
光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

─
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
か
ら
使
わ
れ
て
い

る
現
行
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
全
国
の
先
生
方
に

ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
り
、
使
い
や
す
い
と
こ
ろ
、
改

善
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
指

摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
し
い
教
科
書
を
作
っ

て
い
く
上
で
、
集
計
結
果
の
ど
う
い
う
点
に
注
目

さ
れ
ま
す
か
。

阿
部　

い
ち
ば
ん
気
に
な
る
の
は
、
や
は
り
全
体

の
構
成
で
す
。
❶
の
グ
ラ
フ
を
見
ま
す
と
、
教

材
集
型
で
は
な
く
、
指
導
の
系
統
性
を
重
視
し
て

教
材
・
単
元
を
構
成
し
て
い
る
現
在
の
も
の
を
支

持
す
る
声
が
九
割
近
く
も
あ
り
ま
す
ね
。

04

光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

光
村
の「
国
語
」─
こ
れ
か
ら
の
針
路

05

現
行
版
教
科
書
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら

見
え
て
く
る
こ
と

髙た
か

木ぎ

ま
さ
き

─

横
浜
国
立
大
学
教
授

阿あ

部べ

　
昇の

ぼ
る

─

秋
田
大
学
教
授

聞
き
手	

対  

談

山や
ま

本も
と

智と
も

子こ

─

光
村
図
書
中
学
校
国
語
教
科
書
編
集
長

　
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
て
、
光
村
の
『
国
語
』
が
ま
た
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。

　
変
わ
る
こ
と
の
な
い
理
念
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
時
代
に
対
応
し
た
新
鮮
な
教
科
書
で
あ
る
た
め
に
、

光
村
図
書
が
進
ん
で
い
く
針
路
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
編
集
委
員
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　
光
村
図
書
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
の
創
刊
以
来
、
六
十
年
余
に
わ
た
り
中
学
校
の
国
語

教
科
書
を
発
行
し
て
き
ま
し
た
。
特
集
後
半
で
は
、
そ
こ
に
脈
々
と
輝
き
続
け
て
い
る
「
新
し
い
灯
」

の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
『
国
語
』
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

アンケート❶　各領域の教材は、どのように構成
されているのが望ましいと思われますか。

ア　一つの単元の中に、軽重をつけながらも
必ず３領域がそろっている。

イ　学習の目的によって、単独の教材・２領
域の単元・３領域の単元が配置されている。

ウ　単元にする必要はない。個別の教材が教
材集のように並んでいればよい。

単元を支持　 （88％）
教材集を支持（12％）

ウ ア

イ
78％

10％12％

　❶〜❺のアンケート結果は、現在お使いの光村図書「国
語」教科書の内容や構成について、全国1583人の先生方
からうかがったご意見・ご要望の一部を抜粋したものです。

教科書
アンケート
結果



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

アンケート

十
）
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
と
大
き
く
変
わ
る

と
こ
ろ
と
し
て
三
つ
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
指
導
事
項
の
数
で
す
。
現
在
使
わ

れ
て
い
る
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
れ
ま
で
で
い
ち

ば
ん
簡
素
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。
指
導
事
項
は

七
〇
年
代
ぐ
ら
い
が
い
ち
ば
ん
多
く
て
、
八
〇
年

代
以
降
、
再
編
統
合
し
て
減
っ
て
い
く
流
れ
の
先

に
現
行
版
が
位
置
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
い
ろ
い
ろ
な
学
力
調
査
な
ど
の
結
果
か
ら
、

そ
れ
が
行
き
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省

が
生
ま
れ
、今
回
の
改
訂
で
少
し
増
や
し
ま
し
た
。

　

二
つ
目
は
、
言
語
活
動
の
充
実
で
す
。
現
行
版

で
は
、
言
語
活
動
例
は
「
内
容
の
取
扱
い
」
の
中

に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
は
、「
指
導
事
項
」
の
す
ぐ
下
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
、
内
容
的
に
も
、
見
た
目
に
も
強
調
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
三
つ
目
と
し
て
、
指
導
事
項
が
プ
ロ

セ
ス
を
重
視
す
る
よ
う
な
形
で
整
理
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
す
。
例
え
ば
「
読
む
こ

と
」
で
い
う
と
、
読
み
取
っ
て
、
自
分
の
意
見
を

も
ち
、
さ
ら
に
読
書
へ
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
過

程
。「
書
く
こ
と
」
で
い
え
ば
、
課
題
を
見
つ
け

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
書
い
た
も
の
を
交
流
す

る
と
こ
ろ
ま
で
の
流
れ
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
部　

学
校
現
場
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
小
学
校

か
ら
中
学
校
ま
で
の
九
年
間
を
通
し
て
、各
学
年
、

各
分
野
で
ど
う
い
う
国
語
の
力
を
つ
け
る
べ
き
か

と
い
う
こ
と
が
、
現
行
よ
り
も
か
な
り
具
体
的
に

明
示
さ
れ
、
系
統
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
を
現
場
の
指
導
に
生
か
し
て
い

け
ば
、
見
通
し
を
も
っ
た
実
践
が
し
や
す
く
な
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

例
え
ば
、
読
む
こ
と
で
、「
登
場
人
物
」
と
い

う
語
句
・
指
導
内
容
が
、
今
ま
で
は
小
学
一
年
か

ら
中
学
三
年
ま
で
で
、
一
回
し
か
出
て
い
な
か
っ

た
の
が
、
今
回
は
、
全
学
年
に
位
置
づ
い
て
い
ま

す
ね
。
し
か
も
、そ
の
中
で
、登
場
人
物
の「
行
動
」

「
性
格
や
気
持
ち
」、「
相
互
関
係
」「
描
写
」「
設
定
」

な
ど
と
い
う
よ
う
に
き
ち
ん
と
段
階
を
追
っ
た
教

科
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
比

喩
や
反
復
な
ど
の
表
現
」
の
工
夫
・
技
法
も
明
確

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
変
化

で
す
。

─
今
、お
話
し
い
た
だ
い
た
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
を
、

新
し
い
教
科
書
の
紙
面
に
見
え
る
形
で
ア
ピ
ー
ル

髙
木　

い
わ
ゆ
る
教
材
集
の
よ
う
な
構
成
で
す

と
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
を
考
え
る
の
が
先
生
方

に
は
過
剰
な
負
担
に
な
る
は
ず
で
す
。
全
て
の
教

材
を
把
握
し
て
か
ら
、
ゼ
ロ
か
ら
組
み
立
て
る
こ

と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
ま
た
、
年
間
を
通
し
て
ど

う
い
う
力
を
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
非
常
に
組
み
立
て
に
く
く
、
作
成
に
も
膨
大

な
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

阿
部　

ま
た
、
三
領
域
が
そ
ろ
っ
た
い
わ
ゆ
る
大

単
元
ば
か
り
が
並
ぶ
の
で
は
な
く
、
教
材
や
単
元

の
性
格
や
必
然
性
に
よ
っ
て
二
領
域
・
一
領
域
と
、

う
ま
く
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
形
が
使
い
や
す
い

と
い
う
声
は
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
教
材
を
組
み
合
わ
せ
、
領

域
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
た
構
成
の
ほ
う

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
つ
け
る
の
に
適
し
て
い
る

し
、
扱
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
方
は
経

験
的
に
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❷
の
中
学
校
で
身
に
つ
け
て
ほ
し

い
力
で
は
、
表
現
力
が
上
位
に
き
て
い
ま
す
。

髙
木　

表
現
力
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
必
要

性
が
再
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
各
種

の
学
力
調
査
で
は
、
論
述
形
式
の
問
題
に
課
題
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
学
校
の
日

常
生
活
に
お
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
に
課
題
を
感
じ
る
先
生
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。

阿
部　

こ
れ
は
中
学
生
だ
け
で
な
く
、
高
校
生
、

大
学
生
も
表
現
力
が
不
足
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

表
現
力
に
は
、「
書
く
」
力
だ
け
で
な
く
「
読
む
」

力
も
深
く
関
わ
り
ま
す
。「
読
む
こ
と
」
と
「
書

く
こ
と
」
の
指
導
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
る
指
導

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❸
「
到
達
目
標
の
必
要
性
に
つ
い

て
」
の
先
生
方
の
回
答
も
、
そ
う
し
た
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

