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当たり前だと信じてきた前提を疑うこと。
情報を読み解き、自分の力で考えること。

他者との対話を重ねながら未来を切り拓いていくこと。
大修館の「現代文B」改訂版3点は、新しい時代に求められる
国語の力を身につけることができるよう、工夫を凝らしました。

３分でわかる！
特集：「現代文B」改訂版でこんな授業がしたい現代文B 改訂版　上巻 下巻

豊富な評論教材の中から自由に選び、入試頻出の筆者、テーマ、キーワードを押さえて、読解力をしっかりつけたい。
評論教材やキーワード解説を増補。さらに、知識を広げる「近現代評論史」、コラム「評論の視点」「文学の視点」、論理的な文章の書き方がわかる「小論文入門」を新設しました。

「対話」の重要性と喜びを実感させる（三宅義藏）→p.14独自の「視点」で社会を考える（門倉正二）→p.16
新しいタイプの現代文化批評として（髙橋龍夫）→p.20

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［現B329］A5判・296ページ
［現B330］A5判・272ページ

新編現代文B 改訂版

親しみやすい教材を読んで自分の生き方や将来についての考えを

深めつつ、社会で生き抜くための国語の力を身につけたい。

高校生が直面する問題を扱う教材や、心に響く教材を増補。また、

テーマを決めてレポートを書く活動を設置し、豊かな言語活動が展開できるように工

夫しました。

ユーモアを味わい、心を豊かに（髙草真知子）→p.22

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［現B332］A5判・342ページ

精選現代文B 新訂版

言語活動を活発に行いながら、新しい学力
観を見据えて、思考力・判断力・表現力をはぐくみたい。

さまざまなシーンでの話す、聞く、書く活動に役立つ「豊かな言語
活動のために」、文章の読み比べや図表の読み取り、調べ学習などの課題が設置
されたコラム「思考と表現」を新設しました。

「対話」の重要性と喜びを実感させる（三宅義藏）→p.14
独自の「視点」で社会を考える（門倉正二）→p.16
日本人の美意識をさぐる（奥村準子）→p.18

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［現B331］A5判・472ページ

大
修
館「現代文Ｂ」改訂版
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「
対
話
」の
重
要
性
と
喜
び
を
実
感
さ
せ
る

三み
や
け宅

義よ
し

藏ぞ
う

千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校
教
諭

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

１　
「
会
話
」
と
「
対
話
」

　

平
田
オ
リ
ザ
「
対
話
の
精
神
」
は
、「
対
話
」
と
は
何
か

に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、「
対
話
」の
重
要
性
と「
対

話
」
の
喜
び
を
し
っ
か
り
と
伝
え
、
ぜ
ひ
「
対
話
」
を
し
て

み
た
い
、
と
強
く
思
わ
せ
る
評
論
で
あ
る
。

　

授
業
で
は
、ま
ず
、「
会
話
」
と
「
対
話
」
は
ど
う
違
う
か
、

生
徒
に
考
え
さ
せ
、
問
い
か
け
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
筆
者

の
定
義
を
確
認
さ
せ
る
。

　
「
会
話
」
＝ 

価
値
観
や
生
活
習
慣
な
ど
も
近
い
親
し
い
者

同
士
の
お
し
ゃ
べ
り
。

　
「
対
話
」
＝ 

あ
ま
り
親
し
く
な
い
人
同
士
の
価
値
観
や
情

報
の
交
換
。
あ
る
い
は
親
し
い
人
同
士
で
も
、

価
値
観
が
異
な
る
と
き
に
起
こ
る
そ
の
摺
り

あ
わ
せ
な
ど
。

　

生
徒
に
は
、自
分
の
生
活
を
振
り
返
ら
せ
、「
会
話
」
と
「
対

話
」
の
ど
ち
ら
が
多
い
か
発
表
さ
せ
る
。
筆
者
の
言
う
「
対

話
」
は
ほ
と
ん
ど
無
い
、
と
い
う
答
え
が
多
い
と
予
想
さ
れ

る
が
、
で
は
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
考
え
さ
せ
た
い
。
そ
の
上

で
筆
者
の
考
え
を
読
み
取
ら
せ
る
。
筆
者
は
言
う
。

　

日
本
社
会
に
は
こ
の
「
対
話
」
と
い
う
観
念
が
稀
薄
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
稲
作
文
化
や
、
人
口
流
動
性
の
少
な
い
社
会

を
作
っ
た
徳
川
幕
藩
体
制
な
ど
が
「
わ
か
り
あ
う
文
化
」「
察

し
あ
う
文
化
」
を
作
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
異
な
る
宗
教
や
価
値
観
が
陸
続
き
に
隣
り
あ
わ

せ
て
い
る
た
め
に
、「
説
明
し
あ
う
文
化
」を
形
成
し
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
国
際
社
会
を
生
き
て
い
く
日
本
の
若
者
に
は
、
わ

か
り
あ
う
・
察
し
あ
う
日
本
文
化
に
対
す
る
誇
り
を
失
わ
な

い
ま
ま
で
、
少
し
ず
つ
で
も
、
他
者
に
対
し
て
言
葉
で
説
明

す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
要
旨
を
示
す
だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く
い

が
、
実
際
の
文
章
は
正
岡
子
規
の
句
が
有
効
に
用
い
ら
れ
る

な
ど
、
そ
の
説
明
、
提
言
は
実
に
わ
か
り
や
す
く
、
説
得
力

を
も
っ
た
も
の
で
、
多
く
の
生
徒
た
ち
は
、
日
本
文
化
に
対

す
る
理
解
を
深
め
つ
つ
、
筆
者
の
言
う
「
対
話
」
の
重
要
性

を
あ
ら
た
め
て
強
く
認
識
す
る
だ
ろ
う
。

２　
「
対
論
（
デ
ィ
ベ
ー
ト
）」
と
「
対
話
」

　

次
に
、「
対
論
（
デ
ィ
べ
ー
ト
）」
と
「
対
話
」
は
ど
う
違

う
か
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
、
問
い
か
け
て
み
た
い
。
生
徒
た

ち
は
、
団
体
戦
と
個
人
同
士
の
違
い
、
な
ど
と
答
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
対
論
」
＝ 

Ａ
と
Ｂ
と
い
う
二
つ
の
論
理
が
戦
っ
て
、
Ａ

が
勝
て
ば
Ｂ
は
意
見
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
勝
っ
た
Ａ
の
方
は
変
わ
ら
な
い
。

　
「
対
話
」
＝ 

Ａ
と
Ｂ
と
い
う
二
つ
の
論
理
が
摺
り
あ
わ
さ

り
、
Ｃ
と
い
う
概
念
を
生
み
出
す
。
Ａ
も
Ｂ

も
変
わ
る
。

　

こ
の
違
い
を
生
徒
は
驚
き
を
持
っ
て
受
け
止
め
る
だ
ろ

う
。
筆
者
は
言
う
。

　

Ａ
と
Ｂ
が
摺
り
あ
わ
さ
っ
て
新
た
に
Ｃ
と
い
う
概
念
を
生

み
出
す
こ
と
。
こ
う
い
う
議
論
の
形
も
日
本
人
は
苦
手
だ
。

最
初
の
自
分
の
意
見
が
変
わ
る
と
、
何
か
嘘
を
つ
い
た
よ
う

に
感
じ
た
り
、敗
北
感
が
伴
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

「
対
話
的
な
精
神
」
と
は
、
異
な
る
価
値
観
を
持
っ
た
人
と

出
会
う
こ
と
で
、
自
分
の
意
見
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
潔

し
と
す
る
態
度
、
そ
こ
に
喜
び
を
見
出
す
態
度
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
も
筆
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
仕
事
の
様
子
を
具

体
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、「
対
話
」
の
重
要
性
を
明
確
に
説

明
す
る
。
多
く
の
芸
術
家
が
国
際
協
働
作
業
で
失
敗
す
る
現

実
が
あ
る
中
、
国
際
的
に
活
躍
を
続
け
る
筆
者
の
説
明
や
提

言
は
、
非
常
に
説
得
力
が
あ
る
。

３　
「
対
話
」
の
実
践

　

以
上
の
よ
う
に
「
対
話
」
の
重
要
性
と
喜
び
を
知
れ
ば
、

生
徒
た
ち
は
実
際
に
「
対
話
」
を
や
っ
て
み
た
い
と
強
く
思

う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
思
い
を
生
か
し
、
授
業
で
さ
ま
ざ
ま

な
「
対
話
」
を
行
わ
せ
た
い
。「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
あ

る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
「
対
話
」
を
行
わ
せ
る
の
も
よ
い
し
、

次
の
教
材
で
あ
る
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」
や
「
山
月
記
」

な
ど
の
授
業
で
、い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
「
対
話
」

を
行
わ
せ
る
の
も
よ
い
。

　

生
徒
た
ち
は
自
分
の
考
え
を
し
っ
か
り
と
述
べ
、
そ
の
考

え
が
友
人
の
考
え
と
摺
り
あ
わ
さ
っ
て
一
段
高
い
も
の
に
な

っ
て
い
く
喜
び
を
実
感
す
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
そ
の
経
験
が
、

さ
ら
に
「
対
話
」
へ
の
意
欲
を
高
め
、
か
つ
、
教
材
に
し
っ

か
り
取
り
組
む
姿
勢
を
作
り
出
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
働
き
を
も
つ
「
対
話
の
精
神
」
を
、
学
年
の

初
め
に
ぜ
ひ
読
ま
せ
た
い
。
強
く
そ
う
思
う
。

「
対
話
の
精
神
」

分
冊
・
精
選
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独
自
の「
視
点
」で
社
会
を
考
え
る

■
新
し
い「
視
点
」を
学
ぶ

　「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
た
日
本
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か

ら
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
日
本
」
と
い
う
私
た
ち
の
社

会
の
特
色
を
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
人
が
自
分
だ
け
で
独
立

に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
、
高
校
生
だ
っ
て

知
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
個
人
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会

と
の
関
係
は
、
い
わ
ば
一
対
多
で
考
え
る
こ
と
が
よ
く
な
さ

れ
、
従
来
の
教
科
書
教
材
で
も
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
社
会
は
単
に
多
く
の
人
の
集
ま
り

ぐ
ら
い
の
漠
然
と
し
た
概
念
で
考
え
て
き
て
、
そ
の
あ
い
ま

い
な
社
会
と
そ
れ
に
対
立
す
る
、
あ
る
い
は
埋
没
す
る
個
人

と
の
関
係
と
し
て
思
考
し
て
き
た
傾
向
は
、
な
か
っ
た
か
。

「
社
会
」
を
い
わ
ば
自
明
の
こ
と
と
し
て
不
問
に
付
し
て
こ

な
か
っ
た
か
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
」
る
と
い
う
別
の

視
点
を
導
入
し
た
、
こ
の
教
材
文
の
学
習
を
提
案
す
る
こ
と

が
、新
教
材
提
出
の
意
図
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
現
象（
こ

の
場
合
、
社
会
で
あ
り
日
本
で
あ
る
が
）
を
ど
の
よ
う
な
視
点

で
分
析
し
、ど
の
よ
う
な
特
色
を
析
出
し
て
い
る
か
を
学
ぶ
、

つ
ま
り
他
人
の
見
方
、
論
じ
方
を
モ
デ
ル
と
し
て
学
ぶ
こ
と

は
、
多
く
の
評
論
学
習
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

■
教
材
文
の
内
容
の
紹
介

　
筆
者
は
、
日
本
人
の
「
家
族
主
義
的
」
な
傾
向
が
ほ
か
の

先
進
国
に
比
べ
て
「
社
会
的
孤
立
度
の
高
さ
」
を
生
む
と
い

う
、
あ
る
逆
説
的
な
事
態
を
指
摘
し
（
こ
こ
で
、
あ
る
統
計

資
料
を
用
い
る
）、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
問
う
。
問
題
意
識
を

明
確
に
立
て
て
、
そ
こ
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
を
導
入
す
る
。
社
会
と
い
う
漠
然
と
し
た
語
で
言
う

の
で
は
な
い
。
こ
の
視
点
と
な
る
語
を「
帰
属
意
識
」
と「
相

互
扶
助
（
支
え
合
い
）
の
意
識
が
働
い
て
い
る
よ
う
な
集
団
」

と
定
義
し
た
う
え
で
、日
本
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら「
農

村
型
」
と
「
都
市
型
」
と
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を

整
理
し
て
、
相
互
の
か
か
わ
り
合
い
を
論
じ
て
い
く
。
も
ち

ろ
ん
、
個
人
と
社
会
の
関
係
と
い
う
従
来
型
の
視
点
も
含
み

な
が
ら
、
二
つ
の
型
の
絡
み
合
い
を
叙
述
す
る
。
次
が
、
筆

者
の
見
通
し
で
あ
る
。

　
現
在
は
日
本
人
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
大
き
な
過
渡
期

で
あ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
々
が
従
来
の
関
係
性
に

疑
問
を
感
じ
、（
略
）
新
た
な
つ
な
が
り
の
形
に
向
け

て
の
行
動
を
起
こ
し
始
め
て
い
る
時
期
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
現
在
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
数

年
ま
た
は
数
十
年
の
日
本
社
会
は
、
ゆ
る
や
か
な
、
し

か
し
巨
大
な
「
関
係
性
の
組
み
か
え
」
の
時
代
と
も
な

る
だ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
こ
の
文
章
で
二
つ
の
統
計
資
料
を
示
し
な
が
ら

論
じ
て
い
る
。「
先
進
諸
国
に
お
け
る
社
会
的
孤
立
の
状
況
」

と
「
人
口
全
体
に
占
め
る
『
子
ど
も
・
高
齢
者
』」
な
る
も

の
で
あ
る
。文
章
の
み
の
読
解
学
習
に
な
り
や
す
い
評
論
で
、

こ
れ
は
ひ
と
つ
の
特
色
で
あ
る
。

■
授
業
の
展
開
例
、二
つ
ほ
ど

　
二
つ
目
の
統
計
資
料
を
根
拠
に
、
筆
者
は
子
ど
も
と
高
齢

者
の
合
計
人
口
が
、一
九
九
〇
年
ご
ろ
か
ら
増
加
に
転
じ
て
、

そ
れ
が
地
域
密
着
人
口
の
主
体
に
な
る
と
予
測
し
、
次
の
よ

う
に
書
く
。

　
こ
う
し
た
事
実
に
注
目
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
現
役

世
代
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
「
地
域
で
過
ご
す
時
間
」
が

多
く
、自
ず
と
地
域
の
様
々
な
こ
と
に
関
心
が
向
く（
し

か
も
一
定
以
上
の
時
間
的
ゆ
と
り
の
あ
る
）
人
々
の
群
れ

が
着
実
か
つ
急
速
に
増
え
て
い
く
の
が
こ
れ
か
ら
の
時

代
で
あ
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
、「
地
域
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
及

び
そ
こ
で
の
人
と
の
関
わ
り
が
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
存

在
感
を
大
き
く
増
し
て
い
く
の
は
、
半
ば
必
然
的
な
構

造
変
化
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
先
の
引
用
部
分
も
そ
う
だ
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
様
々
な

意
見
の
出
る
場
所
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
と

ら
え
て
い
る
。
討
論
学
習
を
率
先
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
一
つ
目
の
展
開
例
。

　
二
つ
目
に
、
統
計
資
料
を
文
章
と
絡
め
て
読
む
と
い
う
、

普
段
あ
ま
り
行
わ
な
い
学
習
を
生
徒
に
要
求
す
る
が
、
そ
の

向
こ
う
に
自
分
な
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
考
え
を
ま

と
め
て
み
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
、
別
の
統
計
資
料
を
探
さ

せ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
立
論
を
目
指
す
こ
と
な
ど
は
、
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

門か
ど

倉く
ら

正ま
さ

二じ

元
東
海
大
学
教
授

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
た
日
本
」

分
冊
・
精
選
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日
本
人
の
美
意
識
を
さ
ぐ
る

奥お
く

村む
ら

準じ
ゅ
ん

子こ

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

１　

教
材
の
魅
力

　

高
階
氏
の
教
材
は「
居
住
空
間
に
お
け
る
日
本
的
な
も
の
」

や
「『
美
し
さ
の
発
見
』
に
つ
い
て
」
な
ど
、
教
科
書
で
も

お
な
じ
み
で
あ
り
、
日
本
人
の
美
意
識
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
が
多
い
。
今
回
の
「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
」
も
、
二
〇

一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
人
に
と
っ
て
美
し
さ
と
は
何

か
』
に
掲
載
さ
れ
、
西
欧
世
界
と
日
本
の
芸
術
作
品
を
例
に

挙
げ
な
が
ら
、
日
本
人
の
美
意
識
の
特
徴
を
論
じ
た
教
材
と

な
っ
て
い
る
。

　

西
欧
世
界
に
お
け
る
「
美
」
の
背
景
に
は
、
客
観
的
な
原

理
に
基
づ
く
秩
序
が
あ
り
、
そ
の
典
型
と
し
て
筆
者
は
《
ミ

ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
》
な
ど
の
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
に
お
け
る
「
八

頭
身
の
美
学
」
を
挙
げ
る
。
一
方
、
日
本
人
は
、
ど
の
よ
う

な
場
合
に
美
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
そ
の
感
性
を
働

か
せ
て
き
た
た
め
、『
枕
草
子
』
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に

記
さ
れ
た
よ
う
な
季
節
の
姿
を
模
範
的
な
「
美
」
と
捉
え
て

い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
自
然
や
季
節
の
美
し
さ
が
「
う
つ

ろ
い
や
す
い
も
の
、
は
か
な
い
も
の
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
貴

重
で
愛
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
、
花
見
や
月
見
な
ど
年
中
行

事
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
筆
者
は
論
じ
て
い
る
。
以

上
の
よ
う
な
、
美
を
捉
え
る
「
複
眼
の
視
点
」
を
通
し
て
、

日
本
人
が
自
然
を
愛
し
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
表
現
を
行
っ
て
き

た
美
意
識
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
ら
れ
る
教
材
と
な
っ
て

い
る
。

２　

授
業
で
取
り
組
み
た
い
試
み

　
「
現
代
文
Ｂ
」
は
こ
れ
ま
で
、
大
学
進
学
を
意
識
し
た
高

校
で
読
解
中
心
に
展
開
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
今
後

は
言
語
活
動
の
い
っ
そ
う
の
充
実
、
と
り
わ
け
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）」
の

実
現
が
求
め
ら
れ
る
。

　
「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
で
は
、
先
出
教
材
「
ミ
ロ
の
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
」（
清
岡
卓
行
著
）
と
の
比
べ
読
み
が
提
示
さ
れ
て

い
る
。
本
文
の
読
解
を
通
し
て
、
清
岡
氏
の
文
章
を
読
み
直

す
と
、
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
対
す
る
新
た
な
視
点
が
見
い

だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
高
階
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
日

本
人
の
美
意
識
と
し
て
「
左
右
対
称
な
ど
人
工
的
な
秩
序
を

好
ま
な
い
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
視
点
で
余
計
な
も
の
を
切

り
捨
て
る
（
余
白
を
活
か
す
）
美
学
で
描
く
」
な
ど
を
挙
げ

る
。
こ
れ
ら
は
、
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
も
つ
、
八
頭
身
の

美
学
（
カ
ノ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
体
の
理
想
的
比
率
の
理
論
）

の
絶
対
的
・
恒
常
的
な
理
論
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

両
腕
の
欠
落
と
い
う
「
具
象
の
放
棄
」
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
像
が

よ
り
魅
力
的
で
あ
る
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
と
す
る
清

岡
氏
の
論
、こ
れ
は
高
階
氏
の
述
べ
る
「
切
り
捨
て
の
美
学
」

と
相
通
ず
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、「
現
代
文
Ｂ
」
の
言

語
活
動
例
「
課
題
を
探
求
し
、
成
果
を
発
表
し
た
り
編
集
し

た
り
す
る
言
語
活
動
」
の
一
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
語

活
動
を
試
み
た
い
。

　

た
と
え
ば
本
文
に
登
場
し
た
広
重
の
《
名
所
江
戸
百
景
》

に
倣
っ
て
自
分
た
ち
の
住
む
地
域
（
あ
る
い
は
学
校
）
の
名

所
の
紹
介
文
を
書
く
課
題
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
季
節
の
風
物

や
年
中
行
事
と
い
っ
た
「
自
然
と
の
結
び
つ
き
」
が
あ
っ
て

筆
者
の
言
う
「
状
況
の
美
」
が
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
の
進
む
現
代
の
高
校
生
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
築

物
が
も
つ
よ
う
な
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
恒
常
性
や
秩

序
の
「
美
」
を
好
む
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
い
は
、
模
範
的
な
「
状
況
の
美
」
と
し
て
登
場
し
た

『
枕
草
子
』
に
こ
と
よ
せ
て
、「
現
代
版
う
つ
く
し
き
も
の
」

を
ク
ラ
ス
で
ま
と
め
て
み
る
の
も
面
白
い
。
グ
ル
ー
プ
で
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
時
に
、対
象
と
な
る
「
う
つ
く
し
き
も
の
」

が
、「
実
体
の
美
」
と
「
状
況
の
美
」
の
ど
ち
ら
の
観
点
か

ら
そ
の
魅
力
を
語
れ
る
か
、
話
し
合
い
な
が
ら
ま
と
め
る
と

よ
い
だ
ろ
う
。
古
語
の
「
う
つ
く
し
」
が
現
代
の
「
か
わ
い

い
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
人
の
「
未
成
熟

な
も
の
へ
の
愛
着
」
と
い
う
美
意
識
に
も
触
れ
る
必
要
が
あ

る
が
、
多
様
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
受
容
す
る
現
代
の
高
校

