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授
業
を
す
る
の
が
特
に
楽
し
み
な
の
が
、
こ
の

説
明
文
で
す
。
私
、
筆
者
の
最さ
い

相し
ょ
う

葉は

月づ
き

さ
ん
の

フ
ァ
ン
な
ん
で
す
よ
（
笑
）。
以
前
、
最
相
さ
ん

と
対
談
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
（
※
１
）
に

感
じ
た
の
は
、
彼
女
が
自
分
の
中
に
あ
る
問
い
を

原
動
力
に
し
て
、
そ
の
答
え
を
求
め
て
人
に
ぶ
つ

か
っ
て
い
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
力
強
さ
で
す
。
そ

の
力
強
さ
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
文
章
を

紡
ぎ
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
文
章
も
同
じ
は
ず
。
説
明
文
で
は
あ
り

ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
、
筆
者
の
思
い
を
読
み

取
ら
せ
る
の
も
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

み
ん
な
で
会
話
文
の
一
覧
表
を
見
る
だ
け
で
も
、

教
室
の
空
気
は
や
わ
ら
か
く
な
る
は
ず
。「
こ
ん

な
こ
と
を
考
え
る
子
な
ん
だ
な
」
と
、
教
師
が
に

こ
に
こ
し
な
が
ら
発
表
を
聞
い
て
い
ら
れ
る
の
も
、

こ
の
作
品
の
よ
さ
で
す
。
学
習
の
ル
ー
ル
も
、
楽

し
い
雰
囲
気
の
中
で
伝
え
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
授
業
の
終
わ
り
に
は
、「
ば
あ
ち
ゃ

ん
っ
て
ど
ん
な
人
？
」「
川
口
君
っ
て
ど
ん
な

人
？
」
な
ど
と
尋
ね
、
好
き
な
登
場
人
物
の
人
物

像
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
さ
せ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
後
の
学
習
で
、
人

物
像
や
作
品
に
お
け
る
人
物
の
役
割
に
つ
い
て
考

え
る
と
き
の
ス
テ
ッ
プ
に
も
な
り
ま
す
。

　

ク
ス
ッ
と
お
も
し
ろ
く
て
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と

胸
が
ツ
ン
と
す
る
。
そ
ん
な
瀬
尾
ま
い
こ
さ
ん
ら

し
い
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
て
も
よ
い
作
品

で
す
ね
。
一
年
生
の
一
学
期
と
い
え
ば
ま
だ
、
子

ど
も
た
ち
は
、
新
し
い
人
間
関
係
を
う
ま
く
作
れ

ず
に
い
る
時
期
。「
授
業
で
ど
ん
な
発
言
を
し
た

ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
な
ど
と
、
た
く
さ
ん
の
不
安

を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
の
温
か
な
雰
囲
気

を
生
か
し
て
、
彼
ら
の
心
を
開
く
「
国
語
教
室
び

ら
き
」
の
授
業
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

気
に
入
っ
た
会
話
文
を
発
表
し
合
う

　

一
方
で
、
作
品
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
、
軽
妙

な
会
話
に
も
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か

ら
、
私
な
ら
、「
い
ち
ば
ん
気
に
入
っ
た
会
話
文

を
発
表
し
合
う
」
と
い
う
授
業
を
し
た
い
で
す
ね
。

会
話
文
だ
け
を
抜
き
出
し
た
一
覧
表
を
こ
ち
ら
で

用
意
し
、そ
の
中
か
ら
、子
ど
も
た
ち
に
気
に
入
っ

た
も
の
を
一
つ
選
ば
せ
、
理
由
と
と
も
に
発
表
さ

せ
る
ん
で
す
。

科
学
の
出
発
点
に
光
を
当
て
る

　

今
、
考
え
て
い
る
の
は
、「『
な
ぜ
』
と
問
う
人
」

と
い
う
単
元
で
す
。
こ
れ
は
、
現
代
の
科
学
技
術

を
生
み
出
し
た
人
に
つ
い
て
調
べ
て
考
え
の
道
筋

を
た
ど
り
、
出
発
点
の
「
問
い
」
が
何
だ
っ
た
の

か
を
考
え
る
と
い
う
学
習
。
最
相
さ
ん
の
ご
著
書

『
調
べ
て
み
よ
う
、
書
い
て
み
よ
う
』（
講
談
社
）

に
は
、
問
い
を
立
て
て
調
べ
る
過
程
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
使
っ
て
「
問
い
」
に
さ
か

の
ぼ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。

　
「
な
ぜ
」
と
問
う
た
人
た
ち
の
、
科
学
の
出
発

点
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
問
う
こ
と
、
問
い
を

柱
に
し
て
物
事
を
追
究
す
る
こ
と
の
価
値
を
、
子

ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、

自
分
で
も
問
い
を
立
て
て
、
そ
れ
を
も
と
に
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
か
せ
る
な
ど
で
き
れ
ば
、
な