調
査
の
結
果
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
焦
点
化
・
効
率
化
を
図
っ

た
学
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
も
背
景
に
あ
り
ま
す
ね
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
ほ
か
に
も
興
味
深
い
結
果

が
出
て
い
ま
す
が
、
後
ほ
ど
、
各
テ
ー
マ
の
中
で

改
め
て
ふ
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

─
さ
て
、
今
、
学
習
指
導
要
領
の
お
話
が
出
ま
し

た
が
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
十
四
）
年
か
ら
完
全

実
施
さ
れ
る
中
学
校
は
、
現
行
の
も
の
と
比
べ
て

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

ま
ず
、
現
行
版
で
あ
る
一
九
九
八
（
平
成

阿
部　

確
か
に
、
十
五
年
、
二
十
年
前
だ
っ
た
ら
、

「
必
要
」
と
「
不
要
」
は
逆
転
し
て
い
た
は
ず
だ

と
思
い
ま
す
。P
I
S
A
型
読
解
力
や
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
な
ど
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
国

語
に
対
す
る
先
生
方
の
意
識
改
革
が
進
ん
で
き
て

い
る
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

さ
ら
に
、
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
で
い

え
ば
、
こ
こ
十
年
、
時
間
数
が
大
幅
に
減
っ
た
と

0607

髙木まさき
　1958年静岡県生まれ。横
浜国立大学教育人間科学部
教授。中央教育審議会国語
専門部会委員、全国的な学力
調査の実施方法等に関する専
門家検討会議委員などを歴任
する。
　著書に『「他者」を発見する
国語の授業』（大修館書店）、

『情報リテラシー　言葉に立ち
止まる国語の授業』（明治図
書）などがある。
　光村図書小学校・中学校国
語教科書編集委員を務める。

学
習
指
導
要
領
の

改
訂
に
つ
い
て

アンケート❸　学習の到達目
標を、教科書内に示す必要が
あると思われますか。

ア　す べ て の 教 材 に つ い
て、教科書内に示す必要
がある。
イ　領域によっては、教科

書内に示す必要がある。
ウ　指導書などに示せば十

分であり、教科書に示す
必要はない。

必要 （65％）
不要 （35％）

イ
26％

ア
39％

ウ
35％

「読む」5％言語事項 7％

「話す・聞く」9％「書く」5％

アンケート❷　中学校三年間の国語の授業を通して、
生徒に特に身につけてほしいことは何だとお考えに
なりますか。（自由記述・上位 10 項目）

─ 1	 自分の考えを適切な言葉で表現する力
─ 2	 論理的思考力（思考力・表現力）
─ 3	 語彙力・言葉を大切にする姿勢
─ 4	 相手・場面・目的意識
─ 5	 文章を読解する力
─ 6	 他人の意見を正確に理解する力
─ 7	 要約力・要点の把握
─ 8	 情報収集・処理能力
─ 9	 読書習慣
─10	 PISA 型読解力
─10	 他人の意見を理解し、それに対する自分の意見を述べる
　



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

活
動
は
楽
し
い
と
思
い
ま
す
よ
。
正
解
の
な
い
よ

う
な
問
い
が
、
全
て
の
教
材
に
入
っ
て
く
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
の
読
解
力
が
高
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
方
向
性
の
刺
激

剤
と
し
て
、
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
い
き
た
い

で
す
ね
。

─
手
引
き
の
構
造
化
と
関
連
し
ま
す
が
、
知
識
・

技
能
の
「
習
得
と
活
用
」
に
つ
い
て
は
、
教
科
書

で
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
の
が
理
想
で
し
ょ

う
か
。

髙
木　

中
教
審
の
答
申
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、
両
者
は
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま

ず
大
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
漢
字
の

学
習
を
例
に
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、

小
学
校
の
各
学
年
で
教
わ
っ
た
漢
字
は
、
次
の
学

年
で
は
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
後
、
二
〜
三
年
し
て
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
漢
字
を

い
ろ
ん
な
生
活
の
場
で
活
用
し
て
い
る
か
ら
な
ん

で
す
。
習
得
だ
け
で
独
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
う
し
た
「
活
用
す
る
か
ら
習
得
す
る
」
と
い
う

こ
と
が
む
し
ろ
普
通
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
場
合
は
、

学
力
を
一
斉
に
「
測
る
た
め
に
」
便
宜
的
に
Ａ
問

髙
木　
「
熟
考
・
評
価
」
の
分
野
に
つ
い
て
の
工

夫
は
必
ず
採
り
入
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の

た
め
に
は
手
引
き
の
構
造
化
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
簡
単
に
い
え
ば
三
段
構
え
の
設
問
で
す
。
一

番
目
に
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
い
う
「
情
報
の
取

り
出
し
」
に
近
い
、
誰
も
が
何
ら
か
の
答
え
を
出

せ
る
よ
う
な
問
い
、
二
番
目
に
、「
読
解
や
解
釈
」

に
関
わ
る
こ
と
。
三
番
目
は
、
一
、二
番
目
の
答

え
を
受
け
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
「
熟
考
・
評

価
」
に
当
た
る
よ
う
な
項
目
と
い
う
構
成
で
す
。

阿
部　

特
に
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
三
番
目
に
当
た

る
問
い
は
と
て
も
大
切
で
す
ね
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査

で
日
本
の
無
解
答
率
、
つ
ま
り
白
紙
解
答
が
特
に

多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
子

ど
も
は
、
こ
れ
が
正
解
だ
と
い
う
絶
対
の
自
信
が

な
い
と
答
え
よ
う
と
し
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
先
生
も
子
ど
も
も
、
唯
一
の
正
解
に
向

か
っ
て
授
業
を
展
開
す
る
と
い
う
癖
が
つ
い
て
い

る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

だ
っ
た
秋
田
県
は
、
小
・
中
と
も
に
国
語
の
「
Ｂ

問
題
」
で
無
解
答
率
が
と
て
も
低
い
ん
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
正
解
到
達
型
の
授
業
で

は
な
く
、
文
章
・
作
品
に
根
拠
を
見
出
し
つ
つ
も
、

子
ど
も
た
ち
が
様
々
に
検
討
し
考
え
て
い
く
と
い

う
授
業
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

髙
木　

そ
う
で
す
ね
。
必
ず
し
も
正
解
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
、
い
わ
ば
条
件
作
文
の
よ
う
に
表
現

形
式
と
し
て
は
正
解
が
あ
っ
て
も
、
内
容
的
に
正

解
の
な
い
よ
う
な
設
問
。
そ
う
い
う
も
の
の
必
要

性
を
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
認
識
し
た
上
で
の
指
導

が
必
要
で
す
。
内
容
だ
け
の
正
解
を
求
め
る
や
り

方
で
は
、
生
徒
た
ち
が
世
界
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
対
応
で
き
な
い
ん
で

す
。
教
科
書
に
お
い
て
も
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
た
め
の

工
夫
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。

─
い
わ
ゆ
る
一
方
向
だ
け
を
向
い
た
読
み
方
だ
け

で
は
な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
る
よ
う

な
問
い
の
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　

例
え
ば
、
現
行
版
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

手
引
き
に
も
、「
メ
ロ
ス
の
生
き
方
に
つ
い
て
、

共
感
で
き
た
か
、
で
き
な
か
っ
た
を
、
そ
の
理
由

も
考
え
な
が
ら
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
問

い
が
あ
り
ま
す
。
メ
ロ
ス
と
い
う
人
物
の
言
動
に

な
ん
と
な
く
違
和
感
を
も
っ
て
い
て
、
今
ま
で
は

黙
っ
て
い
た
生
徒
が
、
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
、「
わ

た
し
は
、
メ
ロ
ス
の
こ
の
点
に
は
共
感
で
き
る
け

れ
ど
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
は
共
感
で
き
な
い
」
と

言
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

髙
木　

生
徒
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
こ
う
い
う

で
き
れ
ば
、
先
生
方
に
と
っ
て
さ
ら
に
ご
指
導
し

や
す
い
教
科
書
に
な
り
ま
す
ね
。

─
二
〇
〇
九
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
結
果
が
出
ま
し

た
（
P
9
表
）。
参
加
国
数
も
違
う
の
で
、
単
純
な

比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
読
解
力
の
向

上
は
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

〇
三
年
調
査
の
い
わ
ゆ
る
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
て
、
多
く
の
学
校
・
自
治
体

