
﹁
問
う
﹂
と
い
う
こ
と

 

│
│ 

新
教
材
「
科
学
は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
」（
二
年
）
を
め
ぐ
っ
て 

つむごう，
きみの物語を。

特 
集

特 集

対  

談

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

港
区
立
赤
坂
中
学
校
主
任
教
諭

最さ
い

相し
ょ
う

葉は

月づ
き

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー

新
版
で
は
︑
生
徒
た
ち
に
豊
か
な
表
現
や
思

考
を
も
た
ら
す
﹁
上
質
な
言
語
体
験
﹂
を
実

現
す
る
教
科
書
を
目
ざ
し
ま
し
た
︒

教
科
書
の
作
品
や
活
動
を
通
し
て
︑
生
徒
一

人
一
人
が
︑
か
け
が
え
の
な
い
自
分
の
物
語

を
つ
む
い
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
特
集
で
は
︑
そ
う
し
た
願
い
を
受
け
て
︑

新
し
い
教
材
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
筆
者
の

思
い
や
︑
新
版
教
科
書
の
特
徴
・
工
夫
点
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
︒

つ
む
ご
う
︑

き
み
の
物
語
を
︒

 

平
成
二
十
八
年
度
版『
国
語
』の
ご
紹
介

最
相
さ
ん
に
は
︑
平
成
二
十
八
年
度
版
﹃
国
語
﹄
二
年
の
説
明
文
教
材
﹁
科
学

は
あ
な
た
の
中
に
あ
る
﹂
を
書
き
お
ろ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
取
材
し
︑﹃
絶
対
音

感
﹄
や
﹃
青
い
バ
ラ
﹄﹃
星
新
一
　
一
〇
〇
一
話
を
つ
く
っ
た
人
﹄
な
ど
︑
話

題
作
を
次
々
と
生
み
出
し
て
き
た
最
相
さ
ん
︒
こ
の
対
談
で
は
︑
甲
斐
先
生
を

聞
き
手
と
し
て
︑
教
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
科
学
や
﹁
問
い
﹂
に
つ
い
て
︑
取

材
体
験
や
本
の
魅
力
に
も
触
れ
な
が
ら
迫
っ
て
い
き
ま
す
︒

甲
斐　

初
め
て
『
絶
対
音
感
』（
※
１
）
を
読
ん

だ
と
き
、
最
相
さ
ん
の
「
こ
れ
を
知
り
た
い
」
と

い
う
思
い
と
、
突
き
動
か
さ
れ
る
何
か
に
ど
ん
ど

ん
挑
戦
し
て
い
く
姿
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、

執
筆
に
あ
た
っ
て
「
科
学
」
を
テ
ー
マ
に
な
さ
っ

撮
影
：
鈴
木
俊
介

0405

科
学
は
理
解
す
る
も
の

※１：音楽家や科学者
200人以上に取材し，

「絶対音感」の謎を探
り音楽の本質に迫っ
た作品。小学館ノン
フィクション大賞受
賞作。（新潮社）



つむごう，
きみの物語を。

特 集

甲
斐　

教
材
の
冒
頭
（
P

218
）
に
は
、
高
校
時

代
の
理
科
の
授
業
で
、
ろ
う
そ
く
の
観
察
記
録
を

発
表
す
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。

　

私
の
隣
に
座
る
Ｍ
さ
ん
の
番
に
な
っ
た
。

次
は
い
よ
い
よ
自
分
だ
と
思
う
と
、
緊
張
感

が
高
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｍ
さ
ん
の
話
を

聞
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
頭
の
中
が
真
っ
白

に
な
っ
て
い
っ
た
。
Ｍ
さ
ん
は
最
後
の
最
後

ま
で
ろ
う
そ
く
に
火
を
つ
け
ず
に
、
な
で
た

り
割
っ
た
り
し
て
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
書

き
記
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ろ
う
の
原
料
は

何
か
。
な
ぜ
こ
ん
な
臭
い
が
す
る
の
か
。
な

ぜ
こ
ん
な
手
触
り
な
の
か
。
一
気
に
燃
え
尽

き
る
こ
と
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け

て
燃
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
問
い

も
あ
っ
た
。

　

や
ら
れ
た
、
と
思
っ
た
。
ろ
う
そ
く
と
は

火
を
と
も
す
も
の
と
い
う
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
だ
。

そ
の
後
、
自
分
が
何
を
発
表
し
た
の
か
は
全

く
覚
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
Ｍ
さ
ん
の
凛
と

し
た
横
顔
だ
け
が
目
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

　

