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 ● 問いを出発点にして思考を深める　河野智文
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ビ
ー
ト
ル
ズ
の
『
イ
ン
・
マ
イ
・
ラ
イ
フ
』
が
流

れ
た
。
大
阪
の
タ
ク
シ
ー
は
東
京
に
比
べ
る
と
だ
い

ぶ
自
由
だ
。
お
そ
ら
く
は
運
転
手
さ
ん
自
選
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
Ｃ
Ｄ
な
の
だ
ろ
う
、
さ
っ
き
ま
で
は
知
ら
な

い
ジ
ャ
ズ
が
か
か
っ
て
い
た
か
ら
。
夜
の
街
明
か
り

に
、
柔
ら
か
な
バ
ラ
ー
ド
が
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
。

は
じ
め
て
会
っ
た
運
転
手
さ
ん
と
ふ
た
り
、
こ
の

ム
ー
ド
を
楽
し
ん
で
い
る
。
無
言
の
空
間
、
な
ん
の

合
意
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
素
敵
な
空
気
を
共
有
し

て
い
る
気
が
し
た
。
こ
こ
で
こ
の
曲
を
流
す
な
ん
て
、

素
晴
ら
し
い
こ
だ
わ
り
じ
ゃ
な
い
か
。

シ
ェ
ア
す
る
こ
と
は
楽
し
い
。
相
手
と
通
じ
合
う

安
心
感
と
優
越
感
は
唯
一
無
二
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

良
き
時
に
良
き
曲
が
か
か
る
よ
う
な
偶
然
は
稀
だ
か

ら
、
我
々
の
共
感
の
多
く
は
言
葉
で
作
ら
れ
る
。
何

か
を
伝
え
る
の
も
、
理
解
す
る
の
も
、
た
い
て
い
は

言
葉
を
通
し
て
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
伝
え
た
い
の

は
あ
く
ま
で
意
思
で
あ
っ
て
、
言
葉
そ
の
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
。
言
葉
は
あ
く
ま
で
、
意
思

を
伝
え
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
。

言
葉
ば
か
り
並
べ
て
も
意
思
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と

は
ま
ま
あ
る
。
あ
る
コ
ピ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
賞
で

審
査
員
を
し
た
と
き
の
こ
と
。「
こ
ん
な
時
代
に
暗

記
が
し
た
く
な
る
コ
ピ
ー
」
を
募
集
し
た
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
し
た
現
代
に
あ
っ
て
暗
記
の
意