な
ど
で
い
ろ
ん
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
き
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
努
力
が
生
き
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

読
解
力
の
中
の
「
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
・
取
り

出
し
」
の
点
数
も
か
な
り
上
位
の
方
に
あ
り
ま
す

し
、「
統
合
・
解
釈
」
も
悪
く
は
な
い
。
多
少
問

題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
熟
考
・
評
価
」
が
ま
だ

弱
い
こ
と
で
す
ね
。

阿
部　

先
ほ
ど
見
ま
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
❸

で
、「
到
達
目
標
の
必
要
性
」
を
感
じ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
先
生
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
う

い
う
意
識
の
変
化
も
、
今
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
読
解
力

の
好
成
績
の
一
因
と
い
え
ま
す
。
極
論
す
る
と
、

国
語
と
い
う
の
は
た
だ
文
章
を
読
ん
で
、
た
だ
感

想
文
を
書
い
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ
、
と
い
う
よ
う

な
授
業
が
過
去
に
は
見
受
け
ら
れ
た
ん
で
す
け
れ

ど
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
読
解
力
や
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
が
引
き
金
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い

ん
だ
と
い
う
意
識
が
か
な
り
浸
透
し
て
き
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

─
こ
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
か
ら
も
、
新
し
い
教
科
書

の
進
む
べ
き
方
向
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

出典：文部科学省「国際学力調査」
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村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

ま
た
、
記
録
的
な
説
明
文
教
材
や
、
非
連
続
型
と

い
わ
れ
る
図
や
グ
ラ
フ
な
ど
が
使
わ
れ
た
教
材
も

望
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
学
習
指

導
要
領
で
明
示
さ
れ
た
新
聞
の
学
習
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。
説
明
型
、
論
説
型
、
記
録
型
、
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
説
明
文
が
こ
れ
の
国
語
の
教
科
書

に
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
八
〇
年
代
以
降
の

学
習
指
導
要
領
が
指
導
事
項
を
削
っ
て
い
く
過
程

で
、
内
容
や
文
章
構
成
が
易
し
い
方
向
に
行
き
す

ぎ
て
し
ま
い
、
ど
の
教
科
書
の
説
明
文
も
事
実
を

解
説
す
る
だ
け
と
い
う
よ
う
な
解
説
調
に
な
っ
て

い
っ
た
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
と

こ
ろ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
章
そ
の
も

の
の
魅
力
も
削
い
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
見
て
み
ま
す
と
、
例

え
ば
、三
年
生
の
「
読
む
こ
と
」
の
（
ウ
）
に
、「
文

章
を
読
み
比
べ
る
な
ど
し
て
、
構
成
や
展
開
、
表

現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
。」
と
い
う

言
葉
が
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
指
導
す
る

た
め
に
は
、
文
章
の
展
開
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ

い
教
材
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
阿
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

「
仮
説
・
検
証
型
」
と
い
う
展
開
の
仕
方
の
文
章

は
、
ぜ
ひ
と
も
教
科
書
に
位
置
づ
け
た
い
と
思
い

ま
す
。

─
ア
ン
ケ
ー
ト
❹
で
は
、
教
科
書
に
取
り
上
げ
た

い
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
の
名
前
が
上
が
っ
て
い
ま
す

が
、
ど
う
い
っ
た
方
向
性
の
作
品
が
望
ま
し
い
で

し
ょ
う
か
。

髙
木　

子
ど
も
た
ち
の
本
当
の
日
常
に
関
わ
る
、

実
感
と
し
て
共
感
で
き
る
で
あ
ろ
う
題
材
が
も
っ

と
ほ
し
い
で
す
ね
。
し
か
も
予
定
調
和
的
に
単
純

な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
そ
れ
を
読
み
終
わ
っ
た
と
き
、
自
分
な
ら

こ
の
先
ど
う
す
る
ん
だ
ろ
う
と
自
分
自
身
に
問
い

か
け
ら
れ
る
よ
う
な
展
開
の
も
の
が
入
っ
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

そ
う
で
す
ね
。「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」

題
「
習
得
」
と
Ｂ
問
題
「
活
用
」
を
分
け
て
い
る

だ
け
で
、
本
来
、
学
力
と
し
て
は
き
れ
い
に
二
つ

に
分
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
構
造

的
に
連
関
し
連
続
し
て
い
る
も
の
で
す
。「
習
得
」

と
「
活
用
」
を
授
業
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
切
り
離
し

て
学
ぶ
と
い
う
の
は
不
自
然
で
す
ね
。

髙
木　

読
む
こ
と
の
学
習
で
い
え
ば
、
あ
る
教
材

は
Ａ
問
題
的
な
読
み
方
、
あ
る
教
材
は
Ｂ
問
題
的

な
読
み
方
と
い
う
の
は
、
普
通
の
授
業
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
一
つ
の
作
品
や
文
章
を

読
み
深
め
る
た
め
に
は
、
両
方
必
要
な
の
で
す
。

阿
部　

こ
の
教
材
は
習
得
だ
け
、
こ
の
教
材
は
活

用
だ
け
学
ぶ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。
一
つ

の
教
材
で
構
造
的
に
指
導
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
自

然
で
望
ま
し
い
形
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
今
ま
で
話
し
て
き
た
よ
う
な
「
手
引
き

の
構
造
化
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

─
学
習
の
手
引
き
の
こ
と
が
出
ま
し
た
が
、
教
材

自
体
に
は
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
く
る
で
し
ょ
う
か
。

髙
木　

力
を
つ
け
る
た
め
に
よ
り
効
果
的
な
の

は
、
活
動
自
体
の
し
っ
か
り
し
た
構
造
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
教
材
そ
の
も
の
に
魅
力
が
あ
る
こ
と

で
す
。
特
に
、
読
む
こ
と
に
お
け
る
学
習
の
教
材

文
と
い
う
の
は
、
非
常
に
重
要
で
す
。
い
ろ
ん
な

も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
ふ
れ
ら
れ
る
、
多
様
な

文
章
が
必
要
で
、
そ
う
し
た
作
品
と
い
か
に
多
く

出
会
わ
せ
る
か
が
教
科
書
の
使
命
と
い
え
ま
し
ょ

う
。
良
い
作
品
は
、
文
章
自
体
が
個
性
を
も
っ
て

い
る
か
ら
、読
み
手
に
力
強
く
語
り
か
け
て
く
る
。

語
り
か
け
ら
れ
る
か
ら
、
読
み
手
は
自
分
の
意
見

を
言
い
た
く
な
る
ん
で
す
。

阿
部　

そ
う
い
う
極
め
て
質
の
高
い
「
本
物
」
の

教
材
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

髙
木　

質
の
高
い
教
材
は
、
個
性
や
魅
力
が
あ
る

か
ら
、
生
徒
た
ち
は
自
然
に
の
め
り
込
む
こ
と
が

で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
効
果
的
に
力
も
つ
く
ん
で

す
よ
。

阿
部　

説
明
文
の
過
去
十
〜
二
十
年
の
傾
向
を
見

て
み
る
と
、
ま
ず
随
筆
的
な
要
素
が
強
す
ぎ
て
、

説
明
文
と
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
が
多
か
っ
た
。

最
近
は
か
な
り
典
型
的
な
説
明
文
と
い
え
る
教
材

が
出
て
き
ま
し
た
。「
問
い
→
答
え
」
と
い
う
文

章
構
成
を
も
つ
教
材
で
す
。
た
だ
し
、
同
時
に
こ

れ
か
ら
は
、
仮
説
を
立
て
て
そ
れ
を
検
証
し
て
い

く
と
い
う
論
理
的
展
開
を
も
つ
説
明
文
教
材
が
ぜ

ひ
必
要
で
す
。「
仮
説
・
検
証
型
」の
説
明
文
で
す
。

1011

質
の
高
い

「
本
物
」
の
教
材
を

「
習
得
・
活
用
」
に
対
応
し
た

手
引
き
の
構
造
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

阿
部
　
　
　
　
　
　
　

多
様
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に

　

