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N

TEN
TS

　
子
ど
も
た
ち
が
育
っ
て
い
く
中
で
ぜ
ひ
と

も
大
切
に
し
た
い
「
魔
法
の
言
葉
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
言
葉
だ
ろ

う
。「
あ
り
が
と
う
」「
ご
め
ん
」
は
も
ち
ろ

ん
大
切
だ
。
感
謝
や
申
し
訳
な
さ
を
表
し
た

り
す
る
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
維
持
に
欠
か

せ
な
い
か
ら
だ
。「
あ
り
が
と
う
」
の
一
言

が
、
ま
る
で
春
風
の
よ
う
に
心
を
温
か
く
し
、

「
ご
め
ん
」
の
一
言
が
、
つ
ら
く
凍
り
つ
い

た
心
を
溶
か
し
て
く
れ
た
、
と
い
っ
た
経
験

は
、
誰
し
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
は
「
魔
法
の
言
葉
」
と
し

て
、「
じ
ゃ
あ
」
を
第
一
に
挙
げ
た
い
。
以

前
、
あ
る
幼
稚
園
で
こ
ん
な
光
景
を
目
に
し

た
。
ブ
ラ
ン
コ
に
ず
っ
と
乗
っ
て
い
る
子
ど

も
が
い
る
。
す
ぐ
傍
に
も
う
一
人
幼
児
が
い

て
、「
か
ー
わ
っ
て
」
と
何
度
も
連
呼
し
て

い
る
。
無
視
し
て
乗
り
続
け
る
幼
児
と
，
壊

れ
た
レ
コ
ー
ド
の
よ
う
に
「
か
ー
わ
っ
て
」

を
繰
り
返
す
幼
児
。
ど
ち
ら
も
年
長
児
く
ら

い
で
、
何
か
話
が
で
き
そ
う
な
も
の
な
の
に
、

そ
こ
に
交
流
は
な
い
。
や
が
て
待
っ
て
い
た

子
は
あ
き
ら
め
て
去
っ
て
い
き
、
乗
っ
て
い

た
子
も
ぷ
い
と
ど
こ
か
へ
行
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
も
し
こ
こ
に
「
じ
ゃ
あ
」
が
あ
れ
ば
ど
う

な
っ
た
か
。「
じ
ゃ
あ
」を
き
っ
か
け
と
し
て
、

何
ら
か
の
進
展
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。「
じ
ゃ

あ
、あ
と
何
回
？
」
と
い
う
よ
う
に
「
交
渉
」

が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
じ
ゃ

あ
、
宇
宙
ま
で
行
っ
た
ら
交
替
」
な
ん
て
い

う
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
回
答
で
も
、
少
な
く
と

も
そ
こ
か
ら
「
や
り
と
り
」
が
生
ま
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
「
じ
ゃ
あ
」
は
、「（
そ
れ
）
で

は
〜
」
と
い
う
よ
う
に
、
何
か
の
状
況
を
受

け
入
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
次
」
へ
移
る

と
い
う
接
続
表
現
だ
。「
じ
ゃ
あ
」
が
あ
る

限
り
、
次
が
あ
る
。
ま
さ
に
魔
法
の
言
葉
だ
。

　
子
ど
も
た
ち
の
育
ち
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
じ
ゃ
あ
」
を
使
っ
て
ほ
し
い
な
、と
思
う
。

「
じ
ゃ
あ
、
〜
と
い
う
こ
と
？
」
の
よ
う
な

相
手
の
思
い
の
確
か
め
、「
じ
ゃ
あ
、
い
い

よ
」
の
よ
う
な
相
手
の
受
け
入
れ
、
そ
し
て
、

「
じ
ゃ
あ
、
こ
う
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な

状
況
に
応
じ
た
提
案
。
感
情
的
に
こ
じ
れ
た

場
合
で
も
、「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
た
い
の
？
」

で
、
解
決
へ
向
け
た
話
し
合
い
が
で
き
る
。

失
敗
し
た
と
き
も
、「
し
か
た
が
な
い
。
じ
ゃ

あ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
、

現
実
的
で
前
向
き
な
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
は
お
別
れ
の
挨
拶
に

も
な
る
。—

—

じ
ゃ
あ
！
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

女優。1965年東京都生まれ。代
表作は， 映画「かもめ食堂」（’06），

「めがね」（’07），「プール」（’09），
「マザーウォーター」（’10）「東京
オアシス」（’11），テレビドラマ「やっ
ぱり猫が好き」（’81〜’91），「すい
か」（’03），舞台「ハーパー・リーガ
ン」（’10）など。『ワタシは最高に
ツイている』，『アロハ魂』（ともに
幻冬舎）など，エッセイ集の出版も
多数。

　

最
近
、
俳
句
を
は
じ
め
た
。

　

い
よ
い
よ
俳
句
で
あ
る
。

　

三
十
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
趣
味
の
園
芸
に
目
覚

め
、
三
十
代
半
ば
か
ら
冷
え
性
解
消
の
漢
方
薬

の
お
世
話
に
な
り
、
毎
年
巡
っ
て
く
る
桜
の
季

節
に
感
無
量
、
あ
あ
自
分
も
順
調
に
齢
を
か
さ

ね
て
い
る
な
ぁ
、
と
ほ
う
じ
茶
を
す
す
り
な
が

ら
シ
ミ
ジ
ミ
し
は
じ
め
た
四
十
手
前
で
奥
田
民

生
に
熱
狂
、
こ
こ
で
や
や
巻
き
返
し
感
は
あ
っ

た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
美
空
ひ
ば
り
に
開
眼
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
端
唄
の
面
白
さ
に
惹
か

れ
、
勢
い
で
三
味
線
を
習
い
始
め
る
も
三
か
月

で
挫
折
。
そ
ん
な
四
十
も
過
ぎ
た
頃
に
友
人
に

誘
わ
れ
て
で
か
け
た
落
語
会
。
そ
こ
で
一
気
に

落
語
の
お
も
し
ろ
さ
に
夢
中
に
な
り
、気
が
つ
い

た
ら
、
そ
の
落
語
仲
間
と
句
会
発
足
の
流
れ
に
。

　

こ
う
し
て
俳
句
を
は
じ
め
る
ま
で
の
経
緯
を

ざ
っ
と
綴
っ
て
み
る
と
、
中
高
年
の
趣
味
の
変

遷
と
し
て
は
ご
く
平
凡
な
流
れ
と
も
い
え
る
が
、

バ
ブ
ル
全
盛
時
に
青
春
時
代
を
す
ご
し
た
世
代

と
し
て
は
、「
俳
句
が
楽
し
み
」
と
は
、
か
な

り
な
隠
居
感
が
漂
う
。
わ
れ
わ
れ
四
十
代
女
性

は
、
今
日
で
は
「
美
魔
女
」
と
か
「
四
十
代
女

子
」
と
か
得
体
の
し
れ
な
い
ジ
ャ
ン
ル
で
括
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
お
し
ゃ
れ
雑
誌
も
百
花
繚

乱
。
ま
だ
ま
だ
バ
ブ
ル
時
代
の
栄
華
を
抜
け
切

れ
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
実
際
に
ワ
タ
シ
の
同

世
代
の
と
も
だ
ち
に
落
語
だ
の
俳
句
だ
の
を
熱

く
語
っ
て
も
、「
…
…
へ
ぇ
」
で
会
話
は
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
確
か
に
、
家
族
や
親
戚
に
俳
人
が

い
た
と
か
、
学
校
が
俳
句
教
育
に
熱
心
だ
っ
た

と
か
で
な
い
と
、
そ
う
そ
う
俳
句
に
興
味
が
向

か
な
い
と
い
う
の
も
無
理
の
な
い
話
か
も
し
れ

な
い
。

　

そ
ん
な
中
、
句
会
結
成
に
あ
た
っ
て
集
結
し

た
の
は
、
ワ
タ
シ
を
最
年
長
に
し
て
、
最
若
年

が
三
十
八
歳
の
総
勢
六
名
。「
美
魔
女
」と
も「
女

子
」
と
も
括
れ
な
い
、
ナ
イ
ス
ミ
デ
ィ
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
人
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
在
住
、
ス

カ
イ
プ
で
参
加
と
い
う
、
最
新
（
？
）
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
た
、
隠
居
感
と
は
程
遠
い
ネ
オ
俳

句
会
で
あ
る
！ 

ど
う
だ
！ 

と
は
い
う
も
の
の
、

最
年
長
が
こ
の
ワ
タ
シ
で
、
誰
も
が
俳
句
未
経

験
、
と
い
う
、
俳
人
協
会
の
神
経
を
逆
な
で
す

る
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
句
会
は
、
す
べ
て
が
手

さ
ぐ
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
句
会
っ
て
な
に
？

な
に
す
る
の
？

　

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
た
の
は
「
東
京

や
な
ぎ
句
会
」
の
単
行
本
で
あ
る
。「
東
京
や

な
ぎ
句
会
」
と
は
落
語
家
の
入
船
亭
扇
橋
さ
ん

を
宗
匠
と
し
た
落
語
好
き
の
オ
ジ
サ
マ
た
ち
か

ら
構
成
さ
れ
る
四
十
年
以
上
も
続
く
由
緒
あ
る

句
会
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
も
永
六
輔
さ
ん
、
小

沢
昭
一
さ
ん
、
桂
米
朝
さ
ん
、
柳
家
小
三
治
さ

ん
な
ど
そ
う
そ
う
た
る
顔
ぶ
れ
。
そ
の
本
に
お

さ
め
ら
れ
て
い
る
数
々
の
名
句
と
並
ん
で
掲
載

さ
れ
て
い
る
句
会
実
況
中
継
は
、
実
に
賑
や
か

で
愉
し
げ
で
、「
俳
句
で
遊
ぶ
」
と
い
う
表
現

が
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。
俳
句
と
い
う
と
、
今
ま

で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
難
し
い
漢
字
や
、

「
〜
し
〜
か
な
」
と
い
っ
た
昔
の
言
葉
遣
い
が

で
て
き
た
り
し
て
、
な
ん
か
、
そ
う
い
う
こ
と

を
知
ら
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
敷

居
の
高
さ
が
あ
っ
た
が
、「
東
京
や
な
ぎ
句
会
」

の
皆
さ
ん
の
俳
句
は
、
身
近
で
、
温
か
く
、
知

的
で
、
時
に
は
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

ま
さ
に
ワ
タ
シ
た
ち
の
や
り
た
い
俳
句
の
世
界

が
広
が
っ
て
い
た
。
ワ
タ
シ
た
ち
は
、こ
の「
東

京
や
な
ぎ
句
会
」
に
の
っ
と
っ
て
、
句
会
の
進

行
か
ら
毎
月
の
兼
題
ま
で
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
、

コ
ピ
ー
バ
ン
ド
な
ら
ぬ
コ
ピ
ー
句
会
を
発
足
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。
句
会
の
名
も
「
日
欧
ウ
ィ

ロ
ー
ズ
句
会
」。

　

俳
句
の
魅
力
は
、
五
・
七
・
五
と
い
う
限
ら
れ

た
言
葉
で
表
現
す
る
、
そ
の
世
界
観
だ
と
思
う
。

い
い
句
だ
と
か
よ
く
な
い
と
か
い
う
の
は
、
結

局
、
そ
の
世
界
観
が
好
き
か
嫌
い
か
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
名

人
と
い
わ
れ
る
ひ
と
が
作
っ
た
句
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
世
界
に
共
感
で
き
な
け
れ
ば
、
感
心
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
そ
の
俳
句
が
含

