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令和 7年度版『現代の国語 １』

▶教科書の特徴を動画で紹介しています。
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343

常
用
漢
字
表
音
訓
一
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344

常
用
漢
字
表
付
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357

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
コ
ン
テ
ン
ツ
一
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358

「
読
み
方
を
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ぼ
う
」一
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折
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み
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領
域
別
教
材
一
覧

つ
け
た
い
力
を
確
か
め
よ
う

話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

知
識
・
技
能

つ
け
た
い
力

情報と情報との関係 情報の整理
情
報
の

扱
い
方

伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書 言
語

文
化

ア
目的や場面に応じて、日常生活の
中から話題を決め、集めた材料を
整理し、伝え合う内容を検討する。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

イ

考えや根
こん

拠
きょ

が明確になるように、
話の中心的な部分と付加的な部
分、事実と意見との関係に注意し
て話の構成を考える。

ウ
相手の反応をふまえながら、自分
の考えがわかりやすく伝わるよう
に表現を工

く

夫
ふう

する。

エ

必要に応じて記録したり質問した
りしながら話の内容を捉

とら

え、共通
点や相

そう

違
い

点などをふまえて、自分
の考えをまとめる。

オ
話題や展開を捉えながら話し合
い、互

たが

いの発言を結びつけて考え
をまとめる。

取
材

編
集
会
議

紹
介

紹し
ょ
う

介か
い

質
問

意
見

話
し
合
い

言
語
活
動

グ
ル
ー
プ
新
聞

一
年
間
の
自
分
と
ク
ラ
ス
を
振ふ

り
返
っ
て

読
書
活
動

私
が
選
ぶ
こ
の
一
文

ス
ピ
ー
チ

構
成
を
工
夫
し
て
魅み

力り
ょ
くを

伝
え
る

グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

話
題
や
展
開
に
そ
っ
て
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る

教
材
名

222 186 110 36

話す・聞く ◀領域

目
標

グループディスカッション

あるテーマについて、異なる立場や考えの人たち
が少人数で意見を交換すること。

少
人
数
で
話
し
合
う
「
グ
ル
ー
プ
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
、
考
え
を
広
げ
た
り

深
め
た
り
す
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。

話
し
合
い
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
、「
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る
」

た
め
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
に
つ
い
て

学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

◎
話
題
や
展
開
を
捉と

ら

え
な
が
ら
話
し
合
い
、
互た

が

い
の
発

言
を
結
び
つ
け
て
考
え
を
ま
と
め
る
。

○
必
要
に
応
じ
て
記
録
し
た
り
質
問
し
た
り
し
な
が
ら

話
の
内
容
を
捉
え
、
共
通
点
や
相そ

う

違い

点
な
ど
を
ふ
ま

え
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

グループ
ディスカッション

話
題
や
展
開
に
そ
っ
て

話
し
合
い
を
つ
な
げ
る

学
び
を
振
り
返
る

話
し
合
い
で
の
発
言
を
振
り
返
る

3
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
す
る

2
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
見
つ
け
る

1 学
習
の
流
れ

ふ

5

36

は
重
点
を
お
く
項こ

う

目も
く

。
各
教
材
冒ぼ

う

頭と
う

の
「
目
標
」
と

対
応
し
て
い
ま
す
。

例 P36「グループディスカッション」
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話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法

情報と情報との関係 情報の整理

伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書

ア
目的や意図に応じて、日常生活の中
から題材を決め、集めた材料を整理
し、伝えたいことを明確にする。

イ
書く内容の中心が明確になるように、
段落の役割などを意識して文章の構
成や展開を考える。

ウ
根拠を明確にしながら、自分の考え
が伝わる文章になるように工夫する。

エ
読み手の立場に立って文章を整える。
［表記・語句の用法・叙

じょ

述
じゅつ

の仕方］

オ
根拠の明確さなどについて、読み手
からの助言などをふまえ、自分の文
章のよい点や改善点を見いだす。

記
録

編
集

意
見

創
作

案
内

報
告

随ず
い

筆ひ
つ

説
明

記
録

引
用 言

語
活
動

グ
ル
ー
プ
新
聞

一
年
間
の
自
分
と
ク
ラ
ス
を
振
り
返
っ
て

意
見
文

根
拠
を
明
確
に
し
て
考
え
を
述
べ
る

詩思い
や
発
見
を
リ
ズ
ム
に
乗
せ
る

行
事
案
内
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

必
要
な
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る

随
筆

体
験
に
向
き
合
い
意
味
づ
け
る

レ
ポ
ー
ト

調
べ
た
こ
と
を
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め

る

教
材
名

222 199 168 154 87 58

書く ◀領域

は
重
点
を
お
く
項
目
。

レポート

調べたり研究したりしたことを報告するために、
文章を中心にまとめたもの。

目
標

◎
調
べ
て
集
め
た
情
報
を
整
理
し
て
、
伝
え
た
い
内
容

を
明
確
に
す
る
。

○
レ
ポ
ー
ト
の
構
成
を
理
解
し
、
表
・
グ
ラ
フ
・
イ
ラ

ス
ト
な
ど
を
効
果
的
に
用
い
て
書
く
。

身
の
ま
わ
り
の
も
の
や
で
き
ご
と
の
中

か
ら
興
味
や
関
心
の
あ
る
こ
と
を
選
び
、

そ
れ
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
を
整
理
し
、

正
確
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
工
夫
を
し

な
が
ら
、
レ
ポ
ー
ト
の
形
に
ま
と
め
ま
し
ょ

う
。調

査
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
や

情
報
は
、
他
の
人
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、

広
く
活
用
で
き
る
も
の
に
な
り
ま
す
。

調
べ
た
こ
と
を
整
理
し
て

わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る

レポート

学
び
を
振
り
返
る

情
報
を
集
め
て
整
理
す
る

3
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る

4
予
想
を
立
て
る

2
課
題
を
決
め
る

1 学
習
の
流
れ

5

58

各
教
材
冒
頭
の
「
目
標
」
と

対
応
し
て
い
ま
す
。

例 P58「レポート」
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各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材

で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材

で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法 話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

知
識
・
技
能

つ
け
た
い
力

情報と情報との関係 情報の整理 情報と情報との関係 情報の整理
情
報
の

扱
い
方

伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書 伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書 言
語

文
化

ア

文章の中心的な部分と付加的な部
分、事実と意見との関係などにつ
いて叙

じょ

述
じゅつ

をもとに捉
とら

え、要
よう

旨
し

を把
は

握
あく

する。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

イ
場面の展開や登場人物の相

そう

互
ご

関係、
心情の変化などについて、描

びょう

写
しゃ

を
もとに捉える。

ウ
﹇
説
明
﹈

目的に応じて必要な情報に着目し
て要約し、内容を解

かい

釈
しゃく

する。

ウ
﹇
文
学
﹈

場面と場面、場面と描写などを結
びつけて内容を解釈する。

エ
文章の構成や展開、表現の効果に
ついて、根

こん

拠
きょ

を明確にして考える。

オ
文章を読んで理解したことに基

もと

づ
いて、自分の考えを確かなものに
する。

【
小
説
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
小
説
】

考
え
を
記
録

す
る

【
詩
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
随ず
い

筆ひ
つ

】

考
え
を
記
録

す
る

【
物
語
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
物
語
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
詩
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
説
明
・
記

録
】考
え
を

ま
と
め
る

【
図
表
】考
え

を
報
告
す
る

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
説
明
】

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
文
種
】言
語
活
動

少
年
の
日
の
思
い
出

ト
ロ
ッ
コ

そ
れ
だ
け
で
い
い

字
の
な
い
葉は

書が
き

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

竜り
ゅ
う 朝

の
リ
レ
ー

意
味
と
意
図

情
報

「
み
ん
な
で
い
る
か
ら
大だ

い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
」の
怖こ

わ
さ

情
報

防
災
に
関
す
る
デ
ー
タ

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

ペ
ン
ギ
ン
の
防
寒
着

ク
ジ
ラ
の
飲
み
水 教

材
名

206 172 162 80 66 26 22 190 150 148 98 44

読む（説明） ◀領域

は
重
点
を
お
く
項こ
う

目も
く

。
各
教
材
冒ぼ

う

頭と
う

の
「
目
標
」
と

対
応
し
て
い
ま
す
。

例 P48「クジラの飲み水」
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話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法 話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 言葉遣い 表現の技法
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

知
識
・
技
能

つ
け
た
い
力

情報と情報との関係 情報の整理 情報と情報との関係 情報の整理
情
報
の

扱
い
方

伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書 伝統的な言語文化 言葉の由来や変化 読書 言
語

文
化

ア

文章の中心的な部分と付加的な部
分、事実と意見との関係などにつ
いて叙

じょ

述
じゅつ

をもとに捉
とら

え、要
よう

旨
し

を把
は

握
あく

する。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

イ
場面の展開や登場人物の相

そう

互
ご

関係、
心情の変化などについて、描

びょう

写
しゃ

を
もとに捉える。

ウ
﹇
説
明
﹈

目的に応じて必要な情報に着目し
て要約し、内容を解

かい

釈
しゃく

する。

ウ
﹇
文
学
﹈

場面と場面、場面と描写などを結
びつけて内容を解釈する。

エ
文章の構成や展開、表現の効果に
ついて、根

こん

拠
きょ

を明確にして考える。

オ
文章を読んで理解したことに基

もと

づ
いて、自分の考えを確かなものに
する。

【
小
説
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
小
説
】

考
え
を
記
録

す
る

【
詩
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
随ず
い

筆ひ
つ

】

考
え
を
記
録

す
る

【
物
語
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
物
語
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
詩
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
説
明
・
記

録
】考
え
を

ま
と
め
る

【
図
表
】考
え

を
報
告
す
る

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
説
明
】

【
説
明
】考
え

を
ま
と
め
る

【
文
種
】言
語
活
動

少
年
の
日
の
思
い
出

ト
ロ
ッ
コ

そ
れ
だ
け
で
い
い

字
の
な
い
葉は

書が
き

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

竜り
ゅ
う 朝

の
リ
レ
ー

意
味
と
意
図

情
報

「
み
ん
な
で
い
る
か
ら
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
」の
怖こ
わ

さ

情
報

防
災
に
関
す
る
デ
ー
タ

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

ペ
ン
ギ
ン
の
防
寒
着

ク
ジ
ラ
の
飲
み
水 教

材
名

206 172 162 80 66 26 22 190 150 148 98 44

読む（文学） ◀領域

9 領域別教材一覧
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各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材

で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材
で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の

見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



話し言葉と書き言葉 漢字 語彙 文や文章 表現の技法
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

知
識
・
技
能

つ
け
た
い
力

情報と情報との関係 情報の整理
情
報
の

扱
い
方

ア
文語のきまりや訓読の仕方を知り、
古文や漢文を音読し、古典特有のリ
ズムをとおして古典の世界に親しむ。 言

語
文
化

イ
古典にはさまざまな種類の作品が
あることを知る。

ア
文章の中心的な部分と付加的な部分、
事実と意見との関係などについて叙

じょ

述
じゅつ

をもとに捉
とら

え、要
よう

旨
し

を把
は

握
あく

する。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力

イ
場面の展開や登場人物の相

そう

互
ご

関係、
心情の変化などについて、描

びょう

写
しゃ

を
もとに捉える。

ウ
﹇
説
明
﹈

目的に応じて必要な情報に着目し
て要約し、内容を解

かい

釈
しゃく

する。

ウ
﹇
文
学
﹈

場面と場面、場面と描写などを結
びつけて内容を解釈する。

エ
文章の構成や展開、表現の効果に
ついて、根

こん

拠
きょ

を明確にして考える。

オ
文章を読んで理解したことに基

もと

づ
いて、自分の考えを確かなものに
する。

【
解
説（

漢
文
）】

【
漢
文
】

考
え
を
記
録

す
る

【
解
説（

古
文
）】

【
古
文
】

考
え
を
伝
え

合
う

【
解
説（

古
文
）】

【
文
種
】言
語
活
動

訓
読
の
仕
方

故
事
成
語
│
│
矛む

盾じ
ゅ
ん

古
典
の
仮か

名な

遣づ
か

い

竹
取
物
語

月
を
思
う
心

教
材
名

138 134 132 118 116

読む（古典） ◀領域

は
重
点
を
お
く
項こ
う

目も
く

。
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ア
音声のはたらきやしくみについて、
理解を深める。

言
葉
の
特
徴
や
使
い
方 知

識
・
技
能

つ
け
た
い
力

イ
常用漢字を読む（300字～400字
程度）。また、小学校で学んだ漢
字を書き、文や文章の中で使う。

ウ

事象や行
こう

為
い

、心情を表す語句の量
を増すとともに、語句の辞書的な
意味と文脈上の意味に注意して使
い、語感を磨

みが

き語
ご

彙
い

を豊かにする。

エ
単語の類別について理解するとと
もに、指示する語句や接続する語
句の役割について理解を深める。

オ
比
ひ ゆ

・反復・倒
とう

置
ち

・体言止めなど
の表現技法を理解し使う。

情報と情報との関係 情報の整理
情
報
の

扱
い
方

ウ
共通語と方言の果たす役割につい
て理解する。

言
語

文
化

漢
字

漢
字

文
法

言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

言
葉
の
特
徴

や
使
い
方

分
野

漢
字
を
身
に
つ
け
よ
う
①
～
⑨

漢
字
の
し
く
み
１
～
３

文
法
の
窓
１
・
２
／
文
法
の
ま
と
め

言
葉
発
見
4

比
喩
・
倒
置
・
反
復
・
対つ
い

句く

・
体
言
止
め

言
葉
発
見
3

方
言
と
共
通
語

言
葉
発
見
2

接
続
す
る
語
句
・
指
示
す
る
語
句

言
葉
発
見
１

音
声
の
し
く
み
と
は
た
ら
き

教
材
名

166 158 108 40

言葉の特徴や使い方／言語文化 ◀領域

は
重
点
を
お
く
項
目
。
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各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材

で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

各
学
年
の
冒
頭
に
「
領
域
別
教
材
一
覧
」
を
設
け
、
各
教
材
で
つ
け
た
い
力
を
明
示
し
、
１
年
間
の

見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



目標

学
び
を
広
げ
る

仮
定
す
る

1
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
を
書
き
出
し
、
キ
キ
と
の
相
互
関
係
を
整
理
し
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

人
物
相
関
図

2
宙
返
り
に
対
す
る
キ
キ
の
思
い
を
、
次
の
四
つ
の
場
面
ご
と
に
捉
え
よ
う
。

①
た
だ
一
人
、
三
回
宙
返
り
が
で
き
て
い
た
と
き
（
66
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
68
ペ
ー
ジ
・
3
行
め
）

②
ロ
ロ
か
ら
四
回
宙
返
り
を
止
め
ら
れ
た
と
き
（
68
ペ
ー
ジ
・
4
行
め
〜
68
ペ
ー
ジ
・
16
行
め
）

③
波は

止と

場ば

で
お
ば
あ
さ
ん
に
出
会
っ
て
会
話
を
し
て
い
る
と
き
（
69
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
71

ペ
ー
ジ
・
16
行
め
）

④
本
番
で
四
回
宙
返
り
に
挑い
ど

む
と
き
（
72
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
74
ペ
ー
ジ
・
17
行
め
）

3
キ
キ
は
な
ぜ
四
回
宙
返
り
に
挑
も
う
と
し
た
の
か
、
考
え
よ
う
。

仮
定
す
る

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

読
み
を
深
め
る

4
キ
キ
が
四
回
宙
返
り
に
挑
ん
だ
こ
と
に
最
も
影え
い

響き
ょ
うを

与あ
た

え
た
人
物
は
誰
だ
ろ
う
か
。
1
で
整

理
し
た
登
場
人
物
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
理
由
と
キ
キ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
話
し
合
お
う
。

5
キ
キ
の
行
動
や
考
え
方
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
、
一
〇
〇
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め

よ
う
。
書
い
た
文
章
を
も
と
に
話
し
合
っ
て
、
互た
が

い
の
考
え
を
共
有
し
よ
う
。

●
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で

ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

人
物
相
関
図
・
心
情
の
変
化

自
分
の
考
え
を
深
め
る

学
び
を
振
り
返
る

あ
な
た
が
キ
キ
の
立
場
な
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
小
瓶
の
水
を
飲
む
だ
ろ
う
か
。
Ａ
「
飲

む
」、
Ｂ
「
飲
ま
な
い
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
次
の
条
件
に
従
っ
て
書
こ
う
。

・
条
件
１
「
人
気
」「
命
」
と
い
う
言
葉
を
全
て
使
っ
て
書
く
こ
と
。

・
条
件
２

五
十
字
以
上
、
八
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

「
も
し
、
四
回
宙
返
り
に
挑
ま
な
か
っ
た
ら
」

と
仮
定
し
て
、
言
動
の
意
味
を
捉
え
る
。

◎
描
写
を
も
と
に
、
場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
の
相そ
う

互ご

関
係
、
心
情
の
変
化
な
ど
を
捉
え
る
。

○
登
場
人
物
の
判
断
や
行
動
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
確
か
な
も
の
に
す
る
。

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

似
て
い
る
こ
と
を
表
す
表
現

「
ま
る
で
、
鳥
み
た
い
じ
ゃ
な
い
か
。」（
66

ペ
ー
ジ
・
7
行
め
）
の
「
ま
る
で
…
…
み
た
い

だ
」
は
、
様
子
や
形
な
ど
が
似
て
い
る
こ
と
を

表
す
表
現
で
す
。

他
に
も
、
似
た
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
表
現

が
あ
り
ま
す
。

●
あ
た
か
も
…
…

●
ち
ょ
う
ど
…
…

●
さ
な
が
ら
…
…

●
ま
る
き
り
…
…

●
…
…
の
よ
う
だ

●
…
…
の
ご
と
し

●
…
…
じ
み
る

●
…
…
を
思
わ
せ
る

「
鳥
」
に
た
と
え
る
こ
と
で
、
よ
り

い
き
い
き
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
ね
。

後ろにくる言葉 前にくる言葉

も
し
、
○
○
し
な

か
っ
た
ら
…
…
。

結果の予測仮定 根
こん

拠
きょ

もし、キキが
四回宙返りに
挑まなかった
ら……。

	　ピピも成功し、
三回宙返りをで
きるのは、キキ
だけではなく
なったから。

例
	　キキの人気は
落ちてしまう。
例

もし、～なら なぜならどうなる

77 76空中ブランコ乗りのキキ

こ
の
物
語
の
登
場
人
物
を
書
き
出
し
、
キ
キ
と
の
相
互
関
係
を
整
理
し
よ
う
。

登
場
人
物
の
判
断
や
行
動
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
確
か
な
も
の
に
す
る
。

で
お
ば
あ
さ
ん
に
出
会
っ
て
会
話
を
し
て
い
る
と
き
（
69
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
71

行
め
〜
74
ペ
ー
ジ
・
17
行
め
）

この
教科書の
使い方

確
か
な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
た
め
に

こ
の
教
科
書
の
全
体
構
成

こ
の
教
科
書
は
、
必
ず
学
習
す
る
「
本
編
」
と
、
必
要
に
応
じ
て
活
用
す
る
「
資
料
編
」
の
二
部
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。
本
編
は
、
全
部
で
九
つ
の
単
元
を
配
列
し
、
効
果
的
に
言
葉
の
力
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
資
料
編
に
は
、
読
書
用
の
教
材
で
あ
る
「
読
書
の
広
場
」
を
収
録
し
て
い
る
の
に
加
え
、
実じ
っ

践せ
ん

的
な
方
法
や
社

会
生
活
で
役
立
つ
知
識
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

読
む
こ
と

学
び
の
道
し
る
べ

目
標
の
確か

く
認に

ん

ステップ

1
構
造
や
内
容
を
捉と
ら
え
る

ステップ

2
読
み
を
深
め
る

ステップ

3
目
標
を
確
か
め
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
ま
す
。

情
報
を
整
理
・
確
認
し
て
、
文
章
の
構
造
や
内
容
を

つ
か
み
ま
す
。
自
学
自
習
に
も
対
応
し
た
課
題
を
設

定
し
て
い
ま
す
。

文
章
を
詳く
わ
し
く
読
み
、
対
話
を
通
し
て
内
容
や
構
成
・

表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

見通し主体的・対話的で深い学び

物
語
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」

情
報
と
情
報
と
の
関

係
を
捉
え
た
り
、
考

え
を
整
理
し
た
り
深

め
た
り
す
る
方
法
を

各
教
材
の
学
習
活
動

と
関
連
づ
け
な
が
ら

取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

16
ペ
ー
ジ
〜
20
ペ
ー

ジ
に
は
、「
思
考
の

方
法
」
の
解
説
と
一

覧
を
掲け
い

載さ
い

し
て
い
ま

す
。
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読み方を学ぼう 2
説明文の
基本構造人物相関図行動描写三角ロジック詩の表現技法情景描写要約語り手･視点

人
物
相
関
図

読書の広場258ページ「おじいさん」

人
物
相
関
図
と
は
、
小
説
、
映
画
、

ド
ラ
マ
な
ど
の
登
場
人
物
た
ち
の
関

係
を
一
枚
の
図
に
し
た
も
の
で
す
。

人
物
相
関
図
を
作
る
こ
と
で
、
物

語
全
体
を
高
い
と
こ
ろ
か
ら
眺な
が

め
る

よ
う
に
把は

握あ
く

す
る
こ
と
が
で
き
、
物

語
の
理
解
が
深
ま
り
ま
す
。

「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
で

は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ど
の
よ
う

に
主
人
公
キ
キ
と
関
係
し
て
い
る
で

し
ょ
う
か
。

▼
人
物
相
関
図
を
作
る
と
、
物
語
の

全
体
像
や
展
開
の
し
く
み
が
よ
く

わ
か
る
。

「読み方」
解説動画▶

「空中ブランコ乗りのキキ」における人物相関図の例

団長

ピピ

小瓶

おばあさん

町の人

町の人

町の人

ライバル 仲間 ピエロの
ロロキキ

サーカス団

❷登場人物を書き出し
ていく。

❶主人公を中央に大き
く書く。

❸主人公との関係を矢
印や線で表し、その
大小、形、色などを
工夫する。

❹「仲間」「ライバル」
など、主人公との関
係を言葉で表す。

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）

心
配

78

目標

学
び
を
広
げ
る

仮
定
す
る

1
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
を
書
き
出
し
、
キ
キ
と
の
相
互
関
係
を
整
理
し
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

人
物
相
関
図

2
宙
返
り
に
対
す
る
キ
キ
の
思
い
を
、
次
の
四
つ
の
場
面
ご
と
に
捉
え
よ
う
。

①
た
だ
一
人
、
三
回
宙
返
り
が
で
き
て
い
た
と
き
（
66
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
68
ペ
ー
ジ
・
3
行
め
）

②
ロ
ロ
か
ら
四
回
宙
返
り
を
止
め
ら
れ
た
と
き
（
68
ペ
ー
ジ
・
4
行
め
〜
68
ペ
ー
ジ
・
16
行
め
）

③
波は

止と

場ば

で
お
ば
あ
さ
ん
に
出
会
っ
て
会
話
を
し
て
い
る
と
き
（
69
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
71

ペ
ー
ジ
・
16
行
め
）

④
本
番
で
四
回
宙
返
り
に
挑い
ど

む
と
き
（
72
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
〜
74
ペ
ー
ジ
・
17
行
め
）

3
キ
キ
は
な
ぜ
四
回
宙
返
り
に
挑
も
う
と
し
た
の
か
、
考
え
よ
う
。

仮
定
す
る

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

読
み
を
深
め
る

4
キ
キ
が
四
回
宙
返
り
に
挑
ん
だ
こ
と
に
最
も
影え
い

響き
ょ
うを
与あ
た

え
た
人
物
は
誰
だ
ろ
う
か
。
1
で
整

理
し
た
登
場
人
物
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
理
由
と
キ
キ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
話
し
合
お
う
。

5
キ
キ
の
行
動
や
考
え
方
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
、
一
〇
〇
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め

よ
う
。
書
い
た
文
章
を
も
と
に
話
し
合
っ
て
、
互た
が

い
の
考
え
を
共
有
し
よ
う
。

●
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で

ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

人
物
相
関
図
・
心
情
の
変
化

自
分
の
考
え
を
深
め
る

学
び
を
振
り
返
る

あ
な
た
が
キ
キ
の
立
場
な
ら
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
小
瓶
の
水
を
飲
む
だ
ろ
う
か
。
Ａ
「
飲

む
」、
Ｂ
「
飲
ま
な
い
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
次
の
条
件
に
従
っ
て
書
こ
う
。

・
条
件
１
「
人
気
」「
命
」
と
い
う
言
葉
を
全
て
使
っ
て
書
く
こ
と
。

・
条
件
２

五
十
字
以
上
、
八
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

「
も
し
、
四
回
宙
返
り
に
挑
ま
な
か
っ
た
ら
」

と
仮
定
し
て
、
言
動
の
意
味
を
捉
え
る
。

◎
描
写
を
も
と
に
、
場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
の
相そ
う

互ご

関
係
、
心
情
の
変
化
な
ど
を
捉
え
る
。

○
登
場
人
物
の
判
断
や
行
動
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
確
か
な
も
の
に
す
る
。

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

似
て
い
る
こ
と
を
表
す
表
現

「
ま
る
で
、
鳥
み
た
い
じ
ゃ
な
い
か
。」（
66

ペ
ー
ジ
・
7
行
め
）
の
「
ま
る
で
…
…
み
た
い

だ
」
は
、
様
子
や
形
な
ど
が
似
て
い
る
こ
と
を

表
す
表
現
で
す
。

他
に
も
、
似
た
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
表
現

が
あ
り
ま
す
。

●
あ
た
か
も
…
…

●
ち
ょ
う
ど
…
…

●
さ
な
が
ら
…
…

●
ま
る
き
り
…
…

●
…
…
の
よ
う
だ

●
…
…
の
ご
と
し

●
…
…
じ
み
る

●
…
…
を
思
わ
せ
る

「
鳥
」
に
た
と
え
る
こ
と
で
、
よ
り

い
き
い
き
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
ね
。

後ろにくる言葉 前にくる言葉

も
し
、
○
○
し
な

か
っ
た
ら
…
…
。

結果の予測仮定 根
こん

拠
きょ

もし、キキが
四回宙返りに
挑まなかった
ら……。

	　ピピも成功し、
三回宙返りをで
きるのは、キキ
だけではなく
なったから。

例
	　キキの人気は
落ちてしまう。
例

もし、～なら なぜならどうなる

77 76空中ブランコ乗りのキキ

●「ペンギンの防寒着」における説明文の基礎構造の例

①
段
落

②
段
落

③
段
落

④
段
落

⑤
段
落

⑥
段
落

⑦
段
落

⑧
段
落

ペ
ン
ギ
ン
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
厳
し

い
寒
さ
を
し
の
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

問
題

提
起

羽
根

答
え

脂
肪
層

答
え

羽
根
に
塗
る
脂

答
え

答
え
の
ま
と
め

三
つ
め

二
つ
め

一
つ
め

ポイント 問いをつかむ！

問い（問題提起）の部分を探して、どのようなことについて

書かれた文章なのかをつかもう。そして、その答えがどこに

どのように示されていくかに注意しながら読み進めよう。

ポイント 順序を表す言葉に注目！

「一つめは」「第一に」「まず」などの言葉に注目して、文章の

展開を追いかけよう。

序論本論結論

「空中ブランコ乗りのキキ」における人物相関図の例

団長

ピピ

小瓶

おばあさん

町の人

町の人

町の人

ライバル 仲間 ピエロの
ロロキキ

サーカス団

❷登場人物を書き出し
ていく。

❶主人公を中央に大き
く書く。

❸主人公との関係を矢
印や線で表し、その
大小、形、色などを
工夫する。

❹「仲間」「ライバル」
など、主人公との関
係を言葉で表す。

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）

心
配

主張

積極的にキャッシュレス
決済を選

せん

択
たく

するべきだ。

理由づけ

・ 財布を持たずに買い物が
できるから。
・支払い管理が簡単だから。
・ 紛失や盗難時の被

ひ

害
がい

が減
るから。

事実

日本は将来的に支
し

払
はら

いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

主張

キャッシュレス化に
は慎

しん

重
ちょう

になるべきだ。になるべきだ。 理由づけ

・ お金を使った感覚が薄れる
ので無駄使いしやすいから。
・ 不正利用の被害があるから。
・ 災害時などに機械が使えな
くなってしまう可能性があ
るから。

事実

日本は将来的に支払いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

同
じ
事
実

●「一〇〇〇円の価値を考える」における三角ロジックの例

「父」の行動描写

ふだんは見えない
「父」の内面・心情

ふだんの「父」

ふだんの様子との落差に着目しながら、次の行動描写
から「父」の内面や心情を推測する。
「何も言わなかった」
「はだしで表へとび出した」「声をあげて泣いた」
なぜこのような行動をとったのかを考えることで、
「妹」に対する「父」の心情を捉えることができる。

暗示

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
家
中
を
歩
き
回

り
、
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く

を
起
こ
し
て
…
…

小
さ
い
の
に
手
を
つ
け
る
と
叱し
か

る

父
も
、
こ
の
日
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。

茶
の
間
に
座
っ
て
い
た
父
は
、
は

だ
し
で
表
へ
と
び
出
し
た
。
防
火

用
水
桶お
け

の
前
で
、
痩や

せ
た
妹
の
肩

を
抱
き
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。

落
差

●「字のない葉書」における行動描写の例

ク
ジ
ラ
の
飲
み
水

説
明
文
の
学
習
で
は
、
文
章
全
体
の
構
造
を
つ
か
む
と
、
よ
り
的
確
に
内
容

が
読
み
解
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
目
に
見
え
る
形
に
し
て
み
る

こ
と
が
効
果
的
で
す
。
ま
ず
、
問
い
に
対
す
る
答
え
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
探
し

た
り
、「
一
つ
め
」「
二
つ
め
」
な
ど
の
言
葉
に
注
目
し
た
り
し
ま
し
ょ
う
。
そ

の
う
え
で
、
重
要
な
言
葉
を
丸
で
囲
ん
だ
り
、
矢
印
で
説
明
の
道
筋
を
示
し
た

り
す
る
と
、
文
章
全
体
の
構
造
が
く
っ
き
り
と
浮う

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

▲基本構造を捉
とら

えると、説明の道筋や要点がよくわか

る。

●「意味と意図」「玄
げん

関
かん

扉
とびら

」「食感のオノマトペ」など

の説明的文章を読むとき

こんな
ときに
使える

読み方を学ぼう 11年

説
明
文
の
基
本
構
造
例

字
の
な
い
葉
書

行
動
描
写
と
は
、
登
場
人
物
の
行
動
を
、
読
み
手
が
言
葉
を
通
し
て
具
体
的

に
想
像
で
き
る
よ
う
に
描え
が

い
た
も
の
で
す
。
行
動
描
写
は
、
登
場
人
物
の
言
動

を
直
接
的
に
表
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
心
情
を
間
接
的
（
暗
示
的
）
に
表
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
字
の
な
い
葉
書
」
の
場
合
、「
父
」
の
行
動
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
父
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
表
し
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。

▲行動描写に着目して読むと、小説や随
ずい

筆
ひつ

の登場人物

の心情がより深く捉えられる。

●「トロッコ」「少年の日の思い出」「電車は走る」な

どの物語や小説、随筆を読むとき

こんな
ときに
使える

読み方を学ぼう 31年

行
動
描
写

例

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

人
物
相
関
図
と
は
、
小
説
、
映
画
、
ド
ラ
マ
な
ど
の
登
場
人
物
た
ち
の
関
係

を
一
枚
の
図
に
し
た
も
の
で
す
。

人
物
相
関
図
を
作
る
こ
と
で
、
物
語
全
体
を
高
い
と
こ
ろ
か
ら
眺な
が

め
る
よ
う

に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
物
語
の
理
解
が
深
ま
り
ま
す
。

「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ど
の
よ
う
に

主
人
公
キ
キ
と
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

▲人物相関図を作ると、物語の全体像や展開のしくみ

がよくわかる。

●「少年の日の思い出」「竹取物語」「おじいさん」な

どの物語や小説を読むとき

こんな
ときに
使える

読み方を学ぼう 21年

人
物
相
関
図

例

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を

考
え
る

「
主
張
」
と
「
事
実
」
と
「
理
由
づ
け
」
を
区
別
し
、
こ
の
三
点
を
意
識
し

て
考
え
る
方
法
を
「
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
い
い
ま
す
。

「
一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る
」
で
は
、「
日
本
の
お
金
＝
日
本
の
信
用
」

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
あ
と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
取

り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
筆
者
独
自
の
主
張
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
同
じ

事
実
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
正
反
対
に
見
え
る
二
つ
の
主
張
を
示
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。▲主張と事実と理由づけの三つを区別することで、論

理的に文章を読み解くことができる。

●「意味と意図」「玄関扉」「この小さな地球の上で」

などの説明的文章を読むとき

こんな
ときに
使える

読み方を学ぼう 41年

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

例

読み方を学ぼう 一覧

　文章を正確に読み解き、深く読み味わうための「技
わざ

」や「こつ」を3年間で22種類示し
ました。応用したり組み合わせたりしながら、繰

く

り返し、さまざまな場面で活用しましょう。

学年 読み方 教科書で取り上げた教材 こんなときに使える（一例）

❶	説明文の基本構造 クジラの飲み水
「意味と意図」「玄関扉」「食感のオノマトペ」
などの説明的文章を読むとき

1
年

❷	人物相関図 空中ブランコ乗りのキキ
「少年の日の思い出」「竹取物語」「おじいさん」
などの物語や小説を読むとき

❸	行動描
びょう

写
しゃ

字のない葉
は

書
がき 「トロッコ」「少年の日の思い出」「電車は走る」

などの物語や小説、随筆を読むとき

❹	三角ロジック 一〇〇〇円の価値を考える
「意味と意図」「玄関扉」「この小さな地球の
上で」などの説明的文章を読むとき

❺	詩の表現技法 それだけでいい
「朝のリレー」「古事記」「竜」などの詩、短歌・
俳句、物語や小説を読むとき

❻	情景描写 トロッコ
「少年の日の思い出」「おじいさん」などの物
語や小説、詩、随筆を読むとき

❼	要約 意味と意図
「クジラの飲み水」「玄関扉」「食感のオノマ
トペ」などの説明的文章を読むとき
話し合いで意見を整理するとき

❽	語り手・視点 少年の日の思い出
「空中ブランコ乗りのキキ」「トロッコ」「電
車は走る」などの物語や小説を読むとき

❶	人物設定 セミロングホームルーム 物語や小説を読むとき

❷	説明文の論理展開 人間は他
ほかほか

の星に住むことが
できるのか

説明的文章を読むとき

2
年

❸	想像 短歌の世界／短歌十首 短歌・俳句、詩、物語や小説などを読むとき

❹	図表と文章 味は味覚だけでは決まらな
い

説明的文章を読むとき
理科や社会科などの資料を読むとき

❺	物語の転
てん

換
かん

点 平家物語 物語や小説を読むとき

❻象
しょうしょう

徴
ちょうちょう

小さな手
て

袋
ぶくろ

物語や小説、詩、短歌・俳句などを読むとき

❼	例示 動物園でできること
説明的文章を読むとき
発表をしたり文章を書いたりするとき

❽	心情把
はは

握
あくあく

走れメロス 物語や小説を読むとき

❶	回想 握手 物語や小説、随筆、随想などを読むとき

3
年

❷	批判的な読み 間の文化 説明的文章を読むとき

❸	省略 俳句の世界／俳句十句 短歌・俳句、詩、物語や小説などを読むとき

❹	具体と抽
ちゅう

象
しょう

フロン規制の物語
説明的文章を読むとき
発表をしたり文章を書いたりするとき

❺状
じょう

況
きょう

・背景 おくのほそ道
物語や小説、詩、短歌・俳句などを読むとき
説明的文章を読むとき

❻	反復 故郷 物語や小説、詩、短歌・俳句などを読むとき

「読み方」
解説動画▶

「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
に
は
、
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
を
伸の

ば
す
た
め
の
方
法

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
教
材
・
他
教
科

等
で
の
学
習
、
日
常
の
読
書
に
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

ま
た
、「
読
書
の
広
場
」
に
も
、
学
ん

だ
「
読
み
方
」
を
活
用
で
き
る
教
材
を
配

列
し
て
い
ま
す
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

「読み方を学ぼう」一覧

自
分
の
考
え
を
深
め
る

ステップ

4
学
び
を
振ふ

り
返
る

ステップ

5
学
び
を
広
げ
る

+α 文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
自
分
の

考
え
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
し
ま
す
。

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
か
ら
の

学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
１
〜
５
ま
で
の
学
習
を
活
用
し
て
取
り
組
み
、
学

び
を
更さ
ら
に
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
ま
す
。

振り返り

理
解
で
き
る
語
句
と

使
え
る
語
句
の
量
を

増
や
し
、
語
感
を
磨み
が

く
た
め
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
テ
ー
マ
で
教
材

に
関
連
し
た
語ご

彙い

を

取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

巻
末
の
資
料
編
に
は
、

「
語
彙
の
広
が
り
」

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

巻末の折り込
こ
みには、「読み方を学ぼう」の一覧を

まとめています。繰
く
り返し確認しながら、活用しま

しょう。
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確
か
な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
た
め
に

教
科
書
全
体
・
各
教
材
の
構
成
を
示
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
で

深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
、
生
徒
自
身
が

自
覚
し
な
が
ら
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

学
習
内
容
に
即
し
た
「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」「
思
考
の
方
法
」「
語
彙
を
豊
か
に
」

を
使
っ
て
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
国
語
は
も
ち
ろ
ん
、
他
教
科
や
日
常

生
活
に
も
応
用
で
き
る
「
学
び
方
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



「
文
法
の
窓
」
で
の
気
づ
き
や
発
見
を
も
と
に
し
て
、

「
文
法
の
ま
と
め
」
で
知
識
を
整
理
し
ま
す
。「
確
認

し
よ
う
」
の
問
題
で
知
識
を
定
着
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

中
学
校
で
新
し
く
学
習
す
る
漢
字
は
、「
読
む
こ
と
」

の
各
教
材
と
、「
漢
字
の
し
く
み
」、「
漢
字
を
身
に
つ

け
よ
う
」
で
配
当
し
て
い
ま
す
。

「
文
法
の
ま
と
め
」
と
「
漢
字
を
身
に
つ
け
よ
う
」
の
ペ
ー

ジ
の
二
次
元
コ
ー
ド
で
示
し
た
リ
ン
ク
先
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
デ
ジ
タ
ル
文
法
ド
リ
ル
」
と
「
デ
ジ
タ
ル
漢
字
ド
リ
ル
」

が
あ
り
ま
す
。

各
教
材
で
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
、「
学

び
方
」
を
確
か
め
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ

れ
か
ら
の
学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

学
び
を
振ふ

り
返
る

「
学
習
の
流
れ
」
が
ひ
と
め
で
わ
か
る
よ
う

に
示
し
て
い
ま
す
。
読
む
こ
と
と
の
関
連

が
あ
る
教
材
に
は

の
ア

イ
コ
ン
が
つ
い
て
い
ま
す
。

学
習
の
流
れ

目
標
を
確
か
め
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も

ち
ま
す
。

目
標
の
確か
く
認に
ん

振り返り 見通し主体的・対話的で深い学び

二
次
元
コ
ー
ド

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

書
く
こ
と

文
法
の
窓

文
法
の
ま
と
め

漢
字

デジタル漢字ドリル デジタル文法ドリル

書くこと「詩」

デジタル漢字ドリル デジタル文法ドリル

詩
を
書
い
た
ら
、
自
分
の
感
じ
た
こ
と
が
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
次
に
示
す
こ
と

な
ど
に
注
意
し
て
読
み
返
し
、
推す
い

敲こ
う

し
ま
し
ょ
う
。

言
葉
を
削け
ず

っ
た
り
、
言
い
か
え
た
り
し
て
、
伝
え
た
い
思
い
や
考
え
が
い
き
い
き
と
伝
わ

る
表
現
に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。
比

・
倒と

う

置ち

・
反
復
・
対
句
・
体
言
止
め
な
ど

の
表
現
技
法
を
効
果
的
に
活
用
す
る
と
、
表
現
に
広
が
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

リ
ズ
ム
を
整
え
て
詩
を
書
く

3完
成
し
た
詩
を
グ
ル
ー
プ
で
声
に
出
し
て
読
み
合
い
、
伝
わ
っ
て
き
た
思
い
や
発
想
の
お

も
し
ろ
さ
、
表
現
の
工
夫
な
ど
に
つ
い
て
、
気
づ
い
た
こ
と
を
伝
え
合
い
ま
し
ょ
う
。

思
い
や
発
見
を
リ
ズ
ム
に
乗
せ
た
詩
を
書
く
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
か
、
学
ん

だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

題
材
・
音
の
数
・
表
現
技
法

交
流
す
る

4
学
び
を
振
り
返
る

・
リ
ズ
ム
は
う
ま
く
整
っ
て
い
る
か
。

・
選
ん
だ
言
葉
は
、
伝
え
た
い
思
い
や
考
え
に
ふ
さ
わ

し
い
か
。

比
較
す
る

・
一
行
あ
き
を
入
れ
る
部
分（
連
の
構
成
）
は
適
切
か
。

・
漢
字
と
仮か

名な

の
使
い
分
け
な
ど
、
表
記
を
工
夫
す
る

と
こ
ろ
は
な
い
か
。

・
題
名
は
、
詩
の
内
容
を
う
ま
く
表
し
て
い
る
か
。

比
較
す
る

複
数
の
観
点
で
比
較
し
な
が
ら
、
ふ
さ
わ

し
い
表
現
を
選
ぶ
。

ど
ち
ら
が
よ
り

ふ
さ
わ
し
い
か
と

い
う
と
…
…
。

リ
ズ
ム
を
整
え
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

◎
何
度
も
声
に
出
し
て
確
か
め
る
。

◎
同
じ
言
葉
や
音
や
文
を
繰
り
返
し
た
り
、

音
の
数
を
そ
ろ
え
た
り
す
る
と
、
音
楽
の

よ
う
な
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。

他
の
学
習
や
日
常
生
活
の
中
で
も
、
言
葉
を

吟ぎ
ん

味み

し
、
効
果
的
な
表
現
を
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。

生
か
そ
う

見
つ
め
て
い
た
い意味の

比較

リズムの
比較

比較の
観点の例

＝
一
瞬
も
目
を
離は
な

さ

ず
に
じ
っ
と
見
続

け
た
い

＝
行
く
末
を
、
温
か

い
気
持
ち
で
応
援

し
た
い

見
守
っ
て
い
た
い

比較

作品例

51015

比
（
直

。
様
子
が
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
。）

体
言
止
め
（
余よ

韻い
ん

を
残
す
。）

反
復
（
繰く

り
返
し
て
強
調
す
る
。）

対
句
（
リ
ズ
ム
感
を
生
み
出
す
。）

倒
置
（
調
子
を
テ
ン
ポ
よ
く
整
え
る
。）

見
上
げ
た
空
に

夕ゆ
う

暮ぐ

れ
時

見
上
げ
た
空
に

ふ
し
ぎ
な
雲
が

雲
の
鳥
と
い
う
か

鳥
の
雲
と
い
う
か

こ
の
ま
ま

見
守
っ
て
い
た
い

雲
が
鳥
に
な
る
ま
で

い
つ
ま
で
も

見
守
っ
て
い
た
い

雲
い
つ
か
も

見
た
雲

青
空
の
果
て
に

向
か
う
雲

あ
た
か
も

鳥
が
空
を
舞ま

う
よ
う
に

何
も
か
も

飛
び
越
え
て

ど
こ
ま
で
も
ゆ
け

あ
の
日
の
雲
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見
守
っ
て
い
た
い

青
空
の
果
て
にう

よ
う
に

ど
こ
ま
で
も
ゆ
け

あ
の
日
の
雲

見
守
っ
て
い
た
い

青
空
の
果
て
にう

よ
う
に

ど
こ
ま
で
も
ゆ
け

あ
の
日
の
雲

目
標

日
常
生
活
の
中
で
発
見
し
た
こ
と
や
、
お
も

し
ろ
い
と
感
じ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
詩
の
題
材

を
選
び
ま
し
ょ
う
。

大
き
な
で
き
ご
と
で
な
く
て
も
、
ち
ょ
っ
と

し
た
発
見
を
新
し
い
見
方
で
表
現
で
き
れ
ば
、

詩
は
生
ま
れ
ま
す
。

題
材
の
中
心
を
明
確
に
し
て
、
言
葉
を
書
き

出
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

書
き
出
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
詩
で
伝
え
た

い
こ
と
を
し
ぼ
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。

・
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
表
現
（
場

所
・
時
間
・
季
節
・
色
・
音
・
動
き
な

ど
）

・
思
い
が
伝
わ
る
よ
う
な
表
現
（
喜
び
・
悲

し
み
・
驚
き
・
感
動
・
共
感
な
ど
）

題
材
を
決
め
る

1
発
想
を
広
げ
て
言
葉
を
書
き
出
す

2

◎
自
分
の
感
じ
た
こ
と
が
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
、

表
現
を
工
夫
し
、
作
品
全
体
を
整
え
る
。

○
日
常
生
活
の
中
か
ら
題
材
を
決
め
、
集
め
た
材
料
を

整
理
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を
し
ぼ
り
込
む
。

詩

選びぬかれた言葉を連ねて、思いや考えを凝
ぎょう

縮
しゅく

し
て表現したもの。

身
の
ま
わ
り
の
何
気
な
い
物
事
で
も
、

新
し
い
見
方
で
捉
え
、
自
分
な
り
の
言
葉

で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
言
葉
へ

の
感
覚
が
磨み
が

か
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

短
い
言
葉
の
中
に
思
い
を
こ
め
て
書
く
こ

と
で
、
読
み
手
の
想
像
を
広
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

「
そ
れ
だ
け
で
い
い
」
や
「
詩
の
表
現

技
法
」
な
ど
の
学
習
を
生
か
し
て
、
日
常

生
活
の
中
で
の
発
見
や
、
心
が
動
い
た
で

き
ご
と
を
題
材
に
し
た
詩
を
書
き
ま
し
ょ

う
。

思
い
や
発
見
を

リ
ズ
ム
に
乗
せ
る

詩

比

表
現
の
例

●
そ
の
雲
は
鳥
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
。

●
鳥
さ
な
が
ら
の
シ
ル
エ
ッ
ト
。

●
そ
の
雲
は
羽
を
広
げ
た
鳥
だ
。

●
あ
た
か
も
鳥
が
空
を
舞ま

う
よ
う
に
。

●
ま
る
で
空
の
か
な
た
へ
帰
っ
て
い
く

か
の
ご
と
く
。

●
雲
の
一
つ
一
つ
が
、
意
志
を
も
っ
て

集
ま
り
、
一
羽
の
鳥
に
な
っ
た
か
の

よ
う
に
。

●
翼つ
ば
さの
生
え
た
綿
菓
子
が
浮
か
ぶ
。

●
悲
し
み
に
耐た

え
て
飛
ぶ
よ
う
に
。

●
希
望
を
身
に
ま
と
う
よ
う
に
。

●
雲
の
明
日
は
七
色
だ
。

鳥
の
よ
う
だ
っ
た
な
。

そ
う
い
え
ば
、
珍

め
ず
ら

し
い

形
の
雲
を
見
た
な
。

動きは？

集まる

形が変わっていく

羽ばたく

どんな気持ちで？

どこか遠くへと

行きたがっている

どんなふうに見えた？

鳥のよう

どこに？

空

どこへ向かって？

上へ

もっと上へ

雲

形心情 動き

書き出した言葉の例

学
び
を
振
り
返
る

リ
ズ
ム
を
整
え
て
詩
を
書
く

3
交
流
す
る

4
発
想
を
広
げ
て
言
葉
を
書
き
出
す

2
題
材
を
決
め
る

1 学
習
の
流
れ

学
び
を
広
げ
る

「
そ
れ
だ
け
で
い
い
」の

（
⬇
164
ペ
ー
ジ
）

510

51015
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詩
を
書
い
た
ら
、
自
分
の
感
じ
た
こ
と
が
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
次
に
示
す
こ
と

な
ど
に
注
意
し
て
読
み
返
し
、
推す
い

敲こ
う

し
ま
し
ょ
う
。

リ
ズ
ム
は
う
ま
く
整
っ
て
い
る
か
。

選
ん
だ
言
葉
は
、
伝
え
た
い
思
い
や
考
え
に
ふ
さ
わ

比
較
す
る

5

日
常
生
活
の
中
で
発
見
し
た
こ
と
や
、
お
も

題
材
を
決
め
る

そ
う
い
え
ば
、
珍

め
ず
ら

し
い

形
の
雲
を
見
た
な
。

学
び
を
振
り
返
る

法文

14
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資料編

二
次
元
コ
ー
ド

読
書
の
広
場
・
小
説
「
電
車
は
走
る
」

「
電
車
は
走
る
」
に
お
け
る
行
動
描び
ょ
う

写し
ゃ
の
例

二
次
元
コ
ー
ド
で
示
し
た
リ
ン
ク
先
に
は
、

「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
を
活
用
し
た
際
の
参

考
に
な
る
図
解
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

資
料
編
に
は
、「
読
書
の
広
場
」「
社

会
生
活
に
生
か
す
」「
参
考
資
料
」
の

三
種
類
の
資
料
を
掲け
い

載さ
い

し
て
い
ま
す
。

関
連
す
る
本
編
の
学
習
中
や
学
習
の
前

後
に
、
ま
た
、
他
教
科
の
学
習
や
家
庭

学
習
な
ど
の
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
活

用
し
ま
し
ょ
う
。

「
読
書
の
広
場
」
に
は
、
本
編
の
「
読

み
方
を
学
ぼ
う
」
で
学
習
し
た
読
み
方

を
活
用
で
き
る
教
材
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
書し
ょ

籍せ
き

紹し
ょ
う

介か
い

「
小
さ
な
図

書
館
」
で
は
、
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
デ

ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

本
編
の
教
材
と
同
じ
よ
う
に
「
学
び
の
道

し
る
べ
」
を
配
置
し
、
こ
の
教
材
の
学
習

の
流
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

新
出
漢
字

新
出
音
訓

辞
書
で
意
味
を
調
べ
る

類
義
語

対
義
語

関
連
し
て
学
べ
る
ペ
ー
ジ

▼
教
科
書
で
用
い
て
い
る
記
号
に
つ
い
て

読
書
の
広
場

カ
ズ
オ
は
電
車
の
中
に
い
る
。
ロ
ン
グ
シ
ー
ト
の
席
に
座す

わ

っ
て
、

さ
っ
き
か
ら
胸
を
ド
キ
ド
キ
さ
せ
て
。

目
の
前
に
、
二
人
の
お
ば
あ
さ
ん
が
立
っ
て
い
る
。

席
を
譲ゆ

ず

ら
な
く
ち
ゃ

―
。
で
も
、
カ
ズ
オ
が
立
ち
上
が
っ
て
も
、

シ
ー
ト
に
は
一
人
分
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
空
か
な
い
。
お
ば
あ
さ
ん
二
人

の
う
ち
、
座
れ
る
の
は
一
人
だ
け
だ
。

年
を
と
っ
て
い
る
ほ
う
の
お
ば
あ
さ
ん
に
声
を
か
け
よ
う
か
。
だ
け

ど
、
若
く
見
え
る
お
ば
あ
さ
ん
は
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
。
遠
く

の
駅
ま
で
乗
る
ほ
う
に
座
っ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
も
、
行
き
先
な
ん

て
わ
か
ら
な
い
。
二
人
で
話
し
合
っ
て
決
め
れ
ば
い
い
？

そ
ん
な
の
、

ど
う
や
っ
て
お
願
い
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…
。

お
ば
あ
さ
ん
た
ち
は
、
怒お

こ

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
悲

し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ズ
オ
は
二
人
と
目
が
合
う
の
が
怖こ

わ

く
て
、

う
つ
む
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
に
、
目
も
つ
ぶ
っ
た
。

電
車
は
走
る

重し
げ

松ま
つ

清き
よ
し

510

252

て
誰
か
に
踏ふ

み
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
正
し
さ
」
も
、
き
っ
と
そ
こ

に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
「
正
し
さ
」
は
ど
こ
に
あ
る
？

そ
し

て
、
そ
れ
は
誰
の
「
正
し
さ
」
と
衝

し
ょ
う

突と
つ

し
て
、
誰
の
「
正
し
さ
」
と
手

を
取
り
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

〈
出
典
『
き
み
の
町
で
』
／
絵
・
水み

ず

谷た
に

有ゆ

里り

〉

し
さ
」
と
は
一い

っ

致ち

し
な
い
。
な
ん
と
な
く
決
ま
っ
て
い
る
「
み
ん
な
の

正
し
さ
」（
そ
れ
を
「
常
識
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し

さ
」
が
は
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
、
あ
る
。

電
車
は
走
る
。
数
え
き
れ
な
い
「
正
し
さ
」
は
、
す
れ
違ち

が

っ
た
り
ぶ

つ
か
り
合
っ
た
り
し
な
が
ら
、
電
車
に
揺ゆ

ら
れ
て
い
る
。
床ゆ

か

に
転
が
っ

【
著
者
】
重
松
清
（
し
げ
ま
つ
き
よ
し
）

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
―

作
家
。
岡
山
県
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
ナ
イ
フ
』『
エ
イ
ジ
』『
ビ
タ
ミ
ン
Ｆ
』
な
ど

