
117

［目次］

イラスト：クボタノブエ

April 1172022

特集：国語に新たな１ページを

教室が活発になる 
授業のアイディア  …… 古典POP広告を作ろう 

～学校図書館との連携授業～
 ………………………………………… 早野賢謙　40

特別記事 ………………… タイムマシンに乗って 
『国語教育は文学をどう扱ってきたのか』のススメ

 ……………………… 幸田国広　48

投稿 ………………………「言語文化」で近代詩の授業をいかに展開するか 
──「甃のうへ」を例として──

 …… 黒岩　淳　56

えつらん室 …文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術／AI×データ時代の「教育」戦略  …………  60英語教師がおさえておきたい ことばの基礎的知識／SDGsと防災教育

国語のNews & Topics ……………………………………………………………………………………　62

●
コ
ー
ナ
ー

営業だより／編集室……64

〈新連載〉
県立いまどき高校 国語科だより …古きをたずねて新しきにノリノリ …………… いのうえさきこ　38

詩の教室へようこそ④ …………詩の時間を告げるチャイムを… …………………… 和合亮一　44

いま、高校生に読んでほしい本 …野口聡一『宇宙飛行士 野口聡一の全仕事術』 … 内田　剛　49

国語教師のための
古典文法指導講座⑨ …………  …………………… 大倉　浩　50

コトバのひきだし⑨ ……………「小細工がうまい利口者」って褒めたつもり？ … 関根健一　52

青山あり！ 中国祠墓紀行⑥ … 李廣墓（甘粛省天水市） ……………………………… 平井　徹　54

●
連
載

係り結びは「！」と「？」の気持ち 
―紫式部にファンレターを書こう⑥

令和5年度用 大修館書店 新課程用国語教科書のご案内　……中面カラーページ

 『論理国語』 

充実した学習活動のために　島田康行　……………　8

世界を広げる『論理国語』の新教材　塗田佳枝　……………　11

 『新編 論理国語』 

かゆいところに手が届くコンテンツが勢ぞろい！　吉田東洋　……………　13

論理のチカラを育む多彩な教材　下西美穂　……………　16

 『文学国語』 

教室から生まれる新しい文学の学び　古川佳奈　……………　18

多彩な表現世界に親しむための「文学国語」新教材　髙橋龍夫　……………　21

 『新編 文学国語』 

現代文も古典も書く力もこれ一冊で　髙草真知子　……………　23

ようこそ、「文学国語」の授業へ　石原徳子　……………　26

 『国語表現』 

表現力を培う・表現を楽しむ　藤森裕治　……………　28

表現する楽しみを教室に　山口正澄　……………　31

 『古典探究 古文編・漢文編』・『精選 古典探究』 

さまざまな探究へいざなう教科書、古典探究　大倉浩　……………　33

どう使う？　「古典探究」の教科書　竹島千春　……………　36

石原徳子／大井和彦／杉本紀子／
永田里美／藤森裕治／山下直　……………　2

〈座談会〉新課程の国語　いよいよスタート！

001_117-23_mokuji.indd   1 2022/03/15   16:07



2国語教室　第 117 号　2022 年 4月

新
課
程
、
つ
い
に
ス
タ
ー
ト
！

─
─
い
よ
い
よ
新
課
程
が
始
ま
り
ま
す
。
学
校
現
場
で
は

ど
ん
な
雰
囲
気
で
し
ょ
う
か
？

永
田　

新
し
い
教
科
書
の
採
択
も
決
ま
っ
て
、

い
よ
い
よ
始
ま
る
ん
だ
な
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
で
き
て
き
た
と
い
う
印
象
で
す
。
表
現
す
る

時
間
が
増
え
る
こ
と
で
、
観
点
別
の
評
価
を
ど

う
し
よ
う
と
不
安
に
思
っ
て
い
る
先
生
が
多
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。

石
原　

勤
務
校
で
は
二
、
三
年
、
実
験
授
業
を

し
て
い
た
の
で
浸
透
は
し
て
い
る
印
象
で
す
。

や
は
り
評
価
は
ネ
ッ
ク
で
す
ね
。

山
下　

義
務
教
育
で
す
で
に
や
っ
て
い
る
こ

と
を
、
高
校
で
ど
う
や
る
か
、
と
い
う
こ
と
な

の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
構
え
す
ぎ
る

必
要
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

藤
森　

生
徒
自
身
の
成
長
は
数
値
的
・
機
械
的

に
は
評
価
し
き
れ
な
い
も
の
で
す
。
話
し
合
い

が
表
面
的
に
う
ま
く
で
き
て
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
だ
け
で
実
は
あ
ま
り
中
身
の
な
い
生
徒
も

多
い
。
逆
に
話
す
の
は
上
手
で
な
く
て
も
、
な

ぜ
で
き
な
か
っ
た
か
、
ど
う
い
う
点
が
で
き
ず

悔
し
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
正
確
に
説
明

で
き
れ
ば
力
は
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
評
価
は

指
導
の
実
態
に
よ
る
で
し
ょ
う
。

石
原　

確
か
に
、
ど
う
し
て
も
五
段
階
評
価
な

ど
の
数
値
的
な
評
価
に
収
斂
し
て
し
ま
う
面
が

あ
っ
て
、
限
界
を
感
じ
て
い
ま
す
。

藤
森　

限
界
が
あ
る
の
は
事
実
な
の
で
、
あ
る

程
度
割
り
切
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
観
察

に
よ
る
評
価
を
、
し
っ
か
り
行
っ
た
上
で
。

大
井　

論
理
と
文
学
を
分
け
ら
れ
る
の
か
、
と

い
う
不
安
を
示
す
先
生
も
多
い
で
す
ね
。で
も
、

そ
う
い
う
限
定
的
な
見
方
よ
り
も
、
も
っ
と
コ

ン
ピ
テ
ン
シ
ー
に
着
目
す
る
と
い
い
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
教
え
る
こ
と
の
実
質
は
そ
れ
ほ
ど

変
わ
っ
て
い
な
く
て
、
そ
れ
ら
の
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
が
科
目
ご
と
に
明
示
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う

に
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
で
は
、
と
。

石
原
徳
子
　
大
井
和
彦
　
杉
本
紀
子
　
永
田
里
美
　
藤
森
裕
治
　
山
下
直 

司
会
：
編
集
部

今
春
か
ら
、い
よ
い
よ
高
校
国
語
で
の
新
課
程
の
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。「
戦
後
最
大
の
改
革
」と
呼
ば
れ
た

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
。新
し
い
国
語
科
の
授
業
は
、ど
の
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
と
な
る
で
し
ょ
う
か
。

大
修
館
書
店
で
は
、必
修
科
目
四
点
、選
択
科
目
七
点
、計
十
一
点
の
新
教
科
書
を
刊
行
し
ま
す
。

各
教
科
書
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
、そ
れ
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、

編
集
委
員
の
先
生
方
に
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

〈
座
談
会
〉
新
課
程
の
国
語
　
い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
！
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山
下　

そ
う
そ
う
。
ち
な
み
に
「
現
代
国
語
」

が
で
き
た
当
時
は
、
何
を
教
え
れ
ば
い
い
か
わ

か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
ね
（
国

語
＝
古
典
の
時
代
）。
で
も
、
研
究
会
等
の
実
践

発
表
で
は
い
ま
や
現
代
文
の
方
が
主
流
に
な
っ

た
。
今
回
の
改
革
も
、
い
き
な
り
「
活
動
」
を

全
部
や
ら
な
き
ゃ
、
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

で
き
そ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
慣
れ
て
い
け

ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
あ
と
で
詳
し
く
話
し
ま

す
が
、
そ
う
い
う
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
教
科
書

に
な
り
ま
し
た
。

杉
本　

新
課
程
に
抵
抗
感
が
あ
る
先
生
は
、
取

り
組
む
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
沸
か
な
い

の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
大
修
館
の
教

科
書
に
は
、「
や
っ
て
み
よ
う
！
」
と
思
え
る

活
動
の
ヒ
ン
ト
が
満
載
な
の
で
、
活
動
が
思
い

つ
か
な
い
、
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
と
い
う
先
生

こ
そ
使
っ
て
ほ
し
い
な
、
と
思
い
ま
す
。

取
り
組
み
や
す
い
「
現
代
の
国
語
」

─
─
で
は
、
具
体
的
な
新
教
科
書
の
話
を
う
か
が
い
ま

す
。「
現
代
の
国
語
」
二
冊
は
ど
ん
な
教
科
書
に
な
り
ま

し
た
か
。

山
下　

さ
っ
き
も
話
に
出
ま
し
た
が
、
す
ん
な

り
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。

国
語
は
す
ご
く
変
わ
っ
た
、
と
世
間
で
は
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
抵
抗
を
感
じ
な
い
、
使
い
や

す
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
教
科
書
に
し
た
い
と

思
い
ま
し
た
。「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
単
元

の
冒
頭
に
、
活
動
の
参
考
に
な
る
「
導
入
」
と

い
う
文
章
を
入
れ
る
な
ど
、
工
夫
を
凝
ら
し
ま

し
た
。

石
原　

「
こ
う
い
う
風
に
や
れ
ば
話
せ
る
よ
う

に
な
る
」、
と
い
う
自
分
自
身
の
経
験
も
ふ
ま

え
て
作
り
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
た
プ
レ

ゼ
ン
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど
、
実
際
の
社
会
で
役
立

つ
内
容
を
豊
富
に
そ
ろ
え
ら
れ
た
の
が
よ
か
っ

た
で
す
。
取
り
上
げ
た
活
動
も
、
楽
し
そ
う
に

仕
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

大
井　

「
話
す
・
聞
く
」
な
ど
の「
現
代
の
国
語
」

的
な
学
び
に
つ
い
て
、
国
語
科
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
、
他
教
科
で
は
担
わ
な
い
部
分
を

は
っ
き
り
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
大
き
な
意

味
を
も
つ
変
革
だ
な
と
思
い
ま
す
。
特
に
『
現

代
の
国
語
』（
現
国
706
）
の
ほ
う
は
、
最
初
か

ら
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
明
示
し
て
い
る
感
じ
が

し
ま
す
ね
。

藤
森　

文
章
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
て
書
く

活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
慣
れ
て
い
る
先
生
は
逆
に
し
て
、
ま
ず
書