こ
の
「
Ｍ
さ
ん
」
の
逸
話
も
と
て
も
印
象
的
で

す
ね
。

最
相　

こ
の
と
き
は
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
、

自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
ん
で
す
。
物
事
と
い

う
の
は
こ
う
や
っ
て
見
る
ん
だ
、
と
。
自
分
の
凡

庸
な
と
こ
ろ
に
気
づ
か
さ
れ
た
、
あ
る
意
味
す
ご

く
痛
み
の
あ
る
体
験
で
し
た
。

甲
斐　

同
級
生
に
刺
激
を
受
け
た
ん
で
す
ね
。

最
相　

私
の
場
合
は
そ
う
で
し
た
が
、
実
は
す
ぐ

そ
ば
に
い
る
人
が
、
そ
う
い
う
刺
激
を
く
れ
る
こ

と
っ
て
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
近
所
の
お
ば
あ
さ

ん
と
か
、
普
段
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
い
る
友
達
、

自
分
よ
り
も
っ
と
年
下
の
小
学
生
と
か
。
自
分
が

問
い
か
け
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
だ
け
で
も
、
貴
重
な
体
験
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

幼
い
人
た
ち
の
問
い
に
、
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
よ
ね
。

最
相　

非
常
に
卑
近
な
例
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
、

甥
っ
子
が
小
学
三
、四
年
生
く
ら
い
の
頃
に
「
血

が
つ
な
が
っ
て
い
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と

私
に
き
い
た
ん
で
す
。
私
の
弟
の
息
子
な
ん
で
す

が
、「
弟
と
私
は
血
が
つ
な
が
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

あ
な
た
の
お
母
さ
ん
、
つ
ま
り
弟
の
妻
、
彼
女
と

は
、
私
は
血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
よ
」
と
家

系
図
を
描
い
て
説
明
し
ま
し
た
が
、
わ
か
っ
て
も

ら
え
た
か
ど
う
か
心
配
で
す
。

甲
斐　

思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
問
い
が
存
在
し

た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

最
相　

３
・
11
以
降
、「
科
学
が
信
じ
ら
れ
な
い
」

と
い
う
言
葉
が
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
ま
し
た
。
私

は
、
み
ん
な
科
学
を
信
じ
て
い
た
の
か
と
驚
い
た

ん
で
す
。
星
新
一
に
つ
い
て
取
材
し
て
い
た
と
き
、

星
が
「
宗
教
は
信
じ
る
も
の
だ
け
ど
、
科
学
は
理

解
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
を
奥
様
だ
け
に

語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
非
常
に
印
象
的
で
、
そ
も
そ
も
科
学
を
「
信

じ
る
」「
信
じ
な
い
」
と
い
う
尺
度
で
測
る
こ
と

に
す
ご
く
違
和
感
を
覚
え
た
ん
で
す
。
人
々
の
科

学
に
対
す
る
認
識
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
。

甲
斐　
「
科
学
を
信
じ
る
」
と
い
う
言
葉
に
反
応

さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

最
相　

は
い
。「
技
術
力
を
信
じ
る
」
と
い
っ
た

言
い
方
は
す
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
科
学

自
体
は
、
真
実
を
知
り
た
い
と
い
う
探
求
心
と
か
、

原
理
や
法
則
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
営
み
だ
と
思

う
ん
で
す
。
何
か
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
く
、

問
い
を
出
し
て
、
究
極
の
と
こ
ろ
ま
で
迫
り
た
い
、

明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
人
間
の
思
い
に
支
え
ら

れ
た
行
為
、
あ
る
い
は
思
い
そ
の
も
の
だ
と
捉
え

て
い
ま
す
。

甲
斐　

私
た
ち
は
、
科
学
が
発
達
し
た
こ
と
で
豊

か
に
な
っ
た
と
か
不
幸
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
か
、

そ
う
い
っ
た
狭
い
文
脈
で
科
学
を
捉
え
が
ち
で
す
。

私
な
ん
て
、
科
学
と
聞
い
た
だ
け
で
ち
ょ
っ
と
敬

遠
し
て
し
ま
い
ま
す
。
高
校
の
と
き
、
物
理
の
テ

ス
ト
が
五
点
で
し
た
し
（
笑
）。

最
相　

私
も
物
理
で
こ
け
ま
し
た
（
笑
）。
で
も
、

人
間
は
ジ
ャ
ン
ル
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
は
、
科
学
と
い
う
の
は
、
専
門
的
な