生
は
、
多
様
な
美
の
発
見
を
楽
し
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

三
年
後
に
東
京
五
輪
を
控
え
た
日
本
は
海
外
か
ら
の
観
光

客
が
増
大
し
、
全
国
各
地
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
実
感
す
る
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
き
て
い
る
。
日
本
文
化
と
日
本
人
が
も
つ

美
意
識
の
独
自
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
積
極
的
に
発
信

し
て
い
く
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
若
い
世
代
に
求
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

「
実
体
の
美
と
状
況
の
美
」

精
選
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新
し
い
タ
イ
プ
の
現
代
文
化
批
評
と
し
て

■
注
目
の
評
論

　
本
教
材
は
、
日
常
的
に
普
及
し
た
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
に
つ

い
て
、
構
造
的
な
視
点
か
ら
現
代
社
会
に
お
け
る
意
義
と
人

間
存
在
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
を
今
後
の
展
望
と
し
て
論
じ
る

評
論
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
既
に
日
常
生
活
に
お
い

て
欠
か
せ
な
い
情
報
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
高
校
生
に
と
っ
て
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
特
性
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
自
覚

的
に
捉
え
る
こ
と
は
不
可
欠
な
観
点
で
あ
ろ
う
。
本
教
材
は

現
代
社
会
の
実
情
を
論
理
的
に
理
解
し
な
が
ら
、
日
常
の
感

覚
に
還
元
さ
せ
る
格
好
の
評
論
で
あ
る
。

　
出
典
は
『
日
本
文
化
の
論
点
』（
ち
く
ま
新
書
　
二
〇
一
三
・

三
）
で
あ
る
。
筆
者
の
宇
野
常
寛
は
一
九
七
八
年
生
ま
れ
で
、

活
躍
が
注
目
さ
れ
て
い
る
若
手
評
論
家
で
あ
る
。
数
冊
の
著

書
の
ほ
か
、
批
評
誌
『PLA

N
ET
S

』
を
主
宰
し
、
メ
ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
の
配
信
な
ど
コ
ン
テ
ン
ツ
の
企
画
も
行
っ
て
い

る
。

　
宇
野
は
本
書
の
あ
と
が
き
で
「
情
報
社
会
論
と
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
批
評
と
を
往
復
し
な
が
ら
、現
代
文
化
批
評
の
入
門
」

と
し
て
「
普
段
は
批
評
や
思
想
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
の
な

い
人
に
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
も
の
を
、
議
論
の
レ
ベ
ル
を

落
と
す
こ
と
な
く
ま
と
め
た
い
」
と
述
べ
る
。
ほ
ぼ
全
世
代

に
世
界
的
規
模
で
受
容
さ
れ
も
は
や
現
代
日
本
文
化
の
一
端

を
担
う
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、
今
日
の
情
報
化
社
会
を
批
評

す
る
際
に
無
視
で
き
な
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
宇
野
の
論
点

は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
作
品
の
完
成
度
や
美
的
価
値
な
ど

文
化
の
継
承
性
と
し
て
批
評
す
る
の
で
は
な
く
、
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
が
備
え
る
社
会
的
機
能
の
構
造
的
な
側
面
に
光
を
当

て
る
。
と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
発
信
者
と

受
信
者
と
の
双
方
向
的
な
影
響
関
係
に
着
目
し
、
双
方
の
想

像
力
を
共
有
し
た
共
同
制
作
に
よ
る
二
次
創
作
の
現
象
を
評

価
す
る
こ
と
で
、
そ
の
柔
軟
な
関
係
性
に
新
た
な
日
本
文
化

の
可
能
性
を
見
て
い
る
。

■
教
材
の
内
容

　
本
教
材
は
序
章
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
冒
頭
で
現
代
社
会

に
お
け
る
政
治
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
の
今
日
的
な
動
向
を

概
観
す
る
。
近
年
の
国
際
的
な
事
例
を
挙
げ
、
民
主
主
義
や

政
治
の
仕
組
み
を
シ
ン
プ
ル
か
つ
手
堅
く
説
明
し
た
上
で
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
を
強
調
す
る
。
次
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
出
現
に
よ
っ
て
「
書
か
れ
た
も
の
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
誰
も
が
情
報
の
発
信
者
と
な
り
、
情

報
が
可
視
化
さ
れ
、「
世
論
」
が
形
成
さ
れ
る
と
論
ず
る
。

そ
し
て「
中
間
の
も
の
」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
衰
退
と
、
能
動
性
と
受
動
性
と
の
両
極
の
間
を

柔
軟
に
移
動
す
る
人
間
の
本
質
と
し
て
の「
中
動
態
」と
い
う

新
た
な
人
間
観
の
発
見
を
指
摘
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

登
場
に
よ
っ
て「
中
動
態
」と
し
て
の
人
間
が
可
視
化
さ
れ
社

会
制
度
も
変
化
す
る
こ
と
で
、
人
間
と
い
う
存
在
の
イ
メ
ー

ジ
が
更
新
さ
れ
人
間
と
世
界
と
の
関
わ
り
方
に
大
き
な
変
化

が
生
じ
る
可
能
性
を
展
望
と
し
て
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

■
授
業
の
展
開
例

　
本
教
材
の
読
解
に
際
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
事

例
を
挙
げ
つ
つ
実
感
を
伴
っ
た
丁
寧
な
内
容
理
解
が
必
要
と

な
ろ
う
。『
日
本
文
化
の
論
点
』
で
は
、
特
定
の
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
事
例
も
示
さ
れ
て
い
る

が
、
教
材
化
に
あ
た
り
割
愛
し
た
箇
所
も
あ
る
。
抽
象
的
な

議
論
の
箇
所
で
は
本
書
を
参
考
に
教
師
側
か
ら
事
例
を
提
示

し
た
り
、
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど
の
話
し
合
い
を
通
し
て
生
徒

側
か
ら
身
近
な
例
を
発
表
さ
せ
た
り
し
て
授
業
を
進
め
て
い

く
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
一
方
で
、
高
校
生
が
日
常
的
に
接

す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る

が
、
本
教
材
に
よ
っ
て
新
た
に
得
た
知
見
や
改
め
て
抱
い
た

疑
問
な
ど
、
筆
者
の
論
点
を
評
価
す
る
批
評
的
な
意
見
へ
と

導
く
授
業
も
想
定
で
き
よ
う
。
日
常
に
直
結
す
る
題
材
で
あ

る
と
同
時
に
未
知
の
論
点
に
接
続
す
る
内
容
で
あ
る
た
め
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
話
し
合
い
や
発
表
な
ど
、

発
展
的
な
学
習
に
も
極
め
て
有
効
な
教
材
で
あ
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
か
ら
二
〇
年
程
度
し
か
経
て
い

な
い
が
、
個
人
と
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
手
段
と
し
て
捉

え
る
筆
者
の
視
点
は
炯
眼
と
い
え
る
。「
中
動
態
」
と
い
う

人
間
観
は
、
生
徒
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
養
う

プ
ロ
セ
ス
に
も
接
続
し
、
か
つ
現
代
社
会
を
主
体
的
に
見
据

え
る
眼
を
も
養
う
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
タ
イ
プ
の
現
代
文
化

批
評
と
も
い
え
る
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
間
観
の
変
容
」

は
、
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
な
が
ら
自
己
と
世
界
と
の
関

係
性
に
改
め
て
自
覚
を
促
す
格
好
の
評
論
教
材
で
あ
る
。

髙た
か

橋は
し

龍た
つ

夫お

専
修
大
学
文
学
部
教
授

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
間
観
の
変
容
」

分
冊
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23 「現代文B」改訂版でこんな授業がしたい
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ユ
ー
モ
ア
を
味
わ
い
、
心
を
豊
か
に

髙た
か

草く
さ

真ま

知ち

子こ

麗
澤
大
学
・
麗
澤
中
学
高
等
学
校
講
師

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

１
又
吉
直
樹
が
教
科
書
に
載
る
と
い
う
こ
と

　
又
吉
直
樹
の
「
火
花
」
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
と
き
、
皆

さ
ん
は
ど
う
感
じ
ま
し
た
か
。「
お
笑
い
芸
人
に
話
題
作
り

で
賞
を
与
え
て
」と
批
判
し
た
人
も
い
た
で
し
ょ
う
。
で
も
、

一
方
で
「
又
吉
は
本
物
」
と
評
価
す
る
人
も
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。「
火
花
」は
、ふ
だ
ん
は
本
な
ど
読
ま
な
い
人
々
が
、

芸
人
又
吉
が
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
手
に
取
り
、
二
九
〇
万

部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
若
者
た
ち
の

挫
折
や
哀
感
を
リ
ア
ル
に
描
き
、
文
学
と
し
て
の
お
も
し
ろ

さ
が
、
本
を
読
ま
な
い
人
々
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
「
祖
母
が
笑
う
と
い
う
こ
と
」
も
ま
た
、
ふ
だ
ん
は

国
語
の
教
科
書
に
な
ど
興
味
を
持
た
な
い
生
徒
が
、
又
吉
が

書
い
た
と
い
う
こ
と
で
手
に
取
り
、
読
む
楽
し
さ
を
味
わ
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
、
採
録
し
ま
し
た
。

　
又
吉
（
僕
）
と
沖
縄
に
住
む
祖
母
と
の
交
流
が
、
ユ
ー
モ

ア
を
交
え
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
、
最
後
は
幸
せ
な
気
持
ち

に
な
れ
る
エ
ッ
セ
イ
で
す
。
沖
縄
の
青
い
空
と
白
い
雲
、
そ

れ
を
見
つ
め
る
又
吉
ら
し
き
人
物
と
お
ば
あ
の
イ
ラ
ス
ト

も
、イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
く
れ
ま
す
。
夏
休
み
前
に
読
む
と
、

気
分
も
盛
り
上
が
り
、
祖
父
母
や
親
戚
と
の
つ
な
が
り
に
思

い
を
は
せ
る
き
っ
か
け
に
な
る
で
し
ょ
う
。

２
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
表
現
を
楽
し
む

　
ま
ず
、
全
文
を
音
読
し
た
後
で
、
四
、
五
人
の
グ
ル
ー
プ

を
作
り
、
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
た
部
分
や
印
象
に
残
っ
た
表
現

に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。

　
笑
い
の
ツ
ボ
は
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
私
が
お
も
し

ろ
い
と
思
っ
た
の
は
、
幼
い
こ
ろ
、
虫
を
怖
が
っ
て
い
る
僕

に
祖
母
が
「
こ
の
家
に
い
る
生
き
物
は
、
全
部
お
じ
い
ち
ゃ

ん
（
す
で
に
他
界
）
だ
よ
。
ナ
オ
キ
を
見
に
く
る
ん
だ
よ
」

と
言
う
の
を
聞
き
、「
家
に
虫
が
二
匹
い
る
と
き
は
、
ど
の

よ
う
に
祖
父
が
配
分
さ
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
悩
ん
だ
」

と
い
う
と
こ
ろ
。
又
吉
の
独
特
の
感
性
や
屈
託
は
、
こ
ん
な

と
こ
ろ
に
も
由
来
し
て
い
た
の
か
と
思
い
、
笑
え
ま
す
。

　
ま
た
、
芥
川
賞
の
お
祝
い
に
、
親
戚
一
同
で
カ
チ
ャ
ー
シ

ー
と
い
う
沖
縄
の
踊
り
を
お
ど
っ
て
い
た
と
き
、
祖
母
の
手

つ
き
を
「
異
常
な
ほ
ど
キ
レ
が
あ
っ
て
美
し
か
っ
た
」
と
表

現
し
て
い
る
点
も
心
に
響
き
ま
し
た
。
九
十
歳
を
過
ぎ
た
祖

母
が
、
大
勢
の
子
供
や
孫
、
曾
孫
に
囲
ま
れ
、
キ
レ
キ
レ
の

踊
り
を
お
ど
る
姿
は
、
ま
さ
に
一
族
の
長
の
風
格
で
、「
祖

母
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
も
い
な

く
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
る
光
景
で
す
。
一
本
の

大
木
か
ら
大
き
な
枝
が
豊
か
に
広
が
っ
て
い
る
景
色
が
目
の

前
に
広
が
り
ま
し
た
。

３
気
に
入
っ
た
場
面
を
選
び
、グ
ル
ー
プ
で
群
読
す
る

　
僕
と
祖
母
の
掛
け
合
い
は
、
ま
る
で
コ
ン
ト
。
気
に
入
っ

た
場
面
を
グ
ル
ー
プ
で
選
び
、
僕
、
祖
母
、
親
戚
た
ち
、
地

の
文
を
分
担
し
、
場
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
よ
う
に
朗
読
し
ま

す
。
文
章
に
本
気
で
向
き
合
い
、
よ
り
深
い
鑑
賞
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
場
面
な
ど
い
か
が
で
す
か
。

　「
忙
し
い
だ
ろ
う
か
ら
、次
は
葬
式
ま
で
帰
っ
て
く
る
な
。

も
う
こ
れ
が
最
後
だ
か
ら
ね
。」
と
沖
縄
の
方
言
で
話
す
。

「
ま
た
、
く
る
よ
。」
と
い
う
僕
の
言
葉
を
親
戚
が
通
訳
の

よ
う
に
沖
縄
の
方
言
に
変
え
て
祖
母
の
耳
も
と
で
話
す
。

　
帰
り
際
、
祖
母
が
僕
に
「
早
く
結
婚
し
な
さ
い
。」
と
言

う
。「
相
手
お
ら
ん
ね
ん
。」
と
僕
は
答
え
る
。祖
母
は「
選

ぶ
か
ら
だ
よ
。」
と
言
う
。「
違
う
ね
ん
。
好
き
な
人
に
振

ら
れ
て
ん
。」
と
僕
は
答
え
る
。
親
戚
の
通
訳
を
介
さ
ず
に

交
わ
さ
れ
た
、
そ
の
会
話
を
聞
い
た
親
戚
た
ち
は
、
毎
度

の
ご
と
く
、「
ナ
オ
キ
！
　
沖
縄
の
方
言
わ
か
ら
ん
く
せ

に
！
」
と
言
っ
て
笑
う
の
だ
が
、
そ
の
直
後
に
、「
あ
れ
？

な
ん
で
、
お
ば
あ
耳
聞
こ
え
て
る
の
？
　
い
ま
普
通
に
話

し
て
た
よ
ね
？
」
と
気
づ
い
て
大
笑
い
に
な
っ
た
。

４�

タ
イ
ト
ル
の「
祖
母
が
笑
う
と
い
う
こ
と
」に
込
め
ら
れ

た
筆
者
の
思
い
と
は
？

　
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
問
い
か
け
は
、
答
え
に
く
く
て
生

徒
は
嫌
い
ま
す
が
、
で
も
大
丈
夫
。
答
え
は
最
後
の
文
章
に

明
確
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
祖
母
が
笑
う
こ
と

は
僕
が
笑
う
こ
と
で
あ
り
、
祖
母
の
幸
福
は
僕
の
幸
福
で
も

あ
る
。」
と
い
う
一
文
。
人
は
一
人
で
は
幸
せ
に
な
れ
な
い
、
み

ん
な
の
笑
顔
に
よ
っ
て
幸
せ
は
循
環
さ
れ
、
満
た
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
さ
す
が
芸
人
、
オ
チ
が
決
ま
っ
て

い
ま
す
ね
。

「
祖
母
が
笑
う
と
い
う
こ
と
」

新
編
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「高校生の７割以上が古典嫌い」といわれる現代、
どうしたら古典が本当に「わかる」ようになるのか。

古典の「おもしろさ」を伝えるには、何が必要なのか。
大修館の新しい「古典B」教科書は、その点を徹底的に考えました。

特集：「古典B」改訂版でこんな授業がしたい

古典B 改訂版
古文編 漢文編

分冊タイプの豊富な教材で文学史を網羅。大学入試まで見据えた
古典の読解力、理解力をしっかり身につけたい。

豊富な教材はそのままに、紙面レイアウトを見やすく一新。古典の
理解に役立つ新しい教材化・コラム・資料類を積極的
に盛り込みました。

言語活動で古典をもっとアクティブに！（西一夫）→p.26

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［古B 339］A5判・312ページ
［古B 340］A5判・182ページ

精選古典B 改訂版

精選された教材で古典の世界を俯瞰。古典への興味・理解に裏打ちされた真の読解力を、活動を通して育みたい。
紙面レイアウトを見やすく一新。古典の指導をアクティブにする言語活動や、古典の理解に役立つ新しい教材化・コラム・資料類を豊富に盛り込みました。

言語活動で古典をもっとアクティブに！（西一夫）→p.26

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［古B 341］A5判・392ページ

新編古典B 改訂版

古典に触れる楽しさ、古典の奥深さを、生徒にもっと身近に伝えた

い。古典の言葉・感覚を、今につながるものとして実感させたい。

古典の楽しさと奥深さが味わえる新教材を収録。特集ページやこと

わざ・故事成語に関わる付録も新設し、「古典と現代がリンクする教科書」を目指

しました。

安倍晴明から百鬼夜行へ（田口和夫）→p.28

漢文入門期における熟語の活用（渡辺雅之）→p.30

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

［古B 342］A5判・366ページ

３分でわかる！
大
修
館「古典Ｂ」改訂版
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言
語
活
動
で
、古
典
を
も
っ
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
！

西に
し

　
一か

ず

夫お

信
州
大
学
教
授

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

■
は
じ
め
に

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、学
習
活
動
に
「
言
語
活
動
」

（
資
料
）
が
設
定
さ
れ
、
次
期
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
学
校
・
中
学
校
の
全

国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
（
Ｂ
問
題
）
で
は
根
拠
や
立
場
を

明
確
に
し
な
が
ら
考
え
を
記
述
す
る
問
題
が
出
題
さ
れ
る
な

ど
、
学
習
形
態
の
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
典
学
習

に
お
い
て
も
、
従
来
の
よ
う
な
訓
詁
注
釈
に
と
ど
ま
ら
な
い

「
言
語
活
動
」
が
さ
ら
に
重
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

今
回
の
「
古
典
Ｂ
」
の
改
訂
で
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に

対
応
し
て
、
学
び
の
形
態
を
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
す
る
、
多
様
な

「
言
語
活
動
」を
取
り
入
れ
た
学
習
課
題
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

■
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
（
ア
）

　

こ
の
タ
イ
プ
の
「
言
語
活
動
」
と
し
て
は
、「『
古
今
異
義

語
辞
典
』
を
作
る
」
の
よ
う
な
課
題
を
設
け
ま
し
た
。『
枕

草
子
』
に
即
し
て
、「
め
で
た
し
」「
さ
ら
に
」
等
の
語
を
例

示
し
て
「
古
今
異
義
語
辞
典
」
を
作
る
手
順
を
具
体
的
に
示

し
た
も
の
で
す
が
、そ
れ
以
外
に
も
、既
習
の
重
要
単
語
「
あ

り
が
た
し
」「
や
が
て
」
等
を
加
え
て
語
数
の
確
保
が
で
き

ま
す
。
ま
た
「
青
春
」「
故
人
」「
遠
慮
」
等
の
漢
語
も
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
変
遷
を
知
る
「
言
語
活
動
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

■
「
読
み
比
べ
」
で
理
解
を
深
め
る
（
イ
）

　
『
伊
勢
物
語
』「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
」
は
、
簡
潔
な
散
文
と
和

歌
一
首
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
大
和
物
語
』
で
は
、
筋
立

て
た
歌
物
語
と
し
て
の
体
裁
が
あ
り
ま
す
。
和
歌
が
二
首
あ

る
こ
と
に
よ
る
物
語
の
構
成
の
相
違
や
共
通
す
る
和
歌
を
読

み
比
べ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
物
語
の
特
色
を
文
学
史

的
な
知
識
も
活
用
し
な
が
ら
、
項
目
立
て
を
し
て
報
告
す
る

「
言
語
活
動
」
で
教
材
へ
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

■
人
間
の
生
き
方
・
考
え
方
に
つ
い
て
話
し
合
う
（
ウ
）

　
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
ち
」
で
は
、
平
忠
度
が
都
落
ち

す
る
際
に
口
ず
さ
む
漢
詩
に
託
さ
れ
た
気
持
ち
を
考
え
る

「
言
語
活
動
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
詩
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
餞
別
」
に
採
録
さ
れ
、

渤
海
国
の
使
者
と
の

別
れ
を
悲
し
み
、
再

会
の
難
し
い
こ
と
を

述
べ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
古
典
の
一

節
を
引
用
す
る
こ
と

で
本
来
の
意
味
と
平

忠
度
が
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
で
口
ず
さ
む

の
か
と
を
対
照
し
ま

す
。
前
半
で
は
作
者

の
大
江
朝
綱
が
帰
国

す
る
使
者
の
長
旅
を

思
い
、
す
で
に
故
郷

へ
の
思
い
で
心
が
満

た
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
述
べ
ま
す
。
後
半

で
は
再
会
の
困
難
さ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
本
来
の
詩
句
と

『
平
家
物
語
』
の
詩
句
と
を
比
較
し
て
整
理
す
る
活
動
な
ど

は
、
引
用
の
効
果
を
考
え
る
学
習
に
な
り
ま
す
。
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
を
活
用
し
て
話
し
合
い
へ
展
開
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

■
課
題
探
究
─
─
「
古
典
探
究
」
に
向
け
て
（
エ
）

　

教
材
で
学
習
し
た
内
容
を
深
め
た
り
広
げ
た
り
す
る
た
め

に
、
発
展
的
な
課
題
を
設
定
し
た
「
言
語
活
動
」
が
あ
り
ま

す
。『
更
級
日
記
』に
設
定
さ
れ
た
コ
ラ
ム
型
の「
古
典
の『
夢
』

に
つ
い
て
調
べ
る
」
で
す
。
教
材
本
文
の
中
で
印
象
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
「
夢
」
の
描
写
を
手
掛
か
り
に
、
古
典
作
品

に
見
ら
れ
る
「
夢
」
の
表
現
を
調
べ
て
ま
と
め
る
学
習
で
す
。

現
在
で
も
「
夢
」
は
身
近
な
感
覚
で
す
が
、
古
典
世
界
と
現

代
で
の
共
通
点
や
相
違
点
を
知
る
こ
と
で
、
古
典
に
親
し
み

を
持
つ
契
機
と
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
「
月
」「
花
」「
露
」

な
ど
異
な
る
素
材
に
よ
る
探
究
学
習
も
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

教
科
書
内
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
「
言
語
活
動
」

を
活
用
し
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
古
典
の
授
業
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
言
語
活
動
」

精
選
・
分
冊

【資料】学習指導要領に示された「古典B」の言語活動例
ア　 辞書などを用いて古典の言葉と現代の言葉とを比較し、

その変遷などについて分かったことを報告すること。
イ　 同じ題材を取り上げた文章や同じ時代の文章などを読

み比べ、共通点や相違点などについて説明すること。
ウ　 古典に表れた人間の生き方や考え方などについて、文
章中の表現を根拠にして話し合うこと。

エ　 古典を読んで関心をもった事柄などについて課題を設
定し、様々な資料を調べ、その成果を発表したり文章
にまとめたりすること。
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安
倍
晴
明
か
ら
百
鬼
夜
行
へ

田た

口ぐ
ち

和か
ず

夫お

文
教
大
学
名
誉
教
授

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

　
『
新
編
古
典
Ｂ 

改
訂
版
』
の
新
教
材
「
安
倍
晴
明
と
百
鬼

夜
行
」（『
今
昔
物
語
集
』
p. 