義
と
は
何
だ
、
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
た
く
さ
ん

の
佳
作
と
、
そ
れ
以
上
に
大
量
の
凡
作
が
集
ま
っ
た
。

全
体
の
9
割
は
即
決
で
ボ
ツ
に
し
た
の
だ
が
、
そ
れ

ら
の
多
く
に
は
共
通
点
が
あ
っ
た
。

自
分
の
言
葉
に
、
甘
い
の
だ
。

教
養
、
天
才
、
バ
カ
、
Ａ
Ｉ
…
…
知
識
を
語
る
上

で
の
頻
出
の
、
で
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
曖
昧
な
単

語
た
ち
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
を
自
分
の
了
見
だ
け
で

雑
に
扱
っ
た
作
品
が
、
山
ほ
ど
あ
っ
た
。「
暗
記
は

教
養
に
は
な
ら
な
い
が
武
器
に
は
な
る
」「
Ａ
Ｉ
に

負
け
な
い
自
分
へ
」。
な
ぜ
教
養
と
暗
記
は
別
の
も

の
な
ん
だ
？
　
な
ぜ
Ａ
Ｉ
は
戦
い
の
対
象
な
ん
だ
？

　
自
分
の
思
っ
た
通
り
の
意
味
で
相
手
に
伝
わ
る
と

い
う
甘
い
考
え
が
、
言
葉
の
空
回
り
を
生
ん
で
い
た
。

同
じ
言
葉
を
聞
い
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
は

人
そ
れ
ぞ
れ
だ
。
辞
書
的
な
意
味
と
は
別
に
、
感
じ

方
が
分
か
れ
る
言
葉
は
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
れ
を
自

覚
し
て
扱
わ
な
い
と
、
伝
え
た
い
意
思
を
届
け
て
は

く
れ
な
い
。
言
葉
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
に
無
頓

着
な
ま
ま
で
は
、
伝
え
た
「
つ
も
り
」
に
過
ぎ
な
い

の
だ
。

言
葉
を
吐
き
出
す
の
は
簡
単
だ
が
、
言
葉
で
伝
え

る
の
は
難
し
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
に
、
相
手

の
感
じ
方
に
、
実
直
な
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
。
そ

の
先
に
こ
そ
、
共
有
の
喜
び
は
あ
る
。

「
イ
ン
・
マ
イ
・
ラ
イ
フ
、
ぴ
っ
た
り
の
選
曲
で

す
ね
」
と
運
転
手
さ
ん
に
告
げ
た
。
キ
ョ
ト
ン
と
し

た
顔
。「
あ
、
こ
れ
、
お
客
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
Ｃ

Ｄ
で
」。
何
か
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
と
て

も
難
し
い
。

「
チ
ャ
ン
ス
は
準
備
さ
れ
た
心
に
の
み
降
り
立
つ
」

―
パ
ス
ツ
ー
ル

目
の
前
の
も
の
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
ら
れ
る
か
否

か
は
、
こ
ち
ら
の
心
次
第
。
こ
ち
ら
の
心
が「
準
備
」

さ
れ
て
い
れ
ば
、
何
の
お
も
し
ろ
さ
も
感
じ
ら
れ
な

い
よ
う
な
も
の
で
も
、
見
方
が
変
わ
り
、
不
思
議
に

思
わ
れ
、
そ
の
先
を
知
り
た
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な

見
方
の
変
化
を
与
え
る
き
っ
か
け
の
一
つ
が
問
い
だ
。

し
か
し
、
一
人
で
何
度
見
直
し
て
も
、
な
か
な
か
問

い
は
浮
か
ば
な
い
。
他
者
（
教
師
や
友
達
）
の
問
い

が
刺
激
に
な
る
。

問
い
は
、
切
り
込
み
や
掘
り
下
げ
の
ポ
イ
ン
ト
を

示
す
。
そ
こ
に
刃
を
立
て
る
と
き
れ
い
に
む
け
る
、

そ
こ
か
ら
降
り
る
と
深
奥
に
達
す
る
。
初
め
は
達
人

た
る
教
師
か
ら
与
え
ら
れ
（
そ
れ
が
発
問
や
学
習
課

題
で
あ
る
）、
し
だ
い
に
内
面
化
さ
れ
る
、
つ
ま
り

自
問
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
か
ら
よ
い
問
い
は

作
れ
な
い
。
自
分
が
作
っ
た
問
い
よ
り
も
、
他
か
ら

与
え
ら
れ
た
鋭
い
問
い
の
方
が
、
楽
し
く
考
え
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

問
い
が
立
て
ば
解
き
明
か
し
た
く
な
る
、
と
楽
観

し
て
は
い
け
な
い
。
テ
ツ
氏
と
ト
モ
氏
の
「
な
ん
で

だ
ろ
う
」
は
お
も
し
ろ
い
が
、
答
え
を
知
り
た
い
と

は
必
ず
し
も
思
わ
な
い
。「
地
下
鉄
の
電
車
は
ど
こ

か
ら
…
…
」
と
問
う
た
三
球
氏
も
、
眠
れ
な
く
な
る

だ
け
で
、
調
べ
て
み
よ
う
と
は
し
な
い
。
解
決
の
た

め
の
思
考
の
方
法
が
問
い
と
セ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
で
、

「
で
き
そ
う
だ
」と
、
追
究
意
欲
が
生
ま
れ
る
。

「
比
較
」「
仮
定
」
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
思
考
の
方

法
は
、
汎
用
性
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
用

で
き
る
。
方
法
を
共
有
す
る
と
、
協
働
的
に
進
め
や

す
く
も
な
る
。
一
方
で
、
具
体
的
な
問
い
に
は
容
易

に
フ
ィ
ッ
ト
し
な
い
。
教
師
の
支
援
や
友
達
と
の
試

行
錯
誤
が
必
要
だ
。
思
考
ツ
ー
ル
を
用
い
て
可
視
化

す
る
こ
と
は
、
共
有
に
も
、
批
判
的
検
討
（
偏
り
は

な
い
か
、
な
ど
）に
も
、
自
己
調
整
に
も
有
効
だ
。

繰
り
返
し
問
い
、
考
え
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
見

方
は
よ
り
豊
か
に
な
る
。
し
か
し
最
も
問
わ
れ
る
べ

き
は
自
分
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
批
判
的
思
考

を
駆
使
で
き
る
人
に
は
謙
虚
さ
が
備
わ
る
。

実
社
会
で
は
、
積
極
的
に
問
う
人
が
煙
た
が
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
教
室
で
そ
ん
な
思
い
を
さ
せ
な
い