勉
強
を
し
て
い
る
・
し
て
い
な
い
と
か
、
理
系
・

文
系
と
い
っ
た
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
小
さ
い
頃

か
ら
気
づ
き
、
な
ん
と
な
く
感
じ
る
も
の
だ
と
思

う
ん
で
す
。
生
き
て
い
く
う
え
に
お
い
て
、
日
常

の
全
て
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
、
科
学
そ

れ
自
体
は
、
理
科
と
か
国
語
と
い
う
枠
組
み
を
超

え
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

甲
斐　

教
材
の
最
後
の
部
分
（
P

223
）、

　

科
学
と
は
、
事
実
や
事
象
を
ま
っ
す
ぐ
に

受
け
止
め
、「
な
ぜ
」
と
問
い
、
平
ら
か
な

気
持
ち
で
検
証
し
、
真
実
に
一
歩
で
も
近
づ

こ
う
と
す
る
人
間
の
営
み
で
あ
る
。

　

も
う
何
度
も
読
ん
で
、「
そ
う
、
こ
れ
を
生
徒

と
共
有
し
た
か
っ
た
の
」
と
思
い
ま
し
た
。
科
学

が
こ
う
い
う
も
の
な
ら
、
も
う
毎
日
が
科
学
の

チ
ャ
ン
ス
。

最
相　

そ
う
、
そ
う
な
ん
で
す
。

0607

科
学
と
は
、

真
実
を
知
ろ
う
と
す
る

人
間
の
営
み
。
最
相　
　
　
　

も
う
毎
日
が

科
学
の
チ
ャ
ン
ス
。
甲
斐
　
　
　

最
さい

相
しょう

葉
は

月
づき

1963年東京都生まれ。ノンフィクションライ
ター。科学技術と人間との関わりや異文化コ
ミュニケーション等を主なテーマとする。著書に

『絶対音感』『青いバラ』『星新一　一〇〇一
話をつくった人』『セラピスト』（以上，新潮社），

『ビヨンド・エジソン』（ポプラ社），『特別授業
3.11　君たちはどう生きるか』（共著　河出書
房新社）など。

甲
か

斐
い

利
り

恵
え

子
こ

1955年福岡県生まれ。東京都港区立赤坂中
学校主任教諭。専門は国語科単元学習。著書
に『子どもの情景』（共著　光村教育図書），『聞
き手話し手を育てる』（共著　東洋館出版），『中
学教師もつらいよ』（共著　大月書店）など。
光村図書中学校『国語』教科書編集委員を務
める。

問
う
と
い
う
こ
と



つむごう，
きみの物語を。

特 集

ぱ
い
。
例
え
ば
新
出
漢
字
で
書
く
「
ウ
ソ
日
記
」、

お
も
し
ろ
い
で
す
よ
ね
。

甲
斐　

こ
の
学
習
は
盛
り
上
が
る
ん
で
す
よ
。「
先

生
、
う
そ
つ
く
こ
と
が
い
い
こ
と
な
ん
で
す

か
？
」
っ
て
き
か
れ
て
、「
そ
う
、
う
そ
つ
け
な

い
と
だ
め
な
の
よ
、
こ
の
学
習
は
」
っ
て
（
笑
）。

教
室
の
空
気
が
ぱ
あ
っ
と
明
る
く
な
る
ん
で
す
。

「
ウ
ソ
日
記
」
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
考
え
て
も

み
な
か
っ
た
自
分
の
発
想
の
豊
か
さ
や
、
別
の
角

度
か
ら
物
事
を
見
る
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
く
ん
で

す
ね
。
そ
う
い
う
思
考
の
流
れ
が
「
問
い
が
生
ま

れ
る
」
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

最
相　

私
も
甲
斐
先
生
の
授
業
を
受
け
て
い
た
ら
、

ど
れ
だ
け
国
語
が
得
意
に
な
っ
た
か
。

甲
斐　

先
生
が
発
問
し
て
生
徒
を
引
っ
張
っ
て
い

く
授
業
も
あ
る
の
で
す
が
、
私
は
本
来
、
問
い
が

生
ま
れ
る
よ
う
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
授
業
な
の

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
問
い
自
体

を
生
み
出
す
力
や
原
動
力
が
大
切
で
す
し
、
問
い

を
吟
味
し
て
い
く
力
、
問
い
自
体
を
問
う
力
を
育

て
る
こ
と
が
、
今
の
国
語
で
重
要
な
課
題
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
何
が
学
び
を
生
む

の
か
、
大
真
面
目
に
子
ど
も
た
ち
と
語
り
合
い
た

い
で
す
ね
。

甲
斐　

最
相
さ
ん
ご
自
身
は
、
例
え
ば
ど
ん
な
ふ

う
に
問
い
を
立
て
て
取
材
な
さ
る
の
で
す
か
。

最
相　
『
青
い
バ
ラ
』（
※
３
）
と
い
う
本
の
取
材

は
、
人
工
的
に
遺
伝
子
を
組
み
換
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
過
去
に
な
か
っ
た
色
を
出
そ
う
と
す
る