か
せ
て
か
ら
、
そ
の
後
に
文
章
の
お
手
本
と
し

て
読
む
教
材
に
進
む
。
そ
う
す
る
と
、
生
徒
の

食
い
つ
き
が
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。『
現

代
の
国
語
』
の
吉
見
俊
哉
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

時
代
の
音
楽
産
業
」（
109
ペ
ー
ジ
）
も
、
統
計
資

料
を
用
い
た
文
章
の
お
手
本
と
し
て
学
ぶ
と
こ

ろ
が
と
て
も
多
い
。
ど
う
す
れ
ば
生
徒
に
教
材

へ
の
興
味
を
も
た
せ
る
か
、と
い
う
観
点
で
は
、

こ
の
よ
う
な
教
材
・
単
元
設
定
は
、
文
章
を
読

む
こ
と
へ
の
意
欲
が
高
ま
る
の
で
非
常
に
い
い

で
す
ね
。

石
原　

「
社
会
へ
の
視
点
②
」（
186
ペ
ー
ジ
）
の
、

い
わ
き
野
菜
の
魅
力
を
伝
え
る
Ｃ
Ｍ
作
成
の
活

動
も
。
相
手
を
意
識
し
て
伝
え
る
、
と
い
う
こ

と
の
学
習
に
す
ご
く
い
い
で
す
ね
。
動
画
を
使

う
授
業
も
楽
し
そ
う
。
い
ま
の
生
徒
は
動
画
の

編
集
な
ど
も
大
変
上
手
な
の
で
、
動
画
を
作
り

な
が
ら
学
ぶ
授
業
も
や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。

大
井　

『
新
編 

現
代
の
国
語
』（
現
国
707
）
は
、

ス
キ
ル
を
段
階
的
に
勉
強
し
て
い
く
流
れ
が

し
っ
か
り
感
じ
ら
れ
ま
す
。
従
来
の
「
国
語
総

合
」
と
異
な
る
点
と
し
て
、
活
動
や
ス
キ
ル
に

紐
づ
け
る
形
で
評
論
な
ど
「
読
む
こ
と
」
の
教

材
が
並
ん
で
い
る
の
が
い
い
。「
ザ
・
現
代
の
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国
語
」
で
す
ね
。

山
下　

話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
苦

手
な
生
徒
も
、
こ
の
教
科
書
に
沿
っ
て
や
れ
ば

本
当
に
力
が
つ
き
ま
す
よ
、
と
い
う
も
の
に

な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
国
語
科
で
は
、「
何
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
が
見
え
な
く
な

り
が
ち
で
す
が
、
今
回
は
単
元
の
ね
ら
い
が
明

示
さ
れ
て
い
る
し
、
素
材
も
具
体
的
な
の
で
、

生
徒
も
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
が
見
え

や
す
い
。
見
た
目
で
は
、『
新
編 

言
語
文
化
』（
言

文
706
）
と
同
じ
で
、
紙
面
の
作
り
方
が
と
て
も

ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
、
見
て
い
て
楽
し
い
で
す
ね
。

大
井　

経
験
が
な
い
と
活
動
の
ア
イ
デ
ィ
ア

が
見
え
に
く
い
で
す
が
、
大
修
館
の
教
科
書
で

は
活
動
の
中
身
や
目
標
が
一
目
で
見
え
る
の

で
、
や
り
や
す
そ
う
で
す
。

永
田　

教
員
が
使
い
や
す
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

生
徒
に
と
っ
て
も
目
標
が
わ
か
り
や
す
い
も
の

に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。「
活
動
」
と
い
う
と
、

無
理
や
り
や
ら
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
生

徒
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
教
科

書
で
は
、
単
元
の
目
標
に
も
と
づ
い
て
具
体
的

な
活
動
が
載
っ
て
い
る
し
、
そ
の
目
的
に
見

合
っ
た
文
章
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
や
る
べ
き

こ
と
が
見
え
や
す
く
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
上

が
り
そ
う
。

藤
森　

具
体
的
な
教
材
で
は
、『
新
編 

現
代
の

国
語
』
は
座
標
軸
の
思
考
ツ
ー
ル
（
127
ペ
ー
ジ
）

が
載
っ
て
い
る
の
が
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

石
原　

い
か
に
も「
現
代
の
国
語
」ら
し
い「
構

成
」「
論
理
」
な
ど
の
要
素
に
加
え
て
、「
パ
ン

屋
の
手
紙
」「
企
画
書 

と
な
り
の
ト
ト
ロ
」
の

よ
う
な
心
に
訴
え
る
「
依
頼
文
」
や
「
企
画
書
」

の
例
も
、
両
方
の
教
科
書
に
入
っ
て
い
る
の
が

う
れ
し
い
。
心
に
訴
え
な
が
ら
文
章
の
目
的
に

応
じ
て
必
要
な
要
素
が
押
さ
え
て
あ
り
、「
い

い
お
手
本
」
に
な
り
そ
う
で
す
。

言
語
文
化
の
「
窓
」
を
閉
ざ
さ
な
い
た
め
に

─
─
「
言
語
文
化
」
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

永
田　

『
言
語
文
化
』（
言
文
705
）の
編
集
会
議
で

は
、指
導
要
領
も
ふ
ま
え
て
、「
つ
な
げ
る
こ
と
」

「
広
げ
る
こ
と
」「
深
め
る
こ
と
」
を
意
識
し
ま

し
た
。
教
科
書
の
構
成
や
、
一
冊
を
と
お
し
た

コ
ラ
ム
な
ど
、
随
所
に
そ
の
思
い
を
盛
り
込
み

ま
し
た
。
生
徒
に
は
教
科
書
を
出
発
点
に
し
て

い
ろ
い
ろ
な
「
言
語
文
化
」
を
学
び
、
自
身
の

表
現
に
も
つ
な
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

藤
森　

『
言
語
文
化
』
の
学
び
で
は
、
言
葉
を

と
お
し
て
世
界
を
見
つ
め
る
こ
と
を
意
識
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
各
国
で
、
い
ろ
ん
な
形

や
向
き
を
し
た
、
言
葉
の
「
窓
」
が
あ
る
。
そ

れ
ら
を
知
る
こ
と
で
、
生
徒
が
自
分
の
「
窓
」

に
新
鮮
な
風
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
教
科
書
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
体
現

す
る
の
が
巻
頭
の
吉
岡
乾
「
世
界
を
見
わ
た
す

窓
」（
10
ペ
ー
ジ
）。
著
者
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
少

数
言
語
の
研
究
者
で
、
な
く
な
り
そ
う
な
言
語

が
増
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
言
語
が
な
く

な
る
と
、
そ
の
言
語
の
「
窓
」
も
な
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
言
い
ま
す
。
私

た
ち
も
、
自
分
た
ち
の
「
窓
」
を
閉
ざ
し
て
は

い
け
な
い
、と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
で
す
ね
。

石原徳子
（いしはら　のりこ）
神奈川県立多摩高等学校
教諭

永田里美
（ながた　さとみ）
明星大学准教授
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永
田　

『
言
語
文
化
』
の
見
返
し
「
世
界
の
言

葉
」
が
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。「
言
語
文
化
」

そ
の
も
の
へ
の
「
窓
」
に
も
な
る
ペ
ー
ジ
で
す

ね
。
文
化
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
表
す
言
葉

が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
私
は

特
に
、「
も
う
帰
れ
な
い
場
所
に
帰
り
た
い
と

思
う
気
持
ち
」
と
い
う
意
味
の
、「
ヒ
ラ
イ
ス
」

と
い
う
言
葉
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
）
が
好
き
で
す
。

そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う

い
う
価
値
観
を
も
つ
文
化
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、「
伊
勢
物
語
」
の
切

な
い
恋
、「
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」

に
も
通
じ
る
世
界
観
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ま

す
。
ま
た
古
語
に
お
け
る
反
実
仮
想
の
考
え
に

も
通
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
ペ
ー
ジ
か

ら
、
文
化
の
中
の
言
葉
、
言
葉
の
中
の
文
化
が

目
に
見
え
る
の
で
、
生
徒
も
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語

文
化
の
旅
に
出
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま

す
。

杉
本　

指
導
書
を
書
き
な
が
ら
、
今
ま
で
と
同

じ
教
材
で
も
切
り
口
が
違
う
こ
と
を
実
感
し
ま

し
た
。
例
え
ば
中
原
中
也「
サ
ー
カ
ス
」（
108
ペ
ー

ジ
）
と
、
そ
の
英
訳
「Circus

」（
110
ペ
ー
ジ
）。

同
じ
教
材
で
も
、
訳
と
比
べ
る
こ
と
で
新
し
い

こ
と
が
見
え
て
く
る
。「
探
究 

災
害
の
記
録
」

（
137
ペ
ー
ジ
）
も
、
実
際
に
単
元
を
設
定
し
、
勤

務
校
で
や
っ
て
み
ま
し
た
。「
災
害
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
た
生
徒

だ
か
ら
こ
そ
刺
さ
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
古
典
か
ら
近
現
代

へ
の
つ
な
が
り
を
生
徒
が
実
感
で
き
る
も
の
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

