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郎ろ
う

「
な
あ
」

　最
近
、
並
ん
で
い
て
順
番
を
抜
か
さ
れ
る

こ
と
が
よ
く
あ
る
。
一
昨
日
は
電
車
で
降
り

る
人
を
待
っ
て
い
た
ら
後
ろ
の
人
が
す
う
っ

と
先
に
行
っ
て
座
っ
た
。
先
週
は
立
ち
位
置

が
微
妙
だ
っ
た
の
か
、
レ
ジ
の
と
こ
ろ
で

さ
っ
と
抜
か
さ
れ
た
。

　そ
ん
な
と
き
、
ち
ょ
っ
と
い
や
な
気
持
ち

に
な
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
権
利
の
た
め
の

闘
争
を
繰
り
広
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。

　そ
こ
で
、
自
分
の
心
を
静
め
る
と
き
に
役

に
立
つ
の
が
「
な
あ
」
で
あ
る
。
心
の
中
で

「
こ
の
や
ろ
、
　抜
か
し
や
が
っ
た
！
」
な
ど

と
は
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
思
考
に
「
な

あ
」
を
つ
け
る
の
だ
。「
抜
か
さ
れ
た
な
あ
」

と
思
う
の
だ
。
そ
う
す
る
と
な
ん
だ
か
の
ん

び
り
し
て
き
て
、「
ま
、
い
い
か
。
し
か
た

な
い
な
あ
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
ん
だ
な

あ
。

　文
末
の
「
な
あ
」
は
、
感
じ
て
い
る
こ
と

を
、
ち
ょ
っ
と
時
間
的
な
幅
を
も
っ
て
認
識

す
る
こ
と
を
表
す
終
助
詞
で
あ
る
。
例
え
ば
、

熱
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
熱
い
湯
船
に
入
っ
た

ら「
熱
い
！
」と
思
う
。
そ
の
瞬
間
に
は「
熱

い
な
あ
」
と
は
思
わ
な
い
。
一
方
、
あ
と
で

し
み
じ
み
と
思
い
出
す
と
き
に
は
「
え
ら
い

熱
か
っ
た
な
あ
」
と
思
う
。
ま
た
、
長
く
湯

船
に
浸
か
っ
て
い
て
、
し
み
じ
み
熱
さ
を
感

じ
る
の
な
ら
「
熱
く
な
っ
て
き
た
な
あ
」
と

思
う
。
い
ず
れ
も
、「
な
あ
」
を
つ
け
る
と

認
識
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　い
わ
ゆ
る
詠
嘆
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ

と
か
な
あ
と
も
思
う
。「
あ
あ
、
綺
麗
な
月

だ
な
あ
」「
い
い
浜
風
だ
な
あ
」
な
ど
と
い

う
よ
う
に
、
時
間
を
か
け
て
認
識
し
な
お
す

こ
と
が
ま
さ
に
し
み
じ
み
と
し
た
詠
嘆
と
い

う
情
意
な
の
で
あ
る
。

　と
い
う
わ
け
で
、「
な
あ
」
を
使
っ
て
い

ろ
い
ろ
感
じ
た
り
考
え
た
り
し
て
い
る
と
、

反
射
的
な
怒
り
も
苛
立
ち
も
押
さ
え
ら
れ
る
。

忙
し
く
て
も
余
裕
が
生
ま
れ
る
。
一
瞬
一
瞬

を
大
切
に
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

　で
も
、
ふ
と
気
づ
い
た
。
な
ん
だ
か
、
思

考
の
速
さ
が
鈍
化
し
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
。

「
電
車
が
来
た
！
」
と
感
じ
る
の
で
は
な
く
、

「
電
車
が
来
た
な
あ
」
と
感
じ
る
。
乗
り
降

り
の
混
雑
を
見
て
「
大
変
だ
。
乗
れ
な
く
な

る
ぞ
」
で
は
な
く
、「
混
ん
で
い
て
大
変
や

な
あ
。
乗
れ
な
か
っ
た
ら
困
る
な
あ
」
と
思

う
。
そ
う
思
っ
て
い
る
内
に
、
目
の
前
で
ぷ

し
ゅ
う
と
ド
ア
が
閉
ま
っ
て
し
ま
う
。「
あ

れ
れ
？
乗
れ
へ
ん
か
っ
た
な
あ
」
…
…
こ
れ

で
は
、
後
ろ
の
人
に
先
に
行
か
れ
て
し
ま
う

の
も
、
当
然
、
な
の
か
な
あ
。

物
語
文

　
読
解
ス
タ
ー
ト
ペ
ー
ジ

犬
いぬ

も食
く

わない＝ なんでも食べる犬でさえ食べないという意味から，だれも取り合わない様子。 うのみにする＝ 鳥の「う」が魚を丸ごとのみこむ様子から，深く考えもせず，人の言葉をそのまま受
け入れること。

1
①

〜

2
②

ア

　
周
り
の
人
に
迷め

い

惑わ
く

を
か
け
て
い
る
と
感
じ
る
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
。

イ

　
世
の
中
で
自
分
だ
け
が
不
運
な
の
だ
と
感
じ
る
い
じ
け
た
気
持
ち
。

ウ

　
だ
れ
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
孤こ

独ど
く

な
気
持
ち
。

エ

　
何
に
も
興
味
を
も
て
ず
や
る
気
に
な
れ
な
い
、
し
ず
ん
だ
気
持
ち
。

3
③

4
④

・・
5
⑤

　

〜

6
⑥

7
⑦

場
面
や
行
動
か
ら
少
年
の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
初
め
〜
28
⑦

1

雨
が
や
ん
だ
。

頭
上
の
雲
が
切
れ
て
、
わ
ず
か
な
青
空
が
の
ぞ
く
。

手
さ
げ
か
ば
ん
を
平
た
く
し
て
頭
に
の
せ
、
学
生
服
の
ズ
ボ
ン
の
す

そ
を
た
く
し
上
げ
て
、小
走
り
に
急
い
で
い
た
少
年
は
、し
ば
ら
く
の
間
、

雨
が
や
ん
だ
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
考
え
事
に
心
を
う
ば
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

黒
く
ぬ
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
歩
道
を
歩
き
な
が
ら
、
自
分
の
歩
み

に
し
た
が
っ
て
飛
び
散
る
小
さ
な
し
ぶ
き
を
、
少
年
は
、
ど
う
で
も
い

い
よ
う
な
目
で
眺
め
て
い
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
な
に
も
か
も
、
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。 

こ
の
あ
い

だ
の
テ
ス
ト
の
成
績
が
悪
か
っ
た
。
母
親
は
、
課
外
の
活
動
を
や
め
ろ

と
い
う
。
親
し
か
っ
た
友
達
と
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
か
ら
仲
た
が

い
を
し
た
。
好
き
な
Ｃ
Ｄ
を
買
う
こ
づ
か
い
が
足
り
な
い
。
そ
の
他
、

具
体
的
な
形
に
な
っ
て
い
な
い
も
や
も
や
が
、
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
雨

は
、
自
分
の
上
に
ば
か
り
降
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

い
っ
そ
ぬ
れ
る
な

ら
、
も
っ
と
も
っ
と
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
さ
ば
さ
ば
す

る
だ
ろ
う
と
思
う
。

国
道
の
横
断
歩
道
へ
踏
み
出
そ
う
と
し
た
と
た
ん
、
信
号
が
点
滅
す

る
。
そ
ん
な
こ
と
に
さ
え
気
が
い
ら
立
っ
て
、
少
年
は
小
さ
く
足
踏
み

し
た
。

さ
っ
き
か
ら
後
ろ
で
、
小
さ
い
子
供
た
ち
の
声
が
し
て
い
る
。
自
分

に
も
あ
ん
な
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
半
ば
う
わ
の
空
で
思
い
な
が
ら
、
ぼ

ん
や
り
信
号
の
変
わ
る
の
を
待
っ
て
い
る
少
年
の
耳
に
、
今
ま
で
た
わ

い
も
な
い
お
し
ゃ
べ
り
だ
っ
た
子
供
た
ち
の
声
が
、
急
に
は
っ
き
り
し

た
意
味
を
も
っ
た
さ
け
び
に
な
っ
て
ひ
び
い
て
き
た
。

「
に
じ
が
出
て
る
よ
。」

「
に
じ
だ
、
に
じ
だ
。」

思
わ
ず
振
り
返
っ
て
、
子
供
た
ち
が
ま
っ
す
ぐ
に
指
さ
す
空
を
見
上

げ
る
と
、
あ
あ
、
確
か
に
に
じ
だ
。
赤
、
黄
、
緑
、
太
い
ク
レ
ヨ
ン
で

ひ
と
息
に
引
い
た
よ
う
な
線
が
、
灰
色
の
空
を
鮮
や
か
に
ま
た
い
で
い

る
。上
端
は
お
ぼ
ろ
に
空
中
に
消
え
、下
は
ビ
ル
と
森
の
か
げ
に
隠
れ
て
、

見
え
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
分
だ
。

少
年
は
、
自
分
で
も
思
い
が
け
な
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
、
辺
り
を
見

回
し
た
。

―
―
高
い
所
が
な
い
か
、
あ
れ
が
全
部
見
え
る
所
が
。

あ
っ
た
、
す
ぐ
目
の
前
に
、
国
道
を
横
切
る
歩
道
橋
が
。
少
年
は
た

め
ら
わ
ず
、
そ
ち
ら
へ
駆
け
た
。
い
つ
も
は
、
階
段
の
上
り
下
り
を
め

ん
ど
う
が
っ
て
、
つ
い
ぞ
利
用
し
た
こ
と
の
な
い
歩
道
橋
だ
っ
た
が
。

場面をとらえる

人物の行動や会話から
気持ちを読み取る

情景描
びょう

写
し ゃ

に着目する

【行動や状況のとらえ方】
　心の動きや会話・出来事などに着
目する。

　場面は，中心人物の行動や状
じょう

況
きょう

からおさえよう。
【中心人物のとらえ方】
①どの人物の立場で書かれているか。
②出来事の中心人物はだれか。

　登場人物の気持ちは，「うれし
い」「悲しい」などとはっきり文章
に示されている場合と，「思った」
「感じた」などの言葉や会話，行
動に隠されている場合がある。場
面の様子や前後の文章に注意して
読み取ろう。

　人の心に映った風景や様子を，
「情景」という。
【情景描写の例】
「ぼくたちは家路を急いだ。空には真っ
黒な雲が広がっている。」→不安な気
持ち

【行動や状況のとらえ方】

『にじの見える橋』の中心人物
→「少年」

「雨は、自分の上にばかり降る
ような気がする。」の前の文章
に着目。
→「このところなにもかも，う
まくいっていない。」

灰色の空を色鮮やかにまたぐ
にじの情景は，少年の気持ち
を変化させる大きなきっかけに
なっている。

物語文 説明文
この作品では

この作品では

この作品では

問題文に「～なぜですか。」
「～ためですか。」と書か
れているときは，「～から。」
「～ため。」と答えよう。

解答の書き方に
気をつけよう

書き方

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

67 ❶学びをひらく─にじの見える橋

7677 ❹いにしえの心にふれる─蓬萊の玉の枝

9
142
⑥

皇
子
の
策
略
は
い
っ
ぺ
ん
に
破
れ
て
し
ま
う

1ア 　

か
ぐ
や
姫
が
い
な
い
世
で
は
、
不
死
の
薬
な
ど
使
う
意
味
が
な
い
。

イ 　

か
ぐ
や
姫
が
い
る
月
の
都
に
行
き
、
今
度
こ
そ
姫
と
結
婚
し
た
い
。

ウ 　

か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
不
死
の
薬
の
効
き
目
を
早
く
試
し
て
み
た
い
。

エ 　

か
ぐ
や
姫
な
ぞ
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
く
や
し
い
。

2
144
⑩

駿す
る

河が

の
国
に
あ
る
山

山
。

3
145
②

そ
の
よ
し

4
145
③

ふ
じ
の
山

（1） （2） 

1
143
④

か
ぐ
や
姫
は
、
月
を
見
て
は
嘆
き
悲
し
む
よ
う
に
な
る
。

2
143
⑬

帝み
か
ど

は
、
二
千
人
の
兵
士
を
遣
わ
し
て
翁
の
家
を
守
る
よ
う
お
命
じ
に

な
っ
た
。

だ
っ
た
。

3
翁　

　
　
帝　

か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
た
後
の
話
を
と
ら
え
る

E

144
⑤
〜
終
わ
り

か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
様
子
を
と
ら
え
る

D

142
⑭
〜
144
④

1（1） 

　
132
上③
け
ふ
こ
え
て 

（2） 

　
132
上⑤
ゑ
ひ
も
せ
ず 

（3） 

　
138
上①
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の 

（4） 

　
138
上②
よ
ろ
づ
の
こ
と
に 

（5） 

　
138
上④
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る 

（6） 

　
138
上⑥
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り 

（7） 

　
140
⑭
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ 

（8） 

　
141
②
答
へ
て
い
は
く 

（9） 

　
141
④
登
る
べ
き
や
う
な
し 

（10） 

　
145
①
仰お

ほ

せ
た
ま
ふ 

2（1） 

　
138
上⑤
あ
や
し
が
り
て
、寄
り
て
見
る
に 

（2） 

　
138
上⑥
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り 

（3） 

　
140
⑬
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
て 

（4） 

　
141
⑦

 

（5） 

　
145
②

士
つ
は
も
の

ど
も
あ
ま
た
具
し
て 

古
典
の
言
葉
を
押
さ
え
る

F

147

「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
に
登
場
す
る
人
々
の
思
い
や
行
動
は
、
現
代
に
も

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
条
件
に
従
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え

を
書
き
な
さ
い
。

条
件
１ 

　

