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脅されて文章が書けるのか　飯間浩明

授業アイデア

書き手になって読む !?　批判し、評価する読み手となる
　～「間の文化」（長谷川 櫂）より～　栗田柄子

特　集

「批判的に読む」とは
 ● 情報のあり方を主体的に判断する批判的読み　吉川芳則

 ● 心が動き、頭をフル回転させる授業をめざして　正木友則
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さ
る
ビ
ジ
ネ
ス
雑
誌
が
文
章
の
書
き
方
を
特
集
し

て
い
ま
し
た
。「『
頭
が
い
い
』
と
思
わ
せ
る
、
バ
カ

に
さ
れ
な
い
文
章
術
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
見
出
し
が

表
紙
に
躍
っ
て
い
ま
す
。
中
身
に
は
、「
読
者
に『
頭

が
い
い
』
と
感
心
さ
せ
る
に
は
？
」「『
い
い
人
』
と

思
わ
れ
な
い
と
読
者
を
失
う
」
な
ど
、
記
事
を
読
む

人
を
脅
す
よ
う
な
文
言
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。

文
章
と
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
脅
さ
れ
て
書
け
る
も

の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
脅
し
て
い
る
内
容
も
な

ん
だ
か
変
で
す
。
文
章
は
自
分
を
賢
く
見
せ
た
り
、

読
者
に
好
か
れ
た
り
す
る
た
め
に
書
く
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
あ
お
り
方
は
、
書
き
手
を
か

え
っ
て
萎
縮
さ
せ
る
も
の
で
す
。

文
章
を
書
く
目
的
は
「
伝
え
た
い
こ
と
を
、
相
手

に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
」
に
尽

き
ま
す
。
内
容
を
整
理
し
、
順
序
立
て
て
分
か
り
や

す
く
述
べ
る
力
が
文
章
力
で
す
。
伝
え
る
訓
練
を
お

ろ
そ
か
に
し
て
、「
頭
が
い
い
と
思
わ
せ
ろ
」「
自
分

を
い
い
人
に
見
せ
ろ
」
と
脅
す
の
は
、
指
導
者
の
す

る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
の
世
界
に
目
を
転
じ
る
と
、

「
作
文
が
書
け
な
い
」
と
悩
む
子
は
多
く
い
ま
す
。

当
人
の
話
を
聞
く
と
、「
先
生
に
よ
く
見
ら
れ
た
い
」

「
友
だ
ち
に
読
ま
れ
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
は
書
け
な

い
」
と
言
い
ま
す
。
ま
る
で
、
さ
っ
き
の
文
章
術
の

記
事
を
読
ん
だ
か
の
よ
う
に
、
内
容
を
伝
え
る
こ
と

以
外
の
部
分
で
悩
ん
で
い
ま
す
。

あ
る
中
学
生
に
読
書
感
想
文
の
書
き
方
を
尋
ね
ら

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
課
題
図
書
を
、
あ
ま
り
興

味
も
湧
か
な
い
ま
ま
に
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
や
は
り
よ

く
理
解
で
き
な
か
っ
た
、
で
も
、
い
く
つ
か
新
し
く

知
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私

は
、
そ
の
こ
と
を
率
直
に
書
い
て
は
ど
う
か
と
ア
ド

バ
イ
ス
し
ま
し
た
。

書
き
上
が
っ
た
文
章
は
、
本
人
が
思
っ
た
ま
ま
の

感
想
が
書
か
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
読
ま
せ
る
も
の

で
し
た
。
学
校
の
先
生
も
き
っ
と
高
く
評
価
す
る
に

違
い
な
い
と
、
私
は
期
待
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
感
想
文
の
評
価
は

