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！

CO
N

TEN
TS

　
グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
代
社
会
で
は
、
自
分
と

違
っ
た
文
化
的
背
景
を
も
つ
人
々
と
の
お
つ

き
あ
い
の
機
会
が
増
え
る
。
私
も
ほ
ん
の
ひ

と
月
の
間
だ
が
、
久
し
ぶ
り
に
中
国
の
北
京

へ
行
っ
て
い
た
。
異
文
化
が
出
会
う
と
き
、

意
外
に
重
要
な
の
が
、「
乾
杯
」
だ
。
ち
な

み
に
「
乾
杯
」
は
中
国
語
だ
と
「
干か
ん

杯ぺ
い

」
と

い
う
。

　
ち
ょ
っ
と
面
白
い
の
が
、
真
ん
中
に
料
理

を
置
い
て
回
し
て
と
り
わ
け
る
方
式
の
、
あ

の
中
華
料
理
用
の
丸
テ
ー
ブ
ル
で
の
乾
杯
。

「
か
ん
ぺ
ー
い
」
と
い
う
と
き
に
、
料
理
を

載
せ
る
、
真
ん
中
の
く
る
く
る
回
る
と
こ
ろ

（
ガ
ラ
ス
の
こ
と
が
多
い
）
に
、
み
ん
な
自

分
の
グ
ラ
ス
を
当
て
る
の
だ
。
遠
く
の
人
と

グ
ラ
ス
を
合
わ
せ
る
た
め
に
よ
ろ
よ
ろ
と
立

ち
上
が
っ
た
り
し
な
く
て
も
よ
い
、
乾
杯
の

カ
チ
ン
と
い
う
の
が
真
ん
中
の
回
る
と
こ
ろ

を
介
し
て
全
員
に
伝
わ
り
あ
う
と
い
う
寸
法

で
あ
る
。
い
わ
ば
振
動
同
時
伝
達
方
式
の
乾

杯
だ
。

　
食
事
内
で
の
位
置
づ
け
も
違
う
。
日
本
で

は
乾
杯
は
だ
い
た
い
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

儀
式
的
に
そ
ろ
っ
て
飲
む
。
し
か
し
、
い
っ

た
ん
乾
杯
す
る
と
あ
と
は
比
較
的
自
由
に
め

い
め
い
好
き
勝
手
に
飲
ん
で
い
く
。
私
な
ど

は
料
理
を
堪
能
し
つ
つ
ち
び
り
ち
び
り
飲
む

の
が
好
き
だ
。
一
方
、
中
国
で
は
何
か
の
度

に
、
同
時
に
グ
ラ
ス
を
干
す
よ
う
な
「
食
事

途
中
で
動
き
を
合
わ
せ
て
の
乾
杯
」
を
よ
く

す
る
。本
当
に
杯
を
空
け
る
文
字
通
り
の「
乾

杯
」
と
な
る
こ
と
も
多
い
。
漢
詩
で
出
て
く

る
「
君
に
勧
む
、
更
に
尽
く
せ
一
杯
の
酒
」

な
ど
と
い
う
の
は
、
今
の
日
本
風
に
め
い
め

い
ち
び
り
ち
び
り
飲
ん
で
「
さ
あ
さ
あ
、
も

う
一
杯
」
と
い
う
感
じ
な
の
か
、
今
の
中
国

風
に
「
動
き
を
合
わ
せ
た
乾
杯
」
で
同
時
に

ぐ
い
っ
と
飲
ん
で
し
ま
う
「
一
杯
の
酒
」
な

の
か
、
ど
っ
ち
の
飲
み
方
な
の
だ
ろ
う
。

　
儀
礼
的
な
乾
杯
の
姿
勢
も
違
う
。
日
本
は

グ
ラ
ス
を
高
く
上
げ
て
頭
を
少
し
下
げ
て
お

辞
儀
を
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
一

方
、
中
国
で
は
、
グ
ラ
ス
を
相
手
よ
り
下
げ

よ
う
と
す
る
。
日
本
風
と
中
国
風
が
一
緒
に

な
る
と
杯
が
合
わ
な
い
わ
け
で
、
少
し
と
ん

ち
ん
か
ん
に
な
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ

ば
、
そ
れ
ぞ
れ
発
想
が
違
う
だ
け
で
相
手
へ

の
敬
意
は
同
じ
で
あ
る
。
日
本
風
は
わ
が
頭

を
下
げ
、
相
手
と
の
接
点
と
な
る
グ
ラ
ス
は

高
く
掲
げ
る
。
中
国
風
は
「
我
」
が
グ
ラ
ス

の
高
さ
に
象
徴
さ
れ
、
相
手
よ
り
下
に
グ
ラ

ス
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
謙
遜
を
表
す
。

　
か
く
し
て
乾
杯
に
乾
杯
を
重
ね
つ
つ
、
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
食
し
た
ひ
と
月
で
あ
っ
た
。

ア
ヒ
ル
、
ガ
チ
ョ
ウ
、
ソ
ウ
ギ
ョ
、
ザ
リ
ガ

ニ
、
カ
エ
ル
、
ワ
ニ
、
ロ
バ
、
羊
、
馬
…
…
。

さ
す
が
は
中
華
料
理
。
ビ
ー
ル
も
あ
っ
さ
り

味
で
ど
ん
ど
ん
飲
ん
で
し
ま
う
。
気
づ
い
た

時
に
は
体
型
が
微
妙
に
変
わ
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
い
か
ん
、
体
が
心
配
だ
。
│
│
お

お
、
で
は
、
健
康
を
祈
っ
て
、
さ
あ
、
か
ん

ぺ
ー
い
⁉
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

東京都生まれ。翻訳家。主な訳
書に，エミリー・ブロンテ『嵐が丘』，
ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』，
J.M.クッツェー『恥辱』『遅い男』
ほか多数。文芸評論家，エッセイス
トとしても活躍し，『翻訳のココロ』
（ポプラ社），『孕むことば』（中央
公論社），『明治大正　翻訳ワン
ダーランド』（新潮社），『全身翻訳
家』『翻訳教室—はじめの一歩』

（以上，筑摩書房），『熟成する物
語たち』（新潮社）など，多数の著
書がある。

　

東
京
は
猛
暑
が
つ
づ
く
。
仕
事
用
の
書
棚
と

ピ
ア
ノ
を
お
い
た
半
地
下
の
部
屋
に
も
、
カ
ー

テ
ン
の
な
い
天
窓
か
ら
陽
が
射
し
こ
み
、
ピ
ア

ノ
の
鍵
盤
を
ま
ぶ
し
く
照
ら
し
て
い
る
。
そ
こ

で
娘
が
ワ
ル
ツ
曲
の
譜
面
と
に
ら
め
っ
こ
し
な

が
ら
、
ペ
ダ
ル
と
格
闘
中
だ
。
幼
い
彼
女
は
ま

だ
ペ
ダ
ル
を
う
ま
く
操
作
で
き
な
い
。
音
が
き

れ
い
に
響
か
な
い
箇
所
を
何
度
も
弾
き
直
し
て

い
る
。

　
「
ピ
ア
ノ
の
ペ
ダ
ル
は
、
絵
で
い
っ
た
ら
違

う
色
と
色
を
き
れ
い
に
混
ぜ
あ
わ
せ
る
働
き
が

あ
る
ね
。
ま
っ
た
く
別
の
美
し
い
音
が
生
ま
れ

て
く
る
。
で
も
、
絵
の
具
と
一
緒
で
、
き
ち
ん

と
使
わ
な
い
と
た
だ
の
濁
っ
た
音
に
な
っ
て
し

ま
う
」

　

絵
を
描
く
の
が
好
き
な
娘
に
、
以
前
、
先
生

は
そ
う
説
い
て
い
ら
し
た
。

　
「
き
れ
い
な
日
本
語
を
使
い
ま
し
ょ
う
」
と

い
う
言
い
方
が
あ
る
。
翻
訳
家
志
望
者
た
ち
の

な
か
に
も
、「
き
れ
い
に
訳
し
た
い
」「
訳
文
を

き
れ
い
に
磨
き
た
い
」
と
希
望
し
て
く
る
人
が

い
る
。
さ
て
、「
き
れ
い
な
日
本
語
」「
き
れ
い

な
こ
と
ば
」
と
言
う
と
き
の
「
き
れ
い
」
と
は

な
ん
だ
ろ
う
か
？

　

も
ち
ろ
ん
、
文
法
や
語
法
や
漢
字
や
そ
の
遣

い
方
な
ど
に
誤
り
が
な
い
と
い
う
技
術
的
な
こ

と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
が
違
っ
て
し

ま
う
と
、
そ
も
そ
も
伝
え
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら

な
い
。

　

先
日
、
テ
レ
ビ
の
討
論
会
で
論
敵
に
対
し
、

「
あ
、
あ
な
た
ね
、
そ
ん
な
勝
手
な
憶
測
で
も

の
を
言
わ
れ
る
と
、
わ
た
し
と
し
て
も
大
変
心

苦
し
い
よ
」
と
憤
っ
て
い
る
人
が
い
て
、
一
瞬

き
ょ
と
ん
と
し
た
。

　

現
在
「
心
苦
し
い
」
は
│
│
念
の
た
め
日
本

国
語
大
辞
典
を
引
け
ば
│
│
「
自
分
の
心
が
苦

し
く
感
じ
る
ほ
ど
、
切
実
に
相
手
を
気
づ
か
う

感
情
を
い
う
」
の
で
あ
り
、
お
の
れ
よ
り
先

ず
「
他
者
を
思
う
」
と
い
う
要
素
が
必
要
に
な

る
。
こ
の
発
言
者
は
、
心
の
貧
し
げ
な
相
手
を

思
い
や
っ
て
胸
が
痛
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
あ
え
て
私
に
受
難
を
与
え
て
く
だ
さ
り
恐

縮
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
言
い
た
い
の
か
？　

威

嚇
す
る
よ
う
に
始
ま
っ
た
文
章
が
、
最
後
に
は

人
間
愛
と
謙
虚
さ
の
同
居
す
る
も
の
に
な
っ
て

い
て
、
な
ん
だ
か
文
学
的
（
？
）
で
あ
る
。
異

質
な
も
の
同
士
が
ぶ
つ
か
っ
た
衝
撃
の
妙
味
が

あ
る
。

　

実
際
は
た
ん
に
「
遺
憾
だ
！
」
と
啖た
ん

呵か

を
切

り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
心
苦
し
い
」

の
用
法
は
ズ
レ
て
い
る
か
ら
「
き
れ
い
な
日
本

語
」
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

わ
た
し
に
は
「
き
た
な
い
日
本
語
」「
濁
っ
た

日
本
語
」
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
詩
人
の

穂ほ

村む
ら

弘ひ
ろ
し

は
「
人
は
切
羽
詰
ま
る
と
詩
人
に
な

る
」
と
言
っ
て
お
り
、
心
の
奥
底
の
泉
水
か
ら

湧
き
出
て
き
た
こ
と
ば
は
、
と
き
に
不
思
議
な

耀か
が
や

き
を
も
つ
。
こ
う
し
た
間
違
い
を
、
仏
文

学
者
の
故
・
平
岡
篤と
く

頼よ
し

は
「
誤
訳
の
ポ
エ
ジ
ー
」

と
呼
ん
だ
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
デ
ー
ア
・
ロ
ー

ア
ー
は
あ
る
劇
の
脚
本
を
、
徹
底
し
て
語
順
の

破
壊
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
。
和
訳
す

れ
ば
、「
だ
め
だ
と
言
わ
な
か
っ
た
か
？　

断

じ
て　

ふ
さ
わ
し
く　

真
っ
当
な　

父
親
に　

そ
ん
な
こ
と
は
」
と
い
っ
た
具
合
だ
。
真
っ
当

に
書
け
ば
「
父
親
に
ふ
さ
わ
し
い
真
っ
当
な
人

間
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
だ
め
だ
と
言
わ
な

か
っ
た
か
？
」
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー

ア
ー
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
創
り
あ
げ
た

演
技
シ
ス
テ
ム
を
、
芝
居
中
の
「
作
ら
れ
た
自

然
さ
」
と
し
て
嫌
い
、
脚
本
と
い
う
こ
と
ば
の

構
築
物
が
あ
く
ま
で
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
、
語

順
を
壊
す
こ
と
で
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。
母
国

語
愛
の
強
い
ド
イ
ツ
で
こ
の
文
章
を
「
美
し
い

国
語
」
と
呼
ぶ
ド
イ
ツ
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ

う
が
、
切
実
な
破
壊
を
う
け
た
こ
と
ば
に
、
わ

た
し
は
一
種
の
詩
の
響
き
を
感
じ
る
。

　
「
き
れ
い
な
訳
文
を
書
き
た
い
」「
日
本
語
を

磨
き
た
い
」「
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
で
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
た
び
に
、
首
を