条
件
２ 

　
条
件
１

条
件
３

　
自
分
の
考
え
を
書
こ
う
！

ト
ラ
イ
！

50

100

150

おかど違
ちが

い＝ 訪ねる家の門を間違えることから，目ざす相手や目のつけどころが見当違いなこと。 水
みず

を向
む

ける＝ 相手をある方向に向かせようと誘
さそ

いをかける。

9495

9 8 7 6 5 4 3 2 1
162④ 161⑮ 161⑮ 161② 161① 160⑦ 160⑥ 160③ 160②

17 16 15 14 13 12 11 10
164⑦ 164④ 163⑯ 163⑯ 163⑫ 163⑧ 163③ 163②

25 24 23 22 21 20 19 18
166④ 166④ 165⑰ 165⑰ 165⑮ 165⑬ 164⑬ 164⑪

（
訓
読
み
）

33 32 31 30 29 28 27 26
169 169 169 169 169 169 169 166⑤

❺論点をとらえる─流氷と私たちの暮らし

流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し

流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し

教科書 p.160～ 169

「
い
わ
ば
」
は
、
こ
の
説
明
文
を
読
む

う
え
で
注
意
し
た
い
言
葉
だ
。
使
い

方
を
正
し
く
押
さ
え
よ
う
！

1（1） 

　
大
気
の
循
環
に
関
わ
る
流
氷
の
働
き 

　
海
洋
の
循
環
に
関
わ
る
流
氷
の
働
き 

　
海
の
生
き
物
に
と
っ
て
の
流
氷
の
役
割 

（2） 1
160
④

流
氷
の
誕
生
で
あ
る
。

海
水
が

度
に
な
る
と
発
生

す
る

が
連
な
り
合
っ
て
、

と

な
り
、

の
氷
に
成
長
し
た
も
の
。

23
160
⑨

わ
ず
か
数
か
月
の
間
に
、
青
い
海
が
見
渡
す
か
ぎ
り
の
白
い
氷
野
に

変
わ
り
、
ま
た
青
い
海
に
返
る
。

4

流
氷
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
を
押
さ
え
る

A

初
め
〜
161
⑨

　
地
球
環
境
の
形
成
を
支
え
る
大
気

と
海
洋
の
循
環
に
は
、
流
氷
の
存
在

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
流
氷
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に

も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
段
落
の

ま
と
ま
り
に
注
意
し
な
が
ら
内
容
を

読
み
取
ろ
う
。

論
点
を
と
ら
え
る

5 

「
流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し
」が
も
っ
と
わ
か
る
！

ミ

作
ニ

文

2 1
160⑩ 160⑧

文 対

1漢
字

意

対

文

1語
句

11 10 9 8 7 6 5 4 3
166⑨ 166① 165② 164⑰ 164⑮ 164② 162⑩ 161⑮ 161①

意 意 文 意 意 意 意 意 意

例

発
はっ

破
ぱ

をかける＝ 「発破」は鉱山などで爆
ばく

破
は

に使う火薬。がんばるように，強い口調ではげます。

撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘
撼據擒擅擇撻擘

撼據擒擅擇撻
撼據擒擅擇撻擘
撼
撼據
撼據擒
撼據擒擅
撼據擒擅擇
7画

擅擇撻擘撼據擒
油
あぶら

を売
う

る＝ 江
え

戸
ど

時代，髪
かみ

油
あぶら

売りが女性を相手に長話をしながら商売していたことから，仕事の途中で
なまけること。

全
文
を
読
ん
で
、
確
か
め
る

事
実
を
正
確
に
押
さ
え
て
、
筆
者
の
考
え
を
と
ら
え
る

意
後
ろ
へ
下
が
る
こ
と
。

意
目
の
前
で
さ
か
ん
に
行
う
。

文
壮
大
な
建
物
。

文
市
内
を
循
環
す
る
バ
ス
に
乗
る
。

文
み
な
一
様
に
賛
成
意
見
を
述
べ
た
。

文
こ
の
人
は
、
い
わ
ば
私
の
姉
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

文
こ
の
手
紙
が
二
人
の
友
情
の
あ
か
し
だ
。

文
景
気
が
回
復
す
る
き
ざ
し
が
見
え
る
。

意
や
っ
と
の
こ
と
で
、
よ
う
や
く
。

文
懸
念
し
て
い
た
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

文
そ
こ
は
危
険
だ
と
警
告
を
受
け
た
。
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

1964年 中国黒竜江省ハルビ
ン生まれ。1987年に留学生とし
て来日し，お茶の水女子大学教
育学部を卒業。在日中国人向け
の新聞社勤務などを経て，中国語
教師となる。2007年『ワンちゃん』
（文藝春秋）で文學界新人賞を
受賞。08年に『時が滲む朝』（文
藝春秋）で芥川賞を受賞し，日本
語以外の言語を母語とする作家
として史上初の受賞となり，話題
となった。『すき・やき』（新潮社），
『獅子頭』（朝日新聞出版）など
著書多数。

　

言
葉
と
向
き
合
う
│
│
ま
さ
に
日
本
で
半

生
を
過
ご
し
た
私
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
と
言
っ
て
も
、
私
は
生
来
怠
け
者

で
勉
強
嫌
い
な
人
間
な
の
で
あ
る
。
真
面
目
に

日
本
語
の
勉
強
に
取
り
組
む
は
ず
な
ど
も
な
く
、

む
し
ろ
日
本
で
生
活
し
な
け
れ
ば
と
い
う
環
境

に
放
り
出
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
あ
る
種
無
理
や

り
、「
言
葉
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

初
め
て
日
本
語
学
校
で
勉
強
し
た
日
本
語
は
、

今
も
は
っ
き
り
と
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
│
│

私
は
日
本
語
を
勉
強
し
ま
す
、で
あ
っ
た
。「
勉

強
」
の
二
文
字
を
目
に
し
た
途
端
、
落
胆
し

た
か
ら
だ
。
同
じ
意
味
の
中
国
語
は
、「
我
学

習
日
語
」
と
な
る
。
つ
ま
り
「
勉
強
す
る
」
は
、

中
国
語
で
学
習
と
い
う
語
に
あ
た
る
。
む
ろ
ん

中
国
語
に
も
「
勉
強
」
と
い
う
単
語
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
日
本
語
の
「
無
理
す
る
」
と
い
う
意
味

に
な
る
言
葉
だ
。

　

そ
の
瞬
間
、己
の
勉
強
嫌
い
と
い
う
「
持
病
」

の
ワ
ケ
を
悟
っ
た
。
│
│
勉
強
す
る
と
は
つ
ま

り
無
理
を
す
る
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
か
ら
と
い

う
も
の
、
で
き
る
だ
け
無
理
を
し
な
い
と
い
う

怠
け
者
根
性
で
、
勉
強
に
打
ち
込
め
ず
に
、
日

本
語
学
校
を
出
て
、
大
学
も
卒
業
し
た
。
幸
い

漢
字
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
日
本
、
公
共
の
場

に
設
置
さ
れ
た
表
示
板
や
注
意
書
き
な
ど
、
中

国
人
で
あ
れ
ば
た
と
え
日
本
語
の
わ
か
ら
な
い

人
で
も
大
体
の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
う
え
、
こ
こ
数
年
同
じ
意
味
の
こ
と

を
、
日
本
語
の
下
に
英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語

な
ど
の
外
国
語
で
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
勉
強
し
な
か
っ
た
私
は
、
こ
れ
ま

で
も
っ
ぱ
ら
漢
字
の
字
面
だ
よ
り
に
、
日
本
語

の
意
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
思

い
込
み
に
よ
っ
て
多
く
の
誤
解
が
生
ま
れ
る
。

恥
ず
か
し
い
の
だ
が
、
つ
い
四
年
前
も
、
小
説

の
中
で
「
脚
」
を
使
っ
た
と
こ
ろ
、
編
集
者
に

間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

　

脚
│
│
現
代
漢
語
で
は
、
足
首
の
下
、
靴

（
ブ
ー
ツ
で
は
な
い
普
通
の
も
の
）
を
履
く
部

分
を
指
す
。
私
は
小
説
の
中
で
、
そ
の
部
分
を

表
そ
う
と
し
て
、
思
い
込
み
で
、
あ
え
て
「
脚
」

と
い
う
漢
字
を
使
い
た
い
と
主
張
し
た
。

　
「
そ
れ
な
ら
『
足
』
に
な
り
ま
す
ね
」
と
編

集
者
が
言
う
。「
私
が
言
い
た
い
の
は
こ
の
部

分
で
す
よ
」。
焦
る
あ
ま
り
、
私
は
靴
を
脱
い

で
、
足
を
見
せ
た
。「
そ
う
、
そ
の
部
分
は
足
で
、

日
本
語
の
『
脚
』
は
骨
盤
か
ら
足
首
ま
で
の
部

分
に
な
り
ま
す
」。

　

そ
ん
な
や
り
取
り
は
三
十
分
も
続
い
た
だ
ろ

う
か
、
残
念
な
こ
と
に
、
日
本
の
辞
書
に
は
、

「
脚
」
と
「
足
」
は
、
ア
シ
と
括
っ
て
い
う
身

体
部
分
を
、
具
体
的
に
ど
う
使
い
分
け
る
か
を

明
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
権
威
的
な
根

拠
が
見
当
た
ら
な
い
ま
ま
、
日
本
人
の
日
本
語

な
の
だ
か
ら
、
私
は
妥
協
し
た
。
そ
の
後
編
集

者
が
正
し
い
と
判
明
し
、
以
来
女
性
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
誌
に
躍
る
「
美
脚
」
な
ど
の
文
字
を
見

る
と
、
つ
い
つ
い
逃
げ
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

言
葉
の
面
白
さ
は
、
真
剣
に
向
き
合
う
と
き

に
や
っ
と
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
。
い
つ
か
新

聞
を
読
ん
で
い
た
ら
、
あ
る
お
じ
い
さ
ん
が
、

野
良
猫
を
呼
び
こ
む
こ
と
に
腹
立
っ
て
、
隣
人

の
お
ば
あ
さ
ん
を
殺
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

あ
っ
た
。確
か「
七
十
歳
の
男
が
刃
物
で
、隣
人
・

六
十
五
歳
の
女
性
を
刺
殺
し
た
。」
そ
の
よ
う

な
文
面
だ
っ
た
か
と
思
う
が
、
こ
の
中
で
、
容

疑
者
と
さ
れ
る
お
じ
い
さ
ん
は
「
男
」
で
、
被

害
者
の
お
ば
あ
さ
ん
は
「
女
性
」
と
、
書
き
分

け
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
、
ま
た
辞
書
を
引
っ
張
り

出
し
て
調
べ
る
。
性
別
で
あ
る
と
い
う
説
明
以

外
は
、
容
疑
者
と
か
被
害
者
の
別
に
つ
い
て
は

何
の
説
明
も
な
か
っ
た
。
紙
媒
体
に
あ
る
事
件

関
連
の
記
事
を
読
み
あ
さ
り
、
ど
れ
も
一
様
に
、

容
疑
者
な
る
も
の
は
「
男
」「
女
」
で
、
被
害

者
は
「
男
性
」「
女
性
」
と
い
っ
た
書
き
分
け

を
す
る
の
だ
っ
た
。
気
に
し
て
、
日
常
の
中
で
、

日
本
人
同
士
の
会
話
を
聞
い
て
も
、「
男
」「
女
」

を
使
う
場
面
は
、
や
は
り
な
ん
と
な
く
軽
蔑
し

た
よ
う
な
雰
囲
気
に
感
じ
た
。

　

同
じ
漢
字
で
も
、
日
本
語
に
な
る
と
、
発
音

を
幾
つ
も
も
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

意
味
や
使
い
方
も
変
わ
り
、
表
情
が
俄
然
豊
か

に
な
っ
て
魅
力
が
増
す
。
中
で
も
最
も
感
心
し

た
の
は
、「
利
益
」
と
い
う
言
葉
だ
。

　

│
│
企
業
努
力
で
利
益
を
上
げ
る
。

　

│
│
こ
の
神
社
は
金
運
ア
ッ
プ
の
ご
利
益
が

あ
る
と
し
て
、
事
業
成
功
の
祈
願
に
多
く
の
人

が
参
拝
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

右
の
二
つ
の
文
、
ど
ち
ら
も
「
利
益
」
と
い

う
単
語
が
入
っ
て
い
る
が
、
読
み
方
が
異
な
る
。

前
者
は
「
リ
エ
キ
」
と
読
み
、
辞
書
で
は
「
事

業
な
ど
を
し
て
得
る
も
う
け
、
利
潤
」
と
解
釈

す
る
。

　

後
者
は
「
リ
ヤ
ク
」
と
発
音
し
て
、「
神
仏

が
人
間
に
与
え
る
お
恵
み
、
幸
運
。
ご
利り

生し
ょ
う

。

霊
験
。」
あ
る
い
は
「
人
や
物
に
よ
っ
て
受
け

る
恵
み
」
と
い
う
表
現
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　

企
業
努
力
し
て
求
め
て
い
る
の
は
、
あ
か
ら

さ
ま
に
言
え
ば
、
つ
ま
り
お
金
と
い
う
形
で
確

認
で
き
る
よ
う
な
も
う
け
で
あ
る
。
こ
の
世
の

物
事
が
、
一
旦
お
金
に
か
か
わ
る
と
、
ど
う
し

て
も
俗
っ
ぽ
く
て
不
純
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
寺
や
神
社
に
、
神
さ
ま
に

