
そ
の
頃
、

集
団
の
規
模
が
大
き
く
な
り
、
人
間
は
多
く
の
仲

間
と
効
率
よ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
必

の
探
検
家
が
ゴ
リ
ラ
に
「
物
語
」
を
与
え
た
結
果
、

「
暴
力
的
で
恐
ろ
し
い
悪
魔
」
と
い
う
価
値
観
が

共
有
さ
れ
た
の
で
す
。

─
─
「
物
語
」
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
は

価
値
観
を
共
有
す
る
の
で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
。
し
か
し
、注
意
す
べ
き
点
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
が
必
ず
し
も
意
図
的
に
ア
フ
リ
カ
や

ゴ
リ
ラ
の
「
物
語
」
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
、
彼
ら
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
が
当
然
の
世
界
観
だ
っ
た
。
何
の
疑

問
も
な
く
、
そ
の
「
物
語
」
が
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
「
物
語
」
に
は
強
い
力
が

あ
り
、
い
つ
し
か
常
識
と
な
っ
て
人
間
社
会
に
流

通
し
て
い
き
ま
す
。

─
─
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
お
考
え
を
お
も
ち
で
す
か
。

　

今
、
世
の
中
で
は
「
自
己
実
現
」
と
い
う
言
葉

が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
生
涯

の
目
標
を
も
ち
、
自
分
に
し
か
で
き
な
い
何
か
を

達
成
す
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は

真
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

現
代
流
の
自
己
実
現
を
突
き
つ
め
て
い
く
と
、

そ
れ
は
周
囲
と
競
合
し
他
者
を
押
し
の
け
て
自
分

の
か
と
尋
ね
ま
す
。
す
る
と
桃
太
郎
は
次
の
よ
う

に
答
え
ま
す
。「
日
本
一
の
桃
太
郎
は
犬
猿
雉
の

三
匹
の
忠
義
者
を
召
し
抱
え
た
故
、
鬼
が
島
へ
征

伐
に
来
た
の
だ
」。

　

身
勝
手
な
言
い
分
で
何
の
罪
も
な
い
鬼
を
征
伐

す
る
桃
太
郎
と
、
被
害
者
と
な
っ
て
し
ま
う
鬼
。

こ
の
構
図
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
ア
フ
リ

カ
諸
国
に
対
す
る
か
つ
て
の
植
民
地
支
配
に
そ
の

ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は

ア
フ
リ
カ
を
「
暗
黒
大
陸
」
と
見
な
し
、そ
の
「
文

明
化
」
を
大
義
と
し
て
武
力
に
よ
る
制
圧
を
行
い
、

キ
リ
ス
ト
教
を
普
及
さ
せ
、
植
民
地
支
配
を
進
め

ま
し
た
。
現
地
の
人
々
が
そ
の
被
害
を
受
け
た
こ

と
は
疑
う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ゴ
リ
ラ

も
ま
た
被
害
者
で
し
た
。

─
─
ゴ
リ
ラ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て

生
み
出
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
う
。
植
民
地
支
配
の
陰
に
は
、
そ
れ
を
正
当

化
す
る
た
め
に
西
洋
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
物

語
」
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
「
物
語
」
を
よ
り
リ

く
い
。
い
く
ら
で
も
横
道
に
そ
れ
な
が
ら
自
由
に

発
想
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
の
ほ
う
が
本
来
は

大
事
な
の
で
す
。

山
やま

極
ぎわ

寿
じゅ

一
いち

1952年，東京生まれ。人類学，霊
長類学者。京都大学総長。30年以
上にわたり，アフリカの各地でゴリラ
の野外研究に従事。ゴリラ研究の第
一人者。著書に，『暴力はどこからき
たか』（NHK出版），『家族進化論』（東
京大学出版会），『ゴリラは語る』（講
談社），『「サル化」する人間社会』（集
英社インターナショナル）など。 

インタビューの続きを，小社ウェブサイトに掲載しています。
「光村図書ウェブサイト ＞ 中学校 国語 ＞ 作者・筆者インタビュー」からご覧ください。
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提案

1

群
馬
県
藤
岡
市
立
北
中
学
校
教
諭

　
坂さ

か

爪づ
め

新し
ん

太た

郎ろ
う

新
聞
記
事
を
読
ん
で
投
書
を
し
よ
う

図
式
化
に
よ
る
分
析

も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
活
用
し
た
表
現
活
動
を
設
定

【
分
析
の
観
点
】
①
筆
者
の
考
え
を
表
す
語
句
や
論
理
の
展
開
に
着
目
し
て
、
主
張
を
捉
え
る
。

　
　
　
　
　
　
②
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、人
間
、社
会
、自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

教
材
　
　
　
編

文章の論の進め方を把握する1

生徒がつまずきそうな点を整理する3

目標に照らして，
学習活動を検討する

4 文章の構造やキーワードを捉える2

　序論に書かれた話題提示を読み取る。特に，提起されている問題点を
把握する。文章中で例としているゴリラの他に，ライオンやトラ，キツ
ネやタヌキなど他の動物について，生徒に印象を語らせてもおもしろい。
　さらに，結論で述べられている筆者の主張を押さえ，問題点との関係
を見いだすことで，論の進め方の大体を把握する。

　分析の観点①について，「知識・技能」の獲得と
結び付けて既習事項を確認する。そのうえで，文
章の内容を理解させる手がかりとなる語句・文を，
書き出しながら整理する。

　分析の観点②について，「思考力・判断力」の
育成と結び付けて，文章中での筆者の立場を理解
させるうえで重要な言葉を書き出す。また，この
学習で身につけた思考力・判断力の活用場面を想
定して，表現活動を設定する手がかりとする。

　題名から文章を捉え直す。「物語」
の文脈上の意味，「超えて」が指す行
為を，具体例や叙述を手がかりに捉
える。この過程は，生徒の思考・判
断を促すものになるかもしれない。

　ドラミングの正しい意味
を踏まえ，人間の自分勝手
な独りよがりな解釈につい
て，生徒に理解させたい。

　生徒には，題名を意識した
読み取りをさせる。その際，
第８・９段落の「人間のもつ
言葉の特性とその功罪」につ
いて述べた部分は深く掘り
下げず，知識として理解させ
る程度にとどめたい。
　ルワンダやコンゴの内戦
以外の歴史上の出来事にも
視野を広げ，社会科と関連づ
けながら指導するのもよい。
それを通して，筆者の主張で
ある「自分を相手の立場に置
き換えて考えてみる」ことの
価値を再認識させることが
できるのではと思う。

　文章全体の構造を「序論・本論・結論」の三部構成に当て
はめて把握する。その際，段落や段落のまとまりごとに中心
となる語句や文を取り上げ，内容の大体を捉える。

分
析

坂爪先生の教材分析ノートを公開！
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・�

記
事
を
切
り
抜
い
て
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

貼
り
付
け
、
グ
ル
ー
プ
内
で
紹
介
し
た

こ
と
を
書
き
込
む
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
参

照
）。

 