高
く
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。「
興
味
が
湧
か
な
か
っ

た
」
な
ど
と
は
書
く
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
が
先

生
の
意
見
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

伝
え
た
い
こ
と
を
率
直
に
書
い
て
は
、
い
い
点
は

も
ら
え
な
い
、
結
局
は
先
生
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と

が
大
事

―
そ
ん
な
教
訓
を
子
ど
も
が
得
て
し
ま
っ

た
と
し
た
ら
、
と
て
も
残
念
で
す
。「
こ
う
書
か
な

け
れ
ば
評
価
さ
れ
な
い
」
と
お
び
え
な
が
ら
書
く
の

で
な
く
、
書
き
た
い
こ
と
を
の
び
の
び
書
い
て
も
い

い
。
子
ど
も
に
そ
ん
な
安
心
感
を
与
え
る
こ
と
こ
そ

が
、
指
導
者
の
役
割
で
し
ょ
う
。

脅
さ
れ
て

文
章
が
書
け
る
の
か

飯
間
浩
明

Profile
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国語辞典編纂者。
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大学第一文学部卒業、同大学院博士
課程単位取得。『三省堂国語辞典』編
集委員。主な著書に『辞書を編む』（光
文社新書）、『日本語はこわくない』
（PHP研究所）、『三省堂国語辞典のひ
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と
あ
る
中
学
校
の
校
内
研
修
会
で
、
若
手
の
先
生

が
拙
著
を
参
考
に
し
て
批
判
的
読
み
（
ク
リ
テ
ィ
カ

ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
）
を
取
り
入
れ
た
一
年
生
の
説

明
的
文
章
の
研
究
授
業
を
さ
れ
た
。
授
業
後
の
研
究

協
議
会
で
、
一
人
の
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
か
ら
「『
批

判
的
』
っ
て
い
う
と
、
文
句
を
つ
け
る
よ
う
な
印
象

が
あ
っ
て
、
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
は
抵
抗
が

あ
り
ま
し
た
。」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
た
。「
で
も
、
あ
ん
な
に
本

文
を
食
い
入
る
よ
う
に
読
み
、
表
現
の
あ
り
方
を
根

拠
に
自
分
の
考
え
を
一
生
懸
命
に
言
お
う
と
し
て
い

る
生
徒
た
ち
の
姿
を
見
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
説

明
的
文
章
の
授
業
と
は
違
う
も
の
を
感
じ
ま
し
た

…
…
」。

こ
の
授
業
で
は
、
本
論
で
示
さ
れ
て
い
る
三
つ
の

実
験
の
う
ち
最
初
の
実
験
だ
け
が
具
体
的
に
書
か
れ

て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
こ
と
の
是
非
に
つ

い
て
、
文
章
構
成
（
論
の
展
開
）
の
あ
り
方
か
ら
検

討
す
る
と
い
う
学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
た
。
生
徒
た

ち
は
、
三
つ
の
実
験
の
内
容
の
異
同
、
筆
者
の
主
張

と
の
関
連
で
、
実
験
の
記
述
分
量
の
ふ
さ
わ
し
い
割

合
を
各
自
で
考
え
、
理
由
を
話
し
合
っ
た
。
筆
者
の

意
図
を
探
り
、
自
分
の
考
え
を
つ
く
る
と
い
う
批
判

的
読
み
が
行
わ
れ
た
授
業
だ
っ
た
。

批
判
的
に
読
む
と
は
、
文
句
を
つ
け
た
り
、
粗
探

し
を
し
た
り
す
る
読
み
方
を
い
う
の
で
は
な
い
。
書

か
れ
て
い
る
事
柄
（
情
報
）
に
主
体
的
に
対
峙
し
、

そ
れ
ら
を
自
分
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
の
か
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
自
分
と
し
て
の
価
値
判

断
を
す
る
読
み
方
を
指
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
れ

く
ら
い
確
か
ら
し
い
情
報
か
、
筆
者
は
な
ぜ
こ
う
し

た
情
報
を
こ
の
よ
う
な
形
で
伝
え
て
い
る
の
か
等
、

異
な
る
観
点
、
側
面
か
ら
文
章
を
検
討
・
吟
味
す
る

読
み
の
あ
り
方
が
必
要
と
な
る
。

一
昔
前
で
あ
れ
ば
、
活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
は

権
威
が
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
多
種
多
様
な
情
報
が
氾
濫

し
て
い
る
状
況
で
は
、
発
信
者
は
ど
こ
の
誰
か
、
目

的
は
何
か
等
、
情
報
の
質
を
問
う
こ
と
が
欠
か
せ
な

い
。
自
身
や
社
会
に
と
っ
て
の
情
報
の
価
値
を
判
断

す
る
批
判
的
な
読
み
は
、
誰
も
が
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
教
科
書
の
説
明

的
文
章
を
読
む
際
に
は
、
そ
う
し
た
読
み
の
姿
勢
、

力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
導
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
、
物
事
や
対
象
を
一
面
的
に
捉
え
た
だ