お
願
い
し
に
行
く
と
き
は
、
利
益
（
リ
エ
キ
）

を
│
│
た
と
え
「
金
運
ア
ッ
プ
」
を
は
か
り

た
い
と
い
う
金
絡
み
の
目
的
で
あ
っ
て
も
│
│

使
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

同
じ
漢
字
で
書
い
て
、
読
み
方
に
気
を
利
か

せ
る
。
│
│
リ
ヤ
ク
と
読
ま
せ
た
う
え
、
前
に

尊
敬
を
表
す
「
ご
」
を
つ
け
る
。
神
さ
ま
に
細

心
の
敬
意
を
は
ら
い
、
リ
ヤ
ク
度
を
高
め
た
い

し
た
た
か
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。こ
れ
ほ
ど「
柔

軟
性
」
を
も
っ
た
言
語
は
、
ほ
か
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。「
利
益
」
の
一
語
は
、
日
本
文
化
の

そ
ん
な
繊
細
な
一
面
も
覗
か
せ
て
く
れ
る
。

　

言
葉
は
文
化
と
い
う
畑
に
根
ざ
し
て
い
る
。

そ
の
形
や
動
き
な
い
し
表
情
、
何
も
か
も
文
化

の
香
り
を
帯
び
て
い
る
の
だ
。
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ま
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
校
庭
に
落
ち
て
い
た

葉
っ
ぱ
を
見
せ
て
、「
こ
の
葉
の
色
を
言
葉
で
表

現
し
て
ご
ら
ん
」
と
投
げ
か
け
た
り
、
子
犬
の
写

真
を
見
せ
て
「
こ
の
か
わ
い
ら
し
さ
を
言
葉
で
表

現
し
て
み
て
」
と
投
げ
か
け
た
り
、
そ
の
よ
う
な

描
写
の
練
習
を
日
頃
か
ら
積
み
重
ね
て
お
く
の
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
言
葉
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

　

鑑
賞
文
は
、
批
評
文
の
入
り
口
と
も
言
え
ま
す
。

上
の
学
年
に
あ
が
っ
た
と
き
に
、
説
得
力
の
あ
る

批
評
文
が
書
け
る
よ
う
、
一
年
生
で
鑑
賞
文
を
書

く
練
習
を
し
っ
か
り
行
っ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

（
談
）

観
点
の
説
明
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
ど

う
し
で
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
、
そ

こ
か
ら
観
点
を
探
し
て
い
く
の
は
よ
い
方
法
で
す
。

話
し
合
う
こ
と
で
、
作
品
の
見
方
が
広
が
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
鑑
賞
文
の
授
業
で
は
、
ぜ
ひ
子
ど

も
た
ち
の
語
彙
を
広
げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
例
え

ば
、
ゴ
ッ
ホ
の
「
ひ
ま
わ
り
」
に
つ
い
て
、「
花

び
ら
の
描
き
方
が
い
い
」
と
言
っ
た
子
ど
も
が
い

た
ら
「
他
の
言
い
方
を
し
て
ご
ら
ん
」
と
投
げ

か
け
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、「
花
び
ら
の
描
き
方

が
細
か
い
」「
ひ
と
筆
で
描
い
た
よ
う
だ
」
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
な
り
に
表
現
し
て
き
ま
す
。
教
師
が

す
か
さ
ず
「『
細
か
い
』
は
、『
繊
細
だ
』
と
言
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
」「
ひ
と
筆
で
描
い
た

よ
う
な
『
筆
づ
か
い
』
が
い
い
、
と
表
現
し
て
も

い
い
ね
」
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
引
き
出
し
た
言

葉
を
も
と
に
、
新
し
い
言
葉
を
示
し
て
い
く
こ
と

で
語
彙
が
広
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鑑
賞
文
を
書
く
前
に
、
日
常
的
に
描
写

の
練
習
を
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
授
業
の

初
め
五
分
ぐ
ら
い
で
行
え
る
簡
単
な
練
習
で
も
か

　

自
分
の
思
い
を
述
べ
る「
感
想
文
」と
違
い
、「
鑑

賞
文
」
は
、
対
象
と
な
る
も
の
の
よ
さ
を
、
根
拠

を
明
ら
か
に
し
て
、
論
理
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は
、
小
学
校
か
ら
よ

く
書
い
て
い
る
感
想
文
は
得
意
な
の
で
す
が
、
論

理
的
に
説
明
す
る
文
章
と
な
る
と
、
途
端
に
苦
手

意
識
を
強
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
年
一
学
期
に

「
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
」
と
い
う
教
材
で
、

観
点
を
決
め
て
説
明
す
る
と
い
う
学
習
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
重
ね
て
、
一
年
三
学
期
で
鑑
賞
文
を

書
か
せ
る
こ
と
は
、
と
て
も
有
効
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。

　

鑑
賞
文
を
書
く
場
合
、
よ
さ
を
論
理
的
に
説
明

す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
そ
の

対
象
を
見
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
例
え
ば
、
絵

画
だ
っ
た
ら
、「
色
彩
」「
構
図
」「
全
体
の
印
象
」

な
ど
の
観
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
観
点

は
、
最
初
か
ら
教
師
が
示
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

堀
江
佐
和
子
先
生
の
授
業（
Ｐ
８
│
13
参
照
）
で
は
、

子
ど
も
た
ち
に
、
作
品
の
魅
力
を
付
箋
紙
に
書
か

せ
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
を
取
り
出
し
な
が
ら
、

特
集

特
集

一
年
三
学
期
に
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
い
う

教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
生
徒
に

鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
際
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
気
を
つ
け
て
指
導
し
た
ら
よ
い
の
で

し
ょ
う
。
今
号
で
は
、
特
に
美
術
作
品
に

つ
い
て
の
鑑
賞
文
を
、
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

0405

安
やす

居
い

總
ふさ

子
こ

千葉県生まれ。元岐阜大学教授。前大正大
学教授。専門分野は国語教育。著書に，『授
業開きの構造』（光村図書），『「伝え合い・学
び合い」の時代へ』，『読書生活者を育てる』
（以上，東洋館出版社）など多数。光村図書
中学校『国語』教科書の編集委員を務める。

イ
ラ
ス
ト
：
大
塚
砂
織

「
感
想
文
」か
ら「
鑑
賞
文
」へ

提言
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上
うえ

野
の

行
こう

一
いち

大阪府生まれ。帝京科学大学こども学部教授。
対話による意味生成的な美術鑑賞教育の開発を
研究テーマにしている。美術による学び研究会
会長。NHK教育テレビ番組委員高校講座『美術』
監修。著書に『私の中の自由な美術』（光村図書）
など。光村図書中学校『美術』教科書著作者。

に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
相
互
に
関
連
し
合
う
学
習
で
あ
る

た
め
、
授
業
実
践
に
お
い
て
は
国
語
科
と
美
術
科

の
密
接
な
連
携
が
必
要
で
あ
り
、
効
果
的
だ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、

二
つ
の
教
科
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
特
性
か
ら
授
業

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
そ
れ
が
縒よ

り
合
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
、
生
徒
た
ち
の
主
体
的
な
文
化
体
験
が
生
ま

れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
価
値
意
識
と
呼
び
、

自
分
の
価
値
意
識
を
も
っ
て
批
評
し
合
う
学
習
を

通
し
て
見
方
や
感
じ
方
を
広
げ
、
美
術
を
愛
好
す

る
心
情
を
育
て
る
こ
と
や
感
性
を
豊
か
に
す
る
こ

と
、
美
術
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

な
ど
を
美
術
科
で
は
目
ざ
し
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
批
評
し
合
う
鑑
賞
の
学
習
で
は
、
思
い

や
考
え
を
言
語
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
言
葉

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漠
然
と
見
て
い
た
こ
と
が

整
理
さ
れ
、
思
い
や
考
え
の
根
拠
が
明
確
に
な
る

の
で
す
。
ま
た
、
話
し
合
い
を
通
し
て
他
者
の
感

じ
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
見
方
の
多

様
性
に
気
づ
く
と
と
も
に
、
自
分
の
見
方
を
よ
り

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

価
値
意
識
を
高
め
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
言
語

活
動
は
、
具
体
的
な
根
拠
を
述
べ
た
り
、
文
章
の

組
み
立
て
を
考
え
て
書
い
た
り
す
る
こ
と
な
ど
、

国
語
科
の
学
習
に
よ
っ
て
そ
の
質
を
高
め
る
こ
と

が
期
待
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
美
術
科
の
学
習
に
よ
っ
て
生
徒
は
価
値

意
識
を
も
っ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
は

国
語
科
で
の
鑑
賞
文
の
学
習
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

　

美
術
科
で
は
、
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
美
術
作
品

を
鑑
賞
し
、
感
じ
取
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を

話
し
合
っ
た
り
、
鑑
賞
文
を
書
い
た
り
す
る
授
業

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
語
科
で
も
美
術

に
関
す
る
評
論
の
文
章
を
読
ん
だ
り
、
鑑
賞
文
を

書
い
た
り
す
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
つ
の
教
科
で
美
術
作
品
の
鑑
賞
に
関
す
る
授

業
が
あ
る
の
で
す
が
、
国
語
科
と
美
術
科
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

美
術
科
で
は
「
表
現
」
と
「
鑑
賞
」
の
学
習
が

あ
り
ま
す
が
、「
表
現
」
の
学
習
と
同
様
に
「
鑑
賞
」

の
学
習
も
主
体
的
で
創
造
的
な
学
習
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
感
じ
取
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ

と
を
も
と
に
、
絵
や
彫
刻
な
ど
を
創
り
出
す
の
が

「
表
現
」
の
学
習
で
あ
り
、作
品
と
の
対
話
を
重
ね
、

思
い
を
巡
ら
し
な
が
ら
自
分
の
中
に
新
し
い
価
値

や
見
方
を
創
り
出
す
の
が
「
鑑
賞
」
の
学
習
な
の

で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
美
術
科
に
お
け
る
鑑
賞
の
学
習

で
は
、「
自
分
は
ど
の
よ
う
に
見
る
か
」
と
い
う

こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
の
中
に
作
品
に
対
す
る
価
値
を
明
確
に
も

国
語
科
と
の
連
携

鑑
賞
文
と
想
像
力

提言
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想
像
力
と
創
造
力
を
、
い
か
に
身
に
つ
け
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
か
ら
感
受
さ

れ
た
「
美
し
さ
」
が
、
自
身
に
何
を
も
た
ら
し
た

か
説
明
す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
説
明
す
べ
き
対
象
は
作
品
の
機
構
で
は
な
い
。

鑑
賞
す
る
主
体
が
感
じ
た
「
美
し
さ
」
に
つ
い
て

の
体
験
談
で
あ
る
。

　

鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
の
根
源
的
な
ね
ら
い
は
、

生
徒
が
美
的
体
験
を
し
、
そ
れ
を
言
語
的
記
憶
と

し
て
蓄
積
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
と
よ
り
そ
の
範
は
、
教
師
が
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

賞
」
と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
「
絵
解
き
」
で
あ

る
。「
鑑
賞
」
と
い
う
行
為
は
、
作
品
世
界
が
自

分
に
ど
う
見
え
る
の
か
、
香
る
の
か
、
聞
こ
え
て

く
る
の
か
、
そ
し
て
感
情
を
ふ
る
わ
せ
る
の
か
を
、

完
全
に
自
分
の
内
的
な
出
来
事
と
し
て
感
じ
取
る

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ナ
ル
の
前
に

立
つ
女
」（
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
）
を
見
て
、
女
性
が

身
に
つ
け
て
い
る
金
色
の
ド
レ
ス
の
ひ
だ
か
ら
乳

酸
菌
飲
料
に
似
た
香
り
を
覚
え
、
恋
を
し
た
い
と

い
う
感
情
が
動
き
出
す
。
あ
る
い
は
、
デ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ホ
ッ
ク
ニ
ー
の
風
景
画
に
描
か
れ
た
み
ど
り

の
森
を
見
る
た
び
に
、
精
神
の
疲
労
が
癒
や
さ
れ
、

元
気
が
わ
い
て
く
る
。
そ
う
い
う
体
験
が「
鑑
賞
」

で
あ
る
。

　
「
鑑
賞
文
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、
作
品
に
ふ

れ
た
自
己
の
内
的
な
出
来
事
を
言
葉
に
焼
き
付
け

よ
う
と
し
て
制
作
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
に

示
さ
れ
る
体
験
的
事
実
は
、
何
人
も
不
可
侵
で
あ

る
。
前
述
の
知
識
を
ど
れ
だ
け
有
す
る
か
で
「
鑑

賞
文
」
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
意
味

が
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
言
葉
に
な
ら
な
い

出
来
事
を
「
経
験
」
と
し
て
言
語
化
す
る
た
め
の

　

鑑
賞
文
と
は
作
品
か
ら
感
受
さ
れ
る
美
し
さ
に

つ
い
て
の
説
明
文
で
あ
る
。

　

す
ぐ
れ
た
作
品
は
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。
美

し
さ
と
は
、
多
く
の
人
々
を
い
く
た
び
も
感
動
さ

せ
る
作
品
の
機
構
で
あ
る
。
こ
の
機
構
を
経
験
す

る
た
め
に
、
作
品
の
技
法
や
作
家
の
意
図
、
関
連

す
る
事
実
関
係
を
知
る
こ
と
は
、
鑑
賞
す
る
心
の

ひ
だ
を
繊
細
に
し
て
く
れ
る
。
例
え
ば
川か

合わ
い

玉ぎ
ょ
く

堂ど
う

の
風
景
画
に
は
生
活
す
る
人
々
の
姿
が
必
ず
描
き

込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

水
墨
画
で
表
さ
れ
た
厳
冬
の
農
村
風
景
へ
の
ま
な

ざ
し
が
あ
た
た
か
く
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
教
化
さ
れ
る
前
の
マ
グ
ダ
ラ