第
二
次　
（
二
時
間
）

・�

文
章
の
構
成
（
序
論
・
本
論
・
結
論
）

を
確
認
し
、
結
論
か
ら
筆
者
の
主
張
を

見
つ
け
る
。

・�「
物
語
」
の
文
脈
上
の
意
味
を
具
体
例

を
手
が
か
り
に
し
て
読
み
取
る
。

・�
筆
者
の
考
え
る「
言
葉
の
発
明
」と「
物

語
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 

第
三
次　
（
一
時
間
）

・�

題
名
の
「
超
え
て
」
の
文
脈
上
の
意
味
を
、
筆

者
の
主
張
か
ら
捉
え
る
。

・
筆
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
理
解
す
る
。

 

第
四
次　
（
二
時
間
）

・�

第
一
次
と
は
別
の
立
場
か
ら
記
事
を
読
み
、
自

分
の
考
え
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
直
し
、

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
。

・�

ま
と
め
た
内
容
や
話
し
合
い
で
出
た
意
見
を
参

考
に
、
記
事
へ
の
投
書
を
書
く
。

❶
記
事
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

　

生
徒
た
ち
は
、
日
常
的
に
多
く
の
ニ
ュ
ー
ス
を

見
聞
き
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
を
確
か
め
る
こ

と
な
く
受
け
取
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。
そ
こ

で
、
一
つ
の
事
柄
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
・
考
え

方
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う
、
複
数
の
新
聞

社
の
新
聞
を
用
意
す
る
。
一
般
紙
の
文
化
面
や
中

高
生
向
け
の
新
聞
な
ど
か
ら
、
生
徒
の
実
態
や
教

　

生
徒
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
に
つ
い
て
、
文

章
全
体
を
通
し
て
な
ん
と
な
く
感
じ
取
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
語
句
の
も
つ
背
景
も
含
め
て
明
確
に

理
解
で
き
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

語
句
と
具
体
例
と
を
関
係
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
意

味
を
自
分
の
言
葉
で
互
い
に
説
明
し
合
う
学
習
活

動
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
例
え
ば「
物
語
」

に
つ
い
て
は
、
序
論
の
「
か
つ
て
ラ
イ
オ
ン
や
ト

ラ
を
凶
暴
な
動
物
、
キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
を
ず
る
賢

い
動
物
と
見
な
し
て
い
た
」
と
い
う
叙
述
か
ら
、

そ
の
動
物
た
ち
に
対
し
て
人
間
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ

が
「
自
分
勝
手
な
独
り
よ
が
り
な
解
釈
」
に
よ
る

も
の
だ
と
説
明
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

❸
新
聞
記
事
に
対
す
る
投
書
を
書
く

　

筆
者
の
主
張
で
あ
る
「
自
分
を
相
手
の
立
場
に

置
き
換
え
て
」
と
い
う
見
方
・
考
え
方
に
よ
っ
て

記
事
を
再
度
読
み
直
し
た
と
き
に
、
新
た
な
発
見

を
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
そ
の
発
見
を
投
書

と
し
て
ま
と
め
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
手
順
を

踏
ま
え
る
。

①�

本
教
材
を
学
習
す
る
前
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま

と
め
た
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
書
か

れ
て
い
る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
。

②�

別
の
立
場
に
視
点
を
置
き
換
え
て
読
み
直
し
、

気
づ
い
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
想
像
で
き
る

こ
と
を
ま
と
め
る
。

師
の
ね
ら
い
に
合
わ
せ
て
記
事
を
精
選
し
て
提
示

す
る
と
よ
い
。
そ
こ
か
ら
、
自
分
の
興
味
・
関
心

に
沿
っ
た
も
の
を
選
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
、「
記
事
の
内
容
」「
気
づ

い
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
」「
疑
問
に
思
っ
た
こ

と
」
な
ど
の
観
点
を
示
し
て
ま
と
め
さ
せ
る
。
特

に
、「
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
」
は
、
生
徒
が
新
聞

に
投
書
を
す
る
動
機
に
も
な
る
。「
ど
う
し
て
」「
な

ぜ
」
な
ど
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し
て
ま
と
め
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
。

❷
重
要
語
句
を
も
と
に
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る

　

本
教
材
の
題
名
に
は
、
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と

が
端
的
に
表
さ
れ
た
「
物
語
」「
超
え
て
」
と
い

う
語
句
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
語
句
の

文
脈
上
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
文

章
の
正
確
な
理
解
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
序
論

と
結
論
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
意

味
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
物
語
」

人
間
の
自
分
勝
手
な
解
釈
に
よ
っ
て
作

ら
れ
、
時
に
、
時
間
と
と
も
に
社
会
常

識
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
。

「
超
え
て
」

自
分
勝
手
な
独
り
よ
が
り
な
解
釈
を
避

け
、
常
識
を
疑
う
こ
と
。

■
目
標 

○�

興
味
の
あ
る
新
聞
記
事
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に

対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

○�

「
作
ら
れ
た『
物
語
』を
超
え
て
」を
読
み
、「
物

語
」「
超
え
て
」
の
文
脈
上
の
意
味
や
例
示
の

効
果
に
着
目
し
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。

○�

筆
者
が
、
具
体
例
を
通
し
て
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
、
真
実
を
知
る
た
め
の
見
方
・
考
え
方
を

読
み
取
る
。

■
展
開 

　

主
な
言
語
活
動
と
し
て
「
新
聞
記
事
に
対
す
る

自
分
の
意
見
を
ま
と
め
、
投
書
の
文
章
を
書
く
」

こ
と
を
設
定
す
る
。
本
教
材
か
ら
学
ん
だ
、
も
の

の
見
方
・
考
え
方
を
活
用
し
な
が
ら
新
聞
を
批
評

的
に
読
ん
だ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
話
し
合
っ
た
り

し
な
が
ら
考
え
を
深
め
る
。

 

第
一
次　
（
一
時
間
）

・�

提
示
さ
れ
た
複
数
の
新
聞
の
中
か
ら
、
自
分
の

興
味
・
関
心
に
合
っ
た
記
事
を
選
ぶ
。

・�

記
事
を
読
み
、
考
え
た
こ
と
や
気
づ
い
た
こ
と
、

疑
問
に
思
っ
た
こ
と
な
ど
を
グ
ル
ー
プ
で
紹
介

し
合
う
。

③�

自
分
が
記
事
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の

か
、
ど
の
立
場
か
ら
意
見
を
書
い
て
い
る
の
か

を
明
確
に
し
て
書
か
せ
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
も
、

こ
の
学
習
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
の
、
出
来
事
の

全
体
を
俯
瞰
す
る
よ
う
な
視
点
を
養
う
こ
と
を
大

切
に
し
た
い
。

　