お
い
い
。
そ
う
や
っ
て
、「『
な
ぜ
』
と
問
う
人
」

を
育
て
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

単
な
る
思
い
出
で
は
な
く
、「
学
び
」
を
振
り

返
る
と
い
う
の
が
、
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
特
に
、

「
三
年
間
の
歩
み
を
振
り
返
ろ
う
」（
三
年
）
が
い

い
な
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
中
学
校
三
年
間
の

学
び
を
振
り
返
る
「
学
ぶ
と
い
う
こ
と
再
考
」
と

い
う
単
元
を
実
践
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
は
、
三
年
間
で
劇
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い

ま
す
。
今
の
自
分
に
成
長
の
実
感
が
あ
る
か
ら
、

過
去
の
未
熟
さ
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
て
、

学
び
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
が
、
と
て
も
し
っ

く
り
き
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
大
切
な
の
が
、「
何
を
通
し
て
」
振

り
返
る
か
。
私
は
、
印
象
に
残
っ
た
「
言
葉
」、

何
か
を
教
え
て
く
れ
た
「
人
」
と
い
う
二
つ
の

観
点
で
振
り
返
ら
せ
ま
し
た
。
教
科
書
Ｐ
211
に
は
、

※１　甲斐利恵子先生と最相葉月さんの対談「『問う』ということ」の
詳細については，「中学校 国語教育相談室」No.77 を参照。

新
版
教
科
書
で
、

こ
ん
な
授
業
が
し
た
い

甲
斐
利
恵
子
先
生
の
ア
イ
デ
ア 　

編
集
委
員
の
甲
斐
利
恵
子
先
生
（
東
京
都
港
区
立
赤
坂

中
学
校
教
諭
）
と
宗
我
部
義
則
先
生
（
お
茶
の
水
女
子
大

学
附
属
中
学
校
教
諭
）
に
、
新
教
材
を
使
っ
た
授
業
の
ア

イ
デ
ア
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「科学はあなたの中にある」（２年）

「『平らかな気持ちで検証し，真実に一歩でも近づこうとす
る』（教科書 P223 Ｌ６・７）という部分から，筆者の価値観
が読み取れます。この価値観に出会わせたいんです」。

「花曇りの向こう」（１年）

「登場人物が魅力的なんですよね。
特に，『ばあちゃん』が存在する意
味は大きい。そのことを，子ども
たちと語り合いたい」と，甲斐先生。
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甲
か

斐
い

利
り

恵
え

子
こ

福岡県生まれ。東京都港区立赤坂中学校教諭。
光村図書中学校『国語』教科書編集委員。専
門は国語科単元学習。著書に，『子どもの情景』
（共著・光村教育図書），『聞き手話し手を育てる』
（共著・東洋館出版社）など。

心
を
開
く

「
国
語
教
室
び
ら
き
」

「
花
曇
り
の
向
こ
う
」（
一
年
）

読
む

「
な
ぜ
」
と
問
う
人

「
科
学
は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
」（
二
年
）

読
む

学
ぶ
と
い
う
こ
と
再
考

「
三
年
間
の
歩
み
を
振
り
返
ろ
う
」

（
三
年
）

書
く

話
す・

聞
く



新版『国語』教科書

特集

&

明
文
を
読
む
と
き
の
学
習
用
語
が
整

理
さ
れ
た
（
本
誌
Ｐ
６
参
照
）
の
は
、
非

常
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た

ち
が
学
習
用
語
を
身
に
つ
け
、
使
え
る

よ
う
に
な
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い

と
、
私
は
つ
ね
づ
ね
思
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。

も
の
の
見
方
・
考
え
方
の

観
点
を
つ
く
る

　

例
え
ば
、「
故
郷
」（
三
年
）
で
、「
な

ぜ
、
ヤ
ン
お
ば
さ
ん
は
こ
の
作
品
に
登

場
し
た
の
か
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、

「
登
場
人
物
の
設
定
」
と
い
う
概
念
を

理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た

概
念
を
言
葉
と
と
も
に
獲
得
し
て
い

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
概
念
を

定
義
づ
け
た
学
習
用
語
を
身
に
つ
け

る
こ
と
で
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の

観
点
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
も

い
え
ま
す
。

　

授
業
の
中
で
は
、
積
極
的
に
学
習
用
語
を
使
っ

て
、
子
ど
も
た
ち
に
浸
透
さ
せ
て
い
き
た
い
で
す

ね
。
ま
ず
は
、
学
習
用
語
に
出
会
う
た
び
に
、
こ

の
折
り
込
み
を
開
い
て
、
み
ん
な
で
確
認
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
て
み
る
つ
も
り
で
す
。

「文学的な文章を読む
ために」（１年）

「文学を読むための基本
的な学習用語が整理され
ています。必要に応じて
示されている，教科書本
文の用例は，子どもたち
と確認するときに活用で
きそうです」と，甲斐先生。

　