む
語
感
や
感
覚
に
共
感
し
、
情
景
や
匂
い
ま
で

浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
句
に
出
会
う
こ
と
も
あ

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
そ
の
世
界
観
を
共
有
で

き
た
瞬
間
と
い
え
る
。
し
か
し
、
も
し
か
し
た

ら
、
そ
の
共
感
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
単
に

自
分
の
経
験
値
の
低
さ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら

生
き
て
い
く
中
で
、
あ
る
日
突
然
、
ヘ
レ
ン
・

ケ
ラ
ー
が
水
と
い
う
言
葉
に
気
が
つ
い
た
よ
う

に
「
え
ー
っ
！　

あ
の
句
っ
て
こ
う
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
ぉ
？
」
と
な
る
日
が
来
な
い
と
も
限

ら
な
い
。
そ
こ
が
ま
た
、
俳
句
の
お
も
し
ろ
そ

う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

月
に
一
回
開
催
さ
れ
る
句
会
は
参
加
者
全
員

が
、
自
分
の
選
ん
だ
天
・
地
・
人
の
三
句
に
授

与
す
る
賞
品
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
天
が
千
円
、
地
・
人
が
そ
れ
ぞ
れ
五
百
円

相
当
の
ち
ょ
っ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

選
ぶ
の
も
楽
し
い
。
五
百
円
で
「
お
っ
！
」
と

い
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
を
探
す
の
は
な
か
な
か

難
し
い
。
句
会
の
賞
品
は
、
思
い
出
し
た
と
き

に
な
ん
と
な
く
探
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、

次
の
句
会
の
兼
題
の
俳
句
と
な
る
と
、
な
ん
と

な
く
常
に
頭
の
ど
こ
か
で
考
え
て
い
る
気
が
す

る
。
俳
句
を
考
え
る
作
業
は
、
な
ん
だ
か
、
写

真
を
撮
る
の
に
似
て
い
る
。
風
景
を
切
り
取
る
。

情
景
を
切
り
取
る
。
記
憶
を
切
り
取
る
。
そ
れ

に
ど
ん
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
か
。
な
ん

て
、
こ
ん
な
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
こ
と
を
言
っ
た
ら
、

ま
た
ま
た
俳
人
協
会
に
青
筋
を
立
て
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
の
ワ
タ
シ
の
俳
句
作
成
の

頭
の
回
路
は
そ
ん
な
感
じ
で
あ
る
。

　

目
下
の
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
句
会
に
は
宗

匠
と
呼
べ
る
人
物
が
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
み

ん
な
が
み
ん
な
、
や
り
た
い
放
題
。
し
か
し
、

へ
ん
て
こ
り
ん
な
俳
句
を
作
っ
て
も
、
お
仕
置

き
さ
れ
る
わ
け
で
な
し
、
月
に
一
回
、
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
ア
タ
マ
を
最
大
限（
？
）

に
絞
っ
て
、
五
・
七
・
五
に
向
き
合
っ
て
い
る
。

目
指
す
は
「
東
京
や
な
ぎ
句
会
」
の
五
百
回
！

ち
な
み
に
こ
ち
ら
ま
だ
五
回
で
す
…
…
。 

小
林
聡
美

女
優

0203

小林聡美
こばやしさと  み

俳
人
デ
ビ
ュ
ー



新
版
教
科
書 
特
集

確
か
な
言
葉
と
豊
か
な
人
間
関
係
を

─
─
新
版
教
科
書
に
込
め
た
願
い

光
村
図
書
出
版

中
学
校
国
語
編
集
部

い
よ
い
よ
、生
徒
た
ち
が
新
し
い
教
科
書
を
手
に
し
ま
す
。

新
版
教
科
書
で
は
、
生
徒
た
ち
の
「
国
語
の
力
」
を
育

む
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し

て
い
ま
す
。
本
特
集
で
は
、
先
生
方
か
ら
い
た
だ
い
た

ご
質
問
に
答
え
る
か
た
ち
で
、
そ
の
工
夫
の
一
部
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
が
た
ち
ま
し
た
。
私

た
ち
は
、
こ
の
未
曽
有
の
災
害
の
中
で
、
人
と
人

と
の
結
び
つ
き
の
大
切
さ
を
改
め
て
痛
感
し
ま
し

た
。
復
興
へ
の
取
り
組
み
の
な
か
で
「
絆
」
と
い

う
言
葉
を
よ
く
目
に
し
ま
す
が
、
そ
れ
が
象
徴
し

て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
に
言
葉
の
力
、
国
語
の
力

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

言
葉
の
力
は
、
人
を
勇
気
づ
け
、
心
を
開
き
、

人
と
人
と
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
切
り
開
い
て
い
き

ま
す
。私
た
ち
は
、そ
れ
を
国
語
の
教
科
書
で
し
っ

か
り
具
現
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
、
新
版
教
科
書
で
は
、

生
徒
た
ち
の
生
涯
に
寄
り
添
い
、
確
か
な
言
葉
を

身
に
つ
け
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
力
を
培
っ

て
い
く
た
め
に
、
次
の
三
つ
を
大
き
な
柱
に
据
え

ま
し
た
。

一 

学
習
の
ス
タ
ー
ト
と
ゴ
ー
ル
が

　 

は
っ
き
り
と
見
え
る
教
科
書

　

国
語
は「
ど
ん
な
力
が
身
に
つ
く
の
か
」、「
ゴ
ー

ル
が
見
え
に
く
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

「
学
習
目
標
を
明
確
に
立
て
」「
自
分
が
今
何
を
学

習
し
て
い
る
の
か
わ
か
り
」「
ス
タ
ー
ト
と
過
程
、

ゴ
ー
ル
が
は
っ
き
り
見
え
る
」
こ
と
を
心
が
け
ま

し
た
。

二 

自
分
で
考
え
、
表
現
す
る
た
め
の

　 

具
体
的
な
手
立
て
を
示
し
た
教
科
書

　

単
に
「
自
分
の
言
葉
で
考
え
よ
う
」「
わ
か
り

や
す
く
話
そ
う
」
な
ど
と
言
う
だ
け
で
は
、
な
か

な
か
生
徒
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ

の
た
め
の
「
観
点
」
や
「
手
順
」、「
例
示
」
を
丁

寧
に
示
し
ま
し
た
。

三 

学
ん
だ
こ
と
が

　 

日
常
の
場
で
生
き
る
教
科
書

　

国
語
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
が
そ
の
授
業
の
な

か
だ
け
に
閉
じ
ず
に
、
他
教
科
や
日
常
に
、
そ
し

て
将
来
に
生
き
る
よ
う
に
、す
べ
て
の
教
材
で「
実

用
の
場
、日
常
生
活
へ
の
還
元
」を
意
識
し
ま
し
た
。

　

本
特
集
で
は
、
こ
う
し
た
方
針
の
も
と
で
編
集

し
ま
し
た
教
科
書
を
、
効
果
的
に
お
使
い
い
た
だ

く
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
日
々
の
授
業
の
参
考
に
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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今
回
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、「
伝
統
的
な
言

語
文
化
」
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
か
ら
古
典
が
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
学

校
で
は
、
小
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
を
緩
や
か
に

継
承
し
な
が
ら
も
、
も
う
少
し
古
典
の
世
界
の
奥

深
さ
を
味
わ
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
し
ま
し
た
。

　

一
年
の
最
初
に
新
設
し
た
「
七
夕
に
思
う
」
は
、

七
夕
に
ま
つ
わ
る
和
歌
や
俳
句
を
紹
介
し
た
教
材

で
す
。
身
近
な
伝
統
が
、
万
葉
の
昔
か
ら
受
け
継

が
れ
、
今
の
自
分
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

最
初
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
ま
し
た
。

　

中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
学
習
は
、
内
容
を
理

解
し
、
よ
く
読
み
味
わ
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ

の
た
め
、
新
版
で
は
、
現
代
語
訳
を
強
化
し
ま
し

た
。「
竹
取
物
語
」
を
側
注
に
し
た
ほ
か
、
各
学

年
の
最
初
の
古
典
教
材
に
は
、
丁
寧
な
対
訳
を
付

け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
学
年
の
古
典
教
材
の
後
ろ
に
は
、
古

典
を
テ
ー
マ
に
書
く
活
動
に
つ
な
げ
る
「
練
習
」

教
材
を
置
き
ま
し
た
。
昔
の
人
の
考
え
方
を
読
み

取
り
、
自
分
た
ち
の
考
え
を
深
め
な
が
ら
書
く
こ

と
を
主
な
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。

小
学
校
と
の
連
携
は

ど
う
図
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

一
年
の
最
初
に
、「
言
葉
に

出
会
う
た
め
に
」
と
い
う
新

教
材
を
位
置
づ
け
ま
し
た
。

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
受
け
、

古
典
教
材
の
扱
い
は
ど
う
変
わ
り
ま
し
た
か
。

小
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
を
緩
や
か
に
継
承
し
な
が
ら
も
、

古
典
の
世
界
の
奥
深
さ
を
味
わ
う
と
こ
ろ
を
目
ざ
し
、

教
材
化
を
見
直
し
ま
し
た
。

　

新
版
で
は
、
小
中
の
技
能
の
系
統
性
を
重
視
し
、

構
成
を
工
夫
し
ま
し
た
。
ま
た
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
の

軽
減
を
図
る
た
め
に
、
一
年
の
最
初
に
、
「
言
葉

に
出
会
う
た
め
に
」
と
い
う
新
教
材
を
位
置
づ
け

ま
し
た
。
言
葉
を
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
技
能
を
八
つ
の
観
点
（
声
を
届
け
る
・

書
き
留
め
る
・
本
と
出
会
う
・
調
べ
る
・
言
葉
を

読
む
・
言
葉
を
知
る
・
言
葉
を
楽
し
む
・
い
に
し

え
の
言
葉
に
出
会
う
）
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

具
体
的
な
学
習
の
し
か
た
を
丁
寧
に
解
説
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
、
い
わ
ば
「
プ
レ
単
元
」
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
で
す
。
声
の
出
し
方
や
ノ
ー
ト
の
取
り

方
、
図
書
館
や
辞
典
の
使
い
方
な
ど
、
四
月
段
階

に
先
生
方
が
ま
ず
は
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
、
基

本
的
な
学
習
事
項
を
、
小
学
校
で
の
学
習
を
振
り

返
り
な
が
ら
ま
と
め
た
ペ
ー
ジ
で
す
。

「七夕に思う—語り継がれ、読み継がれてきたもの」（１年）

「蓬萊の玉の枝 —「竹取物語」から」（１年）

１年で学習する
「竹取物語」は
側注にしました。
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「言葉に出会うために」（１年）



　

こ
れ
ま
で
の
教
科
書
で
は
、
科
学
的
内
容
の
説

明
文
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
、
哲
学
や

美
術
と
い
っ
た
人
文
科
学
を
含
め
た
幅
広
い
分
野

の
説
明
文
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
二
年
に

「
君
は
『
最
後
の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
と

い
う
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
絵
画
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
説
明
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
論
理
構
成
の
し
っ
か
り
し
た
文
章