石
原　

『
言
語
文
化
』
は
、「
伊
勢
物
語
」
の
「
か

き
つ
ば
た
の
折
句
」（
195
ペ
ー
ジ
）
の
英
訳

「IRIS

」
に
感
動
で
す
。
今
生
き
て
い
る
世
界

で
の
言
語
文
化
的
な
広
が
り
が
実
感
で
き
ま

す
。

永
田　

そ
の
ほ
か
に
も
、
現
代
文
編
で
は
、
ヘ

ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
「
橋
の
た
も
と
の
老
人
」（
101

ペ
ー
ジ
）
を
載
せ
て
い
て
、
英
語
の
原
文
を
ふ

ま
え
た
教
材
化
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

随
所
で
の
つ
な
が
り
、「
言
葉
の
タ
ネ
」
が
一

冊
を
通
じ
て
た
く
さ
ん
ま
か
れ
て
い
る
の
で
、

生
徒
た
ち
に
ど
ん
ど
ん
耕
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

で
す
ね
。

大
井　

『
新
編 

言
語
文
化
』
は
、
国
語
総
合
の

新
編
系
を
使
っ
て
い
る
高
校
生
が
食
い
つ
い
て

く
る
教
科
書
。
小
説
・
古
典
は
定
番
化
を
目
指

し
た
部
分
も
あ
り
ま
し
た
が
、
評
論
・
随
想
な

ど
で
、
文
化
や
言
葉
へ
の
認
識
を
深
め
ら
れ
る

教
材
を
多
く
収
録
し
ま
し
た
。

山
下　

こ
れ
は『
言
語
文
化
』
も
で
す
が
、ぱ
っ

と
見
は
「
国
語
総
合
」
と
似
て
い
る
感
じ
が
す

る
の
で
、
な
じ
み
や
す
く
て
、
使
い
や
す
そ
う

な
印
象
で
す
。
な
じ
み
の
あ
る
文
章
も
豊
富
で

い
い
で
す
が
、
カ
ラ
フ
ル
さ
と
紙
面
の
ビ
ジ
ュ

ア
ル
さ
も
際
立
っ
て
い
て
、
ま
さ
に
「
便
覧
一

体
型
教
科
書
」
で
す
ね
。

藤
森　

『
言
語
文
化
』
を
「
窓
」
だ
と
す
る
と
、

『
新
編 

言
語
文
化
』
は
「
風
」
だ
と
思
い
ま
す
。

作
中
で
風
が
吹
い
て
い
る
教
材
を
探
す
と
、
村

上
春
樹
「
鏡
」（
56
ペ
ー
ジ
）
に
も
、「
羅
生
門
」

（
82
ペ
ー
ジ
）
に
も
、
佐
藤
多
佳
子
「
一
瞬
の
風

藤森裕治
（ふじもり　ゆうじ）
文教大学教授

杉本紀子
（すぎもと　のりこ）
東京学芸大学附属国際中
等教育学校教諭
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に
な
れ
」（
49
ペ
ー
ジ
）
も
川
上
弘
美
「
水
か
ま

き
り
」（
30
ペ
ー
ジ
）
も
、
全
部
重
要
な
箇
所
に

風
が
出
て
く
る
。
で
も
、
こ
れ
は
意
図
的
な
編

集
で
は
な
く
、
偶
然
の
結
果
。
裏
を
返
せ
ば
、

こ
ん
な
ふ
う
に
教
材
間
で
い
ろ
い
ろ
な
つ
な
が

り
を
見
出
せ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
使
い
方
が
あ
る

お
も
ち
ゃ
箱
の
よ
う
な
教
科
書
で
す
。
見
返
し

の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
み
解
く
言
語
文
化
」
は
、

現
・
古
・
漢
で
の
つ
な
が
り
を
視
覚
化
し
て
い

て
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
精
神
を
体
現
し
て
い
ま

す
。

杉
本　

『
新
編 

言
語
文
化
』
の
読
書
案
内
が
す

ご
く
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
図
書
館
司
書
が
い

な
い
学
校
で
は
、
生
徒
に
読
書
の
魅
力
を
伝
え

る
ま
と
ま
っ
た
時
間
が
ほ
と
ん
ど
と
れ
ま
せ

ん
。
教
科
書
内
で
た
く
さ
ん
紹
介
し
て
く
れ
る

の
は
す
ご
く
あ
り
が
た
い
し
、
生
徒
も
わ
く
わ

く
す
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

「
考
え
る
人
」
を
つ
く
る
選
択
科
目

─
─
で
は
最
後
に
、
選
択
科
目
の
教
科
書
に
つ
い
て
は
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

山
下　

ど
の
科
目
で
も
、
深
く
考
え
る
こ
と
が

大
切
で
す
。「
文
学
国
語
」
も
、
読
ん
で
感
じ

た
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
は
論
理
的
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
し
、「
論
理
国
語
」
で
論
理
的
に

説
明
す
る
上
で
何
か
に
着
目
す
る
と
き
に
は
、

文
化
的
な
素
養
も
必
要
で
し
ょ
う
。
各
科
目
で

学
ぶ
内
容
は
お
の
ず
か
ら
通
じ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。

藤
森　

い
ろ
ん
な
仕
掛
け
が
で
き
そ
う
な
教

科
書
で
す
ね
。
教
科
書
を
使
っ
て
、
自
由
に
組

み
合
わ
せ
て
ほ
し
い
。

杉
本　

そ
う
そ
う
。
教
え
る
材
料
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
、
選
べ
る
楽
し
さ
が
あ
る
。
教
科
書
を

全
部
終
わ
ら
せ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う
考

え
方
で
は
な
く
て
、
や
り
た
い
と
こ
ろ
を
選
ん

だ
り
組
み
合
わ
せ
た
り
し
て
楽
し
ん
で
ほ
し
い

で
す
ね
。

大
井　

『
新
編 

論
理
国
語
』（
論
国
706
）
で
は
、

野
矢
茂
樹「
論
理
的
な
人
と
は
ど
う
い
う
人
か
」

（
18
ペ
ー
ジ
）
が
最
初
に
載
っ
て
い
て
、
全
員
が

論
理
に
向
き
合
え
る
構
成
で
い
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
も
そ
も
論
理
と
は
何
？　

っ
て
い
う
こ

と
を
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
学
べ
る
。

杉
本　

『
新
編 

論
理
国
語
』の「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ

プ
」
が
す
ご
く
い
い
で
す
よ
ね
。

山
下　

「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」「
例
題
」
と
い
う

コ
ー
ナ
ー
を
入
れ
て
、
こ
の
単
元
で
は
こ
う
い

う
こ
と
を
や
る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
の
を
、
単

元
の
冒
頭
で
は
っ
き
り
示
し
た
の
が
工
夫
し
た

と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
後
に
本
教
材
を
や
っ
て
、

最
後
に
設
問
に
取
り
組
む
「
フ
ォ
ー
カ
ス
」
で

締
め
る
、
と
い
う
流
れ
を
意
識
し
て
作
り
ま
し

た
。

石
原　

『
新
編 

論
理
国
語
』
の
ほ
う
は
、「
対

比
を
と
ら
え
る
」「
主
張
を
つ
か
む
」
な
ど
、

学
習
の
方
向
を
示
す
単
元
名
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
具
体
的
な
ス
キ
ル
が「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」

で
示
さ
れ
る
、
と
い
う
流
れ
が
い
い
で
す
ね
。

大
井　

『
論
理
国
語
』（
論
国
705
）
に
関
し
て
は
、

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
富
さ
を
意
識
し
ま
し

た
。
哲
学
・
言
語
系
を
充
実
さ
せ
つ
つ
、「
贈

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

山下直
（やました　なおし）
専修大学教授
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与
論
」
な
ど
の
新
し
い
テ
ー
マ
の
教
材
も
入
れ

た
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
つ
な
が
り
も
見
て
ほ

し
い
で
す
。

杉
本　

『
論
理
国
語
』
は
単
元
名
の
横
に
問
い

か
け
が
付
い
て
い
る
の
も
魅
力
的
で
す
ね
。
た

と
え
ば
、
第
Ⅰ
部
の
第
三
単
元
「
共
同
体
の
い

ま
」
に
は
、「
│
│
社
会
に
お
い
て
価
値
あ
る

も
の
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
が
付
い

て
い
ま
す
。
発
問
が
思
い
つ
か
な
い
と
き
に
助

か
る
し
、
単
元
の
ね
ら
い
も
見
え
や
す
い
。

石
原　

単
元
名
の
横
の
問
い
か
け
、
私
も
好
き

で
す
。「
考
え
る
」
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く

イ
メ
ー
ジ
が
も
て
ま
す
。
コ
ラ
ム
「
テ
ー
マ
と

読
書
」
も
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
素
敵
。

永
田　

『
文
学
国
語
』（
文
国
704
）
は
考
え
を
深

め
て
、
そ
れ
を
豊
か
に
表
現
す
る
こ
と
も
ナ
ビ

ゲ
ー
ト
し
て
く
れ
る
教
科
書
と
い
う
コ
ン
セ
プ

ト
。
あ
ま
り
難
し
く
考
え
す
ぎ
ず
、
国
語
と
い

う
科
目
の
日
常
生
活
に
密
着
し
た
側
面
を
考
え

て
ほ
し
い
で
す
。
例
え
ば
、
生
活
の
中
で
映
画

や
小
説
に
接
し
た
と
き
の
感
じ
方
を
ど
う
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ

な
げ
た
り
、さ
ら
に
は
人
生
の
日
々
に
潜
む「
文

学
の
香
り
」
を
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
げ
た
り
。

そ
し
て
そ
れ
を
感
じ
取
る
た
め
の
教
材
が
こ
の

教
科
書
に
は
豊
富
に
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。

藤
森　

『
新
編 

文
学
国
語
』（
文
国
705
）
は
、「
古

典
の
世
界
」が
入
っ
て
い
る
の
が
い
い
で
す
ね
。

「
山
月
記
」（
90
ペ
ー
ジ
）
の
隣
に
「
竹
取
物
語
」

（
114
ペ
ー
ジ
）
が
入
っ
て
い
る
の
も
、「
月
」
の

イ
メ
ー
ジ
で
共
通
す
る
世
界
観
を
感
じ
ら
れ
ま

す
。

石
原　

『
新
編 

文
学
国
語
』
は
創
作
の
活
動
が

入
れ
ら
れ
た
の
が
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

「
誰
も
が
小
説
家
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、

な
ん
で
学
校
で
文
学
の
創
作
を
や
る
の
か
？
」

と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
と
き
も
あ
っ
た
ん
で
す

が
、
文
学
作
品
を
読
む
と
き
の
着
眼
点
が
よ
く

な
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
な
、と
気
づ
き
ま
し
た
。

自
分
で
書
く
こ
と
で
、
書
き
手
の
工
夫
や
す
ぐ

れ
た
描
写
に
気
づ
き
、
学
習
者
の
中
の
文
学
の

世
界
が
豊
か
に
な
る
。

杉
本　

三
冊
の
「
古
典
探
究
」（『
精
選 

古
典
探

究
』（
古
探
708
）、『
古
典
探
究 

古
文
編
』（
古
探
706
）、

『
古
典
探
究 

漢
文
編
』（
古
探
707
））
に
つ
い
て
、

ま
ず
、
教
材
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
安
心
感
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
「
英
雄
の

