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先
日
、
学
生
た
ち
と
印
度
料
理
店
に
カ

レ
ー
を
食
べ
に
行
っ
た
。
学
生
の
反
応
は
、

程
度
表
現
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
っ
た
。「
や

ば
い
辛
い
」「
超
辛
い
」「
め
っ
ち
ゃ
辛
い
」「
マ

ジ
辛
い
」「
鬼
辛
い
」
な
ど
、い
ろ
い
ろ
あ
る
。

で
は
、
一
番
辛
い
の
っ
て
ど
れ
？

　

そ
こ
で
、
程
度
対
決
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
し
た
（
６
月
、
私
の
授
業
の
受
講
学
生
68

人
が
対
象
。
数
字
は
煩
瑣
な
の
で
パ
ー
セ
ン

ト
で
示
す
）。
ま
ず「
め
っ
ち
ゃ
辛
い
」対「
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
辛
い
」で
は
、「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
」

の
方
が
高
程
度
と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た

（
79
％
）。
本
来
の
長
い
形
の
方
が
高
程
度

だ
。「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
勉
強
し
た
」
子
の
方

が「
め
っ
ち
ゃ
勉
強
し
た
」子
よ
り
も
頑
張
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
、「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

な
勉
強
」
だ
と
だ
め
で
す
け
ど
。

　
「
や
ば
い
辛
い
」
対
「
す
ご
い
辛
い
」
で
は
、

72
％
が
「
や
ば
い
」
の
方
が
辛
い
と
回
答
し

た
。「
や
ば
い
」は
、も
と
も
と
、「
危
険
状
況
」

に
も
通
じ
る
言
葉
だ
。
だ
か
ら
、「
す
ご
い
」

よ
り
も
身
に
迫
る
点
で
程
度
が
高
い
の
だ
ろ

う
。「
す
ご
い
」
も
本
来
は
「
ぞ
っ
と
す
る
」

感
じ
と
い
う
と
び
き
り
の
程
度
表
現
だ
っ
た

が
、
も
は
や
「
や
ば
い
」
に
負
け
て
し
ま
っ

た
感
が
あ
る
。
追
加
調
査
（
80
人
）
で
「
超
」

と
「
や
ば
い
」
を
比
べ
た
が
、
面
白
い
こ
と

に
各
々
44
％
ず
つ
の
引
き
分
け
だ
っ
た（「
同

じ
」
も
10
％
）。

　

で
は
、「
鬼
」
対
「
超
」
は
ど
う
か
。
結

果
は
94
％
が
「
鬼
辛
い
」
の
方
が
辛
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。「
鬼
」
は
「
超
」
を
超

え
て
い
る
。
追
加
で
、「
鬼
」
と
「
や
ば
い
」

も
比
べ
た
が
、
や
は
り
89
％
が
「
鬼
」
の

方
が
「
や
ば
い
」
よ
り
も
辛
い
と
答
え
た
。

「
鬼
」
っ
て
、
マ
ジ
や
ば
そ
う
！

　

文
法
的
な
使
い
分
け
も
見
た
。「
マ
ジ
辛

い
」
と
「
マ
ジ
で
辛
い
」
で
は
、
ど
ち
ら
が

辛
い
で
し
ょ
う
？　

82
％
が
「
マ
ジ
で
」
の

方
が
辛
い
と
の
回
答
だ
っ
た
。「
マ
ジ
で
」

の
方
が
本
来
的
な
形
だ
が
、
よ
り
真
実
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
、本
来
的
な「
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
」
の
方
が
程
度
が
高
か
っ
た
の

と
も
通
ず
る
。
た
だ
、「
す
ご
く
辛
い
」対「
す

ご
い
辛
い
」
で
は
微
妙
で
、
よ
り
辛
い
と
し

て
本
来
の
形
容
詞
連
用
形
の「
す
ご
く
辛
い
」

を
選
ん
だ
の
は
29
％
だ
っ
た
。「
す
ご
い
辛

い
」
の
22
％
よ
り
も
特
別
多
い
わ
け
で
は
な

い
。
ど
ち
ら
も
す
ご
く
は
あ
る
の
だ
が
。

　

し
か
し
、「
や
ば
い
辛
い
」
は
別
格
。
本
来

形
容
詞
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、そ
も
そ
も「
や

ば
く
辛
い
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
（
言
え

る
と
し
た
の
は
わ
ず
か
７
％
）。
構
文
意
識

と
し
て
、「
や
ば
い
。
辛
い
」
の
よ
う
に
終

止
形
で
言
い
終
わ
る
構
造
だ
と
意
識
す
る
者

す
ら
38
％
あ
っ
た
。「
や
ば
い
」
は
、も
は
や
、

た
だ
の
形
容
詞
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
皆
が
辛
さ
に
悲
鳴
を
上
げ
る
中
、

私
は
「
そ
ん
な
に
辛
い
か
な
？
」
な
ど
と
落

ち
着
き
は
ら
っ
て
カ
レ
ー
を
賞
味
し
た
。
以

前
一
人「
超
絶
鬼
辛
い
」の
に
挑
戦
し
て
す
っ

か
り
怖
気
づ
い
て
い
た
お
じ
さ
ん
は
、
し
っ

か
り
甘
口
を
注
文
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

す
ご
い
？
や
ば
い
？
超
？
鬼
？



巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1983年シュレースヴィヒ=ホルシュ
タイン州キール生まれ。独・和翻訳
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月からテレビ朝日「ワイドスクランブ
ル」にレギュラー出演。活動の幅
の広がりから，「職業はドイツ人」を
自称している。

　

日
本
語
を
勉
強
し
始
め
た
の
は
十
五
歳
の

頃
。
ド
イ
ツ
の
北
の
果
て
に
位
置
す
る
地
方
都

市
キ
ー
ル
市
内
の
中
学
校
の
教
室
で
、
大
人
ば

か
り
の
グ
ル
ー
プ
に
交
じ
り
、
市
民
大
学
が
提

供
す
る
「
日
本
語
初
級
」
の
ク
ラ
ス
に
参
加
し

た
。
理
由
は
割
と
単
純
で
、
子
供
の
時
か
ら
強

い
興
味
を
抱
い
て
い
た
日
本
に
い
ず
れ
行
き
た

い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
夢
が

か
な
っ
た
時
、
日
本
人
と
会
話
す
る
た
め
に
日

本
語
が
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
。
言
い
換
え
れ
ば
、

日
本
語
さ
え
で
き
れ
ば
日
本
に
行
け
る
気
が
し

て
い
た
。

　

教
科
書
の
中
に
あ
っ
た
の
は
バ
ブ
ル
時
代
を

意
識
し
た
八
〇
年
代
チ
ッ
ク
な
イ
ラ
ス
ト
に
、

ビ
ジ
ネ
ス
会
談
の
た
め
に
日
本
を
訪
れ
る
ド
イ

ツ
人
男
性
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
っ
た
。
ま
た
、
ひ

ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
す
ら
教
科
書
に
登
場
し
な

い
初
級
の
授
業
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
き

な
り
「
り
ん
ご
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
さ
ん
に
よ
っ
て

食
べ
ら
れ
る
」
と
、「
受
身
」
用
法
が
口
頭
で

説
明
さ
れ
る
よ
う
な
、
今
思
え
ば
滅
茶
苦
茶
な

授
業
だ
っ
た
。

　

一
九
九
九
年
、
夏
の
残
暑
で
息
苦
し
い
地
方

高
校
の
教
室
の
中
で
、た
っ
た
一
人
の
「
異
人
」

の
私
は
冷
や
汗
を
か
い
て
い
た
。
十
个
月
の
留

学
で
来
日
し
た
の
は
い
い
が
、
周
囲
で
話
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
何
一
つ
わ
か
ら
な
い
。
せ
っ
か

く
覚
え
た
「
受
身
」
な
ん
て
、
も
ち
ろ
ん
何
の

役
に
も
立
た
な
い
。
そ
し
て
一
番
の
問
題
は
、

ち
ゃ
ん
と
し
た
辞
書
を
日
本
へ
持
っ
て
来
な

か
っ
た
こ
と
。
関
西
の
県
立
校
に
私
が
持
参
し

て
い
た
の
は
旅
行
者
向
け
の
「
独
日
辞
書
」
の

ポ
ケ
ッ
ト
版
と
、同
じ
く
手
の
平
サ
イ
ズ
の「
日

英
・
英
日
辞
書
」
だ
け
だ
っ
た
。
知
り
た
い
単

語
は
と
に
か
く
載
っ
て
い
な
い
の
だ
。「
自
習
」、

「
ラ
ジ
オ
体
操
」、「
校
則
」、「
放
課
後
」、「
ゼ
ッ

ケ
ン
」
な
ど
、
学
校
生
活
の
中
で
し
ば
し
ば
登

場
す
る
単
語
が
、
旅
行
者
向
け
の
辞
書
に
載
っ

て
い
る
は
ず
が
な
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
唯
一
頼
り
に
な
る
の
は
同
級

生
や
担
任
の
先
生
に
よ
る
必
死
な
英
語
訳
と
、

自
分
自
身
の
観
察
力
の
み
。
言
葉
で
は
な
く
て
、

そ
の
場
の
雰
囲
気
、み
ん
な
の
反
応
、声
の
ト
ー

ン
。
担
任
の
先
生
が
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
真
剣
そ

う
に
連
発
す
る
「
ハ
ン
ソ
デ
」
と
「
ナ
ガ
ソ
デ
」

は
、
ど
う
も
知
っ
て
い
る
単
語
「
制
服
」
に
関

す
る
話
で
、
お
そ
ら
く
次
の
日
か
ら
秋
パ
タ
ー

ン
で
登
校
せ
よ
！　

と
い
う
指
示
だ
と
推
測
で

き
た
。

　