の
マ
リ
ア
が
娼
婦
だ
っ
た
と
い
う
逸
話
を
知
っ
て

い
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
画
に
お
い
て
聖
人

と
し
て
描
か
れ
る
彼
女
を
見
る
際
の
態
度
に
奥
行

き
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
に

か
か
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
知
識
を
た
く
わ
え
て
お

く
こ
と
は
、
必
要
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
有
効
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
知
識
を
駆
使
し
て
作
品
世

界
が
ど
う
読
み
解
け
る
か
を
述
べ
る
作
業
を
「
鑑

美
術
科

よ
り
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2012年夏に東京都美術館で開催された「マウリッツハイス美術館展」に合わせて発行された。
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学
習
の
前
に

　

本
単
元
に
入
る
前
に
、
朝
日

新
聞
の
記
念
号
外
の
記
事
（
※
１
）

を
コ
ピ
ー
し
て
生
徒
に
配
布
し
た
。

こ
の
記
事
は
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル

の
「
真
珠
の
耳
飾
り
の
少
女
」
を
、

「
タ
ー
バ
ン
の
青
・
真
珠
の
輝
き
・

瞳
・
つ
や
め
く
唇
・
古
代
風
の
衣

装
」
と
い
う
五
つ
の
観
点
か
ら
紹

介
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

漠
然
と
「
い
い
な
あ
」
と
思
っ

て
い
た
作
品
で
も
、
あ
る
観
点
か

ら
よ
さ
を
説
明
す
る
と
、
そ
の
魅

力
が
具
体
的
に
生
き
生
き
と
伝
わ

る
こ
と
や
、
一
つ
の
作
品
で
も
多

様
な
見
方
が
で
き
る
こ
と
を
、
生

徒
に
捉
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　  

は
じ
め
に

　

本
校
の
生
徒
た
ち
は
一
学
期
に
、
教
科
書
一
年

Ｐ
64
「
言
葉
を
集
め
よ
う　

も
っ
と
『
伝
わ
る
』

表
現
を
目
ざ
し
て
」
で
、「
お
や
つ
の
魅
力
」
と

題
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
お
や
つ
（
プ
リ
ン
、

ク
ッ
キ
ー
な
ど
）
を
、
四
つ
の
観
点
（
味
・
食
感

な
ど
）
で
分
析
し
、
ク
イ
ズ
形
式
で
紹
介
す
る
活

動
を
行
っ
た
。
こ
の
授
業
で
、
言
葉
を
引
き
出
す

た
め
に
は
観
点
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
こ
と
を
学
ん
だ
。

　

本
単
元
で
は
、
そ
の
学
習
経
験
を
生
か
し
、
絵

画
を
題
材
と
し
て
、
自
分
が
選
ん
だ
作
品
の
魅
力

に
つ
い
て
、
観
点
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
を
す
る
。

観
点
を
意
識
す
る
と
い
う
、
も
の
の
見
方
を
育
て

る
と
と
も
に
、
作
品
を
語
る
た
め
の
語
彙
に
ふ
れ
、

そ
の
魅
力
を
ど
う
伝
え
た
ら
よ
い
か
考
え
る
こ
と

で
、
生
徒
の
言
語
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目

ざ
し
た
い
。

単
元
名
：

私
た
ち
の
名
画
鑑
賞 

〜
観
点
を
決
め
て
作
品
の
魅
力
を
表
現
す
る
文
章
を
書
こ
う
〜

            

使
用
教
材
「
感
じ
た
こ
と
を
文
章
に
し
よ
う　

鑑
賞
文
を
書
く
」（
一
年
）

　

作
品
は
、「
世
界
の
名
画 

ベ
ス

ト
100
」
と
い
う
絵
葉
書
の
セ
ッ
ト

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
な
る
べ
く

作
家
の
国
や
時
代
が
異
な
る
よ
う

に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
。
そ
の
際
、

生
徒
が
一
度
は
目
に
し
た
こ
と
の

あ
る
よ
う
な
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に

心
が
け
た
。
や
は
り
、
知
っ
て
い

る
絵
が
出
て
く
る
と
、
生
徒
た
ち

は
盛
り
上
が
る
。

　

作
品
は
一
枚
ず
つ
大
き
く
カ

ラ
ー
コ
ピ
ー
し
、
前
と
後
ろ
の
黒

板
に
掲
示
。
生
徒
を
黒
板
の
前
に

集
め
、
一
枚
ず
つ
ゆ
っ
く
り
と
見

さ
せ
た
。
ま
た
、
十
二
作
品
を
一

覧
に
し
た
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
も
合
わ

せ
て
配
布
し
た
。

　

好
き
な
作
品
を
三
つ
選
ん
だ
ら
、

付
箋
紙
に
、
絵
の
番
号
と
そ
の
絵

の
魅
力
を
ひ
と
言
で
書
か
せ
た
。

そ
の
後
、
付
箋
紙
を
回
収
し
、
次

時
で
は
、
選
ん
だ
作
品
ご
と
に
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
て
い

く
こ
と
を
告
げ
た
。

　

ま
ず
、
生
徒
に
学
習
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
た

め
に
、
プ
リ
ン
ト
（
※
２
）
を
配
布
し
て
、
単
元

の
流
れ
を
説
明
し
た
。

　

次
に
、
教
師
が
選
ん
だ
絵
画
十
二
作
品
の
中
か

ら
、
好
き
な
も
の
を
三
つ
選
ば
せ
た
。
作
家
名
と

作
品
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
「
真
珠
の
耳
飾
り
の
少
女
」

② 

ド
ガ
「
ダ
ン
ス
教
室
」

③ 

ル
ノ
ワ
ー
ル「
舟
遊
び
を
す
る
人
々
の
昼
食
」

④ 

モ
デ
ィ
リ
ア
ニ
「
タ
イ
を
す
る
女
」

⑤ 

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
「
自
画
像
」

⑥ 

喜
多
川
歌
麿
「
三
人
美
人
」

⑦ 

歌
川
広
重

　
　
　
「
東
海
道
五
十
三
次　

蒲か
ん

原ば
ら

夜よ
る

之の

雪ゆ
き

」

⑧ 

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」

⑨ 

ゴ
ッ
ホ
「
ひ
ま
わ
り
」

⑩ 

モ
ネ
「
印
象
・
日
の
出
」

⑪ 

ク
レ
ー
「
欲
し
が
ら
な
い
子
供
」

⑫ 

岡
本
太
郎
「
駄
々
っ
子
」

実践
事例

江
東
区
立
砂
町
中
学
校
教
諭

堀ほ
り

江え

佐さ

和わ

子こ

※２　プリント
単元の学習の流れと目標を示した。

一
時
間
目

学
習
の
流
れ
を
知
っ
て
、

作
品
を
選
ぼ
う
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発
表
を
す
る
か
話
し
合
わ
せ
た
。
例
え
ば
、
ゴ
ッ

ホ
「
ひ
ま
わ
り
」
を
選
ん
だ
三
名
の
グ
ル
ー
プ
は
、

話
し
合
い
の
結
果
、「
花
び
ら
の
描
き
方
」「
動
き
」

「
黄
色
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
で
発
表
す
る
こ
と

に
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
観
点
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
作
品

の
魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
か
考
え
て
い
く
。
具
体

的
な
説
明
を
付
箋
紙
に
書
き
出
し
、
そ
の
付
箋

紙
を
交
換
し
合
う
な
ど
し
な
が
ら
、
考
え
を
ま

と
め
て
い
っ
た
。
一
人
が
一
つ
の
観
点
を
担
当

し
、教
師
が
作
成
し
た
例
文
（
※
４
）
に
な
ら
っ
て
、

百
五
十
字
程
度
の
、「
ミ
ニ
鑑
賞
文
」
を
書
い
て

い
く
。
教
科
書
で
は
六
百
字
で
ま
と
め
た
鑑
賞
文

の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
本
校
の
生
徒

の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
一
人
一
観
点
、
百
五
十
字

で
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

次
時
で
は
、
い
よ
い
よ
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表

を
行
う
。

　

授
業
の
初
め
に
、
前
時
に
集
め
た
付
箋
紙
の
一

覧
（
※
３
）
を
配
布
し
た
。
そ
の
後
、
教
科
書
Ｐ 

199
を
見
な
が
ら
、「
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
の
観
点
」

を
確
認
し
て
い
っ
た
。
教
科
書
に
は
、「
印
象
」

「
構
成
」「
色
彩
」
な
ど
の
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
観
点
を
た
だ
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、

「
Ａ
さ
ん
は
、ゴ
ッ
ホ
の
『
ひ
ま
わ
り
』
に
つ
い
て
、

『
黄
色
と
オ
レ
ン
ジ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
』
と
書

い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
色
彩
』
と
い
う
観
点

だ
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
生
徒
の
付
箋
に
書
か
れ

た
言
葉
と
つ
な
げ
て
説
明
す
る
よ
う
に
し
た
。

　

そ
し
て
、
同
じ
絵
を
選
ん
だ
人
に
よ
る
グ
ル
ー

プ
編
成
を
発
表
（
グ
ル
ー
プ
は
最
大
四
人
で
、
教

師
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
）。
最
終
的
に
、

選
ん
だ
絵
の
よ
さ
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
て

も
ら
う
こ
と
を
告
げ
た
。
本
時
で
は
、
ま
ず
自
分

が
選
ん
だ
絵
の
魅
力
を
伝
え
る
と
き
に
、
ど
ん
な

観
点
が
考
え
ら
れ
る
か
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん

挙
げ
さ
せ
た
。

　

次
時
で
は
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
発
表
の

準
備
を
す
る
。

　

最
初
に
、
全
員
で
「
観
点
を
決
め
、
作
品
の
よ

さ
を
具
体
的
に
説
明
す
る
練
習
」
を
行
っ
た
。
教

科
書
Ｐ
203
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
ゴ
ッ
ホ
の
「
夜

の
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
」を
見
て
、「
色
づ
か
い
」「
構
図
」

「
星
の
描
き
方
」
な
ど
の
観
点
を
挙
げ
、「
空
の
濃

い
青
色
と
カ
フ
ェ
の
屋
根
の
黄
色
と
い
う
、
対
照

的
な
色
づ
か
い
が
美
し
い
」
な
ど
と
、
具
体
的
に

説
明
を
す
る
練
習
を
し
た
。

　

そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
ど
の
観
点
で

※３　付箋紙の一覧
１時間目に書いた付箋紙を全員分集めてコピーしたもの。①～⑫は，選んだ絵画の番号である。

※４　150字の「ミニ鑑賞文」の例
このような例文を示すと，生徒はどのような文章を書けばよいのか，捉えやすくなる。

二
時
間
目

作
品
の
魅
力
を
語
る

観
点
を
知
ろ
う

三
時
間
目

作
品
の
魅
力
に
つ
い
て

書
こ
う
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て
い
る
。
ま
た
、
背
中
を
ま
る
め
て
、
寒
さ
を
こ

ら
え
て
い
る
様
子
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

こ
の
絵
は
、
人
物
の
描
き
方
が
と
て
も
魅
力
的

で
お
も
し
ろ
い
作
品
だ
。

▼
雪
の
積
も
り
方
（
Ｔ
さ
ん
）

　

こ
の
絵
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
雪
の
積
も
り

方
」
が
魅
力
的
だ
。

　

手
前
を
歩
い
て
い
る
三
人
の
人
物
の
足
あ
と
に

土
が
見
え
な
い
。さ
ら
に
、屋
根
が
な
な
め
に
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
雪
が
屋
根
に

積
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
い
間
降
っ
て
い
た
の
か
、

た
く
さ
ん
の
雪
が
積
も
っ
て
い
る
描
き
方
な
の
が

わ
か
る
。

▼
色
づ
か
い
（
Ｗ
さ
ん
）

　

こ
の
絵
の
魅
力
は
、
白
黒
で
描
か
れ
て
い
る
空

や
木
の
色
づ
か
い
だ
。

　

天
と
地
の
境
目
は
灰
色
で
表
さ
れ
、
静
か
な
夜

を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
木
の
色
は
黒
だ
が
、
白

色
の
濃
淡
を
使
う
こ
と
で
、
細
か
な
雪
を
表
し
て

い
る
。

　

こ
の
絵
か
ら
は
、
作
者
の
心
づ
か
い
が
感
じ
ら

れ
る
。
色
の
小
さ
な
違
い
を
使
っ
て
、
幻
想
的
な

冬
を
連
想
さ
せ
て
い
て
、
魅
力
的
だ
。

彩
」
に
つ
い
て
で
す
。
発
表
は
Ｃ
さ
ん
で
す
。

　
　
　
　

こ
の
絵
は
「
色
彩
」
が
と
て
も
す
ば

ら
し
い
で
す
。
…
（
中
略
）
…
続
い
て
、Ｄ
さ
ん
、

ど
う
ぞ
。

（
以
下
、
同
様
に
発
表
し
た
ら
、
次
の
発
表
者

を
紹
介
す
る
。）

以
上
で
、
私
た
ち
の
発
表
を
終
わ
り
ま
す
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

十
分
ほ
ど
練
習
さ
せ
た
後
、
い
よ
い
よ
発
表
に

移
る
。「
コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
」
を
配
布
し
、「
発
表

を
聞
い
た
後
、
ひ
と
言
コ
メ
ン
ト
を
記
入
し
ま

し
ょ
う
。
コ
メ
ン
ト
は
発
表
し
た
人
へ
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
だ
よ
。
発
表
の
よ
い
と
こ
ろ
を
褒
め
る
よ
う

な
温
か
い
コ
メ
ン
ト
が
い
い
で
す
ね
」
と
話
し
た
。

発
表
が
一
方
通
行
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
が
終
わ
る
た
び
、
数
名
に
書
い
た
コ
メ