	
	

登
場
人
物
の
中
で
、
最
も
共
感
で
き
る
人
物
を
選
ん
で
交
流
し
よ
う
。

	
	

カ
ズ
オ
の
「
た
だ
じ
っ
と
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
眠ね

む

っ
た
ふ
り
を
す
る
。」（
253
ペ
ー
ジ
・
上
9
行
め
）
と
同
じ
よ
う

な
行
動
描び

ょ
う

写し
ゃ

を
探
し
て
、
そ
の
と
き
の
人
物
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

行
動
描
写

	
	

松
葉
づ
え
を
つ
い
た
お
姉
さ
ん
は
、
感
謝
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
交
流
し
よ

う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

語
り
手
・
視
点

123

「読み方」
図解例

資
料
編

読
書
の
広
場

5

257 電車は走る

読
書
の
広
場
・
小
説
「
電
車
は
走
る
」

読
書
の
広
場
・
小
説
「
電
車
は
走
る
」

カ
ズ
オ
は
電
車
の
中
に
い
る
。
ロ
ン
グ
シ
ー
ト
の
席
に
座す

わ

っ
て
、

さ
っ
き
か
ら
胸
を
ド
キ
ド
キ
さ
せ
て
。

目
の
前
に
、
二
人
の
お
ば
あ
さ
ん
が
立
っ
て
い
る
。

席
を
譲ゆ

ず

ら
な
く
ち
ゃ

―
。
で
も
、
カ
ズ
オ
が
立
ち
上
が
っ
て
も
、

シ
ー
ト
に
は
一
人
分
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
空
か
な
い
。
お
ば
あ
さ
ん
二
人

の
う
ち
、
座
れ
る
の
は
一
人
だ
け
だ
。

年
を
と
っ
て
い
る
ほ
う
の
お
ば
あ
さ
ん
に
声
を
か
け
よ
う
か
。
だ
け

ど
、
若
く
見
え
る
お
ば
あ
さ
ん
は
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
。
遠
く

の
駅
ま
で
乗
る
ほ
う
に
座
っ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
も
、
行
き
先
な
ん

て
わ
か
ら
な
い
。
二
人
で
話
し
合
っ
て
決
め
れ
ば
い
い
？

そ
ん
な
の
、

ど
う
や
っ
て
お
願
い
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…
。

お
ば
あ
さ
ん
た
ち
は
、
怒お

こ

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
悲

し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ズ
オ
は
二
人
と
目
が
合
う
の
が
怖こ

わ

く
て
、

う
つ
む
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
に
、
目
も
つ
ぶ
っ
た
。

電
車
は
走
る

重し
げ

松ま
つ

清き
よ
し

510

252

て
誰
か
に
踏ふ

み
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
正
し
さ
」
も
、
き
っ
と
そ
こ

に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
「
正
し
さ
」
は
ど
こ
に
あ
る
？

そ
し

て
、
そ
れ
は
誰
の
「
正
し
さ
」
と
衝

し
ょ
う

突と
つ

し
て
、
誰
の
「
正
し
さ
」
と
手

を
取
り
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

〈
出
典
『
き
み
の
町
で
』
／
絵
・
水み

ず

谷た
に

有ゆ

里り

〉

し
さ
」
と
は
一い

っ

致ち

し
な
い
。
な
ん
と
な
く
決
ま
っ
て
い
る
「
み
ん
な
の

正
し
さ
」（
そ
れ
を
「
常
識
」
と
呼
ぶ
）
か
ら
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し

さ
」
が
は
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
、
あ
る
。

電
車
は
走
る
。
数
え
き
れ
な
い
「
正
し
さ
」
は
、
す
れ
違ち

が

っ
た
り
ぶ

つ
か
り
合
っ
た
り
し
な
が
ら
、
電
車
に
揺ゆ

ら
れ
て
い
る
。
床ゆ

か

に
転
が
っ

【
著
者
】
重
松
清
（
し
げ
ま
つ
き
よ
し
）

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
―

作
家
。
岡
山
県
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
ナ
イ
フ
』『
エ
イ
ジ
』『
ビ
タ
ミ
ン
Ｆ
』
な
ど

登
場
人
物
の
中
で
、
最
も
共
感
で
き
る
人
物
を
選
ん
で
交
流
し
よ
う
。

カ
ズ
オ
の
「
た
だ
じ
っ
と
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
眠ね

む

っ
た
ふ
り
を
す
る
。」（
253
ペ
ー
ジ
・
上
9
行
め
）
と
同
じ
よ
う

な
行
動
描び

ょ
う

写し
ゃ

を
探
し
て
、
そ
の
と
き
の
人
物
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

行
動
描
写

松
葉
づ
え
を
つ
い
た
お
姉
さ
ん
は
、
感
謝
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
交
流
し
よ

う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

語
り
手
・
視
点

123

「読み方」
図解例

資
料
編

読
書
の
広
場

5

257 電車は走る

15 この教科書の使い方
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「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
で
は
、

冒
頭
に
「
学
習
の
流
れ
」
を
示
す
こ
と
で
、
学
び
の

ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

資
料
編
に
は
、
授
業
や
自
学
自
習
で
活
用
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。「
読
書
の
広
場
」
に
掲
載
し
た
教
材
で
は
、
本
編

で
学
習
し
た
「
読
み
方
」
が
活
用
で
き
ま
す
。



「
よ
く
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
考
え
る
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う

す
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
教
科
書
で
は
、
三
年
間
で
九
種
類
の

「
思
考
の
方
法
」
を
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

を
意
識
す
る
こ
と
で
、
考
え
る
糸
口
や
進
め

方
が
見
え
て
き
ま
す
。
発
想
す
る
と
き
、
別

の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
き
な
ど
に
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
な
方
法
を
加
え
た
り
、

い
く
つ
か
の
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
使
っ
た

り
す
る
の
も
効
果
的
で
す
。

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
書
き
出
し
、

つ
な
げ
た
り
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
で
、
ば

ら
ば
ら
な
も
の
の
中
に
新
た
な
意
味
が
浮
か

ん
で
き
ま
す
。
情
報
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と

が
思
考
の
基
礎
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
の

場
面
で
繰
り
返
し
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

「
今
か
ら
五
分
前
」
と
い
う
と
き
の
「
前
」
は
「
過
去
」

の
こ
と
で
す
が
、
も
う
過
ぎ
た
こ
と
な
の
だ
か
ら
「
後

ろ
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
も
「
五
分
後
」
は

「
未
来
」
で
す
。

あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
い
た
物
事
を
、
改
め
て
見
つ

め
る
こ
と
で
、
も
の
の
見
方
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
き
っ
か
け
が
「
問
い
」
で
す
。「
問
い
」
を
も
つ

こ
と
は
、
物
事
を
よ
り
多
く
の
面
か
ら
見
つ
め
、
深
く
考

え
る
た
め
の
第
一
歩
で
す
。

友
達
の
考
え
を
受
け
止
め
、
問
い
返
す
こ
と
で
、
実
り

あ
る
対
話
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
分
自
身
に
問
い
を

向
け
る
こ
と
で
、
説
得
力
の
あ
る
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
問
い
を
重
ね
て
探
究
す
る
こ
と
が
、
主
体
的
で

深
い
学
び
を
生
み
出
す
の
で
す
。

順
序
立
て
る

「
思
考
の
方
法
」

「
問
う
こ
と
」
か
ら
始
め
よ
う

「思考の方法」とはなにか

12
分
類
す
る

3
関
連
づ
け
る

4
多
角
的
に
見
る

5
理
由
づ
け
る

6
具
体
化
す
る

78
仮
定
す
る

9

う

と
ら

き

そ

く

解説動画
ワークシート

比ひ

較か
く

す
る

抽ち
ゅ
う
し
ょ
う象
化
す
る

16
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比
較
す
る

こ
の
一
覧
で
は
、「
思
考
の
方
法
」
を
手
助
け
す

る
チ
ャ
ー
ト
（
図
）
と
そ
の
使
い
方
の
例
を
説
明
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
に
合
っ

た
チ
ャ
ー
ト
を
用
い
て
情
報
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、

考
え
が
ま
と
め
や
す
く
な
り
ま
す
。

自
ら
問
い
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め

に
、「
思
考
の
方
法
」
と
チ
ャ
ー
ト
を
活
用
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

比較チャート

比較

順
序
立
て
る

ステップチャート

で
き
ご
と
③

で
き
ご
と
①

で
き
ご
と
②

できごとの順序や主張の構成などを並べて

整理する。

朝のリレー（24ページ）
スピーチ（111ページ）

「
思
考
の
方
法
」一
覧

分
類
す
る

物
事
を
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ

と
で
、
整
理
さ
れ
、
物
事
ど
う
し

の
関
係
性
が
わ
か
り
や
す
く
な
り

ま
す
。

分
類
す
る
と
き
は
観
点
を
明
確

に
し
ま
す
。

マトリックス（表）

Yチャート

紙面をＹの文字を使ってくぎり、それ

ぞれに観点を割り当てて分類する。

レポート（61ページ）

行と列ごとに観点を割り当てて分類す

る。

関
連
づ
け
る

あ
る
も
の
と
、
別
の
あ
る
も
の

と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
考
え
が
よ
り
確
か
に
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら

な
い
新
し
い
考
え
や
見
方
を
得
た

り
、
新
し
い
発
想
が
生
ま
れ
た
り

し
ま
す
。

イメージマップ

リンクチャート

二つ以上の事柄を並べ、結びつけて考

える。

観点①

観点②観点③

観点②観点①

観点Ａ

観点Ｂ

トピック

関連づける

順
序
を
整
理
し
た
り
、
並
べ
替か

え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内

容
の
ま
と
ま
り
や
全
体
の
流
れ
が

捉
え
や
す
く
な
り
、
考
え
を
整
理

で
き
ま
す
。

二
つ
以
上
の
も
の
を
互た

が

い
に
比

べ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
同
じ
と
こ

ろ
や
似
て
い
る
と
こ
ろ
、
違ち

が

う
と

こ
ろ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
点
で
比
べ
る
か
と

い
う
比
較
の
観
点
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
と
、
考
え
が
よ
り
詳く

わ

し
く

確
か
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

比較する項
こう

目
もく

を左右に並べて共通点や相
そう

違
い

点を考える。

中心にトピックを書き、そこから連想

する事
こと

柄
がら

を周りに広げて、関連を整理

する。

竜
りゅう

（34ページ）、字のない葉
は

書
がき

（84ページ）
詩（171ページ）、トロッコ（182ページ）意味と意図（196ページ）

随
ずい

筆
ひつ

（88ページ）

18 思考の方法 17
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具
体
化
す
る

仮
定
す
る

ロジックツリー

キャンディチャート

段が上がるごとに抽象的

になるよう整理する。

空中ブランコ乗りのキキ（76ページ）
少年の日の思い出（218ページ）

いくつかの具体例を、

「つまり〇〇だ。」とより

広い意味の言葉でまとめ

る。

一〇〇〇円の
価値を考える
（104ページ）

段が下がるごとに具体的

になるよう整理する。

抽象的な事柄について、

「例えば〇〇だ。」と具体

例をあげていく。

具
体
化

抽
象
化 具

体
例

具
体
例

具
体
例

ピラミッドチャート

具体例 具体例具体例

結果の予測

どうなる

仮定 根拠

もし、～なら なぜなら

主張、考え、まとめなど

主張、考え、まとめなど
抽
象
化

具
体
化

理
由
づ
け
る

多
角
的
に
見
る

別
の
視
点
か
ら
物
事
を
考
え
て

み
ま
す
。

同
じ
物
事
に
つ
い
て
も
、
ど
の

立
場
や
視
点
か
ら
見
る
か
に
よ
っ

て
、
別
の
意
味
や
価
値
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

バタフライチャート

フィッシュボーン

クラゲチャート

考え

理由 理由

理由

理由

理由

クラゲの胴体に考えや主張を書き、足

にその理由や根拠を書く。

クジラの飲み水（54ページ）

ト
ピ
ッ
ク

視点①

意見①

視点②

意見②

視点③

中骨

小骨

ト
ピ
ッ
ク

頭

竹取物語（130ページ）

チョウの胴
どう

体
たい

にトピックを書き、左右

の羽に異なる立場の意見をそれぞれ書

く。

考
え
や
主
張
に
つ
い
て
、
理
由

や
根こ

ん

拠き
ょ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
確
か
さ
を
検
証
し

た
り
、
説
得
力
を
高
め
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
具
体

的
な
例
を
示
す
こ
と
で
、
考
え

が
は
っ
き
り
し
、
誰だ

れ

で
も
確
か

め
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
な

り
ま
す
。

い
く
つ
か
の
具
体
例
に
つ
い

て
、
共
通
す
る
要
素
や
性
質
を

抜ぬ

き
出
し
て
ま
と
め
る
こ
と
で
、

中
心
と
な
る
も
の
を
把は

握あ
く

し
て
、

考
え
を
整
理
で
き
ま
す
。

実
際
に
あ
る
も
の
と
は
違ち

が

っ
た
場
合
を

想
定
す
る
こ
と
で
、
見
方
を
広
げ
た
り
、

今
あ
る
も
の
の
よ
さ
や
意
味
、
効
果
な
ど

を
確
か
め
た
り
で
き
ま
す
。

抽ち
ゅ
う

象し
ょ
う

化
す
る

チャートの左側には、

仮定を、まん中には、

その仮定に基
もと

づいた結

果を予測して書く。右

側には、予測の根拠を

書く。
魚の頭にトピックや課題を書き、中骨

にそのトピックを考える際の視点を、

小骨に具体的な事
こと

柄
がら

を書く。
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「
比
較
」「
分
類
」「
具
体
化
」「
抽
象
化
」
な
ど
、
情
報
を
整
理
し
、
自
分
の
考

え
を
形
づ
く
る
た
め
の
「
思
考
の
方
法
」
を
９
種
類
取
り
上
げ
ま
し
た
。 そ

れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
に
つ
い
て
、
解
説
動
画
と

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
の
内
容
と
、
思
考
を
可
視
化
す
る
の
に
便
利
な

チ
ャ
ー
ト
（
図
）
の
一
覧
を
折
り
込
み
で
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
の
内
容
と
、
思
考
を
可
視
化
す
る
の
に
便
利
な

チ
ャ
ー
ト
（
図
）
の
一
覧
を
折
り
込
み
で
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
の
内
容
と
、
思
考
を
可
視
化
す
る
の
に
便
利
な

チ
ャ
ー
ト
（
図
）
の
一
覧
を
折
り
込
み
で
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
考
の
方
法
」
の
内
容
と
、
思
考
を
可
視
化
す
る
の
に
便
利
な

チ
ャ
ー
ト
（
図
）
の
一
覧
を
折
り
込
み
で
示
し
ま
し
た
。



目
標

グループディスカッション

あるテーマについて、異なる立場や考えの人たち
が少人数で意見を交換すること。

少
人
数
で
話
し
合
う
「
グ
ル
ー
プ
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
、
考
え
を
広
げ
た
り

深
め
た
り
す
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。

話
し
合
い
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
、「
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る
」

た
め
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
に
つ
い
て

学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

◎
話
題
や
展
開
を
捉と

ら

え
な
が
ら
話
し
合
い
、
互た

が

い
の
発

言
を
結
び
つ
け
て
考
え
を
ま
と
め
る
。

○
必
要
に
応
じ
て
記
録
し
た
り
質
問
し
た
り
し
な
が
ら

話
の
内
容
を
捉
え
、
共
通
点
や
相そ

う

違い

点
な
ど
を
ふ
ま

え
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

グループ
ディスカッション

話
題
や
展
開
に
そ
っ
て

話
し
合
い
を
つ
な
げ
る

学
び
を
振
り
返
る

話
し
合
い
で
の
発
言
を
振
り
返
る

3
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
す
る

2
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
見
つ
け
る

1 学
習
の
流
れ

ふ

5
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次
の
話
し
合
い
記
録
か
ら
、「
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る
」
た
め
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」

を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
太
字
の
発
言
の
は
た
ら
き
や
効
果
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
見
つ
け
る

1
石
原
「
竜
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
、
何
が
い
い
か
な
？

野
村

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
だ
か
ら
、
物
語
の
内
容
が
ぎ
ゅ
っ
と
つ
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
の
が
い
い
ね
。

松
山

そ
う
だ
ね
！

田
中

じ
ゃ
あ
、「
竜
の
子
三
太
郎
」
な
ん
て
ど
う
か
な
。

野
村

シ
ン
プ
ル
で
い
い
ね
！

そ
ん
な
感
じ
で
ど
ん
ど
ん
ア
イ

デ
ア
を
出
し
て
い
こ
う
。

松
山

野
村
さ
ん
が
考
え
る
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
？

野
村
「
気
弱
な
神
様
の
話
」
と
か
は
ど
う
か
な
。

石
原

ど
う
し
て
？

野
村

だ
っ
て
、
主
人
公
の
性
格
が
わ
か
る
し
、
な
に
よ
り
読
ん

で
み
た
く
な
る
か
な
と
思
っ
た
か
ら
。

松
山

あ
あ
、
い
い
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
だ
ね
。

◇◆☆

田
中

な
る
ほ
ど
ね
。
で
も
、
他
に
は
な
い
か
な
あ
。
ま
だ
意
見

を
言
っ
て
い
な
い
石
原
さ
ん
の
案
は
？

石
原

何
か
謎な

ぞ

め
い
て
い
る
の
が
い
い
な
あ
。

野
村

そ
れ
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
？

石
原

野
村
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ
う
な
、
読
ん
で
み
た
く
な
る

工く

夫ふ
う

を
も
っ
と
し
た
い
な
と
思
っ
た
の
。
物
語
の
終
わ
り

方
も
不
思
議
な
感
じ
だ
し
ね
。

松
山

あ
あ
、
最
後
の
場
面
が
使
え
そ
う
だ
よ
ね
。

野
村

確
か
に
そ
う
だ
ね
。

田
中

そ
し
た
ら
、「
神
様
も
悪
く
な
い
」
に
し
よ
う
よ
。

石
原

あ
！

そ
れ
す
ご
く
い
い
ね
。

松
山

う
ん
う
ん
、
物
語
の
内
容
が
つ
ま
っ
て
い
る
し
、
読
ん
で

み
た
く
な
る
ね
。

野
村

い
い
と
思
う
！

…

◆

★◇

「
竜
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
考
え
よ
う

テ
ー
マ

「話す・聞く」
動画
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各
学
年
の
第
１
単
元
に
「
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を

設
け
ま
し
た
。
話
し
合
い
の
方
法
を
学
年
の
は
じ
め
に
学
習
す
る

こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
用
で
き
ま
す
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
で
は
、

冒
頭
に
「
学
習
の
流
れ
」
を
示
す
こ
と
で
、
学
び
の
ス
テ
ッ

プ
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
を
使
っ
て
、「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
教
材
に
お
け
る
活
動
を
具
体

的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く

項
目
を
含
む
も
の
で
す
。



◎「
竜
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
考
え
よ
う
。

◎
教
科
書
の
表
紙
の
絵
の
タ
イ
ト
ル
を
考
え
よ
う
。

◎
文
化
祭
の
出
し
物
は
何
が
よ
い
か
。

◎
も
し
も
有
名
人
の
特
別

授
業
が
一
時
間
だ
け
受

け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

誰だ
れ

を
招
き
た
い
か
。

提
案
提
案

ア
イ
デ
ア
を
出
す

▪例「
じ
ゃ
あ
、…
…
は
ど
う
か
な
」

▪例「
私
は
、
…
…
が
い
い
な
」

◇

質
問
質
問

理
由
を
問
い
か
け
る

▪例「
ど
う
し
て
？
」

▪例「
な
ぜ
反
対
な
の
か
な
？
」

☆

確
認
確
認

か
く
か
く

に
ん
に
ん

発
言
内
容
を
確
か
め
る

▪例「
…
…
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

▪例「
例
え
ば
何
？
」

★

促
し
促
し

う
な
が

う
な
が

相
手
の
発
言
を
促
す

▪例「
○
○
さ
ん
は
ど
う
？
」

▪例「
…
…
に
つ
い
て
意
見
は
あ
る
？
」

◆

テーマ例

話
し
合
い
を
「
つ
な
げ
る
」（
一
年
）

提
案

「
じ
ゃ
あ
、
…
…
は
ど
う
か
な
」

確
認

「
…
…
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

質
問

「
ど
う
し
て
？
」

促
し

「
〇
〇
さ
ん
は
ど
う
？
」

話
し
合
い
を
「
深
め
る
」（
二
年
）

反
論

「
で
も
、
…
…
」

理
由
づ
け
「
だ
っ
て
…
…
だ
か
ら
」

受
容

「
…
…
は
わ
か
る
よ
」

言
い
換
え
「
そ
れ
っ
て
、
…
…
だ
よ
ね
」

話
し
合
い
を
「
計
画
的
に
進
め
る
」（
三
年
）

計
画

「
話
し
合
う
順
番
は
…
…
」

展
開

「
次
は
、
…
…
に
つ
い
て
話
そ
う
」

軌き

道ど
う

修
正
「
話
を
元
に
戻も

ど

そ
う
よ
」

整
理

「
意
見
を
ま
と
め
る
と
…
…
」

＊
う
な
ず
く
、
相
づ
ち
を
う
つ
、
顔
を
向
け
る
な

ど
、
相
手
が
話
し
や
す
い
聞
き
方
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

こ
の
教
科
書
に
出
て
く
る

「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
と
発
言
例

次
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
意
識
し
て
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
す
る

2

38
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八
人
一
組
に
な
っ
て
、
四
人
が
話
し
合
っ
て
い

る
間
、
残
り
の
四
人
は
話
し
合
い
を
観
察
し
ま
す
。

話
し
合
い
の
様
子
を
録
画
し
た
も
の
を
見
直
す
方

法
も
あ
り
ま
す
。

話
し
合
い
の
中
で
効
果
的
だ
っ
た
発
言
と
発
言

者
を
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
。

発言メモの例

発
言
メ
モ
を
参
考
に
、
具
体
的
な
発
言
に
着
目
し
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

観
点
話
し
合
い
の
中
か
ら
効
果
的
な
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
見
つ
け
ら
れ
た
か
。

○
ど
の
よ
う
な
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
が
出
て
き
た
か
。

○
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る
た
め
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
の
う
ち
、
特
に
効
果
的
だ
っ
た

の
は
ど
れ
か
。

話
題
や
展
開
に
そ
っ
て
話
し
合
い
を
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
か
、
自

分
の
言
葉
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

提
案
・
確
認
・
質
問
・
促
し

話
し
合
い
で
の
発
言
を
振ふ

り
返
る

3
学
び
を
振
り
返
る

発
言

発
言
者

こ
つ

効
果

じ
ゃ
あ
、「
竜
の
子
三
太
郎
」

な
ん
て
ど
う
か
な
。

田
中

提
案

こ
こ
か
ら
ア
イ
デ
ア
が
出
始
め

た
。

ど
う
し
て
？

石
原

質
問

考
え
の
理
由
が
は
っ
き
り
し
た
。

あ
あ
、
最
後
の
場
面
が
使
え
そ

う
だ
よ
ね
。

松
山

ア
イ
デ
ア
を
出
す
き
っ
か
け
に

な
っ
た
。

「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
と
そ
の
効
果
は
、
話
し

合
い
後
に
記
入
し
ま
し
ょ
う
。
全
て
の
発
言
に

つ
い
て
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
自
分
で
見
つ
け
た
こ
つ
も
書
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

国

語

グ
ル
ー
プ
新
聞
（
Ｐ
222
）

生

活

他
教
科
や
委
員
会
・
部
活
な
ど
で
話
し

合
い
を
す
る
場
面

「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
意
識
し
な
が
ら
話
し
合

い
、
考
え
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
す
る
の
に
グ

ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

生
か
そ
う

参考資料

1015
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話
し
合
い
の
質
を
高
め
る
た
め
の
「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
を
、

３
年
間
の
系
統
性
を
意
識
し
て
配
列
し
ま
し
た
。

教
材
の
最
後
に
は
、「
振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
確
認
し
な
が
ら
学
習

を
振
り
返
る
機
会
を
設
け
ま
し
た
。
身
に
つ
い
た
力
を
自
分
で
診
断
・
評

価
し
、
次
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。



一
〇
〇
〇
円
分
の
買
い
物
を
す
る
と
き
、
商
品
と
引
き
替か

え

に
一
〇
〇
〇
円
を
支し

払は
ら

う
。
こ
の
と
き
使
う
一
〇
〇
〇
円
札
を

一
枚
作
る
の
に
か
か
る
製
造
費
が
い
く
ら
か
知
っ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
な
ん
と
約
一
八
円
で
、
重
さ
は
約
一
グ
ラ
ム
ほ
ど
だ
。

ま
た
、
一
〇
〇
〇
円
を
一
〇
〇
円
玉
一
〇
枚
で
支
払
う
こ
と

も
あ
る
。
一
〇
〇
円
玉
一
枚
あ
た
り
の
製
造
費
は
約
五
円
で
、

一
〇
枚
分
だ
と
約
五
〇
円
、
重
さ
は
約
五
グ
ラ
ム
な
の
で
一
〇

枚
分
だ
と
約
五
〇
グ
ラ
ム
に
な
る
。
表
の
よ
う
に
、
一
〇
円
玉

で
の
製
造
費
を
考
え
る
と
約
一
三
〇
〇
円
で
、
重
さ
は
約
五
〇

〇
グ
ラ
ム
に
な
る
。
更さ

ら

に
、
一
円
玉
で
は
、
製
造
費
は
約
三
〇

〇
〇
円
、
重
さ
は
約
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
な
る
。

同
じ
一
〇
〇
〇
円
な
の
に
、
製
造
費
も
重
さ
も
み
ご
と
に
ば

八や

木ぎ

陽よ
う

子こ

◎
文
章
の
要
旨
を
捉
え
、
筆
者
の
考
え
に
対
し

て
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

○
文
章
の
構
成
や
展
開
を
も
と
に
、
筆
者
の
表

現
の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
る
。

目
標

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

それぞれの貨
か

幣
へい

1000円分の製造費と重さ

数 製造費 重さ

1000円札 １枚 約18円 約1グラム

100円玉 10枚
1枚約5円
10枚で約50円

1枚約5グラム
10枚で約50グラム

10円玉 100枚
1枚約13円
100枚で約1300円

1枚約5グラム
100枚で約500グラム

1円玉 1000枚
1枚約3円
1000枚で約3000円

1枚約1グラム
1000枚で約1キログラム

510
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1

漢

塊か
た
ま
り

18

意
祖
先
↓
類		

先
祖

ら
ば
ら
だ
。
一
〇
〇
〇
円
札
は
た
だ
の
紙
だ
し
、
一
〇
〇
円
玉
や
一
〇
円
玉
は
金
属
の
塊
で
あ
る
。

一
〇
〇
〇
円
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
一
〇
〇
〇
円
札
は
約
一
八
円
で
作
れ
る

の
に
、
な
ぜ
一
〇
〇
〇
円
の
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
〇
〇
〇
円
の
製
造
費
や
重
さ
が
同
じ
で

は
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
と
て
も
不
思
議
だ
。

一
〇
〇
〇
円
と
い
う
日
本
円
の
価
値
は
、
国
（
日
本
）
が
保
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
信

用
し
て
い
る
人
々
が
価
値
を
認
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
一
〇
〇
〇
円
分
の
買
い
物
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

現
在
使
っ
て
い
る
お
金
の
本
当
の
姿
を
ひ
と
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
紙
や
金
属
の
塊
で
は
な
く
、

「
信
用
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
紙
や
金
属
で
で
き
た
お
金
に
は
じ
め
か
ら
信
用
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、

お
金
が
信
用
に
な
っ
た
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

ま
だ
お
金
が
存
在
し
な
か
っ
た
古
代
の
人
々
は
、
自
分
が
欲
し
い
も
の
と
自
分
の
持
ち
物
を
取
り

替
え
る
物
々
交
換
で
生
活
し
て
い
た
。
魚
が
食
べ
た
い
と
き
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
肉
と
誰
か
が

持
っ
て
い
る
魚
を
交
換
し
て
手
に
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
肉
や
魚
が
腐く

さ

る
前
に
交
換
を
す
る
の
は

大
変
だ
し
、
交
換
相
手
を
探
す
の
に
も
苦
労
す
る
。
ま
た
、
大
き
い
肉
と
小
さ
い
魚
し
か
な
い
場
合

は
、
交
換
が
成
立
し
な
か
っ
た
。

物
々
交
換
が
不
便
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
古
代
の
人
々
は
、
物
と
物
で
は
な
く
、
物
と
米
、

布
、
塩
な
ど
を
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
、
布
、
塩
な
ど
は
肉
や
魚
に
比
べ
て
腐
り
に
く
く
、

運
ぶ
の
も
簡
単
だ
。
こ
れ
ら
が
、
現
在
の
お
金
の
祖
先
に
あ
た
る
が
、
ど
れ
も
耐た

い

久き
ゅ
う

性
に
問
題
が
あ

51015
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各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て

主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お

く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

一
〇
〇
〇
円
札
一
枚
あ
た
り
の
製
造
費
は
約
一
八
円
な
の
に
、
な
ぜ
一
〇
〇
〇
円

の
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
著
者
が
、

お
金
の
歴
史
と
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
価
値
に
つ
い
て
考
え
た
新
教
材
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。



る
。そ

こ
で
耐た

い

久き
ゅ
う

性
が
あ
る
金
属
で
お
金
を
造
ろ
う
と
、
世
界
各
地
で
金き

ん

、
銀
、
銅
な
ど
に
よ
る
貨か

幣へ
い

が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
は
、
飛あ

す
か鳥

時
代
に
富ふ

本ほ
ん

銭せ
ん

が
造
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
は
、
和わ

同ど
う

開か
い

珎ち
ん

、
寛か

ん

永え
い

通つ
う

宝ほ
う

が
有
名
で
あ
る
。
丈
夫
に
な
っ
た
一
方
で
、
重
く
て
持
ち
運
び
が
大
変
な
う
え
に
、

盗
ま
れ
る
危
険
も
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
、
鋳

ち
ゅ
う

造ぞ
う

貨
幣
の
売
買
を
行
う
両

り
ょ
う

替が
え

商し
ょ
うが

い
た
。
た
だ
両
替
を
す
る
だ
け
で
は
も
う

か
ら
な
い
の
で
、
手
数
料
を
と
っ
て
、
手
形
（
預
か
り
証
）
を
発
行
し
、
人
々
が
鋳
造
貨
幣
を
持
ち

歩
く
不
便
さ
を
解
消
し
た
。
人
々
は
鋳
造
貨
幣
の
代
わ
り
に
こ
の
手
形
で
売
買
を
行
っ
た
。
手
形
を

両
替
商
に
持
っ
て
い
け
ば
い
つ
で
も
金き

ん

や
銀
な
ど
に
交
換
し
て
も
ら
え
た
の
で
、
人
々
は
安
心
し
て

手
形
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
こ
の
手
形
こ
そ
、
の
ち
の
紙
幣
だ
。
日
本
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
銀
行
が
両
替
商
の

仕
事
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
両
替

商
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
手
形
も
統
一
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
八
八
二
年
に
設
立

さ
れ
た
日
本
銀
行
で
、
国
内
共
通
の
紙
幣
が
発

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
の
紙
幣
は
、

ま
だ
両
替
商
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
い
つ
で

も
本
物
の
金き

ん

と
交
換
で
き
た
。

3
【
富
本
銭
】
六
八
三
年
頃
に
日
本
で

造
ら
れ
た
と
さ
れ
る
銅
で
で
き
た
貨

幣
。

3
【
和
同
開
珎
】
七
〇
八
年
に
日
本
で

造
ら
れ
た
と
さ
れ
る
銀
と
銅
で
で
き

た
貨
幣
。
日
本
で
最
初
の
流
通
貨
幣

と
い
わ
れ
て
い
る
。

4
【
寛
永
通
宝
】
一
六
三
六
年
か
ら
幕

末
ま
で
鋳
造
さ
れ
た
銅
や
鉄
な
ど
で

で
き
た
貨
幣
。

4

漢

丈じ
ょ
う

夫

5

漢

盗ぬ
す

む

6

漢

江え

戸

12

漢

引
き
継つ

ぐ

13

意
統
一

↔

対		

分ぶ
ん

裂れ
つ

14

意
設
立
↓
類		

創
立
・
創
設

︱左5
【
第
一
次
世
界
大
戦
】
三
国
同
盟

（
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
イ
タ

リ
ア
）
と
三
国
協
商
（
イ
ギ
リ
ス
・

フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
）
と
の
対
立
を

背
景
に
起
き
た
最
初
の
世
界
戦
争
。

一
九
一
八
年
に
ド
イ
ツ
の
降こ
う

伏ふ
く

で
協

商
国
側
の
勝
利
と
な
る
。

両替手形

510

15

100
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金き
ん

と
の
交
換
保
証
が
あ
る
し
く
み
の
こ
と
を
金
本
位
制
と
い
い
、
世
界
各
国
で
採
用
さ
れ
た
。
し

か
し
、
金き

ん

と
の
交
換
を
保
証
す
る
し
く
み
で
は
、
国
が
持
っ
て
い
る
金き

ん

の
量
以
上
の
お
金
を
作
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
金
山
が
あ
る
国
や
輸
入
量
が
盛
ん
な
国
が
有
利
に
な
り
、
そ
う
で

な
い
国
は
、
経
済
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

実
際
に
、
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
や
世
界
恐き

ょ
う

慌こ
う

が
起
こ
っ
て
欧
米
の
国
々
が
金き

ん

の
輸
出
を
停
止
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
で
も
金
本
位
制
を
廃は

い

止し

し
た
。

そ
し
て
、
金き

ん

の
量
と
は
無
関
係
に
、
日
本
銀
行
が
お
金
の
量
を
管
理
す
る
管
理
通
貨

制
度
に
移
行
し
た
。
管
理
通
貨
制
度
で
は
、
そ
の
国
の
政
治
や
経
済
の
状

じ
ょ
う

況き
ょ
うに

よ
っ

て
お
金
の
価
値
が
決
ま
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
日
本
の
お
金
＝
日
本
の
金き

ん

」
で
は
な

く
、「
日
本
の
お
金
＝
日
本
の
信
用
」
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
お
金
は
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
な
が
ら
、
信
用
に
基
づ
く
売
買
を

支
え
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
金き

ん

や
銀
、
貨
幣
な
ど
の
「
物
」
と
の
交
換
で
取
引
が
成

り
立
ち
、
お
金
の
価
値
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
現
在
は
そ
の
よ
う
な

感
覚
を
得
に
く
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

近
年
は
、
現
金
を
使
わ
ず
に
お
金
を
支し

払は
ら

う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
普
及
し
て

い
る
。
あ
な
た
も
電
車
に
乗
る
と
き
や
買
い
物
な
ど
で
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
日
本
で
は
、
将
来
的
に
支
払
い
の
八
〇
％
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
な
る
よ

う
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

5
【
世
界
恐
慌
】
一
九
二
九
年
十
月
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
株
価
が
大
暴
落
し
、

ア
メ
リ
カ
経
済
が
不
景
気
と
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
世
界
的
な
規
模
の
経
済

不
況
。

5

漢

欧お
う

米

15

漢

普ふ

及き
ゅ
う

代表的なキャッシュレス決済

【前払い】
電子マネー

【即時払い】
デビットカード

【後払い】
クレジットカード

あらかじめお金をチャー
ジして使う。交通系と
流通系がある。商品券
や図書カードも前払い
である。

利用と同時に、登録
している銀行口座か
ら利用額が引き落と
される。

カード保有者の信用
（=クレジット）に
よって、後払いで決
済する。

【モバイルウォレット】
スマートフォンを用いた支払い方法で、クレジットカードやデビッ
トカード、ICカードなどとスマートフォンを連

れん

携
けい

させることで、上
記の３つのいずれの決済方法にもなりうる。非接

せっ

触
しょく

型
がた

と二次元コー
ド型があり、スマートフォンをかざすだけで支払いができる。

5
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固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
に
は
脚
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。

適
宜
、
図
表
を
用
い
て
情
報
を
補
い
ま
し
た
。



消
費
者
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
主
に
三
つ
あ
る
。

ま
ず
、
財
布
を
持
た
ず
に
買
い
物
が
で
き
る
こ
と
だ
。

大
金
を
持
ち
歩
く
必
要
が
な
い
か
ら
安
心
だ
。
次
に
、

支し

払は
ら

い
管
理
が
簡
単
な
こ
と
だ
。
家か

計け
い

簿ぼ

ア
プ
リ
な

ど
と
連
動
す
れ
ば
、
自
動
で
何
に
い
く
ら
使
っ
た
の

か
が
す
ぐ
に
わ
か
る
。
そ
し
て
、
紛
失
や
盗
難
時
の

被ひ

害が
い

が
減
る
こ
と
だ
。
現
金
は
な
く
し
た
ら
終
わ
り

だ
が
、
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
条
件
し
だ
い
で
全
額
戻
っ

て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
知

る
と
、
支
払
い
は
積
極
的
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

を
選せ

ん

択た
く

す
る
べ
き
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
な
い

で
ほ
し
い
。
ま
ず
、
お
金
を
使
っ
た
感
覚
が
薄
れ
る

の
で
無
駄
使
い
し
や
す
い
。
そ
し
て
、
対
策
を
し
て
い
て
も
情
報
流
出
に
よ
る
不
正
利
用
の
被
害
は

な
く
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
災
害
時
な
ど
に
機
械
が
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
は
慎し

ん

重ち
ょ
うに
な
る
べ
き
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

デ
メ
リ
ッ
ト
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
決
め
た
金
額
だ
け
チ
ャ
ー
ジ
し
た
り
、
使
え
る
限
度
額
を
設
定

し
た
り
し
て
利
用
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
災
害
な
ど
の
緊き

ん

急き
ゅ
う

時
に
備
え
て
現
金
を
持
っ
て
お
く
こ
と

2

音

財さ
い

布

6

漢

紛ふ
ん

失

8

漢

戻も
ど

る

13

漢

薄う
す

れ
る

10

意
積
極
的

↔

対		

消
極
的

「キャッシュレス支払い額および決済比率の推移」（経済産業省）より

コード決済

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

電子マネーデビットクレジット 支払い比率

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
（％） （兆円）

（年）

18.2
20.0 21.3

24.1
26.8

29.7
32.5

15
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102
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も
大
切
だ
。

そ
し
て
、
買
い
物
を
す
る
際
は
も
う
一
度
お
金
の
価
値
を
考
え
直
し
て
み
よ
う
。
一
〇
〇
〇
円
あ

れ
ば
一
〇
〇
〇
円
分
の
買
い
物
が
で
き
る
の
は
確
か
だ
が
、
最
終
的
に
大
切
な
の
は
、
自
分
自
身
が

考
え
る
価
値
だ
。
だ
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
も
の
な
の
か
、
欲
し
い
も
の
な
の
か
を

判
断
す
る
自
分
な
り
の
基
準
や
ル
ー
ル
を
も
っ
て
ほ
し
い
。
ど
ん
な
買
い
物
で
も
、
そ
れ
が
自
分
の

生
活
や
人
生
に
と
っ
て
、
本
当
に
価
値
が
あ
る
か
考
え
る
癖く

せ

を
つ
け
れ
ば
、
一
〇
〇
〇
円
で
買
っ
た

商
品
の
価
値
は
、
一
〇
〇
〇
円
以
上
の
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。

〈
出
典
『
10
歳
の
あ
な
た
に
伝
え
た
い

未
来
が
変
わ
る
お
金
の
教
科
書
』
を
書
き
改
め
た
も
の
〉

【
著
者
】
八
木
陽
子
（
や
ぎ
よ
う
こ
）

一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
）
年
―

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
。
東
京
都
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
10
歳
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い
お
金
の
心
得
』
な
ど

お
金
と
経
済
に
つ
い
て

学
ぶ

10
歳
か
ら
知
っ
て
お
き
た
い

お
金
の
心
得

八
木
陽
子

ゼ
ロ
か
ら
わ
か
る

知
ら
な

い
と
損
す
る
行
動
経
済
学

ポ
ー
ポ
ー
・
ポ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

値
段
が
わ
か
れ
ば
社
会
が
わ

か
る

徳と
く

田だ

賢け
ん

二じ

私

の

本

棚

新
出
漢
字

99

塊
▼

カ
イ

か
た
ま
り

100

丈
▼

ジ
ョ
ウ

た
け

100

盗
▼

ト
ウ

ぬ
す-

む

100

江
▼

コ
ウ

え

100

継
▼

ケ
イ

つ-

ぐ

101

欧
▼

オ
ウ

101

普
▼

フ

101

及
▼

キ
ュ
ウ

お
よ-

ぶ

お
よ-

び

お
よ-

ぼ
す

102

紛
▼

フ
ン

ま
ぎ-

れ
る

ま
ぎ-

ら
す

ま
ぎ-

ら
わ
す

ま
ぎ-

ら
わ
し
い

102

戻
▼
〈
レ
イ
〉

も
ど-

す

も
ど-

る

102

薄
▼

ハ
ク

う
す-

い

う
す-

め
る

う
す-

ま
る

う
す-

ら
ぐ

う
す-

れ
る

新
出
音
訓

102

財
▼

サ
イ

漢字

5
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適
宜
、
図
表
を
用
い
て
情
報
を
補
い
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
新
出
漢
字
を

繰
り
返
し
練
習
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
漢
字
ド
リ
ル
が

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
末
尾
に
は
「
私
の
本

棚
」
を
設
け
、
教
材
と
の
関
連
を
明
示
し
、

多
様
な
観
点
か
ら
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。



目標

具
体
化
す
る

1
一
〇
〇
〇
円
分
の
一
〇
〇
円
玉
、
一
〇
円
玉
、
一
円
玉
の
製
造
費
と
重
さ
を
比
べ
る
こ
と

で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。
98
ペ
ー
ジ
の
表
を
参
考
に
し
て
考
え
よ
う
。

2
「
お
金
が
信
用
に
な
っ
た
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
」（
99
ペ
ー
ジ
・
10
行
め
）
と
あ
る
。

お
金
が
信
用
に
な
っ
た
歴
史
の
流
れ
に
つ
い
て
、
101
ペ
ー
ジ
・
10
行
め
ま
で
の
内
容
を
ま
と

め
よ
う
。

3
「『
日
本
の
お
金
＝
日
本
の
信
用
』」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

を
ふ
ま
え
て
説
明
し
よ

う
。

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

読
み
を
深
め
る

2

具
体
的
な
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
互
い
の

考
え
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
り
や
す
い
。

一
〇
〇
〇
円
で
買
え
る
も
の
を
具

体
的
に
考
え
て
み
る
と
…
…
。

ど
れ
も
一
〇
〇
〇
円
で
買
え
た

と
し
て
、
同
じ
価
値
と
い
え
る

だ
ろ
う
か
。

◎
文
章
の
要
旨
を
捉
え
、
筆
者
の
考
え
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
。

○
文
章
の
構
成
や
展
開
を
も
と
に
、
筆
者
の
表
現
の
工
夫
に
つ
い
て
考
え
る
。

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

抽
象
化

具
体
化

■例
学
習
参
考
書

■例
ば
ら
の
花
束

■例
ケ
ー
キ
食
べ
放
題

■例
お
笑
い
ラ
イ
ブ
の
チ
ケ
ッ
ト

1000円で買えるもの

104
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学
び
を
広
げ
る

4
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
い
か
。
筆
者
の
主

張
を
参
考
に
、
理
由
づ
け
を
明
確
に
し
て
、
二
〇
〇
字
以
内
で
ま
と
め
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

5
「
最
終
的
に
大
切
な
の
は
、
自
分
自
身
が
考
え
る
価
値
だ
」（
103
ペ
ー
ジ
・
3
行
め
）
と
い

う
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
意
見
を
交
流
し
よ
う
。

具
体
化
す
る

●
「
一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉

で
ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

三
角
ロ
ジ
ッ
ク
・
お
金
の
価
値

自
分
の
考
え
を
深
め
る

学
び
を
振
り
返
る

あ
な
た
は
何
に
対
し
て
一
〇
〇
〇
円
以
上
の
価
値
を
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
日
常
生
活
の
中
か
ら
一
〇

〇
〇
円
で
買
え
る
も
の
を
探
し
、
自
分
が
考
え
る
価
値
に
つ
い
て
、
理
由
と
あ
わ
せ
て
話
し
合
お
う
。

接
頭
辞

メ
リ
ッ
ト
（m

e
rit

）
、
デ
メ
リ
ッ
ト

（dem
erit

）
は
英
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
長

所
・
利
点
」、「
短
所
・
欠
点
」
と
い
う
意
味
の

言
葉
で
、
否
定
を
表
す
「de

」
が
つ
く
こ
と
で

反
対
の
意
味
の
言
葉
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
あ
る
語
の
前
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
を

接
頭
辞
と
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
接
頭
辞
の
使

わ
れ
方
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
「
再
び
」
を
表
す
「re

」

use

　
　…
…
を
利
用
す
る

reuse

…
…
を
再
利
用
す
る

●
否
定
の
意
味
を
も
つ
「un

」

happy

　
　幸
せ
な

unhappy

不
幸
な

●
中
の
「im

（in

）」、
外
の
「ex

」

port

　
　港

im
port

輸
入
す
る

export

輸
出
す
る

接
頭
辞
は
他
に
も
た
く

さ
ん
あ
り
そ
う
！
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+α

目
標
を
確
か
め
て
、
学
習
の

見
通
し
を
も
ち
ま
す
。

主体的・対話的で深い学び ステップ

1

情
報
を
整
理
・確
認
し
て
、
文
章
の
内
容
や
構
成
を
つ
か
み
ま
す
。

自
学
自
習
に
も
対
応
し
た
課
題
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

文
章
を
詳
し
く
読
み
、
対
話
を
通
し
て

内
容
や
構
成
・表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

ステップ
2

ステップ

3

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
も
と
に
、

自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
し
ま
す
。

ステップ

4

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

ステップ

5

ス
テ
ッ
プ
１
〜
５
ま
で
の
学
習
を
活
用
し
て
取
り
組
み
、
学

び
を
更
に
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
は
、
見
開
き
で
丁
寧
に

学
習
過
程
を
示
し
ま
し
た
。
学
び
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
し
ま
す
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
に
関
連
し
て
学
習
で
き
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
読
み
の
方
略
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。☛

106
ペ
ー
ジ

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
と
関
連
づ
け
て
、
考
え
を
整
理

し
た
り
深
め
た
り
す
る
方
法
を

「
思
考
の
方
法
」
と
し
て
示

し
ま
し
た
。

「
読
む
こ
と
」
の

「
語
彙
を
豊
か
に
」
で
は
、
教
材
に
出
て
く

る
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
多
様
な
語
句
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。



｢

読
み
方
を
学
ぼ
う｣

は
、「
考
え
方
」「
学
び
方
」
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
用
で
き
ま
す
。
応
用
し
た
り
組
み
合

わ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
の
力
と
し
て
さ
ら
に
磨
き
上
げ
、

伸
ば
し
て
い
く
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

主張

積極的にキャッシュレス
決済を選

せん

択
たく

するべきだ。

理由づけ

・ 財布を持たずに買い物が
できるから。
・支払い管理が簡単だから。
・ 紛失や盗難時の被

ひ

害
がい

が減
るから。

事実

日本は将来的に支
し

払
はら

いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

主張

キャッシュレス化に
は慎
しん

重
ちょう

になるべきだ。 理由づけ

・ お金を使った感覚が薄れる
ので無駄使いしやすいから。
・ 不正利用の被害があるから。
・ 災害時などに機械が使えな
くなってしまう可能性があ
るから。

事実

日本は将来的に支払いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

同
じ
事
実

読み方を学ぼう
説明文の
基本構造詩の表現技法情景描写 行動描写要約

読書の広場266ページ「玄
げん

関
かん

扉
とびら

」、274ページ「この小さな地球の上で」

「
主
張
」
と
「
事
実
」
と
「
理
由

づ
け
」
を
区
別
し
、
こ
の
三
点
を
意

識
し
て
考
え
る
方
法
を
「
三
角
ロ
ジ

ッ
ク
」
と
い
い
ま
す
。

「
一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る
」

で
は
、「
日
本
の
お
金
＝
日
本
の
信

用
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し

た
あ
と
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に

つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
筆
者

独
自
の
主
張
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、
同
じ
事
実
を
も
と
に
し
な

が
ら
、
正
反
対
に
見
え
る
二
つ
の
主

張
を
示
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
。「
三
角
ロ
ジ
ッ
ク
」
で
確

か
め
ま
し
ょ
う
。

▼
主
張
と
事
実
と
理
由
づ
け
の
三
つ

を
区
別
す
る
こ
と
で
、
論
理
的
に

文
章
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

人物相関図語り手･視点

4

●「一〇〇〇円の価値を考える」における三角ロジックの例

「読み方」
解説動画▶

三角ロジック
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中
学
校
で
身
に
つ
け
た
い
読
み
の
方
略
を
、
３
年
間
で
22
種
類

設
定
。
国
語
科
の
学
習
の
み
な
ら
ず
、
他
教
科
や
日
常
生
活･

社
会
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
で
も
活
用
で
き
ま
す
。

各
学
年
の
巻
末
に
、
「
読
み
方
を

学
ぼ
う
」
の
一
覧
を
折
り
込
み
で

示
し
ま
し
た
。
既
習
の
図
解
を
見

直
し
、
繰
り
返
し
確
認
し
な
が
ら

活
用
で
き
ま
す
。

❶
説
明
文
の
基
本
構
造

❷
人
物
相
関
図

❸
行
動
描
写

❹
三
角
ロ
ジ
ッ
ク

❺
詩
の
表
現
技
法

❻
情
景
描
写

❼
要
約

❽
語
り
手
・
視
点

ク
ジ
ラ
の
飲
み
水

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

字
の
な
い
葉
書

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

そ
れ
だ
け
で
い
い

ト
ロ
ッ
コ

意
味
と
意
図

少
年
の
日
の
思
い
出

     ❶
人
物
設
定

❷
説
明
文
の
論
理
展
開

❸
想
像

❹
図
表
と
文
章

❺
物
語
の
転
換
点

❻
象
徴

❼
例
示

❽
心
情
把
握

セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

人
間
は
他
の
星
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
か

短
歌
の
世
界
／
短
歌
十
首

味
は
味
覚
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い

平
家
物
語

小
さ
な
手
袋

動
物
園
で
で
き
る
こ
と

走
れ
メ
ロ
ス

❶
回
想

❷
批
判
的
な
読
み

❸
省
略

❹
具
体
と
抽
象

❺
状
況
・
背
景

❻
反
復

握
手

間
の
文
化

俳
句
の
世
界
／
俳
句
十
句

フ
ロ
ン
規
制
の
物
語

お
く
の
ほ
そ
道

故
郷

１年２年３年

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
学
習
過
程
に
即
し
て
、
「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
を

設
け
、
文
章
を
正
確
に
読
み
解
き
、
深
く
読
み
味
わ
う
た
め
の
読
み
の

方
略
を
、
図
解
で
わ
か
り
や
す
く
示
し
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
動

画
に
よ
る
解
説
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

「読
み
方
」
を
活
用
で
き
る

「
読
書
の
広
場
」
の
教

材
へ
の
リ
ン
ク
を
示
し
ま
し
た
。

読み方を学ぼう 一覧

　文章を正確に読み解き、深く読み味わうための「技」や「こつ」を3年間で22種類示し
ました。応用したり組み合わせたりしながら、繰り返し、さまざまな場面で活用しましょう。

学年 読み方 教科書で取り上げた教材 こんなときに使える（一例）

❶	説明文の基本構造 クジラの飲み水
「間の文化」「フロン規制の物語」「私とは何か」な
どの説明的文章を読むとき

1
年

❷	人物相関図 空中ブランコ乗りのキキ 「握手」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❸	行動描写 字のない葉
は