こ
う
し
て
、
ほ
ぼ
雰
囲
気
と
勝
手
な
想
像
で

日
本
語
を
覚
え
た
。
時
が
進
み
、
電
子
デ
バ
イ

ス
の
恩
恵
に
よ
っ
て
知
ら
な
い
単
語
を
す
ぐ
に

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
よ
う
や

く
効
率
よ
く
日
本
語
を
学
習
で
き
る
と
思
い
き

や
、
意
外
に
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　

言
葉
に
は
様
々
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
、

「
牛
」
や
「
お
箸
」
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
も

の
を
指
す
単
語
も
あ
れ
ば
、
気
持
ち
や
概
念
を

指
す
、
少
し
ふ
わ
っ
と
し
た
単
語
も
あ
る
。
例

え
ば
、
同
じ
「
残
念
」
と
い
う
単
語
で
も
、「
残

念
な
結
果
」
と
「
残
念
な
人
」
で
ド
イ
ツ
語
訳

が
違
っ
て
く
る
。し
か
も
後
者
に
関
し
て
は「
同

情
に
値
す
る
人
」
と
少
し
歩
み
寄
り
な
が
ら
訳

す
か
、「
人
間
失
格
」
と
強
く
突
き
放
し
た
感

じ
で
訳
す
か
は
、
状
況
と
話
し
手
に
よ
っ
て
違

う
か
も
し
れ
な
い
。つ
ま
り
、日
本
語
の「
残
念
」

を
使
用
す
る
時
に
、
そ
の
表
現
が
使
え
る
「
意

味
の
範
囲
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
ピ
ッ
タ
リ
当

て
は
ま
る
、
全
く
同
じ
範
囲
の
ド
イ
ツ
語
が
な

い
と
い
う
こ
と
。

　

単
語
一
つ
一
つ
に
世
界
が
存
在
す
る
。
ま
る

で
生
き
物
の
よ
う
だ
。
単
語
に
は
そ
の
生
成
過

程
と
成
長
過
程
で
吸
収
さ
れ
た
地
理
性
、
社
会

性
、
文
化
性
、
時
代
性
が
大
い
に
含
ま
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
単
語
は
そ
れ
ぞ

れ
色
、
響
き
、
サ
イ
ズ
と
い
っ
た
感
覚
的
な
性

質
を
持
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
こ
に
凝
縮
さ

れ
た
世
界
観
を
借
り
て
、
様
々
な
モ
ノ
を
定
義

し
、
他
人
に
伝
え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利

用
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
全
て
の
現
象
を
表
現
す
る
た
め

の
言
葉
」
は
一
言
語
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
も
あ
っ
て
、
母
語
の
ド
イ
ツ
語
に
は

全
く
な
い
表
現
が
日
本
語
の
中
に
あ
っ
た
り
す

る
。「
悔
し
い
」、「
言こ
と

霊だ
ま

」、「
意
識
高
い
系
」、

「
女
子
力
」、「
モ
ヤ
モ
ヤ
感
」、「
居
場
所
」、「
生

き
づ
ら
さ
」
な
ど
な
ど
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ

人
も
悔
し
が
る
時
は
あ
る
。
し
か
し
、
敢
え
て

悲
し
み
と
が
っ
か
り
感
の
間
に
あ
る
そ
の
感
情

を
表
現
す
る
た
め
の
単
語
を
作
っ
て
こ
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
人
が
悔
し
が
っ
て
い
る

時
、
自
分
が
悔
し
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し

て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
の
一
方
、
悔
し
さ
を
一
つ
の
感
情
と
し
て

意
識
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
た
め
の
表
現
が
な

け
れ
ば
︻
モ
ヤ
モ
ヤ
感
︼
が
残
る
だ
け
で
な
く
、

と
て
も
辛
い
も
の
が
あ
る
。
日
本
語
の
よ
う
に

様
々
な
感
情
を
細
か
く
定
義
し
、
表
現
す
る
こ

と
が
自
分
の
母
語
の
ド
イ
ツ
語
で
で
き
な
い
た

め
、
私
は
無
意
識
的
に
︻
生
き
づ
ら
さ
︼
を
感

じ
て
い
た
と
思
う
。
様
々
な
言
葉
を
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
目
の
前
の
世
界
も
、
内
面
の
世
界

も
、
言
語
化
し
、
再
構
築
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
言
語
の
勉
強
と
い
う
の
は
、
テ
ス
ト
で
点

数
を
稼
ぐ
た
め
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、︻
意

識
高
い
系
︼
が
趣
味
で
や
る
も
の
で
も
な
い
。

母
語
で
あ
っ
て
も
、
外
国
語
で
あ
っ
て
も
、
新

し
い
概
念
を
知
る
こ
と
で
世
界
が
少
し
ず
つ
広

く
な
る
効
果
が
あ
る
と
思
う
。

　

ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
語
に
も
日
本
語
に
な

い
表
現
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「F

フ
ェ
ル
ン
ヴ
ェ
ー

ernw
eh

」。

今
は
「
旅
行
に
出
掛
け
た
い
！
」、
つ
ま
り
旅

心
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い

が
、
本
来
の
意
味
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
の
反
対
。

今
の
場
所
は
居
心
地
が
悪
く
、
当
て
も
な
く
ど

こ
か
別
の
場
所
に
行
き
た
い
気
分
。︻
居
場
所
︼

探
し
の
一
種
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
居
場
所
を

日
本
語
の
中
で
見
つ
け
た
よ
う
に
、
そ
ん
な
居

場
所
を
言
葉
の
世
界
で
見
つ
け
ら
れ
た
ら
、
素

敵
だ
と
思
う
。

マ
ラ
イ・メ
ン
ト
ラ
イ
ン

＂
ド
イ
ツ
人
＂

0203

マライ・メントライン 

言
葉
に
は

世
界
が
あ
る
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文
学
で
培
う
健
全
な
批
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文
学
の
力

特 集

今，文学を学ぶということ
特 集

1975年，東京都生まれ。医学博士。
東日本国際大学教授，横浜市立
大学客員准教授。東京大学工学
部卒業後，同大学院医学系研究
科脳神経医学専攻博士課程修了。
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。『脳はど
こまでコントロールできるか？』（ベ
ストセラーズ）など著書多数。

脳
科
学
者　

中な
か

野の

信の
ぶ

子こ

　

現
実
と
は
ま
っ
た
く
違
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
仕
立

て
あ
げ
て
偽
装
し
、
犯
人
が
事
件
を
起
こ
す
。
刑

事
は
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
信
じ
込
み
、
別
の
人
間

に
疑
い
の
目
を
向
け
る
─
─
推
理
小
説
の
多
く

は
、
伏
線
や
ミ
ス
リ
ー
ド
を
使
っ
て
構
成
さ
れ
、

読
者
は
自
ら
推
理
を
し
た
り
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
を
楽
し
む
。
こ
の
営
み
に
は
、
人

間
が
物
事
を
認
知
す
る
と
き
の
「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

知
覚
」
と
い
う
特
性
が
関
与
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
号
が
紙
に
描
か
れ
て

い
た
と
す
る
。
黒
丸
が
横
並
び
に
二
つ
と
、
そ
の

下
に
Ｕ
字
型
の
円
弧
が
一
つ
。
多
く
の
人
は
こ
れ

を
見
て
、
即
座
に
「
顔
」
を
連
想
す
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
顔
で
は
な
く
、
た
だ
の
記
号
の

集
ま
り
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
そ
れ
を
全

体
と
し
て
捉
え
、
顔
だ
と
認
識
し
て
し
ま
う
。
こ

の
認
知
の
し
か
た
が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚
で
あ

る
。
私
た
ち
の
脳
は
、「
物
語
」
を
勝
手
に
作
り

出
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　

少
な
い
情
報
を
も
と
に
、
よ
り
多
く
の
情
報
を

簡
単
に
処
理
す
る
た
め
に
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚

は
効
率
的
か
つ
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一

方
で
、
こ
の
機
能
は
、
人
の
思
い
込
み
や
錯
誤
を

招
き
、
誰
か
の
嘘
に
惑
わ
さ
れ
る
と
い
う
危
う
さ

を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
回
避
す
べ
く
、

私
た
ち
の
脳
に
備
わ
っ
て
い
る
の
が
、
共
感
・
想

像
・
良
心
・
抑
制
・
長
期
的
な
展
望
な
ど
の
思
考

を
つ
か
さ
ど
る
「
前
頭
葉
」
の
働
き
だ
。
た
だ
、

前
頭
葉
は
発
達
に
時
間
が
か
か
り
、
そ
の
機
能
は
、

小
学
校
高
学
年
ぐ
ら
い
か
ら
、
三
十
歳
ご
ろ
ま
で

か
け
て
よ
う
や
く
完
成
す
る
。

　

前
頭
葉
が
発
達
し
て
い
く
時
期
に
は
、
そ
の
発

達
を
促
す
よ
う
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
が
肝
要

と
な
る
。
そ
の
働
き
か
け
と
は
す
な
わ
ち
、
多
様

な
人
々
に
共
感
し
た
り
、
他
者
の
心
情
を
読
み

取
っ
た
り
、
意
図
を
読
み
取
っ
た
り
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
だ
。
文
学
と
は
、
言
語
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
た
人
の
思
考
の
、
解
釈
の
し
か
た
に
つ
い
て

議
論
を
交
わ
す
領
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
学
こ
そ
、

ま
さ
に
、
前
頭
葉
を
鍛
え
る
た
め
に
大
き
な
役
割

を
果
た
す
実
学
な
の
だ
。

　

好
き
な
小
説
の
外
伝
を
書
く
の
も
い
い
。
読
む

こ
と
に
苦
手
意
識
が
あ
る
な
ら
、
ア
ニ
メ
や
漫
画

の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
を
読
む
と
い
う
だ
け
で
も
い
い
。

前
頭
葉
が
未
発
達
な
中
学
校
時
代
に
は
、
文
字
情

報
か
ら
意
味
を
構
築
す
る
経
験
を
大
い
に
重
ね
る

こ
と
が
重
要
だ
。
そ
し
て
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚

の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
前
頭
葉
を
働
か
せ
て
、
こ

の
世
界
に
は
虚
構
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
、
現

実
に
は
幾
通
り
も
の
解
釈
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ

と
を
理
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
つ
く
る
子
ど
も
た
ち
に

は
、
ぜ
ひ
、
健
全
な
批
判
精
神
を
培
っ
て
も
ら
い

た
い
。（
談
）

今
、

文
学
を
学
ぶ

と
い
う
こ
と

　

実
社
会
に
生
き
る
資
質
・
能
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
現
代
、
教
室