ン
ト
を
発
表
さ
せ
た
。

　

思
い
が
け
な
い
観
点
で
説
明
す
る
グ
ル
ー
プ
の

発
表
に
「
お
お
っ
」
と
、
ど
よ
め
い
た
り
、
笑
い

が
起
こ
っ
た
り
、
発
表
は
と
て
も
盛
り
上
が
っ
た
。

普
段
は
国
語
が
苦
手
で
お
と
な
し
い
生
徒
も
、
生

き
生
き
と
発
表
し
て
い
た
。

　

な
か
で
も
、
う
ま
く
ま
と
め
て
い
た
グ
ル
ー
プ

の
「
ミ
ニ
鑑
賞
文
」
を
次
ペ
ー
ジ
に
示
す
。

【
発
表
を
聞
い
た
生
徒
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

　
「
雪
の
積
も
り
方
」
と
い
う
の
が
、
な
る
ほ
ど

な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
雪
が
長
い
時
間
降
っ
て
い

た
こ
と
が
、
説
明
で
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

　  

お
わ
り
に

　

授
業
の
最
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
生
徒
に
話
し

た
。「
こ
の
単
元
で
は
、
み
ん
な
が
い
ろ
い
ろ
な

観
点
を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。『
色
づ
か
い
』
と

言
わ
れ
る
と
、
色
に
注
目
し
て
絵
を
見
る
よ
う
に

な
る
し
、『
人
の
姿
勢
』
と
言
わ
れ
る
と
、
描
か

れ
て
い
る
人
の
姿
勢
が
気
に
な
っ
て
く
る
。
観
点

を
示
さ
れ
る
と
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が

見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
ね
。
観
点
は
『
も

の
を
見
る
窓
』
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。　

　

本
単
元
で
は
、
対
象
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
の

観
点
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
ふ
さ
わ
し
い
語
彙
を

選
び
、
文
章
を
書
い
て
発
表
し
た
。
こ
の
経
験
は
、

幅
広
い
も
の
の
見
方
や
、
豊
か
な
表
現
力
を
養
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
今
回
は
、
時

間
の
都
合
で
国
語
科
の
み
で
単
元
を
展
開
し
て

い
っ
た
が
、
次
回
は
、
美
術
科
と
連
携
し
て
授
業

を
行
っ
て
み
た
い
。

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
東
海
道
五
十
三
次　

蒲

原
夜
之
雪
」
を
選
び
、「
人
の
姿
勢
」「
雪
の
積
も

り
方
」「
色
づ
か
い
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、

発
表
を
し
た
。

▼
人
の
姿
勢
（
Ｉ
さ
ん
）　

　

こ
の
絵
は
、「
人
の
姿
勢
」
が
す
ば
ら
し
い
。

　

手
前
に
描
か
れ
た
三
人
の
人
は
長
い
旅
を
し
て

き
て
お
り
、
背
中
に
た
く
さ
ん
の
雪
を
積
も
ら
せ

　

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
発
表
す
る
観
点
を
、
短

冊
形
の
画
用
紙
に
書
か
せ
た
。
こ
れ
は
、
発
表
時

に
黒
板
へ
貼
る
。

　

そ
の
後
、
前
時
で
書
い
た
百
五
十
字
の
「
ミ
ニ

鑑
賞
文
」
を
も
と
に
、
発
表
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
行

う
。
発
表
の
モ
デ
ル
例（
左
参
照
）を
示
し
た
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
、
練
習

す
る
よ
う
促
し
た
。

＊　
　

＊　
　

＊

【
発
表
の
モ
デ
ル
例
】　　
　

　
　
　
　

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ル
ノ
ワ
ー

ル
作
の
「
ム
ー
ラ
ン
・
ド
・
ラ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
」

を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
鑑
賞
し
た
観
点
は
、「
絵

か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
」「
印
象
」「
色
彩
」
で

す
（
グ
ル
ー
プ
で
決
め
た
観
点
を
紹
介
す
る
）。

で
は
、
ま
ず
、「
絵
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
」

に
つ
い
て
、
Ｂ
さ
ん
、
発
表
を
お
願
い
し
ま
す

（
最
初
の
発
表
者
を
紹
介
す
る
）。

　
　
　
　

こ
の
絵
の
魅
力
は
、「
絵
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
音
」
で
す
。
…
（
中
略
）
…
次
に
「
色

四
・
五
時
間
目

作
品
の
魅
力
を

伝
え
よ
う

Ａ
さ
ん

Ｂ
さ
ん

Ｃ
さ
ん

東海道五十三次（保永堂版）　蒲原夜之雪
歌川広重

紙・木版・色摺 　24.7×37.1㎝　1833年頃　静岡県立美術館蔵
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日
本
画
で
は
、長
谷
川
等と
う

伯は
く

の
「
松し
ょ
う

林り
ん

図ず

」（
※

４
）
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
墨
一
色
の
中
に
、
風

の
動
き
や
松
林
の
空
気
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
傑
作
で
す
。
中
学
生
に
も
な
れ
ば
、
こ
の
作
品

の
よ
さ
を
言
葉
で
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
北
斎
や
広
重
の
浮
世
絵
は
、

色
彩
や
構
図
が
西
洋
の
流
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
の
で
、
西
洋
画
と
比
較
さ
せ
な
が
ら
子
ど
も
た

ち
に
見
せ
た
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
私
は
、
ぜ
ひ
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
の
デ
ッ
サ
ン
を
鑑
賞
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
人
間
、
鳥
、
水
の

流
れ
な
ど
、
自
然
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
デ
ッ
サ

ン
を
し
、
そ
こ
か
ら
自
然
の
原
理
や
法
則
を
見
つ

け
て
い
き
ま
し
た
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
観
察
力
の

す
ば
ら
し
さ
は
、
き
っ
と
中
学
生
の
感
性
に
も
響

く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
や
っ
て

鑑
賞
さ
せ
る
の
？

│
│
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
ど
う
や
っ
て

鑑
賞
さ
せ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
先
生
が
心

が
け
る
こ
と
な
ど
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

最
初
は
、
作
家
名
や
タ
イ
ト
ル
は
見
せ
ず
に
、

「
そ
の
作
品
を
見
て
純
粋
に
ど
う
感
じ
た
か
」
と

い
う
こ
と
を
、
ま
ず
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。「
あ
た
た
か
い
」
と
か
「
悲

し
い
感
じ
が
す
る
」
と
か
、
拙つ
た
なく
て
も
よ
い
の
で
、

感
じ
た
ま
ま
の
言
葉
を
出
さ
せ
る
ん
で
す
。

│
│
そ
の
言
葉
か
ら
、「
ど
う
し
て
そ
う
感
じ
た

の
？
」「
他
の
言
葉
で
言
い
表
し
て
み
て
」
と
先

生
が
投
げ
か
け
れ
ば
、
鑑
賞
文
を
書
く
た
め
の
、

よ
り
具
体
的
な
言
葉
が
引
き
出
し
て
い
け
そ
う
で

す
ね
。

　

そ
の
と
き
に
先
生
が
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
ど
ん
な
言
葉
が
出
て
き
て
も
「
絶
対

に
否
定
し
な
い
こ
と
」
で
す
。
そ
も
そ
も
作
品
の

見
方
に
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点

で
鑑
賞
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、

互
い
に
自
分
の
見
方
を
出
し
合
っ
て
、
友
達
に
共

感
し
た
り
、
意
外
な
見
方
に
驚
い
た
り
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、
鑑
賞
を
楽

し
む
こ
と
が
大
事
。

　

先
生
の
役
割
は
、
子
ど
も
た
ち
が
心
を
開
い
て

話
せ
る
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
彼
ら
の
言
葉
を
整
理

す
る
こ
と
な
の
で
、
美
術
の
専
門
知
識
が
な
い
先

生
で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
美
術
作
品
を
鑑
賞
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　

今
回
、
国
語
の
教
科
書
に
「
鑑
賞
文
を
書
く
」

と
い
う
教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
、

鑑
賞
文
を
書
く
前
提
で
作
品
を
見
る
と
、
お
の
ず

と
思
索
的
に
な
り
ま
す
し
、「
書
く
」
と
い
う
行

為
で
、
自
己
と
の
対
話
が
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
鑑

賞
文
を
書
く
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
美
術
鑑
賞

が
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

感
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
マ
グ

リ
ッ
ト
の
作
品
は
不
可
思
議
な
も
の
が
多
い
の
で
、

子
ど
も
た
ち
は
引
き
つ
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

　

逆
に
、ポ
ロ
ッ
ク
（
※
３
）
の
よ
う
な
抽
象
画
は
、

見
た
と
き
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
さ
を
言

葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
中
学
生
に
は
難
し
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

│
│
教
科
書
（
一
年  

Ｐ
202̶

203
）
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
作
品
以
外
に
、
お
す
す
め
の
も
の
が
あ
れ

ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

教
科
書
に
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
「
夜
の
カ
フ
ェ
テ
ラ

ス
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
ア
ル
ル
の
跳

ね
橋
」「
カ
ラ
ス
の
い
る
麦
畑
」
な
ど
の
風
景
画

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
ゴ
ッ
ホ
は
そ
の
土
地
の
空

気
、
光
、
風
の
流
れ
を
見
事
に
描
き
き
っ
た
、
類
た
ぐ
い

ま
れ
な
画
家
で
す
。
ゴ
ッ
ホ
の
風
景
画
を
見
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
出
て
く

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ど
ん
な
作
品
を

鑑
賞
さ
せ
た
ら
い
い
の
？

│
│
鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
際
、
生
徒
た
ち
に
ど
の

よ
う
な
作
品
を
鑑
賞
さ
せ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。

　

物
語
性
の
あ
る
作
品
の
ほ
う
が
、
言
葉
で
表
現

し
や
す
い
の
で
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
に
適
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
当
館
の
所
蔵
作
品
で
い
え
ば
、

シ
ャ
ガ
ー
ル
（
※
１
）
の
「
ダ
ヴ
ィ
デ
王
の
夢
」
は
、

い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
子
ど

も
た
ち
は
そ
こ
か
ら
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
、
鑑
賞
の

授
業
が
と
て
も
盛
り
上
が
り
ま
す
。
シ
ャ
ガ
ー
ル

の
作
品
は
物
語
性
が
あ
り
ま
す
し
、
色
彩
も
豊
か

な
の
で
、
中
学
生
が
鑑
賞
文
を
書
く
の
に
適
し
て

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
た
、
当
館
で
所
蔵

し
て
い
る
マ
グ
リ
ッ
ト（
※
２
）の「
冒
険
の
衣
服
」

も
、「
ど
ん
な
場
面
な
ん
だ
ろ
う
」
と
不
思
議
に

1415

DIC川村記念美術館（千葉県佐倉市）
20世紀美術を中心とした多彩なコレクションを，豊かな自然の中でゆった
りと鑑賞することができる美術館。1998年より，主に小・中学生を対象と
した対話型の鑑賞教育プログラム「美術教育サポート」を行っている。

国
語
の
先
生
方
の
美
術
鑑
賞
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
、

鑑
賞
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
Ｄ
Ｉ
Ｃ
川
村
記
念
美
術
館
の
学
芸
部
の
方
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

（
答
え
て
く
れ
た
の
は
、
学
芸
課
長
の
鈴
木
尊た

か

志し

さ
ん
で
す
。）

※
１ 

シ
ャ
ガ
ー
ル
（M

arc C
hagall  1

8
8
7
-1
9
8
5

）　

　
　

 

ロ
シ
ア
に
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
画
家
。
故
郷
へ

の
追
想
、
妻
へ
の
愛
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
に
、
詩
情
あ
ふ
れ
る

幻
想
的
画
風
で
知
ら
れ
る
。

※
２ 

マ
グ
リ
ッ
ト
（R

ené M
agritte 1

8
9
8
-1
9
6
7

）　

　
　

 

ベ
ル
ギ
ー
の
画
家
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
に
参
加
。
一

見
無
関
係
と
思
え
る
日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
組
み
合
わ
せ
、

不
可
思
議
な
幻
想
空
間
を
描
い
た
。

※
３ 

ポ
ロ
ッ
ク
（Jackson P

ollock  1
9
1
2
-1
9
5
6

）　

　
　

 

ア
メ
リ
カ
の
画
家
。
抽
象
表
現
主
義
の
代
表
的
な
存
在
の
一

人
。
彼
の
画
法
は
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と

も
呼
ば
れ
た
。　
　

※
４
「
松
林
図
」（
16
世
紀
頃
）　

安
土
桃
山
時
代
の
絵
師
、
長
谷

川
等
伯
が
靄
に
包
ま
れ
た
松
林
を
屏
風
画
と
し
て
描
い
た
も

の
。
国
宝
。
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
。

冒険の衣服
ルネ・マグリット

キャンヴァス・油彩 　80×120.2㎝　1926年

教
え
て
！ 

美
術
鑑
賞
の
こ
と
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初
め
に
、
一
学
期
に
学
習
し
た
「
『
批
評
』
の

言
葉
を
た
め
る
」
（
竹
田
青せ
い

嗣じ

）
の
話
を
、
子
ど

も
た
ち
に
し
ま
し
た
。
哲
学
者
で
あ
る
竹
田
さ
ん

の
文
章
を
読
ん
で
、
「
な
る
ほ
ど
な
あ
」
と
み
ん

な
で
納
得
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、
今
回
は
同

じ
哲
学
者
で
あ
る
鷲
田
さ
ん
が
書
い
た
評
論
の
文

章
を
読
ん
で
い
く
こ
と
を
告
げ
ま
し
た
。

　

私
は
、
「
評
論
を
読
む
」
た
め
に
は
、
ま
ず

「
筆
者
の
価
値
観
を
読
み
取
る
」
こ
と
が
大
事
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
中