14
）は
後
に
引
用
す
る
よ
う
に
、

幼
い
晴
明
が
師
の
賀
茂
忠
行
の
伴
を
し
て
い
た
夜
、
百
鬼
夜

行
に
出
会
う
話
で
、「
表
現
の
窓
１　

古
典
の
背
景
を
調
べ

る
」（
p. 

18
）と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
採
録
し
て
い
る
。

　

古
典
を
読
む
喜
び
は
「
発
見
」
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
遠
く
無
縁
で
あ
る
と
き
め
つ
け
て
い
た
時
代
に
、

現
代
と
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
た
人
が
い
た
、
そ
う
発
見
す

る
と
、
無
縁
に
見
え
て
い
た
そ
の
時
代
の
古
典
が
、
い
か
に

も
親
し
い
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど

で
は
な
く
て
も
、
分
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
い
た
言
葉

が
、
全
く
違
っ
た
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
、
と
い
う
「
発

見
」
で
も
、や
は
り
古
典
は
身
近
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
「
発
見
」
を
す
る
た
め
に
は
、
古
典
を
ど
の

よ
う
に
読
め
ば
い
い
の
か
。
こ
の
教
材
で
は
、
ま
ず
「
読
み
比

べ
」
に
よ
っ
て
、
古
典
を
「
読
む
」
方
法
に
触
れ
て
み
た
い
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
を
上
段
に
、
夢
枕
獏
『
陰
陽
師
』
を
下

段
に
、
内
容
が
対
照
で
き
る
よ
う
に
組
ん
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
先
に
『
陰
陽
師
』
を
読
み
た
い
。
夢
枕
の
文
章
は
『
今

昔
物
語
集
』
を
素
材
に
し
て
叙
述
し
て
い
る
と
分
か
る
よ
う

な
表
現
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
『
今
昔
』
を
読
め
ば
、
夢

枕
が
何
を
捨
て
、
何
を
補
っ
た
か
が
分
か
る
。
な
ぜ
そ
う
し

た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
、こ
の
場
合
、『
今
昔
』
の
「
発
見
」

に
繫
が
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
夢
枕
は
、
幼
い
晴
明
に
つ
い
て
『
今
昔
』
が
「
い

さ
さ
か
も
心
も
と
な
き
こ
と
な
か
り
け
る
」
と
す
る
の
を
捨

て
て
、「
特
殊
な
才
能
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
る
。
一
種
の
天

才
で
あ
っ
た
ら
し
い
」と
す
る
。
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
不
足
・

未
熟
な
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
『
今
昔
』
の
表
現
は
前
に
続

い
て
そ
の
ま
ま
完
結
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
夢
枕
の
方

は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

あ
と
の
叙
述
は
、
夢
枕
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
ら
を

補
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
師
の
忠
行
が
下し

も

渡わ
た
りに

夜や

行ぎ
ょ
う」

と
い
う

『
今
昔
』
の
素
っ
気
な
い
表
現
が
、
平
安
京
の
夜
の
出
来
事

と
し
て
実
感
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

「
怖
ろ
し
き
鬼
ど
も
」
が
見
え
た
と
き
、「
晴
明
こ
れ
を
見
て

驚
き
て
、
車
の
後
ろ
に
走
り
寄
り
て
」
を
、
夢
枕
は
「
晴
明

は
、
た
だ
ち
に
牛
車
の
窓
を
開
け
、『
忠
行
さ
ま

│
』
眠

っ
て
い
た
忠
行
を
起
こ
し
」
と
す
る
。
教
科
書
一
七
ペ
ー
ジ

に
載
せ
た
岡
野
玲
子
の
マ
ン
ガ
は
、
ま
さ
に
こ
の
場
面
を
絵

に
し
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
晴
明
は
車
の
後
ろ
の
御
簾
越

し
に
呼
び
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
は
岡
野
の
方
が
正
し
い
。
夢

枕
は
原
文
に
あ
る
「
車
の
後
ろ
」
を
見
落
と
し
、
牛
車
の
構

造
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
気
付
く
こ
と
も
一
つ

の
「
発
見
」
で
あ
る
。
夢
枕
は
岡
野
の
マ
ン
ガ
『
陰
陽
師
』

が
出
版
さ
れ
た
と
き
、
岡
野
の
考
証
の
す
ば
ら
し
さ
に
言
及

し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
岡
野
が
夢
枕
を
超
え
た
一
例
な
の
で

あ
る
。

　

こ
の
説
話
に
登
場
し
て
く
る
「
え
も
い
は
ず
怖
ろ
し
き
鬼

ど
も
」
は
「
百
鬼
夜
行
」
と
考
え
て
よ
い
。「
表
現
の
窓
１
」

に
記
し
た
よ
う
に
、『
大
鏡
』
の
藤
原
師
輔
伝
に
「
百
鬼
夜

行
に
あ
は
せ
た
ま
へ
る
は
」
と
し
て
、
師
輔
だ
け
が
見
る
こ

と
の
で
き
た
「
百
鬼
夜
行
」
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。『
宇

治
拾
遺
物
語
』
第
十
七
話
「
修
行
者
、百
鬼
夜
行
に
あ
ふ
事
」

に
は
「
夜
中
ば
か
り
」
に
「
人
百
人
ば
か
り
」「
目
一
つ
付

き
た
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
」
で
「
角
生
ひ
」
た
も
の
も
い
る
と

記
さ
れ
る
。
第
三
話
「
鬼
に
瘤
取
ら
る
る
事
」
に
お
い
て
翁

が
出
会
う
の
は
「
赤
き
色
に
は
青
き
物
を
着
、
黒
き
色
に
は

赤
き
物
を
た
ふ
さ
ぎ
に
か
き
」「
目
一
つ
あ
る
も
の
も
あ
り
、

口
な
き
も
の
な
ど
」「
百
人
ば
か
り
」
で
あ
っ
た
。『
今
昔
』

巻
十
四
第
四
十
二
話
「
尊
勝
陀
羅
尼
の
験
力
に
依
り
て
鬼
の

難
を
遁
る
る
語こ

と

」
は
藤
原
常
行
が
忌き

夜や

行
日
の
夜
、
神
泉
苑

の
北
門
で
多
く
の
鬼
に
出
会
う
話
で
あ
る
。
時
代
が
下
り
室

町
時
代
に
な
る
と
、
教
科
書
に
掲
出
し
た
真
珠
庵
本
『
百
鬼

夜
行
絵
巻
』
の
よ
う
に
古
道
具
の
精
霊
が
行
列
す
る
「
百
器

夜
行
」
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
「
表
現
の
窓
１
」
に
掲
載
し
た
岡
野
が
描
く
百
鬼
夜
行
は
、

そ
の
棟
梁
に
菅
原
道
真
の
怨
霊
を
据
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
岡
野
は
、
集
団
で
夜
行
す
る
以
外
は
特
に
目
的
の

な
い
ら
し
い
百
鬼
夜
行
に
、
政
治
的
な
意
味
を
加
え
た
。
平

安
時
代
に
戻
し
て
み
れ
ば
、
火
雷
神
と
な
っ
た
道
真
の
怨
霊

は
、
百
鬼
夜
行
の
棟
梁
と
し
て
こ
れ
以
上
な
い
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
二
つ
を
結
び
付
け
た
岡
野
の
才

覚
は
、
平
安
時
代
人
を
超
え
て
平
安
時
代
ら
し
さ
を
表
現
し

え
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
大
鏡
』
や
『
北
野
天
神

縁
起
』
を
調
べ
て
、こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

「
安
倍
晴
明
と
百
鬼
夜
行
」

新
編
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漢
文
入
門
期
に
お
け
る
熟
語
の
活
用

渡わ
た

辺な
べ

雅ま
さ

之ゆ
き

元
筑
波
大
附
属
高
等
学
校
教
諭

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

１　

熟
語
を
訓
読
す
る

　

漢
文
の
導
入
教
材
と
し
て
故
事
成
語
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
長
年
、
二
字
・
三
字
・

四
字
な
ど
の
熟
語
を
用
い
て
入
門
期
の
導
入
と
し
て
き
た
。

熟
語
を
訓
読
す
る
こ
と
で
、
漢
文
学
習
の
基
礎
を
理
解
す
る

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
い
き
な
り
訓
点
等
の
説
明
を
始
め
る

よ
り
も
、
訓
読
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
理
解
さ
せ
る

こ
と
を
重
視
し
た
い
。
文
で
は
な
い
の
で
、
取
っ
つ
き
や
す

い
の
が
利
点
で
あ
る
。
そ
の
熟
語
の
意
味
を
考
え
な
い
と
正

し
い
訓
読
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
の
が
効

果
的
な
の
で
あ
る
。

　

当
然
で
は
あ
る
が
、
生
徒
が
よ
く
知
っ
て
い
る
熟
語
を
例

に
挙
げ
る
の
が
よ
い
。
た
と
え
ば
二
字
の
熟
語
で
「
日
没
」。

生
徒
は
普
段
使
う
と
き
に
は
意
識
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
熟
語
の
構
造
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
登
山
」

を
「
山
に
登
る
」（
登ルレ

山ニ
）
と
読
む
よ
う
に
、「
日
没
」
も

読
ん
で
み
よ
う
、
と
問
い
か
け
る
。「
日
没し

ず

む
」
な
ど
と
読

む
者
が
多
い
。
彼
ら
は
「
没
」
が
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
る
。
し
か
し
「
没
」
は
、
日
本
語
の
訓
と
し
て
動
詞

で
は
読
め
な
い
。
そ
の
場
合
は
、動
詞
の
部
分
を
音
で
読
み
、

「
す
」「
ず
」
と
い
う
送
り
仮
名
を
付
け
、
サ
変
動
詞
と
し
て

読
め
ば
よ
い
。「
日
没
」
は
、「
日ひ

没ぼ
つ

す
」（
日
没ス）
と
読
む
。

同
時
に
「
日
」
と
「
没
」
が
主
語
と
述
語
の
関
係
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
理
解
さ
せ
る
と
よ
い
。

　

次
に
、「
無
知
」。
同
様
に
訓
読
せ
よ
と
指
示
す
る
と
、
大

半
の
生
徒
は
「
知し

ら
無な

い
」
と
読
む
。
こ
れ
で
は
訓
読
に
な

ら
な
い
の
で
、
何
と
読
め
ば
よ
い
か
を
考
え
さ
せ
る
。「
知

る
無
し
」（
無シレ

知ル）
あ
る
い
は
「
知
る
こ
と
無
し
」（
無シレ

知ル
コ
ト）

で
あ
る
。

　

続
い
て
「
救
急
」。「
キ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
シ
ャ
」
を
漢
字
で
書

け
と
言
う
と
、「
救
」
も
「
急
」
も
音
が
「
キ
ュ
ウ
」
な
の

で
迷
う
者
も
い
る
。「
緊
急
事
態
」
＝
「
急
」
を
「
救
」
う

車
で
あ
る
か
ら
、「
救
急
車
」（
救フレ

急ヲ

車
）
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
中
国
で
は
「
急
救
車
」
と
表
記
す
る
。
こ
れ
は

「
急
ぎ
救
ふ
車
」（
急ギ救フ車
）
で
、
日
本
語
と
は
意
味
が
異
な

る
の
で
あ
る
。

２　

四
字
熟
語
を
訓
読
す
る

　

四
字
熟
語
の
場
合
は
、
さ
ら
に
本
格
的
な
漢
文
訓
読
に
近

づ
く
。
た
と
え
ば
「
以
心
伝
心
」
の
学
習
は
効
果
的
で
あ
る
。

大
半
の
生
徒
が
「
心
を
以
て
心
を
伝
ふ
」
と
読
む
。
必
ず
し

も
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
も
っ
と
よ
い
読
み
が
あ

る
こ
と
を
示
す
。「
心
を
以
て
心
に
伝
ふ
」（
以テレ

心ヲ
伝フレ

心ニ
）

が
正
解
。
こ
の
読
み
が
優
れ
て
い
る
の
は
、二
字
目
の
「
心
」

と
四
字
目
の
「
心
」
が
完
全
に
別
人
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

表
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

同
じ
意
味
で
「
良
妻
賢
母
」
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
入
門
期

と
し
て
は
か
な
り
の
難
問
と
な
る
。
こ
れ
も
間
違
い
と
は
言

い
切
れ
な
い
が
、「
良
き
妻
、
賢
き
母
」
と
読
む
者
が
多
い
。

そ
こ
で
、「
以
心
伝
心
」
を
例
に
挙
げ
、こ
の
「
妻
」
と
「
母
」

の
関
係
は
と
問
う
。
な
か
な
か
正
解
に
は
到
ら
な
い
が
、「
良

き
妻
に
し
て
賢
き
母
な
り
」（
良キ
妻
賢キ
母ナ

リ）
と
読
む
の
が
、

「
妻
」
と
「
母
」
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
表

せ
る
点
で
優
れ
た
読
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ニ
シ
テ

　
「
不
即
不
離
」。熟
語
と
し
て
知
ら
な
い
者
も
多
い
が
、「
即
」

の
読
み
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。「
即
位
」
と
い
う
熟
語
を
手

が
か
り
と
す
る
。「
即
位
」
は
、「
位
に
即つ

く
」（
即クレ

位ニ）
で

あ
る
。「
即
か
ず
離
れ
ず
」（
不
レ

即カ
不
レ

離レ
）
と
訓
読
す
る
。

付
き
過
ぎ
ず
、
離
れ
過
ぎ
ず
の
微
妙
な
距
離
を
保
つ
意
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

さ
ら
に
上
級
の
熟
語
と
し
て
、
三
字
熟
語
の
「
未
曾
有
」

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
未
」
と
い
う
再
読
文
字
を
含
む
の
で
難

し
い
。「
曾
」
は
「
か
つ
て
」
と
訓
ず
る
。「
未い

ま

だ
曾か

つ

て
有あ

ら

ず
」（
未ダ二

曾テ有ラ一

）
＝
「
今
ま
で
に
あ
っ
た
た
め
し
が
な
い
」

で
あ
る
。

　

熟
語
を
訓
読
す
る
際
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
熟
語
の
意
味

を
よ
く
考
え
な
い
と
、
ふ
さ
わ
し
い
訓
読
が
得
ら
れ
な
い
。

意
味
が
理
解
で
き
れ
ば
、
自
信
を
持
っ
て
熟
語
を
使
用
で
き

る
よ
う
に
も
な
る
。
こ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
漢
文
訓
読

の
基
本
が
理
解
で
き
、
さ
ら
に
送
り
仮
名
の
重
要
性
な
ど
も

意
識
で
き
る
。
入
門
の
入
門
と
い
う
意
味
で
、
抵
抗
な
く
漢

文
の
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
す
る
に
は
最
適
の
方
法
だ

と
思
わ
れ
る
。

　
『
新
編
古
典
Ｂ 

改
訂
版
』
の
付
録
「
故
事
成
語
」
も
併
せ

て
活
用
し
て
、
生
徒
の
知
的
好
奇
心
を
大
い
に
刺
激
し
、
日

常
の
語
彙
を
増
や
す
指
導
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
漢
文
へ
の
招
待
」

新
編
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時
空
を
越
え
る
と
問
題
点
が
明
瞭
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
漱
石
の
文
明
批
評
は
今
も
健
在
で

す
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
自
分
の
問
題
と
し
て
捉

え
直
せ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。「
主
体

的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
し
た
い
も
の
で
す
。

　
「
現
代
日
本
の
開
化
」
は
、
明
治
四
四

（
一
九
一
一
）
年
の
講
演
を
も
と
に
し
た
文
章
で
、

当
時
の
人
は
聴
い
て
分
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
今

の
生
徒
に
は
、
言
語
的
抵
抗
が
大
き
い
部
分
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
難
解
語
彙
の
一
覧
を
解
説
付

き
で
生
徒
に
予
め
示
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
で
し

ょ
う
。
語
句
調
べ
を
す
る
ぶ
ん
他
の
調
べ
学
習
等

に
充
て
る
わ
け
で
す
。
詳
述
・
要
約
を
伴
う
精
読

を
四
・
五
頁
に
絞
り
、残
り
を
教
師
が
概
説
し
発
展

的
学
習
を
生
み
出
す
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

日
本
の
現
状
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
「
内
発

的
」
で
な
い
こ
と
は
、今
も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｉ
Ｔ
社
会
の
激
変
は
当
分
続
き
ま
す
。
明
治
の
激

変
の
時
と
似
て
い
ま
す
。「
内
発
・
外
発
」
を
テ
ー

マ
に
、
話
し
合
い
を
重
ね
た
り
、
小
論
文
を
書
い

た
り
す
る
と
思
考
が
深
ま
り
ま
す
。
そ
の
際
、
具

体
化
が
深
い
学
び
へ
の
突
破
口
と
な
り
ま
す
。
明

治
期
に
流
入
し
た
文
物
・
概
念
等
を
分
担
し
て
調

べ
現
代
と
の
繫
が
り
を
見
た
り
、
ス
マ
ホ
を
典
型

と
す
る
Ｉ
Ｔ
社
会
の
新
た
な
物
事
と
人
々
と
の
関

係
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
め
プ
レ
ゼ
ン
し
た
り
す

る
な
ど
し
て
、
状
況
と
「
内
発
」
と
の
関
わ
り
を

見
極
め
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、漱
石
の
他
の
講
演
、北
村
透
谷
「
漫
罵
」、

中
村
光
夫
「『
移
動
』
の
時
代
」、
森
本
哲
郎
「
漱

石
と
文
明
開
化
」（「
文
藝
春
秋
特
別
版　

夏
目
漱
石

と
明
治
日
本
」〈
二
〇
〇
四
〉）、加
藤
周
一
「
雑
種

文
化
」
な
ど
と
の
比
べ
読
み
は
問
題
点
を
現
在
に

引
き
付
け
ま
す
。
さ
ら
に
、
柄
谷
行
人
『
日
本
近

代
文
学
の
起
源
』
に
あ
る
「
風
景
」「
内
面
」「
病
」

「
児
童
」な
ど
を
も
日
本
近
代
の
問
題
と
捉
え
る
観

点
の
獲
得
は
、
課
題
の
広
が
り
を
示
唆
し
、
深
い

学
び
が
期
待
で
き
ま
す
。
漱
石
を
も
と
に
、
教
科

の
枠
を
越
え
て
、
私
た
ち
の
学
び
を
意
義
あ
る
も

の
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

宮城県・27才女性

夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」
は
ど
う
扱
う
か
？

　

今
年
は
漱
石
生
誕
一
五
〇
年
で
す
。
定
番
の
評
論
教
材
と
し
て
「
現

代
日
本
の
開
化
」
が
あ
り
ま
す
。
な
に
ぶ
ん
一
〇
〇
年
以
上
前
の
講
演

で
、
生
徒
と
し
て
も
時
代
の
ず
れ
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い

ま
す
し
、
こ
の
文
章
自
体
が
か
な
り
長
く
、
実
際
の
授
業
で
は
ど
の
よ

う
に
扱
う
か
い
つ
も
迷
い
ま
す
。「
今
」だ
か
ら
こ
そ
の
有
効
な
授
業
方

法
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
国
語
科
に
ま
つ
わ
る
疑
問
・
質
問
に
、