出
会
わ
せ
る
の
が
教
科
書
の
使
命
で
す
。

髙
木
　
　
　
　
　

アンケート❹　中学生にどのような作家の作品を読
ませたいと思われますか。（自由記述・上位 20）

─ 1	 芥川龍之介
─ 2	 夏目漱石
─ 3	 森　鷗外
─ 4	 井上　靖
─ 5	 向田邦子
─ 6	 村上春樹
─ 7	 あさのあつこ
─ 8	 重松　清
─ 9	 宮沢賢治
─10	山本周五郎

─11	浅田次郎
─12	志賀直哉
─13	太宰　治
─14	中島　敦
─15	大江健三郎
─16	川端康成
─17	司馬遼太郎
─18	ねじめ正一
─19	山川方夫
─20	湯本香樹実



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

を
設
定
し
て
い
く
こ
と
も
教
科
書
と
し
て
の
使
命

で
す
ね
。

　

先
ほ
ど
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
、
各
学
年

で
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
つ
け
る
べ
き
力
が
明
示
さ

れ
、
系
統
性
で
も
前
進
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
対
応
し
た
形
で
、

例
え
ば
こ
の
教
材
で
あ
れ
ば
こ
う
い
う
力
を
つ
け

る
と
い
う
こ
と
を
教
科
書
で
も
は
っ
き
り
示
す
こ

と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
文
学
も
説
明
文
も
、

教
材
の
魅
力
と
、つ
け
る
べ
き
力
が
マ
ッ
チ
し
て
、

そ
れ
が
な
お
か
つ
中
学
校
三
年
間
を
通
じ
て
、
各

分
野
で
系
統
的
に
配
列
さ
れ
、
新
し
い
学
力
型
に

対
応
し
た
教
科
書
に
な
っ
て
い
る
の
が
望
ま
し
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
小
学
校
六
年
間
と
中
学
校
三

年
間
の
九
年
間
の
系
統
性
を
意
識
し
た
教
科
書
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

─
今
、「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
そ
の
扱
い
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
新
し
い
学
習

指
導
要
領
で
は
、
読
書
活
動
の
充
実
も
大
切
な
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
読
む
こ

と
」
の
指
導
事
項
と
言
語
活
動
例
の
い
ち
ば
ん
最

後
の
項
目
は
全
部
、
読
書
に
関
わ
る
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
読
書
を
非
常

に
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

阿
部　

今
ま
で
、
国
語
の
授
業
と
授
業
以
外
で
の

読
書
活
動
と
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
は
そ
れ
を
つ
な
ぎ
直

し
て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
す
ね
。
つ
ま

り
読
解
か
ら
読
書
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
新
し
い
教

科
書
で
し
っ
か
り
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

髙
木　

大
き
な
流
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
新
聞
社

と
学
校
図
書
館
協
議
会
の
調
べ
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ａ
二
〇
〇
〇
調
査
の
段
階
で
は
、
日
本
の
子
ど

も
た
ち
の
読
書
量
が
い
ち
ば
ん
少
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク
の
一
つ
の
背
景
と
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
か

ら
先
生
た
ち
が
危
機
感
を
抱
き
、
今
、
読
書
量
は

回
復
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

二
〇
〇
九
で
読
解
力
が
八
位
に
上
が
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

読
書
量
と
学
力
と
の
相
関
関
係
が
裏
付
け

ら
れ
た
と
い
え
ま
す
ね
。
そ
う
し
た
機
運
を
う
ま

く
教
科
書
と
連
動
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
今
こ
そ

と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型
読
解
力
と
の
関
連
で
も
非
常
に
大
切
な
と
こ

ろ
で
す
。
ま
ず
は
、
文
章
を
読
ん
だ
だ
け
で
自
然

に
考
え
始
め
る
よ
う
な
作
品
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
考
え
が
、
学
習
の
手
引
き
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

深
ま
り
多
面
的
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち

が
必
要
で
す
。

髙
木　

そ
れ
に
は
、
描
写
と
人
物
の
心
情
が
う
ま

く
連
動
し
て
い
る
作
品
や
、
読
み
進
め
る
う
ち
に

人
物
の
言
動
の
も
つ
意
味
が
わ
か
っ
て
く
る
よ
う

な
展
開
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
う
い
う
魅
力
を
も
っ

た
も
の
が
ほ
し
い
で
す
ね
。

阿
部　

教
科
書
に
は
ど
う
し
て
も
文
字
量
の
限
界

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
既
存
の
短
編
や
長
編
の
一
部

を
切
り
取
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
き
れ
ば
、
こ
う
し
た
魅

力
を
も
っ
た
作
品
を
書
き
下
ろ
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
い
い
で
す
ね
。

髙
木　

誰
に
で
も
書
け
る
文
章
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
あ
る
よ
う

な
、
一
流
の
作
家
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
し
っ
か
り
し
た
作
品
な
ら
、
先

生
自
身
も
楽
し
み
な
が
ら
読
め
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
当
然
、
子
ど
も
も
楽
し
み
な
が
ら
読

め
る
。
楽
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
指
導
も
し
や
す
く

な
り
、
力
も
つ
く
教
材
と
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

阿
部　

従
来
か
ら
の
定
評
の
あ
る
教
材
に
つ
い
て

も
、
今
ま
で
と
全
く
同
じ
位
置
づ
け
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
て
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
反
映
し

て
、
例
え
ば
こ
う
い
う
人
物
設
定
に
着
目
す
る
と

よ
り
楽
し
く
読
め
る
と
か
、
こ
う
い
う
描
写
や
表

現
の
特
徴
に
注
目
す
れ
ば
、
今
ま
で
以
上
に
作
品

の
魅
力
が
見
え
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
手
引
き
を

考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
す
ね
。
ま
た
、
先
ほ

ど
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
手
引
き
の
よ
う
に
、
作

品
に
つ
い
て
の
評
価
を
生
徒
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
に

交
換
し
論
じ
合
う
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
な
手
引

き
も
大
切
で
す
。

　

今
ま
で
何
回
も
授
業
を
し
て
い
る
教
材
だ
け
れ

ど
も
、
新
た
な
視
点
や
切
り
口
で
授
業
が
で
き
る

よ
う
な
工
夫
は
、
教
室
を
活
性
化
さ
せ
る
新
鮮
な

力
を
も
つ
と
思
い
ま
す
。

─
楽
し
く
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
し
っ
か
り
し
た

力
も
つ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木　

そ
う
で
す
。
そ
の
文
章
を
見
れ
ば
何
を
教

え
れ
ば
い
い
の
か
、
ど
う
い
う
力
を
つ
け
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
も
教
材
と

し
て
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
か
ら
ね
。

　

現
在
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
定
番
教
材

を
見
て
み
て
も
、
個
性
が
あ
っ
て
、
魅
力
的
な
文

章
と
い
う
の
は
、
自
ず
か
ら
何
を
教
え
る
の
に
適

し
て
い
る
の
か
が
、
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
ね
。

阿
部　

い
い
作
品
に
は
い
い
魅
力
が
た
く
さ
ん
あ

り
、
つ
い
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
指
導
し
が
ち
で
す

が
、
そ
れ
を
整
理
し
て
焦
点
化
し
て
指
導
で
き
る

よ
う
な
「
目
標
」「
手
引
き
」「
学
習
の
窓
」
な
ど

1213

精
読
か
ら

多
読
へ
の
道
筋
を
示
す

個
性
個
性
が
あ
っ
て
魅
力
的
な
文
章
は
、

　
　

 

教
え
る
こ
と
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

髙
木
　
　
　
　
　
　

し
た

小
・
中
の
九
年
間
の
系
統
を
意
識
し
た

　
　