か
し
げ
て
考
え
こ
ん
で
し
ま
う
。
自
分
自
身
が

「
文
章
を
き
れ
い
に
し
よ
う
」
と
い
う
目
的
で

何
か
し
た
経
験
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
だ
。
ど

う
し
た
ら
訳
文
が
「
き
れ
い
」
に
な
る
の
か
、

ど
う
い
う
訳
文
を
「
き
れ
い
」
と
い
う
の
か
、

わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
一
つ
だ
け

言
え
る
の
は
、
人
の
も
つ
「
文
章
」
や
「
日
本

語
」
だ
け
を
ぴ
か
ぴ
か
に
磨
い
た
り
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
人
の
内
面
と
し
っ
か
り
噛
み

あ
っ
た
こ
と
ば
だ
け
が
、
本
当
の
命
脈
を
も
つ
。

　

そ
し
て
、
こ
と
ば
を
輝
か
せ
る
の
は
、
そ
の

人
の
「
読
み
」
の
力
だ
。

　

翻
訳
と
い
う
の
は
、
書
く
力
が
一
割
、
読
む

力
が
九
割
だ
と
、
わ
た
し
は
よ
く
言
っ
て
い
る
。

よ
く
読
め
れ
ば
、
よ
く
訳
せ
る
と
い
う
理
屈
だ

が
、
し
か
し
「
豊
か
な
読
み
」
を
獲
得
す
る
に

は
、
た
し
か
な
語
学
力
（
言
語
力
）
や
文
化
な

ど
に
関
す
る
知
識
と
理
解
、
リ
サ
ー
チ
能
力
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ル
が
必
要
で
あ
り
、
こ

れ
ら
は
日
々
鍛
錬
を
繰
り
返
す
こ
と
で
し
か
得

ら
れ
な
い
。
作
品
に
対
す
る
深
い
読
み
や
勘

は
、
一
般
に
言
う
「
セ
ン
ス
」
や
「
感
性
」
な

ど
と
い
う
生
ぬ
る
い
浅
瀬
か
ら
は
決
し
て
出
て

こ
な
い
の
だ
。
音
楽
で
も
ま
ず
楽
譜
が
的
確
に

読
め
な
け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
が
、
そ
の
「
読

み
」
を
す
ぐ
れ
た
表
現
に
移
し
て
い
く
た
め
に

は
、
血
の
滲
む
よ
う
な
技
術
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と

反
復
練
習
が
必
須
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
や

や
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
翻
訳
と
は
「
読

む
」
こ
と
。「
読
み
」
と
は
ワ
ザ
の
積
み
重
ね

で
あ
り
、
ワ
ザ
と
は
そ
の
訳
者
の
内
面
を
映
し

だ
す
鏡
だ
。
ワ
ザ
を
磨
く
ほ
ど
そ
の
人
の
内
面

が
よ
く
透
け
て
見
え
て
し
ま
う
、
と
い
う
怖
さ

も
翻
訳
に
は
つ
き
ま
と
う
。

　

言
う
な
れ
ば
原
文
も
ま
だ
ろ
く
に
読
め
ず
、

作
品
の
世
界
観
も
つ
か
め
ず
、
文
章
力
も
な
い

小
さ
な
「
翻
訳
者
」
が
、
遠
い
時
代
に
遠
い
国

で
書
か
れ
た
ワ
ル
ツ
曲
を
け
ん
め
い
に
訳
そ
う

と
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
娘
の
姿
を
そ
ん
な
ふ

う
に
眺
め
る
。
ペ
ダ
ル
を
通
し
て
真
に
澄
ん
だ

音
が
出
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
だ
ろ
う
。

ま
し
て
や
、「
自
分
ら
し
い
音
」
な
ど
と
い
う

も
の
を
手
に
す
る
ま
で
に
は
、
気
の
遠
く
な
る

よ
う
な
時
間
と
努
力
が
要
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
今
以
て
原
文
を
忠
実
に
弾
く
こ
と
に
四

苦
八
苦
し
て
い
る
母
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

自
分
の
こ
と
ば
、
自
分
の
音
を
夢
見
て
、
ひ

た
す
ら
歩
い
て
い
こ
う
。

鴻
巣
友
季
子

翻
訳
家

0203

鴻巣友季子
こうのす  ゆ  き   こ こ

と
ば
の

泉せ
ん

　す
い水



　
二
十
四
年
度
版
教
科
書
で
は
、

説
明
文
教
材
と
し
て「
記
録
」「
評

論
」「
論
説
」
な
ど
、
多
様
な
文

種
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
そ
の
中
で
も
、
特
に

評
論
に
焦
点
を
当
て
、
ど
の
よ

う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
か
、
ま

た
評
論
を
指
導
す
る
と
き
に
大

事
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
ま
す
。

特
集

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
中
学
校
教
諭

宗
我
部
義
則
　
　
　
　
　
　
二
年
生 

（
三
十
五
名
）

単
元
名　

評
論
を
読
む

 

使
用
教
材
：「
君
は
『
最
後
の
晩ば
ん
餐さ
ん
』
を
知
っ
て
い
る
か
」（
二
年
）

授
業
リ
ポ
ー
ト

特

集

二
年
二
学
期
に
は
「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
、

美
術
に
関
す
る
評
論
の
文
章
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
新
教
材
を
使
っ
て
、
宗
我
部
先
生
が
魅
力
的
な
授
業
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
模
様
（
全
六
時
間
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
※
学
習
指
導
計
画
は
P
6
に
掲
載
。

1
ど
ち
ら
が
修
復
後
？

〈
教
材
文
へ
の
導
入
〉〈
学
習
の
ね
ら
い
の
確
認
〉

第
１
時

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
最
後
の
晩
餐
」
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
で
大
き
く
映
し
出
し
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
問
い
か
け
に
、
生
徒
の
視
線
が
ス
ク
リ
ー
ン
に

集
ま
る
。

　
「
知
っ
て
ま
す
！
」「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
だ
よ
ね
」。

最
近
、
美
術
で
こ
の
絵
を
学
習
し
た
ば
か
り
の
生

徒
た
ち
は
自
信
た
っ
ぷ
り
に
答
え
る
。

　
「
で
は
、
み
ん
な
が
美
術
の
時
間
に
見
た
絵

は
、
こ
れ
で
し
た
か
？ 

そ
れ
と
も
こ
っ
ち
で
し

　
　
「
み
ん
な
は
こ
の
絵
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」

　

宗
我
部
先
生
は
そ
う
言
っ
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・

た
か
？
」。
先
生
は
そ
う
言
い
な
が
ら
、
修
復
前

と
修
復
後
の
「
最
後
の
晩
餐
」
を
そ
れ
ぞ
れ
映

し
出
す
。
と
た
ん
に
教
室
が
ざ
わ
め
き
出
し
た
。

「
え
ー
っ
、ど
っ
ち
だ
ろ
う
」「
色
が
違
う
よ
ね
」「
わ

か
ん
な
く
な
っ
て
き
た
…
…
」。

　
「
こ
れ
か
ら
、『
君
は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
知
っ

て
い
る
か
』
と
い
う
文
章
を
み
ん
な
で
読
ん
で

い
き
ま
す
。『
最
後
の
晩
餐
』
は
今
か
ら
五
百
年

ほ
ど
前
に
描
か
れ
た
絵
で
、
こ
れ
ま
で
に
た
く
さ

0405

▶「最後の晩餐」をプロジェクタで映し，「この
絵を知っていますか」と投げかける宗我部先生。

撮
影
：
永
野
雅
子



　

そ
し
て
、
先
生
は
こ
う
続
け
た
。
「
筆
者
の
布

施
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
レ
オ

ナ
ル
ド
と
呼
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
は
、
さ
っ
き
『
友
達
み
た
い
』
と
言
っ
て
い
た

人
が
い
た
け
ど
、
親
し
み
や
尊

敬
の
気
持
ち
を
込
め
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
ね
」
。
先
生
は
、

筆
者
の
レ
オ
ナ
ル
ド
へ
の
思
い

に
さ
り
げ
な
く
ふ
れ
て
い
く
。

　

そ
の
後
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

「
大
段
落
１　

布
施
さ
ん
は

『
最
後
の
晩
餐
』
を
ズ
バ
リ

ど
ん
な
ふ
う
に
評
し
て
い
る
だ

ろ
う
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、

み
ん
な
で
考
え
て
い
く
。

　

「
こ
の
『
ズ
バ
リ
』
と
い
う

言
葉
が
大
事
で
す
よ
」
。
先
生

が
そ
う
投
げ
か
け
る
と
、
生
徒

た
ち
は
、
「
科
学
が
生
み
出
し

た
新
し
い
芸
術
」
「
す
ば
ら
し

い
絵
」
「
名
画
」
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
言
葉
を
次
々
と
挙

げ
て
い
っ
た
。

　

筆
者
の
評
価
を
キ
ー
ワ
ー

ド
で
捉
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、

「
『
新
し
い
芸
術
』
や
『
か
っ

こ
い
い
』
っ
て
、
ど
う
い
う
こ

と
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
次
の
時
間
か
ら
は
、
『
ど
う

い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
』
と
考
え
な
が
ら
読
み
進

め
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
結
ん
だ
。

　

本
時
か
ら
い
よ
い
よ
本
文
の
読
み
に
入
る
。
先

生
は
、
「
最
後
の
晩
餐
」
を
大
き
く
掲
載
し
た

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
︵
下
写
真
︶
を
配
布
。
そ
し
て
、

生
徒
に
大
段
落
１
を
音
読
さ
せ
た
。

　

語
句
の
説
明
な
ど
を
行
っ
た
後
、
先
生
は
こ
う

投
げ
か
け
た
。
「
本
文
に
『
レ
オ
ナ
ル
ド
の
絵
は

～
』
と
あ
る
ね
。
み
ん
な
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
を
フ
ル
ネ
ー
ム
で
呼
ば
な
い
と
し
た
ら
、

何
と
呼
ぶ
か
な
？
」
。
生
徒
た
ち
は
口
を
そ
ろ
え

て
「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
！
」
と
答
え
る
。「
レ
オ
ナ

ル
ド
っ
て
呼
ん
だ
ら
、
友
達
み
た
い
で
変
じ
ゃ
な

い
？
」
。
一
人
の
生
徒
が
ぼ
そ
っ
と
つ
ぶ
や
い
た
。

　

「
友
達
み
た
い
…
…
か
、
な
る
ほ
ど
ね
。

『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』
と
い
う
の
は
、『
ヴ
ィ
ン
チ

村
の
』
と
い
う
意
味
ら
し
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』
は
、『
ヴ
ィ

ン
チ
村
の
レ
オ
ナ
ル
ド
』
と
い
う
意
味
。
私
だ
っ

た
ら
、
練
馬
区
に
住
ん
で
い
る
か
ら
、『
義
則
・

ダ
・
練
馬
区
』
に
な
る
の
か
な
」
。
先
生
の
た
と

え
に
、
生
徒
か
ら
ど
っ
と
笑
い
が
起
き
る
。

　

そ
し
て
先
生
は
、
辞
書
を
引
い
た
生
徒
の
言
葉

を
受
け
て
、「
評
論
…
物
事
の
価
値
や
善
し
悪
し

に
つ
い
て
評
し
論
ず
る
こ
と
。
そ
の
文
章
。」
と

板
書
。
さ
ら
に
、「
何
が
読
め
れ
ば
『
評
論
を
読

め
た
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
問
い

か
け
た
。
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
生
徒
た
ち
か

ら
、「
筆
者
が
言
い
た
い
こ
と
を
理
解
す
る
」「
筆

者
の
考
え
に
対
し
て
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
」
な

ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

先
生
は
「
評
論
を
読
む
楽
し
さ
、
よ
さ
を
見
つ

け
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
話
し
、
次
の
よ
う
に
板

書
し
た
。

　〈
評
論
を
読
む
楽
し
さ
、
よ
さ
〉

　
・
物
事
に
つ
い
て
知
る

　
・
筆
者
の
見
方
・
考
え
方
に
ふ
れ
る

　
・
筆
者
の
論
じ
方

　
・
そ
の
物
事
や
筆
者
の
見
方
に
つ
い
て
自
分
も

　
　
考
え
る

　
「
そ
れ
で
は
、
み
な
さ
ん
、
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。

教
科
書
の
一
二
五
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
折
り
込
み
の
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の