器
」
な
ど
、
古
典
へ
の
興
味
が
湧
い
て
く
る
近

代
以
降
の
文
章
も
盛
り
だ
く
さ
ん
。
読
み
比
べ

の
学
習
も
ぜ
ひ
使
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

藤
森　

『
国
語
表
現
』（
国
表
701
）
は
、
実
用
的

な
部
分
に
加
え
て
、「
た
ほ
い
や
ゲ
ー
ム
」（
210

ペ
ー
ジ
）
な
ど
、
楽
し
い
要
素
も
入
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
折
句
、
回
文
な
ど
、
遊
び
心
が

満
載
の
教
科
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
─
必
修
も
選
択
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
特
色
の
あ
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。

杉
本　

新
し
い
教
科
書
に
は
、
活
動
の
ヒ
ン
ト

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
こ
に
あ
る
い

ろ
ん
な
活
動
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
し
、
生
徒

に
も
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
な
が
ら
学
習

し
て
も
ら
え
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

山
下　

何
か
を
表
現
す
る
と
き
っ
て
、
す
ご
く

考
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
の

特
性
を
ふ
ま
え
て
、「
考
え
る
」
人
を
作
る
、

と
い
う
こ
と
が
軸
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

永
田　

必
修
も
選
択
も
、
社
会
人
に
な
っ
て
も

手
元
に
置
い
て
ほ
し
い
し
、
置
い
て
も
ら
え
る

教
科
書
に
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
聞
き
手
・
編
集
部
）
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■
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活
動

新
し
い
「
国
語
」
の
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。「
現
代
の
国
語
」

の
教
科
書
を
開
け
ば
、
も
と
よ
り
「
国
語
」
の
学
習
内
容
は
「
読

む
こ
と
」
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
あ
ら
た

め
て
意
識
に
上
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
新
学
習
指
導
要
領
の
告
示
後
、「
実
用
的
な
文
章
」

を
素
材
と
し
た
共
通
テ
ス
ト
の
試
行
調
査
問
題
を
見
て
、
こ
れ
は

「
読
解
」
で
は
な
く
「
情
報
処
理
」
を
求
め
る
も
の
だ
と
憤
っ
た

人
が
い
ま
し
た
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
「
国
語
」
と
い
え
ば
「
読

解
」
だ
と
い
う
意
識
は
根
強
い
よ
う
で
す
。

学
習
指
導
要
領
が
「
実
用
的
な
文
章
」
を
必
ず
取
り
上
げ
る
こ

と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
成
一
一
年
版
の
「
現
代
文
」

か
ら
で
す
。
大
修
館
書
店
の
教
科
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
報
道
や
広

報
、
法
令
文
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
「
実
用
的
な
文
章
」
と

し
て
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
当
初
の
編
集
会
議
で
は
「
作
家

の
書
簡
を
採
録
し
て
済
ま
せ
よ
う
」
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

「
そ
れ
な
ら
ば
読
む
価
値
が
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

以
来
三
〇
余
年
、「
国
語
」
は
何
を
学
ぶ
教
科
な
の
か
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
教
科
書
を
作
る
者
、
使
う
者
の
意
識
は
ど
う
変

わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、「
実
用
的
な
文
章
」
や
図
表
、
統
計
資
料
な
ど
を
活
用

し
た
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活
動
を
数
多
く
用
意
し
ま
し
た
。
先

生
方
の
ご
実
践
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
多
様
な
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ

て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

■�「
論
理
的
に
書
く
、
批
判
的
に
読
む
」
た
め
に
、
事
実
を
伝
え
、

意
見
を
述
べ
る
力
を
育
て
る

「
論
理
国
語
」
は
、
主
と
し
て
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」

の
創
造
的
・
論
理
的
思
考
の
側
面
の
力
を
育
成
す
る
た
め
、
実
社

会
に
お
い
て
必
要
と
な
る
、
論
理
的
に
書
い
た
り
批
判
的
に
読
ん

だ
り
す
る
力
の
育
成
を
重
視
し
た
科
目
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
批
判
的
に
」読
む
と
は
、筆
者
の
思
考
の
筋
道
を
丹
念
に
吟
味
・

島し
ま

田だ

康や
す

行ゆ
き

筑
波
大
学
教
授

充
実
し
た
学
習
活
動
の
た
め
に

論
理
国
語
〔
論
国
705
〕

内容紹介
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検
討
し
、
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
よ

う
な
読
み
方
を
言
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
「
実
社
会
」
と
は
、
私
た
ち
が
生
き
る
現
実

の
社
会
そ
の
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
多
様
な
他

者
と
主
体
的
に
関
わ
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
場
所
、
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
必
要
と
な
る
「
論
理
的
に
書
い
た
り
批
判
的
に
読
ん
だ

り
す
る
力
」
の
基
礎
と
な
る
の
は
「
事
実
を
伝
え
、
意
見
を
述
べ

る
」
力
で
す
。
そ
れ
は
「
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
言
葉
の
力
」、

あ
る
い
は
「
身
を
守
る
た
め
の
言
葉
の
力
」
だ
と
言
え
ま
す
。

大
修
館
書
店
の
「
論
理
国
語
」
は
、
高
校
生
が
身
に
付
け
る
べ

き
「
事
実
を
伝
え
、意
見
を
述
べ
る
」
力
を
し
っ
か
り
と
養
い
、「
論

理
的
に
書
い
た
り
批
判
的
に
読
ん
だ
り
す
る
力
」
を
伸
ば
す
こ
と

を
虚
心
に
考
え
た
教
科
書
で
す
。
科
目
の
目
標
を
き
ち
ん
と
ふ
ま

え
、「
書
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
五
〇
〜
六
〇
単
位
時
間
程

度
を
配
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
「
内
容
の
取
扱
い
」
も
無
理
な
く

実
現
で
き
る
よ
う
、
各
単
元
に
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
活
動
を
配

置
し
ま
し
た
。
単
元
ご
と
に
目
標
を
明
確
に
し
て
、「
言
葉
を
定

義
す
る
」「
統
計
資
料
か
ら
分
析
し
た
こ
と
を
書
く
」「
情
報
を
集

め
て
分
類
す
る
」「
相
手
を
意
識
し
て
書
く
」「
対
比
し
て
論
じ
る
」

「
仮
説
を
立
て
て
検
証
す
る
」
こ
と
な
ど
を
、
段
階
を
追
っ
て
確

実
に
学
べ
る
よ
う
に
構
成
し
て
い
ま
す
。

■
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
も
い
っ
そ
う
充
実

個
々
の
単
元
で
、
ど
の
よ
う
な
力
を
付
け
よ
う
と
す
る
の
か
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
が
必
要
な
の
か
、
そ
こ
で
は 『論理国語』pp.62-63　「統計資料から分析したことを書く」
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ど
の
よ
う
な
教
材
が
相
応
し
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で

教
材
を
選
定
し
た
結
果
、「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
学
習
活

動
を
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
す
る
た
め
の
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
教
材

を
数
多
く
取
り
揃
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
文
章
の
内
容
は
実

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
幅
広
く
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
選
ん

で
い
ま
す
。「
思
考
の
枠
組
み
」「
メ
デ
ィ
ア
の
変
容
」
の
よ
う
に

新
し
い
発
想
で
構
想
さ
れ
た
単
元
も
特
徴
的
で
す
。

第
Ⅰ
・
Ⅱ
部
を
合
わ
せ
て
、
四
〇
本
近
く
を
採
録
し
た
評
論
文

を
概
観
す
れ
ば
、
長
く
「
現
代
文
」
の
教
科
書
で
扱
わ
れ
て
き
た

定
番
教
材
と
、
中
堅
、
新
進
気
鋭
の
筆
者
た
ち
に
よ
る
読
み
ご
た

え
の
あ
る
教
材
と
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
で
し
ょ
う
。
宇
野
常
寛
、
松
村
圭
一
郎
、
国
谷
裕
子
、
秋
田

麻
早
子
ら
注
目
の
書
き
手
の
文
章
も
、
教
室
で
取
り
上
げ
や
す
い

よ
う
に
配
慮
し
て
採
録
し
て
い
ま
す
。

各
教
材
の
「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
は
「
内
容
把
握
」「
考
察
・

発
展
」「
語
彙
・
表
現
」
で
構
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
活
用
す
る

こ
と
で
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
「
ウ 

主
張
を
支
え
る
根
拠

や
結
論
を
導
く
論
拠
を
批
判
的
に
検
討
し
、
文
章
や
資
料
の
妥
当

性
や
信
頼
性
を
吟
味
し
て
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
」
や
「
キ 

設

定
し
た
題
材
に
関
連
す
る
複
数
の
文
章
や
資
料
を
基
に
、
必
要
な

情
報
を
関
係
付
け
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ

と
」
な
ど
を
確
実
に
お
さ
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
言
語
活
動
例
の
「
ウ 

学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す

る
事
柄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
短
い
論
文
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を

論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
」
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
学
習

活
動
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
活
用
で
き
る
教
材
も
し
っ
か
り
と

用
意
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
内
容
を
備
え
た
こ
の
教
科
書
は
、
大
切
な
生
徒
の
み

な
さ
ん
の
「
論
理
的
に
書
い
た
り
批
判
的
に
読
ん
だ
り
す
る
力
」

を
育
む
た
め
に
大
い
に
役
に
立
つ
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。同書 p.110「学術の専門語」、p.289「共感覚と比喩」

学術的な学習の基礎を学ぶ活動にも対応。
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新
し
い
時
代
の
「
書
く
」「
読
む
」
力