で
文
学
を
学
ぶ
価
値
と
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

文
学
を
愛
し
、
各
界
で
活
躍
さ
れ
る
五
人
の
方
の
エ
ッ
セ
イ
、
四
人
の
実
践
者
の

先
生
方
の
言
葉
を
通
し
て
、
文
学
の
価
値
、
私
た
ち
の
人
生
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。
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今，文学を学ぶということ
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1966年，富山県生まれ。レオス・
キャピタルワークス株式会社代表
取締役社長。早稲田大学卒業後，
国内外の資産運用会社勤務を経
て，2003年同社創業。投資に値
する会社かどうかを判断するため，
23年間で約5700人の社長を取材。
著書に『投資家が「お金」よりも大
切にしていること』（講談社）など。

1986 年生まれ。2004 年，インター
ネット上で詩作を開始。08 年，第
一詩集『グッドモーニング』（思潮社）
で中原中也賞，15 年，詩集『死ん
でしまう系のぼくらに』（リトルモア）
で現代詩花椿賞受賞。最新詩集『天
国と，とてつもない暇』（小学館），
小説集『十代に共感する奴はみんな
嘘つき』（文藝春秋）など著書多数。

「
わ
か
り
に
く
さ
」で
会
話
を
し
た
い

　

う
ま
く
説
明
せ
よ
、
と
言
わ
れ
る
。
思
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
。
き

ち
ん
と
説
明
し
、
私
を
納
得
さ
せ
な
さ
い
、
と
言

わ
れ
る
。
会
話
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
の
繰
り
返

し
で
あ
る
よ
う
に
学
生
時
代
は
思
っ
て
い
た
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
う
ま
く
と
り
な
さ
い
、
協

調
性
を
も
ち
な
さ
い
。
け
れ
ど
、
な
ぜ
私
が
思
っ

た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
、
他
者
に
納
得
し
て
も

ら
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
う

思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
ど
う
や
っ
た
っ
て
も
う

変
わ
ら
な
い
の
に
、
言
葉
を
尽
く
し
て
、
わ
か
り

や
す
く
せ
よ
と
言
わ
れ
る
。
わ
か
り
や
す
く
し
な

け
れ
ば
、
納
得
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
私
の
感

情
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
話
を
進
め
ら
れ
て
し

ま
う
。
十
代
の
頃
、
私
は
そ
う
い
う
危
機
感
に
、

言
葉
で
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

あ
の
こ
ろ
、
ブ
ロ
グ
を
書
き
つ
づ
け
て
い
た
。

そ
れ
は
ま
っ
た
く
わ
か
り
や
す
く
は
な
か
っ
た
。

支
離
滅
裂
だ
っ
た
し
、
直
感
的
で
、
納
得
な
ん
て

さ
れ
な
い
も
の
だ
。
け
れ
ど
単
純
な
言
葉
に
当
て

は
め
て
、
言
え
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
、
曖
昧
だ

け
れ
ど
自
分
だ
け
の
感
性
で
感
じ
て
い
た
部
分
を

忘
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
り
は
、
言
葉
で
そ
の
曖

昧
さ
を
曖
昧
さ
の
ま
ま
書
い
て
し
ま
い
た
か
っ
た
。

そ
れ
を
試
み
続
け
た
か
っ
た
。
ど
ん
な
に
「
わ
か

り
に
く
い
」
と
か
「
意
味
が
わ
か
ら
な
い
」
と
言

わ
れ
て
も
、「
私
は
あ
な
た
で
は
な
い
の
で
意
味

が
わ
か
ら
な
く
て
当
然
で
は
？
」
と
い
う
気
持
ち

に
な
る
。
な
ぜ
人
は
他
人
を
「
理
解
で
き
る
」
と

思
い
込
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
理
解
で
き
な
か
っ

た
と
き
、「
相
手
の
努
力
が
足
り
な
い
」
と
ど
う

し
て
思
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
？　

違
う
人

生
を
生
き
、
自
分
が
見
て
こ
な
か
っ
た
も
の
を
見

て
き
た
人
の
こ
と
を
、
理
解
で
き
る
わ
け
も
な
い

し
、
だ
か
ら
こ
そ
会
話
を
し
た
い
と
思
う
の
で
は

な
い
の
？　

私
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言

う
人
た
ち
に
、「
君
の
話
は
よ
く
わ
か
ら
ん
」
っ

て
言
い
た
か
っ
た
し
、
私
も
そ
う
言
わ
れ
た
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
相
手
の
話
を
聞
い
て
い
た
か
っ
た

し
、
自
分
も
話
し
て
い
た
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
私

は
ブ
ロ
グ
を
書
い
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
後
々
「
詩
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雑

誌
に
投
稿
し
た
り
本
を
出
す
こ
と
で
、
私
は
結
果

と
し
て
今
、
詩
人
と
し
て
働
い
て
い
る
。

　

き
っ
と
今
で
も
、
自
分
の
作
品
が
「
わ
か
ら
な

い
」
と
言
う
人
の
方
が
大
多
数
だ
と
思
い
ま
す
。

「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
人
も
、
私
の
思
う
ま
ま
に

受
け
止
め
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
が
思
っ
て

い
た
こ
と
を
そ
の
中
に
見
つ
け
出
し
た
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
私
が
夢
見
て

い
た
ひ
と
つ
の
「
会
話
」
な
の
だ
と
思
う
。
言
わ

ず
に
い
た
、
わ
か
り
に
く
く
て
、
と
り
と
め
も
な

く
て
、
曖
昧
な
、
で
も
そ
の
人
だ
け
の
気
持
ち
が
、

私
の
詩
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
し

た
ら
、
そ
ん
な
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
。
私
に
と
っ

て
は
そ
れ
が
、
詩
を
書
き
続
け
る
理
由
で
す
。

詩
人
・
小
説
家
　
最さ

い

果は
て

タ
ヒ

投
資
家
　
藤ふ

じ

野の

英ひ
で

人と

文
学
は〝
稼
ぐ
力
〟の
源

　

十
代
の
頃
か
ら
た
く
さ
ん
の
文
学
に
触
れ
る
体

験
は
、
人
生
を
ど
こ
ま
で
も
豊
か
に
し
て
く
れ

る
―
―
。
子
ど
も
の
頃
に
大
量
の
本
を
読
み
、
大

人
に
な
っ
て
か
ら
は
投
資
家
と
し
て
「
人
を
見
極

め
る
」
経
験
を
重
ね
て
き
た
私
は
、
そ
う
強
く
確

信
し
て
い
ま
す
。

　

き
っ
か
け
は
小
学
三
年
生
の
頃
、
教
育
熱
心

だ
っ
た
両
親
が
〝
課
題
図
書
〟
と
し
て
私
に
与
え

た
200
冊
の
本
で
し
た
。
専
門
家
の
お
薦
め
と
い
う

古
今
東
西
の
名
作
が
突
如
積
ま
れ
、「
感
想
文
を

書
か
な
け
れ
ば
食
事
は
出
さ
な
い
」
と
い
う
や
や

乱
暴
な
方
法
で
、
私
は
強
制
的
に
文
学
の
世
界
へ

足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
す
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
マ
ー
ク
・

ト
ウ
ェ
イ
ン
、
志
賀
直
哉
、
森
鷗
外
。
小
学
生
に

は
早
す
ぎ
る
本
を
、
お
腹
を
満
た
す
た
め
に
無
理

や
り
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、
200
冊
を
何
往
復
か
す

る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
そ
の
世
界
に
引
き
込
ま

れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

特
に
好
き
だ
っ
た
の
は
井
上
靖
の
『
あ
す
な
ろ

物
語
』。
新
聞
記
者
の
ラ
イ
バ
ル
ど
う
し
が
筆
を

闘
わ
せ
る
描
写
を
読
み
な
が
ら
、「
大
人
は
こ
ん

な
に
カ
ッ
コ
い
い
世
界
を
生
き
て
い
る
ん
だ
」
と

ワ
ク
ワ
ク
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

時
に
は
運
命
の
恋
人
に
出
会
う
青
年
に
な
り
、

時
に
は
百
万
の
軍
隊
を
破
る
名
将
と
な
り
、
時
に

は
浮
気
性
の
旦
那
に
苛
立
つ
妻
に
な
り
。
人
生
経

験
な
ど
な
い
十
代
そ
こ
そ
こ
の
私
が
、
文
学
を
通

じ
て
濃
い
人
生
を
追
体
験
し
て
い
ま
し
た
（
相
当
、

ま
せ
た
子
ど
も
だ
っ
た
は
ず
で
す
）。

　

文
学
で
描
か
れ
る
の
は
人
間
そ
の
も
の
。
決
し

て
キ
レ
イ
に
は
割
り
切
れ
な
い
、
矛
盾
し
た
感
情

の
複
雑
性
や
両
面
性
を
垣
間
見
る
ご
と
に
、「
人

を
複
眼
的
に
見
て
、
寄
り
添
え
る
力
」
が
養
わ
れ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
人
に
優
し
く
あ
り
な
さ
い
」
と
教
育
す
る
た

め
に
は
、
た
だ
そ
の
言
葉
を
繰
り
返
す
の
で
は
お

そ
ら
く
足
り
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
間
の

背
景
や
内
面
を
知
る
体
験
が
不
可
欠
だ
と
私
は
思

い
ま
す
。
文
学
は
そ
の
役
割
を
担
う
は
ず
で
す
。

物
語
と
い
う
、
心
躍
ら
せ
る
引
力
に
乗
せ
て
。

　

そ
し
て
、
文
学
に
よ
っ
て
磨
か
れ
る
〝
共
感

力
〟
は
、
そ
の
ま
ま
〝
稼
ぐ
力
〟
と
直
結
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
世
の
中
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
も
の
は