教
科
書
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

阿
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

親
切
だ
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

そ
う
で
す
ね
。具
体
的
に
い
え
ば
、「
学
習
」

欄
に
、
そ
の
教
材
・
単
元
で
つ
け
る
べ
き
国
語
の

力
、
指
導
事
項
が
「
目
標
」
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
。そ
し
て
、そ
れ
に「
手
引
き
」が
連
動
し
、「
学

習
の
窓
」
で
よ
り
そ
れ
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
次
へ
つ
な
げ
よ
う
」
で
そ

れ
が
再
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
─
─
と
い
う
形
で
あ

れ
ば
、
そ
の
中
か
ら
取
り
上
げ
る
べ
き
指
導
事
項

を
取
捨
選
択
し
や
す
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

手
引
き
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
読
む
こ
と
の
教

材
で
は「
確
認
し
よ
う
」「
読
み
を
深
め
よ
う
」「
自

分
の
考
え
を
も
と
う
」
な
ど
と
い
う
設
定
で
、
授

業
の
流
れ
が
は
っ
き
り
わ
か
る
見
せ
方
に
す
る
の

も
い
い
で
す
ね
。

髙
木　
「
書
く
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
領
域
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
は
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
の
こ

と
で
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
が
教
師
に
な
っ
た
こ

ろ
は
読
解
が
中
心
で
し
た
。
で
す
か
ら
、む
し
ろ
、

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
領

域
に
関
し
て
は
、
丁
寧
な
学
習
・
指
導
の
ポ
イ
ン

ト
が
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
参
考
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

阿
部　

私
も
、現
場
の
先
生
方
か
ら
、「
書
く
こ
と
」

や
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
で
は
、テ
ー

マ
の
設
定
の
仕
方
や
、そ
の
後
の
手
順
に
つ
い
て
、

も
っ
と
詳
し
い
説
明
が
あ
っ
て
も
い
い
と
い
う

声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
テ
ー
マ
は
こ

う
決
め
れ
ば
い
い
」
と
か
、「
情
報
を
集
め
た
後
、

こ
う
整
理
す
れ
ば
い
い
」
な
ど
と
い
っ
た
手
順
や

方
法
を
図
な
ど
で
丁
寧
に
提
示
し
な
が
ら
、
活
動

の
様
子
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
具
体
的
な
指

導
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
や
す
い
で
し
ょ
う
ね
。

髙
木　

今
、
阿
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
活
動
の

提
示
に
加
え
て
、
モ
デ
ル
に
な
る
例
文
が
ほ
し
い

と
い
う
声
も
ず
い
ぶ
ん
聞
き
ま
す
。
例
文
が
あ
れ

ば
、「
最
後
に
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
る
ん
で
す

よ
」
と
向
か
っ
て
い
く
べ
き
方
向
が
一
目
瞭
然
に

な
り
ま
す
し
、
例
文
に
よ
っ
て
、
活
動
も
た
だ
の

理
屈
で
は
な
く
て
、
つ
け
た
い
力
に
向
け
て
の
活

動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
し
や
す
く
な
る
は

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

髙
木　

い
か
に
多
く
読
書
体
験
を
さ
せ
て
、
子
ど

も
た
ち
を
読
書
好
き
に
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
学
力
向
上
の
面
か
ら
も
と
て
も
意
味
が
あ
り

ま
す
。
教
科
書
で
も
従
来
の
何
倍
も
の
読
書
紹
介

を
し
て
い
く
必
要
は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

阿
部　

子
ど
も
た
ち
は
、
本
当
は
読
書
が
好
き
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、
ど
う
い
う
本
を
読

め
ば
い
い
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
い
い
本
が
わ
か
れ
ば
、
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
買
え
ま
す
か
ら
、
教
科
書
に
あ
る
読
書
案

内
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
で

す
ね
。
新
教
科
書
で
は
、
さ
ら
に
多
く
の
、
厳
選

さ
れ
た
本
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

髙
木　

現
行
の
読
書
案
内
は
、
全
国
の
司
書
や
司

書
教
諭
が
選
ん
だ
も
の
の
中
か
ら
、
よ
り
共
通
性

の
高
い
も
の
を
選
び
出
し
た
リ
ス
ト
に
な
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
つ
ま
り
子
ど
も
た
ち
が
絶
対
喜
ぶ
と

い
う
も
の
を
中
心
に
抽
出
し
て
い
る
か
ら
は
ず
れ

が
非
常
に
少
な
い
。
こ
の
方
向
は
引
き
続
き
進
め

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

阿
部　

国
語
の
先
生
は
、
自
分
の
好
き
な
分
野
の

本
は
読
ん
で
薦
め
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
ど

う
し
て
も
そ
れ
以
外
が
弱
く
な
り
が
ち
で
す
。
読

書
案
内
に
多
様
な
作
家
、文
種
が
入
っ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
志
向
に
あ
っ
た
薦
め
方
が

で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
紹
介
図
書
数

は
ぐ
ん
と
増
や
し
た
い
で
す
ね
。

髙
木　

例
え
ば
文
学
作
品
な
ら
そ
の
作
者
の
他
の

作
品
を
、
説
明
文
で
あ
れ
ば
同
じ
テ
ー
マ
の
作
品

を
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
全
て
の
読
む
教
材

で
や
る
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
工
夫

は
、
生
徒
が
一
人
で
読
書
活
動
を
す
る
際
の
参
考

に
も
な
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
教
材
で
学
ん
だ

こ
と
が
読
書
活
動
で
生
き
て
く
る
は
ず
で
す
。
つ

ま
り
、
精
読
と
多
読
と
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
仕
掛
け

ら
れ
て
い
る
の
が
理
想
形
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

─
現
場
に
は
、
幅
広
い
年
齢
層
の
先
生
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
教
科
書
は
一
種
類
し
か
作

れ
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
先
生
に
も
使
い
や
す
く
、
満

足
し
て
い
た
だ
け
る
教
科
書
と
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
そ
の
理
想
像
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

阿
部　

今
年
か
ら
教
師
に
な
っ
た
ば
か
り
の
二
十

代
か
ら
、
四
十
代
、
五
十
代
の
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
に
経
験
値
の
異
な
る
先
生
方
が
い
ら

し
ゃ
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
教
科
書
は
全
て
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ど
ち
ら
を
規
準
に
据
え
れ
ば
い
い
か
と
い
う

と
、
当
然
、
経
験
の
浅
い
先
生
が
ス
ト
レ
ス
な
く

使
え
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

髙
木　

特
に
、
新
人
の
先
生
が
、
ど
う
い
う
ふ
う

に
授
業
を
組
み
立
て
て
い
け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら

な
い
と
き
に
、
教
科
書
の
一
つ
一
つ
の
活
動
指
示

は
参
考
に
な
り
ま
す
。
慣
れ
て
き
た
ら
、
軽
重
を

つ
け
る
な
り
、
省
略
す
る
な
り
し
て
い
け
ば
い
い

ん
で
す
。
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
何
か
を
生
み
出

す
の
は
大
変
で
す
が
、
あ
る
も
の
を
も
と
に
料
理

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
簡
単
で
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理
想
の
教
科
書
と
は

丁
寧
さ
や 

わ
か
り
や
す
さ
は
、

生
徒
の
学
習
意
欲
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

髙
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

授
業
や
活
動
の
流
れ
を
は
っ
き
り
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
科
書
が
望
ま
し
い
で
す
ね
。

阿
部
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光
村
図
書
出
版
に
お
け
る
中
学
校
の
国
語
教

科
書
は
一
九
五
二
年
に
お
け
る
垣か
い

内と
う

松ま
つ

三ぞ
う

（
※
１
）

著
『
中
等
新
国
語
』
文
学
編
（
各
学
年
上
下
巻
）・

言
語
編
（
各
学
年
一
巻
）
の
刊
行
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
教
科
書
を
第
一
次

と
数
え
る
な
ら
ば
、
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た

現
行
の
『
国
語
』
は
第
二
十
次
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
半
世
紀
余
の
間
、
光
村
の
教
科
書
は
、
創