中
学
校
三
年
生
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
説
明
的

な
文
章
を
本
格
的
に
学
習
す
る
義
務
教
育
最
後
の

機
会
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
文
章
の
内
容
を
理

解
す
る
だ
け
で
終
わ
ら
せ
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
。

　

も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
得
る
こ
と
は
、
自
分

た
ち
の
世
界
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
き
っ
か
け
を

得
る
こ
と
で
も
あ
る
。
生
徒
に
は
、
本
教
材
か
ら

学
ん
だ
「
常
識
を
疑
う
」「
自
分
を
相
手
の
立
場

に
置
き
換
え
て
考
え
る
」
と
い
う
見
方
・
考
え
方

を
新
聞
の
投
書
に
生
か
す
こ
と
で
、
実
社
会
と
つ

な
が
り
、
自
ら
の
世
界
観
を
広
げ
て
も
ら
い
た
い
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
他
者
か
ら
の
評
価
が
得
ら
れ
た

と
き
、
こ
れ
が
社
会
で
生
き
て
働
く
力
で
あ
る
こ

と
を
実
感
を
伴
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
と
考
え
る
。

　

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
国
語
科
の
学
習
が
そ
の

ま
ま
「
生
き
る
力
」
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
　  

編
指
導
計
画
（
全
六
時
間
）

1

お
わ
り
に

3 
指
導
の
工
夫
・

学
習
の
実
際

2

▲新聞記事をまとめるワークシート例

新
聞
を
読
ん
で
投
書
を
し
よ
う

三
年　
　

組
（　
　
　
　
　
　
　

）

○
記
事
の
要
約

○
記
事
に
対
す
る
自
分
の
考
え

○
記
事
に
対
す
る
疑
問

○
記
事
に
関
連
す
る
事
柄

　
○
立
場
（
視
点
）

○
立
場
を
変
え
て
気
づ
い
た
こ
と

○
記
事
に
対
す
る
自
分
の
考
え
と
主
張

○○新聞　　○月○日

○
○
新
聞

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

実
践
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【
分
析
の
観
点
】
①
筆
者
の
考
え
を
表
す
語
句
や
論
理
の
展
開
に
着
目
し
て
、
主
張
を
捉
え
る
。

　
　
　
　
　
　
②
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、人
間
、社
会
、自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

表
で
構
造
を
理
解

筆
者
の
意
図
・
述
べ
方
の
効
果
に
着
目

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
山
口
中
学
校
教
諭

　
藤ふ

じ

井い

浩ひ
ろ

史し

文
章
構
成
の
意
図
に
迫
る

提案

2

　

本
教
材
で
は
、
人
間
が
言
葉
に
よ
っ
て
作
り
上

げ
た
見
方
・
考
え
方
を
「
物
語
」
と
表
現
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
ゴ
リ
ラ
の

悲
惨
な
運
命
を
事
実
と
し
て
取
り
上
げ
、
誤
解
に

基
づ
く
「
物
語
」
は
人
間
社
会
に
も
悲
劇
を
も
た

ら
す
こ
と
、
そ
れ
を
超
え
る
た
め
に
必
要
な
態
度

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

上
記
の
教
材
構
造
図
か
ら
、
第
四
〜
六
段
落
に

は
、
筆
者
の
研
究
に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
ゴ
リ
ラ
の

実
態
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
第
二
〜
三
段
落
と
対
比
さ
せ
る
よ
う
に
、

ド
ラ
ミ
ン
グ
の
実
際
に
つ
い
て
中
心
的
に
取
り
上

げ
て
い
る
。
こ
れ
が
好
戦
的
な
姿
の
表
れ
で
は
な

く
、
自
己
主
張
や
呼
び
か
け
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

意
味
を
も
つ
こ
と
が
、
全
体
の
四
分
の
一
の
段
落

を
使
っ
て
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

第
八
段
落
か
ら
、「
物
語
」
は
人
間
の
性
質
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
、
筆
者
の
認
識
が

述
べ
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
以
降
、
具
体
的
な
事
実

は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
主
に
筆
者
の
考
え
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
が
、
上
図
か
ら
よ
く
わ
か
る
。
言

葉
に
よ
っ
て
「
物
語
」
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
ゴ
リ

ラ
を
悲
惨
な
運
命
に
あ
わ
せ
た
よ
う
に
、
人
間
社

会
に
も
悲
劇
を
も
た
ら
す
。
こ
の
筆
者
の
主
張
は
、

文
章
前
半
に
書
か
れ
た
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
に
よ
っ

て
、
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
ド
ラ
ミ

ン
グ
に
対
す
る
誤
解
と
そ
れ
に
よ
る
悲
劇
と
い
う

構
図
を
、
前
半
で
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
後
半
で
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
事

実
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。

　

第
十
段
落
冒
頭
「
ア
フ
リ
カ
の
森
で
暮
ら
す
ゴ

リ
ラ
の
調
査
を
通
じ
て
」
に
よ
っ
て
、
ゴ
リ
ラ
の

具
体
例
と
人
間
社
会
の
現
状
が
う
ま
く
リ
ン
ク
し
、

「
物
語
」
を
超
え
る
た
め
に
必
要
だ
と
筆
者
が
主

張
す
る
態
度
が
、
非
常
に
読
み
取
り
や
す
く
な
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
本
教
材
で
、
筆
者

が
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
た
意
図
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
授
業
で
は
、
生
徒
の
初
発
の

感
想
・
気
づ
き
を
き
っ
か
け
と
し
な
が
ら
、
こ
う

し
た
筆
者
の
意
図
・
述
べ
方
の
効
果
を
捉
え
さ
せ
、

筆
者
の
主
張
に
迫
ら
せ
た
い
。

展
開
段
落
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
実

筆
者
の
考
え
を
表
す
語
句
・
表
現

筆
者
の
主
張

序論

1

野
生
動
物
の
行
動
を
誤
解

私
た
ち
は
、
誤
解
す
る
こ
と
が
よ
く

あ
る
／
都
合
よ
く
解
釈
／
「
物
語
」

「
常
識
＝
真
実
」
で
は
な

い
と
い
う
問
題
提
起
。

本論前半（ゴリラ，ドラミングへの誤解と実態）

2

私
が
研
究
し
て
い
る
ゴ
リ
ラ

十
九
世
紀
の
中
頃
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

探
検
家
／
て
の
ひ
ら
で
胸
を
た
た
く

ド
ラ
ミ
ン
グ
／
お
び
え
た
探
検
家
は

銃
で
撃
ち
殺
し
た

そ
の
格
好
の
例

凶
暴
で
好
戦
的
な
動
物
と
見
な
し
た

／
戦
い
の
宣
言
と
解
釈
し
た
か
ら
／

ゴ
リ
ラ
を
暴
力
の
権
化
、
戦
い
好
き

な
怪
物
と
見
る

・�

ゴ
リ
ラ
の
イ
メ
ー
ジ

　