新
し
い
教
科
書
の
巻
頭
に
位
置
す
る
の
が
、

「
世
界
を
広
げ
る『
批
評
』の
言
葉
」（
宇
野
常
寛
）

で
す
。
筆
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
文
章
を

「
書
く
」
こ
と
が
日
常
と
な
っ
て
い
る
現
代
で

は
従
来
の
「
読
む
」
か
ら
「
書
く
」
と
い
う
ル
ー

ト
と
は
異
な
り
、「
書
く
」
を
起
点
と
し
て
「
読

む
」
と
の
往
復
運
動
を
設
計
す
る
必
要
が
あ
る

と
主
張
し
ま
す
。
そ
し
て
対
象
を
あ
る
態
度
で

「
読
み
」、得
ら
れ
た
も
の
を
「
書
く
」
こ
と
は
、

「
あ
た
ら
し
く
問
い
を
設
定
す
る
」
す
な
わ
ち

「
批
評
」
す
る
行
為
だ
と
述
べ
ま
す
。

今
、
私
た
ち
は
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
関
わ

ら
ず
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
を
避
け
て
は
通
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
状
況
を
生
き
抜
く
の
は
、
特
に
若

い
世
代
で
切
実
な
問
題
で
す
。「
何
か
に
つ
い

て
書
く
こ
と
（
批
評
）
は
、
自
己
と
自
己
の
外

側
に
あ
る
何
か
（
世
界
）
の
関
係
性
に
つ
い
て

言
葉
に
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
は
自
己
像
に
対
す

る
意
識
の
肥
大
化
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
の
時
代

に
、
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
言
葉
な
の
だ
。」
と

い
う
末
尾
の
二
文
は
、
生
徒
を
力
づ
け
、
新
し

い
科
目
を
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
を
か
き
立
て
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

さ
ま
ざ
ま
に
「
読
む
」

昨
今
の
課
題
と
し
て
、
図
表
や
写
真
な
ど
の

非
連
続
型
テ
ク
ス
ト
と
文
章
の
よ
う
な
連
続
型

テ
ク
ス
ト
、
あ
る
い
は
異
な
る
形
式
の
文
章
を

関
連
づ
け
て
読
む
力
の
育
成
が
あ
り
ま
す
が
、

本
教
科
書
で
は
多
様
な
読
む
力
が
身
に
つ
く
教

材
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
絵
を
見
る
技
術
」（
秋
田
麻
早
子
）
は
、
同

名
の
書
籍
が
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
美
術
史
家

の
筆
者
は
「
絵
の
見
方
は
教
え
ら
れ
る
か
？
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
み
、
社
会
人
を
対
象

に
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
て
い
ま
す
。

本
文
は
、
美
術
の
プ
ロ
が
絵
を
ど
の
よ
う
に
見

て
い
る
か
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
色
使
い
や
配

置
、対
比
な
ど
絵
の
「
造
形
的
な
部
分
を
観
察
」

す
る
こ
と
が
深
い
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
う
指

摘
は
、
文
中
の
表
現
を
根
拠
と
し
て
解
釈
を
組

み
立
て
て
い
く
文
章
の
読
み
方
と
通
じ
る
こ
と

に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
美
術
教

育
を
受
け
た
人
と
受
け
な
い
人
が
写
真
を
見
た

時
の
目
の
動
き
の
違
い
や
、
専
門
家
が
絵
を
観

察
す
る
様
子
を
時
間
の
経
過
に
沿
っ
て
示
し
た

箇
所
な
ど
は
、
興
味
を
引
く
だ
け
で
な
く
ビ

ジ
ュ
ア
ル
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
を
理
解
す
る
手

助
け
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
授
業
で
は
通
読
前

に
絵
を
見
て
気
づ
い
た
点
を
書
き
出
し
て
専
門

家
の
指
摘
と
比
較
し
て
み
た
り
、
後
置
の
「
図

版
を
分
析
し
て
書
く
」
活
動
に
つ
な
げ
た
り
す

る
な
ど
、
主
体
的
に
学
ぶ
た
め
の
多
様
な
活
動

が
設
定
で
き
る
と
こ
ろ
も
魅
力
で
す
。

ま
た
題
材
の
扱
い
方
や
も
の
の
見
方
・
考
え

方
、
論
の
展
開
な
ど
を
比
較
し
て
読
む
た
め
の

塗ぬ
り

田た

佳よ
し

枝え

筑
波
大
学
附
属
坂
戸
高
等
学
校
教
諭

世
界
を
広
げ
る『
論
理
国
語
』の

新
教
材

論
理
国
語
〔
論
国
705
〕

新教材紹介
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教
材
も
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
前
述
の
教
材
が
含
ま
れ
る
第
Ⅰ
部
６
単
元

「
思
考
の
枠
組
み
」
は
、
三
つ
の
教
材
を
相
互

に
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
面
白
い
単
元
で

す
。
ま
ず
「
ス
キ
ー
マ
と
記
憶
」（
今
井
む
つ
み
）

を
読
み
、
認
識
の
土
台
と
な
る
知
識
の
枠
組
み

の
存
在
を
理
解
し
ま
す
。
続
い
て
「
絵
を
見
る

技
術
」
で
ス
キ
ー
マ
が
絵
を
見
る
上
で
ど
の
よ

う
に
働
い
て
い
る
か
を
考
え
た
り
、「
デ
ジ
タ

ル
地
図
か
ら
見
え
る
世
界
」（
松
岡
慧
祐
）
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ス
キ
ー
マ
と
い
う
概
念

を
用
い
て
説
明
し
た
り
す
る
学
習
展
開
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
「
ポ
ス
ト
真
実
時
代
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
役
割
」（
国
谷
裕
子
）
に
は
、
参
考
資
料

と
し
て
総
務
省
「
情
報
源
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア

の
重
要
度
（
年
代
別
）」
の
グ
ラ
フ
が
併
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
文
で
は
長
年
報
道
番
組
の

キ
ャ
ス
タ
ー
を
務
め
た
筆
者
が
、
客
観
的
な
事

実
よ
り
も
虚
偽
情
報
に
よ
る
感
情
的
な
訴
え
か

け
に
よ
っ
て
世
論
が
形
成
さ
れ
る
状
況
下
で
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
察
し
て

い
ま
す
。
現
代
は
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
特
有
の

現
象
で
あ
る
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
や
フ
ィ
ル

タ
ー
バ
ブ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
異
質
な
も
の
に
触

れ
る
機
会
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
実
際
、

総
務
省
の
グ
ラ
フ
か
ら
は
十
代
、
二
十
代
で
は

情
報
源
と
し
て
テ
レ
ビ
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
重
視
す
る
割
合
が
高
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
筆
者
は
社
会
的
合
意
形

成
に
向
け
た
対
話
の
た
め
に
メ
デ
ィ
ア
は
「
異

質
な
も
の
」「
多
様
性
」
を
提
示
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
文
章
と
グ
ラ
フ

を
関
連
づ
け
て
読
ん
だ
上
で
、
受
け
手
で
あ
る

私
た
ち
は
メ
デ
ィ
ア
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う

べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
で
す
。

最
後
に
、
横
書
き
で
掲
載
さ
れ
た
「
共
感
覚

と
比
喩
」（
山
梨
正
明
）
に
も
触
れ
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。本
文
で
は「
な
め
ら
か
な
味
」「
あ

ま
い
声
」
な
ど
、
形
容
さ
れ
る
語
と
異
な
る
感

覚
を
用
い
て
形
容
す
る
比
喩
的
な
表
現
が
成
立

す
る
条
件
を
確
認
し
た
後
、
そ
の
条
件
を
逸
脱

し
て
感
覚
表
現
が
創
造
さ
れ
る
ケ
ー
ス
を
示
し

て
い
ま
す
。
表
現
の
成
立
条
件
を
丹
念
に
追
う

こ
と
は
、
言
語
へ
の
認
識
を
深
め
る
の
に
効
果

的
で
す
。
加
え
て
「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
横

書
き
が
読
み
や
す
い
文
章
の
例
を
考
え
る
活
動

で
は
、
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
式
に
つ
い

て
も
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
目
的
や

状
況
に
応
じ
て
効
果
的
な
表
現
・
形
式
を
選
択

し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
意
図
を
捉
え
る
の
も
、

「
読
む
」
力
の
重
要
な
一
側
面
と
言
え
ま
す
。

自
分
た
ち
が
生
き
る
時
代
を
考
え
る

本
教
科
書
は
、
現
代
を
考
え
る
鍵
と
な
る

テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
単
元
が
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
文
化
」（
渡

辺
靖
）
で
は
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
時
代
に
お
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
／
リ
ー

ジ
ョ
ナ
ル
／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／
ロ
ー
カ
ル
／
コ

ミ
ュ
ナ
ル
と
い
う
重
層
的
な
位
相
を
踏
ま
え
て

文
化
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
グ
ロ
ー
カ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
事
例
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
肯
定
派
・
否
定
派
へ
の
反
例
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
ー
パ
ー
モ
ダ
ン
的
あ
る
い

は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
側
面
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
を
例
示
し
つ
つ
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
現
状
が
理
解
し
や
す
い
と
思

い
ま
す
。

授
業
で
ぜ
ひ
あ
わ
せ
て
取
り
上
げ
た
い
の

が
、「
参
考
」
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」（
夏
目

漱
石
）
で
す
。「
外
発
的
」
な
「
開
化
」
を
強

い
ら
れ
た
明
治
時
代
と
、
複
雑
な
状
況
が
絡
み

合
う
中
で
「『
文
化
』
の
『
使
い
方
』
に
対
す

る
創
造
力
が
問
わ
れ
る
」
現
代
と
を
重
ね
て
扱

う
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
世
界
を
多
角

的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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こ
の
教
科
書
の
編
集
会
議
で
は
、
次
の
よ
う
な
声
が
尽
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