大
修
館
の
教
科
書
編
集
委
員
が
親
身
に
お
答
え
し
て
い
き

ま
す
。
ご
質
問
は
小
社
「
国
語
教
室
Ｑ
＆
Ａ
係
」
ま
で
。

　
新に

い

見み 

公き
み

康や
す

元
都
留
文
科
大
学
特
任
教
授
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おかげさまで、発行から大好評をいただいている大修館『国語表現』。
実際に授業で使用されている先生方から寄せられたご要望にお応えして、

わかりやすさ、使いやすさはそのままに、
さらに内容を充実、使い勝手をよくしました！

特集：進化した「国語表現」改訂版

国語表現 改訂版

・実社会で役に立つような、国語の基礎力を身につけさせたい。
・小論文や面接など、推薦入試や就職試験にも活かせる力をはぐくみたい。
・言葉遊びやポスター作り、朗読劇など、表現すること自体を楽しみたい。

大好評の内容はそのままに、実践的な問題を増補し、データ型小
論文やアクティブ・ラーニングに対応した内容を取り入れるなど、さらに使い勝手の
よい教科書に進化しました！

「話し合い・プレゼンテーションの土台づくり」
（初谷和行）→p.40

こんな指導に

ここを改訂！

関連記事

[国表307]　B5判　206ページ

国語の基礎力を
身につけられる

・クイズ形式で楽しく言葉の基本を学ぶ
教科書全体をとおして、問題を解きながら言葉の基本や単元の内容を学べる工夫をしました。さらに、「実践トレーニング」や「クイズで確認 間違えやすい言葉」も新設し、学習した内容＋αをゲーム感覚で復習できます。

・好評の小論文教材にデータ型小論文も登場
小論文の書き方を基本から丁寧に解説。このステップなら誰でも小論文が書ける！新設の単元２レッスン４「統計資料を読み取って書く」で、入試頻出のデータ型小論文を書くコツも学べます。

身につけた国語の力を
応用する

・アクティブ・ラーニングにも対応

単元６「会話・議論・発表」を強化し、グループワークの基礎やプレゼンテーショ

ンの進め方を明快に解説。巻末資料「話し合いのいろいろ」を新設し、「シンク・

ペア・シェア」「ワールドカフェ」など、協働学習の手法も解説しています。

・学習意欲を高める読み物・資料の充実

学習の参考や活動の動機付けとなる文章・資料を集めた「表現への扉」に、敬

語や手紙に関わる読み物を新掲載。芥川龍之介のラブレター、太宰治の懇願状な

ど、文豪の素顔もわかる資料「手紙のいろいろ」も新設しました。

ひと目でわかる！
大
修
館「国語表現」改訂版
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特集：進化した「国語表現」改訂版

話
し
合
い
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
土
台
づ
く
り

初は
つ

谷が
い

和か
ず

行ゆ
き

武
蔵
野
大
学
講
師

大
修
館
書
店
教
科
書
編
集
委
員

１　

は
じ
め
に

　

大
修
館
『
国
語
表
現 

改
訂
版
』
で
は
、
第
１
部
の
第
６

単
元
「
会
話
・
議
論
・
発
表
」
を
大
幅
に
増
補
し
ま
し
た
。

こ
こ
は
第
１
部
の
最
後
の
単
元
で
あ
り
、
本
単
元
の
各
レ
ッ

ス
ン
の
中
心
で
あ
る
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
ま
と
め

と
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
書
く
こ
と
」
と
し
て
の
ま
と
め
と

し
て
も
授
業
を
作
る
こ
と
が
可
能
で
す
。本
単
元
の
中
か
ら
、

レ
ッ
ス
ン
２
「
建
設
的
な
議
論
の
進
め
方
」
と
、
レ
ッ
ス
ン

３
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
」
を
と
り
あ
げ
て
、
ど

の
よ
う
な
授
業
が
で
き
る
か
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

２　

実
の
場
で
楽
し
み
な
が
ら
思
考
力
を
養
お
う

�

（
レ
ッ
ス
ン
２
「
建
設
的
な
議
論
の
進
め
方
」）

⑴
テ
ー
マ
設
定

　

授
業
者
が
こ
の
学
習
を
計
画
す
る
際
、
大
切
な
こ
と
の
一

つ
が
、
議
論
の
テ
ー
マ
設
定
で
す
。「
議
論
の
た
め
の
議
論
」

で
も
悪
く
な
い
で
す
が
、
例
え
ば
教
科
書
の
例
（「
文
化
祭

で
の
ク
ラ
ス
の
出
し
物
」）
の
よ
う
な
、
学
校
生
活
で
議
論

す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
な
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
の
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

⑵
学
習
の
進
め
方

　

文
化
祭
を
テ
ー
マ
に
し
た
よ
う
な
議
論
で
す
と
、「
特
別

活
動
」
の
Ｌ
Ｈ
Ｒ
と
大
差
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
危
惧
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
国
語
の
授
業
と
し
て
行
う
際

に
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

①
議
論
の
プ
ロ
セ
ス
の
確
認
に
時
間
を
割
く

　

議
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
参
加
者
に
充
足
感
や
納
得
感
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
議
論

に
す
る
た
め
に
、
議
論
の
過
程
、
議
論
の
人
数
（
小
グ
ル
ー

プ
・
全
体
）
な
ど
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
議
論
の
前
に
話
し

合
い
、確
認
し
合
っ
て
か
ら
議
論
に
入
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

②
議
論
（
検
討
）
の
観
点
を
明
確
に
す
る

　

例
え
ば
文
化
祭
で
あ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
の
出
し
物
と
し
て
成

し
遂
げ
た
い
姿
に
つ
い
て
共
通
理
解
し
た
上
で
、
出
し
物
を

検
討
す
る
と
き
際
の
観
点
を
想
定
す
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ

う
。
こ
れ
は
③
に
述
べ
る
論
拠
の
妥
当
性
に
繫
が
る
こ
と
で

す
。

③
論
拠
や
構
成
員
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る

　

Ｌ
Ｈ
Ｒ
で
の
話
し
合
い
で
す
と
、
出
し
物
の
内
容
を
挙
げ

た
上
で
、「
私
が
や
り
た
い
も
の
」「
私
た
ち
が
面
白
そ
う
な

も
の
」
と
い
よ
う
な
視
点
で
多
数
決
を
行
う
こ
と
が
一
般
的

だ
と
思
い
ま
す
。
国
語
の
授
業
と
し
て
行
う
際
に
は
、
②
で

検
討
し
た
目
的
や
検
討
の
観
点
を
も
と
に
、
明
確
な
論
拠
を

交
え
て
候
補
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
せ
た
い
も
の

で
す
。
ま
た
、
検
討
の
際
に
は
、
よ
り
多
角
的
な
視
点
で
検

討
す
る
こ
と
を
促
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
少
数
の

意
見
な
ど
で
も
目
的
に
合
致
し
た
考
え
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

合
意
し
て
い
く
内
容
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
か
な
ど
の

検
討
も
行
い
、
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
の
よ
り
多
く
の
人
が
納

得
す
る
結
論
を
導
く
よ
う
な
指
導
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

④
話
し
合
い
の
手
法
や
整
理
の
手
法
を
利
用
す
る

　

本
教
科
書
末
尾
の
付
録
に
は
、「
話
し
合
い
の
い
ろ
い
ろ
」

（
p. 

188
）
や
「
発
想
法
の
い
ろ
い
ろ
」（
p. 

189
）
が
あ
り
ま
す
。

レ
ッ
ス
ン
２
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ

以
外
に
も
、
付
録
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ

ン
を
利
用
し
て
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
っ
た
り
、
出
て
き
た

ア
イ
デ
ィ
ア
を
Ｋ
Ｊ
法
で
整
理
し
た
り
、
決
ま
っ
た
出
し
物

に
つ
い
て
効
率
的
に
準
備
す
る
た
め
に
ツ
リ
ー
図
で
組
織
図

を
作
成
し
た
り
す
る
な
ど
、
様
々
な
話
し
合
い
の
手
法
、
思

考
法
・
整
理
法
を
用
い
る
と
、
更
な
る
学
び
に
つ
な
が
る
で

し
ょ
う
。

３　

実
践
的
な
表
現
力
を
養
お
う

�

（
レ
ッ
ス
ン
３
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
」）

⑴
本
単
元
の
特
徴

　

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
実
は
国
語
科
よ
り

も
情
報
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
、
他
の
教
科
等
で

行
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
意
味
で
も
、
社
会
に
出
て
か
ら
を
想
定
し
て
も
、
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
扱
う
こ
と
は
実
践
的
な
学
習
で
あ
る
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。
他
教
科
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
の
使
い
方
な
ど
に
重
き
が
置
か
れ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
国
語
科
の
学
習
で
は
、
言
葉
の
学
習
と
し

て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
会
話
・
議
論
・
発
表
」

国
語
表
現
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本
レ
ッ
ス
ン
で
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
言
葉

を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
効
果
的
に
伝
え
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
そ
の
計
画
、
準
備
、
発
表
の
過
程
に
つ
い
て
一
つ
一
つ

確
実
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
他
の
レ
ッ
ス
ン
と
の
関
連
や
往
還
を

　

本
レ
ッ
ス
ン
は
、
他
の
多
く
の
レ
ッ
ス
ン
と
関
連
し
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
・
構
成
に
関
し

て
は
、
第
１
部
の
第
２
単
元
「
小
論
文
・
レ
ポ
ー
ト
入
門
」

の
レ
ッ
ス
ン
６
「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
」
と
関
連
す
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
レ
ッ
ス
ン
６
で
は
、
レ
ポ
ー
ト
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
、
調
査
の
仕
方
、
構
成
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
準
備
段

階
で
、
調
査
方
法
を
検
討
し
た
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

の
構
成
を
考
え
た
り
す
る
際
に
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
レ
ッ
ス
ン
６
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
上
で
、
そ
の
内
容

を
も
と
に
本
レ
ッ
ス
ン
を
行
っ
た
り
、
そ
の
逆
を
行
っ
た
り

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
と
い
う
側
面
に
焦
点
を
当
て

る
と
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
分
か
り
や
す

い
話
し
方
や
、
聞
き
手
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
話
し
方
も
求

め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
点
で
は
、
第
１
部
の
第
３
単
元

「
自
己
Ｐ
Ｒ
と
面
接
」の
レ
ッ
ス
ン
２「
効
果
的
な
自
己
Ｐ
Ｒ
」

や
レ
ッ
ス
ン
５
「
面
接
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」、
第
５
単
元
の
レ

ッ
ス
ン
３
「
シ
ョ
ー
ト
ス
ピ
ー
チ
を
し
よ
う
」、
第
６
単
元

の
レ
ッ
ス
ン
２
「
建
設
的
な
議
論
の
進
め
方
」、第
２
部
「
演

説
合
戦
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
と
い
っ
た
学
習
に
も
関
連
す
る
で

し
ょ
う
。

４　

お
わ
り
に

　

現
在
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。「
国
語
表
現
」
は
、
改
訂
の
方
向
性
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
、
資
質
・
能
力
の
育
成
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う

な
科
目
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
『
国
語
表
現 

改
訂
版
』

は
、
次
期
指
導
要
領
の
中
心
の
一
つ
で
あ
ろ
う
「
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
）」
が

自
然
に
行
え
る
よ
う
な
作
り
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
ご

活
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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■
懐
か
し
の
「
盆
土
産
」

こ
の
春
、
今
ま
で
慣
れ
親
し
ん
だ
高
校
の
環
境

を
離
れ
て
、
新
し
く
中
学
校
の
世
界
に
飛
び
込
む

こ
と
に
な
っ
た
。
中
学
校
で
の
生
活
も
何
日
か
過

ぎ
た
の
だ
が
、
や
は
り
高
校
の
シ
ス
テ
ム
と
は
多

く
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
現
在
の
環
境

に
慣
れ
る
た
め
に
日
々
奮
闘
し
て
い
る
。し
か
し
、

そ
れ
で
も
生
徒
へ
の
関
わ
り
や
教
科
の
指
導
の
ポ

イ
ン
ト
な
ど
、
共
通
し
て
い
る
点
も
多
い
よ
う
に

感
じ
て
い
る
。

中
学
校
に
赴
任
し
て
み
る
と
、（
高
校
の
時
に
も

感
じ
た
が
）
や
は
り
な
ん
と
も
い
え
な
い
懐
か
し

さ
が
こ
み
上
げ
て
く
る
。
目
の
前
の
生
徒
た
ち
を

眺
め
な
が
ら
、
自
分
の
中
学
時
代
の
思
い
出
が
ま

ざ
ま
ざ
と
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
授
業
や
合
唱
コ

ン
ク
ー
ル
等
の
行
事
、
部
活
動
や
、
そ
の
時
仲
が

よ
か
っ
た
友
人
や
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
方
な

ど
。
感
傷
に
浸
り
な
が
ら
も
、
生
徒
た
ち
を
指
導

し
て
い
る
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
私
は
新
学
期
に

教
科
書
を
も
ら
う
と
、
ま
ず
初
め
に
教
科
書
に
載

っ
て
い
る
全
て
の
話
を
読
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
生

徒
だ
っ
た
。
あ
ま
り
図
書
室
に
は
よ
ら
ず
、
だ
い

た
い
の
休
み
時
間
は
友
人
と
遊
び
回
っ
て
い
た
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
の
だ
が
、
四
月
の
時
期
は

別
で
、
教
室
で
黙
々
と
教
科
書
を
読
ん
で
い
た
の

を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
中
学
時
代

の
教
科
書
で
読
ん
だ
話
の
中
で
も
、
特
に
印
象
深

く
、
未
だ
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
三
浦
哲
郎
さ
ん
作
の
「
盆
土
産
」
だ
。

当
時
、
こ
の
話
の
主
人
公
の
よ
う
に
父
が
単
身

赴
任
で
東
京
に
出
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
初
め

て
こ
の
話
を
読
ん
だ
と
き
に
、
こ
の
話
の
主
人
公

に
ひ
ど
く
共
感
し
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

私
の
父
親
は
、
作
中
の
父
親
よ
り
頻
繁
に
帰
っ
て

き
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
も
父
親
に
会
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
基
本
的
に
週
末
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

も
毎
週
で
は
な
く
、
父
親
と
久
し
ぶ
り
に
会
う
こ

と
が
で
き
る
の
を
毎
回
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
た

だ
、
あ
ま
り
家
族
で
外
出
を
し
た
記
憶
が
な
く
、

部
活
動
も
あ
り
な
か
な
か
一
緒
な
時
間
を
過
ご
せ

な
か
っ
た
こ
と
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
父
親
が

帰
っ
て
来
る
と
き
に
、
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
お
土

産
の
こ
と
も
、楽
し
み
に
し
て
い
た
。
決
し
て「
え

ん
び
フ
ラ
イ
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
で
も
有

名
な
お
土
産
品
や
お
菓
子
だ
っ
た
の
で
と
て
も
喜

ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
。

今
で
も
、
父
親
と
話
を
す
る
と
き
に
、
そ
の
時

の
思
い
出
と
と
も
に
、「
盆
土
産
」
の
話
が
思
い
出

さ
れ
る
。
こ
の
年
に
な
っ
て
も
、
思
い
出
さ
れ
る

の
だ
か
ら
、
教
科
書
と
い
う
の
は
偉
大
だ
と
思
う
。

読
ん
で
き
た
本
、

読
ん
で
ほ
し
い
本

松ま
つ

本も
と 

真ま
さ

輝き

鯖
江
市
東
陽
中
学
校

⑪

本コーナーでは、毎回、全国のさ
まざまな先生方よりオススメの本
をご紹介いただきます。

※ 『
冬
の
雁
』
に
は
、「
盆
土
産
」
を
は
じ
め

十
七
篇
の
小
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。



44国語教室　第 105 号　2017 年 5 月45 〈座談会〉大修館「国語総合」で主体的な学びを

〈座談会〉大修館「国語総合」で主体的な学びを

『国語総合 改訂版 現代文編 
古典編』（国総 344・345）

『新編国語総合
改訂版』（国総 347）

『精選国語総合
新訂版』（国総 346）

分
…『
国
語
総
合 

改
訂
版 

現
代
文
編
・
古
典
編
』　
精
…『
精
選
国
語
総
合 

新
訂
版
』　
新
…『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
』

ち
ん
と
示
す
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
も

多
い
の
で
、練
習
に
な
っ
て
い
い
で
す
よ
ね
。

下
西　

理
由
と
し
て
「
な
ん
と
な
く
」
は
禁

止
、
と
い
う
の
は
伝
え
ま
す
ね
。

藤
井　

本
文
に
基
づ
い
て
き
ち
ん
と
読
む
、

と
い
う
の
は
大
切
で
す
よ
ね
。

　

私
は
学
期
の
始
め
に
必
ず
「
ル
ー
ル
を
明

確
に
し
て
対
話
を
す
る
」
と
い
う
の
を
や
っ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
教
科
書
の
最
初
の
ほ

う
に「
尋
ね
あ
い
」（
精
p. 

19
）と「
自
由
な
主

体
に
必
要
な『
尋
ね
あ
い
』」（
分
p. 

26
）
と
い

う
教
材
が
あ
り
ま
す
。「
受
容
的
な
雰
囲
気
の

中
で
伝
え
る
」「
思
い
を
丁
寧
に
確
か
め
合
う

の
は
大
切
」
と
い
う
主
旨
の
も
の
で
、
こ
れ

を
紹
介
し
な
が
ら
、
他
人
を
む
や
み
に
攻
撃

し
た
り
、
意
見
を
馬
鹿
に
し
た
り
す
る
の
は

止
め
よ
う
ね
、
と
い
う
ル
ー
ル
を
伝
え
て
傾

聴
の
練
習
を
さ
せ
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で

生
徒
は
安
心
で
き
る
の
で
、
そ
の
後
の
対
話

の
授
業
も
続
け
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

授
業
の
ル
ー
ル
作
り

─
─
「
国
語
総
合
」
の
改
訂
版
が
今
年
の
四
月
か

ら
使
用
開
始
に
な
り
ま
し
た
。「
国
語
総
合
」
は
、

一
年
生
の
必
修
科
目
で
す
が
、
先
生
方
は
、
一
年

生
の
最
初
の
授
業
で
行
っ
て
い
る
こ
と
、
注
意
し

て
い
る
こ
と
な
ど
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

初
谷　

私
が
高
校
の
現
場
に
い
た
頃
は
、
最

初
に
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
と
し
て
、
四
〜
六
人

の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
み
ん
な
の
共
通
点

を
見
つ
け
る
活
動
を
や
り
ま
し
た
。
共
通
点

と
い
っ
て
も
、
め
が
ね
を
か
け
て
い
る
、
と

い
う
よ
う
な
見
た
目
な
ど
で
は
な
く
、
意
外

性
の
あ
る
も
の
を
見
つ
け
る
よ
う
に
促
し
ま

す
。外
見
以
外
の
共
通
点
を
探
す
た
め
に
は
、

お
互
い
に
自
分
の
こ
と
を
話
さ
な
い
と
い
け

な
い
の
で
盛
り
上
が
り
ま
す
し
、
グ
ル
ー
プ

内
で
盛
り
上
げ
役
に
な
り
そ
う
な
生
徒
や
、

輪
の
中
に
入
り
に
く
そ
う
な
生
徒
な
ど
が
わ

か
る
の
で
、
教
師
に
と
っ
て
も
新
年
度
の
導

入
に
は
よ
い
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。
大
人
向

け
の
講
習
で
講
師
を
や
る
と
き
に
も
こ
の
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

下
西　

私
は
、四
人
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て「
問

答
ゲ
ー
ム
」
を
や
り
ま
す
。
自
分
の
意
見
を

言
う
と
き
に
、
そ
の
理
由
を
必
ず
つ
け
る
。

相
手
に
絶
対
に
突
っ
込
ま
れ
な
い
理
由
を
噓

で
も
い
い
か
ら
つ
け
な
さ
い
と
い
う
も
の
で

す
。
例
え
ば
、
ピ
ー
マ
ン
が
好
き
だ
と
い
う

こ
と
に
し
て
、そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
、

と
か
。

　

こ
の
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
を
通
し
て
、
論
理

と
は
、
相
手
が
納
得
す
る
理
由
を
ち
ゃ
ん
と

述
べ
ら
れ
る
こ
と
な
ん
だ
よ
、
国
語
と
い
う

の
は
論
理
的
に
考
え
て
い
く
教
科
な
ん
だ

よ
、と
い
う
こ
と
が
最
初
に
説
明
で
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
始
ま
る
国
語
の
授
業
の
ル
ー
ル
紹

介
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

藤
井　

そ
れ
は
私
も
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
自
分
の
意
見
と
そ
の
理
由
や
根
拠
を
き

清
一
の
教
材
が
多
い
で
す
ね
。
ま
ず
は
ル
ー

ル
な
ど
は
関
係
な
く
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

な
ど
の
話
題
を
「
自
分
は
ど
う
思
う
か
」
と

い
う
観
点
か
ら
、
読
ん
だ
り
話
し
た
り
さ
せ

て
、
そ
こ
か
ら
本
文
の
読
解
に
入
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。い
ろ
い
ろ
起
き
ま
す
が
、徐
々

に
生
徒
た
ち
も
学
ん
で
い
き
ま
す
。

─
─
導
入
に
あ
た
っ
て
、
話
し
合
い
の
ル
ー
ル
を

示
す
先
生
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
が
、

『
言
語
活
動
編
』で「
対
話
か
ら
は
じ
め
よ
う
」（
新

・
精
）の
指
導
案
を
執
筆
さ
れ
た
塗
田
先
生
は
、ど

の
よ
う
な
授
業
始
め
を
さ
れ
ま
す
か
。

塗
田　
『
言
語
活
動
編
』
に
は
、私
の
実
践
を

書
い
て
い
ま
す
。
勤
務
校
で
は
、
授
業
開
始

前
に
、
新
入
生
交
流
行
事
が
あ
り
、
あ
る
程

度
雰
囲
気
が
で
き
て
い
る
の
と
、
自
己
紹
介

は
何
度
も
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
、
趣
向
を
変
え
て
み
ま
し
た
。
対
話
を
す

る
際
に
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
伝
え
る
よ
り

も
、
お
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
尋
ね
あ
う
方

が
、
工
夫
し
て
聞
い
た
り
話
し
た
り
す
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
二
人
組
で
お
互
い
に

相
手
の
こ
と
を
質
問
し
あ
っ
て
、
そ
の
結
果

を
発
表
さ
せ
ま
す
。

　

国
語
で
も
、
前
に
立
っ
て
発
表
す
る
こ
と

下
西　

ル
ー
ル
は
大
切
で
す
よ
ね
。
私
も
、

「
意
見
は
理
由
ま
で
含
め
て
言
う
」「
笑
顔
で

最
後
ま
で
聞
く
」「
意
見
で
は
な
く
理
由
を
否

定
す
る
」
の
三
つ
は
徹
底
さ
せ
ま
す
。

永
田　

最
低
限
の
ル
ー
ル
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
安
心
し
て
自
由
に
発
想
や
発
言
が
で
き

ま
す
よ
ね
。
私
も
最
初
の
授
業
で
は
、
フ
ィ

ー
リ
ン
グ
よ
り
も
「
型
」
と
い
う
か
、
ル
ー

ル
や
論
理
な
ど
を
意
識
し
て
読
む
と
い
う
こ

と
を
伝
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

大
井　

私
は
反
対
に
、
最
初
は
そ
う
い
っ
た

ル
ー
ル
を
確
認
し
な
い
で
、
痛
い
目
に
あ
っ

て
も
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た

ち
で
「
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
は
ダ
メ
」

と
気
づ
く
、
あ
る
い
は
、
教
師
が
「
そ
れ
は

本
文
の
ど
こ
か
ら
読
ん
だ
の
？
」
と
ひ
た
す

ら
聞
く
と
か
、
徹
底
し
て
気
づ
か
せ
ま
す
。

　

現
在
の
勤
務
校
は
中
高
一
貫
校
な
の
で
、

人
間
関
係
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
中

学
の
卒
業
式
も
な
く
、
高
校
生
に
な
っ
た
実

感
が
な
い
。
で
も
、
教
科
書
教
材
の
抽
象
度

は
高
校
で
一
気
に
上
が
っ
て
し
ま
う
の
で
、

そ
れ
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
に
も
、
哲
学
的
な

教
材
を
最
初
に
取
り
上
げ
ま
す
。「
他
者
を
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
」（
分
p. 