技
術
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

そ
れ
で
ま
ず
、
遺
伝
子
を
組
み
換
え
る
っ
て
ど
う

い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
。

甲
斐　

な
ん
だ
か
怖
い
気
が
し
ま
す
ね
。

最
相　

え
え
。た
だ
、実
際
に
そ
れ
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
何
か
手
を
動
か

し
て
や
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
る
大

学
の
初
心
者
向
け
研
修
コ
ー
ス
に
参
加
し
て
、
自

分
の
手
で
や
っ
て
み
た
ん
で
す
。
ピ
ペ
ッ
ト
と
大

腸
菌
を
使
っ
て
。

甲
斐　

実
際
に
行
動
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

最
相　

や
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
思
っ
た
ん
で

す
。
知
ら
な
い
こ
と
が
、
恐
怖
や
偏
見
を
生
む
と

思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
自
分
で
ど
ん
な
も
の
か
を

知
っ
て
、
体
験
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
体
験
し
て
、

そ
し
て
伝
え
る
。
こ
れ
が
ス
タ
ー
ト
地
点
と
し
て

自
分
に
は
必
要
だ
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

甲
斐　

ご
著
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
一
つ
一
つ
の

問
い
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
足
を
使
い
、
ぐ
ん

ぐ
ん
前
に
進
ん
で
い
か
れ
る
ス
ピ
ー
ド
感
を
す
ご

く
感
じ
ま
す
。
同
志
社
女
子
大
学
の
村
瀬
学
先

て
い
ま
す
ね
。

最
相　

本
当
に
。
実
は
、
そ
こ
こ
こ
に
問
い
か
け

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
い
か
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
自
分
の
も
の
に
す

る
か
と
い
う
受
容
力
の
大
切
さ
を
痛
感
し
ま
す
。

甲
斐　

今
回
の
教
材
で
は
、「
Ｍ
さ
ん
」
の
話
の

後
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ
ラ
デ
ー
の
『
ロ
ウ
ソ
ク

の
科
学
』（
※
２
）
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
相　
『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
は
大
変
な
ロ
ン
グ

セ
ラ
ー
で
、
ど
な
た
で
も
ご
存
じ
の
古
典
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
あ
え
て
こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
、

や
は
り
科
学
を
サ
イ
エ
ン
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と

し
て
で
は
な
く
て
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
原
点
や
出

発
点
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
短
い
文
章
の
中
に
凝

縮
し
て
描
か
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら
で
す
。

甲
斐　

産
業
革
命
に
関
わ
る
人
で
す
ね
。

最
相　

フ
ァ
ラ
デ
ー
が
生
き
た
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
ス
ピ
ー
ド
が
速

く
な
り
、
夜
が
明
る
く
な
り
、
大
量
生
産
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
世
の
中

の
価
値
観
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
時
代
で
す
。
そ

し
て
現
代
も
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
形
が
激
変
し
、
リ
ニ

ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
な
ど

が
で
き
て
移
動
の
ス

ピ
ー
ド
が
よ
り
速
く
な

り
、
さ
ら
に
未
来
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
ど
う
向
き
合

う
か
と
い
っ
た
問
題
が

あ
り
⋮
⋮
。
二
つ
の
時

代
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

人
が
急
激
な
変
化
に
ど

う
対
応
し
て
い
く
か
を

考
え
る
こ
と
も
、
教
材
か
ら
離
れ
た
新
し
い
テ
ー

マ
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

甲
斐　

こ
の
教
材
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
見

て
い
く
こ
と
で
、
ま
た
新
た
な
問
い
が
生
ま
れ
そ

う
で
す
よ
ね
。

最
相　

甲
斐
先
生
の
授
業
は
、
子
ど
も
が
自
然
に

問
い
を
発
す
る
よ
う
に
誘
う
ア
イ
デ
ア
が
い
っ

0809

問
い
を

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
す
る

問
い
自
体
を

　

問
う
力
を
育
て
た
い
。
甲
斐　
　
　

　

ま
ず
自
分
で
知
り
、
体
験
し
、

　

そ
し
て
伝
え
る
。
最
相
　
　
　

※２：1861年にロンドンで
行われたファラデーの講演記
録。１本のろうそくを用いて，
科学や自然，人間との関わり
を易しく説く。（角川書店）

▲新出漢字を使って日記を書く活動。架空の内容でよく，
10分程度でどれだけ多くの新出漢字を使えたかがポイント。

※３：「不可能の象徴」であ
る青いバラが最先端のバイオ
技術によって可能になりつつ
ある。バラ育種をめぐる人々
の夢と挫折を追い，科学と人
間の関係性に迫ったノンフィ
クション。（岩波書店）
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甲
斐　