→
好
戦
的
、
凶
暴
。

・�

ゴ
リ
ラ
の
実
態

　

→�

群
れ
で
生
活
。
い

つ
も
戦
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

ド
ラ
ミ
ン
グ
の
本

当
の
意
味
。

・�

人
間
が
誤
解
し
、「
物

語
」
が
作
ら
れ
る
。

3

私
が
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

も
う
三
十
年
以
上
も
前
／
ま
だ
ゴ
リ

ラ
は
暴
力
的
で
恐
ろ
し
い
動
物
と
考

え
ら
れ
て
い
た

し
か
し
、
大
き
な
間
違
い
だ
と
わ
か
っ

て
き
た

4

ゴ
リ
ラ
の
群
れ
／
十
頭
前
後
で
シ
ル

バ
ー
バ
ッ
ク
が
リ
ー
ダ
ー
／
ド
ラ
ミ

ン
グ
は
二
つ
の
群
れ
が
出
会
っ
た
と

き
に
よ
く
起
き
る

し
か
し
、
め
っ
た
に
戦
い
に
は
な
ら

な
い

5

ド
ラ
ミ
ン
グ
／「
さ
あ
、出
発
し
よ
う
」

と
呼
び
か
け
／
け
ん
か
を
制
止
／
メ

ス
や
子
供
た
ち
も
ド
ラ
ミ
ン
グ
を
す

る
こ
と
が
あ
る

ド
ラ
ミ
ン
グ
を
す
る
の
は
群
れ
ど
う

し
が
出
会
っ
た
と
き
ば
か
り
で
は
な

い

6

ド
ラ
ミ
ン
グ
は
自
己
主
張
・
呼
び
か

け
・
不
満
や
挑
発
／
ゴ
リ
ラ
は
胸
を

た
た
い
て
気
持
ち
を
表
し
た
り
、
相

手
に
誘
い
か
け
た
り
す
る
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を

も
つ
こ
と
が
わ
か
る
／
私
た
ち
人
間

ど
う
し
が
距
離
を
置
い
て
声
を
か
け
、

互
い
の
気
持
ち
を
伝
え
合
う
よ
う
に

7

そ
れ
を
戦
い
の
宣
言
と
誤
解
／
ハ
ン

タ
ー
の
標
的
／
多
く
の
ゴ
リ
ラ
が
命

を
落
と
し
た

さ
ら
に
、
捕
ま
え
ら
れ
る

し
か
も
、
檻
に
鎖
で
つ
な
が
れ
る

「
物
語
」
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、

ゴ
リ
ラ
は
悲
惨
な
運
命
を
た
ど
る

本論後半（人間と言葉の性質）

8

人
間
が
あ
る
印
象
を
基
に
「
物
語
」

を
作
り
、
伝
え
た
が
る
性
質
を
も
っ

て
い
る
か
ら
／
言
葉
を
発
明

し
か
し
一
方
で
／
言
葉
に
は
脚
色
、

誇
張
の
力
／
間
違
い
に
気
が
つ
か
な

い
う
ち
に
、
社
会
の
常
識
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
だ

・�

言
葉
の
性
質
に
よ
り
、

「
物
語
」
が
拡
散
、
間

違
っ
た
常
識
に
な
る

こ
と
も
。

　

→�

真
実
が
わ
か
ら
な

い
。

・�「
物
語
」
に
よ
る
悲
劇

は
ゴ
リ
ラ
に
限
ら
ず
、

人
間
に
も
。

　

→�

ゴ
リ
ラ
を
具
体
例

と
し
て
、
人
間
社

会
へ
警
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
。

・�「
物
語
」
に
よ
る
悲
劇

を
生
ま
な
い
た
め
に

は
何
が
必
要
か
。
ど

ん
な
こ
と
を
意
識
す

べ
き
か
。

9

人
間
の
社
会
に
も
悲
劇
を
も
た
ら
す

誤
解
を
解
け
る
間
柄
／
大
き
な
悲
劇

を
抑
え
る

だ
が
、
言
葉
や
文
化
の
違
う
民
族
の

間
で
は
「
物
語
」
が
独
り
歩
き
／
紛

争
が
絶
え
な
い
／
世
界
各
地
で
争
い

や
衝
突
が
絶
え
な
い

　

10

ア
フ
リ
カ
の
森
で
暮
ら
す
ゴ
リ
ラ
の

調
査
を
通
じ
て

人
間
の
見
る
目
が
い
か
に
誤
解
で
満

ち
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た

誤
解
を
解
く
た
め
／
相
手
の
立
場
に
立

ち
、
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
／
常

識
を
疑
う
態
度
も
必
要
と
な
る
／
思
い

を
巡
ら
す
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う

結論

11

そ
の
動
物
が
暮
ら
す
自
然
を
よ
く
知

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
／
人
々
が
暮

ら
す
文
化
や
社
会
を
よ
く
理
解
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

・�

今
あ
る
常
識
を
「
物

語
」
か
も
し
れ
な
い

と
疑
い
、
真
実
を
知

ろ
う
と
し
て
ほ
し
い
。

そ
れ
が
、
人
間
社
会

の
悲
劇
を
な
く
し
、

新
た
な
価
値
に
気
づ

く
こ
と
に
つ
な
が
る
。

12

国
境
を
越
え
て
行
き
交
う
時
代
／

だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
勝
手
な
独
り
よ

が
り
な
解
釈
を
避
け
、
常
識
を
疑
う

／
相
手
の
立
場
に
置
き
換
え
て
考
え

て
み
る
視
点
が
重
要
で
あ
る

作
ら
れ
た
「
物
語
」
を
超
え
て
、
そ

の
向
こ
う
に
あ
る
真
実
を
知
ろ
う
と

す
る
こ
と
が
、
新
し
い
世
界
と
出
会

う
た
め
の
鍵
な
の
だ
。

ド
ラ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

具
体
的
な
事
例
な
し

具
体
的
な
事
例
な
し

ド
ラ
ミ
ン
グ
に
対
す
る
誤
解

人
間
の
社
会

身
に
つ
け
る
べ
き
態
度
・
姿
勢

教
材
　
　
　
編

分
析

藤井先生の教材構造図を公開！
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筆
者
の
も
の
の
見
方
と
向
き
合
う

特
集

 

第
三
次　
（
一
時
間
）

自
分
の
考
え
を
も
つ

・�

学
習
を
振
り
返
り
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
。

❶
初
発
の
感
想
か
ら
、
生
徒
の
実
態
を
把
握
す
る

　