56
）
な
ど
鷲
田

大
井
和
彦
　
下
西
美
穂
　
永
田
里
美
　
塗
田
佳
枝
　
初
谷
和
行
　
藤
井
ゆ
き 

司
会
：
編
集
部

国
語
総
合
の
改
訂
版
が
、今
年
四
月
か
ら
使
用
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

大
修
館
書
店
の『
国
語
総
合 

改
訂
版
　
現
代
文
編・古
文
編
』（
344・345
／
以
下
分
）、

『
精
選
国
語
総
合 

新
訂
版
』（
346
／
以
下
精
）、『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
』（
347
／
以
下
新
）は

ど
の
よ
う
な
内
容
で
、教
科
書
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
授
業
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

新
た
に
指
導
資
料
セ
ッ
ト
に
加
わ
っ
た
、『
指
導
資
料 

言
語
活
動
編
』の
執
筆
者
に
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〈
座
談
会
〉大
修
館「
国
語
総
合
」で
主
体
的
な
学
び
を

初谷和行
（はつがい　かずゆき）
武蔵野大学講師
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〈座談会〉大修館「国語総合」で主体的な学びを

『国語総合 改訂版 現代文編 
古典編』（国総 344・345）

『新編国語総合
改訂版』（国総 347）

『精選国語総合
新訂版』（国総 346）

分
…『
国
語
総
合 

改
訂
版 

現
代
文
編
・
古
典
編
』　
精
…『
精
選
国
語
総
合 

新
訂
版
』　
新
…『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
』

「
方
言
の
時
代
」（
分
p. 

95
）
の
『
言
語
活
動

編
』
を
執
筆
し
ま
し
た
。
こ
の
教
材
を
、
言

語
や
身
体
性
に
つ
い
て
扱
っ
た
「
言
葉
に
つ

い
て
の
新
し
い
認
識
」（
分
p. 

86
）「
他
者
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
」（
分
p. 

56
）「
意
味

と
身
体
」（
分
p. 

138
）
の
四
作
品
と
組
み
合
わ

せ
て
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
使
っ
て
読
む
と
い
う

提
案
を
し
て
い
ま
す
。

─
─
か
な
り
壮
大
な
プ
ラ
ン
に
な
り
ま
す
ね
。

大
井　

そ
う
で
す
ね
。
時
間
の
制
約
も
あ
る

の
で
、「
方
言
の
時
代
」
と
「
言
葉
に
つ
い
て

の
新
し
い
認
識
」
の
二
つ
で
行
っ
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
。「
方
言
の
時
代
」
は
、自
分
の

気
持
ち
が
乗
っ
た
言
葉
と
し
て
の
方
言
と
、

規
範
的
な
意
味
の
言
語
と
し
て
の
共
通
語
が

比
較
さ
れ
て
い
た
の
で
、
身
体
論
や
他
者
理

解
に
つ
い
て
の
話
を
く
っ
つ
け
る
と
面
白
い

と
思
う
ん
で
す
。
地
元
の
方
言
を
調
べ
る
の

は
東
京
な
ど
で
は
難
し
い
だ
ろ
う
し
。

藤
井　

作
品
を
組
み
合
わ
せ
て
比
較
す
る
の

は
、
深
ま
り
が
出
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

大
井　

頭
の
中
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
感
覚

に
し
っ
く
り
く
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
話

が
で
き
る
と
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
「
人
生
は
『
動
詞
』
で
変

が
あ
る
こ
と
を
覚
悟
さ
せ
る
た
め
に
も
、
教

室
の
前
や
壁
際
に
二
人
で
立
っ
て
発
表
さ
せ

て
い
ま
す
。
発
表
の
間
、
発
表
者
が
気
持
ち

よ
く
話
せ
る
よ
う
に
、周
り
の
生
徒
た
ち
は
、

聞
き
な
が
ら
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
す
る
よ
う
に

伝
え
ま
す
。
笑
っ
て
う
な
ず
く
、
で
も
い
い

で
す
し
、
言
葉
を
は
さ
ん
で
も
い
い
。
そ
う

す
る
と
、こ
の
生
徒
は
結
構
調
子
が
い
い
な
、

な
ど
と
わ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す（
笑
）。
ど

う
し
て
も
ぎ
こ
ち
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
「
こ
こ
は
気
を
つ
け
た
ほ
う
が

い
い
」
と
全
体
の
前
で
伝
え
ま
す
。

永
田　

国
語
は
対
話
と
い
う
も
の
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
た
め
に
「
聞
く
」

「
傾
聴
す
る
」と
い
う
こ
と
を
授
業
の
導
入
に

取
り
入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
素
敵
で
す
。

生
徒
の
段
階
に
合
わ
せ
て
選
べ
る
教
材

─
─
大
修
館
「
国
語
総
合
」
三
点
の
目
次
を
ご
覧

に
な
っ
て
ご
興
味
が
あ
る
教
材
、
必
ず
教
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
教
材
な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

藤
井　

前
任
校
で
は
、
進
路
と
し
て
就
職
を

選
択
す
る
生
徒
や
、
働
き
な
が
ら
通
っ
て
い

る
生
徒
も
い
た
の
で
、「
何
の
た
め
に
『
働

く
』
の
か
」（
新
p. 

196
）
は
必
ず
教
え
て
い
ま

し
た
。「
働
く
」
こ
と
が
身
近
な
生
徒
に
は
、

内
容
が
響
く
よ
う
で
す
ね
。
他
の
教
材
も
よ

く
考
え
て
選
ば
れ
て
い
て
、
生
徒
の
発
達
段

階
や
学
ぶ
時
期
の
影
響
を
意
識
し
て
配
置
し

て
あ
る
の
で
、
生
徒
も
自
分
で
考
え
て
、
思

考
を
深
め
て
い
け
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

大
井　

私
も
以
前
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新

が
三
冊
の
中
で
は
一
番
構
成
や
内
容
に
つ
い

て
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
労

働
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
ず
っ
と
載
っ
て
い
ま

す
よ
ね
。

「
こ
と
ば
」
に
着
目
す
る
教
材

下
西　

私
は
「
言
語
に
つ
い
て
の
新
し
い
認

識
」（
精
・
分
）
が
好
き
で
使
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
文
章
を
読
む
こ
と
で
、
生
徒
の
言
葉
に

つ
い
て
の
認
識
が
崩
れ
て
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ

フ
ト
み
た
い
な
こ
と
が
起
こ
る
ん
で
す
。
こ

の
教
材
か
ら
言
葉
の
面
白
さ
に
は
ま
っ
た
生

徒
が
い
て
、「
他
に
面
白
い
本
は
な
い
で
す

か
」
と
聞
い
て
き
た
り
す
る
。
教
科
「
国
語
」

で
は
な
く
、「
言
葉
」
と
い
う
も
の
の
面
白
さ

に
気
づ
い
て
も
ら
う
、
そ
の
入
門
と
し
て
、

よ
い
教
材
だ
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、新
教
材
の
「『
方
言

コ
ス
プ
レ
』
現
象
」（
精
p. 

169
）
も
面
白
い
で

す
ね
。
ど
う
い
う
言
葉
（
方
言
）
を
使
う
か

で
、
自
分
の
立
場
を
示
す
。
同
じ
内
容
を
伝

え
る
の
で
も
違
い
が
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
を

生
徒
に
考
え
さ
せ
た
り
、「
豊
か
な
言
語
活
動

の
た
め
に
①
」（
精
p. 

224
）
の
意
図
や
文
脈
に

応
じ
て
適
切
な
語
を
選
ぶ
と
い
う
内
容
に
つ

な
げ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
広
げ
方
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
辞
書
作
り
（「
国
語
辞
典
を
作
ろ

う
」（
精
p. 

172
））
も
面
白
そ
う
で
す
。

─
─
「『
方
言
コ
ス
プ
レ
』
現
象
」
は
永
田
先
生

が
『
言
語
活
動
編
』
を
ご
執
筆
く
だ
さ
い
ま
し
た

が
、
い
か
が
で
す
か
。

永
田　
「『
方
言
コ
ス
プ
レ
』
現
象
」
は
、
文

中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

「
打
ち
こ
と
ば
」
で
目
に
す
る
こ
と
が
多
く
、

高
校
生
に
は
身
近
な
内
容
で
す
。
言
語
の
機

能
や
働
き
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
気
づ
き
が

あ
り
、
発
展
が
期
待
で
き
る
教
材
で
す
。

大
井　

言
語
が
テ
ー
マ
の
教
材
で
は
、私
は
、

想
で
は
な
く
、
構
成
や
文
体
、
表
現
の
効
果

な
ど
を
根
拠
に
し
て
説
得
力
の
あ
る
内
容
を

意
識
し
て
文
章
に
ま
と
め
る
と
い
う
活
動
で

す
。「
水
の
東
西
」
で
も
、よ
く
あ
る
「
対
比

的
に
書
け
て
い
て
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
内

容
で
は
な
く
、
構
成
や
表
現
な
ど
で
観
点
を

分
け
て
「
構
成
は
こ
こ
が
い
い
け
ど
、
客
観

性
で
は
こ
う
だ
ね
」
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に

考
え
さ
せ
、ま
と
め
る
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。

下
西　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
語
教
育
で
す
ね
。

最
終
的
に
は
そ
こ
ま
で
で
き
る
力
を
つ
け
て

ほ
し
い
で
す
。「
水
の
東
西
」は
構
造
と
し
て

は
わ
か
り
や
す
い
け
れ
ど
、
考
え
方
と
し
て

は
文
化
を
東
西
で
分
け
て
し
ま
う
少
し
古
い

も
の
か
も
し
れ
な
い
ね
、
と
い
っ
た
批
評
の

目
で
、
新
し
い
本
を
読
ま
せ
て
何
か
を
書
か

せ
る
と
い
う
の
は
面
白
い
使
い
方
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

永
田　

コ
ラ
ム
「
広
が
る
読
書
、
広
が
る
世

界
」（
精
）
は
教
材
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
解
説

に
加
え
て
、
同
じ
テ
ー
マ
の
読
書
案
内
も
あ

る
の
で
、そ
う
し
た
活
動
に
使
え
そ
う
で
す
ね
。

「
夢
十
夜
」
の
「
夜
」
を
比
較
す
る

─
─
作
品
を
比
較
す
る
授
業
と
い
う
と
、
下
西
先

わ
る
」（
新
p. 

52
）
と
い
う
新
教
材
は
面
白
い

で
す
よ
ね
。
文
中
に
「
マ
イ
動
詞
」
と
あ
り

ま
す
が
、
ク
ラ
ス
で
人
間
関
係
が
で
き
て
き

た
ら
、相
手
に
動
詞
を
つ
け
る
「
ユ
ア
動
詞
」

の
活
動
を
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
水
の
東
西
」
を
読
み
込
ん
で
批
評
す
る

藤
井　

い
ろ
ん
な
作
品
を
読
ん
で
比
較
、
そ

こ
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
、
と
い

う
ご
実
践
は
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の
実
践
に
似

て
い
ま
す
ね
。
私
も
そ
れ
と
は
異
な
り
ま
す

が
、
バ
カ
ロ
レ
ア
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
、

『
言
語
活
動
編
』
で
「
水
の
東
西
」（
新
・
精

・
分
）
を
扱
い
ま
し
た
。

─
─
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の
手
法
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

藤
井　

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
で
は
、
あ
る
作
品

を
徹
底
的
に
批
評
・
批
判
し
て
レ
ポ
ー
ト
を

書
か
せ
る
課
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
取
り

入
れ
て
「
作
品
が
面
白
か
っ
た
」
と
い
う
感

塗田佳枝
（ぬりた　よしえ）
筑波大学附属坂戸
高等学校教諭

永田里美
（ながた　さとみ）
貞静学園短期大学
准教授
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〈座談会〉大修館「国語総合」で主体的な学びを

『国語総合 改訂版 現代文編 
古典編』（国総 344・345）

『新編国語総合
改訂版』（国総 347）

『精選国語総合
新訂版』（国総 346）

分
…『
国
語
総
合 

改
訂
版 

現
代
文
編
・
古
典
編
』　
精
…『
精
選
国
語
総
合 

新
訂
版
』　
新
…『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
』

が
、
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
こ
も
図
解
が
入

っ
て
い
る
の
で
、
生
徒
が
視
覚
で
理
解
し
て

く
れ
る
の
は
い
い
で
す
ね
。

充
実
し
た
コ
ラ
ム
で
基
礎
を
お
さ
え
る
古
典
編

─
─
古
典
編
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

下
西　

教
科
書
の
古
典
編
で
は
、
文
章
の
す

ぐ
横
に
写
真
を
た
く
さ
ん
載
せ
て
あ
る
の
が

す
ご
く
あ
り
が
た
い
で
す
。「
祇
園
精
舎
」

（
精
p. 

300
・
分
p. 

72
）
の
ペ
ー
ジ
に
あ
る
沙

羅
双
樹
な
ど
、
便
覧
な
ど
を
わ
ざ
わ
ざ
参
照

さ
せ
な
く
て
い
い
の
で
、
授
業
の
流
れ
を
止

め
ま
せ
ん
。

塗
田　

助
動
詞
の
活
用
表
が
後
見
返
し
の
掲

載
に
な
っ
た
（
精
・
分
）
の
が
と
て
も
よ
い

で
す
。
生
徒
は
い
つ
も
探
す
の
に
手
間
取
っ

て
、
そ
の
う
え
間
違
え
て
動
詞
の
活
用
表
の

ペ
ー
ジ
を
開
い
て
い
た
り
す
る
の
で
。

永
田　

古
典
編
も
コ
ラ
ム
が
充
実
し
て
い

て
、「
古
文
の
窓
」
の
「
恋
愛
と
結
婚
」（
新

・
精
・
分
）
な
ど
は
こ
れ
か
ら
の
読
み
に
も

役
立
つ
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
先

生
た
ち
が
授
業
の
中
で
補
足
と
し
て
話
し
て

い
た
よ
う
な
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、

活
用
度
が
高
い
。
二
、
三
年
で
も
使
え
る
内

生
が
『
言
語
活
動
編
』
で
「
夢
十
夜
」（
新
・
精

・
分
）
の
第
一
、
二
、
四
、
六
夜
を
読
み
比
べ
る

活
動
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
生
徒
か

ら
は
ど
の
よ
う
な
反
応
が
返
っ
て
き
ま
す
か
。

下
西　

読
み
が
深
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
、「
近

代
」と
い
う
テ
ー
マ
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。

一
編
だ
け
読
む
と「
不
思
議
な
話
だ
っ
た
ね
」

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

四
編
同
時
に
読
む
こ
と
で
、
最
初
は
そ
れ
ぞ

れ
別
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
感
覚
な

の
が
、「
近
代
」
と
い
う
語
が
出
な
く
て
も
、

「
漱
石
が
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
で
書
い
て
い

る
よ
う
だ
」「
で
は
そ
の
テ
ー
マ
は
何
か
」
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
自
力
で
た
ど
り
着
け
ま

す
。
読
み
が
深
ま
る
の
で
比
較
し
て
読
ん
で

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

次
の
指
導
要
領
と
の
連
続
を
意
識
し
た
工
夫

下
西　

コ
ラ
ム「
思
考
を
深
め
る
」（
精
p. 

62
）

に
対
比
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
説
明
は
今
ま
で
教
科
書
に
な
く
、
自

作
プ
リ
ン
ト
や
板
書
で
説
明
し
て
い
た
の

で
、と
て
も
助
か
る
と
思
い
ま
す
。「
水
の
東

西
」
を
や
る
前
に
、「
対
比
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
よ
」と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
ら
れ
る
し
、

必
要
な
と
き
に
生
徒
全
員
が
す
ぐ
に
確
認
で

き
る
。
プ
リ
ン
ト
は
な
く
す
生
徒
が
い
る
か

ら
、
そ
の
点
で
も
あ
り
が
た
い
（
笑
）。

初
谷　

こ
う
い
う
要
素
は
、
次
の
指
導
要
領

の
「
論
理
国
語
」
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
ね
。

永
田　

そ
う
で
す
ね
。
一
冊
の
教
科
書
に
ま

と
め
て
、
何
度
も
確
認
で
き
る
の
は
、
生
徒

の
論
理
力
を
培
う
上
で
非
常
に
便
利
だ
な
と

思
い
ま
す
。

　

私
は
、「
水
の
東
西
」
を
扱
っ
た
あ
と
に
、

別
の
題
材
を
使
っ
て
、「
こ
の
論
理
展
開
に
従

っ
て
文
章
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う

実
践
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に

こ
う
し
た
コ
ラ
ム
が
あ
っ
た
ら
便
利
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
自
分
で
書
い
て
み
る
と
、
生

徒
も
新
た
な
発
見
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の

コ
ラ
ム
を
き
っ
か
け
に
し
て
さ
ら
に
教
材
が

活
用
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

初
谷　

ベ
ー
ス
と
な
る
知
識
や
技
能
を
活
用

さ
せ
な
が
ら
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
学

習
の
さ
せ
方
は
、基
本
的
に
『
言
語
活
動
編
』

に
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
定
期
テ
ス
ト
に

な
る
と
読
解
し
た
こ
と
を
暗
記
し
て
、
そ
れ

を
答
え
て
お
し
ま
い
、
だ
け
に
な
ら
な
い
よ

う
な
構
成
、
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

塗
田　
「
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
」（
精
p. 

328
・
分

p. 