と
い
う
視
点
で
、
吟
味
を
重
ね
ま
し
た
。
論
理
構

成
と
い
っ
て
も
多
様
な
形
が
あ
り
ま
す
が
、
頭
括

型
、
尾
括
型
、
帰
納
的
あ
る
い
は
演
繹
的
な
叙
述
、

ま
た
、
仮
説
・
検
証
型
な
ど
、
題
材
に
適
し
た
展

開
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。
学
習
指
導
要
領
で
さ
ま

ざ
ま
な
文
種
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
例
え

ば
一
年
「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』
」
は
「
記

録
」
の
文
章
で
図
表
も
多
く
、
「
非
連
続
テ
キ
ス

ト
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
二
年
「
君
は
『
最
後

の
晩
餐
』
を
知
っ
て
い
る
か
」
は
「
評
論
（
美
術

各
学
年
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。
一
年
「
星
の
花
が

降
る
こ
ろ
に
」
、
二
年
「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」
、

三
年
「
蟬
の
声
」
で
す
。

　

一
年
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」
は
、
少
女
期

の
繊
細
な
感
情
を
細
や
か
に
描
き
だ
す
こ
と
に
定

評
の
あ
る
、
安
東
み
き
え
先
生
に
お
願
い
し
ま
し

た
。
こ
の
作
品
で
も
、
心
の
葛
藤
や
迷
い
が
丁
寧

に
描
か
れ
、
ま
た
ラ
ス
ト
の
決
意
が
あ
り
き
た
り

で
な
く
、
考
え
る
余
地
の
あ
る
文
学
性
の
高
い
教

材
で
す
。

　

二
年
の
「
ア
イ
ス
プ
ラ
ネ
ッ
ト
」
は
椎
名
誠
先

生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
男
の
子
が
主
人
公
で
、

魅
力
的
な
お
じ
さ
ん
が
出
て
き
ま
す
。
世
界
を
肯

定
的
に
捉
え
る
こ
と
、
視
野
を
広
く
も
つ
こ
と
な

ど
、
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
詰
ま
っ
た
教
材
で
す
。

　

三
年
「
蟬
の
声
」
は
、
浅
田
次
郎
先
生
に
お
願

い
し
ま
し
た
。
戦
争
を
扱
っ
た
お
話
で
す
が
、
三

年
の
進
路
を
考
え
始
め
る
と
き
に
、
ふ
と
立
ち
止

ま
っ
て
大
切
な
こ
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る

教
材
で
す
。

　

書
き
お
ろ
し
は
、
よ
り
教
材
に
適
し
た
文
章
を

作
者
と
話
し
合
い
な
が
ら
作
り
上
げ
て
い
け
る
と

い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
生
徒
と

等
身
大
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
と
、
作
品
の
続
き

を
生
徒
た
ち
が
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

オ
ー
プ
ン
な
構
成
を
テ
ー
マ
に
お
書
き
い
た
だ
き
、

新
し
い
文
学
作
品
は
ど
う
い
う
観
点
で
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
か
。

予
定
調
和
的
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
の
で
な
く
、
生
徒

に
続
き
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
構
成
を

と
っ
た
書
き
お
ろ
し
の
教
材
を
、
各
学
年
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。

新
し
い
説
明
文
の
特
徴
は
何
で
す
か
。

科
学
的
内
容
だ
け
で
な
く
、
哲
学
や
美
術
な
ど
幅
広
い
分
野
の

説
明
文
を
扱
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
記
録
」
や
「
論
説
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
種
を
扱
い
、
論
理
構
成
を
吟
味
し
ま
し
た
。

評
論
）
」
、
三
年
「
ネ
ッ
ト
時
代
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
」
は
「
論
説
」
な
ど
、
多
様
な
文
章
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「星の花が降るころに」（１年）
「水をぱしゃぱしゃと顔にかけた。冷たかった。
溶け出していた魂がもう一度引っ込み、やっと
顔の輪郭が戻ってきたような気がした。」
　友情の微妙なすれ違いや，ほのかな恋愛感情を
テーマにした作品。

「アイスプラネット」（２年）
「いっぱいの『不思議アタマ』になって世界に
出かけていくとおもしろいぞ。」
　居候の叔父に寄せる複雑な心理と，広い世界へのい
ざないを描いた作品。

「蟬の声」（3 年）
「和男は痩せた祖父の体を抱きかかえた。『今の
話も、ないしょだぞ。いいな、カズ。じいちゃ
んと約束しろ。』」

　今まで秘めてきた戦争についての思いを祖父が孫に
語る。戦争とは何か，改めて考えさせる作品。

「君は『最後の晩餐』を
知っているか」（2 年）
　美術をテーマにした説明文。「最
後の晩餐」は修道院に描かれた壁
画です。その迫力を表現するため
に，作品を折り込みページに掲載
し，大きく見せるよう工夫しました。

説明的文章一覧　【　】は文種

１年

【説明】　「ダイコンは大きな根？」　稲垣栄洋　
【説明】　「ちょっと立ち止まって」　桑原茂夫
【随筆】　「江戸からのメッセージ—今に生かしたい江戸の知恵」　
　　　　 杉浦日向子

【記録】　「シカの『落ち穂拾い』—フィールドノートの記録から」
　　　　 辻　大和

【説明】　「流氷とわたしたちの暮らし」　青田昌秋

２年

【説明】　「やさしい日本語」　佐藤和之
【情報】　「メディアと上手に付き合うために」池上　彰
【説明】　「五重の塔はなぜ倒れないか」　上田　篤
【評論】　「君は『最後の晩餐』を知っているか」　布施英利
【論説】　「モアイは語る—地球の未来」　安田喜憲

３年

【論説】　「『批評』の言葉をためる」竹田青嗣
【説明】　「月の起源を探る」　小久保英一郎
【随筆】　「光で見せる展示デザイン」　木下史青
【随筆】　「『記憶』と『資料』」　沢木耕太郎
【論説】　「ネット時代のコペルニクス—知識とは何か」　吉見俊哉
【随筆】　「アラスカとの出会い」　星野道夫
【評論】　「聴くということ」　鷲田清一
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今
回
、
手
引
き
の
設
問
を
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に

構
造
化
し
て
「
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
」
を
明
示
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
「
読
む
こ
と
」
教
材
共
通
の
構
成

で
す
。

　

ス
テ
ッ
プ
１
「
確
認
し
よ
う
」
は
、
教
材
内
容

を
確
認
す
る
設
問
で
す
。
ど
ん
な
生
徒
で
も
声
を

出
し
た
り
活
動
し
た
り
で
き
る
よ
う
意
識
し
ま
し

た
。
ス
テ
ッ
プ
２
「
読
み
を
深
め
よ
う
」
は
、
読

解
の
た
め
の
設
問
で
す
。
「
学
習
の
窓
」
と
合
わ

せ
て
学
習
で
き
ま
す
。
ス
テ
ッ
プ
３
「
自
分
の
考

え
を
も
と
う
」
は
、
ス
テ
ッ
プ
１
・
２
を
通
し
て

深
ま
っ
た
教
材
理
解
を
も
と
に
、
自
分
と
向
き
合

い
、
自
分
な
ら
ど
う
考
え
る
か
、
ど
う
評
価
す
る

か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
三
つ
の
設
問
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
で
繰

り
返
し
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
「
自
分
で
考
え
る

姿
勢
」
を
習
慣
と
し
て
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
願

い
ま
す
。

生
徒
が
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
な
配
慮
は
あ
り
ま
す
か
。

生
徒
が
「
自
分
で
考
え
る
姿
勢
」

を
育
て
た
い
と
願
い
、
手
引
き

を
構
造
化
し
ま
し
た
。

「月の起源を探る」（3 年）
の手引き（P49）

「印象に残る説明をしよう」（2 年）

練習「発表資料を工夫しよう」（2 年）

教材内容を確認したり，初
読の感想を発表したりする
設問。予習として家庭学習
で扱うことも可能です。

確認しよう
ステップ １

図表の読み取りや評論の読
み方など，教材に応じた着
目すべき点を挙げて，読み
取りの手立てを丁寧に示し
ました。

読みを深めよう
ステップ 2

「自分ならどう考えるか」
を問う設問です。繰り返し
設問に臨むことで，自分の
意見をもつ姿勢を身につけ
ていきます。

自分の考えをもとう
ステップ 3

身につける力を焦点化し
た，1 時間・1 ページの
コンパクトな教材です。
指導事項が絞られている
ので，観点別評価にも柔
軟に対応できます。

●「練習」教材

少
な
い
時
間
数
で
効
果
的
に
指
導
で
き
る
工
夫
は
あ
り
ま
す
か
？

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
で
は
、
限
ら
れ
た
時
間
で

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
指
導
が
で
き
る
よ
う
構
成
を
工
夫
し
ま
し
た
。

　

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
の

「
学
習
の
見
通
し
を
も
と
う
」
で
は
、
指
導
の
重

点
箇
所
に
あ
た
る
過
程
は
白
抜
き
・
太
線
で
目
立

つ
よ
う
に
し
、
時
間
数
が
な
い
中
、
メ
リ
ハ
リ
の

あ
る
指
導
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ

と
」
の
「
練
習
」
教
材
は
、
配
当
時
数
一
時
間
、

一
ペ
ー
ジ
構
成
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
教
材
で
す
。
従

来
の
教
科
書
で
は
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」
の
教
材
数
が
少
な
い
た
め
、
学
期

ご
と
の
観
点
別
評
価
が
し
づ
ら
い
と
い
う
ご
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
取
材
や
話
題
決
定
に
時

間
が
か
か
り
、
目
標
を
達
成
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行

き
着
か
な
い
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
「
練

習
」
教
材
は
、
一
つ
の
力
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
身

に
つ
け
る
教
材
で
す
。
話
し
合
い
例
や
課
題
が
初

め
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
準
備
の
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

「
練
習
」
教
材
で
身
に
つ
け
た
力
を
、
そ
の
後

の
大
き
な
活
動
の
中
で
生
か
し
て
い
く
と
い
う

「
習
得
→
活
用
」
の
教
材
構
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

どこに重点を置いて指導
すればよいかひと目でわ
かるよう，白抜き・太線
で目立つようにしました。

新
版
教
科
書 

特
集
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作
者
・
筆
者
よ
り

こ
れ
ま
で
、
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、「
国
語
教
育
相
談
室
」
な
ど
で
、

作
者
や
筆
者
が
作
品
に
込
め
る
思
い
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

そ
の
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

新
教
材

新
版
教
科
書 

特
集
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　教科書に掲載したのは，宮城県金華山島でニホンザル
の食物の調査中に，たまたま観察した出来事がきっかけで
はじまった研究についての内容です。（中略）
　読者のみなさんには，身近な生き物たちのつながりに関
心をもっていただき，「生物多様性」だとか「生態系」と
いうキーワードが，決して遠い世界のことではなく，ごく身近
にあるのだということに気づいてもらえれば，と思います。

（『学習指導書１年』「筆者の言葉」より抜粋）

　なにより，中学生に短歌を好きになってもらいたいという思いです。（中
略）詩や歌曲をはじめ，いろいろなものが散文的になっています。だか
らこそ，これからの時代を生きる子どもたちには，響きや韻律による言葉
の豊かさ，美しさ，うるおいといったものにしっかりとふれてほしいと思っ
ているんです。

（中学校「国語教育相談室」64 号より抜粋）

　僕は子どもたちに，スケールの大きなことを考
えたり，やったりしてほしいと思っています。現代
社会は，ともすれば小さい枠にはめ込もうとする
力が強く働いています。そこから外に出る力をもっ
てもらいたい，というメッセージを込めました。

（中学校「国語教育相談室」64 号より抜粋）

　僕は，自分の書いたものによっ
て，百人に一人，千人に一人で
もいい，きちんと自分の人生を見
つめ，方向を考えてくれる子ども
がいてくれれば，それでいいかな
と思う。戦争，祖父と孫，そういっ
たテーマを通して，自分たちの
血脈を真摯に見つめてもらうこと。
この作品が，そういう一助になれ
ばと願っています。