刊
か
ら
の
分
冊
構
成
に
始
ま
り
、
一
九
五
九
年
以

降
の
学
年
一
冊
構
成
へ
の
移
行
と
い
う
体
様
の
変

化
に
加
え
、
学
習
指
導
要
領
の
規
程
に
よ
る
中
学

校
三
年
間
の
国
語
の
授
業
時
数
を
反
映
し
て
（
最

大
五
二
五
時
間
＝
六
九
年
版
〜
最
小
三
五
〇
時
間

＝
九
八
年
版
）、ペ
ー
ジ
数
も
最
大
の
三
八
三
ペ
ー

ジ
（
七
二
・
七
五
年
版
）
か
ら
、
Ｂ
５
判
へ
と
移

行
し
た
現
行
教
科
書
の
二
六
九
ペ
ー
ジ
ま
で
の
幅

が
あ
り
ま
す
。

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

阿
部　

時
系
列
に
従
っ
て
い
く
の
も
可
能
。
生
徒

の
実
態
や
残
っ
た
時
数
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
取

捨
選
択
し
た
り
一
部
を
組
み
替
え
た
り
と
い
う
こ

と
も
可
能
。
ど
ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
の
が
、
全

国
ど
の
地
域
で
も
使
い
や
す
い
良
い
教
科
書
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
丁
寧
で
誰
も
が
使
い
や
す
い
と

い
う
こ
と
が
、
国
語
の
教
科
書
と
し
て
望
ま
し
い

こ
と
で
し
ょ
う
。

髙
木　

さ
ら
に
、
ペ
ー
ジ
を
開
け
ば
、
そ
の
教
材

で
や
る
こ
と
が
ま
ず
視
覚
的
に
パ
ッ
と
理
解
で
き

る
、
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ
も
必
要
で
す
。
内
容

も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
そ
う
し
た
レ
イ
ア
ウ

ト
面
で
の
工
夫
も
こ
れ
か
ら
と
て
も
大
切
な
要
素

に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
先
生
方
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
教
科
書

と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も

分
か
り
や
す
い
教
科
書
と
い
え
ま
す
。
今
、
主
体

的
な
学
び
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
丁
寧
さ
や

わ
か
り
や
す
さ
は
、
生
徒
の
学
習
意
欲
に
も
大
き

く
関
わ
っ
て
く
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

─
現
在
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
十
四
）
年
度
用
の

新
版
教
科
書
は
検
定
提
出
中
で
す
が
、
さ
ら
に
ご

指
導
し
や
す
い
教
科
書
を
目
指
し
て
編
集
を
進
め

て
参
り
ま
し
た
。

　
新
し
い
教
科
書
に
、
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

ず
で
す
。

　

ま
た
、
例
文
が
あ
れ
ば
、
生
徒
だ
け
で
も
活
動

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
丁
寧
な
活
動
指
示
と
例
文

と
を
セ
ッ
ト
で
示
す
こ
と
で
、
き
わ
め
て
効
果
的

な
教
材
化
が
図
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

阿
部　

ア
ン
ケ
ー
ト
❺
で
も
わ
か
り
ま
す
が
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
教
材
で
は
、
時
間
が
な

い
の
で
短
く
や
り
た
い
と
い
う
先
生
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
一
方
で
、
も
っ
と
丁
寧
に
発
展
さ
せ
た
い

と
い
う
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
発
展
さ
せ

る
た
め
の
テ
ー
マ
も
た
く
さ
ん
提
示
し
て
あ
れ
ば

さ
ら
に
い
い
で
す
ね
。
さ
ま
ざ
ま
に
先
生
方
が
指

導
の
仕
方
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
も
、
教
科
書
の
大
事
な
要
素
で
す
ね
。

髙
木　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
の
指
導
方
法
と
付

き
合
わ
せ
な
が
ら
、「
こ
れ
は
教
科
書
の
や
り
方
、

こ
っ
ち
は
私
の
や
り
方
で
」
と
い
う
選
択
が
で
き

れ
ば
、
指
導
の
幅
も
広
が
る
で
し
ょ
う
ね
。
自
分

な
り
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
の
も
可
能
だ
し
、
教
科
書

に
沿
っ
て
い
け
ば
、
自
然
に
授
業
が
組
み
立
て
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、ど
ん
な
先
生
方
に
と
っ
て
も
、

と
て
も
使
い
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

阿
部　

そ
う
し
た
各
教
材
ご
と
の
「
丁
寧
さ
」
に

加
え
、
一
年
間
に
つ
け
る
力
が
丁
寧
に
系
統
だ
て

ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
を
俯
瞰
で
き
る
教
科

書
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
各
教

材
・
単
元
の
「
目
標
」
や
「
学
習
の
窓
」
を
並
べ

て
み
る
と
、
分
野
ご
と
に
系
統
が
く
っ
き
り
と
見

え
て
く
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
教
科
書
の
配
列
に

従
っ
て
指
導
を
行
っ
て
い
け
ば
し
っ
か
り
力
が
つ

け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
先
生
に
と
っ
て

も
あ
り
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

髙
木　

も
ち
ろ
ん
軽
重
を
付
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
が
、
そ
の
ま
ま
の
順
番
で
時
系
列
に
従
っ
て
教

え
て
い
け
れ
ば
自
然
と
力
が
つ
く
と
い
う
構
成
で

す
ね
。
そ
れ
は
、
先
生
方
の
負
担
を
大
き
く
軽
減
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光
村
の「
国
語
」─
軌
跡
を
振
り
返
る

｢

新
し
い
灯
」
を
求
め
続
け
て

甲か

斐い

雄ゆ
う

一い
ち

郎ろ
う 

筑
波
大
学
教
授

二
十
次
・
六
十
年
余
の
変
遷

甲斐雄一郎
　1957年兵庫県生まれ。筑波大学
大学院人間総合科学研究科教授。
主な著書に『国語科の成立』（東洋
館出版社）、共編著に『国語科教育
学研究の成果と展望』（明治図書）
など。

※１　垣内松三
（1878 –1952）

　 国 語 教 育 学 者、 国 文 学 者。
岐阜県出身。東京高等師範学
校教授。独自の形象理論と解
釈 学 で、 日 本 の 国 語 教 育 に
初 め て 理 論 的 体 系 を 与 え た。
1952年に光村図書が初めて刊
行した中学校国語教科書の代
表著者。著作に『国語の力』『形
象論序説』など。

◀
光
村
図
書	「
国
語
」教
科
書
の
変
遷

※
主
な
改
訂
年
度
と
、
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
作
品
。

「青い鳥」モーリス・メーテルリンク
「道程」高村光太郎
「弟子」中島　敦

「少年の日の思い出」ヘルマン・ヘッセ
「オツベルと象」宮澤賢治
「屋根の上のサワン」井伏鱒二

※
光
村
図
書
が
初
め
て
刊
行
し
た
中
学

校
の
国
語
教
科
書
。
文
学
編
（
一
上

下
〜
三
上
下
）・
言
語
編
（
一
〜
三
）

の
九
分
冊
と
な
っ
て
い
た
。

アンケート❺　「話すこと・聞くこと」「書くこと」の教材の数・
内容の重さはどの程度が望ましいと思われますか。

ア　教材数は少なくてよいから、一つの活動にしっかり
時間をかけられる形が望ましい。
イ　１・２時間程度でできる小

さめの教材（練習的・コラム
的な教材など）がたくさん位
置づいている形が望ましい。
ウ　ア（重め）とイ（軽め）の

教材が適度に位置づいている
形が望ましい。
エ　その他

ア
18％

イ
22％

ウ
60％
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こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
、
そ
し
て
国

語
教
科
書
に
関
す
る
変
動
は
小
さ
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
光
村
図
書
の
編
集
方
針
の
上
で
は
、