307
）
も
い
い
で
す
よ
ね
。
こ
こ
で
解
説
さ

れ
て
い
る
「
概
念
」
と
か
「
抽
象
」
な
ど
は
、

黒
板
に
絵
を
描
い
て
説
明
し
た
り
し
ま
す

文
法
解
説
だ
け
で
は
な
い
和
歌
の
授
業

─
─
古
典
の
授
業
は
文
法
事
項
に
傾
き
が
ち
だ

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
要
素
は
取
り
入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

下
西　

最
近
は
和
歌
で
や
り
ま
し
た
。
グ
ル

ー
プ
で
一
首
ず
つ
選
ん
で
、
歌
の
よ
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
活
動
で
す
。
み
ん
な
に
歌
の
よ

さ
を
伝
え
て
感
動
さ
せ
る
の
を
目
標
に
、
ス

マ
ホ
・
辞
書
な
ど
何
で
も
使
用
可
、
た
だ
し

情
報
源
に
す
る
サ
イ
ト
は
、
信
頼
で
き
る
も

の
の
み
と
し
て
、
調
べ
た
こ
と
を
発
表
し
ま

し
た
。
和
歌
は
古
典
の
基
礎
知
識
が
な
い
と

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
ヒ
ン
ト
の

プ
リ
ン
ト
を
配
っ
た
り
、「
辞
書
や
こ
の
資
料

は
参
考
に
し
な
さ
い
」
と
伝
え
ま
す
。
そ
の

容
で
、
お
得
だ
な
と
思
い
ま
す
。

初
谷　

見
方
を
変
え
て
言
う
と
、
今
ま
で
は

「
古
文
の
窓
」の
よ
う
な
内
容
も
私
た
ち
が
教

え
て
理
解
さ
せ
る
、
と
い
う
形
だ
っ
た
け
れ

ど
、
も
う
教
材
と
し
て
あ
る
前
提
だ
か
ら
、

こ
れ
を
使
っ
て
読
ん
で
い
っ
た
と
き
に
教
材

文
が
ど
う
読
め
る
ん
だ
ろ
う
と
考
え
な
が
ら

や
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

こ
そ
が
知
識
を
活
用
す
る
思
考
判
断
に
関
わ

る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

藤
井　
「
古
文
を
読
む
た
め
に
２
」（
精
p. 

257
・

分
p. 

18
）
に
、
活
用
と
活
用
形
の
用
法
が
載

っ
て
い
る
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
活
用
形

と
接
続
と
い
う
の
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
の

は
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
パ

ズ
ル
の
よ
う
な
図
を
見
せ
る
と
、
対
応
関
係

が
一
目
で
わ
か
り
ま
す
。
動
詞
の
活
用
も
わ

か
り
や
す
く
て
、
あ
り
が
た
い
で
す
。

下
西　

文
法
書
や
便
覧
は
と
て
も
細
か
い
の

で
、
授
業
の
合
間
や
授
業
中
に
は
な
か
な
か

読
め
な
い
。
コ
ラ
ム
な
ど
で
あ
れ
ば
戻
っ
て

参
照
さ
せ
ら
れ
る
。「
こ
こ
を
見
れ
ば
用
言
に

つ
い
て
は
書
い
て
あ
る
」
と
生
徒
の
よ
り
ど

こ
ろ
に
で
き
ま
す
。

藤井ゆき
（ふじい　ゆき）
東京都立国際高等
学校主任教諭

『精選国語総合 新訂版』「思考を深める①」
（p.62）

『指導資料 言語活動編』
「夢十夜」

『精選国語総合 新訂版』「古文を読むため
に②」（p.257）
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分
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編
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版
』　
新
…『
新
編
国
語
総
合 

改
訂
版
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も
い
い
で
す
ね
。

大
井　

こ
う
い
う
の
は
、
自
分
が
初
任
の
時

に
ほ
し
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

永
田　

こ
こ
に
あ
る
サ
ポ
ー
ト
例
は
、
先
生

方
な
ら
「
あ
る
あ
る
」
と
感
じ
る
よ
う
な
失

敗
事
例
で
す
よ
ね
。
私
も
、
自
分
が
失
敗
し

た
と
き
に
、
他
の
先
生
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て

い
た
だ
い
た
こ
と
を
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
。

失
敗
例
が
あ
れ
ば
、
若
い
先
生
や
初
め
て
取

り
組
ま
れ
る
先
生
も
、
失
敗
は
あ
る
も
の
な

ん
だ
と
安
心
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
失
敗
例

は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
こ
れ
か
ら

取
り
組
む
、
と
い
う
先
生
方
が
、
懸
念
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
例
で
も
あ
る
と
思
う
の
で
、

と
き
に
「
教
科
書
の
こ
の
コ
ラ
ム
は
読
み
な

さ
い
」
と
言
え
る
と
、
生
徒
が
調
べ
や
す
く

て
い
い
と
思
い
ま
す
。
怪
し
い
サ
イ
ト
を
情

報
源
に
す
る
よ
り
、
確
か
な
情
報
が
生
徒
の

手
元
に
あ
る
と
、指
導
す
る
方
も
安
心
で
す
。

永
田　

和
歌
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

を
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
過
去
に
、

『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」（
新
・
精
・
分
）
の

歌
の
解
釈
を
や
り
ま
し
た
が
、
思
わ
ぬ
解
釈

が
出
て
き
て
、
聞
い
て
い
る
私
も
面
白
か
っ

た
で
す
ね
。

塗
田　

男
女
差
が
出
て
面
白
い
で
す
よ
ね
。

古
典
の
授
業
で
は
、
最
初
の
授
業
と
最
後
の

授
業
で
あ
ら
す
じ
や
感
想
を
二
〜
三
行
で
ま

と
め
さ
せ
て
い
ま
す
が
、男
子
の
感
想
で「
女

は
怖
い
と
思
っ
た
」
と
か
（
笑
）。

大
井　

話
し
合
わ
せ
る
と
と
て
も
盛
り
上
が

っ
て
面
白
い
で
す
よ
ね
。「
筒
井
筒
」
は
、歌

を
詠
ん
だ
と
き
の
女
の
気
持
ち
を
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド
に
一
言
で
書
く
と
い
う
活
動
の
実
践

が
『
言
語
活
動
編
』
に
も
載
っ
て
い
ま
す
ね
。

下
西　

説
明
を
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
に
一
語
で
書
か
せ
る
、
と
い
う

の
は
面
白
い
で
す
よ
ね
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

だ
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
内
で
ど
の
語
に
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
話
し
合
い
に
な
る
。

永
田　

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
で
見
せ
れ
ば
、
発

表
時
間
も
短
く
て
、わ
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

藤
井　

こ
の
実
践
で
は
「
ワ
ー
ル
ド
・
カ
フ

ェ
」
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
手
法
だ
と
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
読

み
を
明
ら
か
に
し
て
、
さ
ら
に
交
流
が
で
き

る
。
会
話
の
練
習
に
も
な
っ
て
い
い
で
す
よ

ね
。
他
に
も
、『
言
語
活
動
編
』
の
資
料
編
に

は
、「
シ
ン
ク
・
ペ
ア
・
シ
ェ
ア
」
や
「
ジ
グ

ソ
ー
法
」
な
ど
、
何
種
類
も
手
法
が
載
っ
て

い
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
実

践
の
幅
を
広
げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

「
主
体
的
な
学
び
」
に
向
け
て

大
井　

一
方
で
、
活
動
自
体
に
目
が
行
き
が

ち
に
な
っ
て
、「
活
動
あ
っ
て
学
び
な
し
」
に

な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た
い

で
す
ね
。

藤
井　

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
単
元
、
教
材
で

は
ど
ん
な
力
を
得
た
い
の
か
、
伸
ば
し
た
い

の
か
、
と
い
う
目
標
を
意
識
し
て
、
そ
の
目

標
を
達
成
す
る
た
め
に
有
効
な
素
材
と
活
動

に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
の
は
意
識
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

永
田　

実
際
に
活
動
を
行
う
際
に
注
目
し
た

い
と
こ
ろ
と
し
て
は
、『
言
語
活
動
編
』
資
料

編
の
「
支
援
の
留
意
点
」
で
、
執
筆
者
の
皆

さ
ん
が
留
意
し
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
。こ
こ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、

活
動
に
は
教
師
の
適
切
な
支
援
が
あ
っ
て
深

い
学
び
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
で

き
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
井　

支
援
も
、
教
員
と
し
て
は
こ
う
い
う

結
論
に
落
ち
着
か
せ
た
い
、
と
い
う
希
望
が

出
過
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
で
す
よ
ね
。

藤
井　

そ
う
い
う
と
き
に
は
評
価
基
準
例
が

役
に
立
ち
そ
う
で
す
よ
ね
。
達
成
で
き
た
例

が
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
で
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
な
い
先
生
で
も
、

見
る
べ
き
と
こ
ろ
は
こ
こ
だ
な
っ
て
わ
か
っ

て
、
実
践
し
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
ね
。
ま
た
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
例

を
「
サ
ポ
ー
ト
例
」
と
し
て
示
し
て
い
る
の

ン
グ
的
な
活
動
は
、
意
欲
的
な
先
生
方
が
や

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
生
の

実
践
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、「
あ
の
先
生
だ
か

ら
で
き
た
」
と
思
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
『
言
語
活

動
編
』
は
サ
ポ
ー
ト
も
手
厚
く
て
、
こ
れ
が

あ
れ
ば
生
徒
を
動
か
す
活
動
が
で
き
る
。
そ

の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
に
は
貢
献
で
き

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
井　

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、『
言
語
活
動

編
』
は
サ
プ
リ
メ
ン
ト
と
い
う
か
、
今
の
授

業
に
少
し
足
し
て
、
補
う
感
じ
で
と
り
あ
え

ず
や
っ
て
み
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

初
谷　

今
ま
で
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
教
本
や
過
去
の
先
生
方
の
ご
実
践
例
と

少
し
違
っ
て
、
生
徒
の
様
子
に
寄
り
添
っ
た

も
の
な
の
で
、
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で
み
て
ほ
し

い
で
す
ね
。

─
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
一
七
年
三
月
三
日�

於
：
大
修
館
書
店
会
議
室
）

そ
の
対
策
を
載
せ
る
こ
と
で
、
現
実
的
・
実

用
的
な
欄
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

初
谷　

先
ほ
ど
評
価
基
準
の
話
が
出
ま
し
た

が
、
評
価
の
方
法
や
基
準
は
、
ぜ
ひ
最
初
に

生
徒
に
提
示
し
て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。
あ
と

は
、
塗
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
最

初
と
最
後
に
感
想
な
ど
を
書
か
せ
る
の
も
、

自
分
の
状
態
を
自
分
で
認
識
で
き
る
の
で
い

い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
を
書
か
せ

た
ら
い
い
ん
だ
、
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、

『
言
語
活
動
編
』
の
資
料
と
し
て
、記
入
例
が

載
っ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
も
あ
り
、
デ

ー
タ
も
Ｃ
Ｄ
ー
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
収
録
し
て
い
る
の

で
、
活
用
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

大
井　

生
徒
は
柔
軟
で
す
か
ら
ね
。
思
っ
て

い
た
よ
り
も
す
ぐ
に
適
応
し
て
く
れ
ま
す
。

塗
田　

生
徒
を
信
じ
て
や
っ
て
み
る
と
い
う

こ
と
が
大
事
で
す
よ
ね
。

永
田　

今
ま
で
も
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ

大井和彦
（おおい　かずひこ）
東京大学教育学部
附属中等教育学校
教諭

下西美穂
（しもにし　みほ）
東京都立江戸川高
等学校教諭

指導資料『言語活動編』サポート例
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襖
は
三
回
開
け
ら
れ
る

　

収
録
範
囲
が
、
正
月
の
歌
留
多
取
り
の
場
面
か
ら
Ｋ
が
自

死
し
た
の
を
〈
先
生
〉
が
「
発
見
」
し
た
と
こ
ろ
ま
で
だ
と

す
る
と
、
教
科
書
の
『
こ
こ
ろ
』
で
は
Ｋ
と
〈
先
生
〉
の
部

屋
の
間
に
あ
る
襖
は
三
回
開
け
ら
れ
る
。
こ
の
範
囲
に
お
い

て
襖
は
実
に
雄
弁
な
の
だ
が
、
い
ま
は
そ
の
三
回
を
引
用
し

て
お
こ
う
。
傍
線
は
私
が
施
し
た
。

①
十
時
頃
に
な
っ
て
、
Ｋ
は
不
意
に
仕
切
の
襖
を
開
け
て

私
と
顔
を
見
合
せ
ま
し
た
。
彼
は
敷
居
の
上
に
立
っ
た
ま

ま
、
私
に
何
を
考
え
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

 

（
下
三
十
五
、
新
潮
文
庫
）

②
私
は
程
な
く
穏
や
か
な
眠
に
落
ち
ま
し
た
。
然
し
突
然

私
の
名
を
呼
ぶ
声
で
眼
を
覚
ま
し
ま
し
た
。
見
る
と
、
間

の
襖
が
二
尺
ば
か
り
開
い
て
、
其
所
に
Ｋ
の
黒
い
影
が
立

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
彼
の
室
に
は
宵
の
通
り
ま
だ
燈

火
が
点
い
て
い
る
の
で
す
。
急
に
世
界
の
変
っ
た
私
は
、

少
し
の
間
口
を
利
く
事
も
出
来
ず
に
、
ぼ
う
っ
と
し
て
、

そ
の
光
景
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
Ｋ
は
も
う
寐
た
の
か
と
聞
き
ま
し
た
。
Ｋ
は
何

時
で
も
遅
く
ま
で
起
き
て
い
る
男
で
し
た
。
私
は
黒
い
影

法
師
の
よ
う
な
Ｋ
に
向
っ
て
、
何
か
用
か
と
聞
き
返
し
ま

し
た
。
Ｋ
は
大
し
た
用
で
も
な
い
、
た
だ
も
う
寐
た
か
、

ま
だ
起
き
て
い
る
か
と
思
っ
て
、
便
所
へ
行
っ
た
序
に
聞

い
て
見
た
だ
け
だ
と
答
え
ま
し
た
。 

（
下
四
十
三
）

③
私
は
枕
元
か
ら
吹
き
込
む
寒
い
風
で
不
図
眼
を
覚
し
た

の
で
す
。
見
る
と
、
何
時
も
立
て
切
っ
て
あ
る
Ｋ
と
私
の

室
と
の
仕
切
の
襖
が
、
こ
の
間
の
晩
と
同
じ
位
開
い
て
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
間
の
よ
う
に
、
Ｋ
の
黒
い
姿
は
其

所
に
は
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

（
下
四
十
八
）

　

①
は
歌
留
多
取
り
か
ら
数
日
後
、
Ｋ
が
お
嬢
さ
ん
（
静
）

へ
の
恋
を
打
ち
明
け
る
場
面
に
続
く
。
②
は
「
上
野
か
ら
帰

っ
た
晩
」の
こ
と
で
あ
る
。
③
は
Ｋ
が
自
死
し
た
晩
で
あ
る
。

　

①
か
ら
②
の
間
に
、
Ｋ
か
ら
静
へ
の
恋
を
打
ち
明
け
ら
れ

た
〈
先
生
〉
が
動
揺
し
、
自
分
も
静
へ
の
恋
を
打
ち
明
け
よ

う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
迷
う
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
私
は

Ｋ
が
再
び
仕
切
の
襖
を
開
け
て
向
う
か
ら
突
進
し
て
き
て
く

れ
れ
ば
好
い
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。「
仕

切
の
襖
」
は
文
字
通
り
〈
先
生
〉
と
Ｋ
と
の
心
の
「
仕
切
」

と
な
っ
て
い
る
。〈
先
生
〉
に
は
そ
の
「
仕
切
の
襖
」
を
自

分
か
ら
開
け
る
勇
気
が
な
い
の
だ
。
こ
う
い
う
何
事
に
も
受

け
身
で
、
何
か
を
考
え
続
け
る
人
物
は
漱
石
文
学
に
特
徴
的

な
主
人
公
で
あ
る
。

　

②
は
上
野
か
ら
帰
っ
た
晩
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の

連
載
の
前
の
回
（「
男
同
士
の
争
い
」）
で
、〈
先
生
〉
は
ま

る
で
Ｋ
と
戦
争
を
し
て
い
る
よ
う
だ
と
、
そ
の
記
述
に
使
わ

れ
て
い
る
用
語
の
特
徴
か
ら
論
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
戦
争

で
〈
先
生
〉
は
Ｋ
に
致
命
傷
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
決
定

的
な
打
撃
を
与
え
た
。
Ｋ
の
よ
く
用
い
る
「
覚
悟
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
、
Ｋ
こ
そ
が
「
覚
悟
」
の
な
い
人
間
だ
と
非

難
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
晩
に
、
Ｋ
は
ま
た
「
仕
切
の
襖
」
を
開
け
た
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
Ｋ
は
〈
先
生
〉
を
求
め
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
読
ん
で
も
い
い
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、「
た

だ
も
う
寐
た
か
、
ま
だ
起
き
て
い
る
か
と
思
っ
て
」
と
、
Ｋ

が
確
認
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　

③
は
つ
い
に〈
先
生
〉が
静
を
下
さ
い
と
静
の
母（
奥
さ
ん
）

に
申
し
込
み
、
そ
の
場
で
承
諾
を
得
た
が
、〈
先
生
〉
は
そ
れ

を
Ｋ
に
告
白
し
よ
う
か
迷
っ
て
い
る
う
ち
に
、
奥
さ
ん
が
Ｋ

に
話
し
た
こ
と
を
〈
先
生
〉
が
知
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
間
の
こ
と
は
「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」
と
か
、

「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
ま
と
め
方
に
、「
恋
か
友
情
か
」
と
い
う
や
や

古
い
時
代
の
『
こ
こ
ろ
』
の
教
え
方
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

Ｋ
は
〈
先
生
〉
に
静
へ
の
恋
を
告
白
し
た
が
、
そ
れ
以
上

で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。〈
先
生
〉
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
長

井
代
助
よ
ろ
し
く
、
Ｋ
と
静
と
の
間
を
取
り
持
つ
義
務
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
の
権
利
も
な
い
。
Ｋ
に
告
白
さ
れ

た
だ
け
で
し
か
な
い
し
、〈
先
生
〉
も
自
分
に
義
務
が
あ
る

と
も
権
利
が
あ
る
と
も
思
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
て
い
る
だ
け
だ
。

　

こ
れ
を
無
視
し
て
、「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」
と
か

「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
」
と
ま
と
め
た
と
き
、「
恋

よ
り
友
情
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
欺
瞞
的
な
友
情

観
が
あ
る
。
こ
の
時
代
の
中
流
階
層
以
上
の
家
に
お
い
て
、

結
婚
の
申
し
込
み
を
本
人
で
は
な
く
奥
さ
ん
に
し
た
こ
と
は

当
た
り
前
の
、
あ
る
い
は
正
式
の
手
続
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
現
代
の
目
か
ら
見
れ
ば
、「〈
先
生
〉
は
な
ぜ
直
接

静
に
申
し
込
ま
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
で
る
だ
ろ

う
。
こ
の
疑
問
の
根
底
に
は
、
女
性
の
意
向
を
無
視
し
て
い

る
と
か
、
女
性
の
意
向
を
確
認
も
せ
ず
に
と
い
う
、
女
性
軽

『
こ
こ
ろ
』の
襖

【
夏
目
漱
石 

生
誕
一
五
〇
年 

特
別
企
画
】
い
ま
、漱
石
を
読
む〈
第
３
回
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き
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っ
ち
ゃ
ん
』を
佐
幕
派
へ
の
鎮
魂
歌
と
す
る
論
が
あ
る
が（
平

岡
敏
夫
）、
漱
石
文
学
に
は
佐
幕
派
へ
の
思
い
が
底
流
に
あ

る
。〈
先
生
〉が
遺
書
で
突
然
の
よ
う
に
使
う「
明
治
の
精
神
」

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
晩
の
Ｋ
へ
の
鎮
魂
の
言
葉
か
も
し
れ

な
い
。

　

上
野
で
Ｋ
は
恋
を
し
た
自
分
に
つ
い
て
、〈
先
生
〉
に
「
ど

う
思
う
」
と
聞
い
た
。「
現
在
の
自
分
に
つ
い
て
、
私
の
批

判
を
求
め
た
い
」様
子
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、〈
先
生
〉
に「
精

神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
と
、
い
つ
も
は
Ｋ

が
使
う
言
葉
で
攻
め
立
て
ら
れ
た
Ｋ
は
、
自
分
が
他
人
に
ど

う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
悟
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。〈
先
生
〉

の
言
葉
は
、〈
普
段
と
ち
が
う
馬
鹿
者
に
見
え
る
〉
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
野
の
闘

い
と
は
、
Ｋ
の
自
意
識
を
め
ぐ
る
闘
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
闘
い
で
、
自
意
識
に
決
定
的
な
ほ
こ
ろ
び
が
で
き
て
い

る
こ
と
を
、
Ｋ
は
悟
ら
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、〈
先
生
〉
は
Ｋ
が
口
に
し
た
「
覚
悟
な
ら
な
い

事
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
、静
に
恋
を
告
白
す
る
「
覚
悟
」

だ
と
「
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
」（
下
四
十
四
）。
そ
れ
は
ま

ち
が
っ
て
い
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

　

も
と
も
と
Ｋ
は
徹
底
し
た
ナ
ル
シ
シ
ス
ト
だ
っ
た
と
言
っ

て
い
い
。〈
先
生
〉
の
静
へ
の
気
持
ち
に
気
づ
か
な
い
で
恋

を
告
白
し
た
Ｋ
を
エ
ゴ
イ
ス
ト
だ
と
言
う
研
究
者
も
い
た

視
へ
の
批
判
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
男
女
観
か
ら
す
れ
ば
、

そ
も
そ
も
静
の
気
持
ち
を
直
接
確
認
し
て
も
い
な
い〈
先
生
〉

が
Ｋ
の
た
め
に
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
と

問
う
べ
き
な
の
だ
。
何
も
で
き
る
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」
と
か
「〈
先

生
〉
は
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
」
と
い
う
ま
と
め
か
た
に
も
、「〈
先

生
〉
は
な
ぜ
直
接
静
に
申
し
込
ま
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う

疑
問
に
含
ま
れ
て
る
よ
う
な
、
女
性
の
気
持
ち
も
確
認
し
な

い
で
親
や
男
性
が
勝
手
に
決
め
て
い
る
と
批
判
す
る
女
性
軽

視
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
の
だ
。「
裏
切
る
」、「
出
し
抜
く
」