そ
う
で
す
よ
ね
。
教
員
の
仕
事
も
、
そ
の

子
の
立
て
た
問
い
を
本
気
で
聞
い
て
、
吟
味
し

て
、
き
ち
ん
と
補
充
し
て
あ
げ
る
こ
と
だ
と
い
う

気
が
し
ま
す
。
大
村
は
ま
先
生
（
※
５
）
が
、「
意

味
あ
る
大
人
が
こ
こ
に
い
て
く
れ
る
と
い
う
安
心

感
が
学
び
を
開
く
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
そ
う
だ
な
と

思
い
ま
し
た
。

　

本
当
に
き
き
た
い
こ
と
を
尋
ね
合
う
、
そ
う
い

う
授
業
を
し
た
い
と
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。
何

か
見
え
な
い
糸
を
引
い
て
い
る
よ
う
な
授
業
で
は

悲
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
こ
の
教
材
で
、

「
問
う
」
と
い
う
こ
と
に
し
っ
か
り
向
き
合
え
る

授
業
が
で
き
た
ら
、
本
当
に
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

最
相
さ
ん
は
星
新
一
に
つ
い
て
も
書
か
れ

て
い
ま
す
ね
。
こ
の
前
、
一
年
生
の
子
ど
も
た

ち
に
星
新
一
の
「
お
ー
い 

で
て
こ
ー
い
」（
※
６
）

を
朗
読
し
て
み
ま
し
た
。私
は
読
み
聞
か
せ
を「
朗

読
劇
場
」（
※
７
）
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
て
、
カ
ー

テ
ン
を
閉
め
、
電
気
も
黒
板
の
所
だ
け
つ
け
て
雰

囲
気
を
出
す
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
も
大
好
き
で
、

「
朗
読
劇
場
」
と
言
っ
た
だ
け
で
カ
ー
テ
ン
を
閉

め
始
め
て
（
笑
）。

最
相　

い
い
で
す
ね
、
楽
し
そ
う
（
笑
）。「
お
ー

い 

で
て
こ
ー
い
」
の
反
応
は
い
か
が
で
し
た
か
。

甲
斐　

読
み
終
わ
っ
た
後
、
み
ん
な
の
中
に

「
わ
ぁ
」
と
い
う
ど
よ
め
き
が
じ
わ
じ
わ
と
広
が

り
ま
し
た
。
五
十
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
小
説
な

の
に
、
や
は
り
人
の
心
を
つ
か
む
力
が
あ
る
ん
で

す
ね
。
星
新
一
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
き
っ
か
け
は

何
だ
っ
た
の
で
す
か
。

最
相　

こ
れ
も
一
つ
の
問
い
で
す
ね
。
私
は
小
学

校
高
学
年
頃
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
読
ん
で
い
ま

し
た
。
不
思
議
な
読
後
感
が
あ
っ
て
、
熱
中
し
た

の
で
す
が
、
あ
る
と
き
か
ら
ぱ
た
り
と
読
ま
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
が
、
あ
る
雑
誌
の
連
載
で
科
学
を

題
材
に
書
く
こ
と
に
な
り
、
神
保
町
の
書
店
に

入
っ
た
と
こ
ろ
、
文
庫
コ
ー
ナ
ー
に
星
新
一
の
本

が
並
ん
で
い
る
の
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で

す
。

甲
斐　

あ
の
黄
緑
色
の
背
表
紙
で
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
。
ふ
と
立
ち
読
み
し
た
「
最
後

の
地
球
人
」（
※
８
）
に
驚
き
ま
し
た
。
星
新
一
っ

て
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
ん
だ
、
と
。
そ
れ

で
一
気
に
読
み
直
し
て
、
星
新
一
の
考
え
て
い
た

未
来
と
科
学
技
術
と
い
う
の
を
対
比
さ
せ
て
連
載

を
書
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

甲
斐　

そ
の
後
、
星
新
一
の
評
伝
も
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
く
さ
ん
書
き
た
い
こ
と
が
お
あ
り
だ
っ

た
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
書
き
進
め
ら

れ
た
の
で
す
か
。

最
相　

小
説
は
プ
ロ
ッ
ト
が
非
常
に
大
事
で
、
自

分
の
世
界
観
と
い
う
の
を
あ
ら
か
じ
め
形
作
っ
て

緻
密
に
計
算
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
場
合
が
多
い

の
で
す
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
取
材
し

生
（
※
４
）
が
「
人
間
は
知
の
方
向
に
尖
っ
て
い

く
生
き
物
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ま
さ
に
そ
ん
な
印
象
で
す
。
や
は
り
最
初
は
「
問