一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
理
念
が
あ
り
ま
す
。

本
稿
で
は
、
各
学
年
一
冊
構
成
に
な
っ
た
五
九
年

の
第
五
次
以
降
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
そ
の
理
念

の
一
つ
で
あ
る
、
教
科
書
に
お
け
る
「
自
主
的
な

学
習
」
の
支
援
の
あ
り
方
を
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

第
五
次
教
科
書
か
ら
垣
内
に
代
わ
っ
て
代
表
編

者
と
な
っ
た
石い
し

森も
り

延の
ぶ

男お

（
※
２
）
は
、
そ
の
最
初

の
教
科
書
の
編
纂
趣
意
書
冒
頭
に
、

と
い
う
文
に
始
ま
る
「
新
し
い
灯
」
と
い
う
文
章

を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

石
森
は
そ
こ
で
、
編
集
に
際
し
て
の
「
く
ふ
う

も
苦
心
も
」
教
科
書
に
お
け
る
「
自
主
的
な
学

習
」
の
支
援
の
あ
り
方
に
あ
っ
た
旨
を
述
べ
た
上

で
、
次
の
よ
う
な
理
想
を
述
べ
て
結
ん
で
い
ま
す
。

　

単
元
に
つ
い
て
は
、「
①
そ
こ
で
め
ざ
す
言
語

能
力
は
な
に
か
、
②
そ
の
た
め
に
必
要
な
学
習
活

動
（
ま
た
は
文
章
形
態
）
は
な
に
か
、
③
そ
れ
ら

を
通
し
て
追
究
さ
れ
る
べ
き
内
容
的
価
値
は
な
に

か（
人
間
形
成
の
う
え
に
い
か
に
寄
与
す
べ
き
か
）

の
三
つ
の
要
素
を
統
一
し
た
も
の
」（
六
九
年
版

編
纂
趣
意
書
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
定
義
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
教
科
書
を
単
元
に
よ
っ
て
構

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
言
語
活
動
を
自

然
で
効
果
的
な
も
の
と
し
て
組
織
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。

　

第
一
期
で
は
、
七
五
年
の
第
十
次
に
い
た
る
ま

で
各
学
年
を
十
一
単
元
で
構
成
す
る
方
針
で
一
貫

し
て
い
ま
す
。
編
纂
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、「
一
か

月
一
単
元
あ
て
と
し
て
教
員
側
に
つ
い
て
は
計
画

の
立
案
や
進
度
の
調
整
の
便
宜
を
は
か
り
、
生
徒

側
に
つ
い
て
は
、
一
ま
と
ま
り
の
学
習
を
継
続
す

る
こ
と
の
意
味
と
そ
の
適
切
な
持
続
時
間
を
考
慮

し
た
結
果
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

な
か
で
も
、
特
に
「
自
主
的
な
学
習
」
を
促
す

た
め
の
工
夫
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
、
学
習
の

て
び
き
、
こ
と
ば
の
練
習
、
新
出
漢
字
、
注
意
す

べ
き
語
句
、
読
書
案
内
な
ど
の
提
示
に
加
え
て
、

単
元
名
の
付
け
方
と
単
元
構
成
の
あ
り
方
で
す
。

す
な
わ
ち
単
元
名
に
よ
っ
て
そ
の
単
元
の
学
習
の

目
標
や
方
向
を
示
唆
し
、
扉
ペ
ー
ジ
の
「
ま
え
が

き
」
で
、
生
徒
が
何
の
た
め
に
、
何
を
、
ど
の
よ

　

こ
こ
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
光
村
の
国
語
教
科

書
の
展
開
の
歴
史
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、

生
徒
の
「
自
主
的
な
学
習
」
を
促
し
支
援
す
る
こ

と
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
光
村
図
書
が
こ
の
課
題
に
ど
う
取

り
組
み
、
教
科
書
に
お
い
て
ど
う
実
現
し
て
き
た

の
か
、
二
期
に
分
け
て
概
観
し
て
い
き
ま
す
。

第
一
期
（
一
九
五
九
〜
八
〇
年
）

　

第
一
期
は
、
三
〜
四
年
ご
と
に
新
版
・
改
訂
版

が
刊
行
さ
れ
、
七
八
年
に
至
る
ま
で
七
種
が
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、
教
科
書
の
名
称
は
、

垣
内
松
三
が
代
表
著
者
を
務
め
た
第
四
次
ま
で
の

『
中
等
新
国
語
』
を
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
単
元

で
教
科
書
を
構
成
す
る
と
い
う
方
針
も
踏
襲
し
て

い
ま
す
。

う
に
学
習
す
る
の
か
理
解
し
、
学
習
計
画
を
立
て

る
指
針
と
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

六
六
年
版
の
第
一
学
年
第
三
単
元
「
め
あ
て
に

し
た
が
っ
て
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
単
元

に
お
け
る
重
点
目
標
は
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
に

置
か
れ
、
以
下
の
三
種
の
教
材
か
ら
成
り
ま
す
。

　

こ
の
単
元
の
扉
に
記
さ
れ
た
「
ま
え
が
き
」
は

次
の
通
り
で
す
。

　

こ
の
構
成
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
期
の
単

元
構
成
は
「
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
学
習
も
そ
れ
だ
け
で
単
独
の
単
元
を
構
成
す
る

1819

石
森
延
男
の
掲
げ
た
理
念

単
元
構
成
の
工
夫

『
自
主
的
な
学
習
』
と
い
う
こ
と
が
、
教
育

全
体
の
合
こ
と
ば
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
て

か
ら
、
十
年
あ
ま
り
、
よ
う
や
く
そ
の
実

が
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　
幸
い
に
本
書
が
取
り
扱
わ
れ
て
、
子
ど

も
た
ち
の
学
習
上
の
影
響
を
観
察
し
て
も

ら
い
、
長
所
と
短
所
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
た
だ
い
た
な
ら
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教

科
書
文
化
の
上
に
新
し
い
灯
を
か
か
げ
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
せ
め
て

そ
の
土
台
に
で
も
な
っ
た
ら
、
本
書
の
誕

生
も
意
味
あ
る
こ
と
と
考
え
る
次
第
で
す
。

　
（
一
）
平へ
い

頭と
う

も
り
の
話
（
説
明
文
）

　
（
二
）
報
告
や
記
録
の
文
章
を
書
こ
う

　
（
三
）
手
紙
を
書
こ
う

　

わ
た
し
た
ち
は
、
外
出
す
る
場
合
、
目
的

地
や
用
件
に
よ
っ
て
、
道
順
や
乗
り
物
の
こ

と
を
考
え
る
だ
ろ
う
。

　

文
章
を
書
く
場
合
も
、
そ
れ
と
似
て
い
る
。

め
あ
て
に
し
た
が
っ
て
、
書
き
ぶ
り
を
く
ふ

う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
平
頭
も
り
の
話
」

は
、
ど
ん
な
め
あ
て
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
。

　

ま
た
、
わ
た
し
た
ち
が
、
研
究
の
方
法
や

記
録
を
書
い
た
り
、
手
紙
を
書
い
た
り
す
る

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
め
あ
て
に
し
た
が
っ
て
、

ど
う
書
い
た
ら
い
い
か
、く
ふ
う
し
て
み
よ
う
。

※２　石森延男（1897 –1987）
　国語教育学者・児童文学者。北海道生まれ。1947年、文部省図書監修官と
して最初の『学習指導要領 国語科編』、最後の国定教科書編集に携わる。59
年から光村図書中学校国語教科書の代表編者。小説に『コタンの口笛』など。

（昭和59）
年度版

1984

「わたしを束ねないで」新川和江
「夏の花（抄）」原　民喜
「冒険の精神」羽仁　進

（昭和41）
年度版

1966

「故郷」魯　迅
「モゴール族探検記」梅棹忠夫
「落葉」ポール・ヴェルレーヌ

（昭和56）
年度版

1981

「赤い実」井上　靖
「法隆寺を支えた木」小原二郎
「子馬」ミハイル・ショーロホフ

（昭和37）
年度版

1962

「片耳の大しか」椋　鳩十
「走れメロス」太宰　治
「魔術」芥川龍之介

（昭和47）
年度版

1972

「フシダカバチの秘密」アンリ・ファーブル
「一切れのパン」Ｆ・ムンティアヌ
「サーカスの馬」安岡章太郎

（昭和34）
年度版

1959

「坊ちゃん」夏目漱石
「アンの告白」L . M . モンゴメリー
「山頂から」小野十三郎

※
各
学
年
一
冊
と
な
る
。



光
村
の

「
国
語
」教
科
書

針
路
と
軌
跡

特
　
集

の
で
は
な
く
、「
読
む
こ
と
」
の
学
習
と
組
み
合

わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
報
告
や

記
録
、
手
紙
な
ど
を
書
く
た
め
の
指
導
事
項
を
具

体
的
な
例
と
と
も
に
示
し
、
ま
た
読
む
こ
と
の
教

材
が
、
書
く
こ
と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
自

発
的
な
学
習
に
際
し
て
の
見
本
と
し
て
の
機
能
も

担
っ
て
い
た
の
で
す
。

第
二
期
（
一
九
八
一
年
〜
）

　