す
べ
て
、
人
が
心
か
ら
求
め
る
も
の
を
満
た
す
こ

と
で
成
り
立
つ
か
ら
で
す
。
世
界
の
名
だ
た
る
企

業
の
経
営
者
の
多
く
が
読
書
家
で
あ
り
、
独
自
の

哲
学
を
語
れ
る
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
も
、

そ
れ
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

教
室
で
文
学
に
出
会
う
体
験
は
、
世
界
を
無
限

に
広
げ
る
入
り
口
。
せ
っ
か
く
同
じ
作
品
を
皆
で

読
む
の
で
す
か
ら
、
何
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
た

か
、
ぜ
ひ
語
り
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ

こ
に
正
解
は
決
し
て
な
く
、
感
性
の
違
い
を
認
め

合
え
る
時
間
こ
そ
が
尊
い
学
び
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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私
た
ち
が
普
遍
的
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
の
多

く
は
近
代
の
「
発
明
品
」
に
す
ぎ
ず
、
ワ
ー
プ
ロ

が
パ
ソ
コ
ン
に
、
パ
ソ
コ
ン
が
ス
マ
ホ
に
置
き
換

え
ら
れ
た
よ
う
に
、近
代
が
終
わ
れ
ば
、そ
の
「
発

明
品
」
も
新
し
い
発
明
品
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

運
命
に
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
学
校
制
度
と

い
う
も
の
も
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け

て
成
立
し
た
国
民
国
家
の
理
念
に
よ
る「
発
明
品
」

で
あ
る
以
上
、
国
民
国
家
が
成
立
し
な
く
な
れ
ば
、

ア
マ
ゾ
ン
や
グ
ー
グ
ル
な
ど
の
Ａ
Ｉ
先
生
が
学
校

の
先
生
に
代
わ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
子
供
た
ち

を
教
え
る
と
い
う
日
が
来
な
い
で
も
な
い
。

　

で
は
Ａ
Ｉ
先
生
は
教
科
書
に
ど
ん
な
教
材
を
選

ぶ
だ
ろ
う
か
？　
「
統
計
的
に
正
し
い
」
と
判
断

し
た
教
材
を
選
ぶ
に
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
教

材
に
「
文
学
」
は
入
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
？　

採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。「
文
学
」
を

Ａ
Ｉ
が
「
統
計
的
に
正
し
い
」
と
判
断
す
る
こ
と

は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
こ
れ

ま
で
の
教
科
書
に
「
文
学
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、「
統
計
的
に
正
し
く
な
い

選
択
」
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
、「
統
計
的
に
は
正
し
く
な
い
選
択
」
で
あ
っ

た
「
文
学
」
を
教
科
書
で
読
ま
さ
れ
た
生
徒
た
ち

は
、
そ
の
「
誤
っ
た
選
択
」
を
ど
う
感
じ
た
の
だ

ろ
う
か
？　

ま
ず
、
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
生
徒

は
「
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
く
て
、
つ
ま
ん
な
か
っ

た
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
統
計
的
に
も

正
し
い
」
答
え
な
の
だ
か
ら
、
当
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
不
思
議
な
も
の
で
、
残
り
一
パ
ー
セ
ン
ト

の
生
徒
の
中
に
は
、
そ
れ
ま
で
家
庭
環
境
に
よ
り

一
度
も
「
文
学
」
な
ど
に
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書

で
読
ん
だ
高
村
光
太
郎
の
「
冬
が
来
た
」
や
北
原

白
秋
の
「
落
葉
松
」、
あ
る
い
は
丸
山
薫
の
「
汽

車
に
乗
っ
て
」
や
田
中
冬
二
「
ふ
る
さ
と
に
て
」

な
ど
の
詩
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
「
文
学
」
に
目

覚
め
て
し
ま
っ
た
（
た
と
え
ば
私
の
よ
う
な
）
者

も
皆
無
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｉ
は
、
こ
う
し
た
「
統
計
的
に
は
正
し
く
な

い
選
択
」
が
生
み
出
す
「
エ
ラ
ー
的
」
な
生
徒
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
を
下
す
の
だ
ろ
う
か
？

　

少
な
く
と
も
、
一
定
程
度
の
エ
ラ
ー
が
含
ま
れ

る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
方
が
よ
り
健
全
で
あ
る
と

判
断
を
下
す
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
る
ま
い
。

Ａ
Ｉ
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
総
合
的
な
判
断
が
で
き

る
ほ
ど
賢
く
は
な
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
、「
統
計
的

に
は
正
し
く
な
い
選
択
」
を
あ
え
て
行
う
こ
と
の

で
き
る
人
間
の
頭
脳
と
い
う
の
は
実
に
偉
大
で
あ

り
、
国
語
の
教
科
書
に
「
文
学
」
が
採
用
さ
れ
て

い
る
限
り
、
世
界
は
ま
だ
安
泰
だ
と
い
え
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
教
科
書
か
ら
「
文
学
」
が
追
放

さ
れ
た
そ
の
日
、
世
界
は
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で

あ
る
。

1949年，神奈川県生まれ。明治
大学国際日本学部教授。東京大学
仏文科卒業後，同大学大学院人文
科学研究科博士課程単位習得満期
退学。『職業別パリ風俗』で読売
文学賞受賞。活字メディアに発表さ
れた書評を無料で閲覧できるサイト

「ALL REVIEWS」を主宰。
Twitter：@_kashimashigeru

1959年，東京都生まれ。東京大
学理学部情報科学科卒業。86年，
同大学院工学系研究科博士課程修
了。工学博士。通産省工業技術院
電子技術総合研究所（現産業技術
総合研究所）を経て，2000年より
現職。専門は人工知能，ゲーム情
報学。著書に『AIに心は宿るのか』

（集英社インターナショナル）など。

フ
ラ
ン
ス
文
学
者
　
鹿か

島し
ま  

茂し
げ
る

統
計
的
に
正
し
く
な
い
選
択
を
す
る
と
い
う
こ
と
。

人
工
知
能
と
文
学

公
立
は
こ
だ
て
未
来
大
学
教
授
　
松ま

つ

原ば
ら  

仁ひ
と
し

　

思
い
出
し
て
み
る
と
、
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら

本
を
見
る
、
あ
る
い
は
読
む
の
が
大
好
き
だ
っ

た
。
母
親
が
本
好
き
だ
っ
た
影
響
が
大
き
い
と
思

う
。
小
さ
い
頃
は
毎
日
寝
る
前
に
読
み
聞
か
せ
を

し
て
く
れ
た
。
本
を
買
う
と
言
え
ば
決
ま
っ
た
お

小
遣
い
と
は
別
に
代
金
を
も
ら
え
た
の
は
、
子
ど

も
を
本
好
き
に
し
よ
う
と
い
う
母
親
の
作
戦
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
戦
に
ま
ん
ま
と
は
ま
っ

て
、
勉
強
（
あ
る
い
は
仕
事
）
以
外
に
毎
年
300
冊

以
上
の
本
を
読
む
こ
と
が
10
代
か
ら
40
代
ま
で
30

年
以
上
は
続
い
て
い
た
。
当
時
の
一
般
的
な
母
親

と
は
異
な
り
漫
画
を
読
む
こ
と
も
認
め
て
も
ら
っ

て
い
た
の
で
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
漫
画
も
た
く
さ

ん
読
ん
で
い
た
。

　

好
き
な
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
の
は
な
く
、
ま
さ
に

乱
読
で
あ
っ
た
。
基
準
は
た
だ
一
つ
、
読
ん
で
お

も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。
推
理
小
説
、
Ｓ
Ｆ
小
説
、

純
文
学
、
歴
史
小
説
な
ど
な
ん
で
も
読
ん
だ
。
中

学
生
か
ら
高
校
生
の
時
代
に
、
好
き
な
作
家
は
夏

目
漱
石
、
星
新
一
、
筒
井
康
隆
、
小
松
左
京
、
カ

ミ
ュ
、
庄
司
薫
、
遠
藤
周
作
、
北
杜
夫
、
ド
イ
ル
、

ク
イ
ー
ン
、
ク
ラ
ー
ク
な
ど
な
ど
数
え
き
れ
な
い

ほ
ど
い
た
（
当
時
か
ぶ
れ
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
の
著

作
も
文
学
と
し
て
読
ん
で
い
た
）。
そ
の
当
時
か

ら
の
癖
は
、
１
冊
の
本
を
最
後
ま
で
読
ん
で
次
の

本
に
進
む
の
で
は
な
く
、
同
時
に
い
く
つ
か
の
本

を
少
し
ず
つ
読
み
進
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

幼
稚
園
児
の
と
き
に
「
鉄
腕
ア
ト
ム
」
の
ア
ニ

メ
を
見
て
人
間
の
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
る
技
術

者
に
憧
れ
（
育
て
の
親
の
お
茶
の
水
博
士
よ
り
も

ア
ト
ム
を
作
っ
た
天
馬
博
士
の
ほ
う
が
好
き
だ
っ

た
）、人
工
知
能
研
究
者
と
い
う
今
の
仕
事
に
至
っ

て
い
る
。
人
工
知
能
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
人
間
の

よ
う
な
知
能
を
も
た
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

る
。
研
究
が
始
ま
っ
た
当
初
は
も
っ
と
簡
単
に
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
る
と

思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、

人
間
は
偉
大
な
能
力
を
も
っ
て
い
て
な
か
な
か
追

い
つ
け
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯

が
あ
る
。

　

人
工
知
能
を
研
究
す
る
に
は
目
標
で
あ
る
人
間

と
い
う
も
の
を
よ
く
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

人
工
知
能
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
の
一
部
と
し
て

い
わ
ゆ
る
理
科
系
に
分
類
さ
れ
る
が
、
人
間
を
研

究
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
多
分
に
文
科
系
の
要

素
が
あ
る
。
人
間
を
知
る
た
め
に
、
文
学
が
大
好

き
で
あ
る
こ
と
は
と
て
も
役
に
立
っ
て
い
る
と
思

う
。
例
え
ば
、
人
間
は
も
っ
ぱ
ら
理
屈
で
は
な
く

感
情
で
動
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
文
学
は
教
え
て

く
れ
た
。
好
き
嫌
い
で
物
事
を
判
断
す
る
の
は
非

論
理
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
人
間
の
も
つ
と
て
も

優
れ
た
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
お
も
し

ろ
い
文
学
を
読
み
続
け
て
人
間
と
い
う
も
の
を
少

し
で
も
よ
く
知
り
た
い
。

©
白
鳥
真
太
郎
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今，文学を学ぶということ
特 集