に
は
、
筆
者
の
価
値
観
を
捉
え
る
前
に
、
自
分
の

価
値
観
で
批
判
的
に
読
ん
で
し
ま
う
子
が
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
教
材
文
か
ら
、
筆
者
の
価
値
観
を
定

義
づ
け
て
付
箋
紙
に
書
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
主
観
を
交
え
ず
に
筆

評
論
を
読
む
・
評
論
を
語
る

使
用
教
材
：「
聴
く
と
い
う
こ
と
」（
三
年
）

16　
今
回
は
、
三
年
三
学
期
の
教
材
「
聴

く
と
い
う
こ
と
」
を
使
っ
た
授
業
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

　
こ
の
教
材
は
、
哲
学
者
・
鷲わ
し

田だ

清き
よ

一か
ず

さ
ん
が
、
人
の
話
を
「
聴
く
」
と
い
う
、

日
常
生
活
で
と
て
も
大
切
な
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
、
魅
力
的
な
評
論
の
文
章

で
す
。
私
は
鷲
田
さ
ん
の
も
の
の
見
方

や
考
え
方
を
、
子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か

り
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
、
「
評

論
を
読
む
・
評
論
を
語
る
」
と
い
う
単

元
を
設
定
し
ま
し
た
。

学
習
の
流
れ
と
目
標
の
確
認

筆
者
の
価
値
観
を
読
み
取
る

第
一
時

者
の
価
値
観
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
た
か
ら
で
す
。

　

全
文
を
音
読
す
る
前
に
、
付
箋
紙
を
配
布
し
ま

す
。
「
鷲
田
さ
ん
が
ど
ん
な
価
値
観
を
も
っ
て
い

る
の
か
考
え
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
板

書
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
価
値
観
が
書
か
れ
て
い

る
部
分
を
定
義
づ
け
し
な
が
ら
、
付
箋
に
書
き
出

し
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
『
〜
は
│
で
あ
る
』
と
、

教
科
書
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
書
き
出
し
て
も
い
い

で
す
し
、
自
分
の
言
葉
で
書
い
て
も
い
い
で
す
」
。

そ
う
話
し
、
教
材
文
を
音
読
し
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

音
読
を
聞
い
た
後
、
付
箋
紙
に
「
聴
く
と
い
う
こ

と
は
、
受
動
的
な
行
為
で
は
な
い
」
「
人
は
語
る

と
き
、
聴
く
人
を
求
め
て
い
る
」
な
ど
、
筆
者
の

価
値
観
が
わ
か
る
部
分
を
書
き
出
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
付
箋
紙
は
Ｂ
５
の
用
紙
に
貼
り
、

提
出
さ
せ
ま
し
た
。

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

　

「
評
論
を
読
む
」
た
め
に
は
、
筆
者
の
価
値
観

を
読
み
取
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分

は
ど
う
思
う
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
考
え
さ
せ

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
本
時
で
は
、
前
時
で
読

み
取
っ
た
筆
者
の
価
値
観
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど

う
考
え
る
の
か
を
、
文
章
に
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

「
聴
く
と
い
う
こ
と
」
で
は
、
筆
者
の
価
値
観
が

筆
者
の
価
値
観
に
つ
い
て
、

自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

第
二
時

抽
象
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
具
体
的

な
体
験
と
結
び
付
け
、
筆
者
の
価
値
観
に
つ
い
て

ど
う
思
う
の
か
ま
と
め
て
い
く
よ
う
伝
え
ま
し
た
。

　

前
時
で
集
め
た
付
箋
紙
の
中
で
、
筆
者
の
価

値
観
を
う
ま
く
定
義
づ
け
て
い
る
も
の
を
十
六

枚
選
ん
で
一
覧
（
左
参
照
）
に
し
、
配
布
し
ま
し

た
。
１
〜
16
の
中
か
ら
テ
ー
マ
を
一
つ
選
び
、
自

分
の
体
験
を
交
え
て
、
四
百
字
以
内
で
考
え
を
ま

と
め
て
い
き
ま
す
。
大
体
の
子
ど
も
が
、
二
十
分

ほ
ど
で
文
章
を
書
き
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
う
ま
く

書
け
な
い
子
に
は
、
机
間
指
導
で
書
き
だ
し
を
私▲生徒から集めた付箋の中から16枚を選び，一覧にして配布した。

▲第１時の板書

  

聴
く
と
い
う
こ
と

　

│
評
論
を
読
む　

評
論
を
語
る
│

　

１
．
文
章
を
読
む

　

２
．
筆
者
の
価
値
観
を
探
る

　

も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
と
ら
え
る

☆
そ
の
人
は
ど
ん
な
価
値
観
を

　

も
っ
て
い
る
か

著
者
の
価
値
観
を
、
ふ
せ
ん
に
書
く
。

　
　

聴
く
と
い
う
こ
と
は

　
　
　
　

〜
で
あ
る
。

　
　

人
は

　
　
　
　

〜
で
あ
る
。

価
値
観

　
「
〜
は
│
で
あ
る
」

　
　
　

定
義
づ
け
し
て
み
る
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が
書
い
た
り
、
言
葉
を
補
っ
た
り
し
て
、

フ
ォ
ロ
ー
し
ま
し
た
。

　

左
に
示
し
た
の
は
、
「
２
．
人
は
、

相
手
が
自
分
に
関
心
が
あ
る
の
か
ど
う

か
は
、
そ
の
聴
き
方
で
す
ぐ
に
わ
か
る
も
の
で
あ

る
。
」
と
「
３
．
人
は
、
相
手
に
関
心
が
な
い
と

見
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
」
で
書
い
た
子
の
文
章

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、

自
分
の
体
験
に
照
ら
し
て
、
筆
者
の
価
値
観
に
つ

い
て
自
分
は
ど
う
思
う
の
か
書
く
こ
と
が
で
き
て

い
ま
し
た
。

　

次
時
で
は
、
書
い
た
文
章
を
発
表
さ
せ
ま
す
。

　

前
時
に
ま
と
め
た
文
章
を
集
め
て
冊
子
に
し
、

配
布
し
ま
し
た
。
１
〜
16
の
テ
ー
マ
ご
と
に
発
表

を
し
て
い
き
ま
す
。
発
表
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
形

式
を
と
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
複
数
の
論
者
が
意
見
を

述
べ
、
聴
衆
は
質
疑
応
答
を
通
し
て
テ
ー
マ
に
対

す
る
考
え
を
広
げ
る
と
い
う
話
し
合
い
の
方
法
で

す
。
今
回
は
、
同
じ
テ
ー
マ
を
複
数
の
子
ど
も
が

選
ん
で
い
た
こ
と
と
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
知

見
を
広
め
て
い
く
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と

考
え
た
た
め
、
こ
の
方
法
を
と
り
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
ご
と
に
子
ど
も
た
ち
が
前
に
出
て
、
発

表
を
し
ま
す
。
聴
衆
側
は
、
質
問
し
た
い
箇
所
を

マ
ー
カ
ー
で
引
き
な
が
ら
聞
き
、
発
表
が
終
わ
っ

た
ら
質
問
し
ま
す
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
発
表
に
対
し
て
ポ
ン
ポ

ン
と
質
問
が
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
発
表
が
終

わ
る
と
、
一
つ
質
問
が
出
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
全

員
が
じ
っ
く
り
と
考
え
る
と
い
っ
た
様
子
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、
「
話
す
よ
り

聴
く
ほ
う
が
大
変
な
ん
だ
ね
」
「
聴
く
こ
と
は
、

お
休
み
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
「
う
ー
ん
、
聴
く
こ
と

は
難
し
い
な
あ
」
な
ど
の
感
想
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

普
段
何
気
な
く
行
っ
て
い
る
「
聴
く
」
と
い
う
行

為
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
、

「
聴
く
」
こ
と
が
と
て
も
奥
深
い
こ
と
を
、
み
ん

な
で
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

す
べ
て
の
発
表
が
終
わ
っ
た
後
、
「
あ
と
が

き
」
と
し
て
、
授
業
の
感
想
を
書
か
せ
ま
し
た
。

そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

・
聴
く
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
友
達
の
考
え
に
共
感
し
た
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ

た
り
、
と
て
も
楽
し
い
時
間
で
し
た
。

・
自
分
の
考
え
が
深
ま
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

・
み
ん
な
が
実
体
験
を
ふ
ま
え
て
発
表
し
て
く
れ

た
の
で
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

・
た
く
さ
ん
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
感
謝
し
た
い
で
す
。

　

「
『
聴
く
と
い
う
こ
と
』
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

ら
れ
た
」
「
友
達
の
発
表
を
聞
い
て
、
『
そ
ん
な

考
え
方
が
あ
る
ん
だ
』
と
驚
い
た
」
な
ど
の
感
想

が
多
く
見
ら
れ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
し
て
、
自

分
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
よ

う
で
す
。

　

教
材
文
に
書
か
れ
た
抽
象
的
な
内
容
を
、
自
分

の
具
体
的
な
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
吟
味
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
三
年
生
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で

す
。
「
聴
く
と
い
う
こ
と
」
は
、
三
年
の
最
後
に

ふ
さ
わ
し
い
魅
力
的
な
教
材
だ
と
、
授
業
を
し
て

み
て
改
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
発
表
す
る

発
表
を
聞
い
て
、自
分
の
考
え
を
深
め
る

第
三
〜
五
時

教師が司会を務め，シンポジウムを進行していく。

が
書
い
た
り
、
言
葉
を
補
っ
た
り
し
て
、

フ
ォ
ロ
ー
し
ま
し
た
。

　

左
に
示
し
た
の
は
、
「
２
．
人
は
、

相
手
が
自
分
に
関
心
が
あ
る
の
か
ど
う
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3
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド（
※
１　

以
下
、「
Ｉ
Ｗ
Ｂ
」）を
使
っ

て
放
送
形
式
で
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
個
別

練
習
の
場
を
設
定
し
、
生
徒
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ

Ｃ
（
※
２
）
を
活
用
し
て
学
習
を
進
め
、
教
師

三
名
が
適
宜
巡
回
し
な
が
ら
個
別
支
援
を
進
め

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
の
形
式
で
授
業
を
行

う
こ
と
で
、
書
写
指
導
に
不
安
を
も
つ
教
師
も

安
心
し
て
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
回
書
く
行
書
の
「
白
銀
の
峰
」
は
、
地
域

で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
書
き
初
め
会
（
上
国

連
書
写
技
能
認
定
書
き
初
め
会
）
の
課
題
で

す
。
こ
の
書
き
初
め
会
で
は
、
五
つ
の
審
査
観

点
が
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
て
い
て
、
生
徒
は
審

査
観
点
に
○
が
付
く
よ
う
に
、
練
習
を
重
ね
ま

す
。
○
の
数
に
応
じ
て「
会
長
賞
」「
優
秀
」「
優
」

●
今
年
の
書
き
初
め
の
課
題
（
「
白
銀
の

峰
」
）
に
つ
い
て
、
五
つ
の
審
査
観
点

を
知
る
。

●
「
点
画
の
連
続
・
変
化
・
省
略
」
に
つ

い
て
、
教
科
書
で
確
認
す
る
。

●
「
白
銀
の
峰
」
の
運
筆
を
動
画
で
視
聴

し
、
「
点
画
の
連
続
・
変
化
・
省
略
」

が
ど
う
い
う
運
筆
に
よ
っ
て
表
れ
る
か

知
る
。

●
動
画
で
運
筆
（
動
的
視
点
）
を
、
教
材

・
行
書
の
「
点
画
の
連
続
・
変
化
・
省

略
」
に
興
味
・
関
心
を
も
つ
。

・
動
的
な
視
点
か
ら
「
点
画
の
変
化
・
省

略
」
を
捉
え
、
運
筆
練
習
を
繰
り
返
し
、

技
能
の
向
上
を
図
る
。

・
課
題
語
句
に
お
け
る
審
査
観
点
を
動
的

に
捉
え
、
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
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
字
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
課
題
の
審
査
観
点
を

　

確
認
し
よ
う

　

一
年
ぶ
り
の
書
き
初
め
に
、
生
徒
は
「
う
ま

く
書
け
る
か
な
」
と
、
期
待
と
不
安
の
入
り
交

じ
っ
た
表
情
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
学
年
（
三
学
級
）
を
一
斉
に
指
導

す
る
た
め
に
、
校
内
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
活
用
し

ま
し
た
。
全
体
指
導
は
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
ホ

学
習
の
流
れ
（
全
三
時
間
）

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
。

最
終
回
で
あ
る
今
号
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
活
用
し
て
、
行
書
の
特
徴
を
学
ぶ

授
業
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

行
書
の「
点
画
の
連
続
・
変
化
・
省
略
」
を

動
的
・
静
的
な
視
点
か
ら
追
究
し
よ
う
（
二
年
）

上
越
教
育
大
学
附
属
中
学
校
指
導
教
諭　

清
水 

陽
一
郎

「
良
」「
佳
」
の
認
定
証
が
渡
さ
れ
、「
会
長
賞
」

の
中
で
も
特
に
優
れ
て
い
る
作
品
が
「
一
席
」

「
二
席
」「
三
席
」
に
選
ば
れ
ま
す
。
地
域
の
生

徒
は
、
認
定
を
楽
し
み
に
練
習
に
励
み
ま
す
。

　