書
がき 「握手」「故郷」「坊っちゃん」「おくのほそ道」など

の物語や小説、随筆を読むとき

❹	三角ロジック 一〇〇〇円の価値を考える 「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき

❺	詩の表現技法 それだけでいい
「言の森」「初恋」などの詩、短歌・俳句、物語や小
説を読むとき

❻	情景描写 トロッコ
「故郷」「おくのほそ道」「高瀬舟」などの物語や小説、
詩、随筆を読むとき

❼	要約 意味と意図
「間の文化」「見たいものだけ見る私たち」「虚と実」
などの説明的文章を読むとき

❽	語り手・視点 少年の日の思い出
「握手」「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を
読むとき

❶	人物設定 セミロングホームルーム
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「高瀬舟」などの物語
や小説を読むとき

❷	説明文の論理展開 人間は他
ほか

の星に住むこと
ができるのか

「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

2
年

❸	想像 短歌の世界／短歌十首
「言の森」「初恋」「故郷」「海を越えた故郷の味」な
どの詩、物語や小説、随想、短歌・俳句を読むとき

❹	図表と文章 味は味覚だけでは決まら
ない

「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき、
理科や社会科などの資料を読むとき

❺	物語の転換点 平家物語 「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❻	象徴 小さな手袋
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「線は、僕を描く」「初
恋」などの物語や小説、詩、短歌・俳句を読むとき

❼	例示 動物園でできること
「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

❽	心情把握 走れメロス 「握手」「故郷」などの物語や小説を読むとき

❶	回想 握手
「故郷」「高瀬舟」などの物語や小説、随筆、随想な
どを読むとき

3
年

❷	批判的な読み 間の文化
「フロン規制の物語」「私とは何か」などの説明的文
章を読むとき

❸	省略 俳句の世界／俳句十句
「おくのほそ道」「論語」「初恋」などの短歌・俳句、
詩、物語や小説を読むとき

❹	具体と抽象 フロン規制の物語
「間の文化」「『ありがとう』と言わない重さ」など
の説明的文章を読むとき

❺	状況・背景 おくのほそ道
「故郷」「論語」「海を越えた故郷の味」などの物語
や小説、随筆、随想、詩、短歌・俳句を読むとき

❻	反復 故郷
「握手」「高瀬舟」「初恋」などの物語や小説、詩、
短歌・俳句を読むとき

「読み方」
解説動画▶
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▼
批
判
的
に
読
む
と
、
筆
者
の
論

理
の
展
開
や
表
現
の
工
夫
を
捉

え
た
り
、
自
分
の
考
え
を
つ

く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

▼
状
況
や
背
景
を
ふ
ま
え
て
小

説
・
随
筆
を
読
む
と
、
よ
り
広

く
、
深
い
読
解
が
可
能
に
な
る
。

▼
省
略
の
技
法
を
理
解
し
、
想
像

で
余
白
を
補
う
と
、
俳
句
や
短

歌
が
よ
り
深
く
読
み
味
わ
え
る
。

▼
反
復
に
着
目
し
て
読
む
と
、
作

品
全
体
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」「
私
と
は
何
か
」

な
ど
の
説
明
的
文
章
を
読
む
と
き

●「
故
郷
」「
論
語
」「
海
を
越
え
た
故
郷

の
味
」
な
ど
の
物
語
や
小
説
、
随
筆
、

随
想
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を
読
む
と
き

●「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
論
語
」「
初
恋
」

な
ど
の
短
歌
・
俳
句
、
詩
、
物
語
や

小
説
を
読
む
と
き

●「
握
手
」「
高
瀬
舟
」「
初
恋
」
な
ど
の

物
語
や
小
説
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を

読
む
と
き

例

間
の
文
化

例

お
く
の
ほ
そ
道

例

俳
句
の
世
界
／
俳
句
十
句

例

故
郷

批
判
的
な
読
み

状
況
・
背
景

省
略

反
復

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

読み方を学ぼう 23年

読み方を学ぼう 53年

読み方を学ぼう 33年

読み方を学ぼう 63年

「『批判的に読む』とは」における批判的な読みの例

言
葉
に
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
二

つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。

挨
拶
の
言
葉
、
…
…

（
中
略
）

つ
ま
り
、他
人
な
し
に
は
存
在
し
な
い
道
具

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

こ
に
他
者
が
い
る
。

（
中
略
）

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

自
分
が
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

（
中
略
）

そ
こ
に
自
分
の
世
界
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
、

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

他
者
を
確
か
め
る
言
葉
と
、自
分
を
確
か

め
る
言
葉
と
、私
た
ち
が
も
つ
言
葉
に
は
二

つ
の
方
向
、二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

推
し
測
っ
て
読
む

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

話
題
の
選
択

推
し
測
っ
て
読
む

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

ででで
く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
用
い
方

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

あ
る
。

あ
る
。

あ
る
。

共
感

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

疑
問

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

論
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
か
。
か
。

全
て
に
あ
て
は
ま
る
の
か

「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
言
葉
」（
長お
さ

田だ

弘
ひ
ろ
し

）の
一
節

「俳句の世界」における省略の例

秋
つ
ば
め
包パ

オ

の
ひ
と
つ
に
赤
ん
坊

黒く
ろ

田だ

杏も
も

子こ

　
　

●秋つばめ➡季節は秋　　●つばめ➡長距離を旅する渡り鳥

●包➡場所はモンゴル　　●ひとつ➡他にもある

●赤ん坊➡人々が生活している

　新聞の記事や説明的文章を書くときなどには、事実を詳しく叙述する

ことが大切です。俳句は、その対極にあるような、省略の多い凝縮され

た表現ですが、俳句の中の言葉から読み取れることもたくさんあります。

　この句は、「秋つばめ」や「赤ん坊」に焦点化して描かれ、それ以外

の要素が省略されています。つまり、作者は、自身の心情を「秋つば

め」や「赤ん坊」に託しているのです。

　読者は、俳句の中の言葉から読み取ったことをもとに、省略されてい

ることを想像して補っていきます。そこから作者の感動や発見を再現し

ていくことに、俳句のおもしろさや味わい深さがあるのです。

●包の周りはどんな天気だろうか。

●包の周りには何があるのだろうか。

●包の中には他に何があるのだろうか。

●赤ん坊の周りに他の人はいるのだろうか。

●赤ん坊の家族はどんな生活をしているのだろうか。

作者の
感動や発見

「●「おくのほそ道」における状況・背景の例

うのはな〖卯の花〗〈名〉❶山野に生え、
生けがきなどにもする落葉低木。初夏
に、白い小さな花をつける。うつぎ。

【兼房】十
じゅう

郎
ろう

権
ごんの

頭
かみ

兼房。義
よし

経
つね

とともに
戦って戦死した老武士。

「
卯
の
花
」
の
色
と
「
兼
房
」
の

人
物
像
を
知
る
と
、
こ
の
句
の
意

味
を
よ
り
深
く
味
わ
え
る
。

卯う

の
花
に
兼か
ね

房ふ
さ

見
ゆ
る
し
ら
が
か
な

　
　

曾そ

良ら

①「卯の花」とはどんな花なのか、

　辞書などを引いて調べる。

（『例解新国語辞典 第十版』）

②「兼房」とはどんな人物なのか、

　教科書の脚注などで確認する。

③なぜ「しらが」なのか、考える。

白い「卯の花」から、この平泉の地で義経

とともに戦って死んだ老いた武士である兼

房の「しらが」（白髪）を思い浮かべてでき

た句であることがわかる。

「●「故郷」における反復の例

反復（2） 反復（1）

少年二人組の設定が反復される 風景の想起が反復される

「
そ
の
上
の
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の

丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。」

三
十
年
前
の
閏ル

ン

土ト
ー

と
「
私
」

現
在
の
水

シ
ュ
イ

生シ
ョ
ンと

宏ホ
ン

児ル

同じように仲よくなる二人である
が、前者の三十年後はどうなった
だろうか。そして、後者の将来は
どうなるのだろうか。

一度めに想起された風景と、二度
めに想起された風景とでは、どの
ような違いがあるだろうか。

「
紺こ

ん

碧ぺ
き

の
空
に
金
色
の
丸
い
月
が
か

か
っ
て
い
る
。」

握
手

フ
ロ
ン
規
制
の
物
語

回
想
と
は
、
自
分
が
経
験
し
た
過
去
の
で
き
ご
と
を
思
い
出
す
こ
と
で
す
。

小
説
の
中
の
時
間
は
、
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
回
想
と
い
う
か
た

ち
で
過
去
の
話
が
は
さ
み
込
ま
れ
る
な
ど
、
時
間
の
順
序
が
組
み
替
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

過
去
の
で
き
ご
と
を
効
果
的
に
は
さ
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
で
き

ご
と
を
意
味
づ
け
た
り
、
印
象
深
く
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
握
手
」
で
は
、
昔
の
思
い
出
が
、
ど
の
よ
う
に
現
在
の
話
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

語
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」

に
出
て
く
る
語
の
う
ち
、「
冷
蔵
庫
」
は
具
体
的
な
事
物
を
表
す
語
で
す
が
、

「
利
益
」「
損
失
」
は
概
念
を
表
す
抽
象
的
な
語
で
す
。

具
体
と
は
、
物
事
な
ど
を
明
確
な
形
や
内
容
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
抽
象

と
は
、
い
く
つ
か
の
事
物
や
頭
に
思
い
浮
か
べ
た
も
の
に
共
通
す
る
要
素
を
抜

き
出
し
て
示
し
た
も
の
で
す
。

読み方を学ぼう 13年

読み方を学ぼう 43年

回
想

具
体
と
抽
象

例

例

▼
回
想
に
注
意
し
て
で
き
ご
と
の

順
序
を
整
理
す
る
と
、
作
品
の

構
造
と
展
開
が
明
確
に
つ
か
め

る
。

▼
具
体
と
抽
象
を
意
識
し
て
読
む

と
、
文
章
の
内
容
を
よ
り
論
理

的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
故
郷
」「
高た
か

瀬せ

舟ぶ
ね

」
な
ど
の
物
語
や
小

説
、
随
筆
、
随
想
な
ど
を
読
む
と
き

●「
間
の
文
化
」「『
あ
り
が
と
う
』
と
言

わ
な
い
重
さ
」
な
ど
の
説
明
的
文
章

を
読
む
と
き

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

「●「握手」における回想の例

話の方向

上野公園の西洋料理店でのルロイ修道士と「私」の会話。

そして、それに続く上野駅での別れ。
現在

近い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

近い
過去

この「近い過去」
は約1年前の葬式
の話。

この「近い過去」は
「現在」からいえば
1年と少し前の話。

これらの「遠い過去」
は「私」の少年時代の
話。

入
園
時
の
握
手

ル
ロ
イ
修
道
士
の
て
の
ひ
ら

ル
ロ
イ
修
道
士
の
爪

天
使
園
か
ら
抜
け
出
し
た
事
件

…
…
な
ど

「
ま
も
な
く
一
周
忌
で
あ
る
。」

「
葬
式
で
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
と
き
、
…
…
」

地
球
は
太
古
の
時
代
か
ら
紫
外
線
を
吸

収
し
て
く
れ
る
「
オ
ゾ
ン
層
」
で
覆
わ

れ
て
お
り
、
地
球
上
の
生
物
は
、
紫
外

線
か
ら
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
…
…
フ

ロ
ン
が
放
出
す
る
「
塩
素
」
と
い
う
物

質
が
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
す
。

毒
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
燃
え
る
こ
と

が
な
い
の
で
非
常
に
安
全
で
、
し
か
も

値
段
が
安
い
と
い
う
特
長
が
あ
り
…
…
。

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
マ
ッ
ト
レ
ス
や
自

動
車
の
座
席
シ
ー
ト
、
断
熱
材
、
精
密

機
械
や
電
子
部
品
を
洗
う
た
め
の
洗
浄

剤
と
し
て
も
大
変
に
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

人
類
に
利
益
と
損
失
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

抽象

利益

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

抽象

損失

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

「●「フロン規制の物語」における具体と抽象の例

想
像

図
表
と
文
章

例
示

心
情
把
握

行
動
描
写

要
約

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

語
り
手
・
視
点

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

短歌の世界／短歌十首 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

味は味覚だけでは決まらない

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

動物園でできること 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

走れメロス

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

字のない葉
は

書
がき

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

意味と意図

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

一〇〇〇円の価値を考える

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

少年の日の思い出

「父」の行動描写

ふだんは見えない
「父」の内面・心情

ふだんの「父」

ふだんの様子との落差に着目しながら、次の行動描写
から「父」の内面や心情を推測する。
「何も言わなかった」
「はだしで表へとび出した」「声をあげて泣いた」
なぜこのような行動をとったのかを考えることで、
「妹」に対する「父」の心情を捉えることができる。

暗示

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
家
中
を
歩
き
回

り
、
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く

を
起
こ
し
て
…
…

小
さ
い
の
に
手
を
つ
け
る
と
叱し
か

る

父
も
、
こ
の
日
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。

茶
の
間
に
座
っ
て
い
た
父
は
、
は

だ
し
で
表
へ
と
び
出
し
た
。
防
火

用
水
桶お
け

の
前
で
、
痩や

せ
た
妹
の
肩

を
抱
き
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。

落
差

●「字のない葉書」における行動描写の例

主張

積極的にキャッシュレス
決済を選

せん

択
たく

するべきだ。

理由づけ

・ 財布を持たずに買い物が
できるから。

・支払い管理が簡単だから。
・ 紛失や盗難時の被

ひ

害
がい

が減
るから。

事実

日本は将来的に支
し

払
はら

いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

主張

キャッシュレス化に
は慎

しん

重
ちょう

になるべきだ。になるべきだ。 理由づけ

・ お金を使った感覚が薄れる
ので無駄使いしやすいから。
・ 不正利用の被害があるから。
・ 災害時などに機械が使えな
くなってしまう可能性があ
るから。

事実

日本は将来的に支払いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

同
じ
事
実

●「一〇〇〇円の価値を考える」における三角ロジックの例

●「意味と意図」における要約の例

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

実
は
「
意
味
の
理
解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」
の
ほ
う
で

す
。
…
…

具
体
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
数
十
個
入
っ

た
段
ボ
ー
ル
が
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
状

じ
ょ
う

況き
ょ
うで
、
あ
な
た

が
人
に
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」
と
言
う
場
面
…
…

発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
「
字じ

面づ
ら

ど
お
り
の
意
味
」
と
、
そ
の
言

葉
に
こ
め
ら
れ
た
「
意
図
」
が
一い

っ

致ち

し
な
い
例
も
…
…

…
…
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感

情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、
相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
重
要
な
の
は
、「
意
味
の
理

解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」。

私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感
情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、

相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」

⬇「
話
し
手
の
意
図
と
し
て

適
切
な
解
釈
」
を
し
ぼ
り

込
ん
で
い
る
。

「
そ
こ
の
窓
、
開
け
ら
れ
ま
す

か
？
」

⬇「
質
問
」で
は
な
く「
依
頼
」

と
解
釈
。

❶
文
章
を
読
み
、
構

成
を
つ
か
む
。

•「
序
論
」「
本
論
」「
結

論
」

•「
問
い
」と「
答
え
」

な
ど

❷「
結
論
」や「
答
え
」

な
ど
に
つ
な
が
る

大
事
な
言
葉
や
文

を
抜
き
出
し
て
並

べ
る
。

❸
要
約
の
目
的
や
字

数
、
伝
え
る
相
手

な
ど
を
考
え
て
文

章
に
ま
と
め
る
。

•
言
葉
を
書
き
換
え

る
。

•
言
葉
を
書
き
足
す
。

•
順
序
を
入
れ
替か

え

る
。

❹
読
み
返
し
て
文
章

を
整
え
る
。

「意味と意図」前半部分

序論結論 本論

●「少年の日の思い出」における語り手・視点の例

後半が「エーミー
ル」の視点で描かれ
ていたら、作品の印
象はどう変わるだろ
うか。

前半で「客」「彼」
「友人」と呼ばれて
いる人物が、後半の
「僕」であることに
注意する。

読者は「僕」の視点
で描かれた「エー
ミール」を見ている。

作者

エーミール

僕

私

語り手
＝

読者

客
は
夕
方
の
散
歩
か
ら
帰
っ

て
、
私
の
書
斎
で
私
の
そ
ば

に
腰
掛
け
て
い
た
。

友
人
は
そ
の
間
に
次
の
よ
う

に
語
っ
た
。

僕
は
、
八
つ
か
九
つ
の
と
き
、

チ
ョ
ウ
集
め
を
始
め
た
。

だ
が
、
そ
の
前
に
僕
は
、

…
…
チ
ョ
ウ
を
一
つ
一
つ
取

り
出
し
、
指
で
こ
な
ご
な
に

押
し
潰つ
ぶ

し
て
し
ま
っ
た
。

「●「短歌の世界」における物語の想像の例

「観覧車」という言葉を出発点にした想像

❶具体的に場面を指示した言葉に着目する。

この短歌の場合は「観覧車」。

❷着目した言葉から状況を想像する。

❸更に作者の心情を想像する。

想像

想像

想像

想像

「観覧車」だから場所は
遊園地だろう。

観覧車のゴンドラの中は
どんな様子だろうか。

 「我」の心情と　
「君」の心情とでは、
   どちらが切実
   だろうか。

時間の流れを意識して、

短歌の場面に至るまでのストーリーを想像

遊園地にさそったのは
どちらだろうか。

この二人は、
恋人どうしなの
だろうか。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想お

も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

イ

栗く
り

木き

京
き
ょ
う

子こ

「味は味覚だけでは決まらない」における図表と文章の例

文章と図表との
対応を読み取る。

そ
れ
で
は
、
視
覚
は
ど
う
だ
ろ
う
。
食
べ
物
の
情
報
を
最
初

に
得
る
感
覚
が
視
覚
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。
実
際
に
食

べ
物
の
色
や
形
の
よ
う
な
視
覚
情
報
が
味
に
影
響
す
る
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
ン
ク
色
に
着
色
し
た
液
体
と
緑
色
に
着
色

し
た
液
体
で
は
、
緑
色
の
ほ
う
の
糖
分
が
一
〇
％
多
か
っ
た
と

し
て
も
、
ピ
ン
ク
色
の
ほ
う
が
甘
く
感
じ
ら
れ
る
。

文章と図表との
対応を読み取る。

なぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこの
図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？

どんなどんなどんなどんなどんなどんなどんな
効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？

図表

文章

5種類の異なる赤色着色の濃度と感じられる甘みの強さ
［※赤色1～5に含まれる糖分の濃度は同じ］

0

16

17

18

19

20

21

22

感
じ
ら
れ
る
甘
み
の
強
さ

（
無
味
を
０
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
た

甘
さ
を
評
価
し
た
も
の
）

赤色1 赤色2 赤色3 赤色4 赤色5

「●「動物園でできること」における例示の例

筆者が提起してい
る課題を確認する。

課題と結びつけて
具体例の内容を読
み取る。

あげられた具体例と筆者の主張を関連づけ
て、例示の役割を確かめる。
・具体例と主張の間に論理の飛躍はないか。
・�具体例がどのような順番で並べられ、そ
の順序にどのような効果があるか。

筆者の主張

「楽しみの場」と「学びの場」を両立させるために
旭

あさひ

山
やま

動物園が実践してきたこと　

例
示

「
…
…
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
そ
の
方
法
を
紹
介

し
た
い
。」

具
体
例
①

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
例

ま
ず
は
じ
め
は
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
展

示
で
あ
る
。

具
体
例
②

ペ
ン
ギ
ン
の
例

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
旭
山
動
物
園
の
冬

の
風
物
詩
と
も
い
え
る
「
ペ
ン
ギ
ン
の
散

歩
」
で
あ
る
。

具
体
例
③

エ
ゾ
シ
カ
の
例

三
つ
め
の
例
と
し
て
、
私
が
飼
育
係
を
七

年
間
務
め
て
き
た
エ
ゾ
シ
カ
の
展
示
を
紹
介

し
た
い
。

支
え
る

「●「走れメロス」における心情把握の例

展
開

誰
に
対
し
て

心
情

心
情
表
現

メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。

今
度
は
メ
ロ
ス
が
嘲
笑
し
た
。

メ
ロ
ス
は
足
も
と
に
視
線
を
落

と
し
瞬
時
た
め
ら
い
、…

…

メ
ロ
ス
は
悔
し
く
、
じ
だ
ん
だ

踏
ん
だ
。

メ
ロ
ス
は
、
一
生
こ
の
ま
ま
こ

こ
に
い
た
い
、
と
思
っ
た
。

あ
あ
、
な
に
も
か
も
、
ば
か
ば

か
し
い
。

斜
陽
は
赤
い
光
を
、
木
々
の
葉

に
投
じ
、
葉
も
枝
も
燃
え
る
ば

か
り
に
輝
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
誰
に

対
す
る
ど
の
よ
う
な
心
情

を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

王　城王との約束村での結婚式行く手を阻むもの
はば

王王妹王
妹
と

　
　
　
　
　
　

村
人
た
ち

怒
り

あ
ざ
け
り

心
配

悔
し
さ

未
練

……

説
明
文
の
基
本
構
造

人
物
設
定

説
明
文
の
論
理
展
開

物
語
の
転
換
点

象
徴

詩
の
表
現
技
法

人
物
相
関
図

情
景
描
写

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

クジラの飲み水

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

セミロングホームルーム 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

人間は他
ほか

の星に住むことができるのか

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

平家物語 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

小さな手袋

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

それだけでいい

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

空中ブランコ乗りのキキ

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

トロッコ

●「ペンギンの防寒着」における説明文の基礎構造の例

①
段
落

②
段
落

③
段
落

④
段
落

⑤
段
落

⑥
段
落

⑦
段
落

⑧
段
落

ペ
ン
ギ
ン
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
厳
し

い
寒
さ
を
し
の
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

問
題

提
起

羽
根

答
え

脂
肪
層

答
え

羽
根
に
塗
る
脂

答
え

答
え
の
ま
と
め

三
つ
め

二
つ
め

一
つ
め

ポイント 問いをつかむ！

問い（問題提起）の部分を探して、どのようなことについて

書かれた文章なのかをつかもう。そして、その答えがどこに

どのように示されていくかに注意しながら読み進めよう。

ポイント 順序を表す言葉に注目！

「一つめは」「第一に」「まず」などの言葉に注目して、文章の

展開を追いかけよう。

序論本論結論

「空中ブランコ乗りのキキ」における人物相関図の例

団長

ピピ

小瓶

おばあさん

町の人

町の人

町の人

ライバル 仲間 ピエロの
ロロキキ

サーカス団

❷登場人物を書き出し
ていく。

❶主人公を中央に大き
く書く。

❸主人公との関係を矢
印や線で表し、その
大小、形、色などを
工夫する。

❹「仲間」「ライバル」
など、主人公との関
係を言葉で表す。

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）

心
配

第1連第3連 第2連第4連第5連

山
は

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

海
は

そ
こ
に
輝
か
が
や

か
が
や

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

星
は

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

希
望
は

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

希
望
と
い
う
も
の
が

こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
信
ず
る

信
じ
つ
づ
け
る

そ
れ
だ
け
で
い
い

そ
れ
だ
け
で
い
い

最後に、1行だ
けの終結部が設
けられている。

第4連だけは7行で、
連の中の構成も、そ
れまでとは異なる。

第1連から第3連までは、
同じ構成の6行で、2行
めと6行めに反復がある。

●描かれている順序に着目し、どのような意図があるかを捉える。
●最後の2連が他の連と異なる構成になっていることの効果を考える。

希望 星 海 山

●「それだけでいい」における詩の表現技法の例

今度は高い崖
がけ

の向こうに、広々
と薄ら寒い海が開けた。
（177ページ・6行め）

そこには両側のみかん畑に、黄色
い実がいくつも日を受けている。
（176ページ・7行め）

海

広々と
薄ら寒い海

高い崖の
向こう

●暗い　●寒い
●遠さ　●他に何もない
●よそよそしさ

寂しい
心細い　孤

こ

独
どく

不安

みかん

日を受け
ている

黄色い
実が

いくつも

両側の
みかん畑

●明るい　　●暖かい
●ぬくもり　●にぎやか
●身近さ

楽しい
明るい　幸せ

安心

情景描写

言葉から
イメージ
されるもの

そのときの
気持ち

●「トロッコ」における情景描写の例

「●「セミロングホームルーム」における人物設定の例

語り手による描写や、黒岩
先生の発言から、その人物
像を推定する。

教室の最
さい

後
こう

尾
び

に移動し
たあと、黒岩先生の描
かれ方が変化する点に
注意する。

机

机

机

机

黒岩先生

教
きょう

卓
たく

私

語り手

「うおっ。」

トリノ

瀬
せ

尾
お

くん

黒岩先生

移
動

＝＝＝

共
感
の
圏け

ん

内な
い

「●「宇宙に行くための素材」における説明文の論理展開の例

検証

条件に合って
いるか

検証

条件に合って
いるか

①
段
落

②
段
落

④
段
落

背
景
説
明

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
人
工
衛
星
は
、
ロ
ケ
ッ
ト

に
よ
っ
て
宇
宙
へ
運
ば
れ
る

条
件
の
提
示

強
く
丈
夫
な
金
属
で
あ
る
こ
と

軽
量
で
あ
る
こ
と

③
段
落

⑦
段
落

④
〜
⑥
段
落
を
ふ
ま
え
た
答
え
の
提
示

⑤
段
落

段
階
的
な
問
い
１

鉄
の
場
合

⑥
段
落

問
題
点
と
そ
の
解
説
１

段
階
的
な
問
い
２

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
場
合

問
題
点
と
そ
の
解
説
２

⑧
段
落

答
え
の
ま
と
め

序論本論結論

問
題
提
起

ど
の
よ
う
な
素
材
が
ロ
ケ
ッ
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

「●「敦盛の最期」における物語の転換点の例

熊
くま

谷
がえ

は大将軍に

呼びかけた。

熊谷は大将軍を

組み伏
ふ

せた。

熊谷は大将軍を

助けようとした。

大将軍は引き返し
てきた。

もし、引き返して
こなかったら……

後ろから味方が来
たため助けられな
くなった。

もし、後ろから
味方が来なかったら……

もし、熊谷と
同年代だったら……

大将軍は熊谷の子
と同じくらいの年
の少年だった。

「●「小さな手袋」における象徴の例

「シホは、おばあさんに会いに、雑木林へ日参するようになっていた」
「あたしがおばあちゃんのショールの中に一緒に入ってると、

とっても暖かいんだって。」
「シホはまるでおばあさんのことを忘れたように雑木林から遠のいた。」

「おばあさんは修道女に泣いて頼んだ」
…

「私」（シホの
お父さん）に
とっての

おばあさんに
とっての

シホに
とっての

❶それぞれの登場
人物にとっての
意味や思いにつ
いて考える。

❷象徴となる物や
場所を表す言葉
のイメージを思
い起こす。

❸象徴としてはたらいている物や場
所などが、作品全体の中で果たし
ている役割や効果について考える。

（意味・価値・思い）

凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮
守って

くれる

手袋

暖かみ

はかなさ

幼さ

小さな 小さな手袋

象徴

▶「読書の広場」の教材末の二次元コードから、

  「読み方を学ぼう」を活用した図解例が見られます。

https://tbqr.sanseido-publ.co.jp/07gk1/269



竹
取
物
語

『
竹
取
物
語
』
は
、

今
か
ら
約
千
百
年
前
の

平
安
時
代
に
書
か
れ
、

現
代
に
至
る
ま
で
長
く

読
み
継
が
れ
て
き
た
、

日
本
で
最
も
古
い
と

い
わ
れ
て
い
る
物
語
で
す
。

当
時
の
人
々
の
姿
や
思
い
を
想
像
し
、

『
竹
取
物
語
』
の
世
界
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

510

◎
登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
の
変
化
に
つ

い
て
、
描
写
を
も
と
に
捉
え
る
。

○
古
文
の
仮か

名な

遣づ
か

い
や
リ
ズ
ム
に
注
意
し
て
音

読
し
、
古
典
の
世
界
を
感
じ
取
る
。

目
標

朗読音声
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今
は
昔
、
竹
取
の
翁
お
き
な
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。

野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に

使
ひ
け
り
。

名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
造
み
や
つ
こと
な
む
い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。

あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。

そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く

し
う
て
ゐ
た
り
。

ウ

❶

ズ

イ

ン

イン

❷

シ
ュ
ウ

イ

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
い

う
者
が
い
た
。

野
山
に
分
け
入
っ
て
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
に
使
っ
て
い
た
。

名
は
、
さ
ぬ
き
の
造
と
い
っ
た
。

そ
の
竹
の
中
に
、
根
も
と
の
光
る
竹
が
一
本
あ
っ

た
。不

思
議
に
思
っ
て
、
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中

が
光
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
見
る
と
、
三
寸
ほ
ど
の
大
き
さ
の
人
が
、

た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
座
っ
て
い
る
。

5

510

10

一

翁
は
、「
き
っ
と
自
分
の
子
に
な
る
方
だ
。」
と
喜
ん
で
、
手
の
中
に
入
れ
て
家
に

帰
り
、
余
り
に
小
さ
い
の
で
籠か

ご

に
入
れ
、
嫗

お
う
な
と
と
も
に
育
て
た
。

さ
て
、
二
人
が
こ
の
子
を
育
て
始
め
て
か
ら
、
翁
は
、
黄こ

金が
ね

の
入
っ
た
竹
を
た
び

た
び
見
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
た
ち
ま
ち
豊
か
に
な
っ
た
。

❶
よ
ろ
づ

い
ろ
い
ろ
。「
万
」
の
字
を
あ
て
る
。

❷
三
寸

一
寸
は
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
こ
こ
で
は
大

き
さ
が
と
て
も
小
さ
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

6

漢

筒つ
つ
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古
典
教
材
冒
頭
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
先
に
は
、
本
文
の
朗
読
音
声

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し

聞
い
て
古
典
に
親
し
め
ま
す
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て

主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お

く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

古
典
教
材
の
現
代
語
訳
で
は
、
色
覚
の
特
性
に
よ
る

見
え
方
の
差
が
少
な
い
青
色
を
用
い
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必

要
な
参
考
情
報
な
ど
に
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。



こ
の
子
は
、
す
く
す
く
と
成
長
し
、
三み

月つ
き

ば
か
り
で
一
人
前
の
娘

む
す
め

に
な
っ

た
。
輝

か
が
や

く
ば
か
り
の
美
し
さ
で
、
家
の
中
は
光
に
満
ち
、
翁

お
き
な

は
、
こ
の
子
を

見
る
と
、
気
分
が
悪
く
苦
し
い
こ
と
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

や
が
て
、
か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

二

姫
の
美
し
さ
は
た
ち
ま
ち
都
に
知
れ
わ
た
り
、
多
く
の
男
性
が
求

き
ゅ
う

婚こ
ん

し
た
。
中
に
、

夜
昼
と
な
く
、
雪
が
降
り
氷
が
張
る
日
も
、
ま
た
、
雷

か
み
な
りが

鳴
ろ
う
が
や
っ
て
く
る
貴

公
子
が
五
人
い
た
。
そ
の
熱
心
さ
に
、
翁
は
姫
に
結
婚
を
勧す

す

め
る
の
だ
っ
た
。
姫
は

断
り
き
れ
ず
、
そ
の
条
件
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
望
み
の
品
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。

「
仏
の
御み

石い
し

の
鉢は

ち

」、「
蓬ほ

う

莱ら
い

の
玉
の
枝
」、「
火ひ

鼠ね
ず
みの
皮か

わ

衣ぎ
ぬ

」、「
竜た

つ

の
首
の
玉
」、「
燕

つ
ば
く
ら
め

の
子こ

安や
す

貝が
い

」
…
…
ど
れ
も
こ
れ
も
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。

そ
の
一
人
、「
玉
の
枝
」
を
要
求
さ
れ
た
く
ら
も
ち
の
皇み

子こ

は
、
策
略
に
秀ひ

い

で
た

人
だ
っ
た
…
…
玉
の
枝
を
取
り
に
い
く
の
だ
と
言
い
ふ
ら
し
、
実
は
身
を
隠
し
、
職

人
を
集
め
て
作
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、「
命
が
け
で
見
つ
け
て

き
ま
し
た
。」
と
持
参
し
た
。

そ
れ
に
は
、「
た
と
え
命
を
落
と
し
た
と
し
て
も
、
玉
の
枝
を
手
に
入
れ
な
け
れ

51015
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ば
帰
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。」
と
い
う
歌
が
つ
い
て
い
た
。

皇
子
は
冒
険
談
を
得
意
げ
に
翁
に
語
る
。
奥
で
聞
い
て
い
た
姫
は
、「
親
の
勧
め
を
一
方
的
に

拒こ
ば

む
の
は
ど
う
か
と
思
い
、
わ
ざ
と
あ
ん
な
要
求
を
し
た
の
に
…
…
。」
と
悔く

や

し
く
思
っ
た
。

そ
こ
へ
突
然
、
男
が
六
人
連
れ
だ
っ
て
や
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
、
棒
の
先
に
文ふ

み

を

挟は
さ

ん
で
差
し
出
し
、「
玉
の
枝
を
作
る
た
め
、
千
日
以
上
も
働
い
た
の
に
、
ま
だ
手
当
を
も
ら
っ

て
い
な
い
。
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
。」
と
訴

う
っ
た

え
た
。

姫
は
ほ
っ
と
胸
を
な
で
下
ろ
し
、「
本
当
の
玉
の
枝
か
と
思
っ
た
ら
、
言
葉
で
飾
っ
た
偽
り
の

玉
の
枝
だ
っ
た
の
ね
。」
と
歌
を
添
え
て
玉
の
枝
を
つ
き
返
し
た
。

く
ら
も
ち
の
皇
子
以
外
の
四
人
の
貴
公
子
た
ち
も
、
ま
た
、
誰
一
人
姫
の
望
み
の
品
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
求
婚
は
全
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

三

か
ぐ
や
姫
の
う
わ
さ
は
帝

み
か
ど

の
耳
に
入
り
、
宮
中
に
呼
び
入
れ
よ
う
と
す
る
。
あ
る
日
、
帝
は
翁

の
家
ま
で
行
き
、
光
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
美
し
い
か
ぐ
や
姫
を
目
に
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
連

れ
帰
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
姫
は
そ
れ
に
も
応
じ
な
い
。
や
む
な
く
帝
は
、
姫
に
手
紙
を
書
き
、

姫
も
心
を
こ
め
て
返
事
を
し
た
。
手
紙
を
通
じ
て
二
人
は
し
だ
い
に
心
を
通
わ
せ
た
。
そ
ん
な
月

日
が
三
年
ほ
ど
続
い
た
頃
、
姫
は
月
を
見
て
も
の
思
い
に
ふ
け
り
、
泣
き
さ
え
す
る
よ
う
に
な
る
。

51015
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現
代
語
を
交
え
て
作
品
の
全
体
像
を
つ
か
み
、
文
学
作
品

と
し
て
味
わ
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。



八
月
十
五
日
に
近
い
夜
、
泣
く
泣
く
姫
が
言
う
に
は
、「
私
は
月
の
都
の
者
で
す
。

今
月
の
十
五
日
に
迎
え
が
来
ま
す
。
そ
れ
を
お
二
人
が
お
嘆
き
に
な
る
の
が
悲
し
く

て
、
こ
の
春
か
ら
、
ず
っ
と
嘆
き
悲
し
ん
で
い
ま
し
た
。」

翁
お
き
な
は
、「
な
ん
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
！

竹
の
中
か
ら
見
つ
け
申
し

あ
げ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
菜
種
ほ
ど
の
大
き
さ
で
い
ら
し
た
の
を
、
私
の
身
の
丈た

け

に

並
ぶ
ま
で
お
育
て
申
し
あ
げ
た
わ
が
子
を
、
い
っ
た
い
誰
が
お
迎
え
申
し
あ
げ
ら
れ

ま
し
ょ
う
か
。
絶
対
に
許
せ
ま
せ
ん
。」
と
言
い
、「
私
の
ほ
う
こ
そ
死
ん
で
し
ま
い

た
い
。」
と
ひ
ど
く
泣
く
。

姫
も
、「
私
の
父
母
は
月
の
都
の
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
こ
と
な
の
で
す
。」
と
ひ
ど
く
泣
い
た
。

こ
れ
を
帝

み
か
ど

が
お
聞
き
に
な
り
、
使
者
を
遣
わ
し
た
。
翁
は
、
髪
が
白
く
な
り
、
腰

も
曲
が
り
、
目
も
た
だ
れ
、
急
に
老ふ

け
て
し
ま
っ
て
い
た
。
翁
は
泣
く
泣
く
、「
十

五
日
に
月
の
都
か
ら
迎
え
が
来
ま
す
。
ご
家
来
を
派
遣
し
、
守
っ
て
く
だ
さ
い
。」

と
使
者
を
通
し
て
頼
む
の
だ
っ
た
。

四

八
月
十
五
日
、
帝
は
二
千
人
の
兵
を
翁
の
家
に
派
遣
し
た
。
兵
士
は
、「
こ
う
も

❸

51015
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り
一
匹
で
も
飛
ん
だ
ら
射
落
と
し
て
や
る
。」
と
、
血
気
盛
ん
だ
。
嫗

お
う
な
は
塗ぬ

り

籠ご
め

の
中

で
姫
を
抱
き
、
翁
は
錠
を
下
ろ
し
て
そ
の
前
に
座
る
。

夜
十
二
時
頃
、
辺
り
が
急
に
昼
の
よ
う
な
明
る
さ
に
な
っ
た
。

大
空
か
ら
、
人
が
雲
に
乗
っ
て
下
り
て
き
て
、
地

面
か
ら
五
尺
ほ
ど
の
宙
に
立
ち
並
ん
で
い
る
。

家
の
内
と
外
に
い
た
人
々
は
、
物も

の

の
怪け

に
取
り
つ

か
れ
た
よ
う
で
、
戦
お
う
と
い
う
気
持
ち
は
失う

せ
て

し
ま
っ
た
。

大
空
よ
り
、
人
、
雲
に
乗
り
て
下お

り
き
て
、
土
よ
り
五

尺
ば
か
り
上
が
り
た
る
ほ
ど
に
立
ち
連
ね
た
り
。

内う
ち

外と

な
る
人
の
心
ど
も
、
物
に
お
そ
は
れ
た
る
や
う
に

て
、
あ
ひ
戦
は
む
心
も
な
か
り
け
り
。

❹

ワ

ヨ

ウ

イ

ワ

ン

5

5

や
っ
と
気
を
取
り
直
し
て
、
弓
矢
を
取
ろ
う
と
し
て
も
、
手
に
力
が
入
ら
ず
、

ぐ
っ
た
り
と
し
て
し
ま
う
。
気き

丈じ
ょ
うな

者
が
力
を
こ
め
て
矢
を
射
よ
う
と
す
る
が
、
見

当
違
い
の
方
向
に
飛
ん
で
し
ま
う
。
誰
も
彼
も
心
は
う
つ
ろ
に
な
っ
て
、
天て

ん

人に
ん

の
一

行
を
見
守
る
ば
か
り
。

天
人
た
ち
は
す
ば
ら
し
い
衣い

装し
ょ
うを

着
て
、
飛
ぶ
車
を
一
つ
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
を

屋
根
の
上
に
寄
せ
て
、
家
に
向
か
っ
て
姫
を
呼
ぶ
と
、
戸
も
格こ

う

子し

も
自
然
に
開
き
、

姫
は
外
に
出
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

❸
八
月
十
五
日

中
秋
の
名
月
の
日
。

❹
五
尺

約
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
一
尺
は
約

三
〇
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

右2

漢

嘆な
げ

く

右11

漢

遣つ
か

わ
す

右11

漢

髪か
み

左2

漢

錠
じ
ょ
う

左12

漢

伴
と
も
な
う

10
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現
代
語
を
交
え
て
作
品
の
全
体
像
を
つ
か
み
、
文
学
作
品

と
し
て
味
わ
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

古
典
教
材
の
現
代
語
訳
で
は
、
色
覚
の
特
性
に
よ
る

見
え
方
の
差
が
少
な
い
青
色
を
用
い
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必

要
な
参
考
情
報
な
ど
に
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。
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五

心
乱
れ
泣
き
伏ふ

す
翁

お
き
な
と
嫗

お
う
な
に
姫
は
心
を
い
た
め
、
手
紙
を
書
き
置
い
た
。

過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
返
す
返
す
本ほ

意い

な
く
こ
そ
お
ぼ
え

は
べ
れ
。
脱
ぎ
置
く
衣き
ぬ

を
形
見
と
見
た
ま
へ
。

月
の
い
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
た
ま
へ
。
見
捨
て
た

て
ま
つ
り
て
ま
か
る
、
空
よ
り
も
落
ち
ぬ
べ
き
心こ
こ
ち地
す
る
。

エ

ン

エ

時
が
過
ぎ
別
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
返
す
返
す

残
念
に
存
じ
ま
す
。
脱
ぎ
置
く
着
物
を
私
の
形
見

と
思
っ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

月
が
出
た
夜
は
見
て
く
だ
さ
い
。
お
見
捨
て
申

し
あ
げ
て
い
く
私
も
、
空
か
ら
落
ち
て
し
ま
い
そ

う
な
気
が
す
る
の
で
す
。

5

5

天
人
は
天あ

ま

の
羽は

衣ご
ろ
もと

不
死
の
薬
を
持
っ
て
い
た
。
姫
に
薬
を
飲
ま
せ
、
天
の
羽
衣

を
着
せ
か
け
る
と
、
姫
は
、「
こ
の
羽
衣
を
着
て
し
ま
っ
た
ら
心
ま
で
も
地
上
の
人

間
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の
心
持
ち
で
い
る
間
に
ひ
と
言
、

言
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。」
と
、
帝

み
か
ど

に
手
紙
を
書
い
た
。

「
迎
え
が
参
り
ま
し
た
。
残
念
で
悲
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
お
そ
ば

に
お
仕
え
し
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
身
で
あ
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

続
け
て
、
歌
を
詠よ

ん
だ
。

❺

❻

❺
天
の
羽
衣

鳥
の
羽
で
作
ら
れ
た
と
い
う
薄
く
て
軽
い

天
人
の
着
物
。
こ
れ
を
着
る
と
空
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

❻
不
死
の
薬

不
老
不
死
の
薬
と
も
。
古
来
、
限
ら
れ
た

命
の
人
間
に
と
っ
て
は
憧
あ
こ
が
れ
の
薬
で
、
探
し
求
め
た
と

い
う
伝で
ん

承し
ょ
うも
多
い
。

10
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挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。

古
典
教
材
の
現
代
語
訳
で
は
、
色
覚
の
特
性
に
よ
る

見
え
方
の
差
が
少
な
い
青
色
を
用
い
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必

要
な
参
考
情
報
な
ど
に
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。



「
今
は
こ
れ
ま
で
と
天あ

ま

の
羽は

衣ご
ろ
もを

着
る
と
い
う
と
き
、
あ
な
た
様
の
こ
と
を
し
み
じ

み
と
思
い
出
し
て
い
ま
す
。」

こ
れ
に
不
死
の
薬
の
壺つ

ぼ

を
添
え
、
頭と

う
の

中ち
ゅ
う

将じ
ょ
うに

託
し
た
。

❼

中
将
取
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ

れ
ば
、
翁
お
き
な

を
、「
い
と
ほ
し
、
か
な
し
。」
と
お
ぼ
し
つ
る
こ

と
も
失う

せ
ぬ
。
こ
の
衣

こ
ろ
も

着
つ
る
人
は
物
思
ひ
な
く
な
り
に
け

れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
登
り
ぬ
。

そ
の
の
ち
、
翁
・
嫗
お
う
な
、
血
の
涙
を
流
し
て
惑ま
ど

へ
ど
、
か
ひ

な
し
。

オ

イ

エ

イ

中
将
が（
手
紙
と
壺
を
）受
け
取
る
と
、（
天
人
が
）

さ
っ
と
天
の
羽
衣
を（
か
ぐ
や
姫
に
）着
せ
て
差
し
上

げ
た
の
で
、翁
の
こ
と
を「
気
の
毒
だ
、か
わ
い
そ
う

だ
。」と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
消
え
失
せ
て

し
ま
っ
た
。こ
の
羽
衣
を
着
た
人
は
、地
上
の
人
間
と

し
て
の
感
情
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、天
を

飛
ぶ
車
に
乗
っ
て
、百
人
ほ
ど
の
天
人
を
引
き
連
れ

て
、（
月
の
世
界
に
）昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
の
ち
、
翁
と
嫗
は
、
血
の
涙
を
流
し
て
悲
し

む
け
れ
ど
、
ど
う
に
も
し
か
た
が
な
い
。

5

510

翁
と
嫗
は
、
傍

か
た
わ
ら
の
人
が
姫
の
手
紙
を
読
ん
で
聞
か
せ
て
も
、「
な
ん
の
た
め
に

命
を
惜お

し
む
の
か
。
誰
の
た
め
に
命
を
惜
し
む
の
か
。
も
う
何
も
意
味
が
な
い
。」

と
言
い
、
薬
も
飲
ま
ず
、
そ
の
ま
ま
病

び
ょ
う

床し
ょ
うに

ふ
せ
っ
て
し
ま
っ
た
。

頭
中
将
は
、
薬
と
手
紙
を
帝

み
か
ど

に
献
上
し
た
。
帝
は
深
く
悲
し
み
、
た
だ
「
ど
の
山

❼
参
考
「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は

れ
と
思
ひ
い
で
け
る
」

オ

ワ

イ

3

漢

託た
く

す

13

漢

献け
ん

上

10
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が
天
に
近
い
か
。」
と
お
尋
ね
に
な
る
。
お
仕
え
し
て
い
る
人
が
「
駿す

る

河が

の
国

に
あ
る
山
で
す
。」
と
お
答
え
す
る
の
を
帝
が
聞
か
れ
、
歌
を
詠よ

ん
だ
。

「
再
び
姫
に
会
う
望
み
も
消
え
、
悲
し
み
の
涙
の
海
に
浮
か
ぶ
私
に
は
、
不
死

の
薬
な
ど
い
っ
た
い
な
ん
に
な
ろ
う
！
」

こ
の
歌
を
こ
の
山
の
頂
上
で
不
死
の
薬
と
と
も
に
燃
や
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ

た
。
ご
命
令
を
受
け
、
多
く
の
兵
士
が
こ
の
山
に
登
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
山
を

士
に
富
む
山
、
富
士
の
山
（
不
死
の
山
）と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

頂
か
ら
吐
き
出
さ
れ
る
煙
は
、
今
も
な
お
雲
の
中
に
立
ち
上
る
の
だ
と
人
々

は
伝
え
て
い
る
。

❽

❾

❽
駿
河
の
国

現
在
の
静
岡
県
の
一
部
に
あ
た
る
。

❾
参
考
「
あ
ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
う
か
ぶ
わ
が
身
に
は

死
な
ぬ
薬
も
何
に
か
は
せ
む
」

ウ

ン

1

漢

尋た
ず

ね
る

8

漢

吐は

き
出
す

8

漢

煙
け
む
り

〈
絵
・
名な

司つ

生き

〉

5
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古
典
教
材
の
現
代
語
訳
で
は
、
色
覚
の
特
性
に
よ
る

見
え
方
の
差
が
少
な
い
青
色
を
用
い
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必

要
な
参
考
情
報
な
ど
に
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
、
理
解
を
深
め
る
た
め
に
必

要
な
参
考
情
報
な
ど
に
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。



四

現
在
に
伝
わ
る
日
本
最
古
の
物
語
と
い
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
わ
か
ら
な
い
が
、
当
時
民
間
に
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
た
伝
承
を
も
と
に
、
平
安
時
代
前
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
に
書
か
れ
た

『
源げ

ん

氏じ

物
語
』
の
中
で
、「
物
語
の
出い

で
来き

は
じ
め
の
祖お

や

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。〈
編
集
委
員
会
の
書
き
お
ろ
し
。

古
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12

竹
取
物
語
伊い

勢せ

物
語
大や
ま
と和

物
語
平へ
い

中ち
ゅ
う

物
語
』
を
参
考
に
し
た
。〉

700

800

1000

1200

1400

1600

1700

1900

2000

奈良

鎌倉

平
安
平
安

室町

安土
桃山

江戸

明治

大正

昭和

平成

令和

竹
取
物
語

竹
取
物
語

『竹取物語』
（江戸時代に作成されたもの）

一
1

か
ぐ
や
姫
の
誕
生

4

く
ら
も
ち
の
皇
子

﹇
蓬ほ
う

莱ら
い

の
玉
の
枝
﹈

７

中
ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

石
い
そ
の

上
か
み
の

磨ま
ろ

足た
り

﹇
燕
つ
ば
く
ら
めの

子こ

安や
す

貝が
い

﹈

10

か
ぐ
や
姫
を
守
る
帝
の
兵

絵
巻
で
た
ど
る
竹
取
物
語

絵
巻
で
た
ど
る
竹
取
物
語

参考資料

128
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二

三

五

３

石い
し

作づ
く

り
の
皇み

子こ

﹇
仏
の
御み

石い
し

の
鉢は
ち

﹈

６

大だ
い

納な

言ご
ん

大お
お

伴
と
も
の

御み

行ゆ
き

﹇
竜た
つ

の
首
の
玉
﹈

９

翁お
き
なと
嫗
お
う
な
に
打
ち
明
け
る

か
ぐ
や
姫

12

帝
は
、
不
死
の
薬
を
焼
く
よ

う
命
じ
る

２

か
ぐ
や
姫
の
美
し
さ

を
聞
き
、
集
ま
る
人
々

５

右う

大だ
い

臣じ
ん

阿あ

倍べ
の

御み

主う

人し

﹇
火ひ

鼠ね
ず
みの

皮か
わ

衣ぎ
ぬ

﹈

８

帝
み
か
ど

の
求
き
ゅ
う

婚こ
ん

11

月
へ
帰
る
か
ぐ
や
姫
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（江戸時代に作成されたもの）

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
教
材
内
容
の
理
解

を
助
け
る
資
料
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

各
学
年
の
中
心
的
な
古
典
教
材
で
は
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
資
料
を
配
置
し
、
作
品
全
体
へ
の
理
解
を
更
に
深
め
ま
す
。



目標

多
角
的
に
見
る

1
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
典
の
言
葉
に
注
意
し
て
音
読
し
、
登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
あ
ら

筋
を
捉
え
よ
う
。

2
主
な
登
場
人
物
の
言
動
か
ら
性
格
を
想
像
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
対
し
て
感
じ
た
こ
と

を
書
こ
う
。

3
こ
の
物
語
の
中
で
、
最
も
悲
し
ん
だ
の
は
誰
か
。
理
由
と
合
わ
せ
て
考
え
よ
う
。

多
角
的
に
見
る

4
登
場
人
物
の
心
情
や
物
語
の
展
開
に
つ
い
て
、
約
千
年
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
う
こ

と
や
、
現
代
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
う
と
こ
ろ
を
話
し
合
お
う
。

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

読
み
を
深
め
る

自
分
の
考
え
を
深
め
る

そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
な
点
で

悲
し
ん
だ
の
か
を
捉
え
、
最
も
悲
し
ん
だ
人
物

を
考
え
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の

視
点
で
考
え
て
み
る
と
…
…
。

◎
登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
の
変
化
に
つ
い
て
、
描
写
を
も
と
に
捉
え
る
。

○
古
文
の
仮か

名な

遣
い
や
リ
ズ
ム
に
注
意
し
て
音
読
し
、
古
典
の
世
界
を
感
じ
取
る
。

竹
取
物
語

かぐや姫

翁
おきな

帝
みかど

嫗
おうな

最
も
悲
し
ん
だ

人
物
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学
び
を
広
げ
る

●
「
竹
取
物
語
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

登
場
人
物
の
心
情
・
古
典
の
仮
名
遣
い

学
び
を
振
り
返
る

学
校
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、「
月
」
を
題
材
に
し
た
歌
や
物
語
な
ど
を
探
し
て