現
在
、
社
会
で
活
躍
す
る
人
々
は
、
文
学
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

広
く
一
般
の
社
会
人
200
人
を
対
象
に
、
中
学
校
時
代
の
文
学
の
授
業
の
記
憶
、
今
の
自
分
と
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
き
き
ま
し
た
。

覚
え
て
ま
す
か
？  

文
学
の
授
業

社
会
人

200
人
に
き
く
　

　

〈調査について〉
●対象：全国に住む 30～50代の男女200人
●方法：ウェブアンケート
●時期：2018年７月

中学校の国語の文学の授業で，
記憶に残っていることはある？Q1

印象に残っている文学作品（物語・小説・随筆・詩）は？Q2

社会人として生きるうえで，文学は役に立つ？Q3

「授業の記憶がない」と答えた人は半数以上。

「記憶がある」と答えた人の中には，「好きではなかった」「つまら
なかった」といった記憶をもつ人も。よい記憶を挙げた人は，先
生や授業のしかたが特に印象に残っているようだ。

「走れメロス」が1位。
「その他」には，教科書に掲載されていない作品も。

「走れメロス」が，同じように教科書に長く掲載されてきた「少年
の日の思い出」「故郷」に比べて圧倒的に多数だったのは，やはり
作品のインパクトによるところが大きいといえる。「その他」は，「オ
ツベルと象」（宮沢賢治），「羅生門」（芥川龍之介）など。

約７割の人が「役に立つ」と回答。
人間理解，ものの見方・考え方への影響を挙げる人も。

「人への共感力が高まる」「会話の際の話題の一つになる」など人間理解・関係づくりに役
立つという声，「視野が広がる」などものの見方・考え方に役立つという声，「人生のヒン
トがある」など生き方を考えるうえで役立つという声が目立った。

〈「ある」と答えた人の記述から〉
・「 文学に正解などない，感じ方や考え方は自由だ」と

教えてくれた恩師は今でも覚えていて感謝している。
・生きていくうえで役立つことを学んだと思った。
・ 知っている話でも詳しく読むことで，自分の考えが

変わって，はっとした。
・小説本のキャッチコピーを考える授業が楽しかった。
・受験に合わせたテクニックのみを教わった。
・情緒的すぎて辟易した。
・深く読んでみたい作品には出会えなかった。
・ 自分にとって知識や見識を与えることが全くなく，

何の役にも立たなかった。

〈理由として〉
・ 冒頭の「メロスは激怒した」が

特に印象深い。／人間のもつ善
と悪の考え。オーバーな描写な
がらも感動を与えた。／内容に
共感できなかったから。（「走れ
メロス」）

・ それまで言葉について意識して
いなかったから。（「言葉の力」）

・ 切ない思いを抱いた。（「少年の
日の思い出」）

・ 風景が目に浮かぶよう。（「朝の
リレー」）

〈「はい」と答えた人の記述から〉
・ものの考え方に少なからず影響があると思う。
・社会人としての一般教養。
・自分が一生経験できないことを疑似体験できる。
・現実に起こる問題の解決方法が文学にはある。
・他人を理解するためには文学を読まないと。
・読解力はいろいろな思考に必要。
　〈「いいえ」と答えた人の記述から〉
・役に立つかどうかよりも，楽しみでよいのでは。
・お金にならない。
・本を読まないが，現在，支障はないから。
・現実世界での体験のほうがはるかに役立った。

※複数回答あり。

ない　
59%

ある
41%

はい
69.5%

  いいえ　
30.5%

「走れメロス」（太宰 治）
「言葉の力」（大岡 信）

「少年の日の思い出」（ヘルマン・ヘッセ）

「大人になれなかった弟たちに……」（米倉斉加年）

「故郷」（魯迅）

「朝のリレー」（谷川俊太郎）

ない
その他

　　　　　　　　　　　　　　　 159人
７人
７人
５人
５人
４人
　13 人
　　　28 人
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今，文学を学ぶということ
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文
学
の
授
業
さ
え
な
け
れ
ば
ど
ん
な
に
楽
か
！

と
思
わ
な
か
っ
た
国
語
教
師
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

い
っ
そ
ハ
ウ
ツ
ー
本
で
ネ
タ
を
探
そ
う
か
？　

国わ
た
し
た
ち

語
教
師
は
今
日
も
葛
藤
し
つ
つ
、
あ
て
ど
な
さ
、

そ
ら
恐
ろ
し
さ
、
畏
れ
を
胸
に
、
教
室
に
向
か
う
。

　
「
高
瀬
舟
」
を
一
読
後
、
教
室
の
空
気
は
一
変

す
る
。
重
い
何
か
を
無
理
矢
理
に
呑
み
込
ま
さ
れ

た
よ
う
な
顔
で
、
生き
み
た
ち徒

は
イ
ン
ク
の
し
み
か
ら
何

を
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
。「
お
奉
行
様
に
き
い

て
み
た
く
て
な
ら
な
か
っ
た
」
羽
田
庄
兵
衛
と
同

じ
ま
な
ざ
し
で
。
そ
の
前
で
ど
ん
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が

役
に
立
と
う
か
。
た
だ
一
つ
、
目
を
凝
ら
し
口
を

噤つ
ぐ

み
「
言
葉
」
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
の
他
に
。

　

文
学
と
は
特
殊
な
一
回
性
に
生
き
る
「
人
」
に

よ
る
、
安
穏
と
生
き
る
「
私
」
へ
の
揺
る
が
し
と

問
い
か
け
で
あ
る
。
二
度
と
回
帰
し
な
い
、
二
人

と
し
て
同
じ
で
な
い
生
き
た
「
言
葉
」
が
、
逆
説

的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
を
結
び
付
け
る
。

　
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
な
ど
で
は
な
い
、
今

も
美
と
正
義
の
間
に
喘あ
え

ぐ
心
の
疼
き
に
寄
り
添

う
。
帰
省
こ
そ
一
番
の
「
盆
土
産
」
な
の
に
、
さ

よ
な
ら
代
わ
り
の
「
え
ん4

び
フ
ラ
イ
」
に
笑
っ
た

後
、
切
な
す
ぎ
る
と
つ
ぶ
や
く
。「
メ
ロ
ス
」
を

半
ば
馬
鹿
に
し
、
半
ば
感
動
し
照
れ
る
自
分
に
赤

面
す
る
。
生き
み
た
ち徒

は
別
世
界
に
没
入
し
、
微
か
な
違

和
に
感
応
し
、
真
正
な
問
い
か
け
に
沈
黙
し
、
全

生
活
経
験
を
か
け
て
応
え
る
。
イ
ン
ク
の
し
み

は
情
感
を
湛
え
て
受
肉
し
、
教
室
を
揺
る
が
す
。

国わ

れ

わ

れ

語
教
師
は
文
学
と
生き
み
た
ち徒

が
切
り
結
ぶ
場
と
な
る

「
問
い
」
を
胸
に
、
こ
こ
ぞ
と
発
す
る
瞬と

間き

を
う

か
が
う
。

　

か
く
て
「
金
持
ち
な
の
か
貧
乏
な
の
か
？
」
の

問
い
は
無
意
識
の
欺
瞞
を
、「
な
ぜ
犬
じ
ら
し
の

説
明
を
？
」の
対
話
が
社
会
の
桎し
っ

梏こ
く

を
、「
ど
き
ん
」

と
「
ど
き
っ
」
の
た
っ
た
一
字
の
差
異
が
わ
ず
か

残
る
「
希
望
」
の
あ
り
よ
う
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

「
故
郷
」
を
離
れ
る
語
り
手
の
瞼
の
裏
に
浮
か
ぶ

「
月
下
の
道
」
は
、
も
は
や
生き
み
た
ち徒

に
と
っ
て
遠
い

世
界
の
他こ

と
人
事
で
な
い
。
中
学
生
と
い
う
軛く
び
きの
下

で
今
を
生
き
る
「
私
」
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
と
し
て
、

確
か
な
輪
郭
で
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

も
し
独
り
で
そ
ん
な
言
語
体
験
が
可
能
な
ら

「
文
学
の
授
業
」
な
ど
い
ら
な
い
。
国わ
た
し
た
ち

語
教
師
が

す
が
れ
る
偶
像
は
何
も
な
い
。
生き
み
た
ち徒

は
頭
で
こ
し

ら
え
ら
れ
た
万
遍
な
い
正
解
な
ど
求
め
て
い
な
い
。

生
き
る
真
実
と
の
出
会
い
を
求
め
て
い
る
。

　

文
学
こ
そ
実
学
で
あ
る
。
個
々
の
「
私
」
が
現い

実ま

こ
こ
に
生
き
る
真リ
ア
リ
テ
ィ

剣
勝
負
。
魂
と
の
や
り
と
り
。

一
期
一
会
の
「
場
」。
国わ
た
し
た
ち

語
教
師
は
お
し
ゃ
べ
り

人ロ
ボ
ッ
ト形

を
造
り
た
い
の
で
は
な
い
。
真
率
な「
言
葉
」

に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
言
葉
の
奥
に
「
人
」
を
感
得
し
、

共
に
生
き
る
「
私
」
を
育
て
た
い
、
そ
の
微
か
な

「
希
望
」
─
─
否い
な

。
大
い
な
る
「
志
」
を
胸む

底ね

に
、

今
日
も
国わ

れ

わ

れ

語
教
師
は
文
学
を
授
業
す
る
教
室
へ
の

「
道
」
を
歩
ん
で
ゆ
く
。
独
り
で
な
い
と
信
じ
て
。

読
み
合
っ
た
。
自
分
は
読
み
流
し
た
言
葉
に
意
外

な
良
さ
を
見
い
だ
す
友
人
、
気
に
留
め
な
か
っ
た

登
場
人
物
が
好
き
だ
と
熱
く
語
る
友
人
、
さ
り
げ

な
い
表
現
に
着
目
し
て
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
友
人
。

自
分
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
方
に
驚
き
、

本
文
を
読
み
返
し
、
確
か
に
そ
う
だ
と
納
得
し
な

が
ら
、
物
語
を
読
み
深
め
て
い
っ
た
。
一
人
で
読

ん
で
も
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど
、
み
ん
な
で
読
む
と

も
っ
と
お
も
し
ろ
い
。
一
つ
一
つ
の
良
さ
が
積
み

重
な
り
、
作
品
全
体
の
良
さ
が
じ
わ
じ
わ
と
感
じ

ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
間
で
あ
っ
た
。

　