（中学校「国語教育相談室」64 号より抜粋）

　自分で研究をするようになってから月の見方が
少し変わったように思います。今は涼しい顔をし
ている月ですが，衝突と集積という激しい過程を
経て熱く生まれてきたかもしれない。そう，月は地
球形成の名残の月ともいえるのです。（中略）
最近は，理科が好きではない生徒が多いと聞き
ます。科学は自然を読み解くすばらしい学問で
あり，楽しいものだということが少しでも伝われば
うれしく思います。
（『学習指導書３年』「筆者の言葉」より抜粋）

　この頃の子どもって，特に友人関係では，ほんとうに小さ
な悩みでも，すごく落ち込んでしまいます。（中略）いっぱ
い嫌なことはあるけれど，それでも頑張ってそれを「やり過
ごす」タフさをもってほしい。そんな願いを，最後の「大丈夫，
きっとなんとかやっていける。」という言葉に込めました。
（中学校「国語教育相談室」64 号より抜粋）

　僕は，初めてこの絵（「最後の晩餐」）の前に立ったとき，なぜか「かっこいい。」
と思った。それはただ直感というのか，芝居の舞台で、幕がパッと上がった瞬
間と似ています。修道院の食堂に入った瞬間に，「わっ」，「かっこいい」，とい
う感じでした。理屈ではなく，名画が直接心に与える衝撃とでもいうのでしょうか。
この教材には，その衝撃がどこからきているのかを書きました。
（光村図書ホームページ「シーズン・インタビュー 2011 年春」より抜粋）

「星の花が降るころに」（1 年）

安
あん

東
どう

みきえ

「君は『最後の晩餐』を知っているか」（2 年）

布
ふ

施
せ

英
ひで

利
と

「シカの『落ち穂拾い』」（1 年）

辻
つじ

　大
やま と

和

「新しい短歌のために」（2 年）

馬
ば

場
ば

あき子
こ

「アイスプラネット」（2 年）

椎
しい

名
な

　誠
まこと

「蟬の声」（3 年）

浅
あさ

田
だ

次
じ

郎
ろう

「月の起源を探る」（3 年）

小
こ

久
く

保
ぼ

英
えい

一
いち

郎
ろう



番外編

「星の花が降るころに」（1 年）
「わたしは自分の心臓がどこにあるの
かがはっきりわかった。どきどき鳴る
胸をなだめるように一つ息を吸っては
くと、ぎこちなく足を踏み出した」

「心情や情景の描写がとてもいいですよね。こ
れらの描写について，子どもたちと語り合っ
てみたい」と甲斐先生。
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新
版
教
科
書
、

こ
ん
な
ふ
う
に
使
っ
て
み
た
い

み
た
い
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
「
人
物
設
定
」
「
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
」
「
情
景
描
写
」
な
ど
の
言
葉
を
教
え

る
と
、
す
ぐ
に
そ
の
観
点
を
獲
得
し
て
、
作
品
を

読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う

観
点
を
示
し
て
あ
げ
て
か
ら
、
「
『
星
の
花
が
降

る
こ
ろ
に
』
を
語
り
合
お
う
」
と
い
う
単
元
を
設

定
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』
」
（
一
年
）

─
説
明
文
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
す
か
。

甲
斐　
読
み
応
え
の
あ
る
魅
力
的
な
文
章
が
た
く

さ
ん
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
特
に
「
シ
カ
の

『
落
ち
穂
拾
い
』
─
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
の
記
録
か

ら
」
（
一
年
）
が
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

「
観
察
の
き
っ
か
け
」
「
観
察
か
ら
わ
か
っ
た

こ
と
」
「
仮
説
」
…
…
と
、
小
見
出
し
が
つ
い
て

い
て
、
物
事
を
解
明
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
わ
か

り
や
す
い
。
そ
う
い
う
文
章
の
ス
タ
イ
ル
を
学
ぶ

の
に
最
適
な
教
材
で
す
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
図

表
が
示
さ
れ
て
い
て
、
図
表
の
役
割
を
考
え
さ
せ

る
の
に
も
、
よ
い
教
材
で
す
。

　

こ
の
教
材
は
、
観
察
記
録
文
で
す
よ
ね
。
で
す

か
ら
、
私
は
、
子
ど
も
た
ち
に
も
実
際
に
観
察
を

さ
せ
て
、
文
章
を
書
か
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
教

材
を
一
通
り
学
習
し
た
後
、
「
じ
ゃ
あ
、
二
週
間

き
」
「
ル
ロ
イ
さ
ん
の
気
持
ち
が
わ
か
る
」
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
わ
か
っ
た
う
え
で
ど
う
考
え
る

の
か
。
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
授
業
を
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

「
蟬
の
声
」
（
三
年
）

─
今
回
、
文
学
教
材
で
は
、
書
き
お
ろ
し
の
作
品

を
、
各
学
年
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。
先
生
の
心
に

留
ま
っ
た
作
品
は
あ
り
ま
し
た
か
。

甲
斐　
「
蟬
の
声
」
（
三
年
）
は
、
読
ん
だ
後
に

涙
が
じ
わ
っ
と
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
個
人
的
な
話
に

な
り
ま
す
が
、
私
は
、
「
祖
父
母
と
孫
」
と
い
う

一
世
代
超
え
た
関
係
を
描
い
た
作
品
が
、
と
て
も

好
き
な
ん
で
す
。
心
の
交
流
の
あ
り
方
が
独
特
で

魅
力
的
だ
と
思
い
ま
す
。

「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」
（
一
年
）

─
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
す
か
。

甲
斐　
「
星
の
花
が
降
る
こ
ろ
に
」
（
一
年
）
も
、

い
い
で
す
ね
。
中
学
生
の
女
の
子
の
人
間
関
係
の

描
写
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち

は
、
き
っ
と
感
情
移
入
し
て
こ
の
作
品
を
読
む
こ

と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
物
語
に
ど
っ
ぷ

り
浸
か
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
「
夏
実
っ
て
、

ひ
ど
い
と
思
う
」
な
ど
、
感
情
を
ぶ
つ
け
る
議
論

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
、
こ
の
教
材
で
「
作
品
を
語

り
合
う
」
と
い
う
授
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
登
場
人
物
の
心
情
だ
け
を
追
っ
て
い
く
の
で

は
な
く
、
少
し
距
離
を
置
い
て
、
「
こ
の
場
面
は

イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
よ
ね
」
、
「
こ
の
セ
リ
フ
が

効
い
て
い
る
ね
」
な
ど
と
、
客
観
的
に
読
ま
せ
て

そ
う
い
う
「
批
評
の
芽
生
え
」
が
出
て
く
る
の
は
、

こ
の
時
期
な
ん
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
、
三
年
一
学
期
に
批
評
に
つ
い
て
述

べ
た
教
材
が
あ
る
こ
と
は
、
と
て
も
あ
り
が
た

い
。
単
な
る
「
好
き
・
嫌
い
」
を
超
え
た
と
こ
ろ

に
、
物
事
を
理
解
す
る
近
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、
と
て
も
う
ま
く
文
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
少
し
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

中
学
三
年
で
、
こ
の
教
材
を
学
習
し
た
か
ど
う
か

は
、
そ
の
後
の
人
生
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
よ
（
笑
）
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
の
教
材
は
、
「
握
手
」
（
三

年
）
の
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
私

だ
っ
た
ら
、
「
握
手
」
の
前
に
こ
の
教
材
を
学
習

し
、
批
評
的
な
視
点
を
も
っ
て
、
「
握
手
」
を
読

ま
せ
た
い
で
す
ね
。
た
だ
、
「
ル
ロ
イ
さ
ん
が
好

　

で
す
か
ら
、
こ
の
教
材
で
は
、
「
お
じ
い
ち
ゃ

ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
を
テ
ー
マ
に
授
業
を
し
て

み
た
い
。
昔
の
教
科
書
に
「
わ
た
し
を
作
っ
た
も

の
」
と
い
う
祖
父
と
孫
の
心
の
交
流
を
描
い
た
作

品
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
祖
父
母
を
描
い

た
す
ば
ら
し
い
文
学
作
品
は
世
の
中
に
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作
品
も
読
ま
せ
て
、
十
代

の
子
ど
も
た
ち
と
、
年
を
と
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん

や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
つ
い
て
、
語
り
合
っ
て
み
た

い
で
す
ね
。

　

私
は
、
祖
父
母
の
人
物
像
を
考
え
る
と
き
に
、

「
年
を
重
ね
る
こ
と
」
の
理
解
が
あ
っ
た
方
が
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
人
は
優
し
い
人

だ
」
と
考
え
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
人
の
過
ご
し

て
き
た
歳
月
の
流
れ
に
思
い
を
寄
せ
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
理
解
の
筋
道
も
会
得
さ
せ
て
は
ど
う
か

と
考
え
て
い
ま
す
。

「『
批
評
』の
言
葉
を
た
め
る
」
（
三
年
）

─
ま
ず
、
新
版
教
科
書
の
中
で
、
特
に
「
い
い

な
」
と
思
わ
れ
る
新
教
材
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

甲
斐　
三
年
一
学
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
『
批

評
』
の
言
葉
を
た
め
る
」
は
、
と
て
も
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

私
は
、
二
年
の
後
半
ぐ
ら
い
か
ら
、
子
ど
も
た

ち
に
「
批
評
」
と
い
う
心
の
動
き
が
出
て
く
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
二
年
三
学
期
教
材

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
、
メ
ロ
ス
が
走
る
の
を
や
め

て
し
ま
う
シ
ー
ン
を
学
習
し
た
と
き
、
「
友
を
裏

切
る
な
ん
て
許
せ
な
い
」
と
い
う
感
想
だ
け
で
な

く
、
「
人
間
っ
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

ね
」
、
「
人
間
の
真
実
が
描
か
れ
て
い
る
と
思

う
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

番
外編

平
成
24
年
度
版
教
科
書
に
は
、
多
く
の
新
し
い
教
材
が
入
り
ま
し
た
。

本
連
載
「
教
師
力
講
座
」
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
紹
介
し
て
い
る
甲
斐
先
生
は
、

新
教
材
で
ど
の
よ
う
な
授
業
を
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
お
聞
き
し
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

「新教材を見ながら，『ここ
で子どもたちはどんな反応
をするだろう』と想像する
と，ワクワクしてくるんです」
と甲斐先生。
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う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
な
る
べ
く
具
体
的
に
話
す
と
、

お
も
し
ろ
さ
や
説
得
力
が
増
す
こ
と
を
教
え
る
の

も
大
事
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
教
材
で
は
、
聞
き
手
で
あ
る
「
記

者
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
相
手
の
よ

い
と
こ
ろ
を
引
き
出
す
よ
う
な
質
問
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
二
年
三
学
期
に
「
身
近
な
人
の

『
物
語
』
を
探
る
─
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
文

集
に
ま
と
め
る
」
と
い
う
教
材
で
、
話
の
聞
き
方

や
質
問
の
し
か
た
な
ど
を
学
習
し
て
い
る
の
で
、

振
り
返
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
私
が
以
前
行
っ
た

「
質
問
力
を
考
え
る
」
と
い
う
単
元
（
『
国
語
教

育
相
談
室
』
67
号　

P 

15
参
照
）
も
こ
の
「
記
者

会
見
型
ス
ピ
ー
チ
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。

　