第
二
期
は
八
一
年
刊
行
の
第
十
二
次
以
降
に
始

ま
り
ま
す
。
こ
の
時
以
降
、
教
科
書
名
は
『
国

語
』
と
な
り
、
表
紙
に
編
者
名
は
記
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
単
元
構
成
は
第
十
二
・
十
三
次

の
二
種
が
各
学
年
八
単
元
構
成
、
八
七
年
刊
行
の

第
十
四
次
以
降
が
お
お
む
ね
各
学
年
七
単
元
構
成
、

二
〇
〇
二
年
刊
行
の
第
十
九
次
の
み
六
単
元
構
成

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
か
月
一
単
元
構
成
の
あ
り
方
か
ら
の
転
換

は
、
前
期
最
後
の
教
科
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
七
八
年
刊
行
の
第
十
一
次
に
す
で
に
認
め
ら
れ

ま
す
。
転
換
の
要
因
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
そ

の
前
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、

中
学
三
年
間
の
国
語
科
授
業
時
数
が
そ
れ
ま
で
の

五
二
五
時
間
か
ら
四
五
五
時
間
に
ま
で
減
少
し
た

と
い
う
事
情
で
す
。
し
か
し
単
元
数
の
減
少
は
、

そ
う
し
た
外
的
要
因
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は

な
く
、
表
現
活
動
の
独
立
・
充
実
と
、「
総
合
単
元
」

の
設
置
と
い
う
内
的
要
因
も
重
要
で
す
。

　
「
書
く
こ
と
」、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

学
習
を
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
と
関
連
さ
せ
た
場

合
、
指
導
事
項
が
先
行
し
た
文
例
主
義
に
な
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
方
法

の
意
義
は
、
前
期
の
教
科
書
で
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
り
ま
す
し
、
第
二
期
の
教
科
書
に
お
い
て

も
読
む
こ
と
と
の
関
連
は
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
第
二
期
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
書
く
こ

と
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
指
導
事
項
の
具
体

化
で
す
。
す
な
わ
ち
取
材
、
主
題
の
明
確
化
、
構

想
・
構
成
、
叙
述
な
ど
、
表
現
過
程
に
即
し
て
課

題
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
メ
モ
や
カ
ー
ド
を
用

い
た
学
習
の
手
順
・
方
法
を
例
示
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
す
べ
て
が
読
む
こ

と
の
学
習
と
の
間
に
連
携
を
と
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
単
元
と
は
別
の
項
目
と

し
て
表
現
に
関
す
る
教
材
が
独
立
す
る
こ
と
に
な

り
、
第
二
期
で
は
国
語
教
科
書
の
重
要
な
構
成
要

素
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
八
一
年
版
の
一
年
を
見
て
み
る
と
、

十
の
単
元
と
は
別
に
、
三
つ
の
表
現
教
材
が
独
立

し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
教
材
化
も
ま
た
、
生
徒
に
よ
る
「
自

主
的
な
学
習
」
支
援
の
具
体
的
な
展
開
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

総
合
単
元
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
第
五
次
の
編

纂
趣
意
書
で
、
石
森
の
「
子
ど
も
た
ち
の
学
習
上

の
影
響
を
観
察
し
て
も
ら
い
、
長
所
と
短
所
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
い
た
な
ら
」
と
い
う
呼
び

か
け
に
応
じ
て
、
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
声
に
こ

た
え
た
形
で
設
置
さ
れ
た
単
元
で
す
。
そ
の
結
果
、

各
学
年
に
主
題
追
究
型
の
単
元
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
八
一
年
版
一
年
第
七
単
元
で
は
、「
日

本
を
考
え
る
」
と
い
う
単
元
名
の
下
、「
緑
と
青

の
自
然
」「
川
と
人
間
」「
時
候
の
あ
い
さ
つ
（
参

考
）」
と
い
う
評
論
、
説
明
、
随
筆
を
並
べ
主
題

を
追
究
す
る
と
と
も
に
、
手
び
き
で
、
学
習
課
題

の
設
定
、
必
要
な
資
料
の
選
択
、
課
題
達
成
の
た

め
の
見
通
し
に
つ
い
て
四
例
を
上
げ
な
が
ら
指
導

者
の
創
意
工
夫
と
生
徒
の
積
極
的
な
参
加
に
よ
る

学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た

「
自
主
的
な
学
習
」
支
援
の
一
つ
の
典
型
例
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

第
二
期
教
科
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
学

習
方
法
の
具
体
化
、
学
習
計
画
立
案
を
柔
軟
化
し

た
構
造
で
「
自
主
的
な
学
習
」
を
実
現
し
よ
う
と

し
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
国
語
教
科
書
文
化
の
上
に
新
し
い
灯
を
か
か

げ
る
」
こ
と
を
悲
願
と
す
る
石
森
延
男
が
大
切
に

し
た
こ
と
は
、「
自
主
的
な
学
習
」
支
援
が
可
能

な
教
科
書
の
刊
行
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
光
村
の
中
学
校
国
語
教
科
書
は
そ
の
た

め
の
方
法
と
し
て
、
単
元
構
成
、
ま
た
学
習
過
程

の
具
体
化
、
そ
し
て
課
題
設
定
お
よ
び
探
求
過
程

経
験
の
設
定
を
開
拓
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は

今
後
も
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
現
行
版
以
降
、
国
語
科
の
課
題
と
し

て
ま
す
ま
す
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
学
習
の

リ
ア
リ
テ
ィ
の
保
障
と
も
い
え
る
、
他
教
科
と
国

語
科
と
の
往
還
、
子
ど
も
の
生
活
と
学
習
と
の
往

還
な
ど
の
問
題
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
科
書

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
に
お
け
る
「
自
主

的
な
学
習
」
の
実
現
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

　

石
森
が
か
か
げ
た
「
新
し
い
灯
」
は
、
こ
れ
か

ら
も
な
お
求
め
ら
れ
続
け
て
い
く
で
し
ょ
う
。

2021

学
習
過
程
の
具
現
化

「
新
し
い
灯
」
を
求
め
て

　
〈
表
現
１
〉
わ
た
し
を
知
っ
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
題
材
を
求
め
て

　
〈
表
現
２
〉
友
達
に
知
ら
せ
た
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
構
想
を
立
て
て

　
〈
表
現
３
〉
心
に
残
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
具
体
的
に
表
現
す
る

（平成24）
年度版

2012
（平成9）
年度版

1997

「野原はうたう」工藤直子
「そこまで飛べたら」安東みきえ
「遠く、でっかい世界」椎名　誠

（平成18）
年度版

2006

「にじの見える橋」杉　みき子
「さっき」伊集院　静
「江戸からのメッセージ」杉浦日向子

（平成5）
年度版

1993

「北の国から」倉本聰
「六月の蠅取り紙」ねじめ正一
「握手」井上ひさし

（平成14）
年度版

2002

「ゼブラ」ハイム・ポトク
「モアイは語る」安田喜徳
「アラスカとの出会い」星野道夫

（昭和62）
年度版

1987

「大人になれなかった弟たちに……」米倉斉加年
「ちょっと立ち止まって」桑原茂夫
「字のないはがき」向田邦子

※
判
型
が
、
従
来
の
Ａ
５
か
ら

Ｂ
５
と
大
判
化
。