文
学
作
品
で
は
一
人
一
人
が
独
自
の
発
見
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
に
そ
れ
ぞ
れ
の
発
見
が

集
ま
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
認
め
合

い
学
び
合
う
空
気
が
自
然
と
生
ま
れ
て
く
る
。
テ

ス
ト
の
点
数
に
表
れ
る
よ
う
な
優
越
感
も
劣
等
感

も
生
じ
な
い
。
友
達
の
読
み
方
に
感
心
し
た
り
共

感
し
た
り
し
な
が
ら
、
み
ん
な
で
作
品
の
世
界
を

味
わ
う
。
教
室
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
穏
や
か
な
時

　

五
月
、
ま
だ
人
間
関
係
が
不
安
定
な
一
年
生
の

教
室
で
一
編
の
物
語
を
読
ん
だ
。
同
じ
中
学
一
年

生
の
日
常
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
は
作
品

を
一
読
し
、
一
人
一
人
、
自
分
が
良
い
と
思
っ
た

と
こ
ろ
を
説
明
す
る
短
い
文
章
を
書
い
た
。
こ
の

作
品
を
気
に
入
っ
た
生
徒
ば
か
り
で
な
く
、「
お

も
し
ろ
く
な
い
」
と
き
っ
ぱ
り
言
う
子
も
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
話
だ
」
と
言
う
子
も
い
る
。
確
か
に

派
手
な
展
開
は
な
く
、
主
人
公
も
格
好
い
い
タ
イ

プ
で
は
な
い
。
結
末
も
は
っ
き
り
し
な
い
。「
さ

ま
ざ
ま
な
感
想
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
、
何
か
し

ら
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
説
明
し
て
ね
。
こ
の

人
物
は
好
き
、
こ
の
言
葉
の
使
い
方
は
良
い
な
、

こ
の
せ
り
ふ
に
ぐ
っ
と
き
た
。
心
情
の
描
き
方
で

印
象
に
残
っ
た
と
こ
ろ
。
こ
の
情
景
描
写
が
す
て

き
だ
。
テ
ー
マ
や
主
題
に
つ
い
て
書
く
の
も
い
い

で
す
ね
」。

　

自
分
が
見
つ
け
た
良
さ
を
説
明
す
る
文
章
を
全

員
が
書
き
上
げ
、
そ
れ
を
印
刷
し
て
、
み
ん
な
で

間
が
流
れ
て
い
く
。
生
徒
た
ち
は
作
品
に
つ
い
て

語
り
な
が
ら
自
分
の
価
値
観
を
語
り
、
作
品
の
良

さ
に
出
会
い
な
が
ら
友
達
の
意
外
な
一
面
に
出
会

う
。
初
め
は
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」
と
頬
杖
を
つ

い
て
い
た
生
徒
も
、
友
達
の
文
章
と
本
文
に
線
を

引
い
た
り
自
分
の
考
え
を
書
き
込
ん
だ
り
し
な
が

ら
読
ん
で
い
た
。

　

他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
自
立
的
に
読
ん
で
い

る
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
の
読
む
力
が
育
っ
て
い

る
と
感
じ
る
。
一
人
で
読
み
一
人
で
考
え
、
そ
れ

を
他
者
に
向
け
て
表
現
し
共
に
考
え
、
ま
た
一
人

で
読
む
。
他
者
に
語
る
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
、

他
者
と
共
に
学
ぶ
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
、
さ

ら
に
自
分
の
日
々
の
生
活
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ

う
な
授
業
、
人
と
人
が
つ
な
が
る
こ
と
で
自
分
の

生
き
方
を
見
つ
め
る
よ
う
な
文
学
の
授
業
を
、
こ

れ
か
ら
も
目
ざ
し
て
い
き
た
い
。

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
中
学
校
教
諭
　
数か

ず

井い

千ち

春は
る

山
口
県
美
祢
市
立
於
福
中
学
校
教
頭
　
川か

わ

口ぐ
ち  

寛ひ
ろ
し

一
人
と
一
人
を
つ
な
ぐ
文
学
の
授
業

生
き
る
真
実
と
出
会
う
場

実
践
者
の

　   
言
葉



1415

今，文学を学ぶということ
特 集

　

勇
気
、
挑
戦
す
る
心
、
夢
を
描
く
こ
と
、
諦
め

な
い
心
、
多
様
な
考
え
の
他
者
と
共
に
生
き
て
い

く
力
。
そ
の
土
台
を
つ
く
る
の
が
文
学
の
授
業
だ
。

文
学
は
生
活
で
利
益
に
つ
な
が
ら
な
い
、
そ
れ
は

短
絡
的
だ
。文
学
の
授
業
で
学
ん
だ
思
考
力
、培
っ

た
感
性
や
情
緒
、
心
の
強
さ
が
人
生
の
基
礎
力
と

な
る
の
だ
。
物
語
の
基
本
型
は
「
ゆ
き
て
か
え
り

し
」
だ
。
人
生
一
度
だ
が
、
読
ん
だ
だ
け
そ
れ
を

追
体
験
で
き
る
。

　

授
業
は
音
読
指
導
か
ら
始
め
る
。
全
員
が
、
声

に
出
し
て
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
す
る
。

　

次
に
設
定
を
扱
う
。
登
場
人
物
・
場
所
・
時
な

ど
。
設
定
を
問
う
だ
け
で
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
の
授
業
、
討
論
の
授
業
に
な
る
教
材
も
あ
る
。

例
え
ば
、
二
年
「
字
の
な
い
葉
書
」（
向
田
邦
子
）

の
授
業
。
発
問
「
い
つ
の
お
話
で
す
か
」。
指
示

１
「
ノ
ー
ト
に
書
き
な
さ
い
」。
指
示
２
「
お
隣

と
話
し
合
い
な
さ
い
」。
続
け
て
、
教
室
全
体
で

発
表
し
合
う
。
意
見
が
一
つ
で
は
な
い
と
、
生
徒

は
わ
か
る
。
私
は
、
教
師
が
指
名
を
せ
ず
生
徒
が

次
々
に
立
っ
て
発
表
す
る
「
指
名
な
し
発
表
」
の

方
法
を
四
月
か
ら
続
け
る
。
生
徒
に
、
主
体
的
に

授
業
に
関
わ
ら
せ
た
い
か
ら
だ
。

　

場
所
を
問
う
発
問
、
人
物
の
関
係
図
作
成
に

よ
っ
て
討
論
を
重
ね
て
い
く
。
そ
の
後
、発
問「
中

心
人
物
は
誰
で
す
か
」。
主
発
問
で
あ
る
。「
父
」

派
、「
末
の
妹
」
派
、「
私
」
派
に
分
か
れ
る
。「
私
」

派
が
な
い
年
も
あ
る
。
中
心
人
物
の
検
討
を
し
つ

つ
主
題
に
迫
る
。

　

討
論
の
前
に
は
指
導
の
工
夫
が
必
要
だ
。
生
徒

全
員
の
ノ
ー
ト
を
見
て
丸
を
付
け
る
。
こ
れ
は
、

自
分
の
考
え
と
理
由
を
書
け
た
と
い
う
丸
だ
。
書

け
な
い
生
徒
は
前
に
集
め
て
考
え
を
引
き
出
し
た

う
え
で
、「
そ
れ
を
書
け
ば
良
い
の
で
す
よ
」
と

言
っ
て
、
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
。
討
論
も
、
教
師

が
指
名
し
な
い
「
指
名
な
し
討
論
」
だ
。
生
徒
だ

け
で
討
論
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
指

導
技
術
と
教
師
の
授
業
力
を
必
要
と
す
る
。

　

討
論
後
、
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
書
か
せ
る
。
授
業
で
は
答
え
を
一
つ
に
決
め
ず
、

オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
に
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
考
え
る
主

題
は
違
っ
て
良
い
。
大
切
な
の
は
自
分
の
考
え
を

も
ち
、
言
葉
に
で
き
る
こ
と
。
他
の
人
に
伝
え
、

話
し
合
え
る
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
、
物
語
に
描
か

れ
た
人
生
の
追
体
験
が
あ
る
。
上
記
の
発
問
で
そ

れ
ぞ
れ
一
時
間
の
授
業
に
な
る
。

　

文
学
を
読
む
視
点
（
イ
メ
ー
ジ
、
登
場
人
物
、

人
物
関
係
、
作
品
の
構
成
、
事
件
、
キ
ー
ワ
ー
ド
、

題
材
、
モ
チ
ー
フ
な
ど
）
を
教
え
、
討
論
す
る
授

業
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
読
み
考
え
る
、

創
造
的
・
論
理
的
思
考
と
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
の
伸
張
が
期
待
さ
れ
る
。
文
学

の
授
業
は
、
行
動
の
源
と
な
る
感
情
、
感
性
、
情

緒
を
磨
く
。
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
ろ
う
。

た
り
、
文
章
の
中
か
ら
適
切
な
箇
所
を
探
し
た
り
、

子
ど
も
ど
う
し
で
読
み
の
交
流
を
さ
せ
た
り
、
短

い
物
語
の
創
作
を
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
手
立
て
を
考
え
て
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
私
が
何
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

学
習
し
た
基
本
的
な
読
み
方
に
つ
い
て
振
り
返
る

時
間
を
、
文
学
の
単
元
ご
と
に
し
っ
か
り
取
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
読
み
方
で
、
ど
の
文

学
作
品
の
読
み
も
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
子
ど
も

た
ち
に
実
感
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

し
な
い
と
、
せ
っ
か
く
身
に
つ
け
た
読
み
方
が
、

特
定
の
文
学
作
品
に
対
し
て
し
か
通
用
し
な
い
も

の
だ
と
子
ど
も
た
ち
が
思
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後

の
読
書
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

　

桑
原
武
夫
は
『
文
学
入
門
』（
岩
波
書
店
）
の

中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
人
生
は
あ
く
ま
で
合
理
的
に
生
き
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
人
生
を
充
実
し
た
、
よ
り
よ
き
も
の