・「
国
語
が
苦
手
な
子
の
た
め
に
は
…
」

・「 

現
場
の
先
生
方
が
い
つ
も
一
人
で
準
備
し
て
い
る 

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
…
」

・「 

新
学
習
指
導
要
領
や
新
傾
向
入
試
に
、
形
だ
け 

で
は
な
く
、
本
質
的
に
対
応
さ
せ
る
に
は
…
」

こ
れ
ら
の
「
か
ゆ
い
と
こ
ろ
」
を
す
べ
て
解
消
し
、
完
成
し
た

の
が
、『
新
編 

論
理
国
語
』
で
す
。
目
次
（
本
誌
中
面
に
も
掲
載
）

を
ご
覧
に
な
る
だ
け
で
も
、
本
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
精
緻
に
体
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
本
稿
で
は
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
右
記
の
想
い
を
ど
の
よ
う
に
形
に
し
て
い
っ

た
の
か
、
具
体
的
に
設
置
し
た
単
元
や
新
タ
イ
プ
の
コ
ー
ナ
ー
に

触
れ
な
が
ら
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
単
元
で
求
め
ら
れ
る
力
を
明
示
し
た
「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」

従
来
の
教
科
書
で
は
、
教
材
・
単
元
ご
と
の
導
入
を
教
員
が
準

備
し
て
「
こ
の
教
材
（
単
元
）
で
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
」
を

提
示
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。
生
徒
の
方
も
、
何
を
意
識
し
て
学

習
に
取
り
組
む
の
か
を
見
失
い
が
ち
。
こ
う
い
っ
た
悩
み
を
一
挙

に
解
決
す
る
た
め
、「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
と
い
う
導
入
パ
ー
ト

を
設
け
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
具
体
と
抽
象
」
の
関
係
を
読
み
解

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
文
章
教
材
の
最
初
に
は
、
具
体
と
抽
象
の

関
係
に
つ
い
て
の
説
明
＋
簡
単
な
問
題
が
用
意
さ
れ
、
授
業
の
は

じ
め
の
導
入
を
こ
の
コ
ー
ナ
ー
だ
け
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、「
具
体
と
抽
象
」
の
よ
う
な
特
に
汎
用
性
の
高
い

知
識
・
技
能
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
の
直
後

に
、
見
開
き
一
ペ
ー
ジ
で
完
結
す
る
論
理
的
な
文
章
を
用
い
た

「
例
題
」も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。生
徒
に
、そ
の
単
元
で
必
要
に
な

る
知
識
・
技
能
を
明
示
し
て
学
習
の
方
向
性
を
強
く
打
ち
出
し
つ

つ
、教
員
の
準
備
負
担
も
軽
減
で
き
る
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

吉よ
し

田だ

東と
う

洋よ
う

元
東
京
都
立
新
宿
山
吹
高
等
学
校
教
諭

か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届
く

コン
テ
ン
ツ
が
勢
ぞ
ろ
い
！

新
編 

論
理
国
語
〔
論
国
706
〕

内容紹介
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■
習
熟
度
を
確
認
で
き
る
「
フ
ォ
ー
カ
ス
」

「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
で
導
入
を
し
て
、「
例
題
」
の
文
章
教
材

で
知
識
・
技
能
の
活
用
法
を
学
ん
だ
ら
、
い
よ
い
よ
本
教
材
の
読

解
へ
入
る
わ
け
で
す
が
、
本
書
は
そ
こ
で
は
終
わ
り
ま
せ
ん
。
本

教
材
を
学
ん
だ
あ
と
に
は
、あ
ら
た
め
て
身
に
つ
け
る
べ
き
知
識
・

技
能
を
習
得
で
き
た
か
ど
う
か
を
試
す
「
フ
ォ
ー
カ
ス
」
と
い
う

コ
ー
ナ
ー
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、そ
の
教
材（
単

元
）
で
の
学
習
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
う
え
に
、

観
点
別
に
評
価
を
す
る
際
の
材
料
に
も
で
き
ま
す
。
ま
た
設
問
の

題
材
も
、
友
人
と
の
会
話
、
部
活
動
の
紹
介
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
つ
い
て

の
考
え
な
ど
、
生
徒
の
日
常
生
活
と
結
び
つ
き
が
あ
る
よ
う
な
問

題
を
多
く
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
実
生
活
で
活
き
る
国
語
力
も

保
証
で
き
ま
す
。

上：『新編 論理国語』pp.28-29
「ウォームアップ」

下
：
同
書
p. 

30
「
例
題
」
下
段
に
は
読
解
の

要
点
を
示
し
た
「
ポ
イ
ン
ト
欄
」
を
ご
用
意
。

同書 p.50「フォーカス」
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■
知
識
・
技
能
保
証
の 

第
Ⅰ
部 

と 

実
践
力
獲
得
の 

第
Ⅱ
部

本
書
『
新
編 

論
理
国
語
』
の
編
集
に
あ
た
っ
て
、
最
も
苦
労

し
た
の
は
コ
ン
セ
プ
ト
作
り
や
掲
載
コ
ン
テ
ン
ツ
の
方
向
性
で
し

た
。
冒
頭
の
よ
う
な
悩
み
に
加
え
、「
選
択
科
目
だ
か
ら
卒
業
後

の
進
路
も
意
識
し
な
い
と
…
」「
教
科
外
で
も
役
立
つ
実
践
力
を

養
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
…
」「
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
を
見
据
え
た
テ
ー

マ
は
…
」
な
ど
、
現
場
の
先
生
方
の
肩
の
負
担
を
和
ら
げ
つ
つ
、

生
徒
一
人
ひ
と
り
の
本
質
的
な
国
語
力
を
保
証
で
き
る
よ
う
な
教

科
書
は
、
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
の
か
。
悩
み
抜
い
た
末
に
、

本
書
は
、
新
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
る
知
識
・
技
能
を
細
分
化
し

て
確
実
に
身
に
つ
け
る
第
Ⅰ
部
、
卒
業
後
も
意
識
し
た
実
践
力
を

身
に
つ
け
る
第
Ⅱ
部
の
二
部
構
成
を
と
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
対
比
、
主
張
と
根
拠
、
段
落
構
成
と
い
っ
た
、

ど
こ
で
も
使
う
よ
う
な
知
識
・
技
能
を
集
中
的
に
学
習
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
Ⅱ
部
で
は
、
大
学
入
試
や
志
望
理

由
書
・
自
己
推
薦
書
な
ど
の
進
路
活
動
に
資
す
る
学
習
や
、
複
数

の
文
章
や
統
計
資
料
を
用
い
て
の
読
み
比
べ
学
習
、
探
究
活
動
に

直
結
す
る
学
習
な
ど
、
実
践
力
を
重
視
し
た
学
習
が
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。
第
Ⅰ
部
で
身
に
つ
け
た
基
礎
基
本
を
、
第
Ⅱ
部
で

発
揮
し
つ
つ
社
会
に
生
き
る
力
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
構
成

で
す
。

「
こ
の
一
冊
に
、
す
べ
て
が
詰
ま
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
丹
精
込
め
て
作
り
上
げ
た
の
で
、
ぜ
ひ
お
手
に
取
っ