け
で
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
い

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
予
測
不
能
な

時
代
、
多
面
的
に
見
る
こ
と
、
多
角
的
に
考
え
る
こ

と
が
必
須
と
な
る
。
批
判
的
読
み
を
取
り
入
れ
て
、

未
来
を
力
強
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
読
書
力
、
情

報
活
用
力
を
育
て
た
い
。
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こ
の
疑
問
に
応
え
る
教
材
が
、
令
和
３
年
度
版
『
現
代

の
国
語
３
』（
三
省
堂
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「『
批
判
的

に
読
む
』と
は
」で
す
。
一
般
的
に「
批
判
」と
い
う
語
か

ら
、
否
定
的
・
攻
撃
的
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
実
は
、「
心
が
動
き
、
頭
を
フ
ル
回
転
さ

せ
て
、
自
分
の
考
え
を
つ
く
っ
た
り
広
げ
た
り
す
る
読
み

方
」で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
教
材
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
材
を
読
ん
だ
教
師
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
書
き
込
み

が
「
バ
ズ
っ
た
」（
広
く
話
題
に
な
っ
た
）
こ
と
は
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
現
象
は
、
批
判
的
思
考
（
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
）
が
社
会
で
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、

具
体
的
な
読
み
方
と
し
て
提
示
さ
れ
る
教
材
が
な
か
っ
た

こ
と
で
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
批
判
的
な
読
み
の
授
業
と
聞
い

て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
章
な
ん
だ
か
ら
、
正
し
い
に
決

ま
っ
て
い
る
…
…
。
筆
者
に
意
見
な
ん
て
ム
リ
…
…
。
筆

者
に
「
反
論
」
や
「
対
案
」
な
ん
て
と
て
も
で
き
ま
せ
ん

…
…
。
こ
う
し
た
生
徒
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

筆
者
の
論
理
展
開
や
書
き
方
、
主
張
な
ど
に
対
し
て
物
を

申
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
、
心
理
的
な
ハ
ー
ド
ル

も
高
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
生
徒
に
と
っ
て
、
批
判
的

に
読
む
こ
と
に
挑
戦
す
る
意
欲
と
学
び
の
手
応
え
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
、「
え
ら
ぶ
」「
た
め
す
」
こ
と
が
大
切
に
な

り
ま
す
。

題
名
読
み
か
ら
批
判
的
な
読
み
へ

「
は
た
ら
き
か
け
る
」「
推
し
測
る
」「
考
え
を
つ
く
る
」

と
い
っ
た
読
み
方
を
、
説
明
的
文
章
の
「
題
名
」
を
切
り

口
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

は
た
ら
き
か
け
る　
新
し
く
知
っ
た
こ
と
／
共
感
し
た

こ
と
／
疑
問
・
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と

推
し
測
る　
筆
者
の
話
題
の
選
択
／
論
理
展
開
／
言
葉

の
用
い
方
な
ど

考
え
を
つ
く
る　
賛
成
・
反
対
／
わ
か
り
や
す
い
／
納

得
で
き
る
・
で
き
な
い
／
事
例
が
不
十
分
な
ど

説
明
的
文
章
が
で
き
あ
が
る
過
程
（
＝
筆
者
の
執
筆
過

程
）
に
焦
点
を
当
て
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
り
わ
け
、
筆
者