読
み
、
紹
介
し
合
お
う
。

古
語
と
現
代
語
で
異
な
る
意
味
の
語

「
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」（
119
ペ
ー

ジ
・
７
行
め
）
の
「
う
つ
く
し
」
は
現
代
語
で

は
「
美
し
い
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
古
文
で

は
「
か
わ
い
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
古
文
に
は
現
代
語
と

は
異
な
る
意
味
の
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

●
「
い
と
ほ
し
」（
126
ペ
ー
ジ
・
5
行
め
）

現
代
語
「
い
と
し
い
」

古

語
「
気
の
毒
だ
」

●
「
か
な
し
」（
126
ペ
ー
ジ
・
5
行
め
）

現
代
語
「
悲
し
い
」

古

語
「
か
わ
い
そ
う
だ
」

●
「
お
ど
ろ
く
」

現
代
語
「
び
っ
く
り
す
る
」

古

語
「
は
っ
と
目
が
覚
め
る
」

「
い
と
」
や「
け
り
」
な
ど
の

よ
う
に
、
現
代
語
で
は
使
わ

れ
な
い
言
葉
も
あ
っ
た
ね
！

私

の

本

棚

竹
取
物
語

江え

國く
に

香か

織お
り

絵
の
な
い
絵
本

ア
ン
デ
ル
セ
ン

﹇
訳
﹈
川か

わ

崎さ
き

芳よ
し

隆た
か

ド
リ
ト
ル
先
生
と
月
か
ら

の
使
い

ヒ
ュ
ー
＝

ロ
フ
テ
ィ
ン
グ

﹇
訳
﹈
井い

伏ぶ
せ

鱒ま
す

二じ

月
を
題
材
に
し
た
物
語

新
出
漢
字

119

筒
▼

ト
ウ

つ
つ

122

嘆
▼

タ
ン

な
げ-

く

な
げ-

か
わ

し
い

122

遣
▼

ケ
ン

つ
か-

う

つ
か-

わ
す

122

髪
▼

ハ
ツ

か
み

123

錠
▼

ジ
ョ
ウ

123

伴
▼

ハ
ン

バ
ン

と
も
な-

う

126

託
▼

タ
ク

126

献
▼

ケ
ン

コ
ン

127

尋
▼

ジ
ン

た
ず-

ね
る

127

吐
▼

トは-

く

127

煙
▼

エ
ン

け
む-

る

け
む
り

け
む-

い

漢字
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主体的・対話的で深い学び

目
標
を
確
か
め
て
、

学
習
の
見
通
し
を

も
ち
ま
す
。

主体的・対話的で深い学び
ステップ

1

情
報
を
整
理
・確
認
し
て
、
文
章
の
内
容
や
構
成
を
つ
か
み
ま
す
。

自
学
自
習
に
も
対
応
し
た
課
題
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

文
章
を
詳
し
く
読
み
、
対
話
を
通
し
て

内
容
や
構
成
・表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

ステップ
2

ステップ

3

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
も
と
に
、

自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
し
ま
す
。

ステップ

4

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

ステップ

5

「
読
む
こ
と
」
教
材
の

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
は
、
見
開
き
で
丁
寧
に

学
習
過
程
を
示
し
ま
し
た
。
学
び
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
し
ま
す
。

+α

ス
テ
ッ
プ
１
〜
５
ま
で
の
学
習
を
活
用
し
て
取
り
組
み
、
学

び
を
更
に
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
末
尾
に
は
「
私
の
本
棚
」
を
設
け
、
教
材
と

の
関
連
を
明
示
し
、
多
様
な
観
点
か
ら
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ

ト
で
は
、
新
出
漢
字
を
繰
り

返
し
練
習
で
き
る
デ
ジ
タ
ル

漢
字
ド
リ
ル
が
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
と
関
連
づ
け
て
、
考
え
を
整
理

し
た
り
深
め
た
り
す
る
方
法
を

「
思
考
の
方
法
」
と
し
て
示

し
ま
し
た
。

「
読
む
こ
と
」
の

「
語
彙
を
豊
か
に
」
で
は
、
教
材
に
出
て
く

る
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
多
様
な
語
句
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。



古
典
の
仮か

名な

遣
い

●
ゐ
・
ゑ
・
を
⬇
い
・
え
・
お

例

ま
ゐ
る
⬇

ま
い
る
（
参
る
）

こ
ゑ
⬇

こ
え
（
声
）

●
ぢ
・
づ
⬇
じ
・
ず

例

は
ぢ
⬇

は
じ
（
恥
）

わ
づ
か
⬇

わ
ず
か
（
僅わ

ず

か
）

●
語
頭
以
外
の
、

は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
⬇
わ
・
い
・
う
・
え
・
お

例

い
ふ
⬇

い
う
（
言
う
）

あ
は
れ
⬇

あ
わ
れ

●
ア
段
＋
う
・
ふ
⬇
オ
段
＋
う

例

か
ら
う
じ
て
⬇
か
ろ
う
じ
て

あ
ふ
ぎ
⬇
お
う
ぎ
（
扇

お
う
ぎ

）

●
イ
段
＋
う
・
ふ
⬇
イ
段
＋
ゅ
う

例

う
つ
く
し
う
⬇
う
つ
く
し
ゅ
う

き
ふ
⬇
き
ゅ
う
（
急
）

●
エ
段
＋
う
・
ふ
⬇
イ
段
＋
ょ
う

例

け
ふ
⬇
き
ょ
う
（
今
日
）

て
う
ど
⬇
ち
ょ
う
ど
（
調
度
）

こ
の
他
に
も
、「
く
わ
じ
」
を
「
か
じ
」（
火
事
）、「
ぐ
わ
ん
」
を

「
が
ん
」（
願
）
と
読
む
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
な
む
」
の

よ
う
に
、「
む
」
を
「
ん
」
と
読
む
場
合
が
あ
り
ま
す
。

古
典
の
文
章
を
読
む
と
、
現
代
の
文
章
と
は
違
っ
た
書
き
表
し
方

が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

平
安
時
代
中
頃
ま
で
は
、
発
音
と
表
記
と
の
間
に
大
き
な
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、

発
音
は
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
文
字
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
り

ま
し
た
。
文
字
よ
り
も
音
声
の
ほ
う
が
変
化
し
や
す
い
た
め
で
す
。

そ
の
た
め
、
発
音
と
表
記
と
の
間
に
は
違
い
が
生
じ
て
き
た
の
で
す
。

古
典
の
仮
名
遣
い
は
、
主
に
平
安
時
代
中
頃
ま
で
の
発
音
に
基
づ
い

た
書
き
表
し
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」

（
古
典
仮
名
遣
い
）
と
い
い
ま
す
。

平
安
の
後
期
、
鎌か

ま

倉く
ら

、
室む

ろ

町ま
ち

、
江
戸
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に

よ
り
、
発
音
の
変
化
は
一
通
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
代
の
仮
名
遣
い
で
も
、「
へ
」
を
「
エ
」、「
は
」
を
「
ワ
」、

「
を
」
を
「
オ
」
と
読
む
場
合
が
あ
る
よ
う
に
、
発
音
ど
お
り
の
文

字
で
は
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
た
文

章
を
読
む
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
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狂言「蚊
か

相
ずも う

撲」を演じる筆者

狂言

狂
言
は
、
日
本
の
伝
統
芸
能
の
一
つ
で
、

せ
り
ふ
と
し
ぐ
さ
を
中
心
と
し
た
劇
で
す
。

主
に
中
世
（
鎌
倉
・
室
町

時
代
）
の
人
々
の
日
常
生

活
を
明
る
く
、
お
も
し
ろ

お
か
し
く
描
い
て
い
ま
す
。

狂き
ょ
う

言げ
ん

師

野の

村む
ら

萬ま
ん

斎さ
い

「
こ
の
あ
た
り
」っ
て
ど
の
あ
た
り
？

狂
言
に
登
場
す
る
人
々
は
、
基
本
的
に
「
こ
の
あ
た
り
の
者
で
ご
ざ
る
。」
と
自
己
紹

介
し
ま
す
。「
こ
の
あ
た
り
」
っ
て
ど
の
あ
た
り
？

と
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
狂
言
が
成
立
し
た
室
町
時
代
、
つ
ま
り
七
〇
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
、

狂
言
を
演
じ
る
人
々
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
「
こ
の
あ
た
り
の
者
で
ご
ざ
る
。」
と
名

乗
っ
て
き
ま
し
た
。
公
演
の
た
め
に
訪

お
と
ず
れ
た
先
々
の
人
と
変
わ
ら
ぬ
人
間
で
あ
る
と
い
う

宣
言
に
も
と
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
私
が
演
じ
る
の
は
あ
な
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
な
た

の
周
り
に
い
る
誰
か
か
も
し
れ
な
い
。
狂
言
は
そ
の
地
域
に
い
る
多
様
な
人
々
を
包ほ

う

括か
つ

し

て
「
こ
の
あ
た
り
の
者
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

狂
言
の
題
材
は
、
皆み

な

さ
ん
の
日
常
に
も
あ
る
ち
ょ
っ
と
し
た
お
か
し
み
や
失
敗
談
。
人

間
の
滑こ

っ

稽け
い

な
さ
ま
を
描
く
こ
と
が
多
く
、
七
〇
〇
年
に
わ
た
り
、
人
間
は
そ
の
本
質
を
変

え
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
海
外
で
演
じ
る
機
会
も
多
く
、
世
界
中
の
人
々

が
狂
言
の
笑
い
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
い
る
と
、
狂
言
の
「
こ
の
あ
た
り
」
と
は
、

日
本
も
含
め
た
「
地
球
あ
た
り
」
の
こ
と
な
の
だ
と
認
識
し
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
こ
の
あ
た
り
の
者
」
は
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
犬
や
猿
、
き
の
こ
や
蚊か

と
い
っ
た
生
き

物
ま
で
含
む
の
が
狂
言
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
皆
さ
ん
も
、
ぜ
ひ

一
度
狂
言
を
観み

に
来
て
く
だ
さ
い
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

参考資料
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歴
史
的
仮
名
遣
い
や
漢
文
の
訓
読
の
仕
方
な
ど
、
古
典
の
世
界
に
親
し

む
た
め
の
知
識

・
技
能
の
習
得
に
役
立
つ
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
い
ま
す
。

狂
言
師
と
し
て
第
一
線
で
活
躍
す
る
著
者
が
、
狂
言
の
今
日
的
な
意
義
を
紹
介
す
る
書
き

お
ろ
し
コ
ラ
ム
。
平
易
な
文
章
と
ユ
ー
モ
ア
で
伝
統
芸
能
や
古
典
へ
の
興
味
を
喚
起
し
ま
す
。



漢
字
文
化
を
ア
レ
ン
ジ
す
る

日
本
の
力

笹さ
さ

原は
ら

宏ひ
ろ

之ゆ
き

コ
ラ
ム

「
ギ
ュ
ウ
タ
ン
」を

「
牛
舌
」と
書
く
こ
と

ど
う
思
う
？

ま
だ
文
字
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
語
を
表
記
す
る
た
め
に
、
当
時

の
中
国
で
の
漢
字
の
発
音
を
利
用
す
る
「
音
読
み
」
の
他
に
、
漢
字

に
大や

ま
と和
言
葉
の
発
音
を
当
て
た
。
そ
れ
が
漢
字
の
意
味
を
日
本
語
に

訳
し
た
読
み
方
、「
訓
読
み
」
で
あ
る
。

現
存
す
る
日
本
最
古
の
歌
集
『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』
を
見
て
み
よ
う
。「
き
み

ま
つ
と
（
＝
君
待
つ
と
）」
は
「
君
待
登
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
き

み
」
に
は
、
二
人
称
を
表
す
漢
字
「
君
」
を
当
て
、
同
様
に
「
ま
つ
」

に
は
「
待
」、「
と
」
に
は
「
ト
」
と
い
う
発
音
の
漢
字
「
登
」
を
当
て

た
。
ま
た
、「
や
ま
と
（
＝
大
和
）」
は
「
山
跡と（

あ
と
）」「
也
万
等
」「
八
間
跡
」

な
ど
と
表
記
さ
れ
、
漢
字
の
「
音
読
み
」
や
「
訓
読
み
」
を
駆
使
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

訓
読
み

焼
肉
屋
さ
ん
で
「
牛
舌
」
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
を
目
に
し
た
。
意
味

は
わ
か
る
。
が
、
い
っ
た
い
ど
う
読
む
の
だ
ろ
う
。「
ギ
ュ
ウ
ゼ

ツ
？
」「
う
し
し
た
？
」「
ギ
ュ
ウ
し
た
？
」

店
内
の
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
ど
う
や
ら
「
ギ
ュ
ウ
タ
ン
」
と
発

音
す
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
辞
書
に
「
舌
」
を
「
タ
ン
」
と
す
る
読
み

は
な
い
。

ど
う
し
て
こ
う
読
む
の
だ
ろ
う
。

「
舌
」
を
英
語
に
す
る
⬇tong

ue

「
タ
ン
（
グ
）」

⬇
「
牛
」
と
つ
な
が
っ
て
「
ギ
ュ
ウ
タ
ン
」

こ
の
よ
う
な
過
程
だ
ろ
う
。

日
本
の
人
々
が
漢
字
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
か
を
振
り

返
り
な
が
ら
、
漢
字
の
将
来
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
よ
う
。

漢
字
は
中
国
で
生
ま
れ
、
今
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
日
本
に

入
っ
て
き
た
。
中
国
語
を
表
記
す
る
文
字
を
日
本
語
に
溶と

け
込
ま
せ

よ
う
と
、
日
本
に
暮
ら
す
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
き
た
。
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日
本
で
作
ら
れ
た
漢
字
も
あ
る
。
例
え
ば
、
陸
揚あ

げ
さ
れ
る
と
す

ぐ
に
死
ん
で
し
ま
う
弱
い
魚
「
イ
ワ
シ
」。
古
く
は
「
伊
和
之
」
な
ど

と
表
記
し
て
い
た
が
、
奈
良
時
代
に
「
魚
」
と
「
弱
」
を
組
み
合
わ
せ

た
「
鰯

い
わ
し
」
と
い
う
国
字
が
生
み
出
さ
れ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

初
め
は
「
変
な
漢
字
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
時
を
経
て
「
正

し
い
」
漢
字
と
認
め
ら
れ
た
例
も
あ
る
。
江
戸
時
代
、
西
洋
医
学
を

研
究
し
て
い
た
宇う

田だ

川が
わ

玄げ
ん

真し
ん

（
榛し

ん

斎さ
い

）
は
、「K

lier

（
キ
リ
ー
ル
）」

と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
語
に
直
面
し
た
。
彼
は
、
こ
の
訳
語
と
し
て

「
腺せ

ん

」
と
い
う
国
字
を
作
り
出
し
た
。「
体
（
月
）
液
が
泉
の
よ
う
に

ほ
と
ば
し
る
と
こ
ろ
」
の
意
味
を
こ
め
た
。
最
初
、
他
の
医
学
者
や

蘭ら
ん

学が
く

者
か
ら
は
、
変
な
漢
字
を
作
っ
た
も
の
だ
と
批
判
を
受
け
た
。

し
か
し
、
彼
や
弟で

子し

は
「
腺
」
を
使
い
続
け
、
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
医
学
者
の
間

で
共
通
の
漢
字
に
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
に
入
る
と
、「
扁へ

ん

桃と
う

腺せ
ん

」

「
汗
腺
」
な
ど
、
一
般
の
人
に
も
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
二

〇
一
〇
年
、
つ
い
に
「
腺
」
は
常
用
漢
字
表
に
入
っ
た
。
二
〇
〇
年

前
、「
変
な
漢
字
」
と
さ
れ
た
個
人
の
漢
字
が
、
全
国
共
通
の
漢
字

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
作
ら
れ
た
「
腺
」
は
、
今
で
は
中
国

で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

国
字

言
葉
の
本
来
の
意
味
に
関
係
な
く
、
音
や
訓
を
当
て
た
も
の
な
ど

も
、
日
本
人
は
古
く
か
ら
親
し
ん
で
使
っ
て
き
た
。
例
を
あ
げ
る
と
、

「
時
計
」
は
、
も
と
も
と
「
土と

圭け
い

」
と
表
記
し
て
い
た
。
水
ど
け
い
や

日
ど
け
い
が
役
割
を
終
え
、
機
械
ど
け
い
が
一
般
化
し
た
江
戸
時
代

に
、「
時
を
計
る
」
と
い
う
意
味
の
「
時
計
」
を
「
と
け
い
」
と
い
う

語
に
当
て
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
定
着
し
た
。

漢
字
は
今
後
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

近
年
の
若
者
が
用
い
る
漢
字
を
調
査
す
る
と
、「
本
気
＝
ま
じ
」

や
「
宿
敵
＝
と
も
」
な
ど
も
使
わ
れ
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
気
持
ち
が

よ
く
伝
わ
る
と
思
う
も
の
も
数
多
く
あ
る
。

漢
字
に
つ
い
て
、
時
に
「
正
し
い
」「
正
し
く
な
い
」
と
い
う
こ
と

が
議
論
さ
れ
る
。
長
い
歴
史
と
伝
統
を
も
っ
た
漢
字
の
宿
命
だ
ろ
う
。

「
正
し
い
」
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
し
、
身
に

つ
け
る
こ
と
は
重
要
だ
。
一
方
で
、「
正
し
く
な
い
」
と
感
じ
た
漢

字
に
接
し
た
と
き
、
そ
の
文
字
や
表
記
を
生
み
出
し
た
背
景
に
思
い

を
は
せ
て
み
た
い
。
そ
れ
を
探さ

ぐ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
感
性

や
思
い
、
暮
ら
し
て
い
る
日
常
に
、
余
裕
を
も
っ
て
向
き
合
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
／
絵
・
田た

中な
か

斉
ひ
と
し
〉

当
て
字

51015

51015
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漢
字
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、
漢
字
と
日
本
の
人
々
と
の
関
わ
り
を

解
説
す
る
書
き
お
ろ
し
コ
ラ
ム
。

漢
字
文
化
に
つ
い
て
、
知
識
を
豊
か
に
し
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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桃山
江戸 鎌倉

かまくらむろまちえ　ど

和
歌
・
俳
句
な
ど

物
語
・
随ず

い

筆ひ
つ

な
ど

１
年

日
本
文
学
名
作
集

枕ま
く
ら
の

草そ
う

子し

清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

一
〇
〇
〇
頃

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
少
し

あ
か
り
て
、
紫

む
ら
さ
きだ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。

春
は
明
け
方
。
し
だ
い
に
白
く
な
っ
て
い
く
山
ぎ
わ
が
少
し
明
る
く
な
っ
て
、
紫

が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
（
の
は
趣

お
も
む
きが

あ
る
）。

ヨ

ウ

ヨ

ウ

ワ

竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り

九
〇
〇
頃ご

ろ

今
は
昔
、
竹
取
の
翁

お
き
な
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
い
う
者
が
い
た
。

ウ

古こ

事じ

記き

七
一
二

天あ
め

地つ
ち

初
め
て
発

あ
ら
は
れ
し
時
に
、
高た

か

天あ
ま
の

原は
ら

に
成
り
し
神
の
名
は
、

天あ
め

之の

御み

中な
か

主ぬ
し
の

神か
み

。
次
に
、
高た

か

御み

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

。
次
に
、
神か

む

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

。
こ
の
三み

柱は
し
らの
神
は
、
並と

も

に
独

ひ
と
り

神が
み

と
成
り
坐ま

し
て
、
身
を
隠か

く

し
き
。

天
地
が
初
め
て
現
れ
た
と
き
、
高
天
原
に
生
ま
れ
た
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
神
。

次
に
、
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
、
神
産
巣
日
神
。
こ
の
三
柱
の
神
は
、
い
ず
れ
も

独
り
神
と
し
て
身
を
隠
し
た
。

ア
ラ
ワ

カ
ン

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

九
〇
五

袖そ
で

ひ
ち
て
結
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を

春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む
（
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

）

オ

ン

万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う（
奈
良
時
代
末
期
）

籠こ

も
よ

み
籠
持
ち

ふ
く
し
も
よ

み
ぶ

く
し
持
ち

こ
の
岡を

か

に

菜
摘つ

ま
す
児こ

家
告の

ら
せ

名

告
ら
さ
ね

そ
ら
み
つ

大や
ま
と和
の
国
は

お
し
な
べ
て

我
こ
そ
居を

れ

し
き
な
べ
て

我
こ
そ
い
ま
せ

我
こ
そ

ば

告
ら
め

家
を
も
名
を
も
（
雄ゆ

う

略り
ゃ
く

天て
ん

皇の
う

）

籠か
ご

も

よ
い
籠
を
持
ち

ふ
く
し
（
野
菜
を
掘ほ

り
取
る
へ

ら
）
も

よ
い
ふ
く
し
を
持
っ
て

こ
の
丘お

か

で

菜
を
摘

ま
れ
る
少
女
よ

ご
身
分
は

名
も
明
か
さ
れ
よ

こ
の
大
和
の
国
は

ど
こ
も

私
が
治
め
て
い
る
の
だ

す
み
ず
み
ま
で

私
が
統
治
し
て
い
る
の
だ

私
の
ほ
う

こ
そ

告
げ
よ
う

身
分
も
名
も
。

オ
カ

オ

P118
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桃山
江戸 鎌倉

かまくらむろまちえ　ど

徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

兼け
ん

好こ
う

法ほ
う

師し

一
三
三
〇
頃

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し
硯

す
ず
り
に
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し

な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る

ほ
し
け
れ
。

な
す
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
一
日
中
硯
に
向
か
っ
て
、
心
に

浮う

か
ん
で
は
消
え
て
ゆ
く
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
、
と
り
と

め
も
な
く
書
き
つ
け
て
い
る
と
、
あ
き
れ
る
ほ
ど
気
分
が
た

か
ぶ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

イ

シ
ュ
ウ

オ

平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り

一
二
二
〇
頃

祇ぎ

園を
ん

精し
や
う

舎じ
や

の
鐘か

ね

の
声
、
諸し

よ

行ぎ
や
う

無む

常じ
や
うの

響ひ
び

き
あ
り
。

娑し
や

羅ら

双さ
う

樹じ
ゆ

の
花
の
色
、
盛

じ
や
う

者し
や

必ひ
つ

衰す
い

の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
。

お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜よ

の
夢
の
ご
と
し
。

た
け
き
者
も
つ
ひ
に
は
滅ほ

ろ

び
ぬ
、
ひ
と
へ
に
風
の
前
の
塵ち

り

に
同
じ
。

祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
に
は
、
諸
行
無
常
の
響
き
が
あ
る
。
娑
羅
双
樹
の
花
の
色
は
、

盛
者
必
衰
の
道
理
を
表
し
て
い
る
。
お
ご
り
た
か
ぶ
っ
て
い
る
人
も
長
く
は
続
か

な
い
、
ま
る
で
（
短
く
は
か
な
い
）
春
の
夜
の
夢
の
よ
う
で
あ
る
。
勢
い
の
盛さ

か

ん

な
者
も
つ
い
に
は
滅
び
て
し
ま
う
、
全
く
（
た
ち
ま
ち
に
吹ふ

き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま

う
）
風
の
前
の
塵
と
同
じ
で
あ
る
。

オ
ン
シ
ョ
ウ
ジ
ャ

シ
ョ
ギ
ョ
ウ

ジ
ョ
ウ

シ
ャ

ソ
ウ
ジ
ュ

ジ
ョ
ウ
シ
ャ
ヒ
ッ

ワ

イ

エ

小お

倉ぐ
ら

百
人
一
首

一
二
三
五
頃

来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に

焼
く
や
藻も

塩し
ほ

の
身
も
こ
が
れ
つ
つ
（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定さ
だ

家い
え

）

や
っ
て
は
来
な
い
人
を
待
つ
私
は
、
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な

ぎ
に
焼
く
藻
塩
の
よ
う
に
、
身
も
こ
が
れ
る
思
い
で
い
ま

す
。 新し

ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う

一
二
〇
五

志し

賀が

の
浦う

ら

や
遠
ざ
か
り
ゆ
く
波
間
よ
り

凍
り
て
出い

づ
る
有あ

り

明あ
け

の
月
（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

家い
え

隆た
か

）

志
賀
の
浦
よ
。（
沖お
き

の
ほ
う
へ
）
遠
ざ
か
っ
て
い
く
波
の
間

か
ら
凍
り
つ
い
た
よ
う
に
（
冷
た
い
光
を
放
っ
て
）
出
て

き
た
有
明
の
月
よ
。

ズ

（
夏
の
日
に
）
袖
が
ぬ
れ
る
ま
で
に
し
て
手
に
す
く
っ
た

山
の
清
水
が
、（
冬
の
間
）
凍こ

お

っ
て
い
た
の
を
、
立
春
の
今

日
の
風
が
解
か
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

資
料
編

読
書
の
広
場

わ
ら
の
さ
だ
い
え
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奈
良
時
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
日
本
文
学
の
名
作
を
イ
ラ
ス
ト
と
と

も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

作
品
名
や
作
者
名
、
成
立
年
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
名
作
の
本
文
の

一
部
を
読
ん
で
親
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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え　ど

舞ま
い

姫ひ
め

森も
り

鷗お
う

外が
い

一
八
九
〇

石
炭
を
ば
は
や
積
み
果
て
つ
。
中
等
室
の
卓

つ
く
ゑ
の
ほ
と
り
は
い

と
静
か
に
て
、
熾し

熱ね
つ

燈と
う

の
光
の
晴
れ
が
ま
し
き
も
徒

い
た
づ
らな
り
。

ツ
ク
エ

イ
タ
ズ
ラ

東と
う

海か
い

道ど
う

中ち
ゅ
う

膝ひ
ざ

栗く
り

毛げ

十じ
っ

返ぺ
ん

舎し
ゃ

一い
っ

九く

一
八
〇
二

武む
さ
し蔵

野の

の
尾を

花ば
な

が
す
ゑ
に
、
か
か
る
白
雲
と
詠よ

み
し
は
、

む
か
し
む
か
し
浦う

ら

の
苫と

ま

屋や

。

武
蔵
野
の
尾
花
（
ス
ス
キ
）
の
穂ほ

先さ
き

に
、
白
雲
が
降
り
か
か
っ
て
ほ
の
か
に
白
ん

で
い
る
と
歌
に
詠
ま
れ
た
の
は
、
昔
々
の
浦
の
苫
屋
。

オ

エ

醒せ
い

睡す
い

笑し
ょ
う

一
六
二
三

小こ

僧ぞ
う

あ
り
。
小さ

夜よ

更ふ

け
て
長な

が

棹ざ
を

を
持
ち
、
庭
を
あ
な
た
こ
な
た
と
振ふ

り
回
る
。

坊ば
う

主ず

こ
れ
を
見
つ
け
、「
そ
れ
は
な
に
ご
と
を
す
る
ぞ
。」
と
問
ふ
。｢

空
の
星

が
欲ほ

し
さ
に
、
う
ち
落
と
さ
ん
と
す
れ
ど
も
落
ち
ぬ
。｣

と
。

小
僧
が
い
た
。
夜
が
更
け
て
か
ら
長
い
棹
を
持
ち
、
庭
の
中

を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
振
り
な
が
ら
歩
き
回
っ
て
い
る
。
坊
さ

ん
が
こ
れ
を
見
つ
け
、「
そ
れ
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。」
と

問
う
た
。「
そ
の
星
が
欲
し
く
て
、
た
た
き
落
と
そ
う
と
す

る
け
れ
ど
も
落
ち
な
い
。」
と
答
え
た
。

ザ
オ

ボ
ウ

ウ

﹇
小こ

林ば
や
し

一い
っ

茶さ

﹈
一
八
二
〇
頃ご

ろ

雀す
ず
めの
子
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
お
馬
が
通
る

道
で
遊
ん
で
い
る
雀
の
子
よ
、
早
く
そ
こ
を
ど
き
な
さ
い
。

お
馬
が
通
る
か
ら
危
な
い
よ
。

﹇
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

﹈
一
七
七
四

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

菜
の
花
が
一
面
に
咲さ

い
て
い
る
。
ふ
と
気
づ
く
と
、
月
が

東
に
あ
り
、
日
は
西
の
空
に
沈し

ず

も
う
と
し
て
い
る
。

〈
川せ

ん

柳り
ゅ
う〉
誹は

い

風ふ
う

柳や
な
ぎ

多だ

留る

一
七
六
五

そ
の
の
ち
は
こ
わ
ご
わ
翁

お
き
な

竹
を
割
り

そ
れ
か
ら
後
は
、
恐お
そ

る
恐
る
翁
は
竹
を

割
る
よ
う
に
な
っ
た
。

お
く
の
ほ
そ
道
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

一
七
〇
二

月
日
は
百は

く

代た
い

の
過く

わ

客か
く

に
し
て
、
行

き
交か

ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

月
日
は
永
遠
の
旅
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
来
て
は

去
り
、
去
っ
て
は
来
る
年
も
ま
た
旅
人
で
あ
る
。

カ

ウ
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20002000 19001900 18001800 17001700
江戸明治大正昭和平成令和
え　ど

１
Ｑ
８
４

村む
ら

上か
み

春は
る

樹き

二
〇
〇
九

タ
ク
シ
ー
の
ラ
ジ
オ
は
、
Ｆ
Ｍ
放
送
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
番
組
を
流
し
て
い
た
。

曲
は
ヤ
ナ
ー
チ
ェ
ッ
ク
の
『
シ
ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
』。

伊い

豆ず

の
踊

お
ど
り

子こ

川か
わ

端ば
た

康や
す

成な
り

一
九
二
六

道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
天あ

ま

城ぎ

峠と
う
げに
近
づ
い

た
と
思
う
頃こ

ろ

、
雨あ

ま

脚あ
し

が
杉
の
密
林
を
白
く
染
め
な
が
ら
、
す

さ
ま
じ
い
早
さ
で
麓

ふ
も
と

か
ら
私
を
追
っ
て
来
た
。

羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

芥
あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

一
九
一
五

あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下げ

人に
ん

が
、
羅
生
門
の

下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
他
に
誰だ

れ

も
い
な
い
。

吾わ
が

輩は
い

は
猫ね

こ

で
あ
る

夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

一
九
〇
五

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。
ど
こ
で
生
ま
れ
た

か
と
ん
と
見
当
が
つ
か
ぬ
。
何
で
も
薄う

す

暗ぐ
ら

い
じ
め
じ
め
し
た

と
こ
ろ
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
鳴
い
て
い
た
こ
と
だ
け
は
記き

憶お
く

し

て
い
る
。
吾
輩
は
こ
こ
で
初
め
て
人
間
と
い
う
も
の
を
見
た
。

た
け
く
ら
べ

樋ひ

口ぐ
ち

一い
ち

葉よ
う

一
八
九
六

廻ま
は

れ
ば
大お

ほ

門も
ん

の
見
返
り
柳

や
な
ぎ

い
と
長
け
れ
ど
、
お
歯
ぐ
ろ
溝ど

ぶ

に

燈と
も
し
び火
う
つ
る
三
階
の
騒さ

わ

ぎ
も
手
に
取
る
如ご

と

く
、
明
け
く
れ
な

し
の
車
の
行ゆ

き

来き

に
は
か
り
知
ら
れ
ぬ
全ぜ

ん

盛せ
い

を
う
ら
な
ひ
て

マ
ワ

オ
オ

イ

サ
ラ
ダ
記
念
日

俵
た
わ
ら

万ま

智ち

一
九
八
七

「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
君
が
言
っ
た
か
ら

七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日

こ
と
ば
あ
そ
び
う
た
谷た

に

川か
わ

俊し
ゅ
ん

太た

郎ろ
う

一
九
七
三

か
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た

か
っ
ぱ
ら
っ
ぱ
か
っ
ぱ
ら
っ
た

と
っ
て
ち
っ
て
た

﹇
佐さ

佐さ

木き

信の
ぶ

綱つ
な

﹈
一
九
一
〇
頃

ゆ
く
秋
の
大や

ま
と和

の
国
の
薬や

く

師し

寺じ

の

塔た
ふ

の
上
な
る
一
ひ
ら
の
雲

ト
ウ ﹇

与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

﹈
一
九
〇
〇
頃

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て

出い

で
し
花
野
の
夕ゆ

ふ

月づ
く

夜よ

か
な

ユ
ウ

﹇
正ま

さ

岡お
か

子し

規き

﹈
一
九
〇
〇
頃

雪
残
る
頂
一
つ
国く

に

境ざ
か
ひ

い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我わ

が

目め

に
は

今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す

ザ
カ
イ

資
料
編

読
書
の
広
場

な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
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学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
、
紹
介
作
品
数
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

１
年
生
に
掲
載
し
て
い
る
近
代
以
前
の
作
品
に
は
現
代
語
訳
を
付
し
、

親
し
み
や
す
く
し
て
い
ま
す
。

奈
良
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
カ
ラ
ー
の
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
日
本
の
文

学
史
を
一
覧
で
き
ま
す
。
自
学
自
習
に
も
適
し
て
い
ま
す
。



質
問
は
答
え
の
内
容
に
よ
っ
て
、
次
の
四
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

質
問
の
仕
方

ふ
だ
ん
の
生
活
で
、
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
や
、
も
っ
と
深
く
知
り
た
い
こ
と
を
誰だ
れ

か
に
質
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

質
問
は
自
分
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
解
決
す
る
手
段
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
的
確
な
質
問
を
す
る
こ
と
で
、

相そ
う

互ご

理
解
が
進
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
活
発
に
な
っ
た
り
、
思
考
が
深
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

▶広げる問い

❸情報取り出し型

質
問
の
目
的
を
明
確
に
し
て
、
知
り
た
い
こ
と
を
聞
き
出

せ
る
よ
う
に
質
問
を
使
い
分
け
よ
う
。

▶答えが限られる定める問い
（クローズドクエスチョン）

❷選択型 ❶イエス・ノー型

選択肢の中から選択肢の中から選択肢の中から選択肢の中から
答える答える

「はい」か「いいえ」で「はい」か「いいえ」で「はい」か「いいえ」で
答える答える

動物園と水族館の
どちらが好きですか？

どちら
も好き
です。

動物園
が好き
です。

水族館
が好き
です。

いいえ。 はい。

あなたは水族館へ行っ
たことがありますか？

会
話
の
中
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
と

き
に
こ
の
質
問
を
使
う
。

●❶
イ
エ
ス
・
ノ
ー
型

●❷
選
択
型

●❸
情
報
取
り
出
し
型

●❹
目
的
に
応
じ
た
使
い
分
け

❹思考促し型
うなが せんたく

せんたくせんたく し
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質
問
を
重
ね
る
と
き
の
工く

夫ふ
う

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
い
く
つ
か
の
質
問
を
用
意
し

て
い
た
り
、
相
手
の
答
え
に
対
し
て
新
た
な
疑
問
を
も
っ
た
り
し
た
場
合

は
、
何
度
か
質
問
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。
こ
の
と
き
に
、
相
手
が
答
え
や

す
く
な
る
工
夫
を
す
る
と
、
や
り
と
り
が
充
じ
ゅ
う

実じ
つ

し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
広
げ
る
問
い
か
ら
始
め
る
の
で
は
な
く
、
定
め
る
問
い
か
ら

始
め
て
広
げ
る
問
い
へ
つ
な
げ
た
ほ
う
が
、
多
く
の
場
合
、
相
手
が
答
え

や
す
く
な
り
ま
す
。

質
問
を
重
ね
る
と
き
、「
な
ぜ
〜
で
す
か
。」「
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。」

と
、
聞
き
方
が
単
調
に
な
る
と
、
相
手
を
問
い
つ
め
て
い
る
よ
う
に
聞
こ

え
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
相
手
の
言
葉
を
引
用
し
た
り
、
言
い
か
え

た
り
す
る
こ
と
で
、
単
調
な
聞
き
方
に
な
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相
手
が
質
問
に
答
え
て
い
る
と
き
は
、
興
味
を
も
っ
て
聞
き
ま
し
ょ
う
。

質
問
か
ら
広
が
る
や
り
と
り
が
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

▶いろいろな答えが出てくる広げる問い
（オープンクエスチョン）

❸情報取り出し型

決まった決まった
正解がない正解がない

事実として事実として
決まった正解がある決まった正解がある

▶定める問い

❷選択型 ❶イエス・ノー型

あなたはどんな水族館
に行ってみたいです
か？

海の生物たちと触れ
合える水族館に行っ
てみたいです。

小学６年生の夏休み
に行きました。

いつ水族館に行きまし
たか？

相
手
か
ら
深
く
考
え
た
答
え
を
得
ら
れ
る
！

相
手
の
説
明
が
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
！

●❶●❷●❸相
手
の
意
見
を
深
く
掘
り
下
げ
た
り
、
視
点
を
変
え

て
発
想
を
広
げ
た
り
す
る
と
き
に
こ
の
質
問
を
使
う
。

●❹
思
考
促
し
型

目
的
に
応
じ
た
使
い
分
け

❹思考促し型
うなが

ふ

せんたく

ほ

に行ってみたいです

資
料
編

社
会
生
活
に
生
か
す
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国
語
科
だ
け
で
な
く
、
他
教
科
や
社
会
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
を

支
え
る
技
能
と
し
て
、
質
問
の
仕
方
の
教
材
を
配
置
し
ま
し
た
。

な
が
り
ま
す
。

質
問
の
種
類
を
整
理
し
、
場
面
に
応
じ
た
効
果
的
な
質
問
の
こ
つ
を
つ
か
む
こ

と
で
、
対
話
の
質
が
高
ま
り
、
協
働
的
な
学
び
の
実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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新
教
材

新
教
材

※
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
は
、
囲
み
の
教
材
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

令和 7年度版『現代の国語 ２』

▶教科書の特徴を動画で紹介しています。

  https://tb.sanseido-publ.co.jp/07gkpr/movie/
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う

170

読
み
方
を
学
ぼ
う
6
象
徴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

182

書
く

創
作
文
読
み
た
く
な
る
し
く
み
を
工
夫
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

183

読
書
活
動

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

187

漢
字
を
身
に
つ
け
よ
う
⑦
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

188

論
説

動
物
園
で
で
き
る
こ
と
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

奥お
く

山や
ま

英ひ
で

登と

190

読
み
方
を
学
ぼ
う
7
例
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

200

書
く

論
説
文
構
成
を
工
夫
し
て
考
え
を
伝
え
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

201

漢
字
の
し
く
み
２

熟
語
の
読
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

205

漢
字
を
身
に
つ
け
よ
う
⑧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

206

情
報
を

関
係
づ
け
る

6読
み
を

深
め
合
う

7視
野
を
広
げ
る
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小
説

走
れ
メ
ロ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

太だ

宰ざ
い

治お
さ
む

208

読
み
方
を
学
ぼ
う
8
心
情
把は

握あ
く

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

226

コ
ラ
ム
「
走
れ
メ
ロ
ス
」と
シ
ラ
ー
の「
人ひ

と

質じ
ち

」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

227

太
宰
治
の
世
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

228

漢
字
を
身
に
つ
け
よ
う
⑨
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

229

書
く

話
す
・

聞
く

情
報
誌
地
域
の
魅
力
を
振
り
返
っ
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

230

歌
の
言
葉

宿
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…［
歌
］O

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル

fficial

髭ひ
げ

男だ
んd

デ
ィ
ズ
ム

ism

236

文
法
の
ま
と
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

238

振
り
返
っ
て

見
つ
め
る

9小
さ
な
図
書
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

256

日
本
十
進
分
類
法
／
本
の
構
造
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

262

小
説

青
い
イ
ン
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

吉よ
し

田だ

篤あ
つ

弘ひ
ろ

264

小
説

形
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

菊き
く

池ち

寛か
ん

274

論
説

水
田
の
し
く
み
を
探さ

ぐ

る
…
…
…
…
…
…
…
…

岡お
か

崎ざ
き

稔み
の
る

277

論
説

金き
ん

継つ

ぎ
の
美
と
心
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

清き
よ

川か
わ

廣ひ
ろ

樹き

281

古
文

那な

須す
の

与よ

一い
ち

│
│「
平
家
物
語
」よ
り
…
…
…
…
…
…

286

歌か

舞ぶ

伎き

の
世
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

292
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舞
伎
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い
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う

売う
り

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

294

日
本
文
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名
作
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

298

小お

倉ぐ
ら

百
人
一
首
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

302

著
作
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と
引
用.......................................................
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モ
を
活
用
す
る...................................................

310

質
問
の
仕
方...........................................................

312

話
し
合
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の
形
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を
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ぶ.........................................

314

辞
典
を
活
用
す
る...................................................

316

手
紙
・
は
が
き
・
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ル
の
書
き
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318
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ん

稿こ
う

用
紙
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使
い
方
・
推す
い

敲こ
う

の
仕
方...........................

320

読
書
感
想
文
の
書
き
方............................................

322

学
習
用
語
辞
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324

語
彙
の
広
が
り.......................................................

330
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年
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で
学
ぶ
漢
字
字
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332
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で
学
ぶ
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342
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学
校
六
年
生
で
学
習
し
た
漢
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343

常
用
漢
字
表
音
訓
一
覧............................................

344

常
用
漢
字
表
付
表...................................................

357

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
コ
ン
テ
ン
ツ
一
覧...................

358

「
読
み
方
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ぼ
う
」一
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4
【
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
】
学
校
で
、
先
生

と
生
徒
が
、
学
校
生
活
の
い
ろ
い
ろ

な
問
題
を
話
し
合
う
時
間
。

7

漢

妙
み
ょ
う
な

︱左7

意
す
か
さ
ず

左18

意
懲
り
る

左18

意
肩
を
す
く
め
る

そ
の
日
の
四
時
間
め
、
黒
岩
先
生
は
少
し
遅
れ
て
教
室
に
や
っ
て
き
た
。
瀬せ

尾お

く
ん
が
三
時
間
め
の
体

育
で
貧
血
を
起
こ
し
た
か
ら
だ
。
瀬
尾
く
ん
は
少
し
青
い
顔
を
し
て
、
窓ま

ど

際ぎ
わ

の
後
ろ
か
ら
二
番
め
の
席
に

座
っ
た
。

四
時
間
め
は
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
だ
っ
た
。
来
週
の
校
外
学
習
に
つ
い
て
最
終
の
打
ち
合
わ
せ
を

行
っ
て
、
そ
の
あ
と
は
今
度
の
席せ

き

替が

え
の
方
法
を
み
ん
な
で
考
え
る
。

「
う
お
。」

妙
な
声
を
あ
げ
た
の
は
、
私
の
隣
の
席
の
ト
リ
ノ
。
ト
リ
ノ
と
い
っ
て
も
イ
タ
リ
ア
の
都
市
名
で
は
な

く
、
漢
字
だ
と
「
鳥
野
」
だ
。
ち
な
み
に
私
と
ト
リ
ノ
は
窓
際
の
一
番
後
ろ
に
座
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

ト
リ
ノ
の
前
の
席
は
瀬
尾
く
ん
だ
。

「
今
の
声
は
鳥
野
か
。
ど
う
し
た
？
」

黒
岩
先
生
が
前
か
ら
聞
く
。

「
い
や
、
な
ん
で
も
。」

「
な
ん
で
も
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
最
後
ま
で
ち
ゃ
ん
と
言
い
な
さ
い
。」

セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

戸と

森も
り

し
る
こ

◎
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る
。

○
表
現
や
構
成
の
工
夫
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て

考
え
る
。

目
標

朗読音声

510

26
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「
な
ん
で
も
な
い
で
す
。」

ト
リ
ノ
は
そ
う
言
っ
た
け
ど
、
な
ん
で
も
な
く
な
い
こ
と
に
、
私
だ

け
が
気
づ
い
た
。

私
は
ト
リ
ノ
の
机
の
上
に
手
を
伸
ば
し
、
彼
の
ノ
ー
ト
の
隅
に
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
書
き
こ
ん
だ
。

『
ブ
ロ
ー
チ
か
な
。』

す
る
と
、
ト
リ
ノ
は
そ
の
隣
に
す
か
さ
ず
こ
う
書
き
こ
ん
だ
。

『
そ
ん
な
わ
け
あ
る
か
。』

そ
の
下
に
、
私
は
書
き
こ
み
を
続
け
る
。

『
ホ
ン
モ
ノ
？
』

『
だ
な
。』

私
た
ち
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。

「
そ
こ
の
二
人
、
前
を
向
け
、
前
を
。」

黒
岩
先
生
が
ト
リ
ノ
と
私
を
注
意
し
た
。

「
す
み
ま
せ
ん
。」

代
表
し
て
ト
リ
ノ
が
謝

あ
や
ま

る
。
ト
リ
ノ
が
先
生
に
叱
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

『
ご
め
ん
。』

懲こ

り
ず
に
書
き
こ
む
と
、
ト
リ
ノ
は
肩
を
す
く
め
て
少
し
笑
っ
た
。

そ
ん
な
ト
リ
ノ
の
前
の
席
に
座
っ
て
い
る
瀬
尾
く
ん
の
背
中
を
、
私

515
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各
学
年
最
初
の
物
語

・
小
説

教
材
に
は
、
本
文
の
朗
読
音

声
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

「
私
」
を
語
り
手
に
、
ク
ラ
ス
の
友
達
に
伝
え
る
よ
う
な
語
り
口
で
、
人
物
ど
う

し
の
関
わ
り
や
心
情
の
機
微
を
描
い
た
、
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
小
説
。

作
者
は
、『
ぼ
く
た
ち
の
リ
ア
ル
』（
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
）
で
デ
ビ
ュ
ー
し
、

多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
児
童
文
学
作
家
。

文
学
教
材
で
は
、
理
解
の
手
助
け
と
な
る
よ
う
、

作
品
に
合
っ
た
挿
絵
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

固
有
名
詞
や
難
解

な
語
句
に
は
脚
注
を

つ
け
て
い
ま
す
。



7

漢

抜
け
殻が
ら

11

意
経
過
↓
類			

経け
い

緯い

13

意
同
等
↓
類			

同
格

は
も
う
一
度
、
じ
っ
く
り
見
た
。

そ
こ
に
は
、
大
き
な
セ
ミ
が
止
ま
っ
て
い
た
。

瀬せ

尾お

く
ん
の
左
肩
の
少
し
下
に
、
こ
っ
そ
り
止
ま
っ
て
い
る
、
一
匹
の
セ
ミ
。
ト
リ
ノ
と
私
の
席
の
位

置
か
ら
し
か
見
え
な
い
。
ち
な
み
に
瀬
尾
く
ん
の
右
隣
の
女
子
は
、
風か

邪ぜ

で
欠
席
で
あ
る
。

よ
く
見
か
け
る
普
通
の
セ
ミ
だ
け
れ
ど
、
私
に
は
そ
の
名
前
、
つ
ま
り
セ
ミ
の
種
類
が
わ
か
ら
な
い
。

だ
け
ど
ト
リ
ノ
は
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
小
六
の
夏
休
み
に
、
ト
リ
ノ
は
「
セ
ミ
の
一
生
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
自
由
研
究
を
し
て
い
た
。
あ
の
夏
、
セ
ミ
の
体
の
つ
く
り
か
ら
抜
け
殻
の
見
つ
け
方
ま
で
、
彼

は
熱
心
に
調
べ
て
い
た
か
ら
。
あ
の
研
究
に
は
金
賞
が
つ
い
て
、
校
外
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
の
だ
。

瀬
尾
く
ん
は
ど
こ
か
ら
セ
ミ
を
つ
け
て
き
た
の
か
。
保
健
室
か
ら
こ
の
教
室
ま
で
の
道
の
り
で
い
っ
た

い
何
が
？

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
セ
ミ
は
間
違
い
な
く
こ
こ
に
い
る
。

先
生
た
ち
は
結
果
よ
り
も
経
過
が
大
切
だ
と
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
け
れ
ど
、
そ
れ
は
思
う
よ
う
に
結
果

が
出
な
か
っ
た
と
き
の
慰

な
ぐ
さ

め
で
あ
っ
て
、
真
実
で
は
な
い
と
思
う
。
真
実
は
こ
う
だ
。

結
果
と
経
過
は
同
等
に
大
切
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
瀬
尾
く
ん
の
背
中
に
セ
ミ
」
と
い
う
結
果
と
、「
瀬
尾
く
ん
の
背
中
に
セ
ミ
」
と
い
う
結
果

を
生
み
出
し
た
経
過
は
同
等
に
大
切
な
の
で
あ
り
…
…
。

「
竹
内
、
ぼ
ん
や
り
す
る
な
。」

今
度
は
ソ
ロ
で
注
意
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ト
リ
ノ
が
呆あ

き

れ
顔
で
ゆ
っ
く
り
と
首
を
左
右
に
振
る
。

瀬
尾
く
ん
が
セ
ミ
を
連
れ
て
き
た
こ
と
が
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
知
ら
れ
た
ら
と
考
え
る
と
、
非
常
に

気
が
重
い
。
瀬
尾
く
ん
は
セ
ミ
を
ネ
タ
に
で
き
る
よ
う
な
タ
イ
プ
で
は
な
い
し
、
セ
オ
と
セ
ミ
と
を
か
け

51015
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12

漢

真
剣け
ん

2

意
あ
え
て
↓
類			

し
い
て

6

意
と
た
ん

8

意
デ
リ
ケ
ー
ト

8

意
あ
ら
れ
も
な
い

9

意
控
え
め

	
		

↓
類		

つ
つ
ま
し
や
か

14

意
切
り
抜
け
る

	
		

↓
類			

脱
す
る

て
妙
な
あ
だ
名
が
誕
生
し
て
し
ま
っ
て
も
困
る
。
と
に
か
く
こ
こ
は
セ
ミ
か
ら
瀬
尾
く
ん
を
守
ら
な
け
れ

ば
。
恐
ら
く
ト
リ
ノ
も
そ
う
考
え
て
、
あ
え
て
口
に
出
さ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
ト
リ
ノ
は
真
面
目
で
い

い
や
つ
だ
か
ら
な
。

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
時
間
は
あ
る
。
こ
の
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
時
間
を
利
用
し
て
、
対
処
方
法
を
考

え
よ
う
。

そ
う
考
え
た
と
た
ん
に
、
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

セ
ミ
が
急
に
鳴
き
始
め
た
ら
ど
う
す
れ
ば
？

突
然
ミ
ー
ン
ミ
ー
ン
と
鳴
き
始
め
た
ら
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
瀬
尾
く
ん
は
、
驚
い
て
あ
ら
れ
も
な
い
悲
鳴

を
あ
げ
て
し
ま
う
か
も
。
い
つ
も
控ひ

か

え
め
で
無
口
な
瀬
尾
く
ん
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
妙
な
声
を
あ
げ
て

し
ま
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
騒さ

わ

ぎ
出
す
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
避
け
た
い
。
こ
の
一
匹
の
セ
ミ
さ
ん
に
、

私
た
ち
の
今
日
一
日
の
運
命
が
か
か
っ
て
い
る
。

横
を
見
る
と
、
ト
リ
ノ
は
真
剣
な
表
情
を
し
て
、
あ
ご
に
手
を
当
て
て
な
に
や
ら
考
え
こ
ん
で
い
る
。

メ
ガ
ネ
の
奥
の
目
が
、
目
の
前
の
セ
ミ
を
鋭
く
に
ら
ん
で
い
る
。
私
よ
り
も
ず
っ
と
頭
の
い
い
ト
リ
ノ
は
、

頭
を
フ
ル
ス
ピ
ー
ド
で
回
転
さ
せ
、
う
ま
く
こ
の
場
を
切
り
抜
け
る
方
法
を
探
し
て
い
る
よ
う
だ
。

「
竹
内
、
先
生
の
話
、
聞
い
て
る
か
？
」

ま
た
も
や
黒
岩
先
生
に
叱
ら
れ
た
。

「
聞
い
て
ま
す
。
先
生
、
今
日
の
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
、
残
り
の
時
間
は
外
で
遊
び
ま
せ
ん
か
？
」

ク
ラ
ス
中
が
ど
っ
と
笑
っ
た
。

気
を
利き

か
せ
た
つ
も
り
の
私
の
提
案
に
、
ト
リ
ノ
は
が
っ
く
り
と
肩
を
落
と
し
、
小
声
で
つ
ぶ
や
い
た
。
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。



「
不
自
然
す
ぎ
る
だ
ろ
。」

こ
の
教
室
か
ら
誰
も
い
な
く
な
れ
ば
、
瀬せ

尾お

く
ん
だ
け
引
き
と
め
て
お
い
て
、
そ
の
間
に

な
ん
と
か
で
き
る
と
思
っ
た
の
に
。
だ
め
か
。

こ
こ
か
ら
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
司
会
進
行
が
学
級
委
員
に
替か

わ
る
。
黒
岩
先
生
は
ぷ
り
ぷ
り

し
な
が
ら
、
私
と
ト
リ
ノ
の
後
ろ
に
折
り
畳
み
椅い

子す

を
出
し
て
き
て
、
そ
こ
に
座
っ
た
。
そ

こ
で
監か

ん

視し

し
よ
う
と
い
う
魂こ

ん

胆た
ん

だ
な
。

「
う
お
っ
。」

さ
っ
き
の
ト
リ
ノ
と
同
じ
よ
う
な
声
を
出
し
て
、
黒
岩
先
生
は
私
た
ち
の
後
ろ
で
硬
直
し

て
い
る
。
早
く
も
セ
ミ
に
気
が
つ
い
た
ら
し
い
。

「
ど
う
か
し
ま
し
た
？
」

学
級
委
員
が
黒
岩
先
生
に
聞
く
。
先
生
は
後
ろ
か
ら
答
え
た
。

「
な
、
な
ん
で
も
。」

「
な
ん
で
も
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
最
後
ま
で
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」