い
」
な
の
で
す
ね
。

最
相　

私
は
、問
い
を
立
て
た
ら
、そ
れ
に
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
を
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
方
向
性
が
は
っ
き
り
し
て
、
次
の

問
い
が
ま
た
次
の
問
い
を
生
み
、
ま
さ
に
知
の
方

向
に
尖
っ
て
い
く
よ
う
に
、
前
に
進
め
る
気
が
す

る
ん
で
す
。

甲
斐　
『
絶
対
音
感
』
を
書
か
れ
た
と
き
は
ど
う

で
し
た
か
。

最
相　

私
は
、
ま
ず
「
絶
対
」
な
ん
て
あ
り
え
な

い
と
思
っ
た
の
で
す
。
人
間
の
感
覚
は
常
に
相
対

的
な
も
の
で
、
聴
覚
に
し
て
も
風
邪
を
ひ
い
た
り

疲
れ
て
い
た
り
す
る
と
き
は
、
そ
ん
な
に
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
感
覚
が
あ
る
わ
け
な
い
と
。
だ
か
ら
最

初
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、
み
ん
な
天
才
的
な
能

力
の
よ
う
に
言
う
け
れ
ど
も
、「
実
は
絶
対
音
感

は
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
か
」
と
し
ま
し
た
。

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め

に
取
材
し
て
い
く
の
で
す
。

甲
斐　

問
い
を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
形
に
す
る
と
、

方
向
性
が
見
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
昆
虫
が
好
き
な
子

に
「
ど
う
し
て
こ
の
昆
虫
が
好
き
な
の
？
」
と
き

く
と
、「
甲
羅
が
固
い
ん
だ
」
と
か
「
羽
の
色
が

す
ご
く
き
れ
い
な
ん
だ
」
と
か
「
こ
の
地
域
に
し

か
い
な
い
ん
だ
」
と
言
う
。
そ
う
し
た
ら
例
え
ば

「
な
ぜ
そ
の
虫
は
そ
の
地
域
に
し
か
い
な
い
の
か
」

と
い
う
大
き
な
問
い
に
な
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
そ

れ
以
外
の
地
域
に
は
な
ぜ
生
息
で
き
な
い
の
か
」

と
い
う
も
う
一
つ
の
問
い
を
生
む
。「
同
じ
よ
う

に
生
息
し
て
い
る
虫
が
他
に
い
る
か
」
と
い
う
こ

と
も
調
べ
だ
す
し
、「
共
通
点
は
あ
る
か
」
な
ど
、

次
々
と
問
い
が
生
ま
れ
て
い
く
。
最
初
に
問
い
を

立
て
ら
れ
れ
ば
、
し
め
た
も
の
で
す
。

甲
斐　

な
る
ほ
ど
。
た
だ
、
子
ど
も
た
ち
を
見
て

い
る
と
、
問
い
を
立
て
さ
せ
て
も
、
自
分
で
ぐ
ん

ぐ
ん
動
い
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
は
な
か
な
か
な

ら
な
い
と
き
が
あ
っ
て
。
問
い
が
問
い
を
生
む
仕

掛
け
と
い
う
か
、
問
い
と
次
の
問
い
と
の
間
を
つ

な
ぐ
す
べ
を
教
え
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。

最
相　

た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
次
の
問
い
を
誘
導
す
る

よ
う
な
テ
ー
マ
自
体
の
強
さ
が
な
い
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ち
ょ
っ
と
調
べ