が
題
名
を
つ
け
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
思
考
が
は
た
ら
い

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

題
名
は
、
文
章
の
名
前
に
あ
た
る
も
の
で
す
。

❶	

文
章
を
一
言
で
ま
と
め
た
（
要
約
）
し
た
も
の

❷	

読
者
に
特
に
伝
え
た
い
筆
者
の
思
い
・
メ
ッ
セ
ー
ジ

❸	

読
者
の
興
味
や
問
い
を
ひ
き
お
こ
す
レ
ト
リ
ッ
ク

筆
者
は
❶
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
❷
や
❸
を
考
慮
し
、

円
グ
ラ
フ
の
割
合
の
よ
う
に
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な

が
ら
題
名
を
つ
け
ま
す
。

例
え
ば
、「『
ペ
ン
ギ
ン
の
防
寒
着
』
と
聞
い
て
、
本
文

に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。」

と
問
い
か
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
題
名

か
ら
の
内
容
予
想
は
、
ど
の
教
材
で
も
取
り
組
み
や
す
い

活
動
で
す
。
生
徒
た
ち
の
予
想
が
外
れ
て
も
ま
っ
た
く
問

題
な
く
、
予
想
を
立
て
な
が
ら
文
章
に
立
ち
向
か
う
と
い

う
体
験
を
積
む
場
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
り
ま

す
。
予
想
が
当
た
る
／
外
れ
る
と
い
っ
た
あ
る
種
の
ゲ
ー

ム
（
遊
び
）
性
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、
読
み
の
構
え
づ

く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。

令
和
３
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』
掲
載
の
教
材
で
考
え

て
み
ま
す
と
、
特
に
一
年
生
の
教
材
は
❶
の
要
素
が
強
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。「
ク
ジ
ラ
の
飲
み
水
」「
玄
関
扉
」「
意

味
と
意
図
」
で
す
。
こ
の
よ
う
な
題
名
で
は
、「
こ
の
文

章
は
、『
玄
関
扉
の　
　
　
に
つ
い
て
』書
か
れ
て
い
る
。」

と
題
名
を
補
足
す
る
活
動
を
設
定
す
る
と
、
本
文
全
体
を

読
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

二
年
生
の
教
材
に
な
る
と
、「
じ
ゃ
ん
け
ん
は
、
な
ぜ

グ
ー
・
チ
ョ
キ
・
パ
ー
の
三
種
類
な
の
か
」「
人
間
は
他

の
星
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
形
式

に
始
ま
り
、
三
年
生
の
教
材
の
、「
間
の
文
化
」「
フ
ロ
ン

規
制
の
物
語
」
な
ど
に
続
き
ま
す
。
学
年
が
上
が
る
に
つ

れ
、
内
容
予
測
が
難
し
く
な
り
ま
す
が
、「
間
」や「
フ
ロ

ン
規
制
」
と
い
っ
た
「
言
葉
」
を
ヒ
ン
ト
に
、
個
人
よ
り

も
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
、
協
同
的
か
つ
競
争
的
に
予
想
を

立
て
る
時
間
を
五
分
だ
け
で
も
設
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
生

徒
が「
予
想
し
て
読
む
」体
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
、「
推

し
測
っ
て
読
む
」こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

心
が
動
き
、頭
を
フ
ル
回
転
さ
せ
る

授
業
を
め
ざ
し
て

岡
山
理
科
大
学
准
教
授
　
正
木
友
則

「
批
判
的
な
読
み
」っ
て
ど
ん
な
読
み
？

「
批
判
的
な
読
み
」を
う
な
が
す
ポ
イ
ン
ト
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初
発
の
感
想
も
「
批
判
的
」
に
で
き
る

生
徒
の
頭
が
動
く
前
に
、「
心
の
声
」
に
耳
を
傾
け
る

こ
と
は
、
批
判
的
な
読
み
の
準
備
運
動
に
な
り
ま
す
。
第

一
次
で
初
め
て
文
章
と
出
会
っ
た
「
読
後
感
」
に
着
目
し

ま
す
。
文
学
作
品
と
は
異
な
る
交
流
の
場
が
で
き
ま
す
。

「
読
ん
だ
感
想
を
書
き
ま
し
ょ
う
。」
だ
と
、
何
を
書
く
か

困
っ
て
し
ま
う
生
徒
も
い
ま
す
。「
は
た
ら
き
か
け
る
」

読
み
方
を
初
発
の
感
想
で
も
取
り
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
、
自
分
の
気
持
ち
に
ピ
ッ
タ