よ
う
に
、
ま
た
、
社
会
に
出
て
も
問
う
こ
と
や
議
論

す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
く
よ
う
に
、
問
い
を
出

発
点
に
し
て
楽
し
く
有
意
義
な
議
論
が
で
き
た
と
実

感
さ
せ
る
こ
と
を
積
み
重
ね
た
い
。

対
象
の
見
方
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
、「
自
分

の
表
現
を
も
っ
と
よ
い
も
の
に
し
た
い
、
そ
の
た
め

に
は
？
」
の
よ
う
な
、
学
習
活
動
や
目
標
を
よ
り
よ

い
も
の
に
す
る
た
め
の
問
い
も
あ
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。

た
だ
吐
き
出
し
た

言
葉
じ
ゃ
な
し
に

伊
沢
拓
司
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「
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。」

こ
の
よ
う
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
困
る
人
は
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
ど
の
よ
う
に
考
え
る
と

い
い
か
」
が
見
え
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た

見
え
な
い
も
の
に
名
前
を
つ
け
、
形
を
与
え
て
く
れ

る
の
が
、「
思
考
の
方
法
」
や
「
思
考
ツ
ー
ル
」
で
す
。

こ
れ
ら
を
う
ま
く
活
用
で
き
れ
ば
、
生
徒
が
考
え
る

と
き
に
、
何
を
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
、
何
を
し

た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
困
っ
た
状
況
に
陥

る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
３
年
度
版
『
現
代
の
国
語
』
で
は
、
考
え
を

深
め
、
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、

「
順
序
立
て
る
」「
比
較
す
る
」
な
ど
、
九
つ
の
「
思

考
の
方
法
」
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
教

材
の
学
習
活
動
を
進
め
る
手
立
て
と
な
る
よ
う
に
、

「
思
考
の
方
法
」
に
基
づ
い
た
「
思
考
ツ
ー
ル
」（
図

解
）を
適
所
に
示
し
て
い
ま
す
。

国
語
の
授
業
で
「
思
考
の
方
法
」
や
「
思
考
ツ
ー

ル
」
を
活
用
す
る
際
に
は
、「
思
考
の
方
法
」
や
「
思

考
ツ
ー
ル
」
を
用
い
た
こ
と
が
学
び
の
成
果
で
は
な

く
、使
っ
た
こ
と
で
自
分（
た
ち
）の
思
考
が
広
が
っ

た
り
深
ま
っ
た
り
し
た
こ
と
が
学
び
の
成
果
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
こ
で
は
、
二
年
の
説
明
的
文
章
教
材
「
一
〇
〇

年
後
の
水
を
守
る
」（
橋
本
淳
司
）
を
読
む
場
合
を
例

に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

水
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
筆
者
は
、
多
角
的
に

事
例
を
あ
げ
な
が
ら
「
水
問
題
」
と
そ
の
解
決
方
法

を
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、「
雨
水
利
用
」
の

場
と
し
て
家
屋
の
屋
根
だ
け
で
な
く
、「
森
林
や
水

田
」
も
例
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、「
仮
定
す

る
」
と
い
う
「
思
考
の
方
法
」
を
使
っ
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。「
も
し
、
森
林
や
水
田
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
ら
。」
と
仮
定
す
る
と
、「
地
下
水
が
使
え

な
い
。」「
使
え
る
地
下
水
が
枯
渇
す
る
。」
と
い
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
「
森
林
や
水
田
が

地
下
水
を
育
み
蓄
え
て
い
る
。」
と
い
う
根
拠
に
支

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
、
屋
根
を
賢

く
使
っ
た「
雨
水
利
用
」だ
け
で
な
く
、「
森
林
や
水

田
」も「
貴
重
な
場
」だ
と
す
る
筆
者
の
水
を「
育
む
」

と
い
う
意
味
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、「
仮
定
す
る
」と
い
う「
思
考

の
方
法
」
を
活
用
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

「
思
考
の
方
法
」
だ
け
で
は
、
生
徒
は
う
ま
く
考

え
を
整
理
し
た
り
深
め
た
り
、
他
者
に
伝
え
た
り
す

る
こ
と
が
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
徒
か
ら
す

れ
ば
、
自
分
や
仲
間
の
「
思
考
」
の
状
況
や
道
筋
、

そ
れ
ら
の
共
通
点
や
相
違
点
が
見
え
に
く
い
た
め
で

す
。
こ
の
と
き
、
思
考
に
一
定
の
形
を
与
え
可
視
化

し
て
く
れ
る「
思
考
ツ
ー
ル
」が
有
効
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
二
年
の
文
学
的
文
章
教
材
「
セ
ミ
ロ
ン