て
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
第
Ⅰ
部

・「
論
理
的
」
と
は

・
具
体
と
抽
象
の
関
係

・
対
比
を
と
ら
え
る

・
主
張
と
根
拠
を
考
え
る

・
小
論
文
の
書
き
方
（
根
拠
↓
主
張
、
段
落
構
成
）

・
情
報
の
比
較
／
整
理
（
統
計
資
料
の
読
み
解
き
方
）

・
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方

●
第
Ⅱ
部

・
根
拠
の
批
判
的
な
吟
味

・
志
望
理
由
書
／
自
己
推
薦
書
の
書
き
方

・
複
数
の
文
章
の
読
み
比
べ

・
実
践
的
小
論
文

　
　
　
（
テ
ー
マ
型
、
課
題
文
型
、
デ
ー
タ
型
）

・
現
代
と
未
来
を
考
え
る
探
究
的
学
習

　
　
　
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
関
す
る
評
論
教
材
も
多
数
）

同書 第Ⅰ部と第Ⅱ部の掲載コンテンツ例
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『
新
編 

論
理
国
語
』
に
は
、
教
科
書
初
登
場

と
な
る
教
材
が
多
数
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
る

ま
ず
、「『
論
理
的
な
人
』
と
は
ど
う
い
う
人

か
」（
野
矢
茂
樹
）。「
論
理
国
語
」
と
い
う
科

目
名
で
す
か
ら
、
授
業
で
「
論
理
」
と
は
何
か

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
す
。
し

か
し
、
な
に
も
き
っ
か
け
が
な
い
な
か
で
「
論

理
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と
？
」
と
投
げ
か
け
て

も
、
生
徒
た
ち
か
ら
声
は
あ
が
り
に
く
い
で

し
ょ
う
。
こ
の
文
章
で
は
、「
映
画
見
に
行
こ

う
よ
」
か
ら
始
ま
る
身
近
な
会
話
の
例
を
挙
げ

て
、
こ
う
い
う
会
話
は
論
理
的
、
こ
う
い
う
会

話
は
非
論
理
的
と
優
し
い
語
り
口
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

続
い
て
、「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」

（
鷲
田
清
一
）。
筆
者
は
、「
正
解
な
ど
そ
も
そ

も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
」、「
い
ろ
い
ろ
な
補

助
線
を
引
き
な
が
ら
」、
つ
ま
り
様
々
な
方
向

か
ら
見
る
こ
と
と
、
投
げ
出
さ
ず
に
考
え
続
け

る
「
知
的
な
肺
活
量
」
を
も
つ
こ
と
を
勧
め
ま

す
。
正
解
が
な
い
中
で
考
え
続
け
る
こ
と
は
苦

し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
筆
者
は
、「
わ
か
ら

な
い
ま
ま
に
ず
っ
と
持
ち
続
け
る
こ
と
」
の
大

切
さ
を
説
き
、「
誠
実
に
考
え
続
け
る
、『
賢
い
』

人
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。」

と
、
生
徒
の
背
中
を
押
し
て
く
れ
ま
す
。

両
教
材
と
も
、
教
科
書
で
は
お
な
じ
み
の
著

名
な
筆
者
に
よ
る
も
の
で
す
。
生
徒
が
文
章
を

も
と
に
自
分
の
考
え
を
深
め
る
の
に
適
し
た
教

材
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

論
理
的
な
読
み
方
を
習
得
す
る

「
突
然
変
異
と
進
化
の
関
係
」（
長
沼
毅
）
は
、

「
具
体
と
抽
象
」
と
い
う
単
元
の
冒
頭
に
位
置

す
る
文
章
で
す
。
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
に
収
ま
る

コ
ン
パ
ク
ト
な
量
で
、
生
徒
に
具
体
と
抽
象
の

関
係
や
具
体
例
の
役
割
を
理
解
さ
せ
る
た
め

の
、
わ
か
り
や
す
い
構
成
の
文
章
と
な
っ
て
い

ま
す
。「
例
え
ば
」「
つ
ま
り
」「
こ
の
よ
う
に
」

な
ど
の
言
葉
が
き
ち
ん
と
使
わ
れ
て
お
り
、
文

章
を
具
体
と
抽
象
に
色
分
け
し
な
が
ら
読
む
と

い
っ
た
練
習
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
内
容
と
し

て
は
、「
キ
リ
ン
の
首
が
長
い
の
は
な
ぜ
か
？
」

を
糸
口
に
、
生
物
の
進
化
を
わ
か
り
や
す
く
説

明
し
て
い
る
教
材
で
す
。
キ
リ
ン
と
い
う
具
体

例
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化
と
い
う
難
し

い
内
容
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と

に
、
生
徒
も
気
が
つ
け
る
で
し
ょ
う
。
具
体
と

抽
象
を
区
別
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と

は
、生
徒
に
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
力
で
す
。
が
、

そ
の
練
習
に
適
し
た
文
章
を
見
つ
け
る
の
は
な

下し
も

西に
し

美み

穂ほ

東
京
都
立
江
戸
川
高
等
学
校
教
諭

論
理
の
チ
カ
ラ
を
育
む
多
彩
な
教
材

新教材紹介

新
編 

論
理
国
語
〔
論
国
706
〕
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か
な
か
骨
が
折
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
文
章
を

練
習
に
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
新
編 

論
理
国
語
』
で
は
、
単
元
「
対
比
を
と

ら
え
る
」「
主
張
を
つ
か
む
」
な
ど
に
も
、
読

む
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
練
習
に
適
し
た
コ

ン
パ
ク
ト
な
文
章
が
、「
例
題
」
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
読
み
取
ら
せ
る
だ
け

で
な
く
、「
読
み
方
」
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に

上
手
に
授
業
で
使
い
た
い
も
の
で
す
。

内
容
も
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。「
生

き
延
び
る
と
い
う
意
味
で
は
、
首
の
長
い
キ
リ

ン
の
先
祖
は
、
か
な
り
不
利
な
状
況
に
立
た
さ

れ
た
」
の
に
、
生
き
残
れ
た
の
は
な
ぜ
？　

ぐ

い
ぐ
い
読
み
進
め
ら
れ
ま
す
。「
自
分
の
特
徴

に
合
っ
た
生
き
方
を
選
択
で
き
た
か
ら
」
生
き

延
び
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
筆
者
の
言
葉

は
、
私
た
ち
の
生
き
方
に
も
訴
え
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
単
元
に
は
、「
共
進
化
」
を
易
し
く
論

じ
た
「
ウ
サ
ギ
の
耳
は
な
ぜ
長
い
？
」（
上
田

恵
介
）も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
も
に「
進
化
」

を
扱
っ
て
い
ま
す
の
で
、
二
つ
の
文
章
の
共
通

点
や
相
違
点
を
考
え
る
な
ど
、
読
み
比
べ
に
も

使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
時
代
か
ら
考
え
る

時
代
の
先
端
を
扱
っ
た
文
章
も
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。「
デ
ジ
タ
ル
地
図
か
ら
見
え
る
世
界
」

（
松
岡
慧
祐
）
で
は
、「
紙
」
の
地
図
と
Ｇ
Ｐ
Ｓ

機
能
を
使
っ
た
デ
ジ
タ
ル
地
図
を
対
比
さ
せ
、

そ
の
特
徴
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。「
紙
」
の
地

図
は
、
紙
を
「
広
げ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍

的
な
視
点
か
ら
空
間
を
見
下
ろ
し
、
主
体
的
に

読
み
と
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
地
理
的
知

識
を
「
広
げ
る
」
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
す
。

一
方
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
使
っ
た
デ
ジ
タ
ル
地
図

で
は
、「
わ
た
し
」
と
い
う
個
人
を
照
準
と
し
、

自
動
的
に
地
図
が
動
い
て
常
に
「
わ
た
し
」
が

中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
地
図

は
、
目
的
地
に
向
か
う
ル
ー
ト
を
選
択
す
る
た

め
の
も
の
と
な
り
、人
々
の
視
野
を
「
狭
め
る
」

よ
う
に
機
能
し
ま
す
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
を
ふ

ま
え
、
全
体
を
相
対
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な

く
、「
現
在
地
」
と
そ
の
周
辺
だ
け
に
視
点
が

埋
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
全

体
を
見
渡
す
よ
う
な
想
像
力
を
失
い
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
ま
と
め
ま
す
。
先
端
技
術
を

使
っ
た
機
器
は
便
利
で
あ
り
、
私
た
ち
は
立
ち

止
ま
っ
て
考
え
る
こ
と
も
な
く
使
っ
て
い
ま
す

が
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
こ
と
を
、
身
近
に
使
っ
て

い
る
他
の
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
き
っ

か
け
に
な
る
で
し
ょ
う
。

「
ロ
ボ
ッ
ト
に
心
は
あ
る
か
」（
石
黒
浩
）
は
、

ロ
ボ
ッ
ト
を
「
人
間
ら
し
く
」
振
る
舞
わ
せ
る

に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
題
で
始
ま
り
ま

す
。
そ
の
後
、
演
劇
に
出
演
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
が

「
人
間
ら
し
く
」
見
え
る
こ
と
を
紹
介
し
な
が

ら
、「
心
と
は
何
か
」
に
問
い
は
移
っ
て
い
き

ま
す
。「
心
と
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か

で
『
感
じ
ら
れ
る
』
も
の
」
で
あ
り
、「
見
る

者
の
想
像
の
な
か
に
あ
る
」
と
筆
者
は
述
べ
て

い
ま
す
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
新
し
く
私
た
ち
の

生
活
に
登
場
し
た
も
の
を
通
し
て
、
わ
た
し
た

ち
の
「
心
」
を
問
い
直
す
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
文
章
で
は
、
新
た
に
登
場
し
た
も

の
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
こ
と
で
、
私
た
ち

が
得
た
も
の
や
失
っ
た
も
の
、
身
近
な
も
の
を

問
い
直
す
と
い
う
姿
勢
の
重
要
さ
に
気
づ
か
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
で
は
、
今
想
像
も
で
き
な

い
よ
う
な
新
し
い
も
の
が
登
場
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
立
ち
止
ま
っ
て
考

え
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
は
、
き
っ
と
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
生
き
る
力
に
な
る
は
ず
で
す
。
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■
は
じ
め
に

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
こ
の
数
年
は
各

所
で
教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
と
く
に
選
択
科
目
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
単
位
数
の
中
で

ど
の
科
目
を
設
置
す
る
の
か
、
学
校
の
実
情
に
合
わ
せ
た
判
断
が

な
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
文
学
国
語
」
は
、「
豊
か
な
感
性
や
情
緒
を
備
え
、
幅
広
い
知

識
や
教
養
を
も
ち
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
を
身
に
付
け

る
た
め
に
は
、
文
学
作
品
な
ど
の
文
学
的
文
章
を
通
し
た
様
々
な

学
習
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
今
後
の
文
化
の
継
承
と
創
造
に
も

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
か
ら
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

大
修
館
書
店
の
『
文
学
国
語
』
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ

た
指
導
事
項
を
踏
ま
え
つ
つ
、
生
徒
た
ち
が
無
理
な
く
資
質
・
能

力
を
身
に
付
け
て
い
け
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
教
科
書
の
特
色

『
文
学
国
語
』
の
目
次
構
成
は
、
学
習
上
の
便
宜
を
考
慮
し
て

二
部
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
Ⅰ
部
と
第
Ⅱ
部
の
間
に
は
、「
物

語
の
構
造
」
や
「
登
場
人
物
の
状
況
」、「
文
体
と
表
現
」、「
比
喩

と
象
徴
」
な
ど
、
作
品
を
よ
り
豊
か
に
読
む
た
め
の
コ
ラ
ム
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
材
は
、
小
説
・
詩
・
短
歌
・
俳
句
・
戯
曲

の
ほ
か
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
る
随
想
・
評
論

な
ど
、
多
様
な
表
現
形
式
の
作
品
が
並
び
、
従
来
か
ら
教
材
と
し

て
の
評
価
が
高
い
「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」「
舞
姫
」
な
ど
の
作
品

も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
が
文
学
へ
の
興
味
・
関
心

を
持
て
る
よ
う
、
付
録
・
資
料
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

「
文
学
国
語
」
で
は
、「
読
む
こ
と
」（
一
〇
〇
〜
一
一
〇
単
位
時

間
程
度
）
に
加
え
て
、「
書
く
こ
と
」
に
も
三
〇
〜
四
〇
単
位
時

間
程
度
を
あ
て
て
お
り
、「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
言
葉

に
対
す
る
感
性
を
磨
い
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
教
科
書
に
は
、
課
題
に
基
づ
い
て
文
学
的
文
章
を
書
く
、「
書

古ふ
る

川か
わ

佳か

奈な

専
修
大
学
松
戸
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭

教
室
か
ら
生
ま
れ
る

新
し
い
文
学
の
学
び

内容紹介

文
学
国
語
〔
文
国
704
〕
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く
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
書
く
活
動
の

参
考
と
な
る
よ
う
、
作
家
に
よ
る
文
章
が
〈
名
文
案
内
〉
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。「
書
く
こ
と
」
は
、
自
分
の
も
の
の
見
方