リ
な
も
の
を「
え
ら
ぶ
」こ
と
で
、
そ
の
心（
理
由
）を
記

述
し
ま
す
。

▽	

◯
◯
に
つ
い
て
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

▽	

何
が
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
？　
わ
か
ら
な
い
…
…
。

▽	

納
得
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
…
…
。

感
想
の
中
で
も
、
こ
う
し
た
反
応
と
そ
の
理
由
を
表

現
で
き
れ
ば
、「
な
ぜ
、
説
明
的
文
章
を
教
室
で
み
ん
な

と
読
む
の
か
。」
の
動
機
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
同
じ

も
の
を
選
ん
だ
生
徒
ど
う
し
で
、
共
感
し
合
う
活
動
を
つ

く
り
ま
す
。「
今
、
皆
さ
ん
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
『
は

た
ら
き
か
け
な
が
ら
読
む
』こ
と
で
す
よ
。」と
、
体
験
を

価
値
づ
け
る
機
会
に
な
り
ま
す
。

「
動
物
園
で
で
き
る
こ
と
」で
筆
者
の
思
い
を
推
し
測
る

二
年
生
の
教
材
「
動
物
園
で
で
き
る
こ
と
」
で
は
、
①

段
落
か
ら
⑥
段
落
に
か
け
て
、
動
物
園
の
四
つ
の
役
割

（　

 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
＝
楽
し
み
）
の
場
の
提
供
、　 

野
生
動
物
の
保
護
等
、　 

野
生
動
物
の
調
査
・
研
究
、　 

学
び
の
場
の
提
供
）
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
筆

者
は
、「
動
物
園
で
で
き
る
こ
と
」
は
、　 

と　

 

を
両
立

し
た
い
と
い
う
願
い
（
課
題
）
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
⑪
段
落
か
ら
㉑
段
落
に
か
け
て
、
旭
山
動
物
園
に
お

け
る
取
り
組
み
の
事
例
を
、「
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
展
示
」

→「
ペ
ン
ギ
ン
の
散
歩
」→「
エ
ゾ
シ
カ
の
展
示
」と
い
う

順
で
あ
げ
て
い
ま
す
。

㉒
・
㉓
段
落
で
は
、
筆
者
の
強
い
思
い
が
感
じ
ら
れ

る
文
が
続
き
ま
す
。

「
野
生
動
物
の
姿
と
行
動
に
は
、
ど
ん
な
人
で
も
魅
了

さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。」

「
感
動
の
体
験
は
、
彼
ら
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
、

彼
ら
の
環
境
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
引
き
起
こ
し
、

動
物
園
が
『
楽
し
み
の
場
』
で
あ
る
と
と
も
に
、
豊
か
な

『
学
び
の
場
』
と
な
る
可
能
性
を
広
げ
て
く
れ
る
に
ち
が

い
な
い
。」

「
ぜ
ひ
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
園
を
何
度
も
繰
り
返
し
訪

ね
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
大
い
に
楽
し
み
大
い
に
学
ん
で
も

ら
い
た
い
。」

こ
れ
ら
の
筆
者
の
思
い
を
ふ
ま
え
る
と
、「『
動
物
園

で
で
き
る
こ
と
』
と
い
う
題
名
で
よ
い
の
か
？
」
と
い
う

問
い
が
生
ま
れ
ま
す
。「
推
し
測
っ
て
読
む
」
こ
と
に
つ

な
が
り
そ
う
で
す
。
筆
者
は
「
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
書
い

た
の
だ
ろ
う
？
」と
い
う
問
い
か
ら
、「
そ
う
書
か
な
か
っ

た
場
合
（
別
の
例
）
と
比
べ
て
、
読
者
の
感
じ
方
は
ど
う

変
わ
る
か
。」と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、「
な
ぜ
、
筆
者
は
『
動
物
園
で
で
き
る
こ
と
』

と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
動
物
園
が
め
ざ
す
こ
と
』
で

は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」と
い
っ
た
問
い
で
す
。

▽	「
～
が
め
ざ
す
こ
と
」
だ
と
、
動
物
園
だ
か
ら
こ
そ
で

き
る
こ
と
、
最
終
目
的
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

▽	

筆
者
は
、
動
物
園
で
で
き
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
当
は
、

多
く
の
人
々
に
、
野
生
動
物
の
魅
力
や
、
自
然
環
境

に
つ
い
て
考
え
て
ほ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

▽	

動
物
園
だ
け
で
な
く
、
テ
レ
ビ
番
組
や
ニ
ュ
ー
ス
も

含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
は
？

こ
れ
ら
の
意
見
は
、
文
章
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
は

得
ら
れ
な
い
気
づ
き
で
す
。

昨
今
で
は
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
へ
の

悪
意
の
あ
る
書
き
込
み
、
玉
石
混
交
の
情
報
が
あ
ふ
れ
、

Ａ
Ｉ
チ
ャ
ッ
ト
が
質
問
に
回
答
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
登
場
し

て
い
ま
す
。
激
動
の
日
常
生
活
と
予
測
困
難
な
未
来
を
生

き
る
生
徒
た
ち
に
、
自
分
を
守
る
た
め
に
も
、「
問
い
」

を
も
ち
な
が
ら
「
考
え
る
」、「
批
判
的
に
読
む
」
体
験
を

少
し
ず
つ
で
も
積
み
重
ね
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

一

二

三

四

一

四

Profile

まさき とものり
岡山理科大学教育学部准教授。博士（教育学）。
専門は国語教育学（読むことの学習指導論）。
校内研究を中心に、教師と一緒に相談しな
がら行う授業づくりや、授業の気づきを語
り合う授業研究を大切にしている。教師の
技術や子供たちの学びを言葉にして、分か
ち合う場をつくりたいと考えている。著書
に『Chromebookでつくる中学校国語の授
業』（明治図書、2022年、共著）などがある。
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書
き
手
に
な
っ
て
読
む
!?