の
は
、〈
先
生
〉
と
Ｋ
と
の
男
同
士
だ
け
に
使
え
る
言
葉
だ

か
ら
で
あ
る
。

　

改
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、「〈
先
生
〉
は
な
ぜ
直
接
静
に

申
し
込
ま
な
か
っ
た
の
か
」と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
な
ら
ば
、

「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」
と
か
「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
出

し
抜
い
て
」
と
い
う
ま
と
め
方
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
も
し
仮
に

0

0

0

0

読
書
感
想
文
で
こ
れ
が
両
立
し
て
い
る
と

し
た
ら
、
そ
こ
に
は
思
想
的
混
乱
が
あ
る
。

Ｋ
は〈
先
生
〉に「
裏
切
ら
れ
て
自
死
し
た
」の
で
は
な
い

　
「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」
と
か
「〈
先
生
〉
は
Ｋ
を

出
し
抜
い
て
」
と
い
う
ま
と
め
に
は
、
物
語
上
の
重
大
な
問

題
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
ま
と
め
は
〈
先
生
〉
が

Ｋ
に
告
げ
ず
に
静
と
の
結
婚
を
決
め
た
こ
と
を
、
Ｋ
の
自
死

が
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
は
自
分
の
た
め
に
他
人
を
利
用
す
る
者

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
Ｋ
に
は
そ
う
い
う
面
は
見
ら
れ
な
い
。

Ｋ
は
他
人
に
鈍
感
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、自
分
の
下
宿
代
を〈
先

生
〉
が
支
払
っ
て
い
る
こ
と
に
さ
え
気
づ
か
な
い
の
か
、
そ

れ
を
気
に
し
な
い
よ
う
な
Ｋ
に
は
そ
う
い
う
面
が
強
い
と
答

え
て
い
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
〈
先
生
〉
を
利
用
し
て
い

る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

　

人
の
自
意
識
は
、
自
分
自
身
へ
の
意
識
と
他
人
が
自
分
を

ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う
意
識
（
ふ
つ
う
「
自
意
識
過
剰
」

と
は
後
者
を
指
す
）
と
の
二
面
を
持
っ
て
い
る
が
、
ナ
ル
シ

シ
ス
ト
は
後
者
が
極
端
に
低
い
。
い
わ
ば
自
意
識
が
自
己
完

結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
Ｋ
の
自
意
識
に
ほ
こ
ろ
び
が

生
じ
て
、「
他
人
が
自
分
を
ど
う
見
て
い
る
か
」
が
気
に
な

り
出
し
た
の
だ
。
こ
れ
が
Ｋ
の
敗
北
だ
っ
た
。
そ
れ
を
〈
先

生
〉
と
の
闘
い
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
Ｋ
は
「
覚
悟
」
と
い
う

言
葉
を
、
自
死
す
る
「
覚
悟
」
と
し
て
使
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
上
野
の
山
の
闘
い
か
ら
帰
っ
た
晩
、〈
先
生
〉
が

寝
入
っ
て
い
れ
ば
、Ｋ
は
自
死
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が「
襖
」が
語
る
Ｋ
が
自
死
し
た
理
由
で
あ
る
。「
襖
」

は
「
心
」
の
扉
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｋ
は
そ
の
家
で
自

死
す
る
こ
と
が
迷
惑
だ
と
知
り
な
が
ら
、
襖
を
開
け
て
自
死

し
た
。
そ
れ
は
Ｋ
の
〈
先
生
〉
へ
の
た
だ
一
度
き
り
の
切
な

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
。

の
原
因
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　

こ
と
は
文
学
的
想
像
力
に
か
か
わ
る
。
つ
ま
り
、
ど
れ
だ

け
事
実
関
係
を
整
理
し
て
も
答
え
は
出
な
い
の
で
、
記
述
の

解
釈
が
答
え
を
出
す
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

「
正
し
い
」
答
え
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
人
を
説

得
で
き
る
答
え
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
、
文

学
教
育
と
は
あ
く
ま
で
文
学
的
想
像
力
と
説
得
の
技
術
と
を

ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か
と
い
う
教
育
な
の
で
あ
る
。

　

③
を
い
ま
い
ち
ど
確
認
し
よ
う
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
な
ぜ
「
こ
の
間
の
晩
と

同
じ
位
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
の
と
き
Ｋ
は
す
で
に
自
死
し
て
い
た
。
だ
と
す

れ
ば
、
Ｋ
は
「
こ
の
間
の
晩
」
に
自
死
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
こ
の
間
の
晩
」に
Ｋ
は〈
先

生
〉
が
「
た
だ
も
う
寐
た
か
、
ま
だ
起
き
て
い
る
か
」
を
確

認
し
た
の
だ
。
も
し
こ
の
晩
に
〈
先
生
〉
が
深
く
寝
入
っ
て

い
た
な
ら
、
Ｋ
は
自
死
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は

③
の
〈
先
生
〉
が
静
と
の
結
婚
を
決
め
る
前
な
の
だ
か
ら
、

Ｋ
の
自
死
の
原
因
は「〈
先
生
〉は
Ｋ
を
裏
切
っ
て
」と
か「〈
先

生
〉
は
Ｋ
を
出
し
抜
い
て
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
は
上
野
か
ら
帰
っ
た
晩
だ
っ
た
。
上
野
の
闘
い
で
、

Ｋ
は
〈
先
生
〉
に
負
け
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
、
明
治
維
新

期
に
上
野
の
山
で
彰
義
隊
が
官
軍
に
敗
れ
た
よ
う
に
。『
坊

＊〈
第
４
回
〉
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
公
開
予
定
で
す
。
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塚つ
か

田だ 

勝か
つ

郎ろ
う

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

再
読
文
字
の
指
導

─
早
い
段
階
で
集
中
的
に

中
級
編
⑦

「WEB国語教室」連動

１　

再
読
文
字
学
習
の
意
味
と
タ
イ
ミ
ン
グ

今
回
は
句
法
か
ら
離
れ
て
、再
読
文
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

漢
文
入
門
期
の
生
徒
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
再
読
文
字
で
苦
労
す
る
よ

う
で
す
。「
現
代
語
訳
が
難
し
い
」「
書
き
下
し
方
が
わ
か
ら
な
い
」

な
ど
症
状
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、漢
文
嫌
い
を
作
ら
な
い
た
め
に
も
、

再
読
文
字
の
指
導
に
は
細
心
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

入
門
期
に
再
読
文
字
を
し
っ
か
り
学
習
し
な
い
と
、
受
験
期
に
な

っ
て
も
次
の
よ
う
な
ミ
ス
を
犯
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○ 

未ル ダ
二
完 

成セ
一
品　
　

× 

未二 ダ
ル

完 

成セ
一
品

「
未
完
成
品
」
と
い
う
熟
語
を
訓
読
し
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
を

付
さ
せ
た
結
果
で
す
。
×
印
の
例
の
よ
う
に
、
再
読
部
分
の
送
り
仮

名
と
返
り
点
の
位
置
を
逆
に
す
る
生
徒
が
、
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
に
は
、
訓
読
の
基
本
に
も
ど
っ
て
、
送
り
仮

名
と
返
り
点
の
位
置
を
再
確
認
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

筆
者
は
再
読
文
字
に
指
導
に
あ
た
っ
て
、
次
の
点
を
重
視
し
て
い

ま
す
。

⑴　

入
門
期
の
早
い
段
階
で
集
中
的
に
扱
う
。

⑵　

で
き
る
だ
け
親
し
み
や
す
く
、意
味
の
あ
る
例
文
を
集
め
、

そ
の
例
文
を
し
っ
か
り
覚
え
さ
せ
る
。

⑶　
「
再
読
文
字
一
覧
」
な
ど
に
あ
る
訳
語
は
代
表
的
な
も
の

で
あ
り
、
解
釈
の
中
で
は
柔
軟
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
。

筆
者
は
句
法
を
漢
文
学
習
の
中
心
に
置
く
こ
と
に
は
消
極
的
な
立

場
で
す
。
し
か
し
、
再
読
文
字
に
関
し
て
は
早
い
段
階
で
の
学
習
が

望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
ま
で
ご
紹
介
し
て
き
た
授
業
プ
リ

ン
ト
は
主
に
三
年
生
用
で
し
た
が
、
後
に
掲
げ
る
プ
リ
ン
ト
は
一
年

生
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

入
門
期
の
途
中
あ
る
い
は
そ
れ
を
終
え
た
時
点
で
は
、
既
習
の
教

材
か
ら
得
ら
れ
る
例
文
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
漢
和
辞
典
や
解
説

書
か
ら
例
文
を
集
め
る
際
に
は
、
親
し
み
や
す
く
意
味
の
あ
る
も
の

を
採
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
出
典
を
示
す
の
は
、
例
文
に
親
し
み
を

持
た
せ
る
た
め
で
す
。
出
典
は
編
名
を
省
略
し
て
書
名
だ
け
、
詩
の

場
合
は
詩
題
を
省
い
て
「
○
○
の
詩
」
で
十
分
で
す
。
意
味
の
あ
る

例
文
と
は
、
修
身
や
道
徳
の
教
条
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
事
柄
を

説
明
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
文
の
こ
と
で
す
。
詩
を
例
に
す
る
場
合

は
、
二
句
セ
ッ
ト
で
採
る
と
、
状
況
や
背
景
を
理
解
し
や
す
く
な
る

で
し
ょ
う
。
意
味
の
あ
る
例
文
を
多
く
覚
え
る
こ
と
は
、
迂
遠
に
思

え
ま
す
が
、
実
は
漢
文
の
力
を
向
上
さ
せ
る
近
道
な
の
で
す
。

２　

再
読
文
字
学
習
の
実
際
と
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

高
校
一
年
生
の
授
業
で
用
い
て
い
る
「
再
読
文
字
の
学
習
」
の
プ

リ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
（
↓
次
ペ
ー
ジ
）。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

漢
文
入
門
期
と
い
う
段
階
に
配
慮
し
て
出
典
は
簡
略
化
し
て
い
ま

す
。
な
お
、
こ
の
「
漢
文
学
習
シ
リ
ー
ズ
」
は
、
＃
02
「『
レ
バ
則

ち
』
の
形
」、
＃
03
「
対
句
」、
＃
04
「
重
要
語
」、
＃
05
「
人
称
代

名
詞
」
と
続
き
ま
す
。

教
師
が
例
文
を
読
み
、
生
徒
が
そ
れ
を
聞
い
て
返
り
点
と
送
り
仮

名
を
付
す
形
で
授
業
を
進
め
ま
す
。
筆
者
の
長
年
の
経
験
で
は
、
最

初
か
ら
返
り
点
と
送
り
仮
名
が
付
い
た
も
の
を
使
う
よ
り
も
、
こ
の

形
が
効
果
的
で
す
。
現
代
語
訳
は
生
徒
を
指
名
し
て
答
え
さ
せ
て
も

よ
い
し
、
宿
題
と
し
て
課
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

プ
リ
ン
ト
の
掲
載
順
に
、
要
点
を
説
明
し
ま
す
。

１ 　

未

　

教
科
書
や
便
覧
類
の
「
再
読
文
字
一
覧
表
」
に
は
、
②
「
〜
し
な

い
。
〜
で
な
い
。」
を
掲
げ
な
い
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
じ
め

な
生
徒
は
「
不
」
と
同
意
の
「
未
」
を
見
た
時
に
、訳
文
に
「
ま
だ
」

と
い
う
副
詞
が
う
ま
く
収
ま
ら
ず
に
苦
労
す
る
の
で
す
。
た
と
え
ば

次
の
例
が
そ
れ
で
す
。

　

 　

則
チ

吾
ガ

斯
ノ

役 

之 

不 

幸ハ

、
未ル ダ
レ

若カ
下

復ス
ル二

吾ガ

賦ヲ
一

不 

幸 

之  

甚
上
）
也
。 

（
柳
宗
元
「
捕
蛇
者
説
」）

こ
の
文
で
「
未
だ
〜
若
か
ざ
る
な
り
」
は
「
ま
だ
及
ば
な
い
」「
ま

だ
ま
し
で
あ
る
」
と
訳
せ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
場
合
の
「
ま
だ
」

は
「
よ
く
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
」
の
意
味
で
、
あ
る

こ
と
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
す
「
未
」
の
訳
語
と
し
て
は

ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
ま
だ
」
を
省
い
て
「
及
ば
な
い
」

と
訳
す
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。

ダ
シ
キ
ニ
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２ 　

将
・
且

　

生
徒
は
、
②
の
意
味
「
い
ま
に
も
〜
し
そ
う
だ
（
な
り
そ
う
だ
）」

を
案
外
忘
れ
が
ち
で
す
。「
欲
」
に
同
じ
意
味
が
あ
る
こ
と
も
大
事

な
情
報
で
す
。

３　

当
・
応
・
宜
・
須
「
～
べ
し
」
グ
ル
ー
プ 

　
「
＊
微
妙
な
意
味
の
ち
が
い
に
注
意
！
」
と
付
記
し
た
よ
う
に
、

四
つ
の
再
読
文
字
の
意
味
を
見
分
け
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ

と
で
す
。
適
切
な
例
文
に
よ
っ
て
意
味
の
ち
が
い
を
納
得
さ
せ
た
い

も
の
で
す
。
な
お
、「
当
」
の
項
に
あ
げ
た
陶
潜
の
「
雑
詩
」
其
一

の
一
節
「
及
レ

時 

当
二
勉 

励
一、歳 

月 

不
レ

待
レ

人
」
は
、
原
詩
で
は

「
若
い
盛
り
は
二
度
と
な
い
の
だ
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
行
楽
に
励
む
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
を
断
章
取
義
（
詩
文
の
一
部

を
取
り
出
し
、
本
来
の
意
味
を
無
視
し
て
恣
意
的
に
利
用
す
る
こ
と
）
に

よ
っ
て
若
者
に
対
す
る
訓
戒
の
語
と
解
釈
す
る
の
は
、
漢
文
教
育
関

係
者
の
悪
い
癖
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

４ 　

猶　
︵
由
︶

　
「
由
」
は
同
音
の
「
猶
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
例

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
補
足
程
度
で
よ
い
で
し
ょ
う
。

５ 　

盍
︵
蓋
︶

　

同
様
に
、「
蓋
」
も
ま
れ
に
同
音
の
「
盍
」
の
代
わ
り
に
用
い
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
も
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

３　

再
読
文
字
学
習
の
ヒ
ン
ト

生
徒
の
興
味
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
再
読
文
字
の
成
立
や
変
遷
を

話
題
に
す
る
の
も
有
効
で
し
ょ
う
。
一
例
を
あ
げ
ま
す
。

○ 

平
安
初
期
ま
で
は
再
読
の
習
慣
が
な
く
、「
将む

」「
将む

ト
ス」「

当ま
さ
ニ」「

当む

」

の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。

○ 

平
安
中
期
に
再
読
が
始
ま
る
が
、
同
じ
文
字
に
数
種
の
読
み
方
が

混
在
し
て
い
た
。

○ 

使
役
の
助
字
「
使
」「
令
」
を
「
し
テ
・
し
ム
ル
コ
ト
」
と
再
読

す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

○ 

再
読
の
仕
方
は
次
第
に
整
理
さ
れ
、
ほ
ぼ
現
在
の
読
み
方
に
固
定

さ
れ
た
の
は
室
町
後
期
で
あ
る
。

○ 

再
読
文
字
の
再
読
部
分
の
送
り
仮
名
の
付
け
方
に
は
二
種
類
あ
る

が
、
現
在
の
教
科
書
は
Ａ
の
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
大

学
入
試
問
題
の
中
に
は
、
い
ま
だ
に
Ｂ
の
方
式
に
拠
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
。「
未
だ
完
成
せ
ざ3

ざ
る
に
」
と
誤
読
し
な
い
よ
う
に

注
意
し
た
い
。

Ａ　

未ル
ニ ダ二
完 

成セ
一、　　
　

 

Ｂ　

未ダ
二
完 

成セ
一、

次
回
は
、
句
法
に
も
ど
っ
て
否
定
・
禁
止
の
形
を
扱
い
ま
す
。

ザ
ル
ニ

こ
の
連
載
は
大
修
館
Ｈ
Ｐ
内
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
次
回
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
に
７
月
頃
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　

再
読
文
字
の
学
習　
　
　
　
　

漢
文
学
習
シ
リ
ー
ズ
＃
01

　

身
近
な
熟
語
で
あ
る
「
未
来
」
や
「
将
来
」
は
、「
未
レ

来
（
未
だ
来

た
ら
ず
）」「
将
レ

来
（
将
に
来
た
ら
ん
と
す
）」
と
訓
読
で
き
る
。
こ
の
時
、

「
未
」
や
「
将
」
は
、
ま
ず
「
い
ま
だ
」「
ま
さ
に
」
と
読
み
、
後
で
も

う
一
度
「
ず
」「
す
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
返
っ
て
き

て
再
び
読
む
文
字
」
を
再
読
文
字
と
呼
ぶ
。

　
「
当
然
」
と
い
う
語
も
「
当
レ

然
（
当
に
然
る
べ
し
）」
と
訓
読
で
き
る

が
、「
当
」
を
「
当
に
〜
べ
し
」
と
読
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
ら

な
い
と
、
お
手
上
げ
だ
。

　

幸
い
に
現
在
、
再
読
文
字
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の

一
〇
字
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
機
会
に
確
実
に
覚
え
、
漢
文
読
解
の

武
器
に
し
た
い
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
訳
語
は
あ
く
ま
で
も
代
表
例
な
の
で
、

実
際
の
文
中
で
は
柔
軟
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。

１　

未
〔
い
ま
ダ
～
ず
〕

　

①
ま
だ
〜
し
て
い
な
い
。
ま
だ
〜
で
な
い
。

　
　

未 

成
、
一 

人 

之 

蛇 

成
。（
戦
国
策
）

　

②
〜
し
な
い
。
〜
で
な
い
。
＊
「
ま
だ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。

　
　

不 

善 

之 

人
、
未 

必 

本 

悪
。（
後
漢
書
）

２　

将
・
且
〔
ま
さ
ニ
～
（
ン
ト
）
す
〕

　

①
い
ま
に
も
（
こ
れ
か
ら
）
〜
し
よ
う
と
す
る
。

　
　

人 

之 

将 

死
、
其 

言 

也 

善
。（
論
語
）

　
　

一 

人 

蛇 

先 

成
、
引 

酒 

且 

飲 

之
。（
戦
国
策
）

　

②
い
ま
に
も
〜
し
そ
う
だ
（
な
り
そ
う
だ
）。

　
　

今
、人 

乍 

見 

孺 

子 

将 

入 

於 

井
、皆 

有 

怵 

惕 

惻 

隠 

之 

心
。

　
　

不 

者
、
若 

属 

皆 

且 

為 

所 

虜
。（
史
記
）

　
　

＊
「
欲ほ
つ
ス」
と
意
味
は
同
じ
。

　
　

江 

碧 

鳥 

逾 

白
、
山 

青 

花 

欲 

然
（
杜
甫
の
詩
）

３ 　

当・応・宜・須「
～
べ
し
」グ
ル
ー
プ　
＊
微
妙
な
意
味
の
ち
が
い
に
注
意
！

　

当
〔
ま
さ
ニ
～
べ
シ
〕

　
　

当
然
〜
す
べ
き
だ
。
当
然

　
　

及 

時 

当 

勉 

励
、
歳 

月 

不 

待 

人
（
陶
潜
の
詩
）

　

応
〔
ま
さ
ニ
～
べ
シ
〕

　

①
き
っ
と
（
お
そ
ら
く
）
〜
だ
ろ
う
。

　
　

君 

自 

故 

郷 

来
、
応 

知 

故 

郷 

事
（
王
維
の
詩
）

　

②
〜
す
べ
き
だ
。
＊
「
当
」
よ
り
意
味
が
軽
い
。

　
　

寄 

言 

全 

盛 

紅 

顔 

子
、応 

憐 

半 

死 

白 

頭 

翁（
劉
廷
芝
の
詩
）

　

宜
〔
よ
ろ
シ
ク
～
べ
シ
〕

　
　

〜
す
る
の
が
適
当
だ
。
〜
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
　

惟 

仁 

者 

宜 

在 

高 

位
。（
孟
子
）

　

須
〔
す
べ
か
ラ
ク
～
べ
シ
〕

　
　

ぜ
ひ
〜
す
る
必
要
が
あ
る
。
必
須

　
　

人 

生 

得 

意 

須 

尽 

歓
、莫 

使 

金 

樽 

空 

対 

月（
李
白
の
詩
）

４　

猶
︵
由
︶〔
な
ホ
～
ガ
（
ノ
）
ご
と
シ
〕

　
　

ち
ょ
う
ど
〜
の
よ
う
だ
。

　
　

過 

猶 

不 

及
。（
論
語
）

５ 　

盍
︵
蓋
︶〔
な
ん
ゾ
～
ざ
ル
〕

�

＊
「
何
不
（
何
ゾ
〜
ざ
ル
）」
の
二
字
を
合
わ
せ
た
も
の
。

　

①
〜
し
て
は
ど
う
か
。 

勧
誘

　
　

盍 

各 

言 

爾 

志
。（
論
語
）

　

②
ど
う
し
て
〜
し
な
い
の
か
。
詰
問

　
　