が
、
修
復
後
の
『
最
後
の
晩
餐
』
で
す
」。
生
徒

か
ら
は
「
や
っ
ぱ
り
！
」「
じ
ゃ
あ
、
な
ん
で
薄

く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
？
」
な
ど
の
驚
き
の
声
が
上

が
る
。
次
時
へ
の
期
待
感
が
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

授
業
の
終
わ
り
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
。

ん
の
人
々
が
修
復
作
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
修
復
が
一
九
九
五
年
に

終
わ
っ
た
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
が
そ
の
前
の
絵
で
、

ど
ち
ら
か
が
そ
の
後
の
絵
。
ど
ち
ら
が
修
復
後
だ

ろ
う
ね
。
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」。

先
生
は
修
復
前
と
修
復
後
の
絵
が
カ
ラ
ー
で
掲
載

さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
わ
せ
た
。「
う
ー
ん
、
ど
っ
ち
か
な
」「
色
の

薄
い
ほ
う
が
修
復
後
じ
ゃ
な
い
？
」「
私
は
色
の

濃
い
ほ
う
が
修
復
後
だ
と
思
う
。
修
復
で
色
を
薄

く
す
る
っ
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
」「
汚

れ
を
落
と
し
て
い
た
ら
色
が
は
げ
ち
ゃ
っ
た
の
か

も
よ
」。
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
飛
び
交
う
。

　

生
徒
た
ち
の
意
見
を
ひ

と
通
り
発
表
さ
せ
た
後
、

先
生
は
こ
う
切
り
出
し
た
。

「
さ
あ
、
謎
が
深
ま
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
、『
君
は
「
最

後
の
晩
餐
」
を
知
っ
て
い

る
か
』
の
学
習
に
入
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

評
論
の
文
章
で
す
。
で
は
、

ま
ず
『
評
論
』
と
い
う
言

葉
を
辞
書
で
調
べ
て
み
ま

し
ょ
う
」。

2
﹁
ズ
バ
リ
﹂

ど
う
評
し
て
い
る
？

〈
大
段
落
１
の
読
み
取
り
〉

第
２
時

学
習
指
導
計
画
︵
全
六
時
間
︶

・
教
材
文
へ
の
導
入

 

「
最
後
の
晩
餐
」
の
修
復
前
と
後
の
画
像

を
提
示
し
、
関
心
を
引
き
出
す
。

・
学
習
の
ね
ら
い
の
確
認

　

何
が
読
め
れ
ば
評
論
が
読
め
た
こ
と
に

な
る
か
を
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
１
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
の
絵
に
つ
い
て
知
り

（
作
者
・
所
在
な
ど
）、
筆
者
の
絵
に
対
す

る
評
価
を
キ
ー
ワ
ー
ド
で
捉
え
る
。

　
　
　
　
大
段
落
２
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
が
ど
ん
な
場
面
な
の
か
、

ま
た
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸

術
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
２
の
読
み
取
り

「
最
後
の
晩
餐
」
の
背
景
に
つ
い
て
確
認

し
、
絵
を
読
み
解
く
。
そ
し
て
、
「
科
学

が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
を
話
し
合
う
。

　
　
　
　
大
段
落
２
・
３
の
読
み
取
り

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
理
由
に
つ
い

て
話
し
合
う
。

　
　
　
　
学
習
の
ま
と
め

「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
本
当
の
理
由

に
つ
い
て
話
し
合
う
。
筆
者
の
見
方
に
つ

い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

第
１
時

第
２
時

第
３
時

第
４
時

第
５
時

第
６
時

▲ワークシート　本文と照らし合わせながら，絵に書き込みができる
よう，絵を大きく載せた。生徒が実際に書き込んだものは，P10を参照。

※今回の授業では，段落のまとまりを「大段落」と表記しています。

特

集

0607

◀「修復後はどっちかな」。カラープリ
ントを見ながら，グループで話し合う。



3
ど
ん
な
場
面
の

絵
な
の
か

〈
大
段
落
２
の
読
み
取
り
〉

第
３
時

4
ユ
ダ
は
誰
だ
!?

〈
大
段
落
２
の
読
み
取
り
〉

第
４
時

　

先
生
が
そ
う
投
げ
か
け
る
と
、
生
徒
た
ち
は

「
こ
の
人
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
、
ざ
わ
め
き
始

め
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
で
大
き
く
映
し
出
さ
れ
た

「
最
後
の
晩
餐
」
を
見
な
が
ら
、
全
員
で
「
ユ
ダ

が
誰
か
」
を
考
え
て
い
く
。
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
、

ど
れ
が
ユ
ダ
か
知
っ
て
い
る
生
徒
（
Ａ
さ
ん
）
が

い
た
の
で
、
彼
女
に
答
え
を
発
表
す
る
役
を
与
え

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

生
徒
１
「
左
か
ら
四
番
目
の
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い

る
人
だ
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
を
殺
そ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
」

先　

生
「
Ａ
さ
ん
、
ど
う
？
」

Ａ
さ
ん
「
残
念
！ 

違
い
ま
す
」

生
徒
２
「
右
か
ら
四
番
目
の
人
。
『
私
の
こ
と
で

す
か
？
』
と
い
う
手
を
し
て
い
る
」

Ａ
さ
ん
「
残
念
！ 

」

先　

生
「
で
も
、
手
に
着
目
し
て
い
る
の
が
い
い

ね
。
み
ん
な
も
手
の
表
情
を
見
て
」

生
徒
３
「
左
か
ら
五
番
目
の
人
。
右
手
に
何
か
を

持
っ
て
い
る
。
銀
貨
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
」

先　

生
「
Ａ
さ
ん
、
今
度
は
？
」

Ａ
さ
ん
「
は
い
、
正
解
で
す
！
」

一　

同
「
お
ぉ
っ
！
」
（
歓
声
と
拍
手
）

先　

生
「
で
も
ね
、
銀
貨
に
注
目
し
な
く
て
も
、

ユ
ダ
だ
と
わ
か
る
ん
だ
よ
」

　

授
業
の
冒
頭
で
は
、
前
時
に
話
し
合
っ
た
こ
と

を
発
表
さ
せ
た
。
ま
ず
「
①
ど
ん
な
場
面
を
描
い

た
絵
か
」
に
つ
い
て
。
生
徒
は
「
磔た
っ

刑け
い

の
前
夜
で
、

キ
リ
ス
ト
が
裏
切
り
者
が
い
る
と
予
言
し
、
弟
子

た
ち
が
ざ
わ
め
い
て
い
る
場
面
」
と
発
表
し
た
。

　

先
生
は
、
前
時
で
生
徒
た
ち
が
「
最
後
の
晩

餐
」
の
背
景
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
受

け
て
、
「
キ
リ
ス
ト
は
な
ぜ
磔
刑
に
処
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
投
げ
か
け
た
。
す
る

と
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
と
い
う
生
徒
が
手
を
挙
げ
、

「
最
後
の
晩
餐
」
の
場
面
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明

を
始
め
た
。
裏
切
り
者
は
ユ
ダ
と
い
う
名
前
で
あ

る
こ
と
、
王
様
た
ち
に
追
わ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト

の
居
場
所
を
、
ユ
ダ
は
銀
貨
と
引
き
換
え
に
教
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
…
…
。

　

「
あ
り
が
と
う
。
こ
の
絵
の
背
景
が
よ
く
わ

か
っ
た
ね
。
こ
の
中
に
裏
切
り
者
の
ユ
ダ
が
い
る

ら
し
い
。
ど
の
人
が
ユ
ダ
か
、
み
ん
な
で
考
え
て

み
よ
う
。
実
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
そ
の
人
物
が

ユ
ダ
だ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
ん
だ
」
。

生
徒
４
「
ユ
ダ
だ
け
が
、
後
ず
さ
り
し
て
い
る
」

先　

生
「
そ
う
、
彼
だ
け
が
キ
リ
ス
ト
か
ら
逃
れ

る
よ
う
な
姿
勢
だ
よ
ね
。
そ
し
て
、
左

手
を
驚
い
た
よ
う
に
広
げ
て
い
る
。
レ

オ
ナ
ル
ド
は
こ
う
や
っ
て
、
ユ
ダ
の
感
情

を
表
し
た
ん
だ
。
他
の
人
物
た
ち
も
い

ろ
ん
な
感
情
が
わ
か
る
よ
う
だ
ね
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

生
徒
は
、
人
物
の
手
に
着
目
し
、
そ
の
ポ
ー
ズ

を
真
似
し
て
い
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
が
い
か
に
手
や

表
情
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
か
が
実
感
で
き

た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
次
に
、
「
②
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し

い
芸
術
と
は
？
」
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し

合
っ
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
た
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も

「
解
剖
学
」
「
遠
近
法
」
「
明
暗
法
」
と
い
う
三

つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
考
え
を
ま
と
め
て
い

る
。
先
生
は
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
本
文
の
初
め

の
ほ
う
で
、
「
人
体
の
科
学
」
「
空
間
の
科
学
」

「
光
の
科
学
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気

づ
か
せ
、
「
新
し
い
芸
術
」
と
は
、
こ
の
絵
が
三

つ
の
科
学
的
な
表
現
方
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ

と
を
指
す
、
と
ま
と
め
た
。

　

い
よ
い
よ
次
時
で
は
、
な
ぜ
筆
者
が
「
か
っ
こ

い
い
」
と
思
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
、
こ
の
教

材
文
の
核
心
に
迫
っ
て
い
く
。

　

生
徒
た
ち
は
第
九
段
落
の
「
裏
切
り
が
あ
る
、

と
い
う
予
言
を
耳
に
し
た
弟
子
た
ち
が
驚
き
、
ざ

わ
め
い
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
部
分
を
抜
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
「
キ
リ
ス
ト
は
ど
の

人
？
」
「
な
ん
で
裏
切
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
な
ど
、

こ
の
絵
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
ひ
と
つ
ピ
ン
と

き
て
い
な
い
様
子
だ
。
こ
の
時
間
は
、
①
と
②

の
グ
ル
ー
プ
学
習
で
、
授
業
が
終
わ
っ
た
。

③
な
ぜ
「
か
っ
こ
い
い
」
と
思
っ
た
の
か
。

　

そ
し
て
、
②
に
つ
い
て
は
「
遠
近
法
」
な
ど
の

言
葉
を
手
が
か
り
に
ま
と
め
る
こ
と
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
の
絵
に
書
き
込
ん
で
「
遠
近
法
」
な
ど
を

実
際
に
確
認
し
て
み
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
た
。
生

徒
た
ち
は
ま
ず
「
①
ど
ん
な
場
面
か
」
に
つ
い
て
、

話
し
合
い
を
始
め
る
。

　

本
時
で
は
、
大
段
落
２
の
読
み
取
り
に
入
る
。

音
読
し
語
句
の
説
明
を
し
た
後
、
先
生
は
こ
う
投

げ
か
け
た
。

　
「
絵
を
『
美
し
い
』
『
き
れ
い
』
と
表
現
す
る

こ
と
は
あ
る
け
ど
、
『
か
っ
こ
い
い
』
っ
て
、
あ

ま
り
言
わ
な
い
よ
ね
。
筆
者
で
あ
る
布
施
さ
ん
は
、

ど
う
し
て
『
か
っ
こ
い
い
』
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
。

　

宗
我
部
先
生
の
ク
ラ
ス
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
う
と
き
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「
進
行
役
」
を

立
て
る
。
進
行
役
は
話
し
合
い
の
前
に
、
ど
の
よ

う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い
か
、
先
生
か
ら
指
示
を

も
ら
い
、
話
し
合
い
を
仕
切
る
役
だ
。
今
回
は
、

次
の
三
点
に
つ
い
て
話
し
合
う
よ
う
先
生
か
ら
指

示
が
出
さ
れ
た
。

①
「
最
後
の
晩
餐
」
は
ど
ん
な
場
面
を
描
い

た
絵
な
の
か
。

②
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

▲話し合いの前に，「進行役」を集
めて，話し合いの進め方を伝える。

◀「遠近法」を確認するため，
絵に線を書き入れる生徒。
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「
科
学
を
知
ら
な
い
人
も
迫
力
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
絵
だ
か
ら
」
「
今
ま
で
に
な
い
、
新
し
い

絵
だ
か
ら
」
と
い
う
意
見
を
出
す
よ
う
に
な
っ
て

い
く
。
授
業
は
ど
ん
ど
ん
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
先
生
は
改
め
て
、
筆
者
が
「
か
っ
こ