生
徒
の
初
発
の
感
想
に
は
、

・�

ド
ラ
ミ
ン
グ
の
本
当
の
意
味
を
誤
解
さ
れ

て
、
ゴ
リ
ラ
は
か
わ
い
そ
う
だ
。

・�
ゴ
リ
ラ
の
運
命
を
変
え
た
も
の
と
し
て
、「
物

語
」
と
い
う
言
葉
は
、
筆
者
に
と
っ
て
特
別

な
も
の
だ
と
思
う
。

・�

今
の
常
識
を
疑
っ
て
「
物
語
」
を
超
え
る
こ

と
で
、
新
し
い
世
界
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
の
が
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。

と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
た
。
文
章
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
事
実
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
れ
を
も
と
に
、

筆
者
が
人
間
社
会
に
つ
い
て
考
え
を
主
張
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
生
徒
が
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、

・�

後
半
の
筆
者
の
主
張
を
考
え
る
と
、
ゴ
リ
ラ

に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
が
長
す
ぎ
る
。

・�

前
半
の
ゴ
リ
ラ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
具
体
例

が
あ
る
が
、
後
半
の
人
間
の
こ
と
に
つ
い
て

は
抽
象
的
な
話
に
感
じ
る
。

と
い
う
感
想
か
ら
、
生
徒
は
、
筆
者
が
ゴ
リ
ラ
の

具
体
例
を
取
り
上
げ
た
意
図
や
効
果
に
つ
い
て
十

分
に
は
気
づ
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
授
業
で
は
、
そ
の
意
図
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
、「
物
語
」
が
も
た
ら
す
人
間
社

会
で
の
悲
劇
や
紛
争
に
つ
い
て
説
得
力
を
も
っ
て

説
明
す
る
た
め
に
、
ゴ
リ
ラ
の
例
が
文
章
の
中
で

効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ

と
に
し
た
。

❷
筆
者
の
例
示
の
意
図
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る

　

第
二
次
で
は
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
た
う
え
で
、

「
後
半
の
筆
者
の
主
張
を
考
え
る
と
、
ゴ
リ
ラ
に

つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
が
長
す
ぎ
る
」
と
い
う
初

発
の
感
想
を
取
り
上
げ
、
ク
ラ
ス
全
体
で
意
見
を

交
流
し
た
。

こ
と
に
な
り
ま
す
。

生
徒
Ｇ　

さ
っ
き
Ｄ
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、
結

論
で
は
人
間
ど
う
し
の
態
度
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
け
ど
、
ゴ
リ
ラ
の
例
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
が
わ

か
り
や
す
く
感
じ
ま
す
。

教
師　

ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、

人
間
の
具
体
例
が
な
い
の
は
ど
う
思
う
？

生
徒
Ｈ　

い
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ゴ
リ
ラ
の
例

で
人
間
社
会
の
こ
と
も
説
明
で
き
て
い
る
か
ら
。

生
徒
Ｉ　

Ｆ
さ
ん
が
言
っ
た
第
九
段
落
に
、「
言

葉
や
文
化
の
違
う
民
族
の
間
で
は
」
と
あ
っ
て
、

人
間
ど
う
し
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取

れ
な
か
っ
た
ら
、「
物
語
」
に
よ
っ
て
争
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分

が
ゴ
リ
ラ
の
「
物
語
」
と
似
て
い
る
か
ら
、
人
間

の
例
は
な
く
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

生
徒
た
ち
は
、
筆
者
が
、
人
間
社
会
の
こ
と
を

説
明
す
る
た
め
に
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ

た
と
い
う
論
理
展
開
を
捉
え
て
い
っ
た
。
人
間
の

具
体
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
生
徒

Ｈ
・
Ｉ
の
よ
う
に
、
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
が
、
人
間

社
会
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説

明
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
感
じ
る
生
徒
が

多
く
な
っ
た
。

　

人
間
が
誤
解
に
基
づ
い
て
作
り
上
げ
た「
物
語
」

に
よ
っ
て
、
争
い
や
紛
争
が
絶
え
な
い
と
い
う
こ

生
徒
Ａ　

シ
ル
バ
ー
バ
ッ
ク
の
ド
ラ
ミ
ン
グ
は
、

「
ゴ
リ
ラ
の
語
る
言
葉
」
と
い
う
感
じ
が
し
て
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

生
徒
Ｂ　

ド
ラ
ミ
ン
グ
の
誤
解
に
つ
い
て
の
説
明

と
し
て
も
必
要
で
す
。

生
徒
Ｃ　

私
も
、
こ
の
部
分
を
削
っ
て
し
ま
う
と

根
拠
が
な
く
な
っ
て
、
説
得
力
が
弱
く
な
っ
て
し

ま
う
と
思
い
ま
す
。

教
師　

何
の
説
得
力
？

生
徒
Ｃ　

後
半
の
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
。

生
徒
Ｄ　

私
も
、
結
論
の
た
め
に
、
ゴ
リ
ラ
の
具

体
例
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
人
間
に
対

す
る
問
題
に
つ
い
て
言
う
た
め
に
。

生
徒
Ｅ　

第
十
段
落
に
「
ゴ
リ
ラ
の
調
査
を
通
じ

て
」
と
あ
る
か
ら
、
ゴ
リ
ラ
の
例
を
使
っ
て
、
筆

者
は
考
え
を
述
べ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
や
り
取
り
を
受
け
て
ク
ラ
ス
全
体
に

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
生
徒
が
ゴ
リ
ラ
の
具

体
例
の
必
要
性
を
認
め
た
。
そ
こ
で
、
教
師
か
ら
、

本
時
の
主
発
問
を
投
げ
か
け
た
。

教
師　

筆
者
が
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
た

の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。

生
徒
Ｆ　

第
九
段
落
に
「
人
間
の
社
会
に
も
」
と

書
い
て
あ
る
。「
に
も
」
だ
か
ら
、
ゴ
リ
ラ
に
対

す
る
誤
解
の
話
が
人
間
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う

■
目
標 

○�

筆
者
の
考
え
を
表
す
語
句
や
論
理
の
展
開
に
着

目
し
て
、
主
張
を
捉
え
る
。

○�

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、

人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
自
分
の
考

え
を
も
つ
。

■
展
開 

 

第
一
次　
（
二
時
間
）

文
章
全
体
の
内
容
を
捉
え
る

・�

範
読
を
聞
い
た
後
、
初
発
の
感
想
を
書
く
。

・�

音
読
後
、
文
章
を
序
論
・
本
論
・
結
論
に
分
け
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
重
要
語
句
を
書
き
出
し
な
が

ら
全
体
の
内
容
を
把
握
す
る
。

 