自
分
が
こ
の
教
材
で
授
業
す
る
と
し
た
ら
、

「
記
者
会
見
型
ス
ピ
ー
チ
」
の
後
に
、
会
見
を
ふ

ま
え
て
、
も
う
一
度
自
己
ア
ピ
ー
ル
を
ま
と
め
さ

せ
た
い
で
す
ね
。
記
者
の
質
問
に
よ
り
、
自
分
を

見
る
観
点
が
増
え
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
。
き
っ

と
、
よ
り
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
た
自
己
ア
ピ
ー
ル
が

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

─
今
日
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
教
え
て
く

だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
教
材

を
使
っ
た
授
業
を
、
ぜ
ひ
次
号
以
降
で
ご
紹
介
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
に
、
ま
た
こ
の
単
元
を
再
開
し
ま
す
。
そ
の
間
、

み
ん
な
は
観
察
を
す
る
よ
う
に
」
っ
て
。

─
ど
ん
な
観
察
を
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。

甲
斐　
観
察
の
テ
ー
マ
は
、
み
ん
な
で
出
し
合
っ

た
ら
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
「
Ａ
く
ん
の
読
書
量

が
多
い
の
は
な
ぜ
か
」
、
「
な
ぜ
、
う
ち
の
ク
ラ

ス
は
、
帰
り
の
学
活
の
開
始
時
間
が
遅
れ
る
の

か
」
、
「
な
ぜ
う
ち
の
サ
ッ
カ
ー
部
は
強
い
の

か
」
と
か
、
何
で
も
い
い
ん
で
す
。
「
観
察
し
た

い
」
と
思
っ
た
こ
と
を
調
べ
る
こ
と
が
大
事
。
日

常
生
活
に
近
い
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
客

観
的
に
観
察
し
て
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
が
ま
と
め

や
す
い
と
思
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
観
察
さ

せ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
「
な
ぜ
、
う
ち
の
ク
ラ
ス
は
、
帰
り

の
学
活
の
開
始
時
間
が
遅
れ
る
の
か
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
観
察
す
る
と
し
た
ら
、
「
観
察
か
ら
わ

か
っ
た
こ
と
」
で
、
「
六
時
間
目
が
終
わ
っ
た
後
、

隣
の
ク
ラ
ス
に
遊
び
に
行
く
人
が
○
人
、
帰
り
の

し
た
く
を
し
て
い
る
人
が
○
人
」
と
グ
ラ
フ
で
示

す
と
か
ね
（
笑
）
。
そ
し
て
、
「
学
級
委
員
が
声

を
か
け
る
と
、
学
活
の
開
始
時
間
が
遅
れ
な
い
の

で
は
」
と
い
う
「
仮
説
」
を
立
て
て
、
そ
れ
を
検

証
す
る
。

　

一
見
く
だ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
大
真

面
目
に
デ
ー
タ
を
と
っ
た
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
た
り
し
た
ら
、
授
業
は
す
ご
く
盛
り
上
が
る

で
、
赤
ん
坊
の
巨
大
さ
に
両
親
は
絶
句
し
た
と
い

う
」
と
か
（
笑
）
、
自
分
を
客
観
的
に
語
ら
せ
る

ん
で
す
。
最
後
に
み
ん
な
で
文
集
に
ま
と
め
た
の

で
す
が
、
そ
れ
を
読
み
合
っ
た
ら
、
「
自
分
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
の
っ
て
お
も
し
ろ
い
ね
」
と
、
ク
ラ

ス
が
と
て
も
明
る
い
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
教
材
を
学
習
す
る
前
に
、
「
お
ぬ
し
〜
」
の
よ

う
な
単
元
を
設
定
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
。

　

自
分
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い

子
ど
も
た
ち
に
は
、
「
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
観

点
」
を
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
努
力

し
た
こ
と
、
自
分
な
り
に
工
夫
し
た
こ
と
、
自
分

で
発
見
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い

と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う
や
っ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
、

「
シ
カ
の
『
落
ち
穂
拾
い
』
」
の
文
章
の
ス
タ
イ

ル
を
学
習
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
自
分
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
」
（
三
年
）

─
最
後
に
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
教
材
に

つ
い
て
は
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

甲
斐　
三
年
生
に
「
自
分
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
─

記
者
会
見
型
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
」
が
入
り
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
っ
て
、
自
分
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

が
苦
手
な
ん
で
す
。
日
本
人
の
気
質
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
を
自
慢
す
る
よ
う
な
こ
と
に

慣
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
入
試
な
ど
で

自
分
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
面
が
必
ず
訪
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
教
材
が
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
は
、
と
て
も
よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
私
は
以
前
、
三
年
生
に
こ
の
教
材
に
通

じ
る
よ
う
な
単
元
を
設
定
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。
「
お
ぬ
し
、
た
だ
も
の
で
は
な
い
な
」
と
い

う
単
元
名
な
の
で
す
が
。

─
お
も
し
ろ
そ
う
で
す
ね
。
ど
ん
な
授
業
を
さ
れ

た
の
で
す
か
。

甲
斐　
「
お
ぬ
し
、
た
だ
も
の
で
は
な
い
な
」
と
、

人
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
文
章
を
書
く
、
と
い
う
単

元
で
す
。
例
え
ば
、
「
○
年
、
○
○
県
に
生
ま
れ

る
。
生
ま
れ
た
と
き
の
体
重
は
三
九
〇
〇
グ
ラ
ム

「シカの『落ち穂拾い』」（1 年）
「シカはなぜ『落ち穂拾い』をするのか」
という疑問を，図表を交えてわかりや
すく紹介した仮説検証型の説明文。
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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
。

東
野
泰
子

神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師　

東ひ
が
し

野の

泰や
す

子こ
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か
な
り
幼
い
こ
ろ
、
ど
こ
で
だ
れ
と
歌
っ
た

の
か
、
記
憶
も
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
ん
な

手
遊
び
歌
を
歌
っ
て
い
た
。

　
　
一
か
け
二
か
け
　
三
か
け
て

　
　
四
か
け
五
か
け
　
橋
を
か
け

　
　
橋
の
ら
ん
か
ん
　
腰
お
ろ
し

　
　
は
る
か
向
こ
う
を
　
眺
む
れ
ば
　

　
　
　
（
…
中
略
…
）

　
　
わ
た
し
は
九
州
　
鹿
児
島
の

　
　
西
郷
隆
盛
　
娘
で
す

　

こ
の
『
一
か
け
二
か
け
三
か
け
て
』
は
近
年
、

耳
に
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。「
西
郷
隆
盛

の
娘
」
は
さ
す
が
に
今
と
な
っ
て
は
古
す
ぎ
る

の
だ
ろ
う
。
同
じ
く
手
遊
び
歌
の
「
み
か
ん
の

花
咲
く
丘
」（
作
詞
：
加
藤
省
吾
）
は
い
ま
ど

き
の
小
学
生
も
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
み
か
ん
の
花
が
　
咲
い
て
い
る

　
　
思
い
出
の
道
　
　
丘
の
道

　
　
は
る
か
に
見
え
る
　
青
い
海

　
　
お
船
が
と
お
く
　
霞
ん
で
る

　

二
つ
の
手
遊
び
歌
は
、
メ
ロ
デ
ィ
・
リ
ズ
ム

が
そ
れ
ぞ
れ
違
え
ど
、
ど
ち
ら
も
七
五
調
の
歌

詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
幼
稚
園
や
小
学

校
で
歌
っ
て
い
た
『
ウ
ミ
』（「
海
は
ひ
ろ
い
な

大
き
い
な
…
」）
や
『
鯉
の
ぼ
り
』（「
甍い
ら
かの
波

と　

雲
の
波
…
」）、
中
学
校
で
合
唱
し
た
『
荒

城
の
月
』（「
春
高
楼
の　

花
の
宴　

め
ぐ
る
盃

か
げ
さ
し
て
…
」）
や
『
花
』（「
春
の
う
ら
ら

の　

隅
田
川　

の
ぼ
り
く
だ
り
の　

船
人
が

…
」）
な
ど
、七
五
調
の
歌
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

「
マ
ッ
チ
一
本　

火
事
の
も
と
」「
と
め
て
く
れ

る
な　

お
っ
か
さ
ん
」
と
い
っ
た
、
テ
レ
ビ
な

ど
で
耳
に
す
る
標
語
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の

場
合
も
、
七
五
調
は
耳
に
残
り
や
す
く
、
最
も

基
本
的
な
日
本
語
の
リ
ズ
ム
と
し
て
、
私
の
身

に
は
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
荒
城
の
月
』
や
『
花
』
は
、
詞

が
文
語
で
あ
り
、
メ
ロ
デ
ィ
も
今
風
で
は
な
い

せ
い
か
、
現
在
は
あ
ま
り
歌
わ
れ
な
い
よ
う
で
、

知
ら
な
い
生
徒
も
多
く
な
っ
た
。
は
や
り
の
歌

や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
も
七
五
調
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
。

　

そ
の
せ
い
か
、
授
業
で
和
歌
を
扱
う
と
、
な

ん
だ
か
身
構
え
る
生
徒
が
ふ
え
た
。
短
い
詩
型

に
圧
縮
さ
れ
た
意
味
を
と
ら
え
る
難
し
さ
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、

「
五
・
七
・
五
・
七
・
七
」
の
リ
ズ
ム
が
体
感
し
に

く
い
ら
し
い
。
音
読
し
て
も
ら
う
と
、
例
え
ば
、

「
人
は
、い
さ
心
も
、知
ら
ず
…
…
、『
い
さ
心
』っ

て
何
で
す
か
？
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
教
え
る
側
が
思
う
以
上
に
、
い
ま

の
子
ど
も
た
ち
の
持
っ
て
い
る
日
本
語
の
リ
ズ

ム
は
、
昔
と
違
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

と
は
い
え
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
よ
く

知
っ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
も
、
七
五
の
リ
ズ

ム
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
何
だ
か
ん
だ
と
　
聞
か
れ
た
ら

　
　
答
え
て
あ
げ
る
が
　
世
の
情
け

　
　
世
界
の
破
壊
を
　
防
ぐ
た
め

　
　
世
界
の
平
和
を
　
守
る
た
め

　
　
愛
と
真
実
の
　
悪
を
貫
く

　
　
ラ
ブ
リ
ー
チ
ャ
ー
ミ
ー
な
　
敵
役

　
　
ム
サ
シ
！
　
コ
ジ
ロ
ウ
！
　
…

　

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」

に
登
場
す
る
敵
役
、
ロ
ケ
ッ
ト
団
の
ム
サ
シ
と

コ
ジ
ロ
ウ
は
、
登
場
す
る
と
き
に
必
ず
右
の
決

め
台
詞
を
言
う
の
で
、
知
っ
て
い
る
子
ど
も
も

多
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
台
詞
は
ま
さ
し
く

七
五
調
で
、
し
か
も
一
、二
句
、
三
、四
句
が
対

句
仕
立
て
で
、『
祗
園
精
舎
』
と
同
じ
構
造
で

あ
る
。

　
　
祗
園
精
舎
の
　
鐘
の
声

　
　
諸
行
無
常
の
　
響
き
あ
り

　
　
沙
羅
双
樹
の
　
花
の
色

　
　
盛
者
必
衰
の
　
理
を
あ
ら
は
す
　
…

　

平
家
物
語
は
「
平
曲
」
と
し
て
、耳
か
ら
人
々

に
親
し
ま
れ
た
も
の
で
、『
祗
園
精
舎
』
は
そ

の
冒
頭
で
あ
る
。
耳
で
聞
い
て
わ
か
り
や
す
く
、

人
を
惹
き
つ
け
る
リ
ズ
ム
と
し
て
、
平
家
物
語

の
時
代
、
七
五
調
は
既
に
定
着
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
七
五
の
句
を
繰
り
返
す
歌
謡