い
い
」
と
思
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
各
自
で
意
見

を
ま
と
め
さ
せ
、
何
名
か
に
発
表
さ
せ
た
。
あ
る

生
徒
は
、
「
『
科
学
』
を
駆
使
し
た
今
ま
で
誰
も

描
か
な
か
っ
た
絵
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
『
科

学
』
を
知
ら
な
く
て
も
、
い
き
な
り
迫
力
と
衝
撃

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
絵
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ

を
、
布
施
さ
ん
は
『
か
っ
こ
い
い
』
と
感
じ
て

い
る
と
思
い
ま
す
」
と
発
表
し
た
。
な
か
に
は
、

「
（
先
見
性
の
あ
る
）
レ
オ
ナ
ル
ド
が
か
っ
こ
い

い
」
と
発
表
す
る
生
徒
も
お
り
、
「
か
っ
こ
い

い
」
の
要
因
を
自
分
な
り
に
深
め
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
「
布
施
さ
ん
の
評
論
に
つ
い

て
自
分
は
ど
う
思
う
か
」
「
評
論
を
読
む
コ
ツ
は

何
か
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
る
こ
と
を
宿

題
と
し
て
、
授
業
は
終
わ
り
の
時
間
を
迎
え
る
。

　

「
今
日
は
す
ば
ら
し
い
発
言
が
た
く
さ
ん
出
ま

し
た
。
私
は
、
そ
れ
こ
そ
『
か
っ
こ
い
い
！
』
と

思
い
ま
し
た
よ
。
で
は
、
こ
れ
で
「
君
は
『
最
後

の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
の
授
業
を
終
わ
り

に
し
ま
す
」
。
先
生
は
笑
顔
で
授
業
を
締
め
く

く
っ
た
。

な
。
Ｂ
君
が
言
っ
た
よ
う
に
、ひ
と
目
見
て

『
科
学
』
の
理
屈
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、

『
科
学
』
は
、
迫
力
や
衝
撃
を
与
え
る
大

き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
だ
か

ら
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
は
入
れ
て
お
い

た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
」

先　

生
「
な
る
ほ
ど
。
迫
力
や
衝
撃
を
生
む
も
と

に
な
っ
て
い
る
の
が
、
『
科
学
』
だ
っ
て

こ
と
か
。
な
か
な
か
鋭
い
意
見
だ
ね
」

生
徒
９
「
そ
う
い
う
迫
力
を
計
算
し
て
描
い
て
い

る
か
ら
『
か
っ
こ
い
い
』
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

「
衝
撃
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
な
か

で
、
生
徒
た
ち
は
「
か
っ
こ
い
い
」
の
要
因
と
し

て
「
見
た
瞬
間
に
衝
撃
を
受
け
る
絵
だ
か
ら
」

 

「
さ
あ
、
い
よ
い
よ
最
後
の
授
業
で
す
」
。

　

前
時
で
は
、
多
く
の
生
徒
が
「
絵
画
の
『
科

学
』
」
を
「
か
っ
こ
い
い
」
の
要
因
と
し
て
挙
げ

て
い
た
。
先
生
は
、
そ
こ
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る

た
め
、
Ｂ
君
が
「
絵
画
の
『
科
学
』
は
ひ
と
目
で

わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
。
い
き
な
り
『
衝
撃
』
が
く

る
か
ら
『
か
っ
こ
い
い
』
の
だ
」
と
提
起
し
た
こ

と
を
振
り
返
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
「
『
か
っ
こ
い

い
』
の
要
因
と
し
て
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
は
入

れ
た
ほ
う
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
投
げ
か
け

た
。
先
生
の
こ
の
揺
さ
ぶ
り
に
よ
っ
て
、
生
徒
た

ち
は
自
分
の
考
え
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　

生
徒
７
「
第
四
段
落
に
、
『
す
ば
ら
し
い
絵
の
前

に
立
つ
と
～
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
』
と
あ

り
ま
す
。
だ
か
ら
、
『
衝
撃
』
は
、
す
ば

ら
し
い
絵
に
対
し
て
の
言
葉
。
『
か
っ
こ

い
い
』
の
要
因
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
」

生
徒
８
「
『
衝
撃
』
と
い
う
言
葉
に
は
い
ろ
ん

な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

だ
と
思
う
。
だ
っ
て
、
筆

者
が
最
初
に
パ
ッ
と
こ
の

作
品
を
見
た
と
き
、
『
科

学
』
に
つ
い
て
は
わ
か
ら

な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
ま

ず
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
か

ら
『
か
っ
こ
い
い
』
と
感

じ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

先　

生
「
な
る
ほ
ど
。
こ
の
Ｂ

君
の
意
見
に
反
論
の
あ
る

人
は
い
る
？
」

生
徒
５
「
う
ー
ん
。
Ｂ
君
の
言

う
と
お
り
、
最
初
は
『
科

学
』
に
つ
い
て
わ
か
ら
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
、
理
由
を
突
き
詰
め

て
い
っ
た
結
果
、『
科
学
』

が
わ
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

や
は
り
『
か
っ
こ
い
い
』

の
要
因
だ
と
思
い
ま
す
」

生
徒
６
「
第
十
六
段
落
に
、
絵
画

の
科
学
を
目ま

の
あ
た
り
に

で
き
る
こ
と
が
『
か
っ
こ
い
い
』
の
一
つ

の
要
因
っ
て
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ

か
ら
、
『
科
学
』
は
要
因
な
ん
だ
と
思
い

ま
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　

　

意
見
が
ぶ
つ
か
り
、
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
な

か
、
終
業
の
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
。
先
生
は
「
お
も

し
ろ
く
な
っ
て
き
た
ね
。
次
の
時
間
で
は
『
か
っ

こ
い
い
』
の
一
番
の
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
締
め
く
く
っ
た
。

　
「
今
日
は
、
筆
者
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
『
か
っ

こ
い
い
』
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
み
ん
な
で
考
え

て
い
き
ま
す
」
。
ま
ず
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
さ

せ
、
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
さ
せ
た
。

　

そ
し
て
、
「
か
っ
こ
い
い
」
の
理
由
に
つ
い
て
、

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
。
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
、
解

剖
学
な
ど
の
絵
画
の
「
科
学
」
が
駆
使
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
が
修
復
に
よ
っ
て
よ
く
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
な
か
、
男
子
生
徒
・
Ｂ
君
が

思
い
詰
め
た
よ
う
に
こ
う
話
し
だ
し
た
。
「
…
…

グ
ル
ー
プ
の
意
見
は
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
僕
個
人

の
意
見
は
違
う
ん
で
す
」
。
先
生
は
す
か
さ
ず

「
Ｂ
君
は
ど
ん
な
意
見
な
の
？
」
と
発
表
を
促
し
、

そ
こ
か
ら
、
授
業
の
流
れ
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

君
「
『
か
っ
こ
い
い
』
の
理
由
は
、
絵
画

の
『
科
学
』
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

は
な
く
、
『
衝
撃
が
や
っ
て
き
た
』
こ
と

5
な
ぜ﹁
か
っ
こ
い
い
﹂

の
か

〈
大
段
落
２・３
の
読
み
取
り
〉

第
５
時

6
﹁
か
っ
こ
い
い
﹂
を

探
る

〈
大
段
落
２・３
の
読
み
取
り
〉〈
学
習
の
ま
と
め
〉

第
６
時

▲生徒はワークシートに書き込みながら，教材文の理解を深めていった。
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こ
と
を
生
徒
た
ち
に
追
体
験
さ
せ
る
べ
く
、
絵
を

読
む
た
め
に
丸
一
時
間
と
り
ま
し
た
。
文
章
と
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
絵
に
書
き
込
み
を
し
た
り
、

手
の
ポ
ー
ズ
を
真
似
た
り
す
る
こ
と
で
、
こ
の
絵

の
す
ば
ら
し
さ
を
実
感
さ
せ
ま
し
た
。
そ
う
や
っ

て
布
施
さ
ん
の
見
方
を
体
感
さ
せ
た
う
え
で
、
最

後
に
「
布
施
さ
ん
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う

思
う
か
」
と
い
う
課
題
を
出
し
ま
し
た
。
評
論
の

授
業
で
は
「
筆
者
の
考
え
」
を
読
み
取
ら
せ
る
だ

け
で
な
く
、
「
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
自
分
は
ど

う
思
う
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
考
え
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

と
に
か
く
、
こ
の
教
材
は
教
え
て
い
て
と
て
も

楽
し
か
っ
た
。
布
施
さ
ん
の
文
章
も
魅
力
的
で
す

し
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
読
み
を
中
心
に
授
業
を

し
ま
し
た
が
、
今
度
は
「
鑑
賞
文
を
書
く
」
と
い

う
、
「
書
く
こ
と
」
と
組
み
合
わ
せ
た
授
業
も
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
談
）

す
。
こ
の
教
材
で
は
「
筆
者
は
何
を
『
か
っ
こ
い

い
』
と
評
し
て
い
る
か
」
が
読
め
れ
ば
い
い
と
考

え
ま
し
た
。

　

「
科
学
的
な
手
法
を
使
っ
て
い
る
こ
と
」
が
、

「
か
っ
こ
い
い
」
の
で
は
な
く
、
「
科
学
的
な
手

法
を
使
っ
て
、
誰
も
描
か
な
か
っ
た
新
し
い
絵
を

生
み
出
し
た
こ
と
」
が
「
か
っ
こ
い
い
」
。
そ
し

て
、
「
細
部
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
、

見
た
瞬
間
に
す
ご
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
」
が

「
か
っ
こ
い
い
」
。
そ
う
い
う
こ
と
を
生
徒
に
読

み
取
ら
せ
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
気
づ
か

せ
る
に
は
、
「
ま
ず
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
」
「
目

の
あ
た
り
に
で
き
る
」
「
い
き
な
り
『
か
っ
こ
い

い
。』」
…
…
こ
れ
ら
の
表
現
が
ポ
イ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。
授
業
を
し
た
ク
ラ
ス
で
は
、
Ｂ
君
が

「
い
き
な
り
『
衝
撃
』
が
く
る
か
ら
『
か
っ
こ
い

い
』
の
だ
」
と
言
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
話

し
合
い
が
深
ま
り
、
核
心
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

筆
者
の
見
方
を
追
体
験
さ
せ
る

　

評
論
は
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
そ
の
人
の
考
え

が
書
い
て
あ
る
文
章
で
す
。
私
は
、
評
論
を
読
む

と
き
、
ま
ず
筆
者
の
立
ち
位
置
に
な
る
べ
く
近
づ

い
て
、
対
象
と
な
る
も
の
を
見
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
布
施
さ
ん
が
感
じ
た

導
入
が
鍵
に
な
る

　

こ
の
教
材
は
、
と
て
も
魅
力
的
な
文
章
で
す
。

し
か
し
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
す
ん
な
り
読
め
る

内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
授
業
の
導

入
で
、
い
か
に
生
徒
た
ち
の
心
を
捉
え
る
か
が
鍵

に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

生
徒
は
、
す
で
に
美
術
の
授
業
で
「
最
後
の
晩

餐
」
を
学
習
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
「
君
は

『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
た

ら
、
絶
対
に
「
知
っ
て
る
！
」
と
答
え
る
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
覆
く
つ
が
え

し
て
驚
か
せ
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。
修
復
前
と
後
の
絵
を
見
せ
て
、
「
ど

っ
ち
が
修
復
後
？
」
と
い
う
導
入
を
し
ま
し
た
が
、

第
一
時
で
生
徒
を
引
き
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
こ
そ
、
読
む
必
然
性
が
生
ま
れ
、
最
終
時
ま
で

集
中
し
て
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。

何
を
読
み
取
ら
せ
る
か

　

私
が
教
材
研
究
を
す
る
と
き
、
い
ち
ば
ん
大
事

に
し
て
い
る
の
は
「
何
が
読
め
た
ら
、
こ
の
文
章

を
読
め
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で

生
徒
の
ノ
ー
ト
よ
り

　　　　　　　宗
そ

我
が

部
べ

義
よし

則
のり

1962年埼玉県生まれ。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。国立教育政
策研究所「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。
編著書に『群読の発表指導・細案』

（明治図書出版）など。光村図書中学
校「国語」教科書編集委員を務める。
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宗
我
部
先
生
は
、
授
業
の
最
後
に
、「
筆
者
の
評
論
に
対
す
る
自
分
の
考
え
」「
評
論

を
読
む
コ
ツ
」
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
よ
う
課
題
を
出
し
ま
し
た
。

生
徒
の
ノ
ー
ト
か
ら
、
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

繰
り
返
し
出
て
く
る
言
葉
に
注
意
す
る

　

こ
の
文
章
で
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。

た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
重
要
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