冷
静
か
つ
絶
妙
な
学
級
委
員
の
切
り
返
し
に
、
ク
ラ
ス
中
が
大
爆
笑
だ
。
黒
岩
先
生
は
引

き
つ
っ
た
笑
い
顔
で
頭
を
か
い
て
い
る
。

さ
て
、
仲
間
が
三
人
に
増
え
た
。
増
え
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
た
も
の
か
。
教
室
の
後
ろ

の
隅
で
、
私
た
ち
は
三
人
と
も
困
り
果
て
て
い
る
。

黒
岩
先
生
は
ト
リ
ノ
を
信
頼
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
な
に
か
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
こ

と
を
察
し
た
ん
だ
と
思
う
。
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
繊
細
な
瀬
尾
く
ん
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
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右14

漢

大
爆ば
く

笑

右6

意
監
視

右6

意
魂
胆

右8

意
硬
直

右14

意
冷
静
↓
類		

沈
着

右14

意
絶
妙

右19

意
繊
細

︱10

漢

閉
鎖さ

3

意
息
を
の
む

4

意
思
い
の
外
↓
類		

案
外

4

意
図
太
い

5

意
微
動

5

意
鈍
感

↔

対		

敏び
ん

感か
ん

る
の
は
、
お
そ
ら
く
黒
岩
先
生
、
あ
な
た
で
す
ね
。

そ
の
と
き
、
な
に
か
気
配
を
感
じ
た
の
か
、
瀬
尾
く
ん
が
右
手
を
伸
ば
し
て
左
肩
の
あ
た
り
を
触
っ
た
。

私
た
ち
三
人
は
、「
ひ
ゅ
っ
。」
と
息
を
の
ん
だ
。

け
れ
ど
、
そ
の
セ
ミ
は
思
い
の
外
図
太
い
性
格
だ
っ
た
。
す
ぐ
近
く
を
瀬
尾
く
ん
の
手
が
う
ろ
う
ろ
し

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
微
動
だ
に
せ
ず
お
と
な
し
く
止
ま
っ
て
い
る
。
な
ん
て
鈍
感
な
ん
だ
ろ
う
。

少
し
は
瀬
尾
く
ん
の
繊
細
さ
を
見
習
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

私
た
ち
三
人
は
、「
ふ
う
う
っ
。」
と
た
め
息
を
も
ら
し
た
。

「
蛻

も
ぬ
け
の
殻
っ
て
、
言
う
じ
ゃ
ん
。」

突
然
、
ト
リ
ノ
が
小
声
で
言
っ
た
。

「
言
う
ね
。
教
室
は
蛻
の
殻
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
流
行
で
学
級
閉
鎖
し
た
か
ら
だ
。」

「
例
文
を
作
れ
な
ん
て
言
っ
て
な
い
。
蛻
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
か
知
っ
て
る
？
」

「
さ
ぁ
。
も
ぬ
け
…
…
。
ま
ぬ
け
、
的
な
。」

ト
リ
ノ
は
軽け

い

蔑べ
つ

し
た
目
で
私
を
見
る
と
、
ノ
ー
ト
の
隅
に
書
き
こ
ん
だ
。

『
セ
ミ
と
か
ヘ
ビ
と
か
の
、
抜
け
殻
の
こ
と
』

へ
ぇ
ー
。
と
、
感
心
し
て
い
る
と
、
後
ろ
か
ら
手
も
と
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
き
た
黒
岩
先
生
が
、
同
じ
よ

う
に
「
へ
ぇ
ー
。」
と
言
っ
た
。

「
じ
ゃ
あ
、
多
数
決
に
よ
り
、
次
の
席
替
え
は
く
じ
引
き
で
決
め
ま
す
。」

学
級
委
員
が
そ
う
言
っ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
多
数
決
が
実じ

っ

施し

さ
れ
た
ら
し
い
。
ト
リ
ノ
と
席
が
離
れ
る

の
は
さ
み
し
い
気
も
す
る
。
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

文
学
教
材
で
は
、
理
解
の
手
助
け
と
な
る
よ
う
、

作
品
に
合
っ
た
挿
絵
を
配
置
し
て
い
ま
す
。



9

意
ざ
わ
め
き

12

意
瞬
間
↓
類			

瞬
時

14

意
我
に
返
る

16

意
喧
騒

17

意
心
境
↓
類		

気
持
ち

ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
終
了
ま
で
、
あ
と
二
十
分
。
残
り
時
間
は
自
習
に
な
り
そ
う
な
気
配
だ
。
学
級

委
員
が
優
秀
な
の
で
、
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
は
い
つ
も
時
間
が
余
っ
て
し
ま
う
。
全
然
ロ
ン
グ
じ
ゃ
な

い
。
こ
れ
が
本
当
の
セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
。

私
が
ば
か
ば
か
し
い
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
黒
岩
先
生
は
窓
の
外
を
ち
ら
っ
と
見
る
と
、

咳せ
き

払ば
ら

い
を
し
な
が
ら
教
室
の
前
に
戻
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

先
生
か
ら
「
頼
ん
だ
ぞ
。」
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
し
た
。

つ
い
に
ト
リ
ノ
が
動
い
た
。
左
の
窓
を
ゆ
っ
く
り
と
開
け
始
め
た
の
だ
。
静
か
に
、
静
か
に
、
ト
リ
ノ

は
自
分
側
の
窓
が
開
く
よ
う
に
、
窓
を
滑
ら
せ
て
い
る
。
が
ん
ば
れ
、
ト
リ
ノ
。
自
習
が
始
ま
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
ク
ラ
ス
の
ざ
わ
め
き
が
消
え
て
し
ま
う
。

ト
リ
ノ
は
音
を
た
て
な
い
よ
う
に
立
ち
上
が
る
と
、
瀬せ

尾お

く
ん
の
背
中
に
そ
ろ
そ
ろ
と
手
を
伸
ば
し
、

そ
こ
に
止
ま
っ
て
い
る
セ
ミ
を
、
人
さ
し
指
と
親
指
と
で
そ
っ
と
つ
ま
ん
だ
。

そ
し
て
次
の
瞬
間
、
光
の
速
さ
で
外
に
放
り
投
げ
た
。

「
ば
い
ば
い
。」

途
中
ま
で
身
動
き
ひ
と
つ
し
な
か
っ
た
セ
ミ
は
、
放
り
出
さ
れ
た
空
中
で
我
に
返
っ
た
よ
う
に
羽
を
広

げ
、
ジ
ジ
ジ
ッ
と
鳴
き
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
遠
く
ま
で
飛
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
去
り
際ぎ

わ

の
鳴
き
声
は
、
ク

ラ
ス
の
喧け

ん

騒そ
う

の
中
で
無
事
に
か
き
消
さ
れ
た
。

セ
ミ
か
ら
瀬
尾
く
ん
を
守
り
ぬ
い
た
私
た
ち
は
、
握
手
で
も
交か

わ
し
た
い
心
境
で
、
詰つ

め
て
い
た
息
を

大
き
く
吐
き
出
し
た
の
だ
っ
た
。
や
り
ま
し
た
よ
、
黒
岩
先
生
。

そ
の
と
き
、
瀬
尾
く
ん
が
初
め
て
振
り
返
っ
た
。
瀬
尾
く
ん
は
ト
リ
ノ
を
見
た
か
と
思
う
と
、
小
さ
な
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漢字

声
だ
っ
た
け
れ
ど
は
っ
き
り
と
、

「
あ
り
が
と
う
。」

そ
う
言
っ
た
。

私
と
ト
リ
ノ
は
驚
い
て
、
何
も
言
え
な
か
っ
た
。
ト
リ
ノ
は
立
っ
た
ま
ま
座
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

「
座
っ
て
い
い
ぞ
、
鳥
野
。」

黒
岩
先
生
が
妙
な
注
意
の
仕
方
を
し
た
。

ト
リ
ノ
は
人
さ
し
指
で
ず
れ
た
メ
ガ
ネ
を
直
す
と
、
よ
う
や
く
先
生
の
言
葉
に
従
っ
た
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
／
絵
・
佐さ

藤と
う

真ま

紀き

子こ

〉

学
校
を
舞
台
に
描
く

友
情
と
信
頼

ぼ
く
た
ち
の
リ
ア
ル

戸
森
し
る
こ

ユ
ウ
キ

伊い

藤と
う

遊ゆ
う

サ
ク
ラ
咲
く

辻つ
じ

村む
ら

深み

月づ
き

私

の

本

棚

【
著
者
】
戸
森
し
る
こ
（
と
も
り
し
る
こ
）

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
│

作
家
。
埼
玉
県
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
ぼ
く
た
ち
の
リ
ア
ル
』『
十
一
月
の
マ
ー
ブ
ル
』『
ゆ
か
い
な
床
井
く
ん
』
な
ど

新
出
漢
字

26

妙
▼

ミ
ョ
ウ

28

殻
▼

カ
ク

か
ら

29

剣
▼

ケ
ン

つ
る
ぎ

30

爆
▼

バ
ク

31

鎖
▼

サく
さ
り

5
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト

で
は
、
新
出
漢
字
を
繰
り
返
し

練
習
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
漢
字
ド

リ
ル
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
末
尾
に
は
「
私
の
本

棚
」
を
設
け
、
教
材
と
の
関
連
を
明
示
し
、

多
様
な
観
点
か
ら
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。



目標

多
角
的
に
見
る

こ
の
話
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
の
う
ち
、
作
品
の
表
現
と
関
係
し
て
い
る
も
の
を
、
具
体

的
な
例
を
あ
げ
な
が
ら
発
表
し
合
お
う
。

こ
の
話
の
登
場
人
物
を
書
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
整
理
し

よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

人
物
設
定

「
ト
リ
ノ
は
立
っ
た
ま
ま
座
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。」（
33
ペ
ー
ジ
・
4
行
め
）
と
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
。
そ
の
と
き
の
ト
リ
ノ
の
心
情
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合
お

う
。

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

12読
み
を
深
め
る

3

「
主
人
公
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
を
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
考
え
が
明
確
に
な
る
。

○
○
か
ら
見
る
と
、
■
■
だ
が
、

△
△
か
ら
見
る
と
、
◆
◆
だ
。

◎
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る
。

○
表
現
や
構
成
の
工
夫
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。

セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

「
主
人
公
」
と
は

ど
の
よ
う
な
人
物
か

せりふや描写が
多い人物 事件を解決した人物

最初と最後で
大きく変化した人物

劇的な場面を
作った人物
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学
び
を
広
げ
る

こ
の
話
の
主
人
公
は
誰
だ
と
考
え
る
か
。
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
話
し
合
い
、
自
分
の
読

み
を
深
め
よ
う
。

多
角
的
に
見
る

こ
の
作
品
の
表
現
や
構
成
の
工
夫
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
一
二
〇
〜
一

五
〇
字
程
度
の
文
章
に
ま
と
め
よ
う
。
ま
た
、
考
え
を
共
有
し
て
、
深
め
よ
う
。

●
「
セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で

ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

人
物
設
定
・
主
人
公

4自
分
の
考
え
を
深
め
る

5学
び
を
振
り
返
る

「
セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」
を
参
考
に
、
身
の
ま
わ
り
で
起
こ
っ
た
小
さ
な
「
事
件
」
に
つ
い

て
、
友
達
に
伝
え
る
よ
う
な
語
り
口
の
短
い
物
語
を
書
こ
う
。

動
作
の
速
さ
を
表
す
表
現

「
光
の
速
さ
で
外
に
放
り
投
げ
た
。」（
32

ペ
ー
ジ
・
12
行
め
）
の
「
光
の
速
さ
で
」
は
、

と
て
も
す
ば
や
い
動
作
を
光
の
進
む
速
さ
に
た

と
え
た
表
現
で
す
。

次
の
よ
う
な
表
現
も
、
動
作
の
速
さ
を
表
す

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
比
べ
て
み
ま

し
ょ
う
。

●
一
瞬
の
う
ち
に

●
瞬
時
に

●
目
に
も
と
ま
ら
ぬ
速
さ
で

●
手
早
く

●
迅じ
ん

速そ
く
に

●
あ
っ
と
い
う
ま
に

●
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
ま
に

お
お
げ
さ
な
比
喩

が
効
い
て
い
る
ね
。

視覚聴
ちょう

覚
かく

35 セミロングホームルーム
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+α

目
標
を
確
か
め
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
ま
す
。

主体的・対話的で深い学び ステップ

1

情
報
を
整
理
・確
認
し
て
、
文
章
の
内
容
や
構
成
を
つ
か
み
ま
す
。

自
学
自
習
に
も
対
応
し
た
課
題
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

文
章
を
詳
し
く
読
み
、
対
話
を
通
し
て

内
容
や
構
成
・表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

ステップ
2

ステップ

3

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
も
と
に
、

自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
し
ま
す
。

ステップ

4

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

ステップ

5

ス
テ
ッ
プ
１
〜
５
ま
で
の
学
習
を
活
用
し
て
取
り
組
み
、
学

び
を
更
に
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
は
、
見
開
き
で
丁
寧
に

学
習
過
程
を
示
し
ま
し
た
。
学
び
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
し
ま
す
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
と
関
連
づ
け
て
、
考
え
を
整
理

し
た
り
深
め
た
り
す
る
方
法
を

「
思
考
の
方
法
」
と
し
て
示

し
ま
し
た
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
に
関
連
し
て
学
習
で
き
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
読
み
の
方
略
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。☛

36
ペ
ー
ジ

「
読
む
こ
と
」
の

「
語
彙
を
豊
か
に
」
で
は
、
教
材
に
出
て
く

る
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
多
様
な
語
句
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。



読み方を学ぼう
説明文の
論理展開想像図表と文章物語の転換点例示心情把握

「読み方」
解説動画▶

読書の広場264ページ「青いインク」

人物設定象徴

1

小
説
の
登
場
人
物
は
、
作
者
の
設

定
し
た
役や
く

柄が
ら

を
担に
な

っ
て
、
互
い
に
関

わ
り
合
い
ま
す
。
ま
ず
、
個
々
の
登

場
人
物
の
年
齢
・
性
格
な
ど
の
設
定

（
人
物
像
）
を
理
解
し
、
次
に
、
登

場
人
物
の
相
互
関
係
や
変
化
を
捉
え

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」

で
は
、
黒
岩
先
生
が
、
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

が
、
他
の
登
場
人
物
と
の
関
係
に
ど

う
影え
い

響き
ょ
うし

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

▼
人
物
の
設
定
の
仕
方
を
捉
え
る
と
、

小
説
の
内
容
と
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

の
仕
掛
け
を
よ
り
深
く
理
解
で
き

る
。 人

物
設
定

「セミロングホームルーム」における人物設定の例

語り手による描写や、黒岩
先生の発言から、その人物
像を推定する。

教室の最
さい

後
こう

尾
び

に移動し
たあと、黒岩先生の描
かれ方が変化する点に
注意する。

机

机

机

机

黒岩先生

教
きょう

卓
たく

私

語り手

「うおっ。」

トリノ

瀬
せ

尾
お

くん

黒岩先生

移
動

＝

共
感
の
圏け

ん

内な
い

36
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
学
習
過
程
に
即
し
て
、
「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
を

設
け
、
文
章
を
正
確
に
読
み
解
き
、
深
く
読
み
味
わ
う
た
め
の
読
み
の

方
略
を
、
図
解
で
わ
か
り
や
す
く
示
し
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
動

画
に
よ
る
解
説
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

｢

読
み
方
を
学
ぼ
う｣

は
、「
考
え
方
」「
学
び
方
」
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
用
で
き
ま
す
。
応
用
し
た
り
組
み
合

わ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
の
力
と
し
て
さ
ら
に
磨
き
上
げ
、

伸
ば
し
て
い
く
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

中
学
校
で
身
に
つ
け
た
い
読
み
の
方
略
を
、
３
年
間
で
22
種
類

設
定
。
国
語
科
の
学
習
の
み
な
ら
ず
、
他
教
科
や
日
常
生
活･

社
会
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
で
も
活
用
で
き
ま
す
。

各
学
年
の
巻
末
に
、
「
読
み
方
を

学
ぼ
う
」
の
一
覧
を
折
り
込
み
で

示
し
ま
し
た
。
既
習
の
図
解
を
見

直
し
、
繰
り
返
し
確
認
し
な
が
ら

活
用
で
き
ま
す
。

❶
説
明
文
の
基
本
構
造

❷
人
物
相
関
図

❸
行
動
描
写

❹
三
角
ロ
ジ
ッ
ク

❺
詩
の
表
現
技
法

❻
情
景
描
写

❼
要
約

❽
語
り
手
・
視
点

ク
ジ
ラ
の
飲
み
水

空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ

字
の
な
い
葉
書

一
〇
〇
〇
円
の
価
値
を
考
え
る

そ
れ
だ
け
で
い
い

ト
ロ
ッ
コ

意
味
と
意
図

少
年
の
日
の
思
い
出

     ❶
人
物
設
定

❷
説
明
文
の
論
理
展
開

❸
想
像

❹
図
表
と
文
章

❺
物
語
の
転
換
点

❻
象
徴

❼
例
示

❽
心
情
把
握

セ
ミ
ロ
ン
グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

人
間
は
他
の
星
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
か

短
歌
の
世
界
／
短
歌
十
首

味
は
味
覚
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い

平
家
物
語

小
さ
な
手
袋

動
物
園
で
で
き
る
こ
と

走
れ
メ
ロ
ス

❶
回
想

❷
批
判
的
な
読
み

❸
省
略

❹
具
体
と
抽
象

❺
状
況
・
背
景

❻
反
復

握
手

間
の
文
化

俳
句
の
世
界
／
俳
句
十
句

フ
ロ
ン
規
制
の
物
語

お
く
の
ほ
そ
道

故
郷

１年２年３年

読み方を学ぼう 一覧

　文章を正確に読み解き、深く読み味わうための「技」や「こつ」を3年間で22種類示し
ました。応用したり組み合わせたりしながら、繰り返し、さまざまな場面で活用しましょう。

学年 読み方 教科書で取り上げた教材 こんなときに使える（一例）

❶	説明文の基本構造 クジラの飲み水
「間の文化」「フロン規制の物語」「私とは何か」な
どの説明的文章を読むとき

1
年

❷	人物相関図 空中ブランコ乗りのキキ 「握手」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❸	行動描写 字のない葉
は

書
がき 「握手」「故郷」「坊っちゃん」「おくのほそ道」など

の物語や小説、随筆を読むとき

❹	三角ロジック 一〇〇〇円の価値を考える 「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき

❺	詩の表現技法 それだけでいい
「言の森」「初恋」などの詩、短歌・俳句、物語や小
説を読むとき

❻	情景描写 トロッコ
「故郷」「おくのほそ道」「高瀬舟」などの物語や小説、
詩、随筆を読むとき

❼	要約 意味と意図
「間の文化」「見たいものだけ見る私たち」「虚と実」
などの説明的文章を読むとき

❽	語り手・視点 少年の日の思い出
「握手」「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を
読むとき

❶	人物設定 セミロングホームルーム
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「高瀬舟」などの物語
や小説を読むとき

❷	説明文の論理展開 人間は他
ほか

の星に住むこと
ができるのか

「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

2
年

❸	想像 短歌の世界／短歌十首
「言の森」「初恋」「故郷」「海を越えた故郷の味」な
どの詩、物語や小説、随想、短歌・俳句を読むとき

❹	図表と文章 味は味覚だけでは決まら
ない

「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき、
理科や社会科などの資料を読むとき

❺	物語の転換点 平家物語 「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❻	象徴 小さな手袋
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「線は、僕を描く」「初
恋」などの物語や小説、詩、短歌・俳句を読むとき

❼	例示 動物園でできること
「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

❽	心情把握 走れメロス 「握手」「故郷」などの物語や小説を読むとき

❶	回想 握手
「故郷」「高瀬舟」などの物語や小説、随筆、随想な
どを読むとき

3
年

❷	批判的な読み 間の文化
「フロン規制の物語」「私とは何か」などの説明的文
章を読むとき

❸	省略 俳句の世界／俳句十句
「おくのほそ道」「論語」「初恋」などの短歌・俳句、
詩、物語や小説を読むとき

❹	具体と抽象 フロン規制の物語
「間の文化」「『ありがとう』と言わない重さ」など
の説明的文章を読むとき

❺	状況・背景 おくのほそ道
「故郷」「論語」「海を越えた故郷の味」などの物語
や小説、随筆、随想、詩、短歌・俳句を読むとき

❻	反復 故郷
「握手」「高瀬舟」「初恋」などの物語や小説、詩、
短歌・俳句を読むとき

「読み方」
解説動画▶
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▼
批
判
的
に
読
む
と
、
筆
者
の
論

理
の
展
開
や
表
現
の
工
夫
を
捉

え
た
り
、
自
分
の
考
え
を
つ

く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

▼
状
況
や
背
景
を
ふ
ま
え
て
小

説
・
随
筆
を
読
む
と
、
よ
り
広

く
、
深
い
読
解
が
可
能
に
な
る
。

▼
省
略
の
技
法
を
理
解
し
、
想
像

で
余
白
を
補
う
と
、
俳
句
や
短

歌
が
よ
り
深
く
読
み
味
わ
え
る
。

▼
反
復
に
着
目
し
て
読
む
と
、
作

品
全
体
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」「
私
と
は
何
か
」

な
ど
の
説
明
的
文
章
を
読
む
と
き

●「
故
郷
」「
論
語
」「
海
を
越
え
た
故
郷

の
味
」
な
ど
の
物
語
や
小
説
、
随
筆
、

随
想
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を
読
む
と
き

●「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
論
語
」「
初
恋
」

な
ど
の
短
歌
・
俳
句
、
詩
、
物
語
や

小
説
を
読
む
と
き

●「
握
手
」「
高
瀬
舟
」「
初
恋
」
な
ど
の

物
語
や
小
説
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を

読
む
と
き

例

間
の
文
化

例

お
く
の
ほ
そ
道

例

俳
句
の
世
界
／
俳
句
十
句

例

故
郷

批
判
的
な
読
み

状
況
・
背
景

省
略

反
復

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

読み方を学ぼう 23年

読み方を学ぼう 53年

読み方を学ぼう 33年

読み方を学ぼう 63年

「『批判的に読む』とは」における批判的な読みの例

言
葉
に
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
二

つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。

挨
拶
の
言
葉
、
…
…

（
中
略
）

つ
ま
り
、他
人
な
し
に
は
存
在
し
な
い
道
具

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

こ
に
他
者
が
い
る
。

（
中
略
）

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

自
分
が
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

（
中
略
）

そ
こ
に
自
分
の
世
界
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
、

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

他
者
を
確
か
め
る
言
葉
と
、自
分
を
確
か

め
る
言
葉
と
、私
た
ち
が
も
つ
言
葉
に
は
二

つ
の
方
向
、二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

推
し
測
っ
て
読
む

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

話
題
の
選
択

推
し
測
っ
て
読
む

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

ででで
く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
用
い
方

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

あ
る
。

あ
る
。

あ
る
。

共
感

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

疑
問

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

論
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
か
。
か
。

全
て
に
あ
て
は
ま
る
の
か

「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
言
葉
」（
長お
さ

田だ

弘
ひ
ろ
し

）の
一
節

「俳句の世界」における省略の例

秋
つ
ば
め
包パ

オ

の
ひ
と
つ
に
赤
ん
坊

黒く
ろ

田だ

杏も
も

子こ

　
　

●秋つばめ➡季節は秋　　●つばめ➡長距離を旅する渡り鳥

●包➡場所はモンゴル　　●ひとつ➡他にもある

●赤ん坊➡人々が生活している

　新聞の記事や説明的文章を書くときなどには、事実を詳しく叙述する

ことが大切です。俳句は、その対極にあるような、省略の多い凝縮され

た表現ですが、俳句の中の言葉から読み取れることもたくさんあります。

　この句は、「秋つばめ」や「赤ん坊」に焦点化して描かれ、それ以外

の要素が省略されています。つまり、作者は、自身の心情を「秋つば

め」や「赤ん坊」に託しているのです。

　読者は、俳句の中の言葉から読み取ったことをもとに、省略されてい

ることを想像して補っていきます。そこから作者の感動や発見を再現し

ていくことに、俳句のおもしろさや味わい深さがあるのです。

●包の周りはどんな天気だろうか。

●包の周りには何があるのだろうか。

●包の中には他に何があるのだろうか。

●赤ん坊の周りに他の人はいるのだろうか。

●赤ん坊の家族はどんな生活をしているのだろうか。

作者の
感動や発見

「●「おくのほそ道」における状況・背景の例

うのはな〖卯の花〗〈名〉❶山野に生え、
生けがきなどにもする落葉低木。初夏
に、白い小さな花をつける。うつぎ。

【兼房】十
じゅう

郎
ろう

権
ごんの

頭
かみ

兼房。義
よし

経
つね

とともに
戦って戦死した老武士。

「
卯
の
花
」
の
色
と
「
兼
房
」
の

人
物
像
を
知
る
と
、
こ
の
句
の
意

味
を
よ
り
深
く
味
わ
え
る
。

卯う

の
花
に
兼か
ね

房ふ
さ

見
ゆ
る
し
ら
が
か
な

　
　

曾そ

良ら

①「卯の花」とはどんな花なのか、

　辞書などを引いて調べる。

（『例解新国語辞典 第十版』）

②「兼房」とはどんな人物なのか、

　教科書の脚注などで確認する。

③なぜ「しらが」なのか、考える。

白い「卯の花」から、この平泉の地で義経

とともに戦って死んだ老いた武士である兼

房の「しらが」（白髪）を思い浮かべてでき

た句であることがわかる。

「●「故郷」における反復の例

反復（2） 反復（1）

少年二人組の設定が反復される 風景の想起が反復される

「
そ
の
上
の
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の

丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。」

三
十
年
前
の
閏ル

ン

土ト
ー

と
「
私
」

現
在
の
水

シ
ュ
イ

生シ
ョ
ンと

宏ホ
ン

児ル

同じように仲よくなる二人である
が、前者の三十年後はどうなった
だろうか。そして、後者の将来は
どうなるのだろうか。

一度めに想起された風景と、二度
めに想起された風景とでは、どの
ような違いがあるだろうか。

「
紺こ

ん

碧ぺ
き

の
空
に
金
色
の
丸
い
月
が
か

か
っ
て
い
る
。」

握
手

フ
ロ
ン
規
制
の
物
語

回
想
と
は
、
自
分
が
経
験
し
た
過
去
の
で
き
ご
と
を
思
い
出
す
こ
と
で
す
。

小
説
の
中
の
時
間
は
、
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
回
想
と
い
う
か
た

ち
で
過
去
の
話
が
は
さ
み
込
ま
れ
る
な
ど
、
時
間
の
順
序
が
組
み
替
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

過
去
の
で
き
ご
と
を
効
果
的
に
は
さ
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
で
き

ご
と
を
意
味
づ
け
た
り
、
印
象
深
く
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
握
手
」
で
は
、
昔
の
思
い
出
が
、
ど
の
よ
う
に
現
在
の
話
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

語
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」

に
出
て
く
る
語
の
う
ち
、「
冷
蔵
庫
」
は
具
体
的
な
事
物
を
表
す
語
で
す
が
、

「
利
益
」「
損
失
」
は
概
念
を
表
す
抽
象
的
な
語
で
す
。

具
体
と
は
、
物
事
な
ど
を
明
確
な
形
や
内
容
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
抽
象

と
は
、
い
く
つ
か
の
事
物
や
頭
に
思
い
浮
か
べ
た
も
の
に
共
通
す
る
要
素
を
抜

き
出
し
て
示
し
た
も
の
で
す
。

読み方を学ぼう 13年

読み方を学ぼう 43年

回
想

具
体
と
抽
象

例

例

▼
回
想
に
注
意
し
て
で
き
ご
と
の

順
序
を
整
理
す
る
と
、
作
品
の

構
造
と
展
開
が
明
確
に
つ
か
め

る
。

▼
具
体
と
抽
象
を
意
識
し
て
読
む

と
、
文
章
の
内
容
を
よ
り
論
理

的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
故
郷
」「
高た
か

瀬せ

舟ぶ
ね

」
な
ど
の
物
語
や
小

説
、
随
筆
、
随
想
な
ど
を
読
む
と
き

●「
間
の
文
化
」「『
あ
り
が
と
う
』
と
言

わ
な
い
重
さ
」
な
ど
の
説
明
的
文
章

を
読
む
と
き

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

「●「握手」における回想の例

話の方向

上野公園の西洋料理店でのルロイ修道士と「私」の会話。

そして、それに続く上野駅での別れ。
現在

近い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

近い
過去

この「近い過去」
は約1年前の葬式
の話。

この「近い過去」は
「現在」からいえば
1年と少し前の話。

これらの「遠い過去」
は「私」の少年時代の
話。

入
園
時
の
握
手

ル
ロ
イ
修
道
士
の
て
の
ひ
ら

ル
ロ
イ
修
道
士
の
爪

天
使
園
か
ら
抜
け
出
し
た
事
件

…
…
な
ど

「
ま
も
な
く
一
周
忌
で
あ
る
。」

「
葬
式
で
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
と
き
、
…
…
」

地
球
は
太
古
の
時
代
か
ら
紫
外
線
を
吸

収
し
て
く
れ
る
「
オ
ゾ
ン
層
」
で
覆
わ

れ
て
お
り
、
地
球
上
の
生
物
は
、
紫
外

線
か
ら
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
…
…
フ

ロ
ン
が
放
出
す
る
「
塩
素
」
と
い
う
物

質
が
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
す
。

毒
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
燃
え
る
こ
と

が
な
い
の
で
非
常
に
安
全
で
、
し
か
も

値
段
が
安
い
と
い
う
特
長
が
あ
り
…
…
。

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
マ
ッ
ト
レ
ス
や
自

動
車
の
座
席
シ
ー
ト
、
断
熱
材
、
精
密

機
械
や
電
子
部
品
を
洗
う
た
め
の
洗
浄

剤
と
し
て
も
大
変
に
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

人
類
に
利
益
と
損
失
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

抽象

利益

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

抽象

損失

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

「●「フロン規制の物語」における具体と抽象の例

想
像

図
表
と
文
章

例
示

心
情
把
握

行
動
描
写

要
約

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

語
り
手
・
視
点

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

短歌の世界／短歌十首 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

味は味覚だけでは決まらない

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

動物園でできること 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

走れメロス

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

字のない葉
は

書
がき

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

意味と意図

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

一〇〇〇円の価値を考える

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

少年の日の思い出

「父」の行動描写

ふだんは見えない
「父」の内面・心情

ふだんの「父」

ふだんの様子との落差に着目しながら、次の行動描写
から「父」の内面や心情を推測する。
「何も言わなかった」
「はだしで表へとび出した」「声をあげて泣いた」
なぜこのような行動をとったのかを考えることで、
「妹」に対する「父」の心情を捉えることができる。

暗示

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
家
中
を
歩
き
回

り
、
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く

を
起
こ
し
て
…
…

小
さ
い
の
に
手
を
つ
け
る
と
叱し
か

る

父
も
、
こ
の
日
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。

茶
の
間
に
座
っ
て
い
た
父
は
、
は

だ
し
で
表
へ
と
び
出
し
た
。
防
火

用
水
桶お
け

の
前
で
、
痩や

せ
た
妹
の
肩

を
抱
き
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。

落
差

●「字のない葉書」における行動描写の例

主張

積極的にキャッシュレス
決済を選

せん

択
たく

するべきだ。

理由づけ

・ 財布を持たずに買い物が
できるから。

・支払い管理が簡単だから。
・ 紛失や盗難時の被

ひ

害
がい

が減
るから。

事実

日本は将来的に支
し

払
はら

いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

主張

キャッシュレス化に
は慎

しん

重
ちょう

になるべきだ。になるべきだ。 理由づけ

・ お金を使った感覚が薄れる
ので無駄使いしやすいから。
・ 不正利用の被害があるから。
・ 災害時などに機械が使えな
くなってしまう可能性があ
るから。

事実

日本は将来的に支払いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

同
じ
事
実

●「一〇〇〇円の価値を考える」における三角ロジックの例

●「意味と意図」における要約の例

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

実
は
「
意
味
の
理
解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」
の
ほ
う
で

す
。
…
…

具
体
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
数
十
個
入
っ

た
段
ボ
ー
ル
が
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
状

じ
ょ
う

況き
ょ
うで
、
あ
な
た

が
人
に
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」
と
言
う
場
面
…
…

発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
「
字じ

面づ
ら

ど
お
り
の
意
味
」
と
、
そ
の
言

葉
に
こ
め
ら
れ
た
「
意
図
」
が
一い

っ

致ち

し
な
い
例
も
…
…

…
…
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感

情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、
相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
重
要
な
の
は
、「
意
味
の
理

解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」。

私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感
情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、

相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」

⬇「
話
し
手
の
意
図
と
し
て

適
切
な
解
釈
」
を
し
ぼ
り

込
ん
で
い
る
。

「
そ
こ
の
窓
、
開
け
ら
れ
ま
す

か
？
」

⬇「
質
問
」で
は
な
く「
依
頼
」

と
解
釈
。

❶
文
章
を
読
み
、
構

成
を
つ
か
む
。

•「
序
論
」「
本
論
」「
結

論
」

•「
問
い
」と「
答
え
」

な
ど

❷「
結
論
」や「
答
え
」

な
ど
に
つ
な
が
る

大
事
な
言
葉
や
文

を
抜
き
出
し
て
並

べ
る
。

❸
要
約
の
目
的
や
字

数
、
伝
え
る
相
手

な
ど
を
考
え
て
文

章
に
ま
と
め
る
。

•
言
葉
を
書
き
換
え

る
。

•
言
葉
を
書
き
足
す
。

•
順
序
を
入
れ
替か

え

る
。

❹
読
み
返
し
て
文
章

を
整
え
る
。

「意味と意図」前半部分

序論結論 本論

●「少年の日の思い出」における語り手・視点の例

後半が「エーミー
ル」の視点で描かれ
ていたら、作品の印
象はどう変わるだろ
うか。

前半で「客」「彼」
「友人」と呼ばれて
いる人物が、後半の
「僕」であることに
注意する。

読者は「僕」の視点
で描かれた「エー
ミール」を見ている。

作者

エーミール

僕

私

語り手
＝

読者

客
は
夕
方
の
散
歩
か
ら
帰
っ

て
、
私
の
書
斎
で
私
の
そ
ば

に
腰
掛
け
て
い
た
。

友
人
は
そ
の
間
に
次
の
よ
う

に
語
っ
た
。

僕
は
、
八
つ
か
九
つ
の
と
き
、

チ
ョ
ウ
集
め
を
始
め
た
。

だ
が
、
そ
の
前
に
僕
は
、

…
…
チ
ョ
ウ
を
一
つ
一
つ
取

り
出
し
、
指
で
こ
な
ご
な
に

押
し
潰つ
ぶ

し
て
し
ま
っ
た
。

「●「短歌の世界」における物語の想像の例

「観覧車」という言葉を出発点にした想像

❶具体的に場面を指示した言葉に着目する。

この短歌の場合は「観覧車」。

❷着目した言葉から状況を想像する。

❸更に作者の心情を想像する。

想像

想像

想像

想像

「観覧車」だから場所は
遊園地だろう。

観覧車のゴンドラの中は
どんな様子だろうか。

 「我」の心情と　
「君」の心情とでは、
   どちらが切実
   だろうか。

時間の流れを意識して、

短歌の場面に至るまでのストーリーを想像

遊園地にさそったのは
どちらだろうか。

この二人は、
恋人どうしなの
だろうか。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想お

も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

イ

栗く
り

木き

京
き
ょ
う

子こ

「味は味覚だけでは決まらない」における図表と文章の例

文章と図表との
対応を読み取る。

そ
れ
で
は
、
視
覚
は
ど
う
だ
ろ
う
。
食
べ
物
の
情
報
を
最
初

に
得
る
感
覚
が
視
覚
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。
実
際
に
食

べ
物
の
色
や
形
の
よ
う
な
視
覚
情
報
が
味
に
影
響
す
る
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
ン
ク
色
に
着
色
し
た
液
体
と
緑
色
に
着
色

し
た
液
体
で
は
、
緑
色
の
ほ
う
の
糖
分
が
一
〇
％
多
か
っ
た
と

し
て
も
、
ピ
ン
ク
色
の
ほ
う
が
甘
く
感
じ
ら
れ
る
。

文章と図表との
対応を読み取る。

なぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこの
図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？

どんなどんなどんなどんなどんなどんなどんな
効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？

図表

文章

5種類の異なる赤色着色の濃度と感じられる甘みの強さ
［※赤色1～5に含まれる糖分の濃度は同じ］

0

16

17

18

19

20

21

22

感
じ
ら
れ
る
甘
み
の
強
さ

（
無
味
を
０
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
た

甘
さ
を
評
価
し
た
も
の
）

赤色1 赤色2 赤色3 赤色4 赤色5

「●「動物園でできること」における例示の例

筆者が提起してい
る課題を確認する。

課題と結びつけて
具体例の内容を読
み取る。

あげられた具体例と筆者の主張を関連づけ
て、例示の役割を確かめる。
・具体例と主張の間に論理の飛躍はないか。
・�具体例がどのような順番で並べられ、そ
の順序にどのような効果があるか。

筆者の主張

「楽しみの場」と「学びの場」を両立させるために
旭

あさひ

山
やま

動物園が実践してきたこと　

例
示

「
…
…
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
そ
の
方
法
を
紹
介

し
た
い
。」

具
体
例
①

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
例

ま
ず
は
じ
め
は
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
展

示
で
あ
る
。

具
体
例
②

ペ
ン
ギ
ン
の
例

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
旭
山
動
物
園
の
冬

の
風
物
詩
と
も
い
え
る
「
ペ
ン
ギ
ン
の
散

歩
」
で
あ
る
。

具
体
例
③

エ
ゾ
シ
カ
の
例

三
つ
め
の
例
と
し
て
、
私
が
飼
育
係
を
七

年
間
務
め
て
き
た
エ
ゾ
シ
カ
の
展
示
を
紹
介

し
た
い
。

支
え
る

「●「走れメロス」における心情把握の例

展
開

誰
に
対
し
て

心
情

心
情
表
現

メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。

今
度
は
メ
ロ
ス
が
嘲
笑
し
た
。

メ
ロ
ス
は
足
も
と
に
視
線
を
落

と
し
瞬
時
た
め
ら
い
、…

…

メ
ロ
ス
は
悔
し
く
、
じ
だ
ん
だ

踏
ん
だ
。

メ
ロ
ス
は
、
一
生
こ
の
ま
ま
こ

こ
に
い
た
い
、
と
思
っ
た
。

あ
あ
、
な
に
も
か
も
、
ば
か
ば

か
し
い
。

斜
陽
は
赤
い
光
を
、
木
々
の
葉

に
投
じ
、
葉
も
枝
も
燃
え
る
ば

か
り
に
輝
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
誰
に

対
す
る
ど
の
よ
う
な
心
情

を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

王　城王との約束村での結婚式行く手を阻むもの
はば

王王妹王
妹
と

　
　
　
　
　
　

村
人
た
ち

怒
り

あ
ざ
け
り

心
配

悔
し
さ

未
練

……

説
明
文
の
基
本
構
造

人
物
設
定

説
明
文
の
論
理
展
開

物
語
の
転
換
点

象
徴

詩
の
表
現
技
法

人
物
相
関
図

情
景
描
写

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

クジラの飲み水

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

セミロングホームルーム 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

人間は他
ほか

の星に住むことができるのか

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

平家物語 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

小さな手袋

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

それだけでいい

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

空中ブランコ乗りのキキ

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

トロッコ

●「ペンギンの防寒着」における説明文の基礎構造の例

①
段
落

②
段
落

③
段
落

④
段
落

⑤
段
落

⑥
段
落

⑦
段
落

⑧
段
落

ペ
ン
ギ
ン
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
厳
し

い
寒
さ
を
し
の
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

問
題

提
起

羽
根

答
え

脂
肪
層

答
え

羽
根
に
塗
る
脂

答
え

答
え
の
ま
と
め

三
つ
め

二
つ
め

一
つ
め

ポイント 問いをつかむ！

問い（問題提起）の部分を探して、どのようなことについて

書かれた文章なのかをつかもう。そして、その答えがどこに

どのように示されていくかに注意しながら読み進めよう。

ポイント 順序を表す言葉に注目！

「一つめは」「第一に」「まず」などの言葉に注目して、文章の

展開を追いかけよう。

序論本論結論

「空中ブランコ乗りのキキ」における人物相関図の例

団長

ピピ

小瓶

おばあさん

町の人

町の人

町の人

ライバル 仲間 ピエロの
ロロキキ

サーカス団

❷登場人物を書き出し
ていく。

❶主人公を中央に大き
く書く。

❸主人公との関係を矢
印や線で表し、その
大小、形、色などを
工夫する。

❹「仲間」「ライバル」
など、主人公との関
係を言葉で表す。

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）

心
配

第1連第3連 第2連第4連第5連

山
は

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

海
は

そ
こ
に
輝
か
が
や

か
が
や

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

星
は

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

希
望
は

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

希
望
と
い
う
も
の
が

こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
信
ず
る

信
じ
つ
づ
け
る

そ
れ
だ
け
で
い
い

そ
れ
だ
け
で
い
い

最後に、1行だ
けの終結部が設
けられている。

第4連だけは7行で、
連の中の構成も、そ
れまでとは異なる。

第1連から第3連までは、
同じ構成の6行で、2行
めと6行めに反復がある。

●描かれている順序に着目し、どのような意図があるかを捉える。
●最後の2連が他の連と異なる構成になっていることの効果を考える。

希望 星 海 山

●「それだけでいい」における詩の表現技法の例

今度は高い崖
がけ

の向こうに、広々
と薄ら寒い海が開けた。
（177ページ・6行め）

そこには両側のみかん畑に、黄色
い実がいくつも日を受けている。
（176ページ・7行め）

海

広々と
薄ら寒い海

高い崖の
向こう

●暗い　●寒い
●遠さ　●他に何もない
●よそよそしさ

寂しい
心細い　孤

こ

独
どく

不安

みかん

日を受け
ている

黄色い
実が

いくつも

両側の
みかん畑

●明るい　　●暖かい
●ぬくもり　●にぎやか
●身近さ

楽しい
明るい　幸せ

安心

情景描写

言葉から
イメージ
されるもの

そのときの
気持ち

●「トロッコ」における情景描写の例

「●「セミロングホームルーム」における人物設定の例

語り手による描写や、黒岩
先生の発言から、その人物
像を推定する。

教室の最
さい

後
こう

尾
び

に移動し
たあと、黒岩先生の描
かれ方が変化する点に
注意する。

机

机

机

机

黒岩先生

教
きょう

卓
たく

私

語り手

「うおっ。」

トリノ

瀬
せ

尾
お

くん

黒岩先生

移
動

＝＝＝

共
感
の
圏け

ん

内な
い

「●「宇宙に行くための素材」における説明文の論理展開の例

検証

条件に合って
いるか

検証

条件に合って
いるか

①
段
落

②
段
落

④
段
落

背
景
説
明

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
人
工
衛
星
は
、
ロ
ケ
ッ
ト

に
よ
っ
て
宇
宙
へ
運
ば
れ
る

条
件
の
提
示

強
く
丈
夫
な
金
属
で
あ
る
こ
と

軽
量
で
あ
る
こ
と

③
段
落

⑦
段
落

④
〜
⑥
段
落
を
ふ
ま
え
た
答
え
の
提
示

⑤
段
落

段
階
的
な
問
い
１

鉄
の
場
合

⑥
段
落

問
題
点
と
そ
の
解
説
１

段
階
的
な
問
い
２

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
場
合

問
題
点
と
そ
の
解
説
２

⑧
段
落

答
え
の
ま
と
め

序論本論結論

問
題
提
起

ど
の
よ
う
な
素
材
が
ロ
ケ
ッ
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

「●「敦盛の最期」における物語の転換点の例

熊
くま

谷
がえ

は大将軍に

呼びかけた。

熊谷は大将軍を

組み伏
ふ

せた。

熊谷は大将軍を

助けようとした。

大将軍は引き返し
てきた。

もし、引き返して
こなかったら……

後ろから味方が来
たため助けられな
くなった。

もし、後ろから
味方が来なかったら……

もし、熊谷と
同年代だったら……

大将軍は熊谷の子
と同じくらいの年
の少年だった。

「●「小さな手袋」における象徴の例

「シホは、おばあさんに会いに、雑木林へ日参するようになっていた」
「あたしがおばあちゃんのショールの中に一緒に入ってると、

とっても暖かいんだって。」
「シホはまるでおばあさんのことを忘れたように雑木林から遠のいた。」

「おばあさんは修道女に泣いて頼んだ」
…

「私」（シホの
お父さん）に
とっての

おばあさんに
とっての

シホに
とっての

❶それぞれの登場
人物にとっての
意味や思いにつ
いて考える。

❷象徴となる物や
場所を表す言葉
のイメージを思
い起こす。

❸象徴としてはたらいている物や場
所などが、作品全体の中で果たし
ている役割や効果について考える。

（意味・価値・思い）

凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮
守って

くれる

手袋

暖かみ

はかなさ

幼さ

小さな 小さな手袋

象徴

「読
み
方
」
を
活
用
で
き
る

「
読
書
の
広
場
」
の
教

材
へ
の
リ
ン
ク
を
示
し
ま
し
た
。

▶「読書の広場」の教材末の二次元コードから、

  「読み方を学ぼう」を活用した図解例が見られます。

https://tbqr.sanseido-publ.co.jp/07gk2/273



2

漢

恋こ
い

す
る

5

漢

投
稿こ
う

欄ら
ん

6

漢

珍め
ず
らし
い

9

漢

磨み
が

く

11

漢

魔ま

法

3

意
悼
む
↓
類		

哀あ
い

悼と
う

す
る

3

意
さ
さ
や
か

11

意
心
地
よ
い
↓
類		

快
適

短
歌
は
、
千
三
百
年
以
上
前
か
ら
、
日
本
で
作
ら
れ
て
き
た
詩
で
す
。
五
七
五
七
七
と
い
う
定
型
に
、

人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
こ
め
て
き
ま
し
た
。
季
節
の
変
化
、
人
を
恋
す
る
気
持
ち
、
旅
の
心
、
人
を

悼い
た

む
気
持
ち
、
日
常
の
中
の
さ
さ
や
か
な
で
き
ご
と
…
…
。

古
く
か
ら
あ
る
だ
け
で
な
く
、
今
も
多
く
の
人
が
短
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。
新
聞
や
雑
誌
に
、
短
歌
の

投
稿
欄
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
普
通
の
新
聞
に
、
普
通
の
人
た
ち
が
、
短
歌
を
作
っ
て
投
稿
す

る
の
で
す
。
こ
れ
は
世
界
の
中
で
も
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
、
短
歌
は
、
日
本
が
自
慢
で
き
る
文
化
の
一

つ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

短
歌
の
大
き
な
特
徴
は
、
短
い
こ
と
。
そ
し
て
リ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
で
す
。

短
い
の
で
、
多
く
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
言
葉
を
厳
し
く
選
び
、
磨
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
詩
を
書
く
と
は
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

五
音
七
音
の
リ
ズ
ム
は
、
日
本
語
を
心こ

こ
ち地

よ
く
聞
か
せ
て
く
れ
る
魔
法
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
リ

ズ
ム
に
言
葉
を
の
せ
る
と
、
と
て
も
調
子
が
よ
く
な
る
こ
と
を
、
短
歌
を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
実
感

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

短
歌
の
世
界

俵た
わ
ら

万ま

智ち

◎
心
情
を
表
す
表
現
や
情
景
を
捉
え
、
短
歌
を

読
み
味
わ
う
。

○
観
点
を
明
確
に
し
て
短
歌
を
比
較
す
る
な
ど

し
て
、
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。

目
標

510

64
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4

漢

状
況き
ょ
う

5

漢

絞し
ぼ

る

14

漢

繰く

り
返
し

13

意
せ
つ
な
い

	
		

↓
類		

や
る
せ
な
い

短
歌
は
、
短
い
詩
で
す
か
ら
、
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
分
、
読
者
が
想
像
力
を

は
た
ら
か
せ
て
読
む
と
い
う
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
。

「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ

俵
万
智

こ
の
短
歌
を
、
私
は
恋
の
場
面
で
詠よ

み
ま
し
た
。
状
況
を
全
部
は
説
明
で
き
な
い
の
で
、
寒
い
ね
と
声

を
か
け
合
う
人
が
い
る
こ
と
で
心
が
温
か
く
な
る
、
そ
の
こ
と
に
絞
っ
て
表
現
し
ま
し
た
。

恋
の
歌
と
受
け
止
め
た
人
も
多
く
い
ま
す
が
、
あ
る
人
は
「
家
族
の
や
り
と
り
」
と
捉
え
、
あ
る
人
は

「
旅
先
で
の
会
話
」
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
の
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
た
た
か

さ
」
が
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想お

も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

栗く
り

木き

京き
ょ
う

子こ

「
君
」
と
「
我
」
が
遊
園
地
で
デ
ー
ト
し
て
い
る
場
面
で
す
。
観
覧
車
に
乗
っ
て
い
る
二
人
は
、
幸
せ

な
カ
ッ
プ
ル
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
作
者
は
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
相
手
に
と
っ
て
は

た
っ
た
一
日
の
想
い
出
で
あ
る
今
日
と
い
う
日
が
、
自
分
に
は
一
生
の
想
い
出
と
な
る
だ
ろ
う
と
。
こ
の

温
度
差
が
、
現
在
の
二
人
の
状
況
を
示
し
て
、
せ
つ
な
い
恋
の
歌
で
す
。「
君
」
と
「
我
」、「
一
日
」
と

「
一
生
」
と
い
う
対
比
が
効
い
て
い
ま
す
ね
。「
回
れ
よ
回
れ
」
と
い
う
命
令
形
と
繰
り
返
し
が
、
勢
い
と

イ

510

65 短歌の世界

064-066 07国語2年_短歌の世界.indd   65 2024/02/26   11:26

現
代
を
代
表
す
る
歌
人
に
よ
る
書
き
お
ろ
し
の
解
説
。
短
歌
を
想
像
力
を
は
た

ら
か
せ
な
が
ら
鑑
賞
し
た
り
、
言
葉
を
吟
味
し
て
作
っ
て
み
た
り
す
る
き
っ
か
け

と
な
る
教
材
で
す
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。



3

漢

皆み
な

さ
ん

リ
ズ
ム
を
生
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
も
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
で
し
ょ
う
。

短
歌
を
作
る
初
め
の
一
歩
は
、
心
の
揺
れ
で
す
。
小
さ
な
こ
と
で
も
、
な
に
か
し
ら
「
あ
っ
」
と
思
っ

た
ら
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
。
五
七
五
七
七
の
定
型
は
、
皆
さ
ん
の
言
葉
を
「
詩
」
に
し
て
く
れ
る
、
心
強
い

味
方
で
も
あ
り
ま
す
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

【
著
者
】
俵
万
智
（
た
わ
ら
ま
ち
）

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
―

歌
人
。
大
阪
府
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』『
短
歌
を
よ
む
』『
プ
ー
さ
ん
の
鼻
』
な
ど

66
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コラム

短
歌
の
中
で
、
言
葉
の
つ
な
が
り
や
意
味
の
う
え
か
ら
、
切
れ

め
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
句
切
れ
と
い
い
ま
す
。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
／
想お
も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ
と

日ひ

我
に
は
一ひ
と

生よ

右
の
歌
で
は
、「
回
れ
」
と
い
う
部
分
が
切
れ
め
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
場
合
、
短
歌
の
二
句
の
と
こ
ろ
で
く
ぎ
れ
る
の
で
、

二
句
切
れ
と
な
り
ま
す
。

●
初
句
切
れ
（
五
／
七
・
五
・
七
・
七
）

●
二
句
切
れ
（
五
・
七
／
五
・
七
・
七
）

●
三
句
切
れ
（
五
・
七
・
五
／
七
・
七
）

●
四
句
切
れ
（
五
・
七
・
五
・
七
／
七
）

●
句
切
れ
な
し
（
五
・
七
・
五
・
七
・
七
）

句
切
れ
の
場
所
は
、
読
み
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、

一
つ
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
句
切
れ
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
歌
が
ど
の
よ
う
に
組