に
は
、平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
流
行
し
た「
今

様
」が
あ
る
。
現
在
放
送
中
の
大
河
ド
ラ
マ『
平

清
盛
』
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
、
現
代
的
な
メ
ロ

デ
ィ
に
の
せ
て
歌
わ
れ
て
い
る
「
遊
び
を
せ
ん

と
や　

生
ま
れ
け
む
…
」
は
、「
今
様
」
の
中

で
も
、
最
も
知
ら
れ
た
曲
で
あ
ろ
う
。

　

ポ
ケ
モ
ン
の
ロ
ケ
ッ
ト
団
は
、
主
人
公
サ
ト

シ
か
ら
ピ
カ
チ
ュ
ウ
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
泥

棒
一
味
で
あ
る
。
泥
棒
の
決
め
台
詞
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
れ
ば
、
ロ
ケ
ッ
ト
団
の
台
詞
に
直

接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
河
竹
黙
阿

弥
『
白
波
五
人
男
』
の
台
詞
で
あ
ろ
う
。

　
　
知
ら
ざ
あ
言
っ
て
　
聞
か
せ
や
し
ょ
う

　
　
浜
の
真ま

砂さ
ご

と
　
　
五
右
衛
門
が

　
　
歌
に
残
せ
し
　
　
盗ぬ
す

人び
と

の

　
　
種
は
尽
き
ね
え
　
七
里
ヶ
浜

　
　
　
（
…
中
略
…
）

　
　
名
さ
え
由ゆ
か
り縁
の
　
弁
天
小
僧

　
　
菊
之
助
と
は
　
俺
が
こ
っ
た

　

女
装
の
盗
賊
、
弁
天
小
僧
菊
之
助
が
男
で
あ

る
こ
と
を
見
破
ら
れ
て
、
自
ら
名
乗
る
場
面
で

の
有
名
な
台
詞
で
あ
る
。
ロ
ケ
ッ
ト
団
も
弁

天
小
僧
も
泥
棒
で
あ
り
、「
何
だ
か
ん
だ
と
聞

か
れ
た
ら　

答
え
て
あ
げ
る
が
世
の
情
け
」
と
、

「
知
ら
ざ
あ
言
っ
て　

聞
か
せ
や
し
ょ
う
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
ム

サ
シ
が
宮
本
武
蔵
、
コ
ジ
ロ
ウ
が
佐
々
木
小
次

郎
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

毎
度
、
ピ
カ
チ
ュ
ウ
の
十
万
ボ
ル
ト
で
吹
き
飛

ば
さ
れ
る
ロ
ケ
ッ
ト
団
で
は
あ
る
が
、
実
は
日

本
文
化
の
伝
統
に
の
っ
と
っ
た
な
か
な
か
粋
な

泥
棒
で
あ
る
。

「
一
か
け
二
か
け
　

三
か
け
て
」

一

決
め
台
詞
は
七
五
調

「
何
だ
か
ん
だ
と

聞
か
れ
た
ら
」

二

「
知
ら
ざ
あ
言
っ
て

　
聞
か
せ
や
し
ょ
う
」

三
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た
い
と
思
い
ま
す
。
行
書
の
筆
使
い
の
特
徴
に

つ
い
て
、
図
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
使
っ
て
詳
し

く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
合
わ
せ
て
活
用

し
た
い
で
す
ね
。

─
行
書
の
確
実
な
定
着
と
と
も
に
、「
目
的
や

必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
ま
た
は
行
書
を
選
ん
で

書
く
こ
と
」
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

清
水　

書
字
行
為
で
、
目
的
意
識
や
相
手
意
識

を
も
つ
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は

以
前
、「
校
外
学
習
で
お
世
話
に
な
っ
た
お
年

寄
り
の
方
に
手
紙
を
書
く
」
と
い
う
授
業
を
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、「
楷
書
、

行
書
ど
ち
ら
で
書
い
た
ら
よ
い
か
」
と
子
ど
も

た
ち
に
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
、「
お

礼
状
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
し
た
楷
書
が
い
い
と

思
う
」「
い
や
、
年
配
の
方
に
書
く
の
だ
か
ら
、

昔
の
手
紙
の
よ
う
に
、
す
ら
す
ら
っ
と
書
い
た

行
書
が
い
い
と
思
う
」
と
意
見
が
分
か
れ
た
ん

で
す
。
最
終
的
に
は
、
ど
ち
ら
の
判
断
も
的
を

射
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
い

と
思
う
ほ
う
で
書
か
せ
ま
し
た
。
ま
た
、小
筆
・

ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
の
用
具
や
、
封
筒
や
便
箋
な

ど
の
用
材
に
つ
い
て
も
、
ど
ん
な
も
の
を
選
ん

の
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
教
科
書
に
示
さ
れ
て
い

る
と
、
準
備
の
時
間
が
か
か
ら
ず
助
か
り
ま
す
。

　

こ
の
ペ
ー
ジ
を
見
せ
て
、「
見
比
べ
て
気
づ

い
た
こ
と
を
発
表
し
よ
う
」と
投
げ
か
け
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
「
行
書
は
線
が
つ
な
が
っ
て
い

る
」「
行
書
に
は
丸
み
が
あ
る
」
な
ど
の
特
徴

を
挙
げ
る
で
し
ょ
う
。そ
の
後
、両
開
き
の
ペ
ー

ジ
を
め
く
っ
て
、
行
書
の
五
つ
の
特
徴
を
確
認

さ
せ
た
い
で
す
ね
（
※
２
）。
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
、
行
書
を
確
実
に
定
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、
行
書
の
特
徴
が
パ
ッ
と
見
て
わ

か
り
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
り

が
た
い
で
す
。

─
先
生
は
、
行
書
の
筆
使
い
に
つ
い
て
も
丁
寧

─
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
行
書
の
確
実

な
定
着
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
版
教
科
書

で
は
そ
の
点
も
重
視
し
て
、
構
成
を
工
夫
し
ま

し
た
が
、ご
覧
に
な
っ
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

清
水　

楷
書
と
行
書
を
大
き
く
示
し
て
「
違
い

を
話
し
合
お
う
」
と
し
て
い
る
ペ
ー
ジ
が
い
い

で
す
ね
（
※
１
）。
比
べ
る
か
ら
こ
そ
見
え
て
く

る
こ
と
っ
て
、た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
私
が
楷
書
と
行
書
を
そ
れ
ぞ
れ

半
紙
に
書
い
て
、
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
て
い
た

に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。「
国
語
教
育
相
談

室
63
号
」
で
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

清
水　

子
ど
も
た
ち
に
、
行
書
を
書
い
て
い
る

様
子
を
真
上
・
横
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
動
画
機
能
を
使
っ
て
撮

影
さ
せ
、
行
書
と
楷
書
の
筆
使
い
の
違
い
を
考

え
さ
せ
ま
し
た
。
筆
使
い
を
言
葉
で
説
明
す
る

こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、「
筆
を
上
下
さ
せ

な
い
で
一
気
に
書
い
て
い
る
」「
流
れ
る
よ
う

に
筆
を
運
ん
で
い
る
」
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
な

り
の
表
現
で
議
論
し
、
説
明
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、そ
う
や
っ
て
考
え
さ
せ
た
後
に
、

教
科
書
の
「
点
画
の
方
向
や
形
が
変
化
す
る
と

き
の
筆
使
い
を
知
ろ
う
」（
P 

28
─
29
）
を
見
せ

目
的
意
識
や

相
手
意
識
を
も
つ

行
書
の
特
徴
を

と
ら
え
る

さ
ま
ざ
ま
な
実
践
を
さ
れ
て
い
る
清
水
先
生
に
、

三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
回
は
、
新
版
教
科
書
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、

書
写
授
業
の
ア
イ
デ
ア
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

新
版
教
科
書
で
、楽
し
い
書
写
授
業
を

上
越
教
育
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
　
清
水 

陽
一
郎

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。

※1  楷書と行書の違
いについて話し合う
教材。見開きで大き
く示した。（P22,27）

※ 2  両開きのページをめくると、行書の成り立ちや筆使いの
特徴が一目でわかるような紙面構成になっている。（P23-26）
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─
新
版
教
科
書
で
は
、
コ
ラ
ム
の
コ
ー
ナ
ー
も

充
実
さ
せ
ま
し
た
。
先
生
の
心
に
留
ま
っ
た
も

の
は
あ
り
ま
し
た
か
。

清
水　
「
昔
の
人
が
書
い
た
文
字
を
見
よ
う
」

（
※
４
）
は
い
い
で
す
ね
。
こ
の
ペ
ー
ジ
と
関
連

づ
け
て
、「
竹
取
物
語
」
の
写
本
を
子
ど
も
た

ち
に
見
せ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

「
く
ず
し
字
辞
典
」
を
使
っ
て
、
当
時
の
人
が

書
い
た
文
字
を
読
み
解
か
せ
て
み
た
い
。
少
し

高
度
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
竹
取

物
語
」
は
比
較
的
平
易
な
書
き
文
字
な
の
で
、

中
学
生
で
も
無
理
な
く
取
り
組
め
る
と
思
い
ま

す
。
暗
号
を
解
く
よ
う

な
感
覚
で
、
き
っ
と
授

業
が
盛
り
上
が
る
と

思
い
ま
す
よ
。
国
語

の
授
業
と
も
つ
な
が

る
し
、
平
仮
名
の
も

と
に
な
っ
た
漢
字
や
、

変
体
仮
名
に
も
興
味

を
も
つ
き
っ
か
け
に

も
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

他
に
は
、「
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
文
字
」（
P 

71
）

も
興
味
深
く
読
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文

字
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
話
を

も
っ
と
聞
い
て
み
た
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、
結

婚
式
の
招
待
状
や
賞
状
の
名
前
書
き
を
す
る
筆

耕
屋
さ
ん
に
、
場
面
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と

に
気
を
つ
け
て
書
い
て
い
る
の
か
、
う
か
が
っ

て
み
た
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、以
前
に
、フ
ォ
ン
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー

が
出
て
い
る
テ
レ
ビ
番
組
を
観
た
の
で
す
が
、

「
ド
ッ
ト
（
・
）
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
こ
だ
わ
っ

て
い
る
」「
近
く
で
見
た
と
き
と
、
引
い
て
み

た
と
き
の
印
象
、
ど
ち
ら
も
考
え
て
デ
ザ
イ
ン

す
る
」
な
ど
、
書
風
・
書
体
へ
の
強
い
こ
だ
わ

り
が
、
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
ん
で
す
。
子

ど
も
た
ち
に
フ
ォ
ン
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
話
を
紹

介
し
た
り
、近
く
に
フ
ォ
ン
ト
会
社
が
あ
れ
ば
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
り
し
て
も
い
い
か
も
し
れ

な
い
。
手
書
き
文
字
だ
け
で
な
く
、
活
字
文
字

に
つ
い
て
も
世
界
を
広
げ
る
こ
と
は
、
将
来
、

子
ど
も
た
ち
が
パ
ソ
コ
ン
で
文
章
を
書
く
と
き

に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。

─
今
日
は
、
楽
し
い
ア
イ
デ
ア
を
た
く
さ
ん
お

話
し
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

次
号
か
ら
、
清
水
先
生
が
実
際
に
行
わ
れ
た
授

業
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

う
か
な
あ
。
私
は
違
う
感
じ
方
を
し
た
け
ど
」

と
話
す
子
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
が
あ
っ
て

楽
し
い
授
業
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
身
の
回
り
の
文
字
と
い
う
こ
と