五
つ
の
審
査
観
点
（
①
白
…
全
体
の
連
続
感

②
銀
…
へ
ん
の
省
略
と
連
続

③
峰
…
夂
の
変
化
と
呼
応　

④
峰
…
へ
ん
と
つ
く
り
の
つ

り
合
い　

⑤
全
体
の
ま
と
ま

り
）
を
生
徒
た
ち
に
知
ら
せ

る
と
、「
具
体
的
に
ど
の
よ

う
に
書
い
た
ら
○
に
な
る
の

か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
声

が
多
く
上
が
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
予
想
さ
れ
る
書
字
例

に
お
け
る
○
と
△
の
基
準
を

明
確
に
し
た
自
作
の
プ
リ
ン

ト
を
生
徒
に
配
付
し
ま
し
た

（
下
参
照
）。
私
の
観
点
の
説

明
を
聞
き
、
生
徒
は
「
こ
う

書
く
と
○
に
な
る
の
か
」
と

口
に
し
な
が
ら
、
基
準
が
書

か
れ
た
プ
リ
ン
ト
に
見
入
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
プ

リ
ン
ト
に
書
か
れ
た
○
と
△

の
基
準
は
、
書
か
れ
た
文
字

に
表
れ
る
特
徴
に
焦
点
を
当

て
て
い
る
た
め
、
ど
の
よ
う

な
運
筆
で
書
け
ば
よ
い
の
か
ま
で
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
生
徒
が
動
的
視
点
か
ら
行
書
の
特

徴
を
捉
え
、
静
的
視
点
と
の
統
合
を
図
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
、
実
際
に
書
い
て
い
る
様
子

連    
載

　 
楽
し
く

書
写
の
時
間
を

2021

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。

▲ IWBで全体への指導を行った。
教師の説明を聞く生徒たち。

※１　インタラクティブホワイトボード　
パソコン画面を映写したボード上で書き込みをしたり，その内容を保存したり，パソコン操作をすることができる。
※２　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。
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ん
の
省
略
と
連
続
」
の
達
成
度
が
低
い
こ
と
を

見
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
、
五
〜
八

画
目
を
回
転
さ
せ
る
よ
う
に
書
く
省
略
の
運
筆

が
難
し
い
よ
う
で
す
。そ
こ
で
、平
仮
名
の「
ま
」

「
ほ
」
の
結
び
の
よ
う
に
、「
三
角
結
び
」
を
書

く
よ
う
な
感
覚
で
五
〜
八
画
目
を
書
く
よ
う
に

指
導
し
ま
し
た
。

　

三
時
間
目
は
紙
面
に
対
し
て
四
つ
の
文
字
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
す
る
こ
と
や
、
名
前
を
行

書
で
書
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
練
習
し
ま
し

た
。
四
つ
の
文
字
を
紙
面
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く

収
め
る
た
め
に
、「
の
」
を
小
さ
め
に
書
い
て
、

そ
の
分
「
峰
」
を
少
し
上
げ
て
書
い
て
最
終
画

が
伸
び
や
か
に
な
る
よ
う
に
す
る
と
、
見
栄
え

が
よ
い
こ
と
に
気
づ
い
た
生
徒
は
、
微
調
整
を

繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
作
品
の
出
来
映
え
に
つ
い
て
互
い

に
審
査
員
に
な
っ
た
つ
も
り
で
相
互
評
価
を
行

い
、
作
品
を
一
枚
提
出
さ
せ
ま
し
た
。

　

今
回
の
学
習
で
は
、
提
出
さ
れ
た
作
品
を
審

査
観
点
に
従
っ
て
審
査
し
、
評
価
し
ま
し
た
。

評
価
結
果
と
、
○
が
五
つ
付
い
た
生
徒
の
作
品

の
一
部
を
以
下
に
示
し
ま
す
。

　

作
品
に
お
け
る
○
の
数
は
二
〜
四
個
の
生
徒

が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
表
１
）。
観
点
ご

と
の
○
と
△
の
人
数
比
で
は
、
観
点
①
〜
③
で

○
が
付
い
た
生
徒
が
多
く
、
行
書
の
運
筆
の
し

か
た
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

（
表
２
）。
七
月
の
実
践
の
反
省
か
ら
、
練
習
時

間
を
短
期
集
中
的
に
設
け
た
こ
と
に
よ
り
、
技

能
が
向
上
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
生
徒
は

冬
休
み
の
間
、
動
画
投
稿
サ
イ
ト
（
Y
o
u 

T
u
b
e
）
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
動
画
を
見

な
が
ら
練
習
を
進
め
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
技

能
の
さ
ら
な
る
定
着
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

し
ま
し
た
。
当
校
の
単
元
配
列
で
は
、
書
写
は

学
期
末
に
集
中
的
に
指
導
す
る
た
め
、
生
徒
は

四
か
月
ぶ
り
に
持
つ
筆
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、

勘
を
取
り
戻
す
時
間
は
一
年
生
と
比
較
す
る
と

明
ら
か
に
短
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

二
時
間
目
は
、「
白
銀
の
峰
」
の
四
つ
の
文

字
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
観
点
に
○
が
付
く
よ
う
に
、

観
点
を
意
識
し
て
書
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
て

練
習
し
ま
し
た
。
机
間
指
導
を
し
な
が
ら
審
査

観
点
の
達
成
度
を
見
て
回
る
と
、「
②
銀
…
へ

し
た
「
楷
書
と
行
書
の
運
筆
の
違
い
」
を
教
科

書
の
内
容
と
と
も
に
再
度
提
示
し
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
。

　

そ
し
て
、
よ
い
運
筆
に
よ
っ
て
よ
い
字
が
書

け
る
こ
と
や
、
動
画
で
運
筆
を
観
察
し
、
書
け

た
字
を
教
材
文
字
と
比
較
し
て
運
筆
の
良
し
悪

し
を
評
価
し
な
が
ら
練
習
を
進
め
る
こ
と
を
伝

え
ま
し
た
。

❷
動
画
と
教
材
文
字
を
効
果
的
に

　

使
っ
て
行
書
を
練
習
し
よ
う

　

い
よ
い
よ
練
習
に
入
り
ま
す
。
一
時
間
目
は

残
り
二
十
分
ほ
ど
で
し
た
の
で
、
生
徒
は
動
画

を
連
続
再
生
し
な
が
ら
行
書
ら
し
い
な
め
ら
か

な
運
筆
に
慣
れ
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
練
習

を
撮
影
し
た
動
画
を
Ｉ
Ｗ
Ｂ
で
見
せ
て
、
プ
リ

ン
ト
に
書
か
れ
た
○
の
基
準
が
、
ど
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
か
を
観
察
す
る
場
を
設
定
し
ま

し
た
。

　

私
は
、
生
徒
に
「
点
画
と
点
画
の
間
の
動
き

に
注
目
し
て
動
画
を
見
る
よ
う
に
」
と
い
う
指

示
を
出
し
ま
し
た
。
動
画
を
見
た
生
徒
た
ち
か

ら
、「
墨
継
ぎ
を
し
て
い
な
い
」「
硯
で
筆
先
を

直
し
て
い
な
い
」「
ひ
と
筆
書
き
み
た
い
」
と

い
っ
た
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
生
徒
に
「
楷
書
と
行
書
の
運
筆
で

違
う
の
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
」
と
い

う
発
問
を
し
ま
し
た
。
生
徒
は
し
ば
ら
く
考
え

て
、「
行
書
は
流
れ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
」「
ト

ン
・
ス
ー
・
ト
ン
じ
ゃ
な
い
」
な
ど
の
気
づ
き

を
挙
げ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、七
月
に
行
っ
た
行
書
の
学
習
（「
中

学
校
国
語
教
育
相
談
室
69
号
」
参
照
）
で
確
認

学
習
の
評
価

▶運筆のしかたを動画で
確認しながら書いていく。

◀○が５つ付いた生徒作品。

▲表１▲表2

▲動画の一場面。
この映像は，動画投稿サイト（You Tube）
にもアップされている。
（「上国連書き初め会」で検索。）



　「中学校のときに習ったあの作品が忘れられません。タイトルを教えてください」
「今，自分の子どもに読んでもらいたくて，教科書で読んだあの作品を探しています」
などなど，過去の『国語』教科書に掲載されていた作品や文章についてのお問
い合わせをいただくことがよくあります。子ども時代に教科書で出会い，そのときには
よくわからなくても，大きくなってから何かの折にふっと思い出してもらえる。それは，
私たち教科書を作る者にとって幸せな出来事です。

　名作のアンソロジー
　光村図書発行の『光村ライブラリー』（全 5巻）
では，過去の教科書掲載作品のうち，先生方や
子どもたちに高い評価をいただいたものを精選
し，アンソロジー形式で収録しています。「あの
坂をのぼれば」（第 3巻），「ラスコー洞窟の壁画」
（第 4巻）など，教科書で出会ったなつかしい
あの作品にもう一度めぐり会うことができます。

　記憶をたどるクロニクル
　光村図書ホームページ内「教科書ク
ロニクル」のコーナーでは，過去の教
科書に掲載された作品を年代ごとに一
覧することができます。あの頃，自分が
携えていた教科書にはどんな作品が載っ
ていたのか，記憶をたどってみませんか。
作品とともに，なつかしい思い出がよみ
がえってくるかもしれません。

　光村ライブラリー（全5巻　各巻定価1,050円）
昭和30年度版から平成14年度版までに，中学校『国語』
教科書に掲載された作品の中から71点を収録。

　教科書クロニクル
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
chronicle/chugaku

『光村ライブラリー』と
 教科書クロニクル

あ の 名 作 を も う 一 度

早
稲
田
大
学
教
授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

「
な
あ
」

　最
近
、
並
ん
で
い
て
順
番
を
抜
か
さ
れ
る

こ
と
が
よ
く
あ
る
。
一
昨
日
は
電
車
で
降
り

る
人
を
待
っ
て
い
た
ら
後
ろ
の
人
が
す
う
っ

と
先
に
行
っ
て
座
っ
た
。
先
週
は
立
ち
位
置

が
微
妙
だ
っ
た
の
か
、
レ
ジ
の
と
こ
ろ
で

さ
っ
と
抜
か
さ
れ
た
。

　そ
ん
な
と
き
、
ち
ょ
っ
と
い
や
な
気
持
ち

に
な
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
権
利
の
た
め
の

闘
争
を
繰
り
広
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。

　そ
こ
で
、
自
分
の
心
を
静
め
る
と
き
に
役

に
立
つ
の
が
「
な
あ
」
で
あ
る
。
心
の
中
で

「
こ
の
や
ろ
、
　抜
か
し
や
が
っ
た
！
」
な
ど

と
は
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
思
考
に
「
な

あ
」
を
つ
け
る
の
だ
。「
抜
か
さ
れ
た
な
あ
」

と
思
う
の
だ
。
そ
う
す
る
と
な
ん
だ
か
の
ん

び
り
し
て
き
て
、「
ま
、
い
い
か
。
し
か
た

な
い
な
あ
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
ん
だ
な

あ
。

　文
末
の
「
な
あ
」
は
、
感
じ
て
い
る
こ
と

を
、
ち
ょ
っ
と
時
間
的
な
幅
を
も
っ
て
認
識

す
る
こ
と
を
表
す
終
助
詞
で
あ
る
。
例
え
ば
、

熱
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
熱
い
湯
船
に
入
っ
た

ら「
熱
い
！
」と
思
う
。
そ
の
瞬
間
に
は「
熱

い
な
あ
」
と
は
思
わ
な
い
。
一
方
、
あ
と
で

し
み
じ
み
と
思
い
出
す
と
き
に
は
「
え
ら
い

熱
か
っ
た
な
あ
」
と
思
う
。
ま
た
、
長
く
湯

船
に
浸
か
っ
て
い
て
、
し
み
じ
み
熱
さ
を
感

じ
る
の
な
ら
「
熱
く
な
っ
て
き
た
な
あ
」
と

思
う
。
い
ず
れ
も
、「
な
あ
」
を
つ
け
る
と

認
識
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　い
わ
ゆ
る
詠
嘆
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ

と
か
な
あ
と
も
思
う
。「
あ
あ
、
綺
麗
な
月

だ
な
あ
」「
い
い
浜
風
だ
な
あ
」
な
ど
と
い

う
よ
う
に
、
時
間
を
か
け
て
認
識
し
な
お
す

こ
と
が
ま
さ
に
し
み
じ
み
と
し
た
詠
嘆
と
い

う
情
意
な
の
で
あ
る
。

　と
い
う
わ
け
で
、「
な
あ
」
を
使
っ
て
い

ろ
い
ろ
感
じ
た
り
考
え
た
り
し
て
い
る
と
、

反
射
的
な
怒
り
も
苛
立
ち
も
押
さ
え
ら
れ
る
。

忙
し
く
て
も
余
裕
が
生
ま
れ
る
。
一
瞬
一
瞬

を
大
切
に
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

　で
も
、
ふ
と
気
づ
い
た
。
な
ん
だ
か
、
思

考
の
速
さ
が
鈍
化
し
て
く
る
よ
う
で
も
あ
る
。

「
電
車
が
来
た
！
」
と
感
じ
る
の
で
は
な
く
、

「
電
車
が
来
た
な
あ
」
と
感
じ
る
。
乗
り
降

り
の
混
雑
を
見
て
「
大
変
だ
。
乗
れ
な
く
な

る
ぞ
」
で
は
な
く
、「
混
ん
で
い
て
大
変
や

な
あ
。
乗
れ
な
か
っ
た
ら
困
る
な
あ
」
と
思

う
。
そ
う
思
っ
て
い
る
内
に
、
目
の
前
で
ぷ

し
ゅ
う
と
ド
ア
が
閉
ま
っ
て
し
ま
う
。「
あ

れ
れ
？
乗
れ
へ
ん
か
っ
た
な
あ
」
…
…
こ
れ

で
は
、
後
ろ
の
人
に
先
に
行
か
れ
て
し
ま
う

の
も
、
当
然
、
な
の
か
な
あ
。

物
語
文

　
読
解
ス
タ
ー
ト
ペ
ー
ジ

犬
いぬ

も食
く

わない＝ なんでも食べる犬でさえ食べないという意味から，だれも取り合わない様子。 うのみにする＝ 鳥の「う」が魚を丸ごとのみこむ様子から，深く考えもせず，人の言葉をそのまま受
け入れること。