み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
う
え
で
大
切
な
こ
と
で
、
歌
の
理

解
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
す
。

イ

短
歌
は
、
五
七
五
七
七
と
い
う
三
十
一
音
で
な
っ
て
い
ま
す
。

促
音
（「
っ
」）
や
長
音
（
の
ば
す
音
）、
撥は

つ

音お
ん

（「
ん
」）
も
、

一
音
と
数
え
ま
す
。
拗よ

う

音お
ん

（「
ゃ
」「
ゅ
」「
ょ
」
の
つ
く
音
）
は
、

前
の
文
字
と
合
わ
せ
て
一
音
と
数
え
ま
す
。

例
え
ば
、「
学
校
」
の
場
合
、「
が
／
っ
／
こ
／
う
」
と
な
り
、

四
音
と
数
え
ま
す
。
ま
た
、「
観
覧
車
」
の
場
合
は
、「
か
／
ん
／

ら
／
ん
／
し
ゃ
」
と
な
り
、
五
音
と
数
え
ま
す
。

基
本
と
な
る
五
音
・
七
音
よ
り
多
い
も
の
を
字
余
り
と
い
い
、

少
な
い
も
の
を
字
足
ら
ず
と
い
い
ま
す
。

短
歌
の
は
じ
め
の
五
音
を
「
初
句
」
と
い
い
、
次
の
七
音
を

「
二
句
」、
次
の
五
音
を
「
三
句
」、
次
の
七
音
を
「
四
句
」、
最
後

の
七
音
を
「
結
句
（
五
句
）」
と
い
い
ま
す
。

音お
ん

の
数
え
方
と
句
切
れ

○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○

初
句

二
句

三
句

四
句

結
句
（
五
句
）

句
切
れ
な
し
（
五
・
七
・
五
・
七
・
七
）

51015

510
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解
説
を
補
い
、
短
歌
の
鑑
賞
と
創
作
に
役
立
つ
コ
ラ
ム
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

▶著者のメッセージ動画をご覧いただけます。

https://tb.sanseido-publ.co.jp/07gkpr/movie/
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私
の 読 書 体

験

ア
ン
ネ
の
日
記

ア
ン
ネ
＝

フ
ラ
ン
ク

﹇
訳
﹈
深ふ

か

町ま
ち

眞ま

理り

子こ

生し
ょ
う

涯が

い

の
友
と
出
会
う

本
と
の
出
会
い
は
不
思
議
で
す
。
な
ぜ
自
分
が
そ
れ
を
手
に
取
っ
た

の
か
、
多
く
の
場
合
、
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
背
表
紙
と

目
が
合
い
、
ふ
と
心
ひ
か
れ
た
、
と
い
う
以
外
に
説
明
の
し
よ
う
が
あ

り
ま
せ
ん
。

『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
と
出
会
っ
た
と
き
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
。

お
父
さ
ん
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
日
記
帳
に
、
ア
ン
ネ
が
日
記
を
書

き
始
め
た
の
と
同
じ
、
十
三
歳
の
頃
で
し
た
。

な
ん
て
自
由
な
の
だ
ろ
う
。
私
は
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
ま
し
た
。
隠

れ
家
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
ネ
は
内
面
を

深
く
掘
り
下
げ
、
そ
こ
に
広
が
る
自
分
だ
け
の
世
界
を
、
自
在
に
探た

ん

索さ
く

し
て
い
ま
し
た
。
大
人
と
の
対
立
や
、
将
来
へ
の
憧

あ
こ
が

れ
や
、
死
へ
の
不

安
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、
生
か
さ
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
、
ま
っ

す
ぐ
に
考
え
続
け
て
い
ま
し
た
。

自
分
も
胸
の
内
に
抱
え
て
い
な
が
ら
、
正
体
を
つ
か
め
ず
に
い
た
も

88

088-089 07国語2年_読書体験_CC2023.indd   88 2024/02/26   11:42

5

小川 洋子（おがわ ようこ）

1962（昭和37）年─

作家。岡山県の生まれ。

小川洋子さんの本

博
士
の
愛
し
た
数
式

記き

憶お
く

が
た
っ
た
八
〇
分
し
か
持
続
し
な

い
数
学
者
の
「
博
士
」
と
母
子
の
心
温

ま
る
交
流
を
描
く
。

ミ
ー
ナ
の
行
進

「
私
」
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

年
、
本
を
愛
す
る
い
と
こ
の
ミ
ー
ナ
と

そ
の
家
族
と
過
ご
し
た
。

こ
と
り

慎つ
つ
しみ
深
い
兄
弟
の
一
生
が
、
豊
か
な
情

景
描
写
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
優
し
く

せ
つ
な
い
物
語
。

アンネが書いた日記
（オランダ「アンネ・フランクの家」所蔵）

の
を
、
ア
ン
ネ
が
代
わ
り
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
私
は
そ
う
思
い
ま

し
た
。
時
と
場
所
を
越
え
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い
少
女
と
、
友
達
に
な

れ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。

私
が
言
葉
の
力
を
知
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
人
間
を
表
現
し
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
お
か
げ
で
す
。
生
涯

の
友
と
し
て
、
今
も
す
ぐ
手
の
届
く
場
所
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

読
書
の
広
場

256
ペ
ー
ジ

「
小
さ
な
図
書
館
」

89 私の読書体験─小川 洋子
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作
家
の
方
に
自
身
の
読
書
体
験
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
読
書
へ
の
興
味
を

喚
起
し
、
読
書
の
意
義
や
効
用
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

「
小
さ
な
図
書
館
」
で
は
、「
生
き
方
」「
言
葉
」「
自
然
科

学
」
な
ど
、
全
部
で
６
つ
の
テ
ー
マ
で
、
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
深
め
る
本
を
多
数
紹
介
し
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
の
「
小
さ
な
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
」

で
は
、
多
数
の
名
作
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。



1

漢

聴ち
ょ
う

覚

1

漢
き
ゅ
う

覚

2

漢

辛か
ら

さ

3

意
判
定

人
間
に
は
視
覚
、
聴
覚
、

覚
、
触
覚
、
味
覚
の
五
つ
の
感
覚
が
あ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
う
ち
、
味
の

判
断
に
関
わ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
味
覚
だ
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
お
い
し
い
か
ど
う
か
は
、
甘
さ
、
辛
さ
、

し
ょ
っ
ぱ
さ
、
苦
さ
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
で
決
ま
り
、
そ
れ
を
判
定
す
る
の
は
舌
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
感
じ
て
い
る
味
は
、
舌
だ

け
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
味
覚
以
外
も
使
っ
た
ほ
う
が
食

事
を
よ
り
楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
舌
以
外
も
使
わ
な
け
れ
ば
ふ
だ
ん

私
た
ち
が
感
じ
て
い
る
味
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
味
覚
だ
け
で
味
を
感
じ
る
こ
と
は
め
っ

た
に
な
く
、
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
感
じ
ら
れ
る
の
は
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
味
と
は
か
け
離

れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

味
の
経
験
に
は
五
感
全
て
が
関
わ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
感
じ
て
い
る
味
は
舌
の

反
応
だ
け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。

人
間
が
舌
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
味
は
、
甘
み
・
塩え

ん

み
・
苦
み
・
酸
み
・
う
ま
み
の
五
つ
だ
と
い
わ

◎
図
表
と
文
章
な
ど
を
結
び
つ
け
て
、
筆
者
の

考
え
を
捉
え
る
。

○
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
味
の
感
じ
方
に
つ

い
て
、
知
識
や
経
験
と
結
び
つ
け
て
自
分
の

考
え
を
広
げ
る
。

目
標

味
は
味
覚
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い
源げ

ん

河か

亨と
お
る

510

92

092-097 07国語2年_味は味覚だけでは決まらない.indd   92 2024/02/26   11:48

1
【
味
蕾
】
舌
の
表
面
に
あ
る
、
食
べ

も
の
の
味
を
感
じ
る
感
覚
器
官
。

15

意
刺
激

16

意
経
路
↓
類			

ル
ー
ト

18

意
咀
嚼

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
舌
の
感
覚
セ
ン
サ
ー
で
あ
る
味み

蕾ら
い

が
反
応
す
る
も
の
で
あ
り
、「
基
本
味
」
と
呼
ば

れ
る
。
私
た
ち
が
感
じ
る
味
を
作
り
あ
げ
て
い
る
基
本
的
な
部
品
が
こ
れ
ら
と
い
う
こ
と
だ
。
最
近
で
は

第
六
の
基
本
味
と
し
て
「
脂
み
」
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
研
究
も
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
研
究
が

進
め
ば
第
七
や
第
八
の
基
本
味
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
重
要
な

の
は
、
た
と
え
数
種
類
増
え
て
も
「
基
本
味
」
は
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
「
味
」
や
「
風
味
（
フ
レ
ー
バ
ー
）」

と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
数
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
も
し
私
た
ち
の
感
じ
る
味
が
数
種
類
し

か
な
か
っ
た
ら
、
キ
ウ
イ
も
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
も
甘あ

ま

酸ず

っ
ぱ
く
感
じ
る
だ
け
で
、
区
別
が
つ
か
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
が
感
じ
る
味
は
も
っ
と
ず
っ
と
多
種
多
様
で
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
。

私
た
ち
が
感
じ
る
味
が
多
様
な
の
は
、
ふ
だ
ん
「
味
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
味
蕾
の
反
応
だ
け
で
決

ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
味
に
は
他
の
感
覚

も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
わ
か
り
や
す
い
の
は

覚
だ
ろ
う
。
に
お

い
を
感
じ
る
と
き
、
食
べ
物
か
ら
発
せ
ら
れ
た
分

子
は
空
気
中
に
広
が
り
、
鼻
の
中
に
入
り
、

覚

受
容
体
を
刺
激
す
る
。
し
か
し
、
分
子
が
伝
わ
る

経
路
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
口
の
奥
の
ほ
う
か

ら
鼻
の
奥
へ
と
続
く
経
路
が
あ
る
た
め
、
食
べ
物

を
口
に
入
れ
て
咀そ

嚼し
ゃ
くす
る
と
口
の
中
か
ら
分
子
が

覚
受
容
体
へ
と
上
が
っ
て
い
く
の
だ
。

図1　 覚の構造

それぞれの 覚受容体が特定のにおい分子に反応し、

球などを経て、脳ににおいに関する情報を伝える。

脳

食道

鼻腔

覚受容体

舌口

気管

食べ物

球

吸気
呼気

きゅう

び こう

きゅう
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美
学
を
研
究
す
る
哲
学
者
で
あ
る
著
者
が
、
味
覚
に
つ
い
て
豊
富
な
実
験
例
を

図
表
と
と
も
に
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
た
新
教
材
。
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
知
覚
し
て

い
る
「
味
」
は
、
五
感
全
て
を
使
っ
て
感
じ
た
情
報
が
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
す
論
説
文
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
に
は
脚
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。

挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。



【
図
2
】
山や
ま

本も
と

隆た
か
し『
楽
し
く
学
べ
る

味
覚
生
理
学
―
味
覚
と
食
行
動
の
サ

イ
エ
ン
ス
―
』「
味
覚
感
受
性
の
測

定
」（
二
〇
一
七
年
）
よ
り
。

覚
受
容
体
は
お
よ
そ
四
〇
〇
種
類
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
反
応
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
に
お
い
が
区
別
さ
れ
る
。
舌
だ
け
で
は
区
別
で
き
な
い
も
の
が
鼻
で
区
別

さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
区
別
で
き
る
種
類
の
多
様
さ
を
み
る
な
ら
、
味
の
大
部
分
を
決
定
し
て
い
る
の

は

覚
だ
と
も
い
え
る
。

覚
の
次
に
わ
か
り
や
す
い
影
響
は
触
覚
だ
ろ
う
。
味み

蕾ら
い

を
刺
激
す
る
成
分
が
同
じ
で
も
、
食
べ
物
の

硬
さ
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
違
っ
た
味
と
し
て
感
じ
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
日
常
的
な
体
験
か
ら
も
明
ら
か
だ
。

歯
ご
た
え
や
舌
触
り
も
飲
食
を
楽
し
む
う
え
で
重
要
な

要
素
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
温
度
も
味
に
影
響
す
る
。

冷
た
く
な
っ
た
み
そ
汁し

る

は
う
ま
み
が
少
な
く
、
塩
み
ば

か
り
目
立
っ
て
お
い
し
く
な
い
し
、
い
つ
も
は
冷
た
く

し
て
飲
ん
で
い
る
ジ
ュ
ー
ス
を
常
温
で
飲
む
と
甘
す
ぎ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

続
い
て
、
あ
る
実
験
を
も
と
に
聴
覚
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
実
験
参
加
者
は
、
マ
イ
ク
と
ヘ
ッ
ド
ホ
ン

を
つ
け
て
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
を
食
べ
る
。
マ
イ
ク
は
ポ

テ
ト
チ
ッ
プ
ス
が
か
み
砕く

だ

か
れ
た
と
き
の
音
を
拾
っ
て

お
り
、
そ
の
音
は
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
か
ら
聞
こ
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
験
参
加
者
は
自
分
の
咀そ

嚼し
ゃ
く

図2　みそ汁の温度によるうまみと塩みの強さの変化

うまみ

塩み

温度

味
の
強
さ

0 36 50 （℃）
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3
【
周
波
数
】
電
波
や
音
波
が
一
秒
間

に
繰
り
返
さ
れ
る
振
動
の
回
数
。
ヘ

ル
ツ
と
い
う
単
位
で
表
さ
れ
る
。

【
図
3
・
4
】
チ
ャ
ー
ル
ズ
＝

ス
ペ

ン
ス
ほ
か
『
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
の
ぱ

り
ぱ
り
さ
と
新
鮮
さ
の
知
覚
に
お
け

る
聴
覚
的
手
が
か
り
の
役
割
に
つ
い

て
』、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学（
二

〇
〇
三
年
）
に
基
づ
い
て
作
成
。
こ

の
実
験
に
は
計
二
〇
名
の
男
女
が
参

加
し
た
。
実
験
参
加
者
は
、
音
量
や

周
波
数
を
加
工
し
て
い
な
い
と
き
の

ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
の
咀
嚼
音
を
基
準

と
し
て
、
加
工
し
た
音
を
聞
い
た
と

き
に
感
じ
ら
れ
た
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス

の
ぱ
り
ぱ
り
さ
と
新
鮮
さ
を
、
そ
れ

ぞ
れ
0
〜
100
で
評
価
し
た
。
グ
ラ
フ

に
は
、
実
験
参
加
者
二
〇
名
が
評
価

し
た
ぱ
り
ぱ
り
さ
と
新
鮮
さ
の
平
均

値
を
示
し
て
い
る
。

9

意
し
な
び
る

音
を
聞
く
の
だ
。
た
だ
し
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
か
ら
流
れ
る
音

は
さ
ま
ざ
ま
な
音
に
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
、
参
加
者

は
音
量
や
周
波
数
が
上
げ
ら
れ
た
り
下
げ
ら
れ
た
り
し

た
咀
嚼
音
を
聞
い
て
い
る
。

音
を
加
工
し
た
と
き
何
が
起
き
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

音
量
や
周
波
数
が
上
げ
ら
れ
た
咀
嚼
音
を
聞
い
た
と
き

に
は
、
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
は
新
鮮
で
ぱ
り
ぱ
り
し
て
お

い
し
い
と
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
音
量
や
周
波

数
を
下
げ
た
場
合
に
は
、
し
な
び
て
お
い
し
く
な
い
と

評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
参
加
者
が
食
べ
た
ポ
テ
ト

チ
ッ
プ
ス
は
全
て
そ
の
場
で
開
封
し
た
も
の
だ
っ
た
。
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周波数を
下げる

通常 周波数を
上げる

新鮮で
ない

基準となる音

音量を下げた場合

新鮮で
ある

周波数を
下げる

通常 周波数を
上げる

音量や周波数を変化させて感じられた

ぱりぱりさ

音量や周波数を変化させて感じられた

新鮮さ

ぱりぱり
していない

基準となる音

音量を下げた場合

ぱりぱり
している

図3　ポテトチップスの実験図4　ポテトチップスの実験結果

実験ブース

ポテトチップスの咀嚼音を加工し

て、参加者のヘッドホンに届ける。

参加者は実験ブースの中でヘッドホ

ンをつけてポテトチップスを食べる。

参加者がポテトチップスを食べ

たときの咀嚼音を拾う。
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固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
に
は
脚
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。

挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。

挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。



8
【
マ
ウ
ス
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
】
口
の
中
を

洗せ
ん

浄じ
ょ
うし
、
虫
歯
や
歯
周
病
を
予
防
す

る
た
め
に
用
い
る
液
体
。
洗
口
液
。

12
【
ラ
イ
ム
】
ミ
カ
ン
科
の
果
樹
の
一

種
。
実
は
黄
緑
色
で
レ
モ
ン
を
小
さ

く
し
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
、

酸
っ
ぱ
く
、
香
り
が
強
い
。

【
図
5
】
ジ
ョ
ン
ソ
ンJ.L.

ほ
か

『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ブ
・
フ
ー
ド
・

プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
46
号
』（
一
九
八

三
年
）
に
基
づ
い
て
作
成
。

10

意
渋
い

︱左1

意
な
い
し

左2

意
独
立
↓
類		

自
立

左3

意
統
合
↓
類		

統
一

こ
の
実
験
が
示
し
て
い
る
の
は
、
聴
覚
で
感
じ
ら
れ
た
音
に
よ
っ
て
、
触
覚
で
感
じ
ら
れ
る
食
感
が
変

化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
食
感
は
味
の
一
部
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
聴
覚
も
味
に
関
わ
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
視
覚
は
ど
う
だ
ろ
う
。
食
べ
物
の
情
報
を
最
初
に
得
る
感
覚
が
視
覚
で
あ
る
こ
と
は
非
常

に
多
い
。
実
際
に
食
べ
物
の
色
や
形
の
よ
う
な
視
覚
情
報
が
味
に
影
響
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ピ

ン
ク
色
に
着
色
し
た
液
体
と
緑
色
に
着
色
し
た
液
体
で
は
、
緑
色
の
ほ
う
の
糖
分
が
一
〇
％
多
か
っ
た
と

し
て
も
、
ピ
ン
ク
色
の
ほ
う
が
甘
く
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、

オ
レ
ン
ジ
色
の
マ
ウ
ス
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
と
青
色
の
マ
ウ
ス

ウ
ォ
ッ
シ
ュ
で
は
、
た
と
え
有
効
成
分
の
配
合
が
同
じ
で

も
、
青
の
ほ
う
が
よ
り
渋
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
色
は
に
お
い
も
変
化
さ
せ
る
。
例
え
ば
、

チ
ェ
リ
ー
、
オ
レ
ン
ジ
、
ラ
イ
ム
そ
れ
ぞ
れ
の
に
お
い
を

つ
け
た
無
色
の
ジ
ュ
ー
ス
を
、
そ
の
に
お
い
だ
け
で
区
別

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
チ
ェ
リ
ー
を
赤
色
、
オ

レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を
オ
レ
ン
ジ
色
、
ラ
イ
ム
を
緑
色
に
着

色
す
る
と
、
に
お
い
で
区
別
で
き
る
確
率
が
上
が
る
。
私

た
ち
が
ふ
だ
ん
経
験
す
る
味
の
大
半
は
に
お
い
か
ら
で
き

て
い
る
の
で
、
色
に
よ
る
に
お
い
の
変
化
は
、
そ
の
ま
ま

味
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

図5　5種類の異なる赤色着色の濃度と感じられる甘みの強さ
［※赤色1～5に含まれる糖分の濃度は同じ］
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19

20
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22

感
じ
ら
れ
る
甘
み
の
強
さ

（
無
味
を
０
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
た

甘
さ
を
評
価
し
た
も
の
）
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以
上
か
ら
す
る
と
、
舌
な
い
し
味
覚
の
み
で
感
じ
ら
れ
、
か
つ
、
他
か
ら
影
響
を
受
け
な
い
「
純
粋
な

味
」
な
ど
あ
り
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
が
得
た
情
報
は
、
私
た
ち
の
意
志
と
は
独
立
に
勝
手
に

統
合
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
い
く
ら
努
力
し
て
も
、
味
覚
だ
け
に
集
中
し
て
味
わ
う
こ
と
は
不
可

能
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
経
験
す
る
味
、
そ
し
て
、「
味
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
日

常
的
な
理
解
は
、
五
感
で
感
じ
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

〈
出
典
『「
美お

味い

し
い
」
と
は
何
か
』
を
書
き
改
め
た
も
の
〉

お
い
し
さ
の
科
学

「
美
味
し
い
」と
は
何
か

源
河
亨

「
う
ま
い
！
」の
科
学

高た
か

橋は
し

貴た
か

洋ひ
ろ

お
皿
の
上
の
生
物
学

小お

倉ぐ
ら

明あ
き

彦ひ
こ

私

の

本

棚

新
出
漢
字

92

聴
▼

チ
ョ
ウ

き-

く

92

▼

キ
ュ
ウ

か-

ぐ

92

辛
▼

シ
ン

か
ら-

い

漢字

【
著
者
】
源
河
亨
（
げ
ん
か
と
お
る
）

一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
―

哲
学
博
士
。
沖
縄
県
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『「
美
味
し
い
」
と
は
何
か
』『
感
情
の
哲
学
入
門
講
義
』
な
ど

5
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
に
は
脚
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。

挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
新
出
漢
字
を

繰
り
返
し
練
習
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
漢
字
ド
リ
ル
が

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
末
尾
に
は
「
私
の
本

棚
」
を
設
け
、
教
材
と
の
関
連
を
明
示
し
、

多
様
な
観
点
か
ら
本
を
紹
介
し
ま
し
た
。



目標

順
序
立
て
る

1
「
味
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
た
、「
基
本
味
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
本
文

中
の
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
。

2
「
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
感
じ
て
い
る
味
は
、
舌
だ
け
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」

（
92
ペ
ー
ジ
・
5
行
め
）
に
つ
い
て
、
舌
と
、
舌
以
外
の
感
覚
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
簡
潔
に
ま
と
め
よ
う
。

3
筆
者
が
「
味
覚
」「

覚
」「
触
覚
」「
聴
覚
」「
視
覚
」
の
順
序
で
説
明
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
そ
の
順
序
の
効
果
や
疑
問
点
に
つ
い
て
考
え
、
話
し
合
お
う
。

順
序
立
て
る

構
造
や
内
容
を
捉
え
る

読
み
を
深
め
る

筆
者
の
説
明
の
順
序
を
変
え
て
考
え
て
み
る

こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
や
そ
の
順
序
の
効
果
が

捉
え
や
す
く
な
る
。

説
明
の
順
序
を
並
べ

替
え
る
と
…
…
。

◎
図
表
と
文
章
な
ど
を
結
び
つ
け
て
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
る
。

○
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
味
の
感
じ
方
に
つ
い
て
、
知
識
や
経
験
と
結
び
つ
け
て
自
分
の
考
え
を

広
げ
る
。

味
は
味
覚
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い

聴
覚

視
覚

触
覚 覚

味
覚

98
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学
び
を
広
げ
る

こ
の
文
章
で
用
い
ら
れ
て
い
る
図
や
グ
ラ
フ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
効
果
や
は
た

ら
き
が
あ
る
か
、
ま
と
め
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

図
表
と
文
章

5
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
自
分
が
ふ
だ
ん
味
を
感
じ
る
と
き
、
味
覚
以
外
で
は
ど
の
感
覚
が

強
く
影
響
し
て
い
る
と
思
う
か
。
一
つ
選
び
、
理
由
と
あ
わ
せ
て
考
え
を
交
流
し
よ
う
。

●
「
味
は
味
覚
だ
け
で
は
決
ま
ら
な
い
」
で
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言

葉
で
ま
と
め
よ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

図
表
と
文
章
・
筆
者
の
主
張

4自
分
の
考
え
を
深
め
る

学
び
を
振
り
返
る

自
分
の
好
き
な
食
べ
物
の
お
い
し
さ
や
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
条
件
に
従
っ
て
説
明
し
よ
う
。

条
件
１

好
き
な
食
べ
物
を
一
つ
あ
げ
、
味
覚
以
外
の
感
覚
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
。

条
件
２

一
二
〇
字
以
内
で
説
明
す
る
こ
と
。

味
に
関
す
る
比
喩
表
現

食
べ
物
の
複
雑
な
味
わ
い
を
表
現
す
る
と
き

に
「
深
い
味
」
と
い
う
表
現
を
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ふ
つ
う
「
深
さ
」
は
目
で
見
た
り
、

肌
で
感
じ
た
り
す
る
も
の
で
、
舌
で
感
じ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
味
を
表

現
す
る
言
葉
に
は
、
舌
以
外
の
感
覚
を
用
い
た

比
喩
表
現
が
あ
り
ま
す
。
次
の
比
喩
表
現
は
、

ど
の
よ
う
な
味
を
表
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

●
軽
い
味

●
う
る
さ
い
味

●
澄
ん
だ
味

●
ぼ
や
け
た
味

●
優
し
い
味

｢

優
し
い
味
」
は

お
い
し
そ
う
！

99 味は味覚だけでは決まらない
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+α

目
標
を
確
か
め
て
、
学
習
の
見
通
し
を
も
ち
ま
す
。

主体的・対話的で深い学び ステップ

1

情
報
を
整
理
・確
認
し
て
、
文
章
の
内
容
や
構
成
を
つ
か
み
ま
す
。

自
学
自
習
に
も
対
応
し
た
課
題
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

文
章
を
詳
し
く
読
み
、
対
話
を
通
し
て

内
容
や
構
成
・表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

ステップ
2

ステップ

3

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
を
も
と
に
、

自
分
の
考
え
を
深
め
た
り
、
広
げ
た
り
し
ま
す
。

ステップ

4

自
分
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
評
価
し
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
へ
生
か
し
ま
す
。

ステップ

5

ス
テ
ッ
プ
１
〜
５
ま
で
の
学
習
を
活
用
し
て
取
り
組
み
、
学

び
を
更
に
広
げ
た
り
、
深
め
た
り
し
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
は
、
見
開
き
で
丁
寧
に

学
習
過
程
を
示
し
ま
し
た
。
学
び
の
ス
テ
ッ
プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
実
現
し
ま
す
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
と
関
連
づ
け
て
、
考
え
を
整
理

し
た
り
深
め
た
り
す
る
方
法
を

「
思
考
の
方
法
」
と
し
て
示

し
ま
し
た
。

「
学
び
の
道
し
る
べ
」
の
課
題
に
関
連
し
て
学
習
で
き
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
読
み
の
方
略
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。☛

100
ペ
ー
ジ

「
読
む
こ
と
」
の

「
語
彙
を
豊
か
に
」
で
は
、
教
材
に
出
て
く

る
言
葉
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
多
様
な
語
句
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。



文章と図表との
対応を読み取る。

そ
れ
で
は
、
視
覚
は
ど
う
だ
ろ
う
。
食
べ
物
の
情
報
を
最
初

に
得
る
感
覚
が
視
覚
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。
実
際
に
食

べ
物
の
色
や
形
の
よ
う
な
視
覚
情
報
が
味
に
影
響
す
る
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
ン
ク
色
に
着
色
し
た
液
体
と
緑
色
に
着
色

し
た
液
体
で
は
、
緑
色
の
ほ
う
の
糖
分
が
一
〇
％
多
か
っ
た
と

し
て
も
、
ピ
ン
ク
色
の
ほ
う
が
甘
く
感
じ
ら
れ
る
。

文章と図表との
対応を読み取る。

なぜこの
図表を？

どんな
効果が？

図表

文章

読み方を学ぼう 4
人物設定説明文の

論理展開想像図表と文章物語の転換点象徴例示心情把握

「読み方」
解説動画▶

読書の広場277ページ「水田のしくみを探る」

「味は味覚だけでは決まらない」における図表と文章の例

図
表
と
文
章

文
章
と
図
表
と
の
関
連
の
仕
方
に

は
、
互
い
に
内
容
を
補
完
し
合
っ
て

い
る
場
合
や
、
文
章
が
図
表
の
解
説

に
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
表
が
文
章
の
ど

の
部
分
と
関
連
し
て
い
る
か
を
確
認

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
筆
者
は
な
ぜ
そ
の
図
表
を

用
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
図
表
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な

効
果
が
あ
る
の
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

▼
文
章
と
図
表
の
対
応
を
確
か
め
る

こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
や
考
え
の

も
と
と
な
る
事
実
を
的
確
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5種類の異なる赤色着色の濃度と感じられる甘みの強さ
［※赤色1～5に含まれる糖分の濃度は同じ］
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さ
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無
味
を
０
と
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、
感
じ
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甘
さ
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た
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の
）

赤色1 赤色2 赤色3 赤色4 赤色5

100
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グラフの種類と特徴を確かめよう

グ
ラ
フ
か
ら
情
報
を
読
み
取
る
と
き
に
は
、

数
値
が
極
端
に
多
い
・
少
な
い
と
こ
ろ
や
、

大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
他
と
比
べ

て
異
な
る
傾
向
が
あ
る
部
分
な
ど
に
着
目
し

ま
し
ょ
う
。

折
れ
線
グ
ラ
フ

デ
ー
タ
の
数
値
の
変
化
を
表
す
の
に
適
し

て
い
る
。

レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト

各
項
目
の
バ
ラ
ン
ス
を
表
す
の
に
適
し
て

い
る
。

グ
ラ
フ
に
は
、
右
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
棒
グ

ラ
フ
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り

ま
す
。
表
す
内
容
に
応
じ
て
、
グ
ラ
フ
の
種

類
が
選
ば
れ
ま
す
。
グ
ラ
フ
の
種
類
を
ふ
ま

え
て
、
正
し
く
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。

円
グ
ラ
フ

デ
ー
タ
の
割
合
を
表
す
の
に
適
し
て
い
る
。

■みそ汁を飲みますか？

■月ごとの来店者数

■味のバランス

A
65％

B
17％

C
10％

D　6％ E　2％

Ａ：毎日飲む

Ｂ：だいたい飲む

Ｃ：ときどき飲む

Ｄ：余り飲まない

Ｅ：飲まない

解答の順位や、多
いところ、少ない
ところに着目する。

0

200

400

600

800

1000

1月

（人）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

B店B店

A店A店

大きく減ったところ、大きく
増えたところに着目する。

4
6
8
10

2
0

チョコレート

ポテトチップス

甘み

酸み

うまみ

苦み

塩み

多いところ・少ないところに着目して比較する。

101 読み方を学ぼう❹　図表と文章

101 07国語2年_読み方を学ぼう4_図表と文章.indd   101 2024/01/29   9:21

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
学
習
過
程
に
即
し
て
、
「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
を

設
け
、
文
章
を
正
確
に
読
み
解
き
、
深
く
読
み
味
わ
う
た
め
の
読
み
の

方
略
を
、
図
解
で
わ
か
り
や
す
く
示
し
ま
し
た
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、
動

画
に
よ
る
解
説
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

「読
み
方
」
を
活
用
で
き
る

「読
書
の
広
場
」
の
教

材
へ
の
リ
ン
ク
を
示
し
ま
し
た
。

「
図
表
と
文
章
」
で
学
ん
だ
方
略
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
生
か
す
た
め

に
、
グ
ラ
フ
の
種
類
と
特
徴
を
解
説
し
て
い
ま
す
。



社
会
生
活
に
生
か
す

参
考
資
料

読
書
の
広
場

資
料
編

読書の広場

参考資料 社会生活に生かす

著
作
権
と
引
用
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

308

メ
モ
を
活
用
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

310

質
問
の
仕
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

312

話
し
合
い
の
形
式
を
選
ぶ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

314

辞
典
を
活
用
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

316

手
紙
・
は
が
き
・
メ
ー
ル
の
書
き
方
…
…
…
…
…
…
…

318

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
使
い
方
・
推す

い

敲こ
う

の
仕
方
…
…
…
…
…
…
…

320

読
書
感
想
文
の
書
き
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

322

学
習
用
語
辞
典
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

324

語
彙
の
広
が
り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

330

二
年
生
で
学
ぶ
漢
字
字
典
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

332

二
年
生
で
学
ぶ
音
訓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

342

小
学
校
六
年
生
で
学
習
し
た
漢
字
…
…
…
…
…
…
…
…

343

常
用
漢
字
表
音
訓
一
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

344

常
用
漢
字
表
付
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

357

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
コ
ン
テ
ン
ツ
一
覧
…
…
…
…

358

「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」一
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
折
り
込
み

小
さ
な
図
書
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

256

日
本
十
進
分
類
法
／
本
の
構
造
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

262

小
説

青
い
イ
ン
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

吉よ
し

田だ

篤あ
つ

弘ひ
ろ

264

小
説

形
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

菊き
く

池ち

寛か
ん

274

論
説

水
田
の
し
く
み
を
探さ

ぐ

る
…
…
…
…
…
…
…

岡お
か

崎ざ
き

稔み
の
る

277

論
説

金き
ん

継つ

ぎ
の
美
と
心
…
…
…
…
…
…
…
…
…

清き
よ

川か
わ

廣ひ
ろ

樹き

281

古
文

那な

須す
の

与よ

一い
ち

│
│「
平
家
物
語
」よ
り
…
…
…
…
…

286

歌か

舞ぶ

伎き

の
世
界
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

292

歌
舞
伎

外う
い

郎ろ
う

売う
り

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

294

日
本
文
学
名
作
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

298

小お

倉ぐ
ら

百
人
一
首
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

302

255 07国語2年_資料編扉.indd   255 2023/03/20   15:35

叡え
い

昌し
ょ
う

山さ
ん

本ほ
ん

法ぽ
う

寺じ

の
縁
の
下
か
ら
出
て
き
た
台
所
用
の
汲く

み
出
し
茶ち

ゃ

碗わ
ん

に
は
、
た
く
さ
ん
の
割
れ
欠
け
が
あ
り
ま
し
た
。
き
っ
と
過
去
に
多
く

の
茶
人
や
僧そ

う

侶り
ょ

が
愛
用
し
た
ふ
だ
ん
使
い
の
器

う
つ
わ

に
ち
が
い
な
い
と
考
え
、

私
は
こ
の
茶
碗
を
修
復
し
て
、
も
う
一
度
生
活
の
場
に
戻
し
て
あ
げ
た

い
と
思
っ
た
の
で
す
。
本
法
寺
内
に
あ
る
枯か

れ

山さ
ん

水す
い

の
名
庭
「
巴

と
も
え

の
庭
」

の
た
た
ず
ま
い
を
割
れ
欠
け
に
重
ね
、
金
と
白
金
を
用
い
て
「
壊
れ
」

を
繕
い
ま
し
た
。
人
々
に
愛
さ
れ
な
が
ら
も
長
い
間
忘
れ
ら
れ
て
い
た

茶
碗
が
よ
み
が
え
り
、
時
を
超
え
て
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
私
は
深
い

感か
ん

慨が
い

を
覚
え
ま
し
た
。
茶
碗
は
寺
宝
の
認
定
を
受
け
、
寺
院
内
の
展
示

室
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

金
継
ぎ
と
は
、
陶と

う

器き

な
ど
の
修
復
技
術
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
破
損

し
た
陶
磁
器
を
漆
で
接
着
し
、
漆
で
継
い
だ
部
分
の
装
飾
を
、
名
前
の

と
お
り
金
で
行
い
ま
す
が
、
本
法
寺
の
汲
み
出
し
茶
碗
の
よ
う
に
、
器

の
風
合
い
に
よ
っ
て
は
白
金
や
銀
な
ど
の
素
材
を
使
用
す
る
こ
と
も
あ

❶

金き
ん

継つ

ぎ
の
美
と
心

清き
よ

川か
わ

廣ひ
ろ

樹き

資
料
編

読
書
の
広
場

叡昌山本法寺・寺宝「汲み出し茶碗」
筆者が金継ぎ修復したもの。
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資
料
編
に
は
、
授
業
や
自
学
自
習
で
活
用
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
資

料
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。「
読
書
の
広
場
」
に
掲
載
し
た
教
材
で
は
、

本
編
で
学
習
し
た
「
読
み
方
」
が
応
用
で
き
ま
す
。

漆
芸
修
復
師
で
あ
る
著
者
が
、
茶
碗
の
割
れ
や
欠
け
を
美
と
し
て
捉
え
、
生
き

る
こ
と
に
重
ね
合
わ
せ
て
論
じ
た
新
教
材
。
金
継
ぎ
修
復
の
様
子
や
修
復
が
施

さ
れ
た
茶
碗
の
写
真
も
掲
載
し
て
お
り
、
世
界
的
に
注
目
を
集
め
る
日
本
の
伝

統
技
術
で
あ
る
「
金
継
ぎ
」
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。



い
ま
す
。

金
継
ぎ
は
、
室む

ろ

町ま
ち

時
代
に
茶
の
湯
の
文
化
の
中
で
生
ま
れ
、
育
ま
れ

て
き
ま
し
た
。
室
町
時
代
の
茶
人
た
ち
は
茶ち

ゃ

碗わ
ん

の
損
な
わ
れ
た
部
分
を

継
ぐ
こ
と
で
、「
壊
れ
」
の
中
に
新
た
な
美
を
見
い
だ
し
、
め
で
て
き

ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
金
に
よ
る
装
飾
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
継
ぎ
目

に
は
金
、
銀
、
色い

ろ

漆う
る
しな

ど
で
装
飾
を
加
え
て
傷
跡
を
「
景
色
」
と
し
て

楽
し
み
、
傷
を
あ
り
の
ま
ま
の
歴
史
と
し
て
受
け
入
れ
、
新
し
い
調
和

を
生
み
出
し
ま
す
。
か
つ
て
茶
人
た
ち
の
間
で
は
、
金
継
ぎ
さ
れ
た
箇

所
を
「
川
の
流
れ
」
に
見
立
て
て
楽
し
ん
だ
そ
う
で
す
。
繕
い
を
通
じ

て
芸
術
的
、
美
的
価
値
を
も
た
せ
る
こ
と
で
、
戦
国
時
代
の
茶
人
た
ち

は
そ
の
美
し
さ
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。

私
は
か
ね
て
か
ら
、
戦
国
時
代
の
茶
人
で
あ
る
千

せ
ん
の

利り

休き
ゅ
うと

古ふ
る

田た

織お
り

部べ

に
惹ひ

か
れ
て
い
ま
し
た
。
千
利
休
は
茶さ

道ど
う

の
精
神
性
を
追
求
し
、
粗そ

末ま
つ

で
つ
つ
ま
し
い
茶
室
の
風ふ

情ぜ
い

を
好
み
、
不
必
要
な
加
飾
は
全
て
そ
ぎ
落

と
し
て
「
侘わ

び
」
の
世
界
を
創
り
ま
し
た
。

利
休
は
、
無
駄
に
道
具
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
彼
が
愛

用
し
た
「
利
休
好
み
」
と
呼
ば
れ
る
品
々
は
、
そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
さ
か

ら
多
く
の
武
将
の
人
気
を
得
ま
す
。
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
自
然
な
も
の
に
価
値
を
見
い
だ
す
利
休
の
美
意
識
が
示
し
た
の
は

「
新
し
い
茶
の
湯
」
で
あ
り
、
身
分
や
主
従
に
と
ら
わ
れ
ず
、
た
だ

「
生
き
て
い
る
こ
と
」
に
感
謝
す
る
心
で
し
た
。 ❷

❸

り
ま
す
。
漆
と
は
、
漆
の
木
の
幹
か
ら
採
取
し
た
樹
液
を
精
製
し
た
も

の
で
、
強
い
耐た

い

久き
ゅ
う

性
、
耐
水
性
、
断
熱
性
、
防ぼ

う

腐ふ

性
を
も
ち
、
さ
ま
ざ

ま
な
伝
統
工
芸
な
ど
で
接
着
剤
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

地
球
上
の
動
植
物
は
時
が
た
て
ば
全
て
土
に
か
え
り
ま
す
。
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
ふ
だ
ん
自
分
が
土
に
か
え
る
こ
と
を

意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
金
継
ぎ
修
復
の
際
、
全
て
を
土

に
か
え
す
こ
と
を
前
提
に
、
自
然
の
素
材
の
み
を
使
っ
て
仕
事
を
し
ま

す
。
昨
今
の
化
学
素
材
を
使
う
近
代
工
法
は
、
利
便
性
に
た
け
る
反
面
、

土
に
か
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
か
つ
、
化
学
素
材
は
と
き
に

器う
つ
わを

傷
め
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
そ
の
寿
命
を
早
め
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
、
美
術
館
な
ど
に
は
自
然
素
材
で
修
復
し
た
器
が
一
世
紀
を
超
え

て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
自
然
素
材
の
耐
久
性
を
示
す
確
か
な
証

拠
で
す
。

そ
し
て
、
金
継
ぎ
を
行
っ
て
い
る
と
き
、
自
分
と
自
然
が
共
生
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
金
継
ぎ
を
含
む
漆
芸
は
漆
の
樹
液
を
採
取
し

て
行
う
工
法
で
あ
り
、
樹き

の
命
で
あ
る
樹
液
は
、
い
わ
ば
私
た
ち
の
血

液
と
同
じ
で
す
。
自
然
へ
の
敬
意
を
は
ら
っ
て
修
復
を
行
う
と
き
、
私

も
自
然
界
の
一
部
で
あ
り
、
や
が
て
こ
の
身
は
土
に
か
え
り
、
新
た
な

命
の
一
部
に
な
る
こ
と
を
思
い
ま
す
。
漆
は
硬
化
し
、
器
に
同
化
す
る

こ
と
で
己

お
の
れ
の
存
在
を
残
し
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
自
然
に
順
応
し
て
生

き
よ
う
と
す
る
人
間
の
死
生
観
、
無
常
観
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思

5101520

5101520

282
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切
で
あ
る
か
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

古
田
織
部
は
利
休
か
ら
「
人
と
違
う
こ
と
を
せ
よ
」
と
教
え
を
受
け
、

利
休
亡な

き
あ
と
、
そ
の
茶
道
を
継
承
し
つ
つ
も
、
独
力
で
織
部
流
を
確

立
し
ま
す
。
彼
は
自
然
の
美
を
求
め
る
一
方
で
、
自
ら
美
を
創
り
上
げ
、

私
は
ま
ず
、
利
休
の
道
具
を
厳
選
す
る
姿
勢
に
惹
か
れ
ま
し
た
。

「
釜か

ま

一
つ
あ
れ
ば
茶
の
湯
は
な
る
も
の
を
、
数
の
道
具
を
持
つ
は
愚お

ろ

か

な
」
と
は
利
休
の
言
葉
で
す
が
、
私
も
若
い
頃
、
師し

匠し
ょ
うか

ら
「
道
具
は

選
ん
で
持
て
。
作
業
場
を
散
ら
か
し
て
は
い
け
な
い
。」
と
さ
ん
ざ
ん

言
わ
れ
ま
し
た
。
後
に
私
は
、
自
分
が
選
び
抜
い
た
道
具
に
仕
事
を
し

て
も
ら
う
、
言
い
か
え
る
と
、
道
具
に
仕
事
を
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
こ
と
を
経
験
か
ら
学
び
ま
し
た
。

ま
た
、
利
休
は
「
割
れ
た
茶
碗
も
風
情
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
言
葉
は
、
割
れ
た
も
の
や
不
完
全
な
も
の
に
こ
そ
美
が
あ
る
と
い
う

「
侘
び
茶
」
の
考
え
か
ら
き
て
い
ま
す
。
茶
碗
の
割
れ
欠
け
を
そ
の
ま

ま
自
然
な
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
隠
さ
な
い
と
い
う
考
え
は
、

ま
さ
に
金
継
ぎ
と
同
じ
で
す
。

も
う
一
つ
、
有
名
な
利
休
の
教
え
に
「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」
が
あ
り
ま
す
。

一
回
一
回
の
茶
席
は
た
と
え
同
じ
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
て
の

瞬
間
は
一
生
に
一
度
の
こ
と
で
あ
り
、
も
て
な
す
ほ
う
も
招
か
れ
た
ほ

う
も
誠
心
誠
意
臨
み
な
さ
い
と
い
う
教
え
で
す
。

金
継
ぎ
修
復
も
ま
た
、
一
期
一
会
の
連
続
で
す
。
器
の
割
れ
欠
け
は

毎
回
同
じ
で
は
な
く
、
修
復
の
仕
方
も
異
な
り
ま
す
。
器
の
持
ち
主
と

は
、
器
を
見
舞
っ
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
通
じ
て
偶ぐ

う

発は
つ

的
に
出
会
い
ま
す

が
、
私
は
い
つ
も
何
ら
か
の
ご
縁
を
感
じ
て
い
ま
す
。
利
休
の
「
一
期

一
会
」
は
、
一
回
一
回
の
修
復
に
真
剣
に
向
き
合
う
姿
勢
が
い
か
に
大

資
料
編

読
書
の
広
場

金継ぎの仕上げの工程「金
きん

蒔
ま

き」を行う筆者

5101520
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挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。

代
表
的
な
茶
人
で
あ
る
千
利
休
と
古
田
織
部
に
つ
い
て
、

そ
の
美
意
識
や
精
神
性
を
対
比
し
な
が
ら
論
じ
て
い
ま
す
。



部
は
美
を
創
り
出
し
た
人
で
、
芸
術
と
し
て
の
陶
器
は
織
部
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
利
休
は
茶さ

道ど
う

の
中
に
侘わ

び
の
心
に
つ
な
が
る
「
静
け

さ
」
を
、
織
部
は
破
調
の
美
に
つ
な
が
る
「
動
き
」
を
見
い
だ
し
ま
し

た
。
茶
道
と
は
、「
一
服
の
茶
を
差
し
上
げ
る
」、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な

が
ら
、
こ
の
世
の
全
て
を
含
ん
だ
「
宇
宙
」
が
茶
道
に
は
あ
り
、
二
人

の
茶
人
は
そ
れ
に
没ぼ

っ

頭と
う

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
た
ち
で
己

お
の
れ

を
極き

わ

め
て
い
っ

た
と
思
う
の
で
す
。

茶
道
具
、
建
築
、
作
庭
な
ど
に
執

し
ゅ
う

念ね
ん

を
燃
や
し
、「
利り

休き
ゅ
う

好
み
」
に
続

い
て
「
織お

り

部べ

好
み
」
と
呼
ば
れ
る
流
れ
を
創
出
し
ま
し
た
。「
織
部
好

み
」
は
慶け

い

長ち
ょ
う

年
間
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
五
）
に
爆ば

く

発は
つ

的
な
流
行
と
な

り
、
そ
れ
は
織
部
の
亡な

き
あ
と
、
約
三
〇
年
間
も
続
き
ま
す
。
織
部
が

用
い
た
茶ち

ゃ

碗わ
ん

は
、「
へ
う
げ
も
の
（
ひ
ょ
う
き
ん
な
も
の
）」
と
い
わ
れ
、

激
動
の
桃
山
時
代
後
期
の
新
し
い
文
化
と
な
り
ま
し
た
。

私
が
最
初
に
織
部
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
若
い
頃
に
彼
の
大お

お

井い

戸ど

茶ち
ゃ

碗わ
ん

「
須し

ゅ

弥み

」
を
見
た
と
き
で
す
。
織
部
は
茶
碗
が
大
き
す
ぎ
る
の
が

気
に
入
ら
ず
、
十
文
字
（
四
つ
）
に
割
り
、
削け

ず

っ
て
継
ぎ
、
小
さ
く
し

た
そ
う
で
す
。
完
成
し
た
茶
碗
を
わ
ざ
と
壊
し
て
継
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と

で
美
し
さ
を
創
る
「
破
調
の
美
」
に
初
め
て
ふ
れ
、
自
分
の
金
継
ぎ
修

復
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
が
加
わ
り
ま
し
た
。
故
意
に
も
の
の
形
を
ね
じ

曲
げ
て
生
ま
れ
る
偶ぐ

う

然ぜ
ん

の
美
を
楽
し
む
心
、
不
調
和
の
中
に
生
ま
れ
る

自
然
な
落
ち
着
き
、
即
興
的
で
抽

ち
ゅ
う

象し
ょ
う

的
な
模
様
が
描
か
れ
た
茶
碗
か
ら

現
れ
る
前
衛
的
感
性
。
私
は
織
部
の
「
遊
び
」
と
「
余
裕
」
に
羨せ

ん

望ぼ
う

と

尊
敬
の
念
を
抱
い
た
の
で
す
。
金
継
ぎ
と
は
、
単
に
器

う
つ
わ

の
割
れ
欠
け
を

継
ぐ
の
で
は
な
い
、
割
れ
欠
け
を
「
新
し
い
景
色
」
と
し
て
解
釈
し
、

器
の
個
性
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
し
て
修
復

す
る
こ
と
な
の
だ
と
思
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

利
休
と
織
部
に
つ
い
て
、
陶と

う

芸げ
い

家
の
加か

藤と
う

唐と
う

九く

郎ろ
う

は
「
利
休
は
自
然

の
中
か
ら
美
を
見
い
だ
し
た
人
だ
が
、
創
り
出
し
た
人
で
は
な
い
。
織

❹

大井戸茶碗「須弥」（別名「十文字井戸」）

5101520

5

284
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私
は
「
形
あ
る
も
の
は
い
つ
か
壊
れ
る
宿
命
に
あ
る
」
と
考
え
、

「
壊
れ
る
こ
と
」
を
悪
い
こ
と
と
は
捉
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
人
の
心

も
同
じ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
数
々
の
割
れ
や
欠
け
を
経
験
し
な
が
ら

一
生
を
過
ご
す
中
で
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
明
日
の
自
分
を
目
指
す
。

そ
れ
ら
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
過
去
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、

未
来
の
自
分
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
授さ

ず

か
っ

た
時
間
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
命
の
続
く
限
り
諦

あ
き
ら

め
て
は
な
ら
な
い
の

で
す
。
器
も
、
漆
も
、
私
た
ち
自
身
も
、「
全
て
土
に
か
え
る
か
ら
こ

そ
、
こ
の
世
に
あ
る
う
ち
に
、
割
れ
や
欠
け
か
ら
生
ま
れ
る
美
を
楽
し

み
た
い
」
と
い
う
思
い
で
今
日
も
金
継
ぎ
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

【
著
者
】
清
川
廣
樹
（
き
よ
か
わ
ひ
ろ
き
）

一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
―

漆
芸
修
復
師
。
大
阪
府
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
継つ
な
ぐ

金
継
ぎ
の
美
と
心
』
な
ど

1

千
利
休
と
古
田
織
部
の
茶
道
の
精
神
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て
捉
え
よ
う
。

2

筆
者
の
「
全
て
土
に
か
え
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
に
あ
る
う
ち
に
、
割
れ
や
欠
け
か
ら
生
ま
れ
る
美
を
楽
し
み
た
い
」（
285
ペ
ー
ジ
・
下
３
行
め
）
と
い

う
主
張
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
意
見
を
交
流
し
よ
う
。

読
み
方
を
学
ぼ
う

例
示

「読み方」
図解例

❶
枯か
れ

山さ
ん

水す
い

日
本
庭
園
の
様
式
の
一
つ
。
水
を
使
わ
ず
、
石
や
砂
で
自
然
の
風
景

を
表
す
。

❷
千せ
ん
の

利り

休き
ゅ
う

﹇1522-1591

﹈
戦
国
時
代
か
ら
安あ

土づ
ち

桃
山
時
代
に
か
け
て
の
茶
人
。

茶
の
湯
の
作
法
を
定
め
て
、
独
自
の
方
法
で
侘
び
茶
を
完
成
さ
せ
た
。

❸
古
田
織
部
﹇1544

（
説
に
よ
っ
て
は1543

）-1615

﹈
桃
山
時
代
の
茶
人
。
陶
芸
・

建
築
・
庭
園
な
ど
で
多
く
の
名
作
を
残
し
た
。

❹
加
藤
唐
九
郎
﹇1897-1985

﹈
日
本
の
陶
芸
家
で
、
桃
山
時
代
の
陶
芸
の
研
究

と
再
現
に
努
め
た
。

【
注
】

資
料
編

読
書
の
広
場

5
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挿
絵

・
図
版
を
適
所
に
配
置
し
て
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を

喚
起
し
、
内
容
の
理
解
を
支
え
ま
す
。

本
編
と
同
様
に
「学
び
の
道
し
る
べ
」
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト
で
は
、「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」

を
活
用
し
た
と
き
の
図
解
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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新
教
材

※
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
は
、
囲
み
の
教
材
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

新
教
材

新
教
材

新
教
材

新
教
材

新
教
材

令和 7年度版『現代の国語 ３』

▶教科書の特徴を動画で紹介しています。

  https://tb.sanseido-publ.co.jp/07gkpr/movie/
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・
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コラム