で
は
、
い
つ
か
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
の
題
字

を
子
ど
も
た
ち
と
分
析
し
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。い
ま
放
映
さ
れ
て
い
る『
平
清
盛
』は
、

金
澤
翔
子
さ
ん
と
い
う
若
い
書
家
の
、
力
強
い

書
で
す
。
大
河
ド
ラ
マ
の
歴
代
の
題
字
は
、
著

名
な
書
家
が
手
が
け
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で

す
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
み
る
と
、「
翔
ぶ

が
如
く
」（
一
九
九
〇
年
）
は
、
原
作
者
・
司

馬
遼
太
郎
氏
の
書
、「
毛
利
元
就
」（
一
九
九
七

年
）
は
、
毛
利
元
就
自
身
の
書
、
と
多
彩
で
す
。

ま
た
、
題
字
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
と
て
も
興
味
深
い
。
い
つ
か
授
業
で
取
り

上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
文
字
が
、
こ
の
お
店
の
『
和
』
の
雰
囲
気
と

調
和
し
て
い
る
」
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
な
り
に

文
字
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
化
し
て
、

論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
最
後
に
は
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
ク
ラ

ス
で
発
表
会
を
行
い
ま
し
た
。
発
表
を
聞
き
な

が
ら
「
あ
あ
、わ
か
る
」
と
共
感
す
る
子
や
、「
そ

し
、文
字
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、「
な
ぜ
、

い
い
の
か
」
と
聞
く
と
、
言
葉
で
う
ま
く
説
明

が
で
き
な
い
ん
で
す
。

　

そ
れ
で
、
持
ち
寄
っ
た
文
字
を
グ
ル
ー
プ
で

分
析
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、「
書

き
ぶ
り
が
柔
ら
か
く
て
、
こ
の
商
品
の
イ
メ
ー

ジ
に
合
っ
て
い
る
」「
行
書
で
大
胆
に
書
か
れ

だ
方
が
よ
い
の
か
話
し
合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
う

や
っ
て
議
論
す
る
こ
と
で
、
目
的
や
相
手
に

合
っ
た
も
の
を
、
選
択
し
よ
う
と
い
う
意
識
が

高
ま
っ
て
く
る
ん
で
す
。

　

私
は
、書
写
の
授
業
で
も
、な
る
べ
く「
思
考
」

の
部
分
を
充
実
さ
せ
た
い
と
、
い
つ
も
思
っ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
議
論
さ
せ
た
り
、
気

づ
い
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
言

語
活
動
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま

す
。

─
三
年
生
の
学
習
事
項
に
は
「
身
の
回
り
の
多

様
な
文
字
に
関
心
を
も
ち
、
効
果
的
に
文
字
を

書
く
こ
と
」
が
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
今

回
大
き
く
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
。

清
水　

い
ろ
い
ろ
な
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
そ

う
で
す
よ
ね
。
教
科
書
に
「
身
の
回
り
の
文
字

を
集
め
て
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、紹
介
し
よ
う
」

と
い
う
ペ
ー
ジ
（
※
３
）
が
あ
り
ま
す
が
、
私

も
同
じ
よ
う
な
授
業
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に
、
家
に
あ
る
ち
ら
し
や
雑

誌
を
持
っ
て
こ
さ
せ
た
り
、
街
に
出
て
看
板
の

写
真
を
撮
ら
せ
た
り
し
て
、自
分
が
「
い
い
な
」

と
思
う
書
き
文
字
を
集
め
さ
せ
ま
し
た
。
し
か

身
の
回
り
の
文
字
を

調
べ
る

さ
ま
ざ
ま
な
文
字
に

ふ
れ
る

2223

※ 4  「伊勢物語図色紙」の文字と配
列を紹介したコラム。（P57）　

※ 3  身の回りの文字を集め，レポート
を作って発表する教材。（P68-69）　
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指
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所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

吟
3
1
3
34

上
15

吟
味

隅
2
1
2
16

3

片
隅

繰
2
1
2
77

下
19

繰
り
返
す

茎
2
1
2

110

7

か
ぼ
ち
ゃ
の
茎

傾
2
1
2
84

上
8

傾
く

携
2
1
2
88

3
段
目

携
わ
る

継
2
1
2
59

学
習

歌
い
継
ぐ

甲
3
1
2
78

上
15

手
の
甲

香
3
1
2
58

2

芳
香

絞
2
1
2
42

10

絞
る

込
2
1
2
20

7

飲
み
込
む

彩
3
1
2

125
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

油
彩

脂
2
1
2

273

下
12

脂
汗

狩
3
1
2

262

4
段
目

塩
狩
峠
（
狩
り
場
）

汁
3
1
2

178

下
9

苦
汁

獣
2
1

（
獣
医
）

塾
2
1

（
学
習
塾
）

旬
2
1

（
三
月
中
旬
）

称
3
1
2
80
注
2
段
目
総
称

晶
3
1
2
57

1

与
謝
野
晶
子
（
結
晶
）

詳
2
1
2
29

7

未
詳

殖
2
1

（
増
殖
）

辱
2
1
3

182

上
5

侮
辱

唇
2
1
2

270

下
11

薄
い
唇

漢
字
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用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

穂
3
1
3

206

4

稲
穂

据
3
1
3

252

下
12

据
え
る

析
2
1
2
41

12

分
析

籍
3
1
2
41

8

国
籍

薦
2
1
2
51
テ
ー
マ
例
お
薦
め

双
2
1
2

137

9

双
方

壮
2
1
2
88

2
段
目

壮
大

騒
2
1
2
75

下
4

喧
騒

藻
2
1

（
藻
類
）

耐
2
1
2
85

下
18

耐
え
る

泰
3
1
2

262

3
段
目

入
江
泰
吉
（
安
泰
）

棚
2
1
2
75

下
17

机
と
棚

遅
2
1
2
57

2

遅
れ
る

蓄
3
1
3
85

下
15

蓄
え

沖
2
1
2

137

9

沖
の
方

挑
3
1
2
33

2
段
目

挑
戦

超
2
1
2
43

4

超
え
る

添
2
1
2
43

2

添
え
る

凍
2
1
2
99

18

冷
凍
食
品

忍
3
1
2

105

著
書

忍
ぶ
川
（
忍
び
寄
る
）

濃
2
1
2
55

下
4

濃
霧

輩
2
1
2

178

下
8

輩
出

賠
3
1

（
賠
償
）

泊
3
1
３
90

中
８

一
泊

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

維
2
1
2

127

脚
注

繊
維

陰
2
1
2
91

3
段
目

陰
湿

韻
2
1
2

148

19

余
韻

疫
3
1
3
86

下
1

時
疫

閲
2
1

（
校
閲
）

穏
3
1
2

223

下
段

穏
や
か
だ

靴
3
1
2

203

1

靴
ひ
も

箇
2
1
2
33

3
段
目

箇
条
書
き

餓
2
1
2

167

17

飢
餓

皆
2
1
2
46

4

皆
さ
ん

懐
2
1
2

181

19

懐
中

較
2
1
2
33

4
段
目

比
較

穫
2
1
2
67

5

収
穫

掛
2
1
2
76

上
16

掛
け
る

渇
2
1
2

167

17

枯
渇

患
2
1

（
患
者
）

勧
3
1
2

233

表
中

勧
誘

緩
3
1
2
31

下
12

緩
む

還
2
1
2
71
ふ
き
だ
し
帰
還

及
2
1
2

138

3

及
ぶ

糾
3
1

（
糾
弾
）

拠
2
1
2
22

14

証
拠

琴
2
1
2

122

9

琴

襟
3
1

（
襟
元
）

	表１		
新版を 2年用から使い始める場合

　

こ
の
資
料
は
、
弊
社
『
国
語
』
教
科
書
が
平
成
18

年
度
版
か
ら
24
年
度
版
へ
と
継
続
使
用
さ
れ
る
学
校

に
お
い
て
、
文
法
・
言
語
、
漢
字
の
指
導
が
円
滑
に

行
わ
れ
る
よ
う
作
成
し
た
も
の
で
す
。

❶	

文
法
お
よ
び
言
語
等
に
関
す
る
事
項
の

　

	

主
な
相
違
点
（
扱
う
学
年
が
下
が
る
も
の
）

   

※
「
前
学
年
の
復
習
」

　

①
〜
④
の
生
徒
用
の
教
材
は
該
当
部
分
の
抜
き
刷

り
資
料
を
お
届
け
し
ま
す
。
次
の
学
習
時
等
で
ご
指

導
い
た
だ
く
よ
う
ご
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

①
２
年
［
文
法
へ
の
扉
１
］
（
Ｐ
64
）
の
学
習
時

②
３
年
［
文
法
へ
の
扉
１
］
（
Ｐ
66
）
の
学
習
時

③
３
年
［
言
葉
を
使
お
う
］
（
Ｐ
64
）
の
学
習
時

④
２
年
［
漢
詩
の
風
景
］
（
Ｐ
147
）
の
学
習
時

❷	

新
出
漢
字
の
移
動
と
新
版
で
の
指
導
箇
所

　

次
表
は
、
改
訂
に
よ
り
「
新
出
漢
字
」
と
し
て
学

習
す
る
機
会
が
な
く
な
る
漢
字
に
つ
い
て
、
新
た
に

指
導
し
て
い
た
だ
く
箇
所
を
示
し
た
も
の
で
す
。

		

表
１　
新
版
を
２
年
用
か
ら
使
い
始
め
る
場
合

　
　

旧
版
２
年
・
３
年
か
ら
、
新
版
１
年
へ
新
出
箇

　

所
が
移
動
し
た
も
の
。

		

表
２　
新
版
を
３
年
用
か
ら
使
い
始
め
る
場
合

　
　

旧
版
３
年
か
ら
、
新
版
１
年
・
２
年
へ
新
出
箇

　

所
が
移
動
し
た
も
の
。

　

例
え
ば
「
維
」
は
、
旧
版
２
年
か
ら
新
版
１
年
に

新
出
箇
所
が
移
動
し
た
漢
字
で
す
の
で
、
２
年
生
か

ら
新
版
を
使
う
場
合
に
は
、
２
年
P 

127
「
繊
維
」
の

と
こ
ろ
で
新
出
漢
字
と
し
て
ご
指
導
く
だ
さ
い
。

注
１　
用
例
中
に
（　
　

）
で
示
し
た
も
の
は
、
以

下
の
場
合
に
つ
い
て
用
例
を
補
っ
た
も
の
で
す
。

・
下
学
年
に
既
に
提
出
さ
れ
、
以
後
教
科
書
中
に
用

例
が
な
い
場
合
。
こ
の
場
合
は
、
適
当
な
機
会

に
取
り
立
て
て
指
導
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
用
例
が
語
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
。

・
用
例
が
固
有
名
詞
の
場
合
。

・
用
例
が
中
学
校
で
は
学
習
し
な
い
音
訓
の
場
合
。

注
２　
旧
版
１
年
か
ら
新
版
の
２
・
３
年
へ
学
年
を

繰
り
上
げ
て
提
出
し
た
漢
字
は
、
新
版
２･

３
年

教
科
書
で
「
新
出
漢
字
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
場
合
は
重
ね
て
指
導
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
こ
と
を
生
徒
に
知