そ
の
言
葉
の
ま
わ
り
に
注
意
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
し
た
。（
Ｓ
さ
ん
）

自
分
の
考
え
を
も
つ

　

筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
も

つ
。
そ
れ
で
、
初
め
て
評
論
が
読
め
た
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。（
Ｍ
君
）

そ
の
絵
（
評
論
の
対
象
）
に
つ
い
て
知
る

　

こ
の
文
章
は
絵
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
、
理
解
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
ず
絵
の
こ
と
を
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。（
Ｔ
さ
ん
）

接
続
詞
に
注
意
す
る

　
「
だ
か
ら
」
「
こ
の
よ
う
に
」
は
、
筆
者
の
考
え
や
伝
え
た
い
こ
と
が
ま
と

め
て
あ
る
こ
と
が
多
い
。
「
だ
が
」
「
し
か
し
」
は
強
調
さ
せ
た
い
こ
と
が
書

い
て
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。（
Ｉ
さ
ん
）

「
評
論
を
読
む
コ
ツ
」　

　
生
徒
た
ち
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
「
コ
ツ
」
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
抜
粋
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
筆
者
の
評
論
に
対
す
る
自
分
の
考
え
」　

　

布
施
さ
ん
は
、
ま
ず
第
四
段
落
で
、
「
す
ば
ら
し
い
絵
の
前
に
立
つ
と
、
理
屈

で
は
な
く
、
ま
ず
衝
撃
が
や
っ
て
く
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
に
共
感
す

る
。
私
は
ま
だ
衝
撃
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
け
ど
、
も
し
す
ば
ら
し
い
絵
を
見
た

ら
、
細
か
く
「
こ
こ
が
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
絵
と
の
「
運

命
的
な
出
会
い
」
の
よ
う
な
も
の
を
直
感
的
に
感
じ
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、
布
施
さ
ん
は
、
第
二
十
段
落
で
「
絵
が
完
成
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、

細
部
の
描
き
込
み
の
す
ご
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
こ
の
絵
が
も
っ
て
い
る
本
当
の
魅

力
が
『
見
え
な
か
っ
た
』」
と
言
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
と
は
違
う
意
見
だ
。
本

当
の
魅
力
は
そ
の
細
部
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
だ
。（
Ｍ
さ
ん
）

　

布
施
さ
ん
の
「
科
学
が
生
み
出
し
た
新
し
い
芸
術
」
と
い
う
評
し
方
に
つ
い
て
、

僕
も
共
感
で
き
る
。
遠
近
法
な
ど
、
そ
の
絵
を
見
た
と
き
に
引
き
付
け
ら
れ
る

要
素
が
た
く
さ
ん
つ
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
今
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
す
ご
い
絵

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
時
は
、
さ
ら
に
新
し
く
感
じ
ら
れ
、
た
く
さ

ん
の
人
を
驚
か
せ
た
と
思
う
。

　

も
う
一
つ
、
「
か
っ
こ
い
い
」
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
僕
は
実
際
に
そ
の
絵
を

見
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
見
た
瞬
間
に
ど
う
思
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、

や
は
り
布
施
さ
ん
の
よ
う
に
「
か
っ
こ
い
い
」
と
か
「
心
が
大
き
く
動
か
さ
れ
る
絵
」

と
い
う
考
え
を
も
つ
と
思
う
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
イ
タ
リ
ア
で
本
物
を
見
て

み
た
い
と
思
っ
た
。（
Ｔ
君
）



ル
ニ
ク
ス
」（
三
年
）
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
検
索
シ
ス
テ
ム
を
り
ん
ご
の
木
に
た
と
え
る
な

ど
、
筆
者
独
特
の
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

生
徒
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る

　

宗
我
部
先
生
は
、
第
一
時
で
「
評
論
を
読
む
楽

し
さ
、
よ
さ
を
見
つ
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
と
生

徒
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
ま
す
が
、
評
論
を
は
じ

め
説
明
文
教
材
と
い
う
の
は
、
本
来
楽
し
い
も
の

な
ん
で
す
。
音
読
し
て
段
落
番
号
を
振
っ
て
…
…

と
い
う
あ
り
き
た
り
な
授
業
で
は
な
く
、
宗
我
部

先
生
の
よ
う
に
修
復
後
の
絵
が
ど
ち
ら
か
考
え
さ

せ
た
り
、
ユ
ダ
は
誰
か
を
話
し
合
わ
せ
た
り
、
生

徒
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
っ
て
授
業
し
て

み
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
生
徒
と
い
っ
し
ょ
に
興
奮

し
、
驚
き
な
が
ら
、
そ
の
教
材
に
ふ
れ
る
こ
と
の

よ
さ
を
感
じ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
（
談
）

書
き
手
の
個
性
を
意
識
す
る

　

ま
た
、
宗
我
部
先
生
は
、
ふ
つ
う
私
た
ち
が

「
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
を
、
筆
者
が

あ
え
て
「
レ
オ
ナ
ル
ド
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に

着
目
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
書
き
手
の
個

性
が
表
れ
て
い
る
部
分
を
き
ち
ん
と
拾
い
上
げ
て
、

生
徒
に
考
え
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
い
い
。
筆
者

で
あ
る
布
施
さ
ん
の
文
体
は
、
非
常
に
独
特
で
魅

力
的
で
す
。
絵
画
を
評
す
る
の
に
「
す
ば
ら
し

い
」
や
「
美
し
い
」
で
は
な
く
、
「
か
っ
こ
い

い
」
と
い
う
、
あ
え
て
表
層
的
に
も
聞
こ
え
る
言

葉
を
使
っ
て
い
る
点
や
、
「
レ
オ
ナ
ル
ド
が
描
き

た
か
っ
た
の
は
『
そ
れ
』
な
の
だ
」
な
ど
の
や
や

持
っ
て
回
っ
た
表
現
を
す
る
点
も
魅
力
的
で
す
。

生
徒
た
ち
に
は
、
ぜ
ひ
こ
う
い
っ
た
文
章
を
読
み

味
わ
う
喜
び
を
感
じ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

二
十
四
年
度
版
教
科
書
に
は
、
書
き
手
の
個
性

が
見
え
る
説
明
文
教
材
が
多
く
位
置
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
例
え
ば
、
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』」

（
一
年
）
で
は
、
研
究
の
過
程
が
図
表
と
と
も
に

具
体
的
に
書
か
れ
て
お
り
、
筆
者
と
い
っ
し
ょ
に
、

研
究
の
過
程
を
体
験
し
て
い
く
よ
う
な
感
覚
に
な

れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
「
ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ

絵
を
鑑
賞
し
た
っ
て
い
い

　

ま
ず
、
導
入
が
大
胆
で
と
て
も
よ
い
と
思
い
ま

し
た
。
生
徒
た
ち
の
興
味
づ
け
が
実
に
う
ま
い
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
国
語
の
先
生
の
中
に
は
、
授

業
で
絵
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

さ
れ
る

方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
内
容
を

深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
評
論
の
対
象
と
な
る
も

の
（
こ
こ
で
は
絵
画
）
を
、
読
み
解
く
時
間
も
大

事
で
す
。
生
徒
た
ち
の
興
味
を
引
き
付
け
る
こ
と

が
で
き
て
、
最
終
的
に
言
葉
の
問
題
に
着
地
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
絵
画
を
じ
っ
く
り
鑑
賞

す
る
時
間
が
あ
っ
て
も
い
い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

宗
我
部
先
生
は
、
授
業
の
前
に
美
術
の
先
生
と

打
ち
合
わ
せ
を
し
た
そ
う
で
す
。
美
術
の
時
間
で

は
「
最
後
の
晩
餐
」
を
ど
う
扱
っ
た
の
か
、
そ
の

と
き
の
生
徒
の
反
応
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
ど
を
リ

サ
ー
チ
し
、
そ
れ
を
授
業
に
生
か
し
て
い
っ
た
。

そ
う
や
っ
て
、
他
教
科
の
先
生
と
連
携
す
る
こ
と

は
大
事
で
す
。
説
明
文
教
材
で
は
、
理
科
や
社
会

の
先
生
と
連
携
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

教
科
の
枠
を
超
え
て
情
報
交
換
し
、
補
完
し
合
う

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
授

業
が
展
開
で
き
る
は
ず
で
す
。

　　　　　　　髙
たか

木
ぎ

まさき

1958年静岡県生まれ。横浜国立大
学教授。中央教育審議会国語専門
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），『合科的・総合的な学習のため
の読書関連単元100 のプラン集』（共
編著　東洋館出版社）など。光村図
書の小学校・中学校「国語」教科書
編集委員を務める。

「君は『最後の晩餐』を知っているか」
参考図書のご紹介 

教材研究に役立つ書籍をご紹介します。

「
最
後
の
晩
餐
」
に
つ
い
て
知
る

筆
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
ふ
れ
る

美の方程式　
美＝完璧×破れ

（布施英利／講談社）

　パルテノン神殿，モナ・
リザ，グッゲンハイム美術
館……これらがなぜ美しく
見え，多くの人 を々魅了し
てきたのか ?  美の謎，美
に潜む方程式を，布施氏
が解き明かしていく。

レオナルド・ダ・ヴィンチ
復活「最後の晩餐」

（片桐頼継／小学館）

　世界中が注目した「最後
の晩餐」の修復。その意
図や過程を，写真と丁寧
な解説でまとめている。修
復によりこの作品がどう生
まれ変わったのか，つぶさ
に見ることができる１冊。

はじまりは
ダ・ヴィンチから

（布施英利／エクスナレッジ）

　ダ・ヴィンチに始まり，
ピカソ，雪舟 ,そして横尾
忠則らの現代作家に至る
まで，古今東西の作家 50
人を，独特の視点で分析
していく。布施氏の作家
や作品の見方を知ること
ができる1冊。

よみがえる
最後の晩餐

（片桐頼継　アメリア・アレナ
ス／ NHK 出版）

　NHK で放映された同名
のテレビ番組の解説版。
CGを駆使して見事によみ
がえった「最後の晩餐」は
圧巻だ。残念ながら本書
は絶版のため，図書館で
閲覧，または古書店で購
入されたい。

脳の中の美術館
（布施英利／筑摩書房）

　人体の視知覚形式を，
「見る」に徹する「目の視覚」
と，共通感覚に訴える「脳
の視覚」の２種類に分け，
写真・映画・マンガ・美術
作品など，古今東西の視
覚作品を布施氏が解剖し
ていく。

pen BOOKS 015 
キリスト教とは何か。Ⅰ

（池上英洋 監修／阪急コミュ
ニケーションズ）

　「最後の晩餐」を理解
するためには，キリスト教
の基礎知識が欠かせない。
本書では，聖書の概略や，
聖書の場面が西洋美術に
どう描かれているのかが，
わかりやすく解説されてい
る。
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授
業
の
冒
頭
で
は
、
私
の
失
敗
談
を
子
ど
も
た

ち
に
紹
介
し
ま
し
た
。
と
て
も
よ
い
映
画
を
観
た

と
き
、
家
族
に
「
す
ば
ら
し
い
映
画
だ
っ
た
。
い

い
話
な
の
」
「
す
べ
て
の
シ
ー
ン
が
よ
か
っ
た
」

な
ど
と
話
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
よ
さ
が
さ
っ
ぱ
り

伝
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
る
う
ち
に
、
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
う
た
め
に

は
、
そ
の
た
め
の
観
点
や
言
葉
が
あ
る
と
思
い

至
っ
た
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
作
品

の
よ
さ
を
語
り
合
う
」
た
め
の
言
葉
を
学
ん
で
い

き
ま
し
ょ
う
、
と
話
し
、
プ
リ
ン
ト
１
～
３
と
付

箋
紙
を
配
り
ま
し
た
。

　

プ
リ
ン
ト
１
は
、
単
元
の
学
習
の
流
れ
と
、
目

標
を
示
し
た
も
の
で
す
。
私
は
プ
リ
ン
ト
に
沿
っ

て
、
学
習
の
流
れ
と
、
目
標
で
あ
る
「
作
品
の
よ

さ
を
発
見
す
る
・
作
品
の
よ
さ
を
表
現
す
る
（
提

示
さ
れ
た
言
葉
を
使
っ
て
文
章
を
書
く
こ
と
が
で

1617

作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お
う

使
用
教
材
：﹁
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
﹂︵
一
年
︶

15

15　
こ
の
号
よ
り
、
新
教
材
を
使
っ
た
授
業
を

ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
回
は
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」（
一
年
）