国
語
辞
典
編へ

ん

纂さ
ん

者

飯い
い

間ま

浩ひ
ろ

明あ
き

ワ
ー
ド

ハ
ン
テ
ィ
ン
グ

ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
は
何
か

私
も
含
め
た
国
語
辞
典
の
作
り
手
た
ち
は
、
仕
事
の
一
部
と
し
て

「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
を
行
う
。
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
少
し
で
も
注
意
を
ひ
か
れ
る
言
葉
を
ひ
た
す
ら
採
集
し
、
分

析
す
る
作
業
だ
。
こ
れ
が
辞
書
作
り
の
い
ち
ば
ん
の
基
礎
と
な
る
。

「
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
戦
後
を
代
表
す
る

国
語
辞
典
編
纂
者
・
見け
ん

坊ぼ
う

豪ひ
で

紀と
し

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

な
ぜ
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
の
か

辞
書
を
作
る
と
き
の
最
も
安
直
な
方
法
は
、
既
に
あ
る
辞
書
の
項

目
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
で
あ
る
。
先
行
辞
書
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
項
目

を
適
当
に
混
ぜ
れ
ば
、
も
っ
と
も
ら
し
い
項
目
が
集
ま
る
。
た
だ
、

こ
れ
で
は
新
し
い
辞
書
を
作
る
意
味
が
な
い
。

新
し
い
辞
書
を
作
る
た
め
に
は
、
新
し
く
広
ま
っ
た
言
葉
や
、
こ

れ
ま
で
の
辞
書
が
見
逃
し
て
い
た
言
葉
を
多
く
も
り
こ
む
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
、
待
っ
て
い
て
も
向
こ
う
か
ら
は
や
っ
て
こ

な
い
。
だ
か
ら
私
は
、
い
わ
ば
「
攻
め
の
姿
勢
」
で
ワ
ー
ド
ハ
ン

テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。

実
践
例
①

室
内
の
言
葉

「
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
（
狩
り
）」
と
い
っ
て
も
、
野
外
で
行
う
と
は
限

ら
な
い
。
ま
ず
は
室
内
か
ら
始
め
よ
う
。
印
刷
物
や
放
送
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
、
初
め
て
出
会
う
言
葉
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
言

葉
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
普
通
な
ら
見
過
ご
し
て
し
ま
う
よ
う
な
部

分
に
も
注
意
し
て
、
多
様
な
言
葉
を
捕
ら
え
た
い
。

例
え
ば
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
言

葉
に
注
意
し
て
聞
い
て
み
よ
う
。
景
気
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
で
、
あ

る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
こ
は
東
京
都
内
に
あ
る
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
。
扱
う

の
は
飲
食
料
品
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

こ
こ
で
使
わ
れ
た
「
飲
食
料
品
」
は
、
飲
料
品
と
食
料
品
を
合
わ

せ
た
言
葉
ら
し
い
。「
こ
ん
な
言
い
方
も
あ
る
の
か
。」
と
、
少
し
で

も
興
味
を
ひ
か
れ
た
ら
、
す
ぐ
に
メ
モ
を
す
る
。
右
の
文
章
（
あ
ら

か
じ
め
録
音
し
て
お
く
と
よ
い
）
を
文
字
化
し
て
、
「
放
送
局
名
」

「
番
組
名
」「
放
送
年
月
日
」「
放
送
開
始
時
刻
」
な
ど
の
情
報
を
添
え

510

51015

26
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て
お
く
。
書
籍
の
場
合
は
、「
著
者
名
」「
書
名
」「
出
版
社
」「
発
行
年

月
日
」「
ペ
ー
ジ
番
号
」
な
ど
を
記
録
す
る
。

実
践
例
②

街
の
中
の
言
葉

実
際
の
辞
書
を
作
る
た
め
に
は
、
室
内
の
言
葉
だ
け
で
は
物
足
り

な
い
。
人
々
が
生
活
の
中
で
使
う
生
の
言
葉
が
欲
し
い
。
街
に
出
か

け
て
み
よ
う
。

街
の
中
に
も
多
く
の
言
葉
が
あ
る
。
オ
フ
ィ
ス
街
に
は
オ
フ
ィ
ス

街
な
り
の
、
住
宅
地
に
は
住
宅
地
な
り
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
商
店

街
に
行
く
と
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
看
板
や
ポ
ス

タ
ー
、
の
ぼ
り
な
ど
の
言
葉
に
目
が
行
く
。

あ
る
商
店
に
「
豆と
う

富ふ

」
と
い
う
看
板
が
出
て
い
た
。「
豆と
う

腐ふ

」
の
当

て
字
ら
し
い
。「
他
の
店
で
も
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
疑
問

を
抱
き
つ
つ
、
と
に
か
く
言
葉
を
採
集
す
る
。

看
板
を
カ
メ
ラ
で
撮
り
、
あ
わ
せ
て
周
辺
の
様
子
も
撮
影
し
て
お

く
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ら
ば
撮
影
日
時
や
場
所
も
記
録
さ
れ
る
が
、

自
分
で
も
メ
モ
し
て
お
く

と
よ
い
。

ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ

を
続
け
る
と
、「
豆
富
」

と
い
う
表
記
は
あ
ち
こ
ち
の
店
や
商
品
で
見
か
け
る
こ
と
に
気
づ
く
。

ま
た
、
昔
の
資
料
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
、
一
九
六
〇
年
代
の
雑
誌
に

既
に
「
豆
富
」
と
書
い
た
看
板
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。

多
く
の
例
を
採
集
す
る
こ
と
で
、
世
の
中
で
は
「
豆
腐
」
以
外
に

「
豆
富
」
の
表
記
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
ワ
ー
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
結
果
、
国
語
辞
典
の
「
豆
腐
」

の
項
目
に
、
あ
く
ま
で
も
民
間
の
当
て
字
と
し
て
で
あ
る
が
、「
豆

富
」
の
表
記
が
掲
載
さ
れ
る
例
も
多
く
な
っ
た
。

生
命
を
も
ち
活
動
す
る
言
葉

以
前
、
刑け

い

事じ

も
の
の
映
画
に
、「
事
件
は
会
議
室
で
起
き
て
る
ん

じ
ゃ
な
い
。
現
場
で
起
き
て
る
ん
だ
。」
と
い
う
せ
り
ふ
が
あ
っ
た
。

言
葉
も
、
私
た
ち
の
生
活
の
現
場
で
生
ま
れ
、
変
化
し
て
い
く
。
こ

れ
ま
で
の
辞
書
の
中
に
あ
っ
た
言

葉
だ
け
が
言
葉
で
は
な
い
。
ワ
ー

ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
続
け
る
こ
と

で
、
言
葉
が
生
命
を
も
ち
、
活
動

し
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

51015
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国
語
辞
典
編
纂
者
と
し
て
活
躍
す
る
著
者
が
、
実
践
的
な
ワ
ー

ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
方
法
を
解
説
す
る
書
き
お
ろ
し
コ
ラ
ム
。

言
葉
に
対
す
る
興
味
を
喚
起
し
、
日
常
生
活
で
出
会
う
言
葉

を
集
め
た
り
、
観
察
し
た
り
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
教
材
で
す
。



日
本
語
の
「
批
判
」
と
い
う
言
葉
は
、
粗
探
し
を
す
る
、
文
句
を
言
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
よ
う
で
す
。

し
か
し
本
来
、「
批
判
」
と
は
、
物
事
に
つ
い
て
冷
静
に
考
え
、
認
め
る
べ
き
点
と
認
め
ら
れ
な
い
点
を
見
分
け

て
判
断
す
る
こ
と
で
す
。

文
章
を
読
む
こ
と
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
見
方
・
考
え
方
が
重
要
で
す
。「
批
判
的
に
読
む
」
と
は
、
よ

い
も
の
は
よ
い
、
よ
く
な
い
も
の
は
よ
く
な
い
と
判
断
し
な
が
ら
読
む
こ
と
で
す
。
主
張
に
対
す
る
根
拠
や
理
由

は
適
切
か
、
偏
っ
た
考
え
方
で
は
な
い
か
と
吟
味
、
評
価
す
る
読
み
方
で
す
。

長お
さ

田だ

弘ひ
ろ
しの
「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
、
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
」
の
一
節
を
も
と
に
、
具
体
的
な
読
み
方
を
示

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
つ
は
、
文
章
や
本
に
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、「
新
し
く
知
っ
た
こ

と
」
や
「
共
感
し
た
こ
と
」、「
疑
問
を
も
っ
た
こ
と
」、「
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
」
な
ど
を
見
つ
け
な
が
ら
読
む

吉き
っ

川か
わ

芳よ
し

則の
り

「
批
判
的
に
読
む
」
と
は

読
み
方
を
学
ぼ
う
2

批
判
的
な
読
み

回
想

批
判
的
な
読
み

省
略

具
体
と
抽
象

状
況
・
背
景

反
復

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

●
新
し
く
知
っ
た
こ
と

●
共
感
し
た
こ
と

●
疑
問
を
も
っ
た
こ
と

●
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と

1

漢

粗あ
ら

探
し

6

漢

吟ぎ
ん

味
「読み方」
解説動画
▼

510

52

052-054 07国語3年_批判的に読むとは.indd   52 240229-   10:57

日
本
語
の
「
間ま

」
と
い
う
言
葉
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
。

ま
ず
一
つ
は「
空
間
的
な
間
」で
あ
る
。「
隙
間
」「
間
取
り
」と

い
う
と
き
の「
間
」で
あ
る
が
、基
本
的
に
は「
物
と
物
と
の
あ
い

だ
の
何
も
な
い
空
間
」
の
こ
と
だ
。
絵
画
で
何
も
描
か
れ
て
い
な

い
部
分
の
こ
と
を
余
白
と
い
う
が
、
こ
れ
も
空
間
的
な
間
で
あ
る
。

日
本
の
家
は
本
来
、
床
と
柱
と
そ
れ
を
覆
う
屋
根
で
で
き
て
い

て
、
壁
と
い
う
も
の
が
な
い
。
こ
れ
は
部
屋
を
細
か
く
区
分
け
し
、

壁
で
仕
切
り
、
そ
の
う
え
、
鍵
の
か
か
る
扉
で
密
閉
し
て
し
ま
う

西
洋
の
家
と
は
異
な
る
。
西
洋
の
個
人
主
義
は
こ
の
よ
う
な
個
室

で
組
み
立
て
ら
れ
た
家
に
住
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
と
い

う
の
は
よ
く
わ
か
る
話
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
壁
や
扉
で
仕
切
る
か
わ
り
に
日
本
の
家
は
ど
う
す

2

漢

隙す
き

間

8

漢

鍵か
ぎ

間
の
文
化

長は

谷せ

川が
わ

櫂か
い

目
標

●
文
章
の
構
成
や
論
理
の
展
開
の
仕
方
を
捉
え
、

評
価
す
る
。

●
「
間ま

」
や
「
和
」
を
観
点
に
し
て
、
日
本
文

化
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
深
め
る
。

西洋の家

510

44

こ
の
言
葉
は
ど
う
い
う

意
味
だ
ろ
う
。
辞
書
で

調
べ
て
み
よ
う
。

日
本
の
文
化
の
特
徴
を
読
者
に

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
、

西
洋
の
文
化
と
比
較
し
て
説
明

し
て
い
る
の
だ
な
。

違
っ
た
捉
え
方
も
で
き

そ
う
だ
な
。
自
分
だ
っ

た
ら
こ
う
思
う
。

本
当
に
そ
う
か
な
？
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行
為
で
す
。
す
す
ん
で
文
章
に
関
わ
っ
て
い
く
態
度
を
も
つ
か
ど
う
か
で
、
自
分
に
と
っ
て
の
そ
の
文
章
の
価
値

は
大
き
く
違
っ
て
き
ま
す
。

次
に
、
筆
者
の
意
図
や
発
想
を
推
し
測
っ
て
読
む
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、「
な
ぜ
筆
者
は
こ
の
話
題
を
選
ん
だ

の
か
」、「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
論
の
展
開
を
し
て
い
る
の
か
」、「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
か
」
な

ど
を
考
え
な
が
ら
読
む
行
為
で
す
。
文
章
の
内
容
や
表
現
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
図
や
発
想
を
推
し

測
っ
て
読
む
こ
と
は
、
筆
者
が
本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
を
的
確
に
、
ま
た
豊
か
に
捉
え
る
こ
と
に
通
じ
ま
す
。

筆
者
の
意
図
や
発
想
が
わ
か
っ
て
「
そ
う
な
の
か
」
と
思
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
十
分
な
読
み
方
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
最
も
重
要
な
の
は
、
自
分
の
考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
筆
者
の
主
張
や
意
見
に
対

し
て
、「
賛
成
」・「
反
対
」、「
納
得
で
き
る
」・「
納
得
で
き
な
い
」
を
表
明
し
て
い
く
読
み
方
で
す
。
ま
た
、「
論

の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い
」「
こ
の
例
で
は
不
十
分
だ
」「
論
理
が
飛
躍
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」「
全
て
に
あ

て
は
ま
る
の
か
」
な
ど
を
吟
味
・
評
価
す
る
こ
と
で
す
。
筆
者
の
主
張
や
意
見
の
内
容
で
あ
れ
、
述
べ
方
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
」
と
い
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
際
大
切
な
の
は
、
理
由

（
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
）
や
、
根
拠
（
考
え
の
も
と
に
な
っ
た
言
葉
や
事
実
、
経
験
）
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
す
。
た
だ
言
い
は
る
だ
け
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

批
判
的
に
読
む
こ
と
は
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ
、
深
め
ま
す
。
現
代
社
会
を
た
く
ま
し
く
豊
か
に
生

き
て
い
く
力
強
い
読
み
手
に
な
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
身
に
つ
け
た
い
読
み
方
で
す
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

推
し
測
っ
て
読
む

●
話
題
の
選
択

●
論
の
展
開

●
言
葉
の
用
い
方

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

●
賛
成
／
反
対

●
納
得
で
き
る
／
納
得
で
き
な
い

●
論
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い

●
例
が
不
十
分

●
論
理
の
飛
躍

●
全
て
に
あ
て
は
ま
る
の
か

51015
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言
葉
に
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
挨
拶
の
言
葉
、
手
紙
の
言
葉
。
電
話
の
言
葉

が
い
ち
ば
ん
よ
い
例
で
す
。
電
話
は
誰
か
に
か
け
る
も
の
、
そ
し
て
誰
か
か
ら
か
か
っ
て

く
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
他
人
な
し
に
は
存
在
し
な
い
道
具
で
す
。
そ
れ
に
、
メ
デ
ィ

ア
の
言
葉
。
情
報
の
言
葉
。
私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、
そ
こ
に
他
者
が
い
る
。

他
者
が
感
じ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
言
葉
で
す
。
あ
る
い
は
、
他
者
を
確
か
め
る
た
め
の
方

法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

自
分
が
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
言
葉
、
自
分
を
確
か
め
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い
つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
今
で
も
そ
う
で
す
が
、

歌
や
映
画
、
マ
ン
ガ
や
ド
ラ
マ
も
、
た
だ
お
も
し
ろ
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
共
感
し
た

り
反
発
し
た
り
、
こ
こ
に
自
分
と
同
じ
人
間
が
い
る
、
そ
こ
に
自
分
の
世
界
が
あ
る
と
感

じ
ら
れ
る
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

他
者
を
確
か
め
る
言
葉
と
、
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
と
、
私
た
ち
が
も
つ
言
葉
に
は
二

つ
の
方
向
、
二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

推
し
測
っ
て
読
む

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ
ろ
う
か
。

話
題
の
選
択

推
し
測
っ
て
読
む

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」
で
く
く

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
用
い
方

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
言
葉
に
は
、
ど
れ
も
他
者
の

存
在
が
あ
る
。

共
感

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

「
本
の
言
葉
」
と
「
情
報
の
言

葉
」
は
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

疑
問

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
」
と

「
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
」
と

を
対
比
し
て
論
を
展
開
し
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。

論
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種
類
に
分

け
た
が
、
全
て
の
言
葉
に
対
し

て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う
分
け
方

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

全
て
に
あ
て
は
ま
る
の
か

「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
、
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
」（
長
田
弘
）
の
一
節

51015
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漢漢

◎○

目
標

批
判
的
に
読
む
た
め
に…

…

新しく知ったこと

はたらきかけながら読むはたらきかけながら読む

この文章を読んで新しく知ったのは、
……。

共感したこと ○○について、本当にそうだと共感した。

疑問をもったこと どうして○○をしたのだろうか。

不思議に思ったこと ○○が□□したのは不思議だと思った。

話題の選択

推し測って読む推し測って読む

なぜ○○を選んだのだろうか。

論の展開 なぜこのような論の展開をしているのか。

言葉の用い方 なぜ○○という言葉を用いているのか。

賛成／反対

考えをつくるために読む考えをつくるために読む

○○という意見には賛成だ。
□□という意見には反対だ。

納得できる／
納得できない

○○という主張には納得できる。
□□という主張には納得できない。

論の展開が
わかりやすい

○○の□□な論理展開がわかりやすい。

例が不十分 ○○の例は不十分だ。

論理の飛躍 ○○から□□には論理の飛躍がある。

全てにあてはまる
のか

○○という考えは全てにあてはまるのか。

漢漢

◎○

目
標

批
判
的
に
読
む
た
め
に…

…

新しく知ったこと

はたらきかけながら読むはたらきかけながら読む

この文章を読んで新しく知ったのは、
……。

共感したこと ○○について、本当にそうだと共感した。

疑問をもったこと どうして○○をしたのだろうか。

不思議に思ったこと ○○が□□したのは不思議だと思った。

話題の選択

推し測って読む推し測って読む

なぜ○○を選んだのだろうか。

論の展開 なぜこのような論の展開をしているのか。

言葉の用い方 なぜ○○という言葉を用いているのか。

賛成／反対

考えをつくるために読む考えをつくるために読む

○○という意見には賛成だ。
□□という意見には反対だ。

納得できる／
納得できない

○○という主張には納得できる。
□□という主張には納得できない。

論の展開が
わかりやすい

○○の□□な論理展開がわかりやすい。

例が不十分 ○○の例は不十分だ。

論理の飛躍 ○○から□□には論理の飛躍がある。

全てにあてはまる
のか

○○という考えは全てにあてはまるのか。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ
イ
ト

で
は
、
動
画
に
よ
る
解
説
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

各
学
年
の
最
初
の
説
明
文
教
材
の
前
に
、
プ
レ
教
材
と
し
て
の

「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
を
折
り
込
み
形
式
で
配
置
し
ま

し
た
。
直
後
の
説
明
文
教
材
で

「
読
み
方
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
確
か
な
力
に
つ
な
が
り
ま
す
。
３
年
で
は
、
文
章

を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
確
か
に
す
る

「読
み
方
」
を
身
に
つ
け
ま
す
。

折
り
込
み
形
式
な
の
で
、
教
材
全
体
の
構
成
が
捉
え
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

▶著者のメッセージ動画をご覧いただけます。

https://tb.sanseido-publ.co.jp/07gkpr/movie/

「
『
批
判
的
に
読
む
』
と
は
」
で
示
し
た

「
読
み
方
」
を
実
践
し
た
例
を
表
し
て

い
ま
す
。
対
応
関
係
が
視
覚
的
に
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
『
批
判
的
に
読
む
』
と
は
」
で
示
し
た

「
読
み
方
」
の
ま
と
め
を
一
覧

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
表
現
例
を
添
え
る
こ
と
で
他
の
文
章
を
読

む
と
き
に
応
用
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。



目
標

条
件
に
応
じ
て

説
得
力
の
あ
る
文
章
を
書
く

◎
条
件
に
応
じ
て
表
現
を
考
え
た
り
、
資
料
を
適
切
に

引
用
し
た
り
し
て
、
自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
よ
う
に

工
夫
す
る
。

○
文
章
全
体
を
読
み
直
し
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表

現
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
か
め
て
推す

い

敲こ
う

す
る
。

課題作文

与えられた条件に従って自分の考えをまとめ、読む
人を説得できるように筋道を立てて書いた文章。

提
示
さ
れ
た
文
章
や
図
表
な
ど

の
内
容
を
読
み
取
り
、
自
分
の
考

え
を
ま
と
め
、
条
件
に
合
わ
せ
て

二
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
書
き
ま

し
ょ
う
。

展
開
が
わ
か
り
や
す
く
、
筋
道

の
と
お
っ
た
文
章
は
、
よ
り
多
く

の
人
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

課題作文

学
び
を
振
り
返
る

交
流
を
と
お
し
て
、

推
敲
す
る
箇
所
を
見
つ
け
る

3
交
流
を
生
か
し
て
推
敲
す
る

4
課
題
作
文
を
書
く

2
課
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

1 学
習
の
流
れ

5

64
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1
課
題
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る

次
の
文
章
や
図
表
の
内
容
を
読
み
取
り
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

課
題

次
の
グ
ラ
フ
は
、「
若
者
の
意
識
調
査
」（
二
〇

二
〇
年
実
施
）
の
、「SD

G
s

の
17
の
目
標
の
な

か
で
、
最
も
関
心
の
あ
る
目
標
」
に
つ
い
て
、
中

学
生
の
回
答
結
果
の
一
部
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
を
読
み
、
あ
と
の
〈
条
件
〉

に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

〈
条
件
〉

◆
二
段
落
構
成
で
、
二
〇
〇
〜
二
五
〇
字
程
度
で

書
く
。

◆
第
一
段
落
に
は
グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と

を
書
く
。

◆
第
二
段
落
に
は
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に

し
た
、
自
分
の
考
え
を
書
く
。

中学生男女300名の回答

1．貧困をなくそう

2．飢餓をゼロに

3．すべての人に健康と福祉を

き が

4．質の高い教育をみんなに

5．ジェンダー平等を実現しよう

6．安全な水とトイレを世界中に

7．エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

8．働きがいも経済成長も

9．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう

11．住み続けられるまちづくりを

12．つくる責任、つかう責任

13．気候変動に具体的な対策を

14．海の豊かさを守ろう

15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

17．パートナーシップで目標を達成しよう

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

21.0%21.0%

3.7%

14.7%

5.7%
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「若者の意識調査（報告）― ESGおよびSDGs、キャリア等に対する意識―」（2020）より

SDGsの17の目標のなかで、最も関心のある目標
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字
数
や
段
落
構
成
な
ど
、
与
え
ら
れ
た
条
件
に
合
わ
せ
て
、
グ
ラ
フ

か
ら
読
み
取
っ
て
考
え
た
こ
と
を
書
く
教
材
。
入
試
や
学
力
調
査

等
に
お
け
る
課
題
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
で
は
、

冒
頭
に
「
学
習
の
流
れ
」
を
示
す
こ
と
で
、
学
び
の
ス
テ
ッ

プ
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主

体
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く

項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

生
徒
が
主
体
性
を
も
っ
て
取
り
組
め
る
よ
う
、
時
事
的
な
題
材
を
提
示
し
て
い
ま
す
。



自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
き
の
手
順

❶

資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
メ
モ
し
ま
す
。

❷

自
分
の
体
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
❶
の
メ
モ
に
感
想
や
考
え
を
加
え
ま
す
。

❸

❶
❷
の
メ
モ
を
見
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
、
一
つ
の
文
に
表
し
ま
す
。関

連
づ
け
る

関
連
づ
け
る

二
つ
以
上
の
も
の
を
結
び
つ
け
て
み
る
と
、

考
え
が
生
ま
れ
や
す
い
。

○
○
と
○
○
と
を
結
び

つ
け
て
考
え
る
と
…
…
。

グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と考えたこと

自
分
の
体
験

「
つ
く
る
責
任
、

つ
か
う
責
任
」
を

選
ん
だ
人
は
最
も

少
な
く
、
〇
・
三
％

だ
っ
た
。

金
継
ぎ
体
験
を
通

し
て
学
ん
だ
考
え
。

物を大切に使うという「つくる責任、

つかう責任」の意識を高めたい。

メモ例1

メモ例2

最多の目標：「貧困をなくそう」＝21%

最少の目標：「つくる責任、つかう責任」＝0.3%

→関心の高さには、大きな差がある。

→「つくる責任、つかう責任」の一つは、物を大切に

使うこと。

→金継ぎ体験を通して学んだ考え。

☆物を大切に使う意識を。

1位「貧困をなくそう」：21%

2 位「すべての人に健康と福祉を」：14.7%

→合わせると、35.7% に上る。

→生活の基本に高い関心。

☆生活の基本＝「衣食住」。「住」の取り組み。

5
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064-069 07国語3年_課題作文.indd   66 240228-   17:20

2
課
題
作
文
を
書
く

次
の
点
を
意
識
し
て
、
説
得
力
の
あ
る
課
題
作
文
を
書
き
ま
す
。

・
条
件
に
従
っ
て
、
各
段
落
の
内
容
を
ま
と
め
る
。

・
資
料
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
引
用
し
、
自
分
の
考
え
に
説
得
力
を
も
た
せ
る
。

3
交
流
を
と
お
し
て
、
推す

い

敲こ
う

す
る
箇
所
を
見
つ
け
る

交
流
を
通
し
て
感
想
を
述
べ
合
い
、
自
分
の
考
え
を
深
め
ま
す
。
ま
た
、
次
の
観
点
で
読

み
合
い
、
推
敲
す
る
箇
所
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

・
条
件
に
従
っ
て
書
け
て
い
る
か
。

・
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
読
み
手
は
納
得
し
た
か
。

・
図
表
の
解
釈
と
、
自
分
が
考
え
た
こ
と
と
の
結
び
つ
き
は
適
切
か
。

・
表
現
を
よ
り
よ
く
で
き
な
い
か
。

4
交
流
を
生
か
し
て
推
敲
す
る

で
交
流
し
た
内
容
を
も
と
に
、
自
分
が
書
い
た
文
章
を
読
み
返
し
ま
す
。
自
分
の
考
え
・

根
拠
の
説
明
の
仕
方
な
ど
、
わ
か
り
や
す
い
形
に
な
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
書
き
直
し
ま

し
ょ
う
。

3

グ
ラ
フ
か
ら
読
み
取
る
と
き
の
表
現
例

●
○
％
が
〜
と
答
え
て
い
る
。

●
○
％
か
ら
○
％
に
増
え
て
（
減
っ

て
）
い
る
。

●
〜
と
い
う
点
で
は
○
○
だ
が
、
一
方

で
、
〜
と
い
う
点
で
は
○
○
だ
。

●
〜
と
い
う
点
と
は
対
照
的
に
○
○
だ
。

●
こ
の
中
で
は
〜
が
圧
倒
的
に
○
○
だ
。

●
〜
と
い
う
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

●
〜
よ
り
も
は
る
か
に
○
○
だ
。

●
Ａ
と
Ｂ
か
ら
〜
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

●
こ
の
結
果
か
ら
、
こ
の
先
は
〜
に
な

る
こ
と
が
予
測
で
き
る
。

読み取り解釈
グ
ラ
フ
の
数
字
は
客
観
的
な

情
報
だ
け
ど
、
そ
の
解
釈
に

は
意
見
が
含
ま
れ
る
こ
と
も

あ
る
ね
。

51015
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各
教
材
の
学
習
活
動
と
関
連
づ
け
て
、
考
え
を
整
理
し
た
り

深
め
た
り
す
る
方
法
を
「思
考
の
方
法
」
と
し
て
示
し
ま
し
た
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
の

「
語
彙
を
豊
か
に
」

で
は
、
学
習
活
動
に
即
し
た
表
現
例
を
多
数
提
示
し
ま
し
た
。

実
際
に
使
う
こ
と
で
、
確
か
な
語
彙
力
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。



関心の高い目標に着目した。1位は「貧困をなくそう」
で21.0％。2位は「すべての人に健康と福祉を」で14.7％。
これら二つを合わせると35.7%に上る。この二つの目標は、
誰もが健康で最低限の生活を送るためになくてはならない
ものであり、なにより生活の基本を確保することに高い関
心が寄せられていることがわかる。
生活の基本を表す「衣食住」という言葉がある。私は、

その中でも「住」に関心があるので、将来、誰でも手に入
れやすい素材を使って安く簡単に建てられて、健康的に暮
らせる家のデザインに取り組んでみたい。

課
題
作
文
の
例
（
交
流
前
）

課
題
作
文
の
例
（
交
流
後
）

助詞・文末の誤りを修正。

具体的な数値を示し、〈条件〉に従って、
第一段落には自分の意見を書かない。

主語と述語の対応（文
のねじれ）を修正。

グラフの解釈を修正。

関心の高い目標に着目した。1位は「貧困をなくそう」
で21.0％。2位は「すべての人に健康と福祉を」で14.7％。
これら二つを合わせると35.7%に上る。この二つの目標は、
争いのない平和な世の中の実現を目指すものであり、なに
より生活の基本を確保することに高い関心が寄せられてい
ることがわかる。
生活の基本を表す「衣食住」という言葉がある。私は、

その中でも「住」に関心があるなら、将来、誰でも手に入
れやすい素材を使って安く簡単に建てられて、健康的に暮
らせる家のデザインに取り組むことが考えられる。

助詞・文末の誤り。

グラフの解釈が不適切。

一
七
の
目
標
の
中
で
、「
貧
困
を
な
く
そ
う
」
が
最

も
多
く
、
二
一
％
の
人
が
選
ん
で
い
る
。
一
方
で
、

「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
は
最
も
少
な
く
、

〇
・
三
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

昨
年
、
壊
れ
た
陶
器
を
修
復
す
る
、
伝
統
的
な

継
ぎ
」
を
体
験
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
、
物
を
大
事

に
使
う
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
物
が
大
事
に
な
る
と
い

う
発
見
を
し
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
広
げ
て
い

く
こ
と
で
、
ご
み
を
減
ら
し
て
、
物
を
大
切
に
使
う

と
い
う
「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
の
意
識
も

高
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

具体的な数値が不明で、〈条件〉に従わず、
第一段落に自分の意見が書かれている。

主語と述語が対応して
いない（文のねじれ）。

一
七
の
目
標
の
中
で
、「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責

任
」
を
選
ん
だ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、

こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
目
標
だ
と
思
う
の
で
、
自
分

は
残
念
に
思
っ
た
。

昨
年
、
壊
れ
た
陶
器
を
修
復
す
る
、
伝
統
的
な

継
ぎ
」
を
体
験
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
、
物
を
大
事

に
使
う
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
物
が
大
事
に
な
る
と
い

う
発
見
を
し
た
。
私
は
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
広

げ
て
い
く
こ
と
が
、
ご
み
を
減
ら
し
て
、
物
を
大
切

に
使
う
と
い
う
「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
の

意
識
も
高
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

「
金

「
金
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関心の高い目標に着目した。1位は「貧困をなくそう」
で21.0％。2位は「すべての人に健康と福祉を」で14.7％。
これら二つを合わせると35.7%に上る。この二つの目標は、
誰もが健康で最低限の生活を送るためになくてはならない
ものであり、なにより生活の基本を確保することに高い関
心が寄せられていることがわかる。
生活の基本を表す「衣食住」という言葉がある。私は、

その中でも「住」に関心があるので、将来、誰でも手に入
れやすい素材を使って安く簡単に建てられて、健康的に暮
らせる家のデザインに取り組んでみたい。

課
題
作
文
の
例
（
交
流
前
）

課
題
作
文
の
例
（
交
流
後
）

助詞・文末の誤りを修正。

具体的な数値を示し、〈条件〉に従って、
第一段落には自分の意見を書かない。

主語と述語の対応（文
のねじれ）を修正。

グラフの解釈を修正。

関心の高い目標に着目した。1位は「貧困をなくそう」
で21.0％。2位は「すべての人に健康と福祉を」で14.7％。
これら二つを合わせると35.7%に上る。この二つの目標は、
争いのない平和な世の中の実現を目指すものであり、なに
より生活の基本を確保することに高い関心が寄せられてい
ることがわかる。
生活の基本を表す「衣食住」という言葉がある。私は、

その中でも「住」に関心があるなら、将来、誰でも手に入
れやすい素材を使って安く簡単に建てられて、健康的に暮
らせる家のデザインに取り組むことが考えられる。

助詞・文末の誤り。

グラフの解釈が不適切。

一
七
の
目
標
の
中
で
、「
貧
困
を
な
く
そ
う
」
が
最

も
多
く
、
二
一
％
の
人
が
選
ん
で
い
る
。
一
方
で
、

「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
は
最
も
少
な
く
、

〇
・
三
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

昨
年
、
壊
れ
た
陶
器
を
修
復
す
る
、
伝
統
的
な

継
ぎ
」
を
体
験
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
、
物
を
大
事

に
使
う
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
物
が
大
事
に
な
る
と
い

う
発
見
を
し
た
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
広
げ
て
い

く
こ
と
で
、
ご
み
を
減
ら
し
て
、
物
を
大
切
に
使
う

と
い
う
「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
の
意
識
も

高
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

具体的な数値が不明で、〈条件〉に従わず、
第一段落に自分の意見が書かれている。

主語と述語が対応して
いない（文のねじれ）。

一
七
の
目
標
の
中
で
、「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責

任
」
を
選
ん
だ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
だ
が
、

こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
目
標
だ
と
思
う
の
で
、
自
分

は
残
念
に
思
っ
た
。

昨
年
、
壊
れ
た
陶
器
を
修
復
す
る
、
伝
統
的
な

継
ぎ
」
を
体
験
し
た
。
そ
れ
を
通
し
て
、
物
を
大
事

に
使
う
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
物
が
大
事
に
な
る
と
い

う
発
見
を
し
た
。
私
は
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
広

げ
て
い
く
こ
と
が
、
ご
み
を
減
ら
し
て
、
物
を
大
切

に
使
う
と
い
う
「
つ
く
る
責
任
、
つ
か
う
責
任
」
の

意
識
も
高
ま
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

「
金

「
金

学
び
を
振
り
返
る

条
件
に
応
じ
て
説
得
力
の
あ
る
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
か
、
学
ん

だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

引
用
・
根
拠
・
推す
い

敲こ
う

国

語

批
評
文
（
Ｐ
82
）

生

活

各
種
の
学
力
調
査

生
か
そ
う
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「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
教
材
で
は
、
話
し
合
い
例
・
ス
ピ
ー

チ
例
・
作
文
例
・
作
品
例
な
ど
を
示
し
、
ゴ
ー
ル
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と

で
学
習
に
取
り
組
み
や
す
く
し
ま
し
た
。
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
例
を
参
照

で
き
る
教
材
も
あ
り
ま
す
。

教
材
の
最
後
に
は
、「
振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
確
認
し
な
が
ら
学
習

を
振
り
返
る
機
会
を
設
け
ま
し
た
。
身
に
つ
い
た
力
を
自
分
で
診
断
・
評

価
し
、
次
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。



私
の 読 書 体

験

510

言
葉
は
傘

中
学
生
は
、「
悲
し
い
」
と
思
う
こ
と
が
多
い
時
期
で
し
た
。

友
達
と
喧け

ん

嘩か

を
し
た
り
、
好
き
な
人
に
振
ら
れ
た
り
、
親
と
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
悲
し
い
気
分
が
押
し

寄
せ
て
き
て
、
そ
れ
は
突
然
の
雨
の
よ
う
に
私
を
濡ぬ

ら
し
ま
し
た
。

と
き
ど
き
、
自
分
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
ほ
ど
悲
し
く
な

り
、
つ
ま
り
気
づ
い
た
ら
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
ど
う

し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
、
私
は
何
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
悩
み

ま
し
た
。
中
学
生
の
私
に
は
、
雨
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
傘
が
必
要
で

し
た
。

『
ブ
レ
イ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー
』
は
、
悲
し
い
現
実
に
直
面
し
た
少
年

た
ち
が
、
運
命
を
変
え
る
た
め
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
（
幻
界
）
へ

と
旅
立
つ
物
語
で
す
。
彼
ら
は
現
実
で
大
き
な
落
胆
や
怒
り
を
感
じ
ま

す
が
、
た
く
さ
ん
の
経
験
を
し
て
い
く
う
ち
に
、「
変
え
る
べ
き
な
の

は
僕
の
運
命
じ
ゃ
な
く
て
、

―
僕
自
身
な
ん
だ
。」
と
気
づ
い
て
い

96

096-097 07国語3年_読書体験_CC2023.indd   96 240229-   11:34

藤崎彩織さんの本

ふ
た
ご

大
切
な
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
自
分

の
居
場
所
を
見
つ
け
成
長
す
る
少
女
の

姿
を
描
く
物
語
。

読
書
間
奏
文

本
は
い
つ
も
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
。
読

書
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
と
め

た
一
冊
。

ね
じ
ね
じ
録

ね
じ
ね
じ
と
悩
み
な
が
ら
前
に
進
む
日
々

の
思
い
や
風
景
を
、
丁
寧
に
つ
づ
る
エ
ッ

セ
イ
集
。

ブ
レ
イ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー

宮み
や

部べ

み
ゆ
き

読
書
の
広
場

244
ペ
ー
ジ

「
小
さ
な
図
書
館
」

5

き
ま
す
。

少
年
た
ち
が
自
ら
の
苦
し
み
に
立
ち
向
か
い
、
成
長
し
て
い
く
姿
は
、

同
じ
く
辛
い
現
実
に
直
面
し
た
私
に
と
っ
て
の
、
傘
に
な
り
ま
し
た
。

生
き
て
い
る
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
大
雨
に
降
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
た
び
に
、
傘
を
さ
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
多
く
は
、
読
書
を
通
じ
て
出
会
っ
た
言
葉
た
ち
で
す
。

〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

藤崎	彩織（ふじさき さおり）

1986（昭和61）年―

作家。“Saori”としてバンド・SEKAI	NO	OWARIでも活躍。

大阪府の生まれ。
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作
家
の
方
に
自
身
の
読
書
体
験
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
読
書
へ
の
興
味
を

喚
起
し
、
読
書
の
意
義
や
効
用
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

「
小
さ
な
図
書
館
」
で
は
、「
生
き
方
」「
言
葉
」「
自
然
科

学
」
な
ど
、
全
部
で
６
つ
の
テ
ー
マ
で
、
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
深
め
る
本
を
多
数
紹
介
し
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
の
「
小
さ
な
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
」

で
は
、
多
数
の
名
作
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。



コラム

あ
る
雨
の
降
る
朝
、
タ
カ
オ
は
靴
の
ス
ケ
ッ
チ
を
し
に
公
園
の

一
角
に
あ
る
日
本
庭
園
の
東

あ
ず
ま

屋や

へ
向
か
う
と
、
そ
こ
に
は
一
人
の

女
性
が
腰
掛
け
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
タ
カ
オ
と
ユ
キ
ノ
の
出
会

い
で
す
。
こ
の
出
会
い
以
降
、
約
束
も
な
く
雨
が
降
る
日
だ
け
庭

園
の
東
屋
で
会
う
二
人
は
、
互
い
に
名
前
や
年
齢
、
連
絡
先
な
ど

も
知
り
ま
せ
ん
が
、
し
だ
い
に
惹ひ

か
れ
合
っ
て
い
き
ま
す
。

『
言
の
葉
の
庭
』
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、「〝
愛
〞
よ
り
も
昔
、

〝
孤こ

悲い

〞
の
も
の
が
た
り
。」
で
、
こ
こ
で
は
「
恋
」
が
万
葉
仮
名

和
歌
は
、
情
景
や
個
人
の
思
い
を
詠よ

む
た
め
だ
け
で
な
く
、
親

し
い
間
柄
に
お
け
る
親
愛
の
情
や
、
恋
い
慕
う
気
持
ち
を
交
換
す

る
た
め
に
も
詠
ま
れ
ま
す
。『
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』
の
「
相そ

う

聞も
ん

」
と
い
う
部

立
て
に
属
す
る
歌
は
、
男
女
の
互
い
の
思
い
な
ど
を
詠う

た

っ
た
歌
で
、

全
体
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
ま
す
。『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』
で
は
、

「
相
聞
」
は
「
恋
」
と
い
う
部
立
て
に
な
り
、『
新し

ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』

で
も
「
恋
」
の
名
称
が
用
い
ら
れ
、
い
ず
れ
も
恋
の
歌
を
集
め
た

巻
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。

平
仮
名
や
片
仮
名
の
な
か
っ
た
『
万
葉
集
』
の
時
代
に
は
、
漢

字
の
音
や
訓
を
借
り
て
日
本
語
を
表
す
万
葉
仮
名
が
用
い
ら
れ
ま

し
た
。「
恋
」
は
万
葉
仮
名
で
「
古こ

比ひ

」「
古こ

非ひ

」
の
ほ
か
に
「
孤こ

悲ひ

」
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
。

新し
ん

海か
い

誠ま
こ
との

監
督
作
品
で
あ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
言こ

と

の
葉

の
庭
』
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
靴
職
人
に
な
る
と
い
う
夢
と
学
業

と
の
間
で
葛
藤
す
る
高
校
一
年
生
の
タ
カ
オ
と
、
あ
る
悩
み
を
抱

え
る
年
上
の
女
性
ユ
キ
ノ
が
雨
の
日
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
始

ま
る
淡
い
恋
心
を
描
い
た
作
品
で
す
。

和
歌
が
つ
な
ぐ
思
い

51015
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は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
。

『
万
葉
集
』
と
い
う
名
は
、
一
説
に
は
、「
万
代
に
伝
わ
る
願
い

を
こ
め
た
も
の
」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
万
葉
の
時
代

か
ら
一
三
〇
〇
年
以
上
の
時
を
超
え
た
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
も
、

ま
た
こ
の
先
の
人
々
も
、
誰
か
を
恋
い
慕
い
、
思
い
を
言
葉
に
託

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
歩
ん
で
い
く
の
で
し
ょ
う
。

の
「
孤
悲
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
物
語
も
ま
た
、『
万
葉

集
』
が
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
ま
す
。
巻
第
十
一
に
収
め
ら
れ
た

柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

の
和
歌
で
す
。

鳴
る
神
の
少
し
響と
よ

み
て
さ
し
曇く
も

り
雨
も
降
ら
ぬ
か

君
を
留と
ど

め
む

（
雷
が
少
し
だ
け
鳴
り
響
い
て
、
空
が
曇
り
、
雨
も
降
っ
て

く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た
を
こ
こ
に
引
き

留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
。）

鳴
る
神
の
少
し
響と
よ

み
て
降
ら
ず
と
も
我わ
れ

は
留と

ま
ら
む

妹い
も

し
留と
ど

め
ば

（
雷
が
少
し
だ
け
鳴
り
響
い
て
、
雨
が
降
ら
な
く
て
も
、
私

は
こ
の
場
所
に
留
ま
り
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
そ
れ
を
望
む

の
で
あ
れ
ば
。）

こ
の
二
首
は
、
女
性
が
恋
し
い
人
を
留
め
る
た
め
に
、
雨
を
降

ら
せ
る
こ
と
を
雷
に
祈
る
歌
を
詠
み
、
そ
れ
に
対
し
て
男
性
が
応

え
る
相
聞
歌
で
す
。
一
方
、『
言
の
葉
の
庭
』
に
も
、
タ
カ
オ
が

「
夜
眠
る
前
、
朝
目
を
開
け
る
瞬
間
、
気
づ
け
ば
雨
を
祈
っ
て
い

る
。」
と
語
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
時
代
や
表
現
の
形
式
が
変

わ
っ
て
も
、
好
き
な
人
に
会
い
た
い
、
一
緒
に
い
た
い
と
思
う
心

51015
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＊
新
海
誠
﹇1973-

﹈
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
監
督
、
小
説
家
。
代
表
作
に
『
君
の
名
は
。』

『
天
気
の
子
』『
言
の
葉
の
庭
』
な
ど
が
あ
る
。
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和
歌
と
現
代
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を

「
恋
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

で
接
続
し
、
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
ら
な
い
人
の
心
を
明
ら
か
に
す
る

新
規
コ
ラ
ム
。

和
歌
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
作
品
へ
の
興
味
を
喚
起
し
ま
す
。



情報情
報
の

扱
い
方

情
報
を
関
係
づ
け
る

目
標

そ
の
口
コ
ミ
信
頼
で
き
る
？

◎
情
報
の
信
頼
性
の
確
か
め
方
を
理
解
し
、
文
章
を
読
ん

で
考
え
を
広
げ
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
。

◎
互
い
の
発
言
を
生
か
し
て
話
し
合
い
、
自
分
の
考
え
を

深
め
る
。

い
っ
ぱ
い
泣
い
た

か
ら
お
な
か
す
い

ち
ゃ
っ
た
。

最
後
感
動

し
た
よ
ね
！

い
い
映
画
だ
っ
た
ー
。

僕
も
。

私
ス
マ
ホ
で

調
べ
る
ね
。

お
い
し
そ
う

だ
よ
ね
！

あ
っ
！

こ
の
お
店

よ
さ
そ
う
だ
よ
！

ス
テ
ー
キ
…
…
。

ラ
ー
メ
ン
…
…
。

日
曜
日
の
午
後

ち
ょ
っ
と

待
て
い
！

！？

★
3.28
っ
て
評
価

微
妙
じ
ゃ
な
い
？

値
段
も
手
ご
ろ
で
い
い

と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
…
…
。

別
の
お
店
に
し
よ
う
よ
。
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各
学
年
の
第
６
単
元
に
、
「
情
報
を
関
係
づ
け
る
」
と
し
て
、

「情
報
の
扱
い
方
」
に
特
化
し
た
単
元
を
設
け
ま
し
た
。

【各
学
年
の
情
報
単
元
の
テ
ー
マ
】

１
年
：
防
災

２
年
：
水
問
題

３
年
：
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

各
学
年
と
も
、
単
元
の
冒
頭
で
、
習
得
し
た
い
情
報
の
扱
い
方
の
ポ
イ
ン
ト
を
マ
ン
ガ
で
解
説
し
て
い
ま
す
。

各
教
材
の
冒
頭
に
目
標
を
明
示
し
、
見
通
し
を
も
っ
て
主
体
的
に
学
習
で
き
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。

◎
の
つ
い
た
目
標
は
、
つ
け
た
い
力
の
う
ち
重
点
を
お
く
項
目
を
含
む
も
の
で
す
。

情
報
に
ふ
れ
る

更
な
る
検
索

情
報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る

た
め
の
ポ
イ
ン
ト

本当に
信頼できる
情報か？

どんな
人が

何を
もとに

いつ
なんの
ために

よ
さ
そ
う
だ
か
ら

こ
の
お
店
に

し
よ
う
か
！

先
に

言
っ
て
よ
！！

今
食
べ
て
き
た
け
ど

お
い
し
か
っ
た
ぞ
。

評
価
の
低
い
１
つ
の
口
コ
ミ
が
、

総
合
点
を
下
げ
て

し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
。

あ
る
情
報
と
出
会
っ
た
と
き
、

す
ぐ
に
う
の
み
に
せ
ず
、

信
頼
で
き
る
証
拠
や
根
拠
を

探
す
こ
と
が
大
切
だ
ぞ
！

ゴ
ン
太
さ
ん
の
訪
問
日
は
、

２
０
２
６
年
12
月
で
、

他
の
口
コ
ミ
の
訪
問
日

よ
り
も
古
い
。

本
当
に
こ
の
お
店
の
口
コ
ミ

だ
ろ
う
か
？

そ
の
情
報
は
信
頼

で
き
る
の
か
？

１
つ
１
つ
の
口
コ
ミ
を

読
ま
ず
に
、
総
合
点
だ
け
で

判
断
し
て
い
な
い
か
？

ク
ロ
！？
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資料

A

1
【
デ
マ
】
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
略
。
意

図
的
に
流
さ
れ
る
虚
偽
の
情
報
や
、

根
拠
の
な
い
う
わ
さ
話
。

1
【
陰
謀
論
】
あ
る
で
き
ご
と
に
つ

い
て
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る

事
実
や
背
景
と
は
別
に
、
人
を
だ

ま
す
た
め
の
は
か
り
ご
と
が
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
意
見
。

1
【
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
】
特
定
の
考
え

を
押
し
つ
け
る
た
め
の
政
治
的
な

宣
伝
。

2

意
拡
散

6

意
精
査

15

意
端
的

昨
今
、
嘘う

そ

や
デ
マ
、
陰
謀
論
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
こ
う
し
た
虚
偽
情
報
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
介
し

て
大
規
模
に
拡
散
し
、
現
実
世
界
に
混
乱
や
悲
劇
を
も
た
ら
す
事
象
が
次
々
と
発
生
し
て
い
ま
す
。「
フ
ェ

イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
一
連
の
現
象
は
、
人
間
と
デ
ジ
タ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
相
互
作
用

が
生
み
出
す
現
象
で
あ
り
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
お
び
や
か
す
深
刻
な
社
会
問
題
で
す
。

人
は
な
ぜ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
真
偽
不
明
の
情
報
を
簡
単
に
信
じ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
世
界
は
情
報
で
あ
ふ
れ
て
い
て
、
全
て
の
情
報
を
精
査
し
て
か
ら
、
最
適
な
判
断
や
行
動
を
す
る

と
い
う
の
は
不
可
能
で
す
。
そ
ん
な
と
き
に
私
た
ち
が
す
る
こ
と
は
、
直
観
や
先
入
観
に
基
づ
い
て
注
目
す

べ
き
情
報
を
限
定
し
、
過
去
に
う
ま
く
い
っ
た
行
動
パ
タ
ー
ン
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
「
認
知
バ
イ
ア
ス
」
と
い
い
ま
す
。
認
知
バ
イ
ア
ス
は
人
類
進
化
の

過
程
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
た
い
て
い
の
場
合
は
う
ま
く
機
能
し
、
脳
の
情
報
処
理

の
負
荷
を
軽
減
す
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、
真
偽
不
明
の
怪あ

や

し
い
情
報
に
出
会
っ
た
と
き
に
認
知
バ

イ
ア
ス
は
誤
作
動
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
を
信
じ
や
す
く
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
状
況
に
よ
っ
て
は
フ
ェ
イ

ク
ニ
ュ
ー
ス
の
拡
散
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
も
な
る
の
で
す
。

「
人
は
見
た
い
よ
う
に
見
る
」
と
い
う
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
軍
人
・
政
治
家
の
ユ
リ
ウ
ス
＝

カ
エ
サ
ル

の
言
葉
で
、
こ
れ
は
人
間
の
認
知
バ
イ
ア
ス
の
特
徴
を
端
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
意
見
や
価
値
観

❖
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
よ
う
。

笹さ
さ

原は
ら

和か
ず

俊と
し

見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち

51015
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7

意
非
難
↓
類		

弾
劾

に
一
致
す
る
情
報
ば
か
り
を
集
め
、
そ
れ
ら
に
反
す
る
情
報
を
無
視
す
る
傾
向
を
「
確
証
バ
イ
ア
ス
」
と
い

い
ま
す
。
簡
単
に
い
う
と
、「
見
た
い
も
の
を
見
て
、
信
じ
た
い
も
の
を
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

確
証
バ
イ
ア
ス
の
存
在
を
示
し
た
有
名
な
研
究
が
あ
り
ま
す
。

一
九
五
一
年
の
ア
メ
リ
カ
大
学
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
の
シ
ー
ズ
ン
最
終
戦
に
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
対

ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
が
行
わ
れ
、
両
チ
ー
ム
か
ら
け
が
人
が
出
る
ほ
ど
の
大
荒
れ
の
試
合
に
な
り
ま
し
た
。
結

局
、
こ
の
シ
ー
ズ
ン
無
敗
だ
っ
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
が
勝
利
を
お
さ
め
ま
し
た
が
、
試
合
後
も
両
校
が
相

手
チ
ー
ム
を
非
難
し
続
け
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

心
理
学
者
の
ア
ル
バ
ー
ト
＝

ハ
ス
ト
ー
フ
と
ハ
ー
ド
リ
ー
＝

キ
ャ
ン
ト
リ
ル
は
、
こ
の
試
合
に
お
け
る
両

校
の
認
識
の
違
い
を
調
査
し
ま
し
た
。
両
校
か
ら
こ
の
試
合
を
見
て
い
な
い
学
生
を
集
め
、
試
合
の
録
画
ビ

デ
オ
を
見
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ー
ム
が
反
則
し
た
回
数
を
数
え
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
ビ
デ
オ

を
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
校
の
学
生
の
認
識
に
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大

学
の
学
生
た
ち
は
、
ダ
ー
ト
マ
ス
大
学
の
ほ
う
が
約
二
倍
多
く
反
則
し
た
と
答
え
ま
し
た
。
一
方
、
ダ
ー
ト

マ
ス
大
学
の
学
生
た
ち
は
、
そ
の
逆
だ
と
答
え
ま
し
た
。
調
査
に
参
加
し
た
大
学
生
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の