王 

欲 

行 

之
、
則 

盍 

反 

其 

本 

矣
。（
孟
子
）

★
蛇
足　

再
読
文
字
の
書
き
下
し
方

　
　

最
初
の
読
み
は
漢
字
で
、
二
度
目
の
読
み
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
。

　
　
「
未み

曾ぞ

有う

」
を
訓
読
し
、
書
き
下
す
場
合

　
　

○
未
だ
曾か

つ

て
有
ら
ず　

×
未
だ
曾
て
有
ら
未　

×
い
ま
だ
曾
て
有
ら
未
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　「
三
国
志
」
の
事
典
を
出
版
し
た
い
と
い
う
思
い
は
、
昔
か

ら
抱
い
て
い
ま
し
た
。『
三
国
志
研
究
要
覧
』
を
出
版
し
た
一

九
九
六
年
、『
三
国
志
研
究
入
門
』
を
出
版
し
た
二
〇
〇
七
年

は
特
に
強
く
思
い
ま
し
た
。
こ
の
『
三
国
志
事
典
』
を
刊
行
す

る
の
が
二
〇
一
七
年
で
す
か
ら
、
す
で
に
二
〇
年
も
経
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
出
版
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
の
は
、「
事
典
」
と
い
う
言
葉

の
持
つ
客
観
性
に
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
と
お
り
、『
三
国
志
』

と
り
わ
け
、「
魏
志
倭
人
伝
」
は
異
説
の
多
い
学
問
分
野
で
す
。

議
論
百
出
の
中
に
客
観
的
に
「
正
し
い
」
事
典
を
執
筆
す
る
、

と
い
う
行
為
に
た
じ
ろ
い
で
い
た
わ
け
で
す
。
二
〇
〇
一
年
か

ら
出
版
を
始
め
た
『
全
譯
後
漢
書
』（
全
一
九
巻
）
は
、
二
〇

一
六
年
に
よ
う
や
く
完
成
し
ま
し
た
。二
〇
一
七
年
か
ら
は『
全

「
三
国
志
」
っ
て
そ
も
そ
も
何
？

　
三
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
三
国
時
代
、
す
な
わ
ち
魏
（
曹そ

う

魏ぎ

）・

蜀
（
蜀

し
ょ
く

漢か
ん

）・
呉
（
孫そ

ん

呉ご

）
の
三
国
の
歴
史
を
記
し
た
書
物
を
『
三

国
志
』
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
正
史
と
呼
ば
れ
る
、
中
国
で
正
統

と
認
め
ら
れ
た
歴
史
書
の
一
つ
で
す
。
蜀
の
出
身
の
陳ち

ん

寿じ
ゅ

と
い
う
人

が
書
き
、
三
国
時
代
の
次
の
西せ

い

晋し
ん

の
時
代
に
成
立
し
ま
し
た
。

　
正
史
『
三
国
志
』
は
、「
魏
書
」「
蜀
書
」「
呉
書
」
の
三
部
に
分

か
れ
て
い
ま
す
。
本
紀
（
皇
帝
の
年
代
記
）
と
列
伝
（
臣
下
の
記
録
）

か
ら
構
成
さ
れ
る
、
紀
伝
体
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
記
さ
れ
て
お
り
、

合
わ
せ
て
四
四
〇
人
の
人
物
の
伝
記
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、「
三
国
志
」
と
聞
い
て
、
一
般
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、

た
と
え
ば
吉
川
英
治
の
小
説
や
横
山
光
輝
の
漫
画
、
最
近
で
は
映
画

や
ゲ
ー
ム
な
ど
で
も
楽
し
ま
れ
て
い
る
物
語
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、『
三
国
志
演
義
』
と
い
う
小
説
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
陳
寿
の
『
三
国
志
』
か
ら
千
年
の
後
、
明
末

か
ら
清
初
の
羅ら

貫か
ん

中ち
ゅ
うと

い
う
人
物
が
書
い
た
も
の
で
す
。

　
血
湧
き
肉
躍
る
戦
い
の
シ
ー
ン
や
、
権
謀
術
数
渦
巻
く
英
雄
た
ち

の
駆
け
引
き
、
美
女
と
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
な
ど
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
性
の
高
い
物
語
の
多
く
は
、『
三
国
志
演
義
』
や
、
そ
こ
に

至
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
三
国
志
」
物
語
に
よ
っ
て
肉
付
け
さ
れ
、
創
作

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
す
べ
て
の
ベ
ー
ス
は
陳
寿
の
『
三
国
志
』
な

の
で
す
。
そ
の
た
め
、『
三
国
志
演
義
』
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
方

が
正
史
『
三
国
志
』
に
つ
い
て
知
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。『
三
国
志
事
典
』
で
は
、
折
に
触
れ
て
、『
演
義
』

で
の
記
述
と
歴
史
上
の
事
実
と
の
差
異
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。

『
三
国
志
』
フ
ァ
ン
必
見
の
事
典
『
三
国
志
事
典
』
が
、 

二
〇
一
七
年
五
月
に
刊
行

と
な
り
ま
す
。

刊
行
を
記
念
し
て
、
著
者
の
渡
邉
義
浩
先
生
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

譯
三
国
志
』
に
取
り
か
か
る
つ
も
り
で
す
が
、
完
成
ま
で
に
は

多
く
の
歳
月
が
か
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
た
と
え
全
訳

が
完
成
し
た
と
し
て
も
、
客
観
的
な
事
典
が
書
け
る
ほ
ど
、
全

て
の
問
題
を
解
決
し
て
、「
正
し
い
」
三
国
志
の
姿
を
示
せ
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
な
ら
、
主
観
的
な
「
事
典
」
を
書
け
ば
よ
い
で
は
な
い

か
、
と
踏
ん
切
り
が
つ
い
た
の
は
『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名

士
」』
で
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
倭
国
を
含
め
た
国
際
関

係
を
『
三
国
志
よ
り
見
た
邪
馬
台
国
』
と
し
て
、
自
分
な
り
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
す
。
主
観
的
で
あ
る
こ
と
を

貫
く
た
め
に
、『
三
国
志
事
典
』
は
、
す
べ
て
の
項
目
を
一
人

で
執
筆
し
ま
し
た
。
校
正
を
し
な
が
ら
、
一
人
の
三
国
志
学
者

が
理
解
す
る
「
三
国
志
」
の
姿
を
自
分
な
り
に
示
す
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

『
三
国
志
事
典
』の
出
版
に
寄
せ
て

〈
新
刊
紹
介
〉

●
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

渡
邉
義
浩
（
わ
た
な
べ 

よ
し
ひ
ろ
）

　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
。

　
一
九
六
二
年
生
ま
れ
。
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
歴
史
・
人
類

学
研
究
科
史
学
専
攻
修
了
。
文
学
博
士
。
著
書
に『
三
国
志
─
演
義

か
ら
正
史
、
そ
し
て
史
実
へ
』（
中
公
新
書
）、『「
三
国
志
」
の
政
治

と
思
想
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、『
王
莽 

改
革
者
の
孤
独
』（
大

修
館
書
店
）
な
ど
。
映
画
『
レ
ッ
ド
ク
リ
フ
』
日
本
語
版
監
修
者
。

三国志事典
渡邉義浩 著
A5判・上製・388p
定価3,600円＋税



大修館書店の新刊紹介

えつらん室

大修館書店の新刊紹介

えつらん室

62国語教室　第105号　2017年5月63 えつらん室　大修館書店の新刊紹介

本
書
は
、
古
代
か
ら
江
戸
末
期
ま

で
の
「
美
学
」（
学
術
用
語
で
は
な
く

世
間
一
般
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
美

学
」）
に
つ
い
て
、そ
の
時
代
ご
と
の

キ
ー
ワ
ー
ド「
風
流
」「
み
や
び
」「
数

寄
」「
婆
裟
羅
」「
わ
び
」「
す
い
」「
い

き
」
な
ど
を
も
と
に
述
べ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』『
伊
勢
物
語
』『
大
鏡
』

な
ど
、
授
業
で
お
な
じ
み
の
文
学
作

品
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ

が
、
現
代
語
訳
や
解
釈
の
語
り
口
が

絶
妙
で
、
何
度
も
思
わ
ず
吹
き
出
し

て
し
ま
っ
た
。
特
に
『
万
葉
集
』
冒

頭
の
雄
略
天
皇
の
歌
の
く
だ
り
は
、

四
六
判
・
並
製
・
二
八
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

思
わ
ず
中
学
生
の
娘
に
読
ん
で
聞
か

せ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
（
普
段

古
典
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
娘
も

「
面
白
い
！
」
と
言
っ
て
い
た
）。

時
代
と
と
も
に
変
化
し
洗
練
さ
れ

て
い
く
「
美
学
」
を
追
い
か
け
な
が

ら
、
そ
の
時
代
ご
と
に
、
現
代
に
も

通
じ
る
価
値
観
に
共
感
し
た
り
、「
カ

ッ
コ
よ
く
生
き
る
っ
て
や
っ
ぱ
り
大

変
な
の
ね
…
」
と
た
め
息
を
つ
い
た

り
、
無
性
に
当
時
の
人
た
ち
が
い
じ

ら
し
く
思
え
て
き
た
。
古
典
の
世
界

の
人
た
ち
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
一
冊
で
あ
る
。

評
者
＝
大
西
章
枝

い
き
と
風
流
│
│
日
本
人
の
生
き
方
と
生
活
の
美
学

尼
ヶ
﨑
彬　

著

日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
生
徒

（
以
下
Ｊ
Ｓ
Ｌ
）は
あ
な
た
の
高
校
に

は
い
ま
せ
ん
か
。
外
国
人
生
徒
だ
け

で
な
く
、
近
年
、
日
本
国
籍
の
帰
国

生
も
急
増
し
て
い
ま
す
。

十
五
歳
の
日
本
語
母
語
話
者
の
理

解
語
彙
は
約
四
万
語
と
い
わ
れ
て
お

り
、
Ｊ
Ｓ
Ｌ
が
数
年
で
追
い
付
く
の

は
至
難
の
業
で
す
。
ま
た
、
母
語
、

外
国
語
（
第
二
言
語
）
に
か
か
わ
ら

ら
ず
、
語
彙
を
豊
か
に
し
読
解
力
を

育
成
す
る
に
は
多
読
が
重
要
で
あ
る

こ
と
は
国
内
外
の
言
語
習
得
研
究
者

が
異
口
同
音
に
唱
え
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

で
は
、
ま
だ
語
彙
の
少
な
い
Ｊ
Ｓ

Ａ
５
判
・
各
４
～
７
冊
函
入
り

定
価
＝
１
・
２
巻 

本
体
二
四
〇
〇
円+

税

　
　
　

３
～
８
巻 

本
体
二
五
〇
〇
円+

税

Ｌ
が
読
書
を
楽
し
め
る
よ
う
に
す
る

に
は
、ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

理
解
語
彙
＋
α
で
文
法
的
に
も
易
し

く
書
か
れ
た
本
が
必
要
で
す
。
こ
の

シ
リ
ー
ズ
に
は
六
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
キ

ス
ト
が
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
入

っ
て
い
る
の
で
、
母
語
を
獲
得
す
る

時
と
同
じ
プ
ロ
セ
ス
で
、
楽
し
み
な

が
ら
語
彙
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
授
業
で
は
個
別
読
み
が

基
本
で
す
が
、
内
容
確
認
の
質
問
を

教
師
だ
け
で
な
く
、
生
徒
同
士
で
考

え
、
問
い
合
え
ば
、
楽
し
い
ア
ク
テ

ィ
ブ・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
で
し
ょ
う
。

評
者
＝
樋
口
万
喜
子

横
浜
国
立
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
講
師

に
ほ
ん
ご
多
読
ブ
ッ
ク
ス
vol.
１
〜
８

Ｎ
Ｐ
Ｏ
多
言
語
多
読　

監
修

大
学
の
日
本
語
学
の
初
級
テ
キ
ス

ト
だ
が
、
ま
ず
「
レ
ッ
ス
ン
１　

し

り
と
り
」
と
あ
っ
て
意
表
を
突
か
れ

る
。
し
か
し
内
容
を
見
て
い
く
と
、

こ
の
単
純
な
遊
び
の
中
に
言
語
分
析

の
鍵
に
な
る
要
素
が
こ
ん
な
に
埋
も

れ
て
い
た
の
か
と
驚
く
。
音
と
表
記

の
問
題
、
単
語
と
は
何
か
、
固
有
名

詞
と
一
般
名
詞
の
区
別
、
等
々
。

﹇
ヒ
ン
ト
﹈
に
助
け
ら
れ
な
が
ら

﹇
問
題
﹈
を
考
え
る
う
ち
に
、ふ
だ
ん

無
意
識
に
使
っ
て
い
る
日
本
語
の
仕

組
み
が
鮮
や
か
に
解
き
明
か
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

一
五
あ
る
レ
ッ
ス
ン
で
は
、
同
様

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
七
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税

に
「
若
者
こ
と
ば
」「
方
言
」「
マ
ン

ガ
」「
漫
才
」
な
ど
、身
近
な
話
題
が

扱
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
入
口
に
、
読

者
は
言
語
学
の
考
え
方
の
基
本
に
触

れ
る
よ
う
巧
み
に
誘
導
さ
れ
る
。

し
か
し
本
書
の
﹇
問
題
﹈
と
﹇
ヒ

ン
ト
﹈
は
、
正
解
に
導
く
た
め
で
は

な
く
（
正
解
が
な
さ
そ
う
な
も
の
も

多
い
）、む
し
ろ
議
論
が
盛
り
上
が
る

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
議
論
す
る

こ
と
が
目
的
で
、
議
論
に
よ
っ
て
授

業
を
進
め
る
の
が
前
提
な
の
で
あ
る
。

従
来
の
教
科
書
の
イ
メ
ー
ジ
を
一

新
す
る
画
期
的
な
本
。
高
校
の
授
業

で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

評
者
＝
山
本　

敦

〈
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
対
応
〉

日
本
語
を
分
析
す
る
レ
ッ
ス
ン

野
田
尚
史
・
野
田
春
美　

著

正
史
『
三
国
志
』
に
関
す
る
、
初

め
て
の
総
合
的
な
事
典
で
あ
る
。
今

後
、『
三
国
志
』
を
読
む
上
で
の
基
本

書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
ず
第
Ⅰ
章
で
、
著
者
の
陳
寿
や

成
立
状
況
、『
三
国
志
演
義
』
と
の
関

係
な
ど
、
正
史
『
三
国
志
』
の
基
礎

情
報
が
解
説
さ
れ
る
。
三
国
志
一
般

に
つ
い
て
の
概
説
と
し
て
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
授
業
で
三

国
志
を
扱
う
際
の
教
材
研
究
に
も
最

適
だ
。

メ
イ
ン
と
な
る
第
Ⅱ
〜
Ⅳ
章
で

は
、『
三
国
志
』
に
伝
の
あ
る
人
物
全

員
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
て
お
り
、

Ａ
５
判
・
上
製
・
三
八
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
三
六
〇
〇
円+

税

巻
末
の
人
名
索
引
と
合
わ
せ
て
便
利

に
活
用
で
き
そ
う
だ
。

三
国
志
フ
ァ
ン
に
嬉
し
い
第
Ⅵ
章

「
名
場
面
四
十
選
」
で
は
、名
場
面
を

訓
点
付
き
の
原
文
と
と
も
に
掲
載
。

諸
葛
亮
の
名
文
「
出
師
の
表
」
も
全

文
を
収
め
る
。
さ
ら
に
、
三
国
時
代

の
文
化
面
を
概
説
し
た
第
Ⅶ
章
「
思

想
と
文
学
」、日
本
古
代
史
フ
ァ
ン
も

注
目
の
第
Ⅷ
章
「
魏
志
倭
人
伝
と
国

際
関
係
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り

口
か
ら
三
国
志
の
世
界
の
魅
力
を
感

じ
取
れ
る
構
成
で
、読
ん
で
楽
し
く
、

引
い
て
便
利
な
事
典
と
し
て
座
右
の

一
冊
と
な
る
だ
ろ
う
。

評
者
＝
吉
川　

歩

三
国
志
事
典

渡
邉
義
浩　

著



国
語
表
現

７点の大改訂！
「現代文Ｂ」「古典Ｂ」「国語表現」

各教科書の指導資料については
・付属資料一部見本
・大修館書店ウェブサイト
　（http://www.taishukan.co.jp）
をご覧ください。

国語表現 改訂版
（国表307）

現
代
文
Ｂ

現代文Ｂ 改訂版 上巻・下巻
（現B329・330）

精選現代文Ｂ 新訂版
（現B331）

新編現代文Ｂ 改訂版
（現B332）

古
典
Ｂ

古典Ｂ 改訂版 古文編・漢文編
（古B339・340）

精選古典Ｂ 改訂版
（古B341）

新編古典Ｂ 改訂版
（古B342）

平　成

30
年度用

大修館書店国語教科書のご案内



評論 24 本＋小説 9 本＋随想 2 本

新しい学力観を見据えた 「思考と表現」
「豊かな言語活動のために」 計13 本

充実の「キーワード索引」「キーワード解説」完備！

思考力・判断力・表現力をはぐくむ、現代文のスタンダード

精選現代文B
新訂版　

現B 331 A5判 472ページ

思考と表現

豊かな
言語活動の
ために

キーワード
解説

教材の読みを深
める図版や図表
を多数収録！

魅力的なテーマ・内
容の教材を豊富に収
録。読み応えのある
随想単元も新設！

教材文中の重要語句を
図解入りで解説した充
実の「キーワード解説」
を収録。教科書内での
登場箇所を探せるキー
ワード索引も掲載！

図表の読み取りや資料の比較などに取り組
むコラム「思考と表現」、さまざまな言語活
動を行う際に参照する「豊かな言語活動の
ために」を新設。新しい学力観に徹底対応！



社会

人生

恋 友情
［言語文化］

好奇心を刺激し
社会で生きるための
国語の力をはぐくむ

［随想］

［小説・詩歌］

未来

［評論］
自然

科学

現代

文化
伝統

ことば

生き方

実社会で活きる国語力を、さらに伸ばす

新編現代文B
改訂版

現B 332 A5判 342ページ 入試対応
頻出テーマ

28本評論 小説
もマスター
キーワード

評論教材平均文字数

評論教材最大文字数

センター試験平均文字数

3950 字

3940字

8240字

長文もしっかり読める

10本

豊富な教材から選べる分冊版現代文が、さらに充実

現代文B 改訂版
上巻　下巻
上巻 現B 329 A5判 296ページ

下巻 現B 330 A5判 272ページ

ことば、情報、ユーモア…親しみやすい
教材をテーマ別単元で構成しました。

入試頻出の筆者とテーマによる歯ごたえのある
評論28本を収録。そのうち７本が新教材です。

教科書が読書への道案内になるよう単元
テーマに沿った「読書の窓」を掲載。

新設単元「情報化時代に生きる」では、
テーマを決めてレポートを書く活動を
設置。課題探求型学習へといざないます。

単元テーマの理解に役立つコラムは
「キーワード解説」とリンク。
（→『精選』紹介ページ参照）

「近代評論史」では評論の変遷と
重要キーワードが一覧できます。

→
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説



豊富な教材を、見やすく、使いやすく、わかりやすく

古典B 改訂版
古文編・漢文編

計7本！
使える
コラム
充実の

図録・資料

わかりやすい
教材化
見やすい
レイアウト

計36ページ！

斬新な
工夫満載！

見開き構成！

〈古文編〉

9393教材

〈漢文編〉

6666教材

古B 339・340 A5判 312ページ／182ページ

年代
スケール

巻名
インデックス

漢文

6666
教材

古文

6666
教材

使える
コラム
11本

見やすい
レイアウト

図録
資料
46ページ

わかりやすい
教材化 バランスの

とれた
古典Bの
スタンダード

入試を見据えた効率的な２年間履修に

精選古典B
改訂版

古B 341 A5判 392ページ

単元ごとに月が満ち欠け！
楽しみながら古典常識もしっかり身につきます。

ココ！

古典の世界が目の前に立ち上がる！

こんな教科書で古典の授業がしてみたかった！

好評の教科書が、改訂でさらに魅力アップ！

新編古典B 改訂版
　

古典がもっと身近になる、新しい古典教科書

古B 342 A5判 366ページ

百人一首も
美しい折込で
全首収録！

〈分冊〉

〈精選〉

〈新編〉

『源氏物語』の「巻名インデックス」、
その作品の文学史的位置が概観できる
「年代スケール」を新設。

「古典の『夢』について調べる」
など、教材を入り口にした課題
探究型の活動も新設！

見ているだけで楽しい、
図録が満載



もっと多くの問題に取り組みたい
というご要望に応え、実践問題を
設けました。それぞれの単元で学
んだ内容をまとめて復習できます。

読み物教材も充実！
各単元の学習の補助に
も、小論文の題材にも
使えます。

問題を解きながら、
国語の力が身につけ
られる構成です。

入試頻出のデータ型小論文を
書くための教材を新設。
グラフの読み方から、考察、
意見の書き方を丁寧に解説し
ました。

問題数

読み物教材

使えるグラフ

実践的な問題を解きながら
学習を進められます。

生徒に読んでほしい、考えてほしい
テーマの文章を集めました。

小論文やプレゼンの題材に！

2部構成2部構成
200問以上!!

39本!!

9本!!

で使いやす
い

大好評の教科書が、多くの要望に応えてさらにパワーアップ

国語表現
改訂版

国表307 B5判 206ページ