と
す
る
た
め
に
は
、
理
性
と
知
識
の
み
で
は
足
り

　

私
が
文
学
の
授
業
で
目
ざ
し
て
い
る
の
は
、
文

学
的
な
文
章
（
こ
こ
で
は
特
に
小
説
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
）
の
読
み
方
を
子
ど
も
た
ち
に
身
に
つ

け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
説
明
的
な
文
章
と
同
様

に
、
文
学
に
も
基
本
的
な
読
み
方
が
あ
る
と
私
は

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
型
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
文
学
を
よ
り
深
く
、
豊
か
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
私
が
言
っ
て
い
る
文
学
の
読
み
方
と
は

特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
教
科

書
巻
末
折
込
の「
文
学
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
」

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
観
点
、「
語
り
手
」「
構
成
」

「
場
面
」「
登
場
人
物
の
設
定
」「
登
場
人
物
の
心

情
」
に
つ
い
て
意
識
し
な
が
ら
作
品
を
読
み
、
一

つ
一
つ
丁
寧
に
捉
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
授
業
で
教
え
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
観
点
を

意
識
し
て
読
ん
だ
こ
と
で
、「
文
学
の
読
み
が
変

わ
っ
た
」「
新
し
い
も
の
が
見
え
て
き
た
」
と
子

ど
も
た
ち
が
実
感
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
説
明
や
発
問
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え

ず
、
さ
ら
に
人
生
に
感
動
し
う
る
心
が
不
可
欠
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
文
学
こ
そ
、
そ
う
し
た
も
の
を

養
成
す
る
の
に
最
も
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。」

　

文
学
が
私
た
ち
の
人
生
に
も
た
ら
す
価
値
に
つ

い
て
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど

も
た
ち
に
は
授
業
の
中
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活

に
お
い
て
も
た
く
さ
ん
の
名
作
に
触
れ
て
ほ
し
い

と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
、
授
業
で
学
習
し

た
読
み
方
を
実
践
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

　

彼
ら
が
自
分
た
ち
の
力
で
読
書
生
活
を
豊
か
な

も
の
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
、
私
の
目
ざ
す
文
学
の
授
業
は
完
成

す
る
。

愛
知
県
春
日
井
市
立
尾
東
中
学
校
教
諭
　
白し

ら

木き  

圭け
い

北
海
道
小
樽
市
立
向
陽
中
学
校
教
諭
　
山や

ま

本も
と

雅ま
さ

博ひ
ろ

日
常
生
活
に
生
き
る
読
み
を

他
者
と
の
討
論
で
読
む



評
価
す
る
慣
習
が
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
宮
廷
貴
族
は
儀
式
や
お
祝
い
事

に
際
し
て
心
を
尽
く
し
た
贈
り
物
を
す
る
の
が

通
例
で
あ
っ
た
。
と
く
に
珍
重
さ
れ
た
の
が
、

身
の
回
り
に
お
い
て
鑑
賞
す
る
調
度
手
本
、
す

な
わ
ち
古
筆
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
本
来

は
古
人
の
筆
跡
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
現

在
は
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
主
と
し
て
歌

集
を
書
写
し
た
筆
跡
を
い
う
。
中
で
も
『
古
今

和
歌
集
』
は
最
初
の
勅
撰
集
と
し
て
最
も
重
要

視
さ
れ
、
筆
跡
の
巧
み
な
人
に
よ
っ
て
数
多
く

書
写
さ
れ
た
。

　

図
１
に
掲
げ
た
「
元
永
本
」
は
、
紐
で
綴
じ

た
冊
子
本
で
原
装
の
ま
ま
で
伝
わ
り
、『
古
今

和
歌
集
』
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
最
古
の
写
本

で
あ
る
。
こ
れ
が
活
字
だ
け
で
伝
わ
る
と
し
た

ら
、
何
と
味
気
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
書
と

料
紙
︵
※
︶
が
織
り
成
す
美
し
さ
は
王
朝
貴
族

の
美
意
識
を
反
映
し
て
お
り
、
ま
さ
に
文
学
と

書
と
工
芸
を
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
作
品
と

し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
日
本
人
は
千
年
前

の
文
学
を
当
時
の
原
語
の
ま
ま
で
学
習
し
、
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
稀
有
な
民
族
な
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
よ
り
早
く
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
で
あ

る
が
、
図
２
の
「
桂
本
万
葉
集
」
が
あ
る
。
繊

細
で
優
美
な
金
銀
泥
の
下
絵
を
施
し
た
美
し
い

料
紙
に
、『
万
葉
集
』
を
書
写
し
た
も
の
で
あ

る
。
字
形
は
偏
平
で
あ
る
が
、
力
強
く
じ
っ
く

り
と
紙
面
に
食
い
込
む
よ
う
に
運
ん
だ
筆
線
に

特
徴
が
あ
り
、
粘
り
の
あ
る
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
極

め
て
個
性
的
な
書
風
で
あ
る
。
料
紙
に
合
わ
せ

て
、
数
文
字
に
わ
た
る
息
の
長
い
連
綿
、
筆
圧

の
強
弱
に
よ
る
巧
み
な
変
化
な
ど
は
、
全
体
の

美
し
さ
を
意
識
し
た
、
筆
者
独
自
の
卓
越
し
た

感
覚
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉
仮
名
と
平
仮
名
が

併
記
さ
れ
る
の
は
、
当
時
す
で
に
万
葉
仮
名
だ

け
で
は
、『
万
葉
集
』
を
読
む
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

る
も
の
で
、
車
の
両
輪
の
ご
と
く
に
進
展
し
て

い
っ
た
。

　

書
写
教
育
が
必
要
と
な
る
二
つ
目
の
答
え
で

あ
る
。
も
と
も
と
書
は
平
安
時
代
の
王
朝
貴
族

に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
教
養
で
あ
り
、

そ
の
巧
拙
は
人
々
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

今
日
で
も
、「
書
は
人
な
り
」
な
ど
、
味
わ
い

深
い
文
字
や
丁
寧
で
美
し
い
手
書
き
の
文
字
を

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
の
文
字
文
化
の
豊
か
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
来
、
国
語
で
は
主
に
言
葉
と
い
う
側
面
か
ら
意
味
に

迫
っ
て
き
た
古
典
作
品
を
、文
字
文
化
と
い
う
切
り
口
か
ら
取
り
上
げ
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

　

現
在
、
学
校
で
は
と
も
か
く
、
社
会
に
お
い

て
文
章
を
作
る
場
合
に
は
、
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ

コ
ン
が
大
半
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
書
写
に
お
け
る
文
字
感
覚
の

育
成
が
欠
か
せ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
語
の
成
り

立
ち
や
日
本
独
自
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
と
い
う
べ
き
仮
名
が
作
ら
れ
る
に
至
っ

た
過
程
を
考
え
る
と
自
明
で
あ
ろ
う
。
今
日
い

う
平
仮
名
は
女
手
と
よ
ば
れ
、
草
書
体
の
仮
名

を
さ
ら
に
大
胆
に
書
き
く
ず
し
た
も
の
で
あ
る
。

典
麗
優
雅
な
書
体
で
、
文
字
を
連
ね
て
書
写
す

る
美
し
い
連
綿
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
平
仮
名

の
完
成
は
、
万
葉
仮
名
（『
万
葉
集
』
の
表
記

に
多
く
使
用
さ
れ
た
表
音
文
字
の
仮
名
）、
草

仮
名
（
草
書
体
の
仮
名
）
か
ら
女
手
へ
と
段
階

を
経
る
間
に
、
多
く
の
能
書
が
よ
り
美
し
い
字

体
や
連
綿
の
追
究
を
続
け
た
こ
と
の
結
果
に
他

な
ら
な
い
。
伝
統
の
墨
守
だ
け
で
な
く
、
時
代

の
風
潮
や
個
性
を
生
か
し
た
文
字
文
化
の
継
承

を
学
ぶ
こ
と
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
も

う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
は
独
自
の
文
字
が
な

か
っ
た
の
で
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
漢
字
が

移
入
さ
れ
、
同
時
に
書
法
（
書
の
書
き
方
）
も

移
入
さ
れ
た
。
漢
字
は
、
そ
の
成
立
の
初
め
が

象
形
文
字
で
あ
っ
た
た
め
、
美
し
い
造
形
を

持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
毛
筆
の
発
明
以
後
は
、

そ
の
豊
か
な
表
現
機
能
も
あ
り
、
書
は
た
え
ず

美
的
追
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
伝
来
し
た
漢
字

及
び
書
法
の
学
習
と
模
倣
が
日
本
の
書
の
は
じ

ま
り
で
、
折
々
に
大
陸
か
ら
新
し
い
書
風
の
刺

激
を
受
け
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

や
が
て
、
平
安
時
代
中
期
に
入
る
と
手
本
と

し
た
大
陸
の
政
治
や
法
律
は
次
第
に
日
本
の

実
情
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
た

め
、
新
た
な
役
所
の
創
設
な
ど
、
よ
り
日
本
の

実
情
に
適
す
る
よ
う
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。
ま

た
、
遣
唐
使
の
廃
止
も
あ
り
、
制
度
的
に
も
物

質
的
に
も
大
陸
か
ら
の
新
た
な
刺
激
が
少
な
く

な
る
と
、
日
本
の
風
土
や
国
民
性
に
合
っ
た
日

本
独
自
の
文
化
が
徐
々
に
萌
芽
を
見
せ
て
き
た
。

延
喜
五
（
九
〇
五
）
年
に
は
、
醍
醐
天
皇
に
よ

り
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
あ
る『
古
今
和
歌
集
』

撰
進
の
勅
命
が
出
さ
れ
、
以
降
は
相
次
い
で
勅

撰
和
歌
集
や
私
家
集
が
成
立
し
、
歌
合
も
流
行

し
た
。
こ
の
和
歌
の
流
行
は
平
仮
名
の
成
立
な

し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
人
の
好
み
に
よ

連    
載

筆
跡
で
読
む

　
古
典
作
品

平
仮
名
の
成
立
と

和
歌
の
流
行

筆 跡 で 読 む 古 典 作 品 ●1
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九州国立博物館長