批
判
し
、評
価
す
る
読
み
手
と
な
る

～「
間
の
文
化
」（
長
谷
川 

櫂
）よ
り
～

静
岡
市
立
清
水
庵
原
中
学
校 

栗
田
柄
子

評
価
規
準　
3
年
生

【
知
識
・
技
能
】具
体
と
抽
象
、文
章
と
資
料
な
ど
、

情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
る
。（
⑵
ア
）

【
思
考
・
判
断
・
表
現
】
文
章
の
構
成
や
論
理
の
展

開
、
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。（
Ｃ

ウ
）／
文
章
を
読
ん
で
考
え
を
深
め
た
り
広
げ
た

り
し
て
、
人
間
や
社
会
、
自
然
に
つ
い
て
自
分
の

意
見
を
も
っ
て
い
る
。（
Ｃ
エ
）

【
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
】文
章
の
構
成

や
文
章
と
資
料
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
積
極
的

に
内
容
を
解
釈
し
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う

と
し
て
い
る
。

I
C
T
活
用
の
ヒ
ン
ト

《
全
５
時
間
／
本
時
は
第
３
時
》

前
時
を
振
り
返
り
、本
論
の
展
開
に
込
め
た
、

筆
者
の
意
図
を
確
認
し
よ
う
。

本
文
に
添
え
て
あ
る
資
料
を
批
判
す
る
。（
＝
自
分
の
意
見
を
も
つ
）

本
論
の
展
開（
空
間
的
な
間
→
時
間
的
な
間
→
心
理
的
な
間
）を
批
判
的
に
読
も
う
。

全
文
を
読
み
、序
論
・
本
論
・
結
論
に
分
け
よ
う
。

展開

22
読
み
手
が
筆
者
の
意
図
を
理
解
す
る
た
め
に
、教
科
書
に
あ
る

九
枚
の
資
料
は
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
を
批
判
し
よ
う
。

授
業
の
流
れ

「
批
判
」
に
は
、「
粗
探
し
を
し
て
文
句
を
言

う
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
う
で
は

な
く
、「
適
切
で
あ
る
か
」
を
吟
味
・
評
価
す
る

作
業
で
あ
る
。
文
章
で
あ
れ
ば
、
読
み
手
が
書

き
手
の
意
図
を
く
み
取
り
、
表
現
者
の
選
択
が

正
し
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
主
体
的
に
学
ぶ
」
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
今
、

こ
の「
批
判
す
る
力
」
は
、
生
徒
に
と
っ
て
身
に

つ
け
る
べ
き
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
学
習
に
お
い
て
そ
の
素
地
を
作
り
た
い
と
考

え
、単
元
を
構
成
し
た
。

この授業について

G
oogle Jam

board 

の

共
同
編
集
機
能
を
活
用
す
る

1

ヒ
ン
ト

授業
アアイイデデアア
3年

展開

11
第
３
時

第
２
時

第
１
時
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G
oogle Jam

board

に
、
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
た
資
料
ご
と
の
ペ
ー
ジ
や
ボ
ー
ド
を
作

成
し
、
そ
こ
に
意
見
を
書
き
込
め
る
よ
う
に

す
る
。こ
れ
に
よ
り
、友
達
の
考
え
を
閲
覧
で

き
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
書
き
加

え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
機
能
を
活

用
す
る
こ
と
で
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
持
ち
歩

い
て
意
見
交
換
す
る
よ
り
も
、
関
わ
る
人
の

幅
が
広
が
り
、
多
く
の
意
見
に
出
会
え
る
と

考
え
ら
れ
る
。

「
自
分
だ
っ
た
ら
こ
の
資
料
を
用
い
る
」と

考
え
る
資
料
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
、

友
達
に
示
す
こ
と
で
自
分
の 

考
え
に
説
得
力
を
も
た
せ
る 

こ
と
が
可
能
に
な
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を

活
用
す
る 2

ヒ
ン
ト

展開

33
〈
批
判
す
る
際
の
観
点
〉

	