1
①

〜

2
②

ア

　
周
り
の
人
に
迷め

い

惑わ
く

を
か
け
て
い
る
と
感
じ
る
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
。

イ

　
世
の
中
で
自
分
だ
け
が
不
運
な
の
だ
と
感
じ
る
い
じ
け
た
気
持
ち
。

ウ

　
だ
れ
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
孤こ

独ど
く

な
気
持
ち
。

エ

　
何
に
も
興
味
を
も
て
ず
や
る
気
に
な
れ
な
い
、
し
ず
ん
だ
気
持
ち
。

3
③

4
④

・・
5
⑤

　

〜

6
⑥

7
⑦

場
面
や
行
動
か
ら
少
年
の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
初
め
〜
28
⑦

1

雨
が
や
ん
だ
。

頭
上
の
雲
が
切
れ
て
、
わ
ず
か
な
青
空
が
の
ぞ
く
。

手
さ
げ
か
ば
ん
を
平
た
く
し
て
頭
に
の
せ
、
学
生
服
の
ズ
ボ
ン
の
す

そ
を
た
く
し
上
げ
て
、小
走
り
に
急
い
で
い
た
少
年
は
、し
ば
ら
く
の
間
、

雨
が
や
ん
だ
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
考
え
事
に
心
を
う
ば
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

黒
く
ぬ
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
歩
道
を
歩
き
な
が
ら
、
自
分
の
歩
み

に
し
た
が
っ
て
飛
び
散
る
小
さ
な
し
ぶ
き
を
、
少
年
は
、
ど
う
で
も
い

い
よ
う
な
目
で
眺
め
て
い
た
。

こ
の
と
こ
ろ
、
な
に
も
か
も
、
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
。 

こ
の
あ
い

だ
の
テ
ス
ト
の
成
績
が
悪
か
っ
た
。
母
親
は
、
課
外
の
活
動
を
や
め
ろ

と
い
う
。
親
し
か
っ
た
友
達
と
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
か
ら
仲
た
が

い
を
し
た
。
好
き
な
Ｃ
Ｄ
を
買
う
こ
づ
か
い
が
足
り
な
い
。
そ
の
他
、

具
体
的
な
形
に
な
っ
て
い
な
い
も
や
も
や
が
、
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
雨

は
、
自
分
の
上
に
ば
か
り
降
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

い
っ
そ
ぬ
れ
る
な

ら
、
も
っ
と
も
っ
と
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
さ
ば
さ
ば
す

る
だ
ろ
う
と
思
う
。

国
道
の
横
断
歩
道
へ
踏
み
出
そ
う
と
し
た
と
た
ん
、
信
号
が
点
滅
す

る
。
そ
ん
な
こ
と
に
さ
え
気
が
い
ら
立
っ
て
、
少
年
は
小
さ
く
足
踏
み

し
た
。

さ
っ
き
か
ら
後
ろ
で
、
小
さ
い
子
供
た
ち
の
声
が
し
て
い
る
。
自
分

に
も
あ
ん
な
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
と
半
ば
う
わ
の
空
で
思
い
な
が
ら
、
ぼ

ん
や
り
信
号
の
変
わ
る
の
を
待
っ
て
い
る
少
年
の
耳
に
、
今
ま
で
た
わ

い
も
な
い
お
し
ゃ
べ
り
だ
っ
た
子
供
た
ち
の
声
が
、
急
に
は
っ
き
り
し

た
意
味
を
も
っ
た
さ
け
び
に
な
っ
て
ひ
び
い
て
き
た
。

「
に
じ
が
出
て
る
よ
。」

「
に
じ
だ
、
に
じ
だ
。」

思
わ
ず
振
り
返
っ
て
、
子
供
た
ち
が
ま
っ
す
ぐ
に
指
さ
す
空
を
見
上

げ
る
と
、
あ
あ
、
確
か
に
に
じ
だ
。
赤
、
黄
、
緑
、
太
い
ク
レ
ヨ
ン
で

ひ
と
息
に
引
い
た
よ
う
な
線
が
、
灰
色
の
空
を
鮮
や
か
に
ま
た
い
で
い

る
。上
端
は
お
ぼ
ろ
に
空
中
に
消
え
、下
は
ビ
ル
と
森
の
か
げ
に
隠
れ
て
、

見
え
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
分
だ
。

少
年
は
、
自
分
で
も
思
い
が
け
な
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
、
辺
り
を
見

回
し
た
。

―
―
高
い
所
が
な
い
か
、
あ
れ
が
全
部
見
え
る
所
が
。

あ
っ
た
、
す
ぐ
目
の
前
に
、
国
道
を
横
切
る
歩
道
橋
が
。
少
年
は
た

め
ら
わ
ず
、
そ
ち
ら
へ
駆
け
た
。
い
つ
も
は
、
階
段
の
上
り
下
り
を
め

ん
ど
う
が
っ
て
、
つ
い
ぞ
利
用
し
た
こ
と
の
な
い
歩
道
橋
だ
っ
た
が
。

場面をとらえる

人物の行動や会話から
気持ちを読み取る

情景描
びょう

写
し ゃ

に着目する

【行動や状況のとらえ方】
　心の動きや会話・出来事などに着
目する。

　場面は，中心人物の行動や状
じょう

況
きょう

からおさえよう。
【中心人物のとらえ方】
①どの人物の立場で書かれているか。
②出来事の中心人物はだれか。

　登場人物の気持ちは，「うれし
い」「悲しい」などとはっきり文章
に示されている場合と，「思った」
「感じた」などの言葉や会話，行
動に隠されている場合がある。場
面の様子や前後の文章に注意して
読み取ろう。

　人の心に映った風景や様子を，
「情景」という。
【情景描写の例】
「ぼくたちは家路を急いだ。空には真っ
黒な雲が広がっている。」→不安な気
持ち

【行動や状況のとらえ方】

『にじの見える橋』の中心人物
→「少年」

「雨は、自分の上にばかり降る
ような気がする。」の前の文章
に着目。
→「このところなにもかも，う
まくいっていない。」

灰色の空を色鮮やかにまたぐ
にじの情景は，少年の気持ち
を変化させる大きなきっかけに
なっている。

物語文 説明文
この作品では

この作品では

この作品では

問題文に「～なぜですか。」
「～ためですか。」と書か
れているときは，「～から。」
「～ため。」と答えよう。

解答の書き方に
気をつけよう

書き方

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

67 ❶学びをひらく─にじの見える橋

7677 ❹いにしえの心にふれる─蓬萊の玉の枝

9
142
⑥

皇
子
の
策
略
は
い
っ
ぺ
ん
に
破
れ
て
し
ま
う

1ア 　

か
ぐ
や
姫
が
い
な
い
世
で
は
、
不
死
の
薬
な
ど
使
う
意
味
が
な
い
。

イ 　

か
ぐ
や
姫
が
い
る
月
の
都
に
行
き
、
今
度
こ
そ
姫
と
結
婚
し
た
い
。

ウ 　

か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
不
死
の
薬
の
効
き
目
を
早
く
試
し
て
み
た
い
。

エ 　

か
ぐ
や
姫
な
ぞ
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
く
や
し
い
。

2
144
⑩

駿す
る

河が

の
国
に
あ
る
山

山
。

3
145
②

そ
の
よ
し

4
145
③

ふ
じ
の
山

（1） （2） 

1
143
④

か
ぐ
や
姫
は
、
月
を
見
て
は
嘆
き
悲
し
む
よ
う
に
な
る
。

2
143
⑬

帝み
か
ど

は
、
二
千
人
の
兵
士
を
遣
わ
し
て
翁
の
家
を
守
る
よ
う
お
命
じ
に

な
っ
た
。

だ
っ
た
。

3
翁　

　
　
帝　

か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ
た
後
の
話
を
と
ら
え
る

E

144
⑤
〜
終
わ
り

か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
様
子
を
と
ら
え
る

D

142
⑭
〜
144
④

1（1） 

　
132
上③
け
ふ
こ
え
て 

（2） 

　
132
上⑤
ゑ
ひ
も
せ
ず 

（3） 

　
138
上①
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の 

（4） 

　
138
上②
よ
ろ
づ
の
こ
と
に 

（5） 

　
138
上④
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る 

（6） 

　
138
上⑥
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り 

（7） 

　
140
⑭
天
人
の
よ
そ
ほ
ひ 

（8） 

　
141
②
答
へ
て
い
は
く 

（9） 

　
141
④
登
る
べ
き
や
う
な
し 

（10） 

　
145
①
仰お

ほ

せ
た
ま
ふ 

2（1） 

　
138
上⑤
あ
や
し
が
り
て
、寄
り
て
見
る
に 

（2） 

　
138
上⑥
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り 

（3） 

　
140
⑬
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
て 

（4） 

　
141
⑦

 

（5） 

　
145
②

士
つ
は
も
の

ど
も
あ
ま
た
具
し
て 

古
典
の
言
葉
を
押
さ
え
る

F

147

「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
に
登
場
す
る
人
々
の
思
い
や
行
動
は
、
現
代
に
も

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
条
件
に
従
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え

を
書
き
な
さ
い
。

条
件
１ 

　

条
件
２ 

　
条
件
１

条
件
３

　
自
分
の
考
え
を
書
こ
う
！

ト
ラ
イ
！

50

100

150

おかど違
ちが

い＝ 訪ねる家の門を間違えることから，目ざす相手や目のつけどころが見当違いなこと。 水
みず

を向
む

ける＝ 相手をある方向に向かせようと誘
さそ

いをかける。

9495

9 8 7 6 5 4 3 2 1
162④ 161⑮ 161⑮ 161② 161① 160⑦ 160⑥ 160③ 160②

17 16 15 14 13 12 11 10
164⑦ 164④ 163⑯ 163⑯ 163⑫ 163⑧ 163③ 163②

25 24 23 22 21 20 19 18
166④ 166④ 165⑰ 165⑰ 165⑮ 165⑬ 164⑬ 164⑪

（
訓
読
み
）

33 32 31 30 29 28 27 26
169 169 169 169 169 169 169 166⑤

❺論点をとらえる─流氷と私たちの暮らし

流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し

流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し

教科書 p.160～ 169

「
い
わ
ば
」
は
、
こ
の
説
明
文
を
読
む

う
え
で
注
意
し
た
い
言
葉
だ
。
使
い

方
を
正
し
く
押
さ
え
よ
う
！

1（1） 

　
大
気
の
循
環
に
関
わ
る
流
氷
の
働
き 

　
海
洋
の
循
環
に
関
わ
る
流
氷
の
働
き 

　
海
の
生
き
物
に
と
っ
て
の
流
氷
の
役
割 

（2） 1
160
④

流
氷
の
誕
生
で
あ
る
。

海
水
が

度
に
な
る
と
発
生

す
る

が
連
な
り
合
っ
て
、

と

な
り
、

の
氷
に
成
長
し
た
も
の
。

23
160
⑨

わ
ず
か
数
か
月
の
間
に
、
青
い
海
が
見
渡
す
か
ぎ
り
の
白
い
氷
野
に

変
わ
り
、
ま
た
青
い
海
に
返
る
。

4

流
氷
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
を
押
さ
え
る

A

初
め
〜
161
⑨

　
地
球
環
境
の
形
成
を
支
え
る
大
気

と
海
洋
の
循
環
に
は
、
流
氷
の
存
在

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
流
氷
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に

も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。
段
落
の

ま
と
ま
り
に
注
意
し
な
が
ら
内
容
を

読
み
取
ろ
う
。

論
点
を
と
ら
え
る

5 

「
流
氷
と
私
た
ち
の
暮
ら
し
」が
も
っ
と
わ
か
る
！

ミ

作
ニ

文

2 1
160⑩ 160⑧

文 対

1漢
字

意

対

文

1語
句

11 10 9 8 7 6 5 4 3
166⑨ 166① 165② 164⑰ 164⑮ 164② 162⑩ 161⑮ 161①

意 意 文 意 意 意 意 意 意

例

発
はっ

破
ぱ

をかける＝ 「発破」は鉱山などで爆
ばく

破
は

に使う火薬。がんばるように，強い口調ではげます。
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撼
撼據
撼據擒
撼據擒擅
撼據擒擅擇
7画

擅擇撻擘撼據擒
油
あぶら

を売
う

る＝ 江
え

戸
ど

時代，髪
かみ

油
あぶら

売りが女性を相手に長話をしながら商売していたことから，仕事の途中で
なまけること。

全
文
を
読
ん
で
、
確
か
め
る

事
実
を
正
確
に
押
さ
え
て
、
筆
者
の
考
え
を
と
ら
え
る

意
後
ろ
へ
下
が
る
こ
と
。

意
目
の
前
で
さ
か
ん
に
行
う
。

文
壮
大
な
建
物
。

文
市
内
を
循
環
す
る
バ
ス
に
乗
る
。

文
み
な
一
様
に
賛
成
意
見
を
述
べ
た
。

文
こ
の
人
は
、
い
わ
ば
私
の
姉
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

文
こ
の
手
紙
が
二
人
の
友
情
の
あ
か
し
だ
。

文
景
気
が
回
復
す
る
き
ざ
し
が
見
え
る
。

意
や
っ
と
の
こ
と
で
、
よ
う
や
く
。

文
懸
念
し
て
い
た
こ
と
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

文
そ
こ
は
危
険
だ
と
警
告
を
受
け
た
。
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