グ
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
」（
戸
森
し
る
こ
）
を
読
む
場
合
を

例
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

瀬
尾
く
ん
の
背
中
に
一
匹
の
セ
ミ
が
止
ま
っ
て
い

る
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
で
物
語
は
展
開
し
ま
す
。

「
も
し
、
セ
ミ
が
止
ま
っ
た
の
が
瀬
尾
く
ん
で
な

か
っ
た
ら
。」
と
仮
定
し
て
考
え
る
と
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
お
そ
ら
く
物
語
の
緊
迫
感
も
生
ま
れ
な
い
で

し
ょ
う
し
、
結
末
部
分
に
お
い
て
、
セ
ミ
を
逃
が
し

た
こ
と
で
充
実
感
を
味
わ
っ
た
り
、
そ
の
直
後
の
瀬

尾
く
ん
の「
あ
り
が
と
う
。」の
言
葉
に
私
と
ト
リ
ノ

が
そ
れ
ほ
ど
驚
い
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
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
、「
デ
リ
ケ
ー
ト
」な

人
物
と
見
な
さ
れ
て
い
て
、
私
や
ト
リ
ノ
が
「
守
ら

主
体
的
に
思
考
し
続
け
る
よ
う
に

な
る
た
め
に

琉
球
大
学
准
教
授　

高
瀬
裕
人

何
の
た
め
の「
思
考
の
方
法
」

「
思
考
ツ
ー
ル
」？

「
思
考
の
方
法
」を
使
っ
て
考
え
る

思
考
を
可
視
化
す
る「
思
考
ツ
ー
ル
」
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な
け
れ
ば
」
と
思
っ
て
い
る
人
物
だ
か
ら
で
す
。
ま

た
、
私
や
ト
リ
ノ
だ
け
で
な
く
、
黒
岩
先
生
も
瀬
尾

く
ん
を
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
黒
岩
先
生
が
教
室
の
後
ろ
に
来
た
と
き
に
、

あ
る
種
の
結
束
感
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の

よ
う
に
、
登
場
人
物
に
関
し
て
「
仮
定
す
る
」
と
い

う
方
法
を
活
用
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
読
み
手
の
中

に
人
物
設
定
や
登
場
人
物
の
関
係
性
、
そ
れ
ら
の
効

果
や
意
味
に
つ
い
て
深
い
理
解
が
生
ま
れ
、
物
語
を

よ
り
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
思
考
は
は
じ
め
か
ら
整
理
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
思

考
ツ
ー
ル
」
を
使
っ
て
図
解
し
な
が
ら
考
え
る
よ
う

に
促
し
ま
す
。
す
る
と
、
生
徒
の
思
考
に
あ
る
形
が

与
え
ら
れ
、
可
視
化
さ
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
は
じ
め

か
ら
全
て
の
要
素
を
書
き
出
す
こ
と
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、
ど
の
要

素
は
書
き
出
せ
た

の
か
、
ま
た
、
書

き
出
せ
な
か
っ
た

の
か
を
明
確
に
す

る
こ
と
も
大
切
で

す
。「『
結
果
の
予

想
』
は
推
測
で
き

て
い
る
が
、『
根

拠
』
が
曖
昧
だ
か

ら
『
根
拠
』
を
明
確
に
し
よ
う
。」
と
い
う
よ
う
に
、

生
徒
が
自
分
の
思
考
の
状
況
を
理
解
し
、
進
む
べ
き

道
筋
を
描
き
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、

仲
間
と
共
有
す
る
こ
と
で
、「
結
果
の
予
想
」
が
異

な
る
か
、「
根
拠
」
が
異
な
る
か
を
明
確
に
し
た
り
、

仲
間
の
考
え
か
ら
学
ん
で
加
筆
修
正
し
た
り
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
や
他
者
の
思

考
の
状
況
を
明
確
に
し
て
共
有
す
る
こ
と
は
、
生
徒

が
自
ら
よ
り
広
く
深
く
学
び
、
理
解
を
形
づ
く
っ
て

い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
思
考
ツ
ー
ル
」
は
、
生
徒
に
と
っ
て
思
考
を
整