本
文
と
資
料
と
の
位
置
関
係
は
適
切
か
。

	

資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
順
番
は
適
切
か
。

	

資
料
の
大
き
さ
は
適
切
か
。

	

提
示
さ
れ
た
写
真
の
角
度
、
素
材
は
適
切
か
。
等

	
→ 

資
料
は
、
筆
者
の
意
図
を
伝
え
る
た
め
に

	
　 

必
要
か
ど
う
か
。

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、筆
者
へ
の
提
案
文
を
書
こ
う
。

（「
批
判
」の
意
味
を
し
っ
か
り
と
捉
え
、よ
い
点
・
改
善
案
を
提
示
す
る
。）

友
達
と
意
見
の
交
換
を
し
よ
う
。

展
開
２
の
学
習
活
動
を
ふ
ま
え
、

「
自
分
な
ら
ば
こ
う
す
る
」を
提
案
し
よ
う
。

三
省
堂
教
科
書
・
教
材
サ
イ
ト
で
も
、

「
授
業
ア
イ
デ
ア
」を
ご
紹
介
し
て
い

ま
す
。

授業のまとめ
第
４
時

第
５
時

写真提供：amana images,  getty images

○	「
批
判
」
は
悪
意
の
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
作
品
や
意
見
に
向
き
合
う
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
る
と
授
業
に
お
い
て
再
三
確
認
し
て
き
た
。本
学
習
を
通
じ
て
生
徒
は
、活
字
に
な
っ
て
い
る
文
章

等
に
対
し
て
、「
自
分
が
意
見
を
も
っ
て
も
よ
い
の
だ
。」「
表
現
さ
れ
た
作
品
が
絶
対
で
は
な
く
、読
み
手
に

よ
っ
て
、よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。」と
い
う
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⚫	

和
室
の
写
真
は
、襖
や
障
子
が
入
っ
て
い
て
文
章
に
合
っ
て
い
る
が
、洋
室
の
写
真
は
、文
章
に
あ
る

「
扉
」も
写
し
て
、密
閉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
。（「
空
間
的
な
間
」に

つ
い
て
）

⚫	

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
写
真
は
、
文
中
と
は
関
係
が
薄
い
の
で
カ
ッ
ト
す
る
か
、
も
う
少
し
ア
ッ
プ
で
撮

影
し
て
、た
く
さ
ん
の
楽
器
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
。楽
譜
の
並
び
は
、音
楽
に

詳
し
く
な
い
人
に
は
意
図
が
わ
か
り
に
く
い
。（「
時
間
的
な
間
」に
つ
い
て
）

⚫	

龍
安
寺
の
石
庭
の
写
真
は
、
間
を
重
ん
じ
る
日
本
の
文
化
を
説
明
す
る
こ
と
に
と
っ
て
有
効
だ
と
思

う
。し
か
し
、日
本
庭
園
の
写
真
を
載
せ
る
の
な
ら
ば
、門
や
噴
水
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
物
が
配
置
さ

れ
た
西
洋
の
庭
園
も
載
せ
る
と
よ
り
よ
い
と
思
う
。（「
心
理
的
な
間
」・
和
と
洋
の
文
化
に
つ
い
て
）

第３時のワークシートに
書かれた生徒の意見
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▽編
集
・
発
行
人
／
瀧
本
多
加
志
　

▽デ
ザ
イ
ン
・
イ
ラ
ス
ト
／
藤
塚
尚
子

▽発
行
所
／
株
式
会
社
三
省
堂
　

▽印
刷
所
／
有
限
会
社
セ
ン
ト
ラ
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ことまな学校サポートサイトのご案内

指導書などに付属する各種データに加え、追加の資料や

ワークシートなどのデータをダウンロードいただけるほか、

デジタル教科書などの導入の方法の確認や、お問い合わせ

フォームもご利用いただけます。
(ログインには IDとパスワードが必要です）
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【完全準拠】令和3年度版『現代の国語』   漢字学習アプリ
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……指導書・デジタル教科書（教材）等をご採用いただいている学校ごとの専用サイト

ことまな学校サポートサイト