で
す
。
中
学
生
の
微
妙
な
人
間
関
係
や
、
心

情
の
描
写
が
す
ば
ら
し
い
作
品
で
す
が
、
一

方
で
、
子
ど
も
た
ち
が
感
情
移
入
し
や
す
い

た
め
、
「
夏
実
っ
て
ひ
ど
い
」
な
ど
、
感
情

を
ぶ
つ
け
る
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
客
観
的
に
作
品
を
読
む

第
一
歩
と
し
て
「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お

う
」
と
い
う
単
元
を
設
定
し
ま
し
た
。

学
習
の
流
れ
と
目
標
の
確
認
・
作
品
の

よ
さ
を
述
べ
る
た
め
の
言
葉
を
知
る

第
一
時

き
る
）
」
を
、
子
ど
も
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
確
認

し
ま
し
た
。

　

プ
リ
ン
ト
２
は
、
「
場
面
設
定
」
「
情
景
描

写
」
な
ど
、
作
品
の
よ
さ
を
述
べ
る
た
め
の
言
葉

を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
単
元
で
と
て
も
重
要

な
部
分
な
の
で
、
丁
寧
に
説
明
を
し
て
い
き
ま
し

た
。
映
画
「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
を
例
に
、
「
場

面
設
定
…
迷
子
に
な
っ
た
メ
イ
が
見
つ
か
っ
た
場

面
が
よ
か
っ
た
」
「
情
景
描
写
…
ネ
コ
バ
ス
が

ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
走
る
、
あ
の
描
写
が
す
ば
ら
し

い
」
な
ど
、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
言
葉
の

説
明
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
作
品
の
よ
さ
を
語

る
観
点
に
も
な
り
ま
す
。

　

プ
リ
ン
ト
３
は
、
作
品
の
よ
さ
を
二
百
字
で
ま

と
め
た
文
章
の
例
で
す
。
こ
の
よ
う
な
例
文
を
見

せ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
か
ら
何
を
書
く
の

か
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
例
文

の
中
に
は
「
あ
た
か
も
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
、

辞
書
で
意
味
を
調
べ
さ
せ
ま
し
た
。
「
星
の
花
が

降
る
こ
ろ
に
」
で
は
、
「
あ
た
か
も
」
と
い
う
言

葉
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
事
前
に
意

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

▲プリント１　学習の流れと目標を示している。

▲プリント２　あらすじを書く欄と，「場面設定」「情景描写」など，作品のよさを述べるための言葉が示されている。▲プリント２　あらすじを書く欄と，「場面設定」「情景描写」など，作品のよさを述べるための言葉が示されている。

▲プリント１　学習の流れと目標を示している。
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味
を
確
認
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
す
（
お
か
げ
で
、

教
科
書
Ｐ
96
の
「
│
│
あ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
部
分
を
読
ん
だ
と
き
、
子
ど
も
た
ち
か
ら

ど
っ
と
笑
い
が
起
き
て
い
ま
し
た
）
。

　

そ
の
後
、
「
こ
れ
か
ら
『
星
の
花
が
降
る
こ
ろ

に
』
を
読
み
ま
す
。
何
が
魅
力
的
か
を
意
識
し
な

が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
投
げ
か
け
、
本
文

を
朗
読
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
付
箋
に
「
人
物
設

定
」
「
情
景
描
写
」
な
ど
、
自
分
が
よ
い
思
っ
た

観
点
を
書
か
せ
、
全
員
の
付
箋
を
集
め
て
、
黒
板

に
貼
り
ま
し
た
︵
上
写
真
︶
。

　

前
時
で
集
め
た
付
箋
を
見
な
が
ら
、
ど
う
し
て

そ
の
観
点
を
選
ん
だ
の
か
子
ど
も
た
ち
に
た
ず
ね

ま
し
た
。
す
る
と
、
興
味
深
い
発
言
が
次
々
と
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

「
人
物
設
定
」
を
選
ん
だ
子
た
ち
か
ら
は
「
戸

部
君
」
や
「
掃
除
の
お
ば
さ
ん
」
が
い
い
と
い
う

意
見
が
出
ま
し
た
。
ま
た
、
「
心
情
表
現
」
を

選
ん
だ
子
か
ら
は
「
『
涙
が
に
じ
ん
で
き
た
の

は
あ
ん
ま
り
笑
い
す
ぎ
た
せ
い
だ
、
た
ぶ
ん
』

の
、
『
た
ぶ
ん
』
が
い
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た

り
、
「
表
現
」
を
選
ん
だ
子
か
ら
は
「
『
二
人
で

　

さ
ら
に
、
プ
リ
ン
ト
３
の
例
文
を
見
せ
な
が
ら
、

一
段
落
目
に
は
「
人
物
設
定
が
す
ば
ら
し
い
」

「
情
景
描
写
が
魅
力
的
だ
」
「
表
現
が
実
に
い

い
」
な
ど
、
自
分
が
選
ん
だ
観
点
に
つ
い
て
書
く

こ
と
、
二
段
落
目
に
は
自
分
の
考
え
を
具
体
的
に

書
く
こ
と
、
三
段
落
目
に
は
ま
と
め
を
書
く
こ
と

…
…
を
伝
え
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
が
黙
々
と
鉛
筆
を
動
か
し
て
い
る

間
、
私
は
机
間
指
導
で
、
一
人
一
人
に
丁
寧
に
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
き
ま
す
。
書
き
だ
せ
ず
、
行

き
詰
ま
っ
て
い
る
子
に
は
、
「
ど
こ
が
よ
か
っ
た

の
？
」
と
た
ず
ね
、
書
き
だ
し
の
み
を
私
が
書
き

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
子
ど
も
は
続
け
て
言
葉
が

出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
感
想
文
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
子
に
は
、
「
『
～
と
読
者

は
思
う
だ
ろ
う
』
と
い
う
表
現
に
し
て
ご
ら
ん
」

と
「
読
者
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
助
言
し

ま
す
。
教
師
が
少
し
言
葉
を
修
正
し
た
り
補
っ
て

あ
げ
た
り
す
る
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
の
文
章
は

格
段
に
よ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

前
時
ま
で
に
ま
と
め
た
文
章
を
集
め
て
文
集
を

作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
配
布
し
、
全
員
で
読
ん
で

木
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
』
と
い
う
表
現
が
い
い
」

「
『
星
の
花
』
と
い
う
表
現
が
何
か
を
象
徴
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
前
時
で
学
習
し
た
言

葉
を
使
っ
て
、
き
ち
ん
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
友
達
の
発
言
を
聞
く
こ
と

で
、
自
分
の
考
え
も
深
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
後
、
ど
ん
な
話
だ
っ
た
か
つ
か
む
た
め
、

あ
ら
す
じ
を
百
字
で
ま
と
め
さ
せ
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
前
時
で
う
ま
く
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
て

い
た
子
の
文
章
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
、

物
語
の
大
事
な
部
分
を
押
さ
え
、
み
ん
な
で
確
認

し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
作
品
の
よ
さ
を
二
百
字
の
文
章
に
ま

と
め
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
「
感
想
文
で
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
。
使
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
が
あ
り

ま
す
」
と
話
し
、
次
の
よ
う
に
板
書
し
ま
し
た
。

・
﹁
私
は
、
ぼ
く
は
～
﹂
で
始
め
な
い

・
﹁
す
ご
い
﹂
を
使
わ
な
い

・
﹁
思
っ
た
﹂
を
文
末
に
使
わ
な
い

い
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は

「
と
に
か
く
褒
め
る
こ
と
」
。
ど
ん
な
些
細
な
こ

と
で
も
褒
め
て
、
そ
の
子
の
文
章
の
よ
さ
を
全
員

で
共
有
し
て
い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分

な
り
の
観
点
で
作
品
の
よ
さ
を
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
し
た
。
う
ま
く
ま
と
め
て
い
た
Ｙ
さ

ん
の
文
章
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」
は
、
心
情
の
変

化
が
魅
力
的
だ
。

　

過
去
を
ひ
き
ず
っ
た
私
が
、
戸
部
君
と
い
う

男
の
子
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
変
わ
っ
て
い
く
様

を
銀
木
犀
の
木
を
巧
み
に
使
っ
て
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
銀
木
犀
か
ら
私
が
出
て
行
く
姿

は
、
実
に
感
動
的
だ
。

　

そ
し
て
、
私
と
い
う
、
名
前
の
な
い
平
凡
な

中
学
生
の
女
の
子
の
心
情
の
変
化
は
共
感
し
や

す
く
元
気
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
私
だ
け

で
な
く
、
読
者
も
心
動
か
さ
れ
る
作
品
だ
。

　

「
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
う
」
│
│
作
品
を

客
観
的
に
読
む
力
は
、
文
学
作
品
を
深
く
読
解
し

て
い
く
た
め
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
一
年
生
の
こ
の

時
期
に
そ
の
力
の
基
礎
を
育
み
、
書
い
て
よ
か
っ

た
と
い
う
達
成
感
を
実
感
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
中
学

三
年
間
の
読
み
の
学
習
が
、
も
っ
と
豊
か
に
な
っ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

作
品
の
よ
さ
に
つ
い
て
友
達
の
考
え
を

知
る
・
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る

第
二
時

作
品
の
よ
さ
を
ま
と
め
る

第
三
・
四
時

文
集
﹁
作
品
の
よ
さ
を
語
り
合
お
う
﹂

を
読
み
合
う

第
五
・
六
時

▲プリント３　昔話「桃太郎」と，１学期に学習した「にじの
見える橋」のよさをまとめた 200 字の文章を例として示した。

◀自分がよいと思った観点
を付箋紙に書かせた。

▲プリント３　昔話「桃太郎」と，１学期に学習した「にじの
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大
阪
府
生
ま
れ
。
論
文
に
﹁﹃
奥
義
抄
﹄
か
ら
﹃
僻
案
抄
﹄
へ
│
﹁
そ
が
菊
﹂
注
に
み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
│
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄︶
な
ど
。

共
著
書
に
﹁
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
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・
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法
部
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・
和
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院
︶、﹁
宴
曲
索
引
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伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
︶
な
ど
が
あ
る
。

東
野
泰
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大
阪
府
生
ま
れ
。
論
文
に
﹁﹃
奥
義
抄
﹄
か
ら
﹃
僻
案
抄
﹄
へ
│
﹁
そ
が
菊
﹂
注
に
み
る
院
政
期
歌
学
の
一
様
相
│
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄︶
な
ど
。

共
著
書
に
﹁
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
義
部
・
作
法
部
﹂︵
片
桐
洋
一
編
・
和
泉
書
院
︶、﹁
宴
曲
索
引
﹂︵
伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
︶
な
ど
が
あ
る
。

共
著
書
に
﹁
八
雲
御
抄
の
研
究　

正
義
部
・
作
法
部
﹂︵
片
桐
洋
一
編
・
和
泉
書
院
︶、﹁
宴
曲
索
引
﹂︵
伊
藤
正
義
監
修
・
和
泉
書
院
︶
な
ど
が
あ
る
。

東
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Ｊ
Ｒ
須
磨
駅
は
、
改
札
を
出
て
高
架
に
な
っ

て
い
る
駅
舎
か
ら
階
段
を
下
り
る
と
す
ぐ
に
砂

浜
、
と
い
う
海
岸
線
ぎ
り
ぎ
り
の
立
地
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
は
六
甲
山
系
の
末
端
が
海
に

迫
っ
て
い
る
た
め
、
海
ぎ
わ
の
狭
い
平
地
を
Ｊ

Ｒ
、
国
道
、
山
陽
電
鉄
が
争
う
よ
う
に
走
っ
て

い
る
。
重
機
の
な
か
っ
た
昔
は
道
幅
を
広
げ
よ

う
も
な
く
、
な
お
さ
ら
、
狭
く
通
り
に
く
い
道

で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
海
路
を
と
る
に
し
て

も
、
淡
路
島
の
島
影
も
間
近
な
明
石
海
峡
は
、

潮
の
流
れ
が
速
い
難
所
で
あ
る
。
こ
の
須
磨
を

通
り
抜
け
る
と
西
は
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
、
す
で
に
畿
内
で

は
な
く
、都
の
人
々
か
ら
み
れ
ば「
人
の
国
」（
地

方
、田
舎
）と
な
る
の
だ
っ
た
。
関
所
が
置
か
れ
、

在あ
り

原は
ら
の

行ゆ
き

平ひ
ら

、
光
源
氏
が
隠い
ん

遁と
ん

し
、
ま
た
、
一
ノ

谷
で
源
平
が
攻
防
し
た
の
も
、
須
磨
が
畿
内
の

西
端
で
、
交
通
上
の
難
所
と
い
う
こ
と
を
知
れ

ば
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
け
る
。

　