理
す
る
だ
け
で
な
く
、
思
考
を
深
め
た
り
広
げ
た
り

す
る
た
め
の
力
強
い
確
か
な
足
場
と
な
る
の
で
す
。

教
室
に
お
い
て
、「
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。」
と
曖

昧
に
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、「
思
考
の
方
法
」
や

「
思
考
ツ
ー
ル
」
を
活
用
す
る
よ
う
に
誘
う
こ
と
で
、

生
徒
が
主
体
的
に
問
い
を
も
ち
、
広
く
深
く
考
え
て

い
く
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
多
様
な

学
び
の
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
実
現
さ
れ
て
い
く
は

ず
で
す
。
こ
れ
ら
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、

以
下
の
二
つ
に
留
意
し
た
い
も
の
で
す
。

ま
ず
ひ
と
つ
。
も
と
も
と
「
思
考
の
方
法
」
は
熟

達
者
（
実
際
に
広
く
深
く
考
え
て
い
る
人
）
の
特
徴

を
分
析
し
抽
出
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
機
械

的
な
ド
リ
ル
学
習
を
繰
り
返
し
て
も
身
に
つ
き
ま
せ

ん
。
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
思
考
し
た
り
話
し

合
っ
た
り
す
る
実
の
場
に
お
い
て
効
果
的
に
学
ば
れ

て
い
く
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
必
然
性
の
あ
る
場
を

設
え
、
そ
こ
で
「
思
考
の
方
法
」
や
「
思
考
ツ
ー
ル
」

を
紹
介
し
、
使
っ
て
み
る
よ
う
に
誘
っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
。「
思
考
の
方
法
」や「
思
考
ツ
ー
ル
」

は
、
教
師
か
ら
紹
介
さ
れ
た
も
の
を
使
っ
て
み
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、

や
が
て
は
生
徒
が
自
分
で
状
況
や
場
に
応
じ
て
適
切

な
も
の
を
選
び
、
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ

し
い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
年
間
や
三
年
間
の
国

語
科
で
の
学
び
を
見
通
し
て
、
生
徒
が
さ
ま
ざ
ま
な

「
思
考
の
方
法
」
や
「
思
考
ツ
ー
ル
」
を
使
っ
て
み
る
、

そ
れ
を
使
っ
た
効
果
を
振
り
返
る
と
い
う
場
を
国
語

学
習
の
中
に
適
時
適
切
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

Profile

たかせ ゆうじん
琉球大学教育学部准教授。
博士(教育学)。専門は、国語
教育学。特に読むことの教
育評価論。どのようにすれ
ば教師と生徒が対話的な学
習評価を通してより豊かで
深い国語の学びを創造して
いくことができるかに関心
がある。

生
徒
が
主
体
的
に

思
考
し
続
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
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 「
俺
」は
つ
ま
り
ど
ん
な
人
物
か

～	

思
考
の
方
法「
抽
象
化
す
る
」を
活
用
し
て

	

人
物
像
を
捉
え
る（「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」）～

高
根
沢
町
立
阿
久
津
中
学
校 

池
田
有
紀
子

評
価
規
準　
3
年
生

【
知
識
・
技
能
】
具
体
と
抽
象
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
】「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、

文
章
を
読
ん
で
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
、

人
間
、社
会
、自
然
な
ど
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
】作
品
内
で
語

ら
れ
た
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
捉
え
ら
れ
る

登
場
人
物
の
人
物
像
に
つ
い
て
進
ん
で
考
え
、
ま

と
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
類
し
て
整
理
す
る
中
で
、

人
物
像
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
捉
え
方
に
つ
い
て

考
え
が
変
わ
っ
た
り
、新
し
い
考
え
が
浮
か
ん

だ
り
し
た
際
、簡
単
に
書
き
直
し
や
書
き
足
し

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
利
点
で
あ
る
。

展
開
３
で
は
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
画
面

を
共
有
し
な
が
ら
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い

て
話
し
合
う
と
よ
い
。

ア
プ
リ
に
あ
ら
か
じ
め
思
考
ツ
ー
ル
の
テ

ン
プ
レ
ー
ト
が
入
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を

活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

I
C
T
活
用
の
ヒ
ン
ト

《
全
５
時
間
／
本
時
は
第
2
時
》

まとめ

「
俺
」の
性
格
や
人
柄
を
表
し
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

本
文
か
ら
探
し
、抜
き
出
す
。

	

範
囲
は
「
清
」
と
の
別
れ
の
場
面
の
前
ま
で
。
ま
ず
教
室
全
体
で
探
し
、
そ
の
あ
と
各
自
で
探
す
。

	