た
ら
す
ぐ
答
え
が
出
て
し
ま
う
よ
う
な
問
い
で
は

だ
め
な
ん
で
す
よ
ね
。
答
え
が
見
つ
か
る
ま
で
は

前
に
進
め
な
い
と
思
う
ほ
ど
、
そ
の
子
に
と
っ
て

切
実
な
動
機
が
含
ま
れ
て
い
る
問
い
と
い
う
も
の

に
、
気
づ
い
て
あ
げ
ら
れ
る
大
人
が
必
要
で
す
。

甲
斐　

我
々
、
教
員
の
存
在
も
大
切
な
の
で
す
ね
。

最
相　

子
ど
も
が
ぼ
ん
や
り
と
問
い
を
立
て
た
と

き
に
、
も
っ
と
き
り
き
り
と
問
い
詰
め
て
い
く
。

「
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
？
」「
な
ぜ
そ
こ
が
知
り

た
い
の
？
」
と
き
い
て
い
く
と
、「
あ
あ
だ
か
ら
、

こ
う
だ
か
ら
」
と
返
っ
て
く
る
。
そ
の
派
生
す
る

問
い
を
一
つ
一
つ
確
認
し
、
書
き
出
し
て
並
べ
て

い
く
こ
と
で
、
そ
の
子
の
次
に
進
ん
で
い
く
方
向

性
が
切
り
開
け
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

書
く
と
い
う
こ
と

1011

そ
の
子
の
立
て
た
問
い
を
本
気
で
聞
い
て
、

吟
味
し
て
、
き
ち
ん
と
補
充
し
て
あ
げ
る
。

甲
斐
　
　
　
　
　　
　
　
　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、

 

自
分
が
立
て
た
仮
説
が
裏
切
ら
れ
る

　

こ
と
の
連
続
な
ん
で
す
。
最
相
　
　
　

※４：1949年京都府生まれ。
同志社女子大学教授。児童文
化研究者。

※５：1906 － 2005 年。神
奈川県生まれ。国語教育研究
家。戦前・戦後を通じて 52
年間，現場教師であり続け，

「大村単元学習」を確立した。

※６：ある日突然できた底な
しの穴に，放射性廃棄物や都
会のゴミを次々と捨てる人間。
しかし，ある日，空から……。

『ボッコちゃん』所収（新潮社）

※７：月に 2 ～ 3 回，10分
程度，聞き浸る時間を設けて
いる。

※８：人口増加と科学の進歩
で繁栄を極めた人類が，子ど
もを産めなくなって滅亡の
ときを迎える日々を描いた
ショートショート。『ボッコ
ちゃん』所収（新潮社）
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甲
斐　

中
学
生
と
接
し
て
い
る
と
、
な
ん
か
人
間

の
原
点
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
正
し
い

こ
と
が
格
好
悪
い
よ
う
に
言
う
く
せ
に
、
心
の
中

で
は
正
し
い
こ
と
に
憧
れ
て
い
た
り
、
絶
対
い
い

人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
り
。

最
相　

子
ど
も
の
文
章
を
見
て
い
る
と
、
小
学
六

年
生
ぐ
ら
い
か
ら
、
優
等
生
的
な
こ
と
を
書
く
子

が
増
え
る
気
が
し
ま
す
が
、
何
か
関
係
が
あ
る
ん

で
し
ょ
う
か
。

甲
斐　

そ
れ
は
、
気
に
入
ら
れ
た
い
と
い
う
よ
り
、

そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
願
望
だ
と
思
う
ん
で
す
。

最
相　

彼
ら
は
本
気
で
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

甲
斐　

え
え
。
本
気
の
こ
と
も
多
い
で
す
し
、
あ

る
い
は
そ
う
い
う
表
現
し
か
知
ら
な
い
こ
と
が
多

い
。
た
だ
、
物
事
を
単
純
化
し
て
、
わ
か
り
や
す

く
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て

い
ま
す
。
正
し
い
こ
と
を
言
え
ば
、
も
う
そ
れ
で

答
え
が
出
た
と
勘
違
い
し
て
す
っ
き
り
す
る
こ
と

も
多
い
で
す
ね
。

最
相　

そ
れ
が
必
ず
し
も
答
え
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

甲
斐　

そ
う
な
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ

「
で
、
答
え
は
何
？
」
と
き
く
ん
で
す
。
答
え
な

ん
て
そ
う
簡
単
に
は
出
な
い
の
に
。
だ
か
ら
こ
そ
、

問
い
続
け
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
気
づ
か
せ
た

い
で
す
ね
。

最
相　

私
が
今
回
教
科
書
に
書
い
た
文
章
も
、
正

し
い
読
み
方
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ァ
ラ
デ
ー
の
『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
を
例
に
挙

げ
て
い
ま
す
が
、
産
業
革
命
の
時
代
と
今
と
を
照

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
ん
で
も
い
い
で
す
し
、
こ

こ
の
考
え
方
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
か
、
そ
う
い
う

の
も
あ
っ
て
い
い
で
す
ね
。
読
者
の
数
だ
け
読
み

方
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

甲
斐　

最
後
に
、
中
学
生
に
伝
え
た
い
こ
と
を
お

願
い
し
ま
す
。

最
相　

今
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
一

生
懸
命
お
も
し
ろ
が
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
と
き
、
単
に
没
頭
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自