第
二
次　
（
二
時
間
）

述
べ
方
に
着
目
し
て
本
論
を
読
む

・�

本
論
前
半
（
ド
ラ
ミ
ン
グ
へ
の
誤
解
と
実
態
）

を
読
む
。

・�

本
論
後
半
か
ら
結
論
に
か
け
て
、
人
間
や
人
間

社
会
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
読
み
、
筆
者
の

主
張
を
捉
え
る
。

・ 

筆
者
の
主
張
を
踏
ま
え
、
ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
意
図
を
考
え
る
（
本
稿
）。

と
、
そ
う
い
っ
た
「
物
語
」
の
真
実
を
知
る
た
め

に
必
要
な
態
度
や
考
え
方
が
結
論
に
書
い
て
あ
る

こ
と
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
に
筆
者

が
ゴ
リ
ラ
を
例
に
取
り
上
げ
た
こ
と
。
こ
の
よ
う

な
論
理
展
開
を
考
え
る
学
習
活
動
を
通
し
て
、
生

徒
た
ち
は
、
筆
者
の
主
張
や
構
成
の
意
図
を
読
み

取
り
、
第
三
次
で
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
に
生

か
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

授
業
後
、
生
徒
の
振
り
返
り
に
は
、「
最
初
に

読
ん
だ
と
き
は
、
結
論
と
し
て
伝
え
た
い
こ
と
が

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
ゴ
リ
ラ
の
例
が
人

間
社
会
の
紛
争
に
つ
い
て
言
う
た
め
に
書
か
れ
て

い
て
、
説
得
力
を
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ

く
わ
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
筆
者
が

ゴ
リ
ラ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
た
意
図
が
、
論
理

展
開
を
追
い
か
け
る
中
で
だ
ん
だ
ん
と
見
え
て
き

て
、
納
得
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

本
実
践
で
、
教
材
構
造
図
を
作
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
授
業
を
組
み
立
て
る
に
あ
た
っ
て
の
多
く
の

気
づ
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
も
、
構
造

図
を
も
と
に
そ
の
教
材
の
特
性
を
適
切
に
捉
え
、

指
導
に
生
か
し
て
い
き
た
い
。

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

1

お
わ
り
に

3 

指
導
の
工
夫
・

学
習
の
実
際

2

　
　  

編

実
践



デ
ジ
タ
ル
教
科
書
奮
闘
記
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お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　
渡わ

た

辺な
べ

光こ
う

輝き

古
典
学
習
と
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
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デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
そ
の
使
い
方
に
よ
っ
て
、
古
典
の
学
習
を
さ
ま
ざ
ま
に
支

え
て
く
れ
る
強
力
な
ツ
ー
ル
に
も
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
古
典
に
親
し
む
た
め
の
活

用
の
し
か
た
を
ご
紹
介
し
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
古
典
の
学
習
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
相

性
が
よ
い
？

　

意
外
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、古
典
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）

の
学
習
と
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
は
じ
め
と
し
た

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
と
て
も
相
性
が
よ
い
と
、
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
文
章
、
画
像
、
動
画
な
ど
、
古
典
に

関
連
す
る
参
考
資
料
は
、
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
え
ば
簡
単
に
、
大
量
に
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
古
典
の
原
文
な
ら
著

作
権
の
心
配
は
な
し
！　

安
心
し
て
資
料
を
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
多
彩
な
学
習
活
動
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
す
。
古
典
の
授

業
を
「
音
読
し
て
→
説
明
し
て
→
終
わ
り
」
と

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
生
徒
が

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
を
通
し
て
「
古
典
に
触

れ
、
親
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の

が
、
中
学
校
段
階
で
求
め
ら
れ
る
古
典
の
学
習

で
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
生
徒
に
と
っ
て
、
古

典
の
世
界
は
予
備
知
識
も
少
な
く
、
身
近
で
も

な
い
。
親
し
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
い

く
つ
も
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

そ
こ
で
、
古
典
に
対
す
る
抵
抗
感
を
払
拭
す
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
が
、
こ
れ
ま
で

に
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

以
前
、あ
る
中
学
校
で
拝
見
し
た
「
扇
の
的
」

の
授
業
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。先
生
は
こ
の『
平

家
物
語
』
の
世
界
を
生
徒
に
味
わ
わ
せ
る
た
め

に
、
あ
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。「
十
二
束
三
伏
」

の
か
ぶ
ら
矢
を
用
意
し
て
（
も
ち
ろ
ん
複
製

で
す
が
）、
廊
下
の
奥
へ
四
十
間
あ
ま
り
（
約

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
古
典
の

学
習
が
ど
う
変
わ
る
？

❶
ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
く
暗
唱

　

古
典
の
学
習
で
私
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は

音
読
・
暗
唱
で
す
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
作
品
の
冒
頭
く
ら
い
は
、
暗
唱
す
る
く
ら
い

体
に
し
み
こ
ま
せ
て
卒
業
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
た
だ
「
覚
え
よ
う
」
と
指
示
す
る
だ

け
で
は
、
活
動
が
単
調
に
な
り
、
生
徒
の
興
味

を
十
分
引
き
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ

れ
て
い
る
「
暗
唱
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
ワ
ー

ク
を
使
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
本
文
の
一

部
分
を
マ
ス
キ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
暗

唱
支
援
ツ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。
暗
唱
の
レ
ベ
ル

が
六
段
階
に
分
か
れ
て
い
て
、
マ
ス
キ
ン
グ
す

る
部
分
を
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
ち
ょ
っ

と
し
た
ゲ
ー
ム
感
覚
で
、
何
度
も
繰
り
返
し
暗

唱
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

画
面
へ
の
書
き
込
み
も
で
き
る
の
で
、
歴
史
的

仮
名
遣
い
や
係
り
結
び
な
ど
、
注
意
す
べ
き
語

句
を
示
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

七
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
）
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
扇

を
持
た
せ
た
生
徒
を
立
た
せ
て
、
様
子
を
再
現

し
ま
し
た
。「
ど
こ
ま
で
い
く
の
？
」「
お
お
ー
」

「
那
須
与
一
、
す
げ
ー
！
」
と
い
う
声
が
生
徒

か
ら
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
も
う
す
っ

か
り
『
平
家
物
語
』
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

と
、
こ
こ
ま
で
の
準
備
が
難
し
く
て
も
、
今

だ
っ
た
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
古
典
の
世
界
に
親
し
む

手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
活
用
例
を
い

く
つ
か
書
き
出
し
て
み
ま
す
。

　

他
に
も
ま
だ
あ
り
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
を

う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
学
習
活
動
を
作
り
上
げ

て
い
け
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
、
楽
し
く
古
典
に

親
し
む
授
業
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

古
典
に
親
し
む
た
め
の
学
習
活
動
の
例

①
身
体
で
味
わ
う

　
音
読
・
朗
読
・
暗
唱

　
群
読
・
劇
化

②
書
き
換
え
る

　「
現
代
版
〇
〇
」

　
な
り
き
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
日
記
・
新
聞
・
ニ
ュ
ー
ス
番
組