例	

小
学
校
の
と
き
、「
弱
虫
や
ー
い
」
と
は
や
し
た
て
ら
れ
て
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
。

ま
と
め
た
内
容
を
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で
共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
捉
え
た

「
俺
」の
人
物
像
に
つ
い
て
、共
通
点
や
相
違
点
を
話
し
合
う
。

	

同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
て
い
て
も
人
物
像
の
捉
え
方
が
違
っ
た
場
合
に
、「
な
ぜ
、
そ
の
よ

う
な
人
物
像
だ
と
考
え
た
の
か
。」
を
話
し
合
う
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

展開

22
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
類
し
て
整
理
し
、「『
俺
』は
つ
ま
り	

	
	

ど
ん
な
人
物
だ
と
い
え
る
か
」に
つ
い
て
考
え
る
。

❶	

展
開
１
で
抜
き
出
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
類
し
、「
俺
」
の
性
格
・
人
柄
を
書
き
出
す
。

	

考
え
る
糸
口
と
し
て
、
思
考
の
方
法
「
抽
象
化
す
る
」
を
使
う
こ
と
を
伝
え
る
。

	

抜
き
出
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
共
通
す
る
要
素
や

	

性
質
が
な
い
か
を
考
え
さ
せ
て
分
類
さ
せ
る
。

	

分
類
し
た
グ
ル
ー
プ
ご
と
に

	

「
俺
」
の
性
格
・
人
柄
を
ま
と
め
さ
せ
る
。

❷	

書
き
出
し
た
「
俺
」
の
性
格
・
人
柄
を
も
と
に
、

	

「『
俺
』
は
つ
ま
り
○
○
な
人
物
」
と
い
う
言
葉
で

	

ま
と
め
、「
俺
」
の
人
物
像
を
捉
え
る
。

	

［
教
師
の
問
い
か
け
例
］

	

「『
こ
の
人
は
、
ど
ん
な
人
？
』
と
聞
か
れ
た
ら
、
な
ん
て
答
え
る
？
」

次
時
は「
清
」の
作
品
内
で
の
役
割
を
考
え
る
こ
と
を
伝
え
る
。

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
流
れ

こ
こ
で
は
、
作
品
内
で
語
ら
れ
る
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場
人
物
の
特
徴
を
表
す
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
捉
え
ら
れ
る
登
場
人
物
の
人

物
像
を
自
分
の
言
葉
で
ま
と
め
る
こ
と
を
ね
ら

い
と
し
た
。
単
元
の
最
後
で
は
、「
俺
」
と「
清
」

の
別
れ
の
場
面
に
着
目
し
、「
俺
」
の
行
動
描
写

が
、
本
時
で
捉
え
る「
俺
」
の
人
物
像
と
、
ど
の

よ
う
に
合
致
し
て
い
る
か
を
批
評
す
る
活
動
を

行
う
。

この授業について

授業のまとめ

展
開
１
で
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
書
き
出
し
、展
開
２
で
は
書
き
出
し
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
替
え
、分
類
し
て
い
く
。

ア
プ
リ
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

機
能
を
活
用
す
る

授業
アアイイデデアア
3年

展開

11
展開

33 導入
○	

具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
性
格
や
人
柄
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
事

柄
を「
抽
象
化
す
る
」と
い
う
思
考
の
方
法
を
用
い
、登
場
人
物
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
。

○	

同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
な
人
物
像
を
表
し
た
も
の
か
に
つ

い
て
の
捉
え
方
は
生
徒
に
よ
っ
て
異
な
る
。そ
の
相
違
点
を
起
点
に
話
し
合
い
を
行
う
こ
と
で
、
作
品
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

○	「『
清
』や『
清
以
外
の
人
』」と「
俺
」と
の
関
係
性
や
、「
俺
」と「
清
」が
別
れ
る
場
面
の「
俺
」の
行
動
描
写

に
つ
い
て
読
み
深
め
る
学
習
活
動
に
お
い
て
も
、本
時
の
学
習
内
容
を
活
用
す
る
こ
と
で
、「
俺
」の
人
物
像

に
つ
い
て
更
に
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

Canva のホワイトボードを使った例。テンプレートが豊富に用意
されていると、学習活動に合うものを選ぶことができる。

具
体
例

具
体
例

具
体
例

抽象化

抽ち
ゅ
う

象し
ょ
う

化か

す
る

つ
ま
り
○
○
だ
…
…
。

　
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
る
。
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