須
磨
は
古
代
か
ら
和
歌
に
詠
ま
れ
、
都
か
ら

離
れ
た
寂
し
げ
な
土
地
と
い
う
文
学
的
イ
メ
ー

ジ
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

須
磨
の
海あ

人ま

の
塩し
ほ

焼
き
衣き
ぬ

の
な
れ
な
ば
か

一ひ
と

日ひ

も
君
を
忘
れ
て
思
は
む

︵
万
葉
集　

巻
六　

山
部
赤
人
︶

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み

思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り

︵
古
今
集　

恋
四　

よ
み
人
し
ら
ず
︶

淡
路
島
か
よ
ふ
千
鳥
の
な
く
声
に

い
く
夜よ

寝ね

覚ざ

め
ぬ
須
磨
の
関
守

︵
金
葉
集　

冬　

源
兼
昌　

の
ち
に
百
人
一
首
︶

　

海
人
が
塩
を
焼
き
、
そ
の
煙
が
く
ゆ
り
、
千

鳥
の
鳴
く
声
ば
か
り
が
聞
こ
え
る
、
そ
ん
な
寂

し
い
海
辺
が
和
歌
に
お
け
る
須
磨
の
景
色
で

あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
須
磨
の
イ
メ
ー
ジ
を
決
定

づ
け
た
の
は
、
古
今
集
の
在
原
行
平
（
在
原
業な
り

平ひ
ら

の
兄
）
の
次
の
和
歌
（
雑
下
）
で
あ
る
。

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に

藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ

　

こ
の
歌
の
詞こ
と
ば

書が
き
に
は
「
田
村
の
御
時
に
事
に

あ
た
り
て
」
と
あ
り
、
行
平
が
文
徳
天
皇
の
時

代
に
何
ら
か
の
事
件
に
連
座
し
て
須
磨
に
隠
棲

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
行
平
は
「
と
ふ
人
あ

ら
ば
、『
わ
ぶ
』
と
こ
た
へ
よ
（
私
の
こ
と
を

問
う
人
が
い
た
ら
、『
つ
ら
い
思
い
で
暮
ら
し

て
い
る
』
と
答
え
て
く
だ
さ
い
）」
と
、
遠
く

宮
中
に
い
る
知
人
に
向
け
て
悲
し
み
を
吐
露
し

て
い
る
。
流る

謫た
く

の
貴
人
が
「
わ
ぶ
」、
つ
ま
り
、

心
を
く
ず
お
れ
さ
せ
て
い
る
さ
ま
は
、
そ
の
ま

ま
、
源
氏
物
語
須
磨
巻
の
光
源
氏
の
姿
に
投
影

さ
れ
た
。

　
須
磨
に
は
、
い
と
ど
心
づ
く
し
の
秋
風
に
、

海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
、
行
平
の
中
納
言
の
、

関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦う
ら

波な
み

、
夜よ
る

々よ
る

は

げ
に
い
と
近
く
聞
こ
え
て
、
ま
た
な
く
あ
は

れ
な
る
も
の
は
か
か
る
所
の
秋
な
り
け
り
。

︵
三
年
﹁
古
典
の
伝
統
﹂
教
科
書
Ｐ
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須
磨
に
吹
く
「
心
づ
く
し
の
秋
風
」
の
「
心

づ
く
し
」
と
は
、
悲
し
み
に
心
を
尽
き
果
て
さ

せ
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
こ
の
「
秋
風
」
は

す
こ
し
離
れ
た
海
辺
か
ら
浦
波
の
音
を
運
ん
で

く
る
風
で
も
あ
る
。「
関
吹
き
越
ゆ
る
須
磨
の

浦
波
」（
続
古
今
集
）
と
行
平
が
詠
ん
だ
、
そ

の
波
音
を
耳
に
し
た
光
源
氏
は
「
げ
に
（
本
当

に
）」
と
さ
ら
に
悲
し
み
を
深
く
す
る
。

　

行
平
や
光
源
氏
は
須
磨
と
い
う
畿
内
の
果
て

の
地
で
、
遠
く
離
れ
た
都
へ
の
思
い
に
身
を
任

せ
て
い
る
。
彼
ら
の
流
離
の
悲
し
み
の
情
に

我
々
は
心
を
動
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か

ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
悲
し
い
、
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
流
謫
の
貴
公
子

が
悲
し
み
に
懊お
う

悩の
う

す
る
さ
ま
に
は
、
美
し
く
甘

や
か
な
詩
情
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
源
平
の
こ
ろ
、
平
た
い
ら
の

敦あ
つ
盛も
り
が
熊く
ま

谷が
い

直な
お

実ざ
ね

に
討
た
れ
た
一
ノ
谷
も
須
磨
で
あ
る
。
わ
ず

か
十
七
歳
、「
容
顔
ま
こ
と
に
美
麗
な
り
け
れ

ば
」
と
描
か
れ
た
敦
盛
の
最
期
は
、
平
家
物
語

中
で
も
と
り
わ
け
愛
惜
の
情
を
も
よ
お
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
美
し
く
悲
し
い
貴
公
子
を
描
い
た

和
歌
や
物
語
は
人
々
に
深
い
印
象
を
残
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
の
ち
の
時
代
に
も
繰
り
返
し

取
り
上
げ
ら
れ
、
源
氏
物
語
を
素
材
に
し
た
和

歌
や
、
謡
曲
「
敦
盛
」、
さ
ら
に
は
、
芭
蕉
の

発
句
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
須
磨
は
古
代
か
ら
の
文
学
の

記
憶
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
文
学
に
対
す
る
人
々
の
思
い

が
新
た
な
現
実
を
作
り
出
し
て
い
る
場
所
で
も

あ
る
。

　

古
今
集
行
平
歌
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を

素
材
と
し
た
謡
曲
「
松
風
」
は
、
行
平
の
須
磨

で
の
恋
人
で
あ
っ
た
松
風
・
村む
ら

雨さ
め

姉
妹
を
シ
テ

と
す
る
。
姉
妹
の
庵
の
跡
と
さ
れ
る
松
風
村
雨

堂
は
江
戸
時
代
の
名
所
図
会
に
も
既
に
見
え
て

い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
松
風
・
村
雨
姉
妹
が
実

在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
創
作
が
現
実
の
文

学
遺
跡
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
須

磨
区
内
の
町
名
に
は
、
謡
曲
「
松
風
」
に
ち
な

ん
だ
行
平
町
、
松
風
町
、
村
雨
町
や
、
源
氏
物

語
須
磨
巻
の
「
植
ゑ
し
若
木
の
桜
、
ほ
の
か
に

咲
き
そ
め
て
」
に
ち
な
む
と
お
も
わ
れ
る
若
木

町
、
桜
木
町
な
ど
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
須
磨
で

は
、
古
典
文
学
に
対
す
る
人
々
の
誇
り
や
憧
憬

が
新
た
な
現
実
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
須
磨
は
、
と
く
に
夏
と
も
な
れ
ば
、

海
浜
公
園
や
水
族
園
に
遊
ぶ
家
族
連
れ
や
水
着

の
若
者
で
に
ぎ
わ
う
、
古
典
文
学
を
知
ら
ぬ
人

に
と
っ
て
は
、
典
型
的
な
海
辺
の
町
に
見
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
千
年
以
上
の
文
学

的
イ
メ
ー
ジ
が
積
み
重
な
っ
た
町
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
、
こ
の
町
に
か
つ
て

の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
き
、
海
の
家
の

喧
噪
も
台
風
も
通
り
過
ぎ
た
あ
と
の
、
須
磨
の

秋
の
海
辺
の
寂
し
さ
に
、
現
実
に
目
に
見
え
る

も
の
以
上
の
感
興
を
催
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
古
典
の
知
識
が
見
せ
る
幻
の
よ
う
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
須
磨
の
秋
風
に

現
代
の
我
々
が
心
を
尽
く
す
と
き
、
ま
た
新
た

な
詩
情
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

畿
内
の
西
の
果
て

一

心
を
尽
く
す
須
磨
の
秋
風

貴
公
子
た
ち
の
須
磨

二
現
代
の
須
磨
と
古
典

三

﹁
古
典
へ
の
扉
﹂
は
今
号
で
最
終
回
と
な
り
ま
す
。

ご
愛
読
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2
け
る
と
、
数
人
の
生
徒
が
「
行
書
は
点
画
が
連

続
し
て
い
る
」「
行
書
は
点
画
や
折
れ
が
丸
い

感
じ
」
と
い
っ
た
特
徴
を
挙
げ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
特
徴
は
そ
れ
以
上
挙
が
っ
て
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、「
楷
書
と
行
書
を
空
書
し
て

気
づ
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
指

示
を
出
し
ま
し
た
。
生
徒
は
一
斉
に
空
書
を
始

め
、
周
り
の
生
徒
と
相
談
し
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
に
、
数
人
の
生
徒
が
「
い
と
へ
ん
は
一
画

目
の
折
れ
の
向
き
が
変
わ
っ
て
二
画
目
に
連
続

し
た
」「
い
と
へ
ん
の
下
部
分
『
小
』
が
全
部

点
に
な
っ
た
」「『
小
』
は
筆
順
が
変
わ
っ
た
」

と
い
っ
た
特
徴
を
挙
げ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
生
徒
に
教
科
書
の
観
音
開
き
の

❶
楷
書
と
行
書
の
違
い
を
確
認
す
る
。

・
本
時
の
目
標
を
知
る
。

　

「
点
画
の
省
略
」
「
筆
順
の
変
化
」
が
起

こ
る
理
由
を
考
え
、
そ
の
特
徴
が
表
れ
る

よ
う
に
筆
使
い
を
追
究
し
よ
う
。

❷
行
書
の
書
字
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
理
由
を

考
え
、
発
表
す
る
。

・
水
平
面
と
垂
直
面
の
両
面
で
運
筆
距
離
が

短
く
な
る
こ
と
を
、
模
型
と
動
画
を
見
て

確
認
す
る
。

・
行
書
の
特
徴
で
あ
る
﹁
点
画
の
省
略
﹂

 

﹁
筆
順
の
変
化
﹂
が
起
こ
る
理
由
に
興

味
・
関
心
を
も
つ
。

・
動
的
な
視
点
か
ら
﹁
点
画
の
省
略
﹂

 

﹁
筆
順
の
変
化
﹂
を
捉
え
、
運
筆
練
習

を
繰
り
返
し
、
技
能
の
向
上
を
図
る
。

・﹁
点
画
の
省
略
﹂
﹁
筆
順
の
変
化
﹂
が

起
こ
る
理
由
や
運
筆
の
過
程
を
静
的
視

点
と
動
的
視
点
を
結
び
付
け
て
思
考

し
、
理
解
す
る
。

❸
動
画
で
運
筆
︵
動
的
視
点
︶
を
、
手
本
で

字
形
︵
静
的
視
点
︶
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認

し
、
結
び
付
け
な
が
ら
練
習
す
る
。

❶
楷
書
と
行
書
の
違
い
を

　

確
認
し
よ
う

　

最
初
は
復
習
か
ら
始
め
ま
し
た
。「
楷
書
と

行
書
の
違
い
、
説
明
で
き
ま
す
か
」
と
、
電
子

黒
板
で
教
科
書
Ｐ
22
・
27
の
「
緑
」
を
提
示
し

て
問
う
と
、
生
徒
は
近
く
の
席
の
生
徒
と
確
認

の
た
め
の
話
し
合
い
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
発
表
で
き
る
人
は
い
ま
す
か
」
と
問
い
か

学
習
の
流
れ

題
材
の
目
標

さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
さ
れ
て
い
る
清
水
先
生
の
連
載
（
全
三
回
）
で
す
。

今
回
は
、
模
型
や
動
画
を
使
っ
て
、
行
書
の
特
徴
（
点
画
の
省
略
・
筆
順
変
化
）

を
学
ぶ
授
業
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

行
書
の﹁
省
略
・
筆
順
変
化
﹂
を

動
的
・
静
的
な
視
点
か
ら
追
究
し
よ
う

上
越
教
育
大
学
附
属
中
学
校
指
導
教
諭
　
清
水 

陽
一
郎

ペ
ー
ジ
︵
Ｐ
23
│
26
︶
を
広
げ
る
よ
う
に
指
示
を

出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
行
書
の
特
徴
で
あ
る

「
点
画
の
省
略
」「
筆
順
の
変
化
」
に
つ
い
て
学

習
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

❷
行
書
の
書
字
時
間
が
短
縮
さ
れ
る

　

理
由
を
考
え
よ
う

　