古
典
学
習
を
支
援
す
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
例

・
関
連
資
料
（
映
像
・
文
章
）
を
見
る
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
集
め
る
。

・
音
読
・
朗
読
の
音
声
を
聴
く
。

・
音
読
・
朗
読
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
撮
る
。

・─

写
真
、
動
画
な
ど
と
古
典
作
品
を
組
み
合
わ

せ
て
発
信
・
交
流
す
る
。

・─

フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
ク
イ
ズ
、
か
る
た
な

ど
の
ゲ
ー
ム
で
遊
ぶ
。

　
続
き
話
、
歌
物
語

　
現
代
語
訳

③
古
典
の
世
界
を
知
る

　
時
代
背
景
な
ど
を
調
べ
る

　
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
語
訳
を
読
む

　
解
説
書
、
注
釈
を
読
む

　
他
の
章
段
、
場
面
を
読
む

　
当
時
の
生
活
を
体
験
す
る

④
遊
ぶ

　
こ
と
わ
ざ
、
百
人
一
首
な
ど
の
か
る
た

　
パ
ロ
デ
ィ
ー
づ
く
り

な
ど▲「蓬萊の玉の枝──

『竹取物語』から」（１
年）のワーク「暗唱し
てみよう」に書き込み
を入れた画面。
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❷
「
原
文
と
現
代
語
訳
」
ツ
ー
ル
で
音
読
練
習

　

も
う
一
つ
、
音
読
練
習
に
便
利
な
の
が
「
原

文
と
現
代
語
訳
」
と
い
う
ツ
ー
ル
で
す
。
こ
れ

は
、
右
に
原
文
、
左
に
そ
の
現
代
語
訳
が
並
べ

て
表
示
さ
れ
、
原
文
に
添
え
ら
れ
た
ス
ピ
ー

カ
ー
マ
ー
ク
を
押
す
こ
と
で
、
そ
の
部
分
の
朗

読
音
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。
現
代
語
訳
は
、
初
期
画
面
で
は
全
て
マ

ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
、
マ
ス
キ
ン
グ
部
分
や

「
全
て
表
示
」
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
で
、
そ
の

マ
ス
キ
ン
グ
を
外
す
こ
と
も
で
き
ま
す
（
右
下

図
）。

　

こ
の
ツ
ー
ル
は
、
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
上
で
、
教
室
全
体
で
示
す
よ
う
に
使
っ
て
も

よ
い
の
で
す
が
、
や
は
り
一
人
一
台
環
境
で
学

習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
使
え
る
状
態
だ
と
、

よ
り
効
果
的
な
活
用
が
期
待
で
き
ま
す
。
生
徒

は
そ
れ
ぞ
れ
に
音
読
練
習
を
し
な
が
ら
現
代
語

訳
を
参
照
し
ま
す
。
音
読
で
つ
か
え
た
と
こ
ろ

や
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
ス
ピ
ー

カ
ー
ボ
タ
ン
を
押
し
て
そ
の
部
分
の
読
み
方
を

確
認
し
ま
す
。
特
に
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
や

チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
は
、
ス
タ
ン

プ
で
印
を
付
け
た
り
書
き
込
み
を
入
れ
た
り
し

て
後
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
す
。

こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
す
中
で
、
音
読
に
習
熟

し
、
言
葉
の
意
味
も
自
然
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
人
一
台
と
い
う
環
境
さ
え

整
え
ば
、
よ
り
個
に
応
じ
た
学
習
が
で
き
る
と

い
う
の
も
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
優
れ
た
点
だ
と

思
い
ま
す
。

❸
課
題
を
も
っ
た
動
画
視
聴
で

　
作
品
世
界
を
イ
メ
ー
ジ

　

私
が
古
典
の
授
業
で
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る

の
が
、
そ
の
作
品
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う

や
っ
て
つ
か
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

こ
で
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る

多
様
な
資
料
が
役
に
立
ち
ま
す
。

　

例
え
ば
「
枕
草
子
」（
二
年
）
に
は
、「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
の
朗
読
と
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
画
像

が
流
れ
る
映
像
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
左
下
図
）。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
が

多
少
わ
か
ら
な
く
て
も
、
情
景
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た

る
が
」
と
い
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
は
雁
の

姿
を
見
た
こ
と
も
な
い
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
り
す
る
の
で
、
こ
う
し
た
映
像
は
と
て
も
助

か
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
蓬
萊
の
玉
の
枝
─
─
『
竹
取
物
語
』

か
ら
」（
一
年
）
で
は
こ
ん
な
学
習
を
し
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
、「
か
ぐ
や
姫
と
五
人

の
貴
公
子
」
と
い
う
映
像
資
料
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
か
ぐ
や
姫
の
望
み
の
品
を
手
に
入
れ

る
と
い
う
難
題
に
挑
む
五
人
の
貴
公
子
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
、
四
分
間
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。

私
は
、「
こ
の
五
人
の
中
で
、
か
ぐ
や
姫
へ
の

思
い
が
い
ち
ば
ん
強
い
の
は
ど
の
貴
公
子
だ
ろ

う
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
か
ら
、
生
徒

に
こ
の
映
像
を
見
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
生

徒
は
必
死
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
課
題
に
向

か
っ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
映
像
を
眺
め
て
い
る
の
も
楽
し
い
の
で

す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
課
題
や
目
的
を
も
っ
て

映
像
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
学
習
へ
の
意

欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
扇
の
的
─
─
『
平
家
物
語
』
か
ら
」（
二
年
）

で
あ
れ
ば
、
琵
琶
奏
者
に
よ
る
弾
き
語
り
の
映

像
（
右
下
図
）
は
ぜ
ひ
と
も
見
せ
た
い
も
の
で
す
。

『
平
家
物
語
』
が
ど
ん
な
人
た
ち
に
よ
っ
て
受

け
継
が
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
姿
を
琵
琶
の
響

き
と
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

映
像
も
お
す
す
め
で
す
。

❹
意
外
に
便
利
！
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

　

最
後
に
、
こ
れ
も
便
利
だ
な
と
思
っ
て
い
る

の
が
「
古
典
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
」
で
す
（
左

下
図
）。
全
学
年
・
全
教
材
共
通
で
使
う
こ
と

が
で
き
、
毎
時
間
、
こ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
語
、
百
人
一
首
な
ど
の

基
礎
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
短
時
間

で
取
り
組
め
る
の
で
、
学
習
の
合
間
の
ち
ょ
っ

と
し
た
息
抜
き
に
も
な
り
ま
す
。

古
典
の
多
彩
な
学
習
活
動
を

支
え
る
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

　