大
学
に
愛
校
心
が
あ
る
た
め
、
そ
の
先
入
観
に
よ
っ
て
反
則
の
認
知
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
世
界
に
あ
ふ
れ
か
え
る
情
報
の
ほ
と
ん
ど
は
自
分
と
は
無
関
係
で
す
か
ら
、
確
証
バ
イ
ア
ス
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
認
知
的
な
「
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
」
を
使
う
こ
と
で
、
自
分
に
関
係
の
あ
る
情
報
に
す
ば
や
く

ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
は
適
応
的
だ
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
認
知
バ
イ
ア
ス
は
、
自
分
の
意

見
や
価
値
観
に
あ
っ
た
情
報
ば
か
り
に
注
意
を
向
け
さ
せ
、
私
た
ち
の
視
野
を
狭
め
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ

が
、
私
た
ち
が
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
信
じ
や
す
い
理
由
の
一
つ
で
す
。

さ
ら
に
、
人
は
他
に
も
感
情
や
他
人
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
非
合
理
的
な
判
断
や
行
動
を
し
て
し

5101520
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「
資
料
」
を
読
み
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
す
。

「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

固
有
名
詞
や
難
解
な
語
句
に
は
脚
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。



6
【
リ
ツ
イ
ー
ト
】
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の

他
者
の
投
稿
を
引
用
し
て
再
投
稿

す
る
こ
と
。

8

意
連
鎖

14

意
ブ
ー
ム

14

意
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

16

意
即
座
に
↓
類		

即
刻
・
即
時

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
誤
っ
た
情
報
を
信
じ
や
す
い
の
に
は
、

「
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
行
動
選
択
を
後
押
し
す
る
認
知
バ
イ
ア
ス
の
存
在
も
あ
る
た
め
で

す
。「
利
用
可
能
性
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
怪あ

や

し
い
情
報
で
あ
っ
て
も
繰
り
返
し

報
道
さ
れ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
繰
り
返
し
見
聞
き
し
た
り
す
る
と
、
そ
の
情
報
は
正
し
い
と
い
う

認
識
が
生
ま
れ
、
強
化
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
他
者
の
興
味
関

心
が
「
い
い
ね
！
」
や
リ
ツ
イ
ー
ト
の
数
と
し
て
「
見
え
る
化
」
さ
れ
る
の
で
、
み
ん
な
の
反
応
が
大
き
い
こ

と
が
わ
か
る
と
、
そ
の
情
報
を
信
じ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
反
応
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
連
鎖
し
て
い
き
ま
す
。

虚
偽
情
報
の
拡
散
に
関
与
す
る
も
う
一
つ
の
認
知
バ
イ
ア
ス
が
、「
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
は
、
購
買
行
動
に
お
け
る
他
者
か
ら
の
影
響
を
説
明
す
る
た
め
の
考
え
方

で
、「
み
ん
な
が
選
ぶ
も
の
は
よ
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
先
入
観
が
あ
る
た
め
、
お
お
ぜ
い
の
人
が
、
あ

る
製
品
や
事
柄
を
選
択
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
選
択
す
る
人
が
ま
す
ま
す
増
え
る
現
象
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
日
本
語
で
は
、「
勝
ち
馬
に
乗
る
」
と
い
う
表
現
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
は
、

ブ
ー
ム
や
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
な
ど
が
生
ま
れ
る
原
動
力
に
な
る
一
方
で
、
デ
マ
の
拡
散
な
ど
を
引
き
起
こ
す
要

因
に
も
な
り
ま
す
。
あ
る
情
報
が
ひ
と
た
び
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
ト
レ
ン
ド
や
ラ
ン
キ
ン
グ
入
り
す
る
と
、
そ
の
情
報

は
信
頼
が
で
き
る
も
の
だ
と
思
い
込
み
、
疑
い
も
せ
ず
即
座
に
共
有
し
て
し
ま
う
の
で
、
デ
マ
で
あ
っ
て
も

広
範
囲
に
拡
散
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
嘘う

そ

や
デ
マ
が
大
量
に
拡
散
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
は
、
見
た
い
も
の
だ
け
を
見
て
、

信
じ
た
い
も
の
だ
け
を
信
じ
る
と
い
う
思
考
や
判
断
の
癖
、
他
者
か
ら
の
情
報
を
過
剰
に
評
価
し
て
し
ま
う

私
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
認
知
の
癖
が
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。

5101520
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〈
こ
の
教
科
書
の
た
め
の
書
き
お
ろ
し
〉

1

こ
の
文
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
認
知
バ
イ
ア
ス
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に
ま

と
め
よ
う
。

●
確
証
バ
イ
ア
ス
（
153
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
）

●
利
用
可
能
性
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
154
ペ
ー
ジ
・
3
行
め
）

●
バ
ン
ド
ワ
ゴ
ン
効
果
（
154
ペ
ー
ジ
・
9
行
め
）

2
「
人
は
な
ぜ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
真
偽
不
明
の
情
報
を
簡
単
に
信
じ
て
し
ま
う
」（
152
ペ
ー
ジ
・
5
行
め
）
の
か
。

そ
の
理
由
を
一
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
よ
う
。
ま
た
、
真
偽
不
明
の
情
報
に
ふ
れ
た
と
き
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
話
し
合

お
う
。

【
著
者
】
笹
原
和
俊
（
さ
さ
は
ら
か
ず
と
し
）

一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
│

計
算
社
会
科
学
者
。
福
島
県
の
生
ま
れ
。

【
著
書
】
『
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
科
学
す
る
』『
デ
ィ
ー
プ
フ
ェ
イ
ク
の
衝
撃
』
な
ど
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「
読
む
こ
と
」
教
材
の
脚
注
欄
に
は
、

辞
書
な
ど
を
活
用
し
て
意
味
を
調
べ
る

語
句
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
類
義
語

や
対
義
語
を
示
し
、
言
葉
の
関
係
性
を

捉
え
な
が
ら
語
彙
力
を
高
め
ら
れ
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

他
の
「
読
む
こ
と
」
教
材
と
同
様
に
、
学
習
活
動
を
わ
か
り
や

す
く
示
し
た
「
学
び
の
道
し
る
べ
」
を
配
置
し
て
い
ま
す
。



1
次
の
記
事
を
読
ん
で
、
こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
が
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

❖
こ
こ
ま
で
の
学
習
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
1
～
4
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
信
頼
で
き
る
情
報
か
ど
う
か
を
確
か
め
よ
う
。

情
報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る

更新日：2027年11月25日

サッカーファンが選ぶ好きなプロサッカー選手

のアンケートにおいて、ジャガー千葉のニシダ

選手が2位以下に圧倒的な差をつけて断然の

1位に輝きました。

順位 選手名 所属チーム 得票数（票）

1 ニシダ ジャガー千葉 205

2 ドウマエ ジャガー千葉 101

3 フジモト 神戸イーグルス 81

4 ニシモリ ジャガー千葉 76

5 イワベ ジャガー千葉 68

6 イナダ 神戸イーグルス 51

7 タザキ ジャガー千葉 35

8 オオスガ アイビス新潟 24

9 シモダ ジャガー千葉 17

10 クジョウ 福岡スパロウズ 15

出典：ジャガー千葉新聞

［調査概要］

・調査期間：2027年11月1日～11月10日の期間
・調査方法：千葉ジャングルスタジアムでの試合
終了後、スタジアム周辺で、観戦に来ていた

サッカーファンに聞き取り調査を行った

プロサッカー選手人気ランキング 

TOP10

こ
ん
な
記
事
を
見
つ
け
た
よ
。

プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
中
で
い

ち
ば
ん
人
気
が
あ
る
の
は
、

ジ
ャ
ガ
ー
千
葉
の
ニ
シ
ダ
選
手

な
ん
だ
ね
。

他
に
も
ジ
ャ
ガ
ー
千
葉
の
選

手
が
多
く
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て

い
る
ね
。

参考資料
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2
次
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
や
り
と
り
で
、
二
人
の
発
信
し
て
い
る
情
報
が
異
な
っ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

片
方
の
情
報
で
は
来
館
者
数
は
増
え

て
い
る
と
い
っ
て
い
て
、
も
う
片
方

で
は
減
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
ね
。

ど
ち
ら
の
情
報
が
よ
り
信
頼

で
き
る
と
い
え
る
か
な
。

【特集】青空市立水族館
～来館者数増加の秘密～

公開日：2027年8月12日

青空市立水族館は、ここ数年で来館
者数を順調に増やし、昨年1年間の来
館者数は26万人を超えています。
来館者数の減少に悩んだ時期もあっ
たものの、設備やサービスのリニュー
アルでみごと復活を果たしました。
この特集では、青空市立水族館の広
報担当森山さんに、来館者数を増加さ
せたリニューアルの裏側について伺い
ました。......

0
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20
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20
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20
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20
20
20
21
20
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20
23
20
24

100,000

150,000

200,000

250,000
（人）

（年）

青空市立水族館
年間の来館者数の推移

コスモスさん
2027.10.30 18:43

@タツノオトシゴマニアさん

今宮水族館は熱帯魚がたくさんいて好

きですね。

ところで、青空市が出している統計で

見た情報なのですが、青空市立水族館

の来館者数は、徐々に減っていたはず

です。

www.city.aozora.jp/kanko/cmsfiles/contents

タツノオトシゴマニアさん
2027.10.30 18:11

青空市立水族館の来館者数が増えてい

るんだって。

水族館好きにはうれしいニュース！

皆さんの好きな水族館はどこですか。

【特集】

青空市立水族館～来

館者数増加の秘密～
ビジネスWEBニュース
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資
料
の
内
容
を
読
み
取
っ
た
あ
と
は
、「
書
く
こ
と
」
や
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
へ
と
つ
な
げ
ま
す
。
デ
ー
タ
や
文
章
を
関
連
づ
け
、
読

み
取
っ
た
情
報
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を
発
信
し
ま
す
。

「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち
」
で
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
情

報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
実
践
的
な
活
動
が
可
能
で
す
。

「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち
」
で
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
情

報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
実
践
的
な
活
動
が
可
能
で
す
。



3
次
の
二
つ
の
広
告
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
信
頼
で
き
る
情
報
と
い
え
る
か
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

ど
う
し
て
、
出
典
が

同
じ
な
の
に
ど
ち
ら

も
一
位
な
ん
だ
ろ
う
。

デ
ジ
タ
ル
総
合
研
究

所
の
デ
ー
タ
を
見
て

み
よ
う
よ
。

デジタル総合研究所作成　2027年度タブレット端末出荷台数（万台）

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

HyperPad ブラック 30 Idea Pro ブラック 123 Alpha ブラック 38

HyperPad ホワイト 61 Idea Pro ホワイト 83 Alpha ホワイト 29

HyperPad シルバー 168 Idea Pro ゴールド 72 SP Tab ブラック 13

Idea Pro シルバー 144 SP Tab ホワイト 19

計 259 計 422 計 99

Ｂ社は、2027年度
タブレット端末出荷台数

Ａ社のHyperPadは
2027年度の出荷台数

タブレットなら、HyperPad

※デジタル総合研究所調べ

※デジタル総合研究所調べ

タブレット端末出荷台数タブレット端末出荷台数タブレット端末出荷台数タブレット端末出荷台数

No .1No .1

Ｂ社

A社

0 50 100 150 200

A社 HyperPad シルバー
B社 Idea Pro シルバー
B社 Idea Pro ブラック
B社 Idea Pro ホワイト
B社 Idea Pro ゴールド
A社 HyperPad ホワイト
C社 Alpha ブラック

144144
168168

123123
8383

7272
6161

3838

2027年度タブレット端末出荷台数
（万台）

業界

第1位!
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4
次
の
広
告
は
確
か
な
根
拠
の
あ
る
も
の
だ
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
考
え
ま
し
ょ
う
。

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
効
果

が
認
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
ね
。

本
当
に
論
文
に
こ
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト

の
効
果
が
書
い
て
あ
る
の
か
な
あ
。

粒サンマ粒サンマ
受験生のためのサプリ

サンマの力が
脳に効く！

このサプリメントの効果は
有名科学雑誌『ジャーナルサイエンス』に
掲載された論文で認められています

サンマ
のDHAで学力アップ!!サンマ
のDHAで学力アップ!!

サンマには、記憶力
や言語能力などに好
影響を与えるDHA

が豊富に含まれてい
ます。「粒サンマ」は、
サンマの持つDHA

の成分を余すところ
なく凝縮、配合して
います。

学力アップ

集中力アップ

視力回復

に効果あり！

受験生のための

サプリです！

……不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸（DHA）には、脳の神

経細胞の情報伝達を円滑にするはたらきがある。このはたらきゆえ

に、記憶力や言語能力の向上に DHAの摂取が有効であるという言

説は、現在、わが国において広く共有されている。これは、サンマ、

サバ、マアジといった、日本人の食生活になじみ深い魚が、DHA

を多く含んでいることとも関係していると考えられる。……

（『ジャーナルサイエンス』に掲載された論文の一部）

※粒
つぶ
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「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち
」
で
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
情

報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
実
践
的
な
活
動
が
可
能
で
す
。

「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち
」
で
学
習
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
情

報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
実
践
的
な
活
動
が
可
能
で
す
。



第
６
単
元
「
情
報
を
関
係
づ
け
る
」
の
構
成

情
報
の
扱
い
方
に
つ
い
て
話
し
合
う

「
情
報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
」
で
の

学
習
や
、
こ
れ
ま
で
の
体
験
を
も
と
に
、

情
報
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と

や
気
づ
い
た
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

情
報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
た
め
の
ポ

イ
ン
ト
を
意
識
で
き
て
い
た
か
、
見
落
と

し
て
い
た
情
報
は
な
か
っ
た
か
な
ど
を
、

お
互
い
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

学
び
を
振
り
返
る

・
資
料
Ａ
「
見
た
い
も
の
だ
け
見
る
私
た
ち
」、「
情
報
の
信
頼
性
を
確
か
め
る
」
で
の
学
習

を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

比
較
・
分
類
・
関
係
づ
け

・
話
し
合
い
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
た
め
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
大
切
か
、
学
ん
だ
こ
と

を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド

互
い
の
発
言
・
話
し
合
い
の
こ
つ

話
し
合
い
を
「
つ
な
げ
る
」（
一
年
）

提
案

「
じ
ゃ
あ
、
…
…
は
ど
う
か
な
」

確
認

「
…
…
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
」

質
問

「
ど
う
し
て
？
」

促
し

「
〇
〇
さ
ん
は
ど
う
？
」

話
し
合
い
を
「
深
め
る
」（
二
年
）

反
論

「
で
も
、
…
…
」

理
由
づ
け
「
だ
っ
て
…
…
だ
か
ら
」

受
容

「
…
…
は
わ
か
る
よ
」

言
い
換
え
「
そ
れ
っ
て
、
…
…
だ
よ
ね
」

話
し
合
い
を
「
計
画
的
に
進
め
る
」（
三
年
）

計
画

「
話
し
合
う
順
番
は
…
…
」

展
開

「
次
は
、
…
…
に
つ
い
て
話
そ
う
」

軌き

道ど
う

修
正
「
話
を
元
に
戻
そ
う
よ
」

整
理

「
意
見
を
ま
と
め
る
と
…
…
」

こ
の
教
科
書
に
出
て
く
る

「
話
し
合
い
の
こ
つ
」
と
発
言
例

何
を
伝
え
よ
う
と

し
て
い
る
情
報
な

の
か
、
意
識
す
る

こ
と
が
大
切
だ
ね
。

以
前
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
誤
っ

た
情
報
が
共
有
さ
れ
て

い
る
の
を
見
た
よ
。

信
頼
で
き
る
発
信
元
で
も
、

時
間
が
た
っ
て
情
報
が
古
く

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
ね
。

5
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教
材
の
最
後
に
は
、「
振
り
返
り
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
を
確
認
し
な
が
ら
学
習

を
振
り
返
る
機
会
を
設
け
ま
し
た
。
身
に
つ
い
た
力
を
自
分
で
診
断
・
評

価
し
、
次
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

情
報
を
正
し
く
読
み
取
り
、
現
代
的
な
課
題
を
解
決
す
る

力
を
育
て
る
た
め
、
各
学
年
の
第
６
単
元
は
情
報
の
扱
い

方
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

教
材
冒
頭
の
マ
ン
ガ
を
読
み
、
こ
の
単
元

で
学
ぶ
情
報
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、
ポ
イ

ン
ト
を
つ
か
み
ま
す
。

単
元
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
資
料

と
し
て
、
文
章
や
図
表
を
読
み

取
り
、
内
容
を
解
釈
し
ま
す
。

最
後
は
「
書
く
こ
と
」
ま
た
は

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
活

動
に
つ
な
げ
ま
す
。

単
元
の
目
標
を
確
認
し
、
学

習
の
見
通
し
を
立
て
ま
す
。

各
学
年
の
情
報
単
元
の
テ
ー
マ

１
年
：
防
災

２
年
：
水
問
題

３
年
：

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー



夏
目
漱
石
は
、
江
戸
時
代
末
期
に
生
ま
れ
、

明
治
時
代
の
終
わ
り
か
ら
大
正
時
代
の
は
じ
め

に
か
け
て
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

文
明
開
化
と
と
も
に
、
日
本
の
近
代
化
は
駆

け
足
で
進
み
、
時
代
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
漱
石
は
そ
の
変
化
を
見
つ
め
、
作
品
の

中
で
問
い
続
け
た
作
家
で
し
た
。

夏な

つ

目め

漱そ

う

石せ

き

の
世
界

「
吾わ

が

輩は
い

は
猫
で
あ
る
」

生
ま
れ
て
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ

た
猫
の
「
吾
輩
」
は
、
英
語
教

師
の
苦く

沙し
ゃ

弥み

先
生
の
家
に
す
む

こ
と
に
す
る
。

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
な
い
。

ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
と
ん
と
見
当
が
つ
か
ぬ
。

「
こ
こ
ろ
」

学
生
の
「
私
」
は
、「
先
生
」

と
知
り
合
い
、
自
宅
を
訪
れ
る

よ
う
に
な
る
。
大
学
を
卒
業
し
、

帰
郷
し
た
「
私
」
に
、
あ
る
と

き
先
生
か
ら
手
紙
が
届
く
。

私
は
そ
の
人
を
常
に
先
生
と
呼
ん
で
い
た
。
だ
か
ら

こ
こ
で
も
た
だ
先
生
と
書
く
だ
け
で
本
名
は
う
ち
明
け

な
い
。

参
考
資
料

「
坊ぼ

っ
ち
ゃ
ん
」か
ら
広
げ
て
読
む

「坊っちゃん」を
語っているのは、「俺」。

「吾輩」といって語るのは……。

「清」は「俺」のことを
「坊っちゃん」と呼びます。
「こころ」の「私」はその人を
「先生」と呼びます。
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教
科
書
に
採
録
し
た
作
品
か
ら
他
の
作
品
へ
と
読
書
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
芥
川
龍
之
介
（
１
年
）
、
太
宰
治

（
２
年
）
、
夏
目
漱
石
（
３
年
）
に
つ
い
て
、
人
物
像
と
作
品
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
コ
ラ
ム
を
設
け
ま
し
た
。

芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
、
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
、
人
物
像
や
作
品
を
紹
介
す
る
コ
ラ
ム
を

配
置
し
ま
し
た
。
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
理
解
を
助
け
る
と
と
も
に
、
読
書
へ

の
興
味
・
関
心
を
高
め
ま
す
。
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
は
、
よ
り
詳
し
い
参
考
資
料
を
掲
載
し

た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
り
、
各
作
家
の
他
の
作
品
を
読
ん
だ
り
で
き
ま
す
。

◀

芥
川
龍
之
介
の
世
界
（
１
年
）

◀

太
宰
治
の
世
界
（
２
年
）

コ
ラ
ム
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
」「
太
宰
治
の
世
界
」
「
夏
目
漱
石
の
世
界
」

１
年

２
年

３
年

「
ト
ロ
ッ
コ
」
か
ら
広
げ
て
読
む

芥
川
龍
之
介
の
世
界

【
紹
介
作
品
】
「
鼻
」「
蜘
蛛
の
糸
」

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
か
ら
広
げ
て
読
む

太
宰
治
の
世
界

【
紹
介
作
品
】
「
お
伽
草
紙
」「
人
間
失
格
」

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
か
ら
広
げ
て
読
む

夏
目
漱
石
の
世
界

【
紹
介
作
品
】
「
こ
こ
ろ
」「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
掲
載
作
品

「
魔
術
」「
羅
生
門
」「
蜘
蛛
の
糸
」「
杜
子
春
」

「
蜜
柑
」

デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
掲
載
作
品

「
駈
込
み
訴
え
」「
待
つ
」

デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
掲
載
作
品

「
こ
こ
ろ
」「
夢
十
夜
」「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

各
作
家
の
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
は
、「
小

さ
な
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
」
に
も
収
録
し

て
い
ま
す
。

学
習
の
参
考
と
な
る
資
料
へ
の
リ
ン
ク

を
示
し
て
い
ま
す
。

二
次
元
コ
ー
ド
参
照
先
サ

イ
ト
で
は
、
参
考
資
料
や

デ
ジ
タ
ル
テ
キ
ス
ト
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ン
ツ

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
教

室
で
の
学
び
は
も
ち
ろ
ん
、

自
学
自
習
に
も
対
応
で
き

ま
す
。



読み方を学ぼう 一覧

　文章を正確に読み解き、深く読み味わうための「技」や「こつ」を3年間で22種類示し
ました。応用したり組み合わせたりしながら、繰り返し、さまざまな場面で活用しましょう。

学年 読み方 教科書で取り上げた教材 こんなときに使える（一例）

❶	説明文の基本構造 クジラの飲み水
「間の文化」「フロン規制の物語」「私とは何か」な
どの説明的文章を読むとき

1
年

❷	人物相関図 空中ブランコ乗りのキキ 「握手」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❸	行動描写 字のない葉
は

書
がき 「握手」「故郷」「坊っちゃん」「おくのほそ道」など

の物語や小説、随筆を読むとき

❹	三角ロジック 一〇〇〇円の価値を考える 「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき

❺	詩の表現技法 それだけでいい
「言の森」「初恋」などの詩、短歌・俳句、物語や小
説を読むとき

❻	情景描写 トロッコ
「故郷」「おくのほそ道」「高瀬舟」などの物語や小説、
詩、随筆を読むとき

❼	要約 意味と意図
「間の文化」「見たいものだけ見る私たち」「虚と実」
などの説明的文章を読むとき

❽	語り手・視点 少年の日の思い出
「握手」「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を
読むとき

❶	人物設定 セミロングホームルーム
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「高瀬舟」などの物語
や小説を読むとき

❷	説明文の論理展開 人間は他
ほか

の星に住むこと
ができるのか

「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

2
年

❸	想像 短歌の世界／短歌十首
「言の森」「初恋」「故郷」「海を越えた故郷の味」な
どの詩、物語や小説、随想、短歌・俳句を読むとき

❹	図表と文章 味は味覚だけでは決まら
ない

「フロン規制の物語」などの説明的文章を読むとき、
理科や社会科などの資料を読むとき

❺	物語の転換点 平家物語 「故郷」「坊っちゃん」などの物語や小説を読むとき

❻	象徴 小さな手袋
「握手」「故郷」「坊っちゃん」「線は、僕を描く」「初
恋」などの物語や小説、詩、短歌・俳句を読むとき

❼	例示 動物園でできること
「間の文化」「フロン規制の物語」「虚と実」などの
説明的文章を読むとき

❽	心情把握 走れメロス 「握手」「故郷」などの物語や小説を読むとき

❶	回想 握手
「故郷」「高瀬舟」などの物語や小説、随筆、随想な
どを読むとき

3
年

❷	批判的な読み 間の文化
「フロン規制の物語」「私とは何か」などの説明的文
章を読むとき

❸	省略 俳句の世界／俳句十句
「おくのほそ道」「論語」「初恋」などの短歌・俳句、
詩、物語や小説を読むとき

❹	具体と抽象 フロン規制の物語
「間の文化」「『ありがとう』と言わない重さ」など
の説明的文章を読むとき

❺	状況・背景 おくのほそ道
「故郷」「論語」「海を越えた故郷の味」などの物語
や小説、随筆、随想、詩、短歌・俳句を読むとき

❻	反復 故郷
「握手」「高瀬舟」「初恋」などの物語や小説、詩、
短歌・俳句を読むとき

「読み方」
解説動画▶
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▼
批
判
的
に
読
む
と
、
筆
者
の
論

理
の
展
開
や
表
現
の
工
夫
を
捉

え
た
り
、
自
分
の
考
え
を
つ

く
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

▼
状
況
や
背
景
を
ふ
ま
え
て
小

説
・
随
筆
を
読
む
と
、
よ
り
広

く
、
深
い
読
解
が
可
能
に
な
る
。

▼
省
略
の
技
法
を
理
解
し
、
想
像

で
余
白
を
補
う
と
、
俳
句
や
短

歌
が
よ
り
深
く
読
み
味
わ
え
る
。

▼
反
復
に
着
目
し
て
読
む
と
、
作

品
全
体
へ
の
理
解
を
よ
り
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」「
私
と
は
何
か
」

な
ど
の
説
明
的
文
章
を
読
む
と
き

●「
故
郷
」「
論
語
」「
海
を
越
え
た
故
郷

の
味
」
な
ど
の
物
語
や
小
説
、
随
筆
、

随
想
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を
読
む
と
き

●「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
論
語
」「
初
恋
」

な
ど
の
短
歌
・
俳
句
、
詩
、
物
語
や

小
説
を
読
む
と
き

●「
握
手
」「
高
瀬
舟
」「
初
恋
」
な
ど
の

物
語
や
小
説
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
を

読
む
と
き

例

間
の
文
化

例

お
く
の
ほ
そ
道

例

俳
句
の
世
界
／
俳
句
十
句

例

故
郷

批
判
的
な
読
み

状
況
・
背
景

省
略

反
復

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

読み方を学ぼう 23年

読み方を学ぼう 53年

読み方を学ぼう 33年

読み方を学ぼう 63年

「『批判的に読む』とは」における批判的な読みの例

言
葉
に
は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
二

つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。

挨
拶
の
言
葉
、
…
…

（
中
略
）

つ
ま
り
、他
人
な
し
に
は
存
在
し
な
い
道
具

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

で
す
。そ
れ
に
、メ
デ
ィ
ア
の
言
葉
。情
報
の

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

言
葉
。私
た
ち
の
日
常
の
多
く
の
言
葉
は
、そ

こ
に
他
者
が
い
る
。

（
中
略
）

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
の
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

す
。
自
分
を
確
か
め
る
言
葉
で
す
。
こ
こ
に

自
分
が
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

方
法
と
し
て
の
言
葉
で
す
。
本
の
言
葉
は
い

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

つ
も
そ
う
で
し
た
し
、
…
…

（
中
略
）

そ
こ
に
自
分
の
世
界
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
、

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
「
私
」
の
言
葉
で
で
き
て
い
ま
す
。

他
者
を
確
か
め
る
言
葉
と
、自
分
を
確
か

め
る
言
葉
と
、私
た
ち
が
も
つ
言
葉
に
は
二

つ
の
方
向
、二
つ
の
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。

推
し
測
っ
て
読
む

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

二
つ
と
は
、
何
と
何
だ

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

ろ
う
か
。

話
題
の
選
択

推
し
測
っ
て
読
む

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

な
ぜ
、「
私
」
が
「
」

ででで
く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

く
く
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

だ
ろ
う
か
。

言
葉
の
用
い
方

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

確
か
に
、
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

れ
て
い
る
言
葉
に
は
、

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

ど
れ
も
他
者
の
存
在
が

あ
る
。

あ
る
。

あ
る
。

共
感

は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

「
本
の
言
葉
」
と
「
情

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

報
の
言
葉
」
は
何
が
違

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

う
の
だ
ろ
う
か
。

疑
問

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

「
他
者
を
確
か
め
る
言

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

葉
」
と
「
自
分
を
確
か

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

め
る
言
葉
」
と
を
対
比

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

し
て
論
を
展
開
し
て
い

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

る
の
は
興
味
深
い
。

論
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い

考
え
を
つ
く
る
た
め
に
読
む

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

筆
者
は
、
言
葉
を
二
種

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

類
に
分
け
た
が
、
全
て

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

の
言
葉
に
対
し
て
同
じ

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

か
。
別
の
種
類
や
違
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

分
け
方
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
か
。
か
。

全
て
に
あ
て
は
ま
る
の
か

「
他
者
を
確
か
め
る
言
葉
、
自
分
を

確
か
め
る
言
葉
」（
長お
さ

田だ

弘
ひ
ろ
し

）の
一
節

「俳句の世界」における省略の例

秋
つ
ば
め
包パ

オ

の
ひ
と
つ
に
赤
ん
坊

黒く
ろ

田だ

杏も
も

子こ

　
　

●秋つばめ➡季節は秋　　●つばめ➡長距離を旅する渡り鳥

●包➡場所はモンゴル　　●ひとつ➡他にもある

●赤ん坊➡人々が生活している

　新聞の記事や説明的文章を書くときなどには、事実を詳しく叙述する

ことが大切です。俳句は、その対極にあるような、省略の多い凝縮され

た表現ですが、俳句の中の言葉から読み取れることもたくさんあります。

　この句は、「秋つばめ」や「赤ん坊」に焦点化して描かれ、それ以外

の要素が省略されています。つまり、作者は、自身の心情を「秋つば

め」や「赤ん坊」に託しているのです。

　読者は、俳句の中の言葉から読み取ったことをもとに、省略されてい

ることを想像して補っていきます。そこから作者の感動や発見を再現し

ていくことに、俳句のおもしろさや味わい深さがあるのです。

●包の周りはどんな天気だろうか。

●包の周りには何があるのだろうか。

●包の中には他に何があるのだろうか。

●赤ん坊の周りに他の人はいるのだろうか。

●赤ん坊の家族はどんな生活をしているのだろうか。

作者の
感動や発見

「●「おくのほそ道」における状況・背景の例

うのはな〖卯の花〗〈名〉❶山野に生え、
生けがきなどにもする落葉低木。初夏
に、白い小さな花をつける。うつぎ。

【兼房】十
じゅう

郎
ろう

権
ごんの

頭
かみ

兼房。義
よし

経
つね

とともに
戦って戦死した老武士。

「
卯
の
花
」
の
色
と
「
兼
房
」
の

人
物
像
を
知
る
と
、
こ
の
句
の
意

味
を
よ
り
深
く
味
わ
え
る
。

卯う

の
花
に
兼か
ね

房ふ
さ

見
ゆ
る
し
ら
が
か
な

　
　

曾そ

良ら

①「卯の花」とはどんな花なのか、

　辞書などを引いて調べる。

（『例解新国語辞典 第十版』）

②「兼房」とはどんな人物なのか、

　教科書の脚注などで確認する。

③なぜ「しらが」なのか、考える。

白い「卯の花」から、この平泉の地で義経

とともに戦って死んだ老いた武士である兼

房の「しらが」（白髪）を思い浮かべてでき

た句であることがわかる。

「●「故郷」における反復の例

反復（2） 反復（1）

少年二人組の設定が反復される 風景の想起が反復される

「
そ
の
上
の
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の

丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。」

三
十
年
前
の
閏ル
ン

土ト
ー

と
「
私
」

現
在
の
水
シ
ュ
イ

生シ
ョ
ンと

宏ホ
ン

児ル

同じように仲よくなる二人である
が、前者の三十年後はどうなった
だろうか。そして、後者の将来は
どうなるのだろうか。

一度めに想起された風景と、二度
めに想起された風景とでは、どの
ような違いがあるだろうか。

「
紺こ

ん

碧ぺ
き

の
空
に
金
色
の
丸
い
月
が
か

か
っ
て
い
る
。」

握
手

フ
ロ
ン
規
制
の
物
語

回
想
と
は
、
自
分
が
経
験
し
た
過
去
の
で
き
ご
と
を
思
い
出
す
こ
と
で
す
。

小
説
の
中
の
時
間
は
、
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
回
想
と
い
う
か
た

ち
で
過
去
の
話
が
は
さ
み
込
ま
れ
る
な
ど
、
時
間
の
順
序
が
組
み
替
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

過
去
の
で
き
ご
と
を
効
果
的
に
は
さ
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
で
き

ご
と
を
意
味
づ
け
た
り
、
印
象
深
く
伝
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
握
手
」
で
は
、
昔
の
思
い
出
が
、
ど
の
よ
う
に
現
在
の
話
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

語
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
フ
ロ
ン
規
制
の
物
語
」

に
出
て
く
る
語
の
う
ち
、「
冷
蔵
庫
」
は
具
体
的
な
事
物
を
表
す
語
で
す
が
、

「
利
益
」「
損
失
」
は
概
念
を
表
す
抽
象
的
な
語
で
す
。

具
体
と
は
、
物
事
な
ど
を
明
確
な
形
や
内
容
で
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
抽
象

と
は
、
い
く
つ
か
の
事
物
や
頭
に
思
い
浮
か
べ
た
も
の
に
共
通
す
る
要
素
を
抜

き
出
し
て
示
し
た
も
の
で
す
。

読み方を学ぼう 13年

読み方を学ぼう 43年

回
想

具
体
と
抽
象

例

例

▼
回
想
に
注
意
し
て
で
き
ご
と
の

順
序
を
整
理
す
る
と
、
作
品
の

構
造
と
展
開
が
明
確
に
つ
か
め

る
。

▼
具
体
と
抽
象
を
意
識
し
て
読
む

と
、
文
章
の
内
容
を
よ
り
論
理

的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●「
故
郷
」「
高た

か

瀬せ

舟ぶ
ね

」
な
ど
の
物
語
や
小

説
、
随
筆
、
随
想
な
ど
を
読
む
と
き

●「
間
の
文
化
」「『
あ
り
が
と
う
』
と
言

わ
な
い
重
さ
」
な
ど
の
説
明
的
文
章

を
読
む
と
き

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

こ
ん
な
と
き
に
使
え
る

「●「握手」における回想の例

話の方向

上野公園の西洋料理店でのルロイ修道士と「私」の会話。

そして、それに続く上野駅での別れ。
現在

近い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

遠い
過去

近い
過去

この「近い過去」
は約1年前の葬式
の話。

この「近い過去」は
「現在」からいえば
1年と少し前の話。

これらの「遠い過去」
は「私」の少年時代の
話。

入
園
時
の
握
手

ル
ロ
イ
修
道
士
の
て
の
ひ
ら

ル
ロ
イ
修
道
士
の
爪

天
使
園
か
ら
抜
け
出
し
た
事
件

…
…
な
ど

「
ま
も
な
く
一
周
忌
で
あ
る
。」

「
葬
式
で
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
と
き
、
…
…
」

地
球
は
太
古
の
時
代
か
ら
紫
外
線
を
吸

収
し
て
く
れ
る
「
オ
ゾ
ン
層
」
で
覆
わ

れ
て
お
り
、
地
球
上
の
生
物
は
、
紫
外

線
か
ら
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
…
…
フ

ロ
ン
が
放
出
す
る
「
塩
素
」
と
い
う
物

質
が
、
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
す
。

毒
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
燃
え
る
こ
と

が
な
い
の
で
非
常
に
安
全
で
、
し
か
も

値
段
が
安
い
と
い
う
特
長
が
あ
り
…
…
。

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
マ
ッ
ト
レ
ス
や
自

動
車
の
座
席
シ
ー
ト
、
断
熱
材
、
精
密

機
械
や
電
子
部
品
を
洗
う
た
め
の
洗
浄

剤
と
し
て
も
大
変
に
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

人
類
に
利
益
と
損
失
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

抽象

利益

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

抽象

損失

具体
（事例）

具
体
化

抽
象
化

「●「フロン規制の物語」における具体と抽象の例

想
像

図
表
と
文
章

例
示

心
情
把
握

行
動
描
写

要
約

三
角
ロ
ジ
ッ
ク

語
り
手
・
視
点

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

短歌の世界／短歌十首 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

味は味覚だけでは決まらない

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

動物園でできること 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

走れメロス

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
3

字のない葉
は

書
がき

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
7

意味と意図

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
4

一〇〇〇円の価値を考える

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
8

少年の日の思い出

「父」の行動描写

ふだんは見えない
「父」の内面・心情

ふだんの「父」

ふだんの様子との落差に着目しながら、次の行動描写
から「父」の内面や心情を推測する。
「何も言わなかった」
「はだしで表へとび出した」「声をあげて泣いた」
なぜこのような行動をとったのかを考えることで、
「妹」に対する「父」の心情を捉えることができる。

暗示

ふ
ん
ど
し
一
つ
で
家
中
を
歩
き
回

り
、
大
酒
を
飲
み
、
か
ん
し
ゃ
く

を
起
こ
し
て
…
…

小
さ
い
の
に
手
を
つ
け
る
と
叱し
か

る

父
も
、
こ
の
日
は
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。

茶
の
間
に
座
っ
て
い
た
父
は
、
は

だ
し
で
表
へ
と
び
出
し
た
。
防
火

用
水
桶お
け

の
前
で
、
痩や

せ
た
妹
の
肩

を
抱
き
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
。

落
差

●「字のない葉書」における行動描写の例

主張

積極的にキャッシュレス
決済を選

せん

択
たく

するべきだ。

理由づけ

・ 財布を持たずに買い物が
できるから。
・支払い管理が簡単だから。
・ 紛失や盗難時の被

ひ

害
がい

が減
るから。

事実

日本は将来的に支
し

払
はら

いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

主張

キャッシュレス化に
は慎

しん

重
ちょう

になるべきだ。になるべきだ。 理由づけ

・ お金を使った感覚が薄れる
ので無駄使いしやすいから。
・ 不正利用の被害があるから。
・ 災害時などに機械が使えな
くなってしまう可能性があ
るから。

事実

日本は将来的に支払いの
80％がキャッシュレスに
なるように、キャッシュ
レス決済の推進に取り組
んでいる。

同
じ
事
実

●「一〇〇〇円の価値を考える」における三角ロジックの例

●「意味と意図」における要約の例

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

実
は
「
意
味
の
理
解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」
の
ほ
う
で

す
。
…
…

具
体
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
数
十
個
入
っ

た
段
ボ
ー
ル
が
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
状

じ
ょ
う

況き
ょ
うで
、
あ
な
た

が
人
に
「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」
と
言
う
場
面
…
…

発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
「
字じ

面づ
ら

ど
お
り
の
意
味
」
と
、
そ
の
言

葉
に
こ
め
ら
れ
た
「
意
図
」
が
一い

っ

致ち

し
な
い
例
も
…
…

…
…
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感

情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、
相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」

に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
重
要
な
の
は
、「
意
味
の
理

解
」
で
は
な
く
、「
意
図
の
理
解
」。

私
た
ち
の
も
つ
「
他
人
の
知
識
や
思
考
、
感
情
を
推
測
す
る
能
力
」
が
、

相
手
の
発
言
の
「
言
外
の
意
図
」
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
持
っ
て
き
て
。」

⬇「
話
し
手
の
意
図
と
し
て

適
切
な
解
釈
」
を
し
ぼ
り

込
ん
で
い
る
。

「
そ
こ
の
窓
、
開
け
ら
れ
ま
す

か
？
」

⬇「
質
問
」で
は
な
く「
依
頼
」

と
解
釈
。

❶
文
章
を
読
み
、
構

成
を
つ
か
む
。

•「
序
論
」「
本
論
」「
結

論
」

•「
問
い
」と「
答
え
」

な
ど

❷「
結
論
」や「
答
え
」

な
ど
に
つ
な
が
る

大
事
な
言
葉
や
文

を
抜
き
出
し
て
並

べ
る
。

❸
要
約
の
目
的
や
字

数
、
伝
え
る
相
手

な
ど
を
考
え
て
文

章
に
ま
と
め
る
。

•
言
葉
を
書
き
換
え

る
。

•
言
葉
を
書
き
足
す
。

•
順
序
を
入
れ
替か

え

る
。

❹
読
み
返
し
て
文
章

を
整
え
る
。

「意味と意図」前半部分

序論結論 本論

●「少年の日の思い出」における語り手・視点の例

後半が「エーミー
ル」の視点で描かれ
ていたら、作品の印
象はどう変わるだろ
うか。

前半で「客」「彼」
「友人」と呼ばれて
いる人物が、後半の
「僕」であることに
注意する。

読者は「僕」の視点
で描かれた「エー
ミール」を見ている。

作者

エーミール

僕

私

語り手
＝

読者

客
は
夕
方
の
散
歩
か
ら
帰
っ

て
、
私
の
書
斎
で
私
の
そ
ば

に
腰
掛
け
て
い
た
。

友
人
は
そ
の
間
に
次
の
よ
う

に
語
っ
た
。

僕
は
、
八
つ
か
九
つ
の
と
き
、

チ
ョ
ウ
集
め
を
始
め
た
。

だ
が
、
そ
の
前
に
僕
は
、

…
…
チ
ョ
ウ
を
一
つ
一
つ
取

り
出
し
、
指
で
こ
な
ご
な
に

押
し
潰つ
ぶ

し
て
し
ま
っ
た
。

「●「短歌の世界」における物語の想像の例

「観覧車」という言葉を出発点にした想像

❶具体的に場面を指示した言葉に着目する。

この短歌の場合は「観覧車」。

❷着目した言葉から状況を想像する。

❸更に作者の心情を想像する。

想像

想像

想像

想像

「観覧車」だから場所は
遊園地だろう。

観覧車のゴンドラの中は
どんな様子だろうか。

 「我」の心情と　
「君」の心情とでは、
   どちらが切実
   だろうか。

時間の流れを意識して、

短歌の場面に至るまでのストーリーを想像

遊園地にさそったのは
どちらだろうか。

この二人は、
恋人どうしなの
だろうか。

観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想お
も

ひ
出
は
君
に
は
一ひ
と

日ひ

我
に
は
一ひ
と

生よ

イ

栗く
り

木き

京
き
ょ
う

子こ

「味は味覚だけでは決まらない」における図表と文章の例

文章と図表との
対応を読み取る。

そ
れ
で
は
、
視
覚
は
ど
う
だ
ろ
う
。
食
べ
物
の
情
報
を
最
初

に
得
る
感
覚
が
視
覚
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
。
実
際
に
食

べ
物
の
色
や
形
の
よ
う
な
視
覚
情
報
が
味
に
影
響
す
る
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
ピ
ン
ク
色
に
着
色
し
た
液
体
と
緑
色
に
着
色

し
た
液
体
で
は
、
緑
色
の
ほ
う
の
糖
分
が
一
〇
％
多
か
っ
た
と

し
て
も
、
ピ
ン
ク
色
の
ほ
う
が
甘
く
感
じ
ら
れ
る
。

文章と図表との
対応を読み取る。

なぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこのなぜこの
図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？図表を？

どんなどんなどんなどんなどんなどんなどんな
効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？効果が？

図表

文章

5種類の異なる赤色着色の濃度と感じられる甘みの強さ
［※赤色1～5に含まれる糖分の濃度は同じ］

0

16

17

18

19

20

21

22

感
じ
ら
れ
る
甘
み
の
強
さ

（
無
味
を
０
と
し
て
、
感
じ
ら
れ
た

甘
さ
を
評
価
し
た
も
の
）

赤色1 赤色2 赤色3 赤色4 赤色5

「●「動物園でできること」における例示の例

筆者が提起してい
る課題を確認する。

課題と結びつけて
具体例の内容を読
み取る。

あげられた具体例と筆者の主張を関連づけ
て、例示の役割を確かめる。
・具体例と主張の間に論理の飛躍はないか。
・�具体例がどのような順番で並べられ、そ
の順序にどのような効果があるか。

筆者の主張

「楽しみの場」と「学びの場」を両立させるために
旭

あさひ

山
やま

動物園が実践してきたこと　

例
示

「
…
…
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
そ
の
方
法
を
紹
介

し
た
い
。」

具
体
例
①

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
例

ま
ず
は
じ
め
は
、
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
展

示
で
あ
る
。

具
体
例
②

ペ
ン
ギ
ン
の
例

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
旭
山
動
物
園
の
冬

の
風
物
詩
と
も
い
え
る
「
ペ
ン
ギ
ン
の
散

歩
」
で
あ
る
。

具
体
例
③

エ
ゾ
シ
カ
の
例

三
つ
め
の
例
と
し
て
、
私
が
飼
育
係
を
七

年
間
務
め
て
き
た
エ
ゾ
シ
カ
の
展
示
を
紹
介

し
た
い
。

支
え
る

「●「走れメロス」における心情把握の例

展
開

誰
に
対
し
て

心
情

心
情
表
現

メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。

今
度
は
メ
ロ
ス
が
嘲
笑
し
た
。

メ
ロ
ス
は
足
も
と
に
視
線
を
落

と
し
瞬
時
た
め
ら
い
、…

…

メ
ロ
ス
は
悔
し
く
、
じ
だ
ん
だ

踏
ん
だ
。

メ
ロ
ス
は
、
一
生
こ
の
ま
ま
こ

こ
に
い
た
い
、
と
思
っ
た
。

あ
あ
、
な
に
も
か
も
、
ば
か
ば

か
し
い
。

斜
陽
は
赤
い
光
を
、
木
々
の
葉

に
投
じ
、
葉
も
枝
も
燃
え
る
ば

か
り
に
輝
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
誰
に

対
す
る
ど
の
よ
う
な
心
情

を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

王　城王との約束村での結婚式行く手を阻むもの
はば

王王妹王
妹
と

　
　
　
　
　
　

村
人
た
ち

怒
り

あ
ざ
け
り

心
配

悔
し
さ

未
練

……

説
明
文
の
基
本
構
造

人
物
設
定

説
明
文
の
論
理
展
開

物
語
の
転
換
点

象
徴

詩
の
表
現
技
法

人
物
相
関
図

情
景
描
写

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

クジラの飲み水

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
1

セミロングホームルーム 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

人間は他
ほか

の星に住むことができるのか

例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

平家物語 例

2
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

小さな手袋

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
5

それだけでいい

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
2

空中ブランコ乗りのキキ

例

1
年
読
み
方
を
学
ぼ
う
6

トロッコ

●「ペンギンの防寒着」における説明文の基礎構造の例

①
段
落

②
段
落

③
段
落

④
段
落

⑤
段
落

⑥
段
落

⑦
段
落

⑧
段
落

ペ
ン
ギ
ン
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
厳
し

い
寒
さ
を
し
の
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

問
題

提
起

羽
根

答
え

脂
肪
層

答
え

羽
根
に
塗
る
脂

答
え

答
え
の
ま
と
め

三
つ
め

二
つ
め

一
つ
め

ポイント 問いをつかむ！

問い（問題提起）の部分を探して、どのようなことについて

書かれた文章なのかをつかもう。そして、その答えがどこに

どのように示されていくかに注意しながら読み進めよう。

ポイント 順序を表す言葉に注目！

「一つめは」「第一に」「まず」などの言葉に注目して、文章の

展開を追いかけよう。

序論本論結論

「空中ブランコ乗りのキキ」における人物相関図の例

団長

ピピ

小瓶

おばあさん

町の人

町の人

町の人

ライバル 仲間 ピエロの
ロロキキ

サーカス団

❷登場人物を書き出し
ていく。

❶主人公を中央に大き
く書く。

❸主人公との関係を矢
印や線で表し、その
大小、形、色などを
工夫する。

❹「仲間」「ライバル」
など、主人公との関
係を言葉で表す。

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）

心
配

第1連第3連 第2連第4連第5連

山
は

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
見
え
て
い
る
だ
け
で
い
い

海
は

そ
こ
に
輝
か
が
や

か
が
や

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
て
い
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

い
つ
も
輝
い
て
い
る
だ
け
で
い
い

星
は

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
い
い

希
望
は

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

心
に
あ
る
だ
け
で
い
い

〔
中
略
〕

希
望
と
い
う
も
の
が

こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
信
ず
る

信
じ
つ
づ
け
る

そ
れ
だ
け
で
い
い

そ
れ
だ
け
で
い
い

最後に、1行だ
けの終結部が設
けられている。

第4連だけは7行で、
連の中の構成も、そ
れまでとは異なる。

第1連から第3連までは、
同じ構成の6行で、2行
めと6行めに反復がある。

●描かれている順序に着目し、どのような意図があるかを捉える。
●最後の2連が他の連と異なる構成になっていることの効果を考える。

希望 星 海 山

●「それだけでいい」における詩の表現技法の例

今度は高い崖
がけ

の向こうに、広々
と薄ら寒い海が開けた。
（177ページ・6行め）

そこには両側のみかん畑に、黄色
い実がいくつも日を受けている。
（176ページ・7行め）

海

広々と
薄ら寒い海

高い崖の
向こう

●暗い　●寒い
●遠さ　●他に何もない
●よそよそしさ

寂しい
心細い　孤

こ

独
どく

不安

みかん

日を受け
ている

黄色い
実が
いくつも

両側の
みかん畑

●明るい　　●暖かい
●ぬくもり　●にぎやか
●身近さ

楽しい
明るい　幸せ

安心

情景描写

言葉から
イメージ
されるもの

そのときの
気持ち

●「トロッコ」における情景描写の例

「●「セミロングホームルーム」における人物設定の例

語り手による描写や、黒岩
先生の発言から、その人物
像を推定する。

教室の最
さい

後
こう

尾
び

に移動し
たあと、黒岩先生の描
かれ方が変化する点に
注意する。

机

机

机

机

黒岩先生

教
きょう

卓
たく

私

語り手

「うおっ。」

トリノ

瀬
せ

尾
お

くん

黒岩先生

移
動

＝＝＝

共
感
の
圏け
ん

内な
い

「●「宇宙に行くための素材」における説明文の論理展開の例

検証

条件に合って
いるか

検証

条件に合って
いるか

①
段
落

②
段
落

④
段
落

背
景
説
明

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
人
工
衛
星
は
、
ロ
ケ
ッ
ト

に
よ
っ
て
宇
宙
へ
運
ば
れ
る

条
件
の
提
示

強
く
丈
夫
な
金
属
で
あ
る
こ
と

軽
量
で
あ
る
こ
と

③
段
落

⑦
段
落

④
〜
⑥
段
落
を
ふ
ま
え
た
答
え
の
提
示

⑤
段
落

段
階
的
な
問
い
１

鉄
の
場
合

⑥
段
落

問
題
点
と
そ
の
解
説
１

段
階
的
な
問
い
２

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
場
合

問
題
点
と
そ
の
解
説
２

⑧
段
落

答
え
の
ま
と
め

序論本論結論

問
題
提
起

ど
の
よ
う
な
素
材
が
ロ
ケ
ッ
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か

「●「敦盛の最期」における物語の転換点の例

熊
くま

谷
がえ

は大将軍に

呼びかけた。

熊谷は大将軍を

組み伏
ふ

せた。

熊谷は大将軍を

助けようとした。

大将軍は引き返し
てきた。

もし、引き返して
こなかったら……

後ろから味方が来
たため助けられな
くなった。

もし、後ろから
味方が来なかったら……

もし、熊谷と
同年代だったら……

大将軍は熊谷の子
と同じくらいの年
の少年だった。

「●「小さな手袋」における象徴の例

「シホは、おばあさんに会いに、雑木林へ日参するようになっていた」
「あたしがおばあちゃんのショールの中に一緒に入ってると、

とっても暖かいんだって。」
「シホはまるでおばあさんのことを忘れたように雑木林から遠のいた。」

「おばあさんは修道女に泣いて頼んだ」
…

「私」（シホの
お父さん）に
とっての

おばあさんに
とっての

シホに
とっての

❶それぞれの登場
人物にとっての
意味や思いにつ
いて考える。

❷象徴となる物や
場所を表す言葉
のイメージを思
い起こす。

❸象徴としてはたらいている物や場
所などが、作品全体の中で果たし
ている役割や効果について考える。

（意味・価値・思い）

凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮凝縮・圧縮
守って

くれる

手袋

暖かみ

はかなさ

幼さ

小さな 小さな手袋

象徴

折
り
込
み
に
プ
レ
教
材
と
し
て
示
し
た
「
読
み
方
」
も
図
解
し
て
い
ま
す
。

当
該
学
年
の
「
読
み
方
」
に
は
、
図
解
に
加
え
て
解
説
と
活
用
場

面
を
示
し
て
い
ま
す
。

各
学
年
の
巻
末
に
、「
読
み
方
を
学
ぼ
う
」
の
一
覧
を
折
り
込
み
形
式
で
示
し
ま

し
た
。
既
習
の
図
解
を
見
直
し
、
繰
り
返
し
確
認
し
な
が
ら
活
用
で
き
ま
す
。

折
り
込
み
形
式
な
の
で
、
前
学
年
ま
で
の
図
解
も
一
覧
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
読
み
方
」
が
活
用
で
き
る
場
面
の
例
を
示
し
て
い
ま
す
。