次
に
、「
行
書
が
使
わ
れ
る
理
由
は
何
で
す

か
」
と
問
い
か
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
口
々
に
「
速
く
書
け
る
か

ら
」
と
答
え
ま
し
た
。
行
書
は
な
め
ら
か
に
書

く
た
め
、
結
果
と
し
て
ス
ピ
ー
ド
は
上
が
り
ま

す
が
、
私
は
、
生
徒
た
ち
が
「
書
く
速
さ
」
だ

け
に
気
を
と
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
考
え

ま
し
た
。そ
こ
で「
な
ぜ
速
く
書
け
る
の
で
し
ょ

う
か
」
と
尋
ね
る
と
、
生
徒
は
一
瞬
沈
黙
し
、

そ
の
後
、周
り
の
生
徒
と
相
談
を
始
め
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、一
年
生
で
学
習
し
た
「
い
ろ
は
歌
」

と
平
仮
名
の
字
母
を
想
起
さ
せ
、「
平
仮
名
は

な
ぜ
で
き
た
の
か
」「
字
母
は
ど
の
よ
う
に
平

仮
名
へ
変
化
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

さ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
、
あ
る
生
徒
が
「
平
仮

名
は
漢
字
の
点
画
が
省
略
さ
れ
て
で
き
た
も
の

だ
」
と
発
言
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
が
「
省

略
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
っ
て
く
る
の
か
」
と
追

質
問
を
す
る
と
、
少
し
沈
黙
が
あ
っ
た
後
、「
わ

か
っ
た
！ 

動
く
距
離
だ
」
と
あ
る
生
徒
が
発

言
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
自
作
の
模
型
（
左
写
真
）
を
取
り

出
し
、「
こ
れ
に
ひ
も
を
通
し
て
、
長
さ
を
比

べ
て
み
よ
う
」
と
提
案
し
ま
し
た
。
生
徒
は
興

味
津
々
で
見
入
っ
て
い
ま
す
。
教
科
書
Ｐ
40
│

41
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
「

」
と
「
花
」
の

実
画
部
と
虚
画
部
を
含
む
運
筆
距
離
（
こ
こ
で

は
垂
直
面
は
考
慮
し
な
い
）
を
ひ
も
で
測
り
、

伸
ば
し
て
長
さ
を
比
べ
る
と
、
行
書
の
ほ
う
が

10
～
40
％
程
度
短
い
こ
と
が
目
視
で
き
ま
し

た
。
生
徒
は
驚
き
の
声
を
上
げ
、
同
じ
ス
ピ
ー

ド
で
書
い
て
も
結
果
的
に
速
く
書
け
る
こ
と
に

納
得
し
て
い
ま
し
た
。

連    
載

　 
楽
し
く

書
写
の
時
間
を

2223

清
し

水
みず

陽
よう

一
いち

郎
ろう

1970年生まれ。東京学芸大
学書道科卒業後，新潟県中学
校教諭を経て，上越教育大学
大学院にて書写指導について
研究。現在，上越教育大学附属
中学校指導教諭。全国大学書
写書道教育学会会員。上越国
語教育連絡協議会書写委員。

▲教科書の紙面を映して見せ，楷書と行書を比較させる。

◀板に釘を打った自作の
模型。写真のように，ひ
もを通して，運筆距離に
ついて考えさせる。
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今
回
の
学
習
を
、「
知
識
・
理
解
」「
技
能
」

の
二
つ
の
観
点
か
ら
三
段
階
で
評
価
し
ま
し

た
。
評
価
結
果
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

　

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
「
頭
で
理
解
し
て
い

て
も
手
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
」
生
徒
が
多

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
動
的
視
点
と
静
的
視

点
を
提
示
し
た
こ
と
で
、
生
徒
は
双
方
を
結
び

付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
省
略
や
筆
順
変
化
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

練
習
時
間
が
短
い
た
め
、
技
能
の
向
上
に
ま
で

は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
練
習
時
間
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
国
語
の
単
元
配
列
を
工
夫
し
て
、

書
写
の
時
間
を
定
期
的
あ
る
い
は
短
期
集
中
的

に
設
定
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

合
い
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
合
う
生
徒
た
ち
の
姿

が
あ
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
行
書
で
名
前
を
書
き
、
提
出
さ
せ

ま
し
た
。

❸
動
画
と
手
本
を
効
果
的
に
使
っ
て

　

行
書
を
練
習
し
よ
う

　

続
い
て
、
教
科
書
Ｐ
43
の
「
桜
草
」
を
実
際

に
筆
で
書
く
練
習
に
移
り
ま
し
た
。
教
科
書
の

教
材
文
字
で
は
、
字
形
や
点
画
の
形
を
確
認
で

き
ま
す
が
、
点
画
と
点
画
の
間
を
筆
が
ど
の
よ

う
に
動
い
て
い
る
か
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
教
師
が
書
い
て
い
る
様
子
を
、
上

か
ら
と
横
か
ら
の
二
方
向
か
ら
映
し
た
動
画
を

電
子
黒
板
に
映
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、「
書
字

運
動
の
結
果
と
し
て
文
字
が
残
る
の
だ
か
ら
、

よ
い
運
動
を
す
れ
ば
よ
い
字
に
な
る
。
字
形
も

大
切
だ
が
、
書
字
運
動
と
関
連
づ
け
て
観
察
を

し
な
さ
い
」
と
指
示
を
出
し
ま
し
た
。
生
徒

は
、
教
科
書
と
動
画
を
交
互
に
見
な
が
ら
、
書

字
運
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
ま

し
た
。

　

学
級
全
体
で
の
確
認
が
終
わ
り
、
個
々
に
練

習
を
始
め
ま
し
た
。
生
徒
は
、
一
人
一
台
持
っ

て
い
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
︵
※
︶
を
使
い
、
上

か
ら
と
横
か
ら
の
二
方
向
か
ら
の
動
画
を
必
要

に
応
じ
て
使
い
、
教
材
文
字
と
照
ら
し
合
わ

せ
、
動
的
視
点
と
静
的
視
点
の
両
面
か
ら
練
習

を
進
め
ま
し
た
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
が
な
い
場

合
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
動
画
機
能
を
使
っ
て

代
用
で
き
ま
す
）。
自
然
発
生
的
に
、
隣
ど
う

し
で
動
画
と
相
手
の
書
字
を
客
観
的
に
観
察
し

　

そ
こ
で
、
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
学
習
を
書
字

運
動
の
視
点
か
ら
ま
と
め
ま
し
た
。

▼
楷
書
は
「
ト
ン
・
ス
ー
・
ト
ン
」
と
書
き
、

ス
ト
ッ
プ
＆
ゴ
ー
が
あ
る
が
、
行
書
は

止
め
る
部
分
を
止
め
ず
に
速
度
を
落
と

し
て
書
く
。

▼
行
書
は
穂
先
を
ほ
と
ん
ど
持
ち
上
げ
ず

に
書
く
。
浮
き
上
が
り
が
少
な
い
の
で
、

結
果
的
に
連
続
痕
が
紙
に
残
る
。

▼
行
書
は
な
め
ら
か
に
書
字
運
動
を
し
、

運
筆
距
離
が
短
く
な
る
た
め
に
、
点
画

の
形
が
変
化
・
省
略
し
た
り
筆
順
が
変

化
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

学
習
の
評
価

※　タブレットＰＣ　
薄い板状のパソコンで，画面
上で操作したり書き込んだり
できる。（上越教育大学附属
中学校では，総務省／文部省
の事業の実施校として，全
生徒にタブレット PC を配布，
授業で活用している。）

▶教師が書いてい
る動画を見せ，虚
画部の筆脈の変化
を確認させる。

▲２観点とも達成できた生徒作品。

　「桜草」の評価　n=39    2012年 7 月実施

【知識・理解】
Ａ：省略と筆順変化の双方を正しい形で文字に
　　表すことができている。
Ｂ：省略または筆順変化を正しい形で文字に表
　　すことができている。
Ｃ：省略と筆順変化の双方を正しい形で文字に
　　表すことができていない。

【技能】
Ａ：なめらかで筆脈の通った運筆ができている。
Ｂ：筆脈の通った運筆ができている。
Ｃ：筆脈の通った運筆ができていない。

0 20 40 60 80 100
（％）

A B C

A B C

十分達成できている

知識・理解

技能

概ね達成できている 達成できていないA B C

▶教科書の教材文字
と，タブレットＰＣ
の動画を見ながら，
学習する。

▲模型にひもを通してその長さを比べ，行書の運筆距離
が楷書よりも短いことを視覚的に捉えさせる。



光村図書ホームページを，ぜひご覧ください
http://www.mitsumura-tosho.co.jp

毎日の指導に役立つさまざまな資料が，弊社ホームページ「光村チャンネル」に掲載されています。

教科書の表紙をクリッ
クすると , 各教科の
ページへアクセスでき
ます。年間指導計画
や移行資料などをダウ
ンロードすることがで
きます。

教科の部屋

さまざまな分野で活躍されている方をゲストに迎え，３回にわたってお話をうかがう人気のコーナーです。
教科書に作品が掲載されている作者や筆者の方にもご登場いただいています。2012 年秋（9～11 月）では,
「月の起源を探る」（3年）の小久保英一郎先生にお話をうかがいます。第 1回は 9月下旬アップ予定です。
どうぞお楽しみに。

シーズン・インタビュー

会員専用のページで
す。指導案 ,「国語教
育相談室」のバックナ
ンバーなどがご覧いた
だけます。

光村コミュニティ

光村図書が発行してき
た国語教科書を一挙
ご紹介。

教科書クロニクル

月２回発行している
メールマガジンです。
ご登録・バックナン
バーはこちらから。

光村メールマガジン

読書に関するさまざまな疑問に ,
赤木かん子さんがお答えする , 
人気コーナー。

赤木かん子の読書Q&A
最新号をこちらからPDF ファ
イルでご覧いただけます。

国語教育相談室

伊
い

勢
せ

英
ひで

子
こ

（画家・絵本作家）　

「旅する絵描き」（2 年）

「行けば何かがある」という直感がありました。（中略）「あの窓の
中に何かがある。あのおじいさんに会えば何かが始まる」という，そ
の一心で向かいました。（2012 年夏　第２回より抜粋）

木
きの

下
した

史
し

青
せい

（展示・照明・環境デザイナー）　

「光で見せる展示デザイン」（3 年）

どのように見たらいいかわからない「モノ」に，少しでも知的好奇
心がわいてくるようなデザインをするのが，僕の仕事なんだと思ってい
ます。（2012年春　第 1 回より抜粋）

米
よね

倉
くら

斉
まさ

加
か

年
ね

（俳優・演出家・絵本作家）　

「大人になれなかった弟たちに……」（1 年）

僕らは，あったことを残すことはしなきゃいかん。伝わらなくとも，だれ
も手に取らなくとも，置いておかなきゃいかん。そういう思いでこの作
品を作りました。（2011 年冬　第 1 回より抜粋）

布
ふ

施
せ

英
ひで

利
と

（芸術学者・批評家）　

「君は『最後の晩餐』を知っているか」（2 年）

「最後の晩餐」という絵は，ほとんどの人はどこかで見たことがある
んじゃないかと思います。でも僕が伝えたかったのは ,“本当の「最
後の晩餐」” を知ってるかということです。（2011 年春　第 3 回より抜粋）



　平成 24年度版「中学書写 学習指導書」付属DVD-ROMに収録されているワーク
シート（２年生）に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。
　該当するシートにつきましては，訂正を施したうえで，弊社ホームページ「光村
チャンネル」に，データをご用意いたしました。お手数をおかけいたしますが，ご使
用の際には下記URLよりダウンロードしていただきますようお願いいたします。　

　「光村チャンネル」＞「中学校書写」＞「訂正のお知らせ」
　  http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasyo/chugaku/shosha/teisei

平成24年度版「中学書写　学習指導書」ワークシート訂正について

　「言語教育振興財団」では，小・中・高等学校，大学，教育研究団体等を対象と
し，今後の情報化・国際化の進展を踏まえ，言語教育（国語教育・外国語教育等）の
充実・発展を図るために，理論と実践の分野について優れた研究開発を行う団体また
は個人に対して助成します。

平成25年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募

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 25年４月〜 26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）

助成件数及び金額
助成件数は50件まで。
助成金額は１件につき20万〜 40万円

（団体の場合は40万円まで，個人の場合は30万まで）

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上，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，平成 24年12月21日（金）必着で，当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は，返信用封筒を同封の上，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，選考結果を平成25年２月末までに通知。
平成 25年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先
財団法人言語教育振興財団  事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9
TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174
E-mail:gengo-k@star.ocn.ne.jp