分
が
人
を
お
も
し
ろ
が
ら
せ
る
立
場
に
立
っ
た
ら

ど
う
す
る
だ
ろ
う
と
視
点
を
転
換
さ
せ
て
み
る
。

例
え
ば
ゲ
ー
ム
で
も
、
そ
れ
を
作
る
側
の
立
場
か

ら
な
ぜ
そ
の
ア
プ
リ
を
開
発
し
た
の
か
を
考
え
て

い
く
と
、
そ
こ
に
は
絶
対
、
こ
ん
な
こ
と
が
で
き

た
ら
お
も
し
ろ
い
、
と
い
う
よ
う
な
開
発
者
の
発

想
が
見
え
る
は
ず
で
す
。
熱
中
し
て
い
る
そ
の
こ

と
の
先
に
、
も
う
一
つ
の
視
点
を
得
ら
れ
た
ら
、

も
っ
と
も
っ
と
楽
し
め
る
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　

そ
う
し
た
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、

本
当
に
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
書
け
ま
す
ね
。

最
相　

そ
う
で
す
ね
、
ラ
イ
バ
ル
が
増
え
て
怖
い

で
す
ね
（
笑
）。
で
も
、
例
え
ば
全
国
の
子
ど
も

た
ち
が
、
身
近
に
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
話
を
聞
き
取
っ
て
書
く
だ
け
で
、
も
の

す
ご
い
文
化
遺
産
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と

思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
。
子
ど
も
た
ち
み
ん
な
が

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
っ
て
い
う
の
も
、

楽
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

た
り
資
料
を
見
て
い
っ
た
り
す
る
中
で
、
最
初
に

自
分
が
立
て
た
仮
説
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
の
連
続

な
ん
で
す
。
自
分
が
こ
う
い
う
方
向
で
書
こ
う
と

思
っ
て
い
て
も
、
あ
る
人
の
発
言
に
よ
っ
て
修
正

を
迫
ら
れ
た
り
、
ゲ
ラ
の
段
階
で
足
り
な
い
情
報

を
確
認
し
た
ら
間
違
い
に
気
づ
い
た
り
。

甲
斐　

次
の
問
い
が
い
い
か
ど
う
か
を
吟
味
し
な

が
ら
進
め
る
感
じ
で
は
な
い
の
で
す
か
。

最
相　

問
い
を
吟
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
分

が
行
動
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
修
正
さ
れ
て
い
く
と

い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

甲
斐　
「
だ
め
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
は
ま
た
デ
ー

タ
を
集
め
て
取
材
を
し
直
し
て
。
そ
の
積
み
重
ね

が
、
あ
ん
な
す
ば
ら
し
い
作
品
を
生
む
の
で
す
ね
。

甲
斐　
『
調
べ
て
み
よ
う
、
書
い
て
み
よ
う
』（
※

９
）
は
初
め
て
の
児
童
書
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

本
当
に
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
の

文
章
の
書
き
方
の
本
と
い
う
の
は
普
通
、
残
念
な

が
ら
必
ず
レ
ベ
ル
ダ
ウ
ン
す
る
ん
で
す
。
中
学
生

と
い
う
生
身
の
人
間
で
は
な
く
、「
あ
ま
り
物
事

が
わ
か
っ
て
い
な
い
、
少
し
幼
い
人
た
ち
向
け
」

と
い
う
前
提
が
ど
こ
か
に
見
え
隠
れ
し
て
い
て
。

中
学
生
っ
て
、
そ
う
い
う
「
上
か
ら
目
線
」
に
非

常
に
敏
感
で
、
そ
う
し
た
文
章
か
ら
は
学
ぼ
う
と

し
な
い
ん
で
す
。

最
相　
「
上
か
ら
目
線
」
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は

き
っ
と
、私
が
今
、小
中
学
生
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
作
品
や
大
学
院
生
の
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査

員
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
実
際
に
子

ど
も
の
文
章
を
読
む
機
会
が
多
い
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
今
ま
で
思
い
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
視
点

を
小
学
一
年
生
の
文
章
か
ら
発
見
で
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
し
、
ど
の
作
品
に
も
、
知
ら
な
い
こ
と

が
必
ず
一
つ
は
あ
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
下

に
見
る
と
か
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
む
し
ろ
怖
い

読
者
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

中
学
生
と
い
う
世
代

1213

中
学
生
と
接
し
て
い
る
と
、　

  

人
間
の
原
点
み
た
い
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

甲
斐
　
　
　
　
　　
　
　
　

熱
中
し
て
い
る
こ
と
の
先
に
、

も
う
一
つ
の
視
点
を
得
ら
れ
た
ら
、

         

も
っ
と
楽
し
め
る
。
最
相
　
　
　

※９：テーマの決め方・調べ方・取
材のしかた・文章の書き方を，実際
の子どもの文例を交えながらわかり
やすく解説した児童書。（講談社）