萩
原
朔
太
郎
作
品
の
中
で
も
、
取
り
上
げ
や
す

い
詩
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
は
、「『
生
え
、』
の

繰
り
返
し
が
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
る
は
ず
。
そ

の
秘
密
を
考
え
る
よ
う
な
形
で
、
繰
り
返
し
や
連

用
中
止
の
表
現
に
注
目
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

感
じ
た
こ
と
と
表
現
と
を
つ
な
ぐ

　

音
読
で
は
、「
生
え
、」
の
後
の
余
韻
を
想
像
し

な
が
ら
読
み
方
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
描
か
れ
て

い
る
竹
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
い
で
す
。
そ
の

後
は
、「
竹
が
生
え
、
竹
林
に
は
静
寂
が
訪
れ
た
。」

な
ど
と
、「
竹
が
生
え
、」
の
後
に
続
く
「
ず
ば
り

ひ
と
言
」
の
鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
の
も
お
も
し
ろ

そ
う
で
す
。
音
読
し
て
感
じ
た
こ
と
と
表
現
と
を

つ
な
ぐ
ん
で
す
。

　

た
だ
、
そ
の
際
は
、
子
ど
も
た
ち
が
取
り
組
み

や
す
い
よ
う
に
、
文
型
は
教
師
の
ほ
う
で
示
し
て

お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
例
え
ば
、「
あ
た
り
は

一
面
、
に
ぎ
や
か
な
感
じ
に
な
っ
た
。」
の
よ
う

に
、「
○
○
は
、
〜
だ
／
〜
に
な
っ
た
。」
と
い
う

型
。
そ
れ
か
ら
「
作
者
は
、
真
っ
す
ぐ
な
気
持
ち

で
い
る
。」
の
よ
う
に
、「（
自
分
も
含
め
て
）
作

者
は
、
〜
な
気
持
ち
だ
。」
と
い
う
型
も
あ
る
と

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

身
の
回
り
に
竹
林
が
な
く
、
そ
の
清せ
い

冽れ
つ

な
感
じ

を
想
像
す
る
の
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
と
き
は
、
授
業
中
、
青
々
と
し
た
竹
や
竹

林
の
写
真
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
な
ど
で
き
れ
ば

い
い
で
し
ょ
う
ね
。
き
っ
と
、
感
じ
る
イ
メ
ー
ジ

が
違
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

宗
我
部
義
則
先
生
の
ア
イ
デ
ア

宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

埼玉県生まれ。お茶の水女子大学附属中学校
教諭。お茶の水女子大学非常勤講師。「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。

「
ず
ば
り
ひ
と
言
」の

鑑
賞
文

「
竹
」（
一
年
）

読
む

　

す
っ
と
読
め
て
、
い
つ
の
間
に
か
筆
者
に
共
感

し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
力
の
あ
る
文
章
で
す
ね
。

調
査
を
進
め
る
筆
者
の
、
わ
く
わ
く
す
る
思
い
を

追
体
験
し
な
が
ら
読
ま
せ
た
い
説
明
文
で
す
。

　

筆
者
の
心
の
動
き
を
率
直
に
感
じ
る
に
は
、
文

章
中
の
「
事
実
」
と
「
そ
こ
か
ら
筆
者
が
考
え
た

こ
と
」
の
関
係
を
押
さ
え
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
使
い
、
こ
の
二
つ
を
色
分
け

し
て
い
く
の
も
い
い
方
法
で
す
ね
。

　

説
明
文
の
授
業
で
は
、
概
念
的
・
論
理
的
な
理

筆
者
の
思
い
を

追
体
験
す
る

「
生
物
が
記
録
す
る
科
学

─
─
バ
イ
オ
ロ
ギ
ン
グ
の
可
能
性
」

（
二
年
）

読
む
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他
の
観
点
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考

に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
ね
。

学
習
記
録
を
活
用

　

過
去
の
教
科
書
を
取
っ
て
お
け
ば
、
そ
れ
を

使
っ
て
振
り
返
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
よ
。

ち
な
み
に
、
私
は
、
三
年
間
ず
っ
と
子
ど
も
た
ち

に
学
習
記
録
を
つ
け
さ
せ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を

使
い
ま
し
た
。
学
習
記
録
が
あ
れ
ば
、
よ
り
具
体

的
に
、
学
び
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
各
学
年
の
教
科
書
冒
頭
「
続
け
て
み

よ
う
」
で
は
、
記
録
や
メ
モ
の
取
り
方
が
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
活
用
し
な
が
ら
学
習
記
録

を
つ
け
て
、
こ
の
学
習
の
た
め
の
準
備
を
し
て
お

く
の
も
い
い
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

　

各
学
年
の
巻
末
折
り
込
み
「
文
学
的
な
文
章
を

読
む
た
め
に
」「
説
明
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

は
、
ぜ
ひ
活
用
し
た
い
ペ
ー
ジ
で
す
。
文
学
・
説

学
習
用
語
に

出
会
う
た
び
に

「
文
学
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

「
説
明
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

（
一
〜
三
年
）

読
む