島
しま

谷
たに

弘
ひろ

幸
ゆき

1953年岡山県高梁市生まれ。
東京教育大学卒。小松茂美博
士に師事。東京国立博物館副
館長を経て，2015 年から九州
国立博物館長。文部科学省教
科用図書検定調査審議会委員

（08 ～ 17 年度）など歴任。

図
１

国
宝　

古
今
和
歌
集
︵
元
永
本
︶

彩
箋
墨
書　

平
安
時
代　

十
二
世
紀　

東
京
国
立
博
物
館
蔵

図
２

桂
本
万
葉
集　

伝
紀
貫
之
筆

彩
箋
墨
書　

本
紙　

平
安
時
代　

十
一
世
紀　

宮
内
庁

※平安時代に隆盛を極めた装飾紙。華麗な文様や金銀の装飾が施されている。



国語　平成31年度用教科書　訂正箇所のお知らせ

　平成31年度用教科書では，平成30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

2年 185 注⑦ ⑦放送場所は、山元町役場の一
階ロビーに決めた。＝二〇一一
年七月の役場の引っ越しに伴っ
て、「りんごラジオ」も役場内か
ら、公民館の前のプレハブハウ
スに移動した。

⑦放送場所は、山元町役場の一階
ロビーに決めた。＝二〇一一年七
月の役場の引っ越しに伴って、「り
んごラジオ」も役場内から、公民
館の前のプレハブハウスに移動
した。なお、「りんごラジオ」は、
震災から六年にわたって放送を続
け、二〇一七年三月三十一日に閉
局した。

3年 156 上15
人の姿や心のありようが実に細
やかに表現されている。

人の姿や心のありようが実にこま
やかに表現されている。

この給食、
きっと忘れない。

いつもどおりの、
けれど誰かにとっては特別な給食――

６人の中学生たちの揺れる心が、
給食をきっかけに変わっていく。

やさしく胸に響くアンサンブルストーリー。

給食アンサンブル
如月かずさ 作 / 五十嵐大介 絵

定価：本体 950円＋税
188㎜×128㎜ / 並製 /192p

ISBN978-4-8138-0078-1 C8093

  好評発売中  

光村図書出版株式会社
ご注文は、お近くの書店または弊社ウェブサイトで。

www.mitsumura-tosho.co.jp

　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。

2019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 2019年 4 月～ 2020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
助成金の使途は，研究に直接関係するものに限ります。インフラ整備のため
の物品購入は対象となりません。

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，2018年12月21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，返信用切手（120円）を同封の上，
当財団事務局までお申し込みください。

決定・発表・交付
2019 年 2 月に当財団「選考会」にて選考を行い，選考結果は 2019 年 3 月
末までに文書にて通知します。交付は，2019 年 4 月末までに指定された金
融機関に振り込みます。

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

1819



リ

レ 　 連 載
授
業
に
役
立
つ

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
3

　

授
業
づ
く
り
に
役
立
つ
本
、
授
業
と
か
ら
め
て
生
徒
に
読
ま
せ
た
い
本
な
ど
を

紹
介
す
る
リ
レ
ー
連
載
。
今
回
の
ご
担
当
は
、
渡
辺
光
輝
先
生
︵
お
茶
の
水
女
子

大
学
附
属
中
学
校
教
諭
︶
で
す
。

「
書
く
こ
と
」の

授
業
を
つ
く
る
本

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

1976年，千葉県生まれ。千葉大学
大学院修了。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。

20

　

初
任
以
来
、
二
十
年
間
没
頭
し
て
き
た
「
書
く

こ
と
」
の
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
、
そ
の
発
想
の

も
と
と
な
っ
た
本
と
と
も
に
振
り
返
っ
て
み
る
。

■ 

初
任
時
代
～

　
「
良
い
文
章
と
は
、
自
分
に
し
か
書
け
な
い
こ

と
を
、
だ
れ
が
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
に
書
い
た

文
章
」（『
高
校
生
の
た
め
の
文
章
読
本
』）。
こ
れ

が
、
私
の
「
書
く
こ
と
」
指
導
の
原
点
だ
。
ク
ラ

ス
の
Ａ
さ
ん
に
「
し
か
」、書
け
な
い
こ
と
を
探
し
、

そ
れ
を
引
き
出
す
た
め
の
声
か
け
や
、
題
材
の
与

え
方
な
ど
の
工
夫
に
没
頭
し
た
。
毎
年
文
集
を
編

み
、
生
徒
と
読
み
合
い
、
楽
し
ん
だ
。

　
『
言
語
表
現
法
講
義
』
は
、
自
分
の
文
章
観
を

形
成
し
た
、
思
い
出
深
い
一
冊
。「
言
葉
を
書
く
こ

と
は
、
よ
り
よ
く
考
え
る
た
め
の
、
自
分
と
向
か

い
合
う
経
験
の
場
な
の
だ
」
な
ど
の
言
葉
に
目
を

開
か
さ
れ
た
。
以
後
、安
易
に
生
徒
の
文
章
を「
添

　

自
分
の
思
い
を
し
っ
か
り
相
手
に
届
け
る
た
め

に
は
、
何
を
学
び
、
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
。
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
、
表
現
技
術
に

つ
い
て
、
も
っ
と
考
え
よ
う
と
思
い
始
め
た
。

■ 

十
五
～
二
十
年
目
︵
現
在
︶

　

こ
れ
か
ら
は
、「
書
き
手
の
思
い
」
の
表
出
と

い
う
視
点
だ
け
で
な
く
、「
読
み
手
の
認
知
の
特

性
」
ま
で
考
慮
し
た
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
を
模

索
し
て
い
き
た
い
。
今
、着
目
し
て
い
る
の
が「
テ

ク
ニ
カ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
だ
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
表

現
な
ど
で
活
用
さ
れ
て
い
る
そ
の
技
術
は
、
認
知

心
理
学
の
分
野
で
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
つ
い

先
日
も
、
認
知
心
理
学
者
と
一
緒
に
「
紅
茶
の
い

れ
方
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
授
業
を
つ
く
り
、
生
徒
た

ち
と
楽
し
く
取
り
組
ん
だ
ば
か
り
だ
。
社
会
に
つ

な
が
る
書
く
力
を
育
て
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

知
見
を
応
用
し
た
授
業
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

削
」
す
る
こ
と
に
恐
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
『
新
作
文
宣
言
』
で
紹
介
さ
れ
る
、
工
業
高
校

の
作
文
の
授
業
の
数
々
か
ら
は
、
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
人
は
自
由
に
な
れ
る
ん
だ
と

衝
撃
を
受
け
た
。

■ 

六
年
目
～

　

随
想
的
な
文
章
だ
け
で
な
く
、
実
用
的
な
文
章

を
書
く
こ
と
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
必
要
性
を
感
じ
、

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
、
メ
デ
ィ
ア
で
の
実
践
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
始
め
た
。
そ
の
発
想
の
も
と
と

な
っ
た
の
が
『
理
科
系
の
作
文
技
術
』。
こ
の
本

と
の
出
会
い
も
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
。

　

書
き
手
に
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
表
現
技
術

が
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
章
は
独
り
よ
が
り
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
。
ひ
い
て
は
、
不
親
切
で
不
誠

実
だ
と
さ
え
読
み
手
に
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
。

だ
か
ら
、
技
術
を
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
。

理科系の作文技術
木下是雄 著
中央公論新社／ 1981年

「文系の文章」を小説や随筆とするな
らば，「理科系の文章」とはレポート
や説明文，報告書などの実用的な文
章を指す。本書は，その実用的な文
章に必要な作文技術を説く。アカデ
ミックライティングの基本文献。

心理学者が教える
読ませる技術 
聞かせる技術
心を動かす，わかりやすい表現のコツ
海保博之 著
講談社／ 2018年

筆者は「わかりやすい文章の仕組み」
について認知心理学の見地から研究
してきた認知表現学の第一人者。わ
かりやすい文章を書くために不可欠
な，読み手の認知の特性に配慮した
表現のコツが凝縮された１冊。

新作文宣言
梅田卓夫・清水良典・
服部左右一・松川由博 著
筑摩書房／ 1996年

愛知県の工業高校の４人の国語教師
が取り組んだ，「作文」の可能性を限
界まで広げた実践の記録。「最初の記
憶」を思い出して書く，「水の入った
コップ」をひたすら眺めて言葉で描
写するなど，とにかく楽しい。

言語表現法講義
加藤典洋 著
岩波書店／1996年

批評家，加藤典洋が大学で学生を相
手に指導した「言語表現法」の講義録。
学生が実際に書いた文章に，加藤氏
がコメントしつつ「書くことという
のはどういう経験なのか」を明らか
にしていく。
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ア
フ
リ
カ
・
サ
バ
ン
ナ
に
生
き
る
少
年
マ
イ
シ
ャ
と
、

精
霊
の
木
と
の
対
話
形
式
で
展
開
す
る
「
い
の
ち
の
物
語
」。

医
師
で
あ
り
、
自
然
写
真
家
で
も
あ
る
著
者
が
、

過
去
60
回
以
上
も
の
サ
バ
ン
ナ
取
材
旅
行
を
通
し
て
考
え
た

「
い
の
ち
」
の
意
味
や
、
そ
の
尊
さ
に
つ
い
て
問
い
か
け
ま
す
。

「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
、

主
人
公
マ
イ
シ
ャ
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

道
徳
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、

長
期
休
暇
時
の
課
題
図
書
と
し
て
も
最
適
で
す
。

井い
の

上う
え

冬ふ
ゆ

彦ひ
こ

一
九
五
四
年
東
京
都
生
ま
れ
。

医
療
法
人
「
井
上
胃
腸
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク
」
理
事
長
・
院
長
。

医
学
博
士
。
一
九
八
七
年
に
初

め
て
東
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ

を
訪
れ
て
以
来
、
サ
バ
ン
ナ
の

自
然
と
動
物
を
テ
ー
マ
に
し
た

写
真
撮
影
を
行
っ
て
い
る
。

マイシャと精霊の木
井上冬彦　文・写真
定価：1,800円＋税 / AB判 (257㎜× 212㎜ ) 
ISBN978-4-8138-0063-7　C0072
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