今
回
は
、
古
典
教
材
に
関
連
し
た
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
の
し
か
た
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。
多
様
な
資
料
や
ツ
ー
ル
が
収
録

さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
を
使
え
ば
よ
い
か
迷
っ

て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
ね
ら
い

の
下
で
、
ど
ん
な
学
習
活
動
の
中
に
こ
れ
ら
を

位
置
づ
け
る
か
が
授
業
づ
く
り
の
腕
の
見
せ
所

だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
古
典
を
読
む
」「
古
典
の
世
界
を
知
る
」「
古

典
を
自
分
の
考
え
や
生
活
に
生
か
す
」
な
ど
、

古
典
の
学
習
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
あ
り

ま
す
。
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
古
典
を
楽

し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

ま
ず
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
自
分
で
も
触
っ

て
み
て
、
教
師
自
身
が
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
楽

し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

3

▲「枕草子」（２年）の資料「『枕草子』─四季を味わう」 ▲「蓬萊の玉の枝──『竹取物語』から」（１年）の「原文と現代語訳」の画面。▲「扇の的──『平家物語』から」（２年）の
資料「琵琶奏者による弾き語り『扇の的』」

▲古典のフラッシュカード「歴史的仮名遣い」



国語　平成30年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成30年度用教科書では，平成29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 29年度 30年度

1年

74 脚注9
日本やアメリカ、ロシアなど世
界十五か国が協力して建設され
た有人実験施設。

日本やアメリカ、ロシアなど世界
十五か国が協力して建設した有人
実験施設。

92 2段目4 茨
いばら

木
ぎ

のり子 他編 茨
いばら

木
ぎ

のり子
こ

 他編

142 脚注7
旧暦八月は、現代の十月ごろに
あたる。

旧暦八月十五日は、現在の九月か
ら十月ごろにあたる。

155 4段目5
自ら巣に行き、子安貝を取ろう
とするが、手にしたと思った瞬
間はしごから落ちてしまう。

自ら巣の中の子安貝を取ろうとす
るが、手にしたと思った瞬間、落
ちてしまう。

183 4 耳を澄ませてみてほしい。 耳を澄ましてみてほしい。

2年
33 出典欄

3 適切な表現を通して、 的確な表現を通して、

73 筆者欄 大岡 信　一九三一（昭和六）——
大岡 信　一九三一（昭和六）——
二〇一七（平成二九）

196 1 帰って来い。 帰ってこい。

219 3 凛とした 凜とした（正字に）

277 注③
3

「五重塔」は一八九一年に書かれ
た。

「五重塔」は一八九二年に刊行さ
れた。

3年
　　
　

28 著書欄 「父と暮らせば」 「父と暮
く ら

せば」

57
修学旅行記の
紙面例
左下

A. 心静かに座り，精神を集中さ
せる修行方法です。

A. 心静かに座り，精神を集中させ
る修

し ゅ

行
ぎょう

方法です。

68 脚注7
行脚　僧が修行のために諸国を
巡り歩くこと。

行脚　僧が修
し ゅ

行
ぎょう

 のために諸国を巡
り歩くこと。

142 13 （恋
の

 歌上） （恋
の

 歌二）

147 下8 三里に灸をすえる 三里に灸を据える

166 下10 〈例〉新聞（シン・ブン）→音・音 〈例〉新聞［シン・ブン］→音・音

265
3段目

（｢日本文学｣ 欄）
6

五
ご

重
じゅうの

 塔
とう

［幸
こう

田
だ

露
ろ

伴
はん

］一八九一 五
ご

重
じゅうの

 塔
とう

［幸
こう

田
だ

露
ろ

伴
はん

］一八九二

光村図書ウェブサイトのご案内
　日々の授業に役立つ資料や読み物を多数ご用意しています。

各コンテンツはスマートフォン
にも対応しています。
移動中の電車の中で，外出先で，
ぜひご覧ください！

今すぐアクセス !

■ 国語
「教材別資料一覧」「リンク集」「わたしの授業（指導案）」など，
国語の教材研究や授業づくりに役立つ資料が満載です。

■ みつむら web magazine
「そがべ先生の国語教室」「通常学級での特別支援教育」など，
明日の授業に役立つ読み物を，日々更新しています。



●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。

「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誌を目
ざして，1981年に発刊した児童文学雑誌です。

児童文学の冒険

年 4 回（1・4・7・10月25日）発行

■第50号（2017 夏）

特集「児童文学の大冒険」
定価：本体1,000円＋税─／ISBN978-4-8138-0001-9

誌上ワークショップやリレー創作といった実験的な試みの企画
をはじめ，初めて子ども向けの作品に挑戦した作家による創作
など，節目の号ならではのスペシャルな内容でお送りします。

〈誌上ワークショップ〉tupera tupera ／いしいしんじ／
　　　　　　　　 岡田よしたか／五月女ケイ子／
　　　　　　　　 マライ・メントライン

〈リレー創作〉川島誠→二宮由紀子→岩瀬成子→石井睦美
　　　　　  →岡田淳

〈創作〉辻仁成／深緑野分／松田青子
〈エッセイ〉天野健太郎／柴崎友香／せきしろ／寺地はるな／
　　　　豊﨑由美／平田明子／町田康／宮沢章夫／
　　　　山名文和（アキナ）

〈ブックガイド〉17名の書店員
〈「飛ぶ教室」50号までの冒険〉野上暁

■第49号（2017 春）

特集「飛べ，おとうさん！」
定価：本体1,000円＋税─／ISBN978-4-8138-0000-2

おかあさんでも，おばあちゃんでも，おじいちゃんでもない。
今回の主役は，おとうさん！　童話という舞台でなかなか活
躍の機会が少ないおとうさんにスポットライトを当てました。

〈表紙〉ヨシタケシンスケ
〈 歌 〉新沢としひこ
〈創作〉いしいしんじ／柏葉幸子／斉藤倫／戸森しるこ
〈エッセイ〉石川直樹／大豆生田啓友／温又柔／辻仁成／
　　　　 藤田智／メレ山メレ子／山崎ナオコーラ

〈書評〉岩瀬成子
〈ブックガイド〉兼森理恵／川端裕人／
　　　　　 聞かせ屋。けいたろう／ミムラ

最新号！

光村図書出版株式会社

　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・多様化の進展を踏まえ，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30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30年 4 月～ 31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），上記に準ずると見做される団体及び個人

助成件数及び金額
・助成金の使途

助成件数は60件程度
助成金額は 1 件につき原則として，20万～ 40万円
助成金の使途は，研究を主とするものに限ります。

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29年12月22日（金）必着で，
当財団事務局に郵送のこと。

・「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30年 2 月末までに文
書にて通知します。平成30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 ＆ FAX 03-3493-7340
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp

 