ら
せ
て
お
い
て
か
ら
ご
指
導
く
だ
さ
い
。

注
３　
平
成
22
年
の
常
用
漢
字
表
の
改
定
に
伴
い
、

新
た
に
追
加
さ
れ
た
漢
字
（
196
字
）
、
お
よ
び
音

訓
は
本
表
で
は
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
。
以
下
の
ペ
ー

ジ
に
練
習
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

１
年 

P 

241
〜
246
（
追
加
漢
字
80
字
、
小
学
校
で
学

習
す
る
漢
字
に
追
加
さ
れ
た
音
訓
）

２
年 

P 

243
〜
248
（
追
加
漢
字
88
字
、
小
学
校
で
学

習
す
る
漢
字
に
追
加
さ
れ
た
音
訓
）

３
年 

P 

227
〜
234
（
右
記
１
・
２
年
で
挙
げ
た
追
加

漢
字
168
字
）

※
残
り
の
追
加
漢
字
と
付
表
の
語
は
P 

256
〜
257
で
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。

18
年
度
版
24
年
度
版

①
単
語
の

　

分
類

２
年

１
年 

P 

204
、
P 

227
〜
230

（
２
年 

P 

219
※
）

②
付
属
語

３
年

２
年 

P 

199
、
P 

230
〜
236

（
３
年 

P 

213
、P 

223
〜
224
※
）

③
敬
語

３
年

２
年 

P 

113
〜
115

④
訓
読

２
年

１
年 

P 

151

平
成
24
年
度
版
中
学
校
『
国
語
』
移
行
資
料

2425



	表２
新版を３年用から使い始める場合

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

扱
3
2
3

125

下
13

扱
う

為
3
2
3

132

下
5

行
為

疫
3
1
3
86

下
1

時
疫

穏
3
1
3
20

3

穏
や
か
だ

禍
3
2

（
禍
福
）

靴
3
1
3
23

20

靴
下

寡
3
2

（
寡
黙
）

悔
3
2
3
79

下
9

悔
や
む

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 
光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

劾
3
2
3

209

下
15

劾
（
弾
劾
）

括
3
2

（
包
括
）

勘
3
2
3
84

上
7

勘
定

勧
3
1
3

118

3

勧
め
る

緩
3
1
3
87

上
16

緩
め
る

岐
3
2
3

156

出
典

岐
阜
県
（
分
岐
）

喫
3
2
3
50

下
11

喫
茶

脚
3
2
3
60

6

行
脚
（
三
脚
）

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

糾
3
1

（
糾
弾
）

狂
3
2
3
82

上
14

狂
う

享
3
2
3

150

脚
注

貞
享
五
年
（
享
受
）

挟
3
2

（
挟
む
）

襟
3
1

（
襟
元
）

吟
3
1
3
34

上
15

吟
味

薫
3
2
3

102
夏
の
季
語
風
薫
る

蛍
3
2
3
94

下
8

蛍
光
灯

2627

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

飽
2
1

（
食
べ
飽
き
る
）

乏
3
1
3

100

4
段
目

貧
乏

妨
2
1

（
妨
げ
る
）

肪
2
1
2

278

下
10

脂
肪
分

墨
3
1
2

264

上
段

薄
墨
い
ろ

膜
2
1
3

202

上
2

鼓
膜

魅
2
1
2
35

2

魅
力

滅
2
1
2
67

17

壊
滅
的

免
2
1
2
55

表
中

運
転
免
許
証

黙
2
1
2
75

下
21

黙
々
と

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

穂
3
1
3

206

4

稲
穂

据
3
1
3

252

下
12

据
え
る

是
3
2
3

240

2
段
目

是
非

逝
3
2
3

251

2

逝
く
（
逝
去
）

籍
3
1
3

165

下
15

書
籍

拙
3
2
3

194

下
2

拙
い

租
3
2

（
租
税
）

粗
3
2
3

108

脚
注

粗
い

賊
3
2
3

118

18

匪
賊

怠
3
2
3
30

下
5

怠
惰

泰
3
1

（
安
泰
）

鍛
3
2
3

100

3
段
目

鍛
え
る

蓄
3
1
3
85

下
15

蓄
え

鋳
3
2

（
鋳
る
）

弔
3
2

（
慶
弔
）

挑
3
1
3

242

リ
ー
ド

挑
戦

陳
3
2
3

244

1
段
目

岸
本
重
陳
（
陳
謝
）

陶
3
2
3

254

注

陶
製

搭
3
2

（
搭
乗
）

篤
3
2
3

270

1
段
目
武
者
小
路
実
篤（
温
厚
篤
実
）

忍
3
1
3
87

上
8

堪
忍

陪
3
2

（
陪
審
員
）

媒
3
2
3

255

4
段
目

媒
体

賠
3
1

（
賠
償
）

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

厄
3
1
3
19

2

厄
介

諭
3
1
3

209

下
20

諭
（
教
諭
）

溶
2
1
2
80
注
1
段
目
溶
か
す

欄
3
1
2

120

上
1

投
書
欄

涼
3
1
2

122
秋
の
こ
よ
み
涼
し
い

累
3
1
2

223

表
中

累
加

塁
2
1

（
盗
塁
）

暦
2
1
2
29
春
の
こ
よ
み
旧
暦

浪
2
1
2

150

13

浪
人

廊
2
1
2
31

下
10

廊
下

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

泊
3
1
3
90
注
2
段
目
一
泊

罰
3
1
3
21

13

罰
が
当
た
る

閥
3
2

（
財
閥
）

藩
3
2
3
90
注
2
段
目
白
河
藩
主

泌
3
2

（
分
泌
）

賓
3
2

（
来
賓
）

幣
3
2
3

134

下
1

貨
幣

弊
3
2

（
弊
社
）

遍
3
2
3

141
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

僧
正
遍
昭
（
遍
歴
）

胞
3
1

（
細
胞
）

乏
3
1
3

100

4
段
目

貧
乏

墨
3
1
3

119

11

薄
墨
色

厄
3
1
3
19

2

厄
介

諭
3
1
3

209

下
20

諭
（
教
諭
）

幽
3
2
3

141
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

狩
野
探
幽
（
幽
霊
）

憂
3
2

（
憂
い
）

窯
3
2

（
窯
元
）

欄
3
1
3
40

下
9

欄

涼
3
1
3
58

1

涼
し
い

累
3
1

（
累
加
）

零
3
2

（
零
細
）

麗
3
2
3

216

下
段

奇
麗
（
美
麗
）

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

罰
3
1
2
48

漢
字
欄

懲
罰

繁
2
1
2

151

5

繁
華

疲
2
1
2
48

上
13

疲
労

扉
2
1
2
64

題

文
法
へ
の
扉

漂
2
1
2
76

上
15

漂
う

瓶
2
1
2
95

6

空
き
瓶

幅
2
1
2
37

下
2

言
葉
の
幅

覆
2
1
2
57

脚
注

覆
う

捕
2
1
2
57

12

捕
ら
え
る

胞
3
1

（
細
胞
）

漢
字
初
出
学
年

指
導
箇
所

 

用
例

18 

光
24 

光
学
年
ペー
ジ

段
・
行

謙
3
2
3

198

上
8

謙
虚

弦
3
2

（
管
弦
楽
団
）

娯
3
2

（
娯
楽
）

甲
3
1
3
57

下
11

甲
乙

拘
3
2

（
拘
束
）

香
3
1
3
62

3

香

恨
3
2
3
87

下
4

恨
め
し
い

彩
3
1
3

101

1
段
目

色
彩

惨
3
2
3
79

下
11

悲
惨

執
3
2
3
80

上
13

執
る

湿
3
2

（
湿
り
気
）

寂
3
2
3
26

16

寂
し
い

狩
3
1
3
63

9

鷹
羽
狩
行
（
狩
り
場
）

愁
3
2

（
哀
愁
）

汁
3
1
3
21

12

汁
の
実

俊
3
2

（
俊
足
）

緒
3
2
3

148

2

玉
の
緒
［
お
］

称
3
1
3
20

脚
注

称
号

晶
3
1
3

100

3
段
目

池
田
晶
子
（
結
晶
）

奨
3
2

（
奨
励
）

譲
3
2
3
51

上
12

譲
る

醸
3
2

（
醸
造
）

嘱
3
2

（
嘱
託
）

審
3
2
3
86

上
9

不
審



　

平
成
24
年
度
よ
り
、
中
学
校
で
も
新
学
習
指
導
要
領
が

全
面
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

本
年
度
一
、
二
年
生
に
な
る
生
徒
に
は
、
新
学
習
指
導

要
領
に
基
づ
い
た
「
中
学
書
写
一
・
二
・
三
年
」
が
供
給

さ
れ
ま
す
が
、
三
年
生
に
な
る
生
徒
は
、
平
成
23
年
度
に

供
給
さ
れ
た
「
中
学
書
写
二
・
三
年
」
を
継
続
し
て
使
用

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
指
導
要
領

に
新
設
さ
れ
た
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
学
習
を
補
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

①
二
年
⑵
イ　
目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
又
は

行
書
を
選
ん
で
書
く
こ
と
。

②
三
年
⑵
ア　
身
の
回
り
の
多
様
な
文
字
に
関
心
を

も
ち
、
効
果
的
に
文
字
を
書
く
こ
と
。

　

事
項
①
は
、
新
版
「
中
学
書
写
一
・
二
・
三
年
」
Ｐ
58

〜
61
、
事
項
②
は
、
Ｐ
66
〜
71
に
示
さ
れ
た
学
習
内
容
と

対
応
し
て
い
ま
す
。
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
ご
指
導
の
際
は
、

新
版
教
科
書
と
合
わ
せ
て
ご
対
応
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

移
行
措
置
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
、
弊
社
第
一
編
集
部
書
道
課
（
〇
三
─
三
四
九
三

─
三
九
四
七
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
度
版
　

中
学
校
「
書
写
」
移
行
措
置
に
つ
い
て
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平成24年度版中学校指導書・教科書の誤りについて

　４月からお使いいただきます平成24年度版中学校指導書・教科書に以下のような誤り
の箇所がございます。深くお詫びするとともに，ご指導の際には十分ご留意くださいま
すようお願い申し上げます。

■中学校国語「学習指導書　２上」
　P42〜43の「アイスプラネット」の教材分析「構成」で，内容のまとまりを「四つ」
としておりますが，正しくは「五つ」です。
　差し替え用のPDFを弊社ホームページ「光村チャンネル」に掲載いたしました。ご参
照いただきますようお願い申し上げます。

　「光村チャンネル」＞「中学校　国語」＞「学習指導書の誤りについて」
　  http://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasyo/chugaku/kokugo/

■「中学書写一・二・三年」教科書
　72ページ「２ 未来に向かって」の図版で，２段目「配列」の段の6行目「行の中心」
を「→p13」としておりますが，正しくは「→p16」です。

　平成24年度版「中学書写一・二・三年」教科書

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。

教科書教材の作者や筆
者を中心にお話を伺う
コーナーです。2012 年
春号では，「光で見せる
展示デザイン」（３年）
の木下史青さんへのイ
ンタビュー記事を掲載し
ます。

シーズン・
インタビュー

最新号は，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

会員専用ページです。
指導案，「国語教育相談
室」のバックナンバーな
どの資料がダウンロー
ドできます。

光村コミュニティ

読書に関するさまざま
な疑問に，赤木かん子
先生がお答えします。

赤木かん子の
読書Ｑ＆Ａ

月2回配信しているメー
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

光村が発行してきた国
語教科書を一挙ご紹介！

教科書クロニクル

トップページ

国語トップ 書写トップ

各教科のページにアクセス
すれば，年間指導計画資
料や教材別資料など，さま
ざまな指導用資料をダウン
ロードすることができます。

ページ 行 誤 正
72 図版2段目「配列」の段の6行目 行の中心　→p13 行の中心　→p16