や
考
え
方
を
客
観
的
・
分
析
的
に
と
ら
え
る
契
機
と
な
る
で
し
ょ

う
。

■
授
業
の
構
想
に
あ
た
っ
て

新
し
い
単
元
は
、
こ
れ
ま
で
の
単
元
と
何
が
違
う
の
か
│
│
。

た
と
え
ば
「
山
月
記
」
に
つ
い
て
、『
精
選 

現
代
文
Ｂ 

新
訂
版
』

の
教
科
書
で
は
「
人
虎
伝
」
の
一
節
を
掲
載
し
、
比
較
読
み
を
す

る
こ
と
で
作
品
の
理
解
を
深
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一

方
、『
文
学
国
語
』
の
新
教
科
書
で
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
翻
案

作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
る
探
究
課
題
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

作
品
の
読
解
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
翻
案
と
い
う
文
学
的
な

手
法
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
流
れ
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
違
い

が
み
ら
れ
ま
す
。

授
業
の
構
想
に
あ
た
っ
て
は
、「
教
科
書
の
流
れ
に
従
っ
て
進

め
て
み
よ
う
」
と
考
え
る
場
合
も
あ
れ
ば
、「
教
科
書
を
最
大
限

に
活
用
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
授
業
を
展
開
し
よ
う
」
と
考
え
る
場

『文学国語』p.118「情景を描写する」

同書 pp.67-68
「探究 翻案が広げる世界」
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合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
生
徒
た
ち
に
、
ね
ら
い
と
す
る
資
質
・
能

力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
道
筋
は
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

単
元
の
扉
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ね
ら
い
と
す
る
資
質
・
能
力
が

明
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ね
ら
い
を
確
認
し
た
上
で
目
の
前
の
生

徒
た
ち
に
適
し
た
教
材
を
選
択
し
た
り
、
新
た
な
教
材
を
追
加
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、

教
材
あ
り
き
の
授
業
づ
く
り
か
ら
身
に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能

力
を
育
成
す
る
た
め
の
授
業
づ
く
り
へ
と
転
換
し
た
こ
と
で
、
よ

り
柔
軟
な
授
業
構
想
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。

■
お
わ
り
に

他
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
章
を
読
む
際
、
前
提
と
し
て
理
解

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
相
手
の
文
脈
が
自
分
の
文

脈
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。「
文
学
国
語
」

の
授
業
で
は
、
現
代
日
本
の
文
章
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
背
景
が

異
な
る
翻
訳
文
学
や
、
日
本
の
古
典
作
品
を
読
む
機
会
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
繰
り
返
し
を
通
じ
て
、
生
徒
た
ち
は
自
己
を
相
対

化
し
、
文
脈
を
読
む
力
や
、
他
者
の
論
理
で
物
事
を
と
ら
え
る
力

も
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
代
は
情
報
化
社
会
で
あ
り
、
生
徒
た
ち
は
瞬
時
に
さ
ま
ざ
ま

な
情
報
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
授
業
を
し
て

い
て
も
「
じ
っ
く
り
考
え
る
よ
り
す
ぐ
に
答
え
が
知
り
た
い
」
と

い
う
本
音
が
見
え
隠
れ
す
る
場
面
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
表
層

的
に
何
か
を
理
解
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
た
ち
自
身
で
、
考

え
る
こ
と
を
諦
め
ず
に
深
い
理
解
に
到
達
す
る
よ
う
に
う
な
が
す

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
自
問
し
て
い
ま
す
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
ひ
と
つ
実
感
し

て
い
る
こ
と
は
、「
考
え
る
楽
し
さ
を
知
っ
て
い
る
生
徒
は
考
え

続
け
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
教
室
の
み
ん
な
で
納
得
す
る
読
み
が
で
き
た
」「
考
え
続
け
て

よ
う
や
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
」
と
い
う
歓
び
を

経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
生
徒
は
、
比
較
的
「
考
え
続
け
る
こ
と
」

へ
の
抵
抗
感
が
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

国
語
教
育
で
従
来
行
わ
れ
て
き
た
作
品
を
吟
味
す
る
話
し
合
い

活
動
は
、
生
徒
た
ち
に
「
考
え
る
楽
し
さ
」
に
気
づ
く
き
っ
か
け

を
与
え
、「
考
え
続
け
る
力
」を
育
成
す
る
一
助
と
な
る
で
し
ょ
う
。

〈
比
較
〉
や
〈
探
究
〉
と
い
っ
た
取
り
組
み
を
通
じ
て
作
品
を
多

角
的
に
と
ら
え
る
新
し
い
文
学
の
学
び
は
、
生
徒
の
読
み
の
世
界

を
よ
り
豊
か
に
す
る
は
ず
で
す
。

授
業
の
中
で
考
え
る
と
い
う
行
為
は
、
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
課

題
を
解
い
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で

教
室
に
い
る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
中
に
新
し
い
文
学
の
学
び
が
生
ま

れ
、
生
徒
た
ち
自
身
が
そ
れ
を
育
ん
で
い
け
る
よ
う
な
文
学
の
授

業
を
ひ
ら
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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新
た
な
角
度
か
ら
日
常
を
描
く
現
代
作
家
た
ち

新
た
に
設
置
さ
れ
た
科
目
「
文
学
国
語
」
で

は
、
従
来
の
「
現
代
文
Ｂ
」
に
掲
載
さ
れ
て
き

た
「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」「
檸
檬
」「
舞
姫
」

な
ど
の
定
番
教
材
に
加
え
て
、
現
代
作
家
の
随

筆
や
小
説
を
多
数
掲
載
し
た
。特
徴
的
な
の
は
、

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
も
身
近
な
日
常
的
光
景
を

新
た
な
角
度
か
ら
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
随
筆
「
飛
ぶ
こ

と
を
知
っ
て
い
る
魂
」（
梨
木
香
歩
）
で
あ
る
。

筆
者
が
体
験
し
た
鳥
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
コ

ロ
ナ
禍
に
あ
る
今
日
の
困
難
な
状
況
に
お
い

て
、
飛
ぶ
こ
と
へ
の
入
念
な
準
備
期
間
と
し
て

経
験
値
を
積
み
重
ね
て
ほ
し
い
、
と
い
う
筆
者

の
願
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
授
業
で
は
新
学
期

当
初
に
扱
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
教
科
書

教
材
が
「
今
」
そ
の
も
の
を
話
題
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
高
校
生
も
こ
の
教
材
の
内
容
を
自
身

の
問
題
と
し
て
捉
え
、「
文
学
国
語
」
へ
の
関

心
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
旦
白
紙
状

態
に
な
っ
て
滅
多
に
な
い
体
験
を
楽
し
む
、
と

い
う
ユ
ー
モ
ア
も
忘
れ
な
い
筆
者
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
は
勇
気
づ
け
ら
れ
る
。

小
説
「
旅
す
る
本
」（
石
田
衣
良
）
は
、
本
が

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
間
を
旅
す
る
場
面
が
織
り

成
す
幻
想
的
な
物
語
で
あ
る
。
職
を
失
っ
た
男

が
本
に
出
会
い
、
自
身
に
似
た
境
遇
の
物
語
世

界
に
救
わ
れ
現
実
世
界
に
耐
え
る
力
を
も
ら
う

話
、
愛
犬
を
亡
く
し
た
少
年
が
あ
る
男
の
子
と

一
生
を
送
っ
た
犬
の
幸
福
な
物
語
に
出
会
い
、

悲
し
み
が
癒
や
さ
れ
る
話
、
失
恋
し
た
女
性
が

偶
然
拾
っ
た
恋
愛
小
説
に
魅
せ
ら
れ
、
読
み
始

め
る
話

│
本
が
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
し

つ
つ
、人
々
を
魅
了
し
慰
撫
し
て
い
く
。
日
頃
、

視
聴
覚
ツ
ー
ル
に
馴
染
ん
で
い
る
高
校
生
に
、

「
読
む
」
こ
と
で
心
奥
を
揺
さ
ぶ
る
本
の
魅
力

を
ぜ
ひ
、
追
体
験
さ
せ
た
い
。
本
作
は
ボ
ル
ヘ

ス
の
幻
想
小
説
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
と
い

う
。「
読
者
の
心
に
し
み
と
お
り
、
そ
の
人
を

深
く
目
覚
め
さ
せ
る
小
説
」
を
仕
上
げ
た
い
と

い
う
筆
者
の
創
作
意
図
を
述
べ
た
「
展
開
」
も

活
用
す
れ
ば
、
小
説
の
方
法
や
成
立
背
景
に
着

眼
す
る
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。

同
じ
く
現
代
小
説
の
「
鍋
セ
ッ
ト
」（
角
田

光
代
）
は
大
学
進
学
か
ら
始
ま
る
物
語
で
あ
る
。

初
め
て
一
人
暮
ら
し
を
す
る
娘
と
、
ア
パ
ー
ト

探
し
に
付
き
添
っ
た
母
親
が
登
場
す
る
。
不
動

産
屋
か
ら
紹
介
さ
れ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
ア
パ
ー

ト
に
主
人
公
は
意
気
消
沈
す
る
が
、
付
き
添
っ

た
母
親
が
あ
れ
こ
れ
慰
め
る
こ
と
で
か
え
っ
て

苛
立
ち
や
反
感
を
抱
く
。

自
立
を
目
前
に
し
て
の
不
安
と
甘
え
、
反
発

と
淋
し
さ
な
ど
が
入
り
交
じ
る
主
人
公
の
内
面

が
、
母
へ
向
け
た
言
葉
や
態
度
に
巧
み
に
表
現

さ
れ
る
。
最
後
に
母
が
買
い
与
え
た
鍋
セ
ッ
ト

は
、後
に
「
い
っ
た
い
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

と
思
う
こ
と
に
な
る
が
、
母
か
ら
娘
へ
の
思
い

髙た
か

橋は
し

龍た
つ

夫お

専
修
大
学
教
授

多
彩
な
表
現
世
界
に
親
し
む
た
め
の

「
文
学
国
語
」新
教
材

文
学
国
語
〔
文
国
704
〕
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が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
結
局
、
卒
業
後
も
仕
事
に
も
利
用
し
、
結

婚
後
、
家
庭
で
も
使
い
続
け
、
使
い
古
さ
れ
て

も
鍋
セ
ッ
ト
を
手
放
す
こ
と
を
し
な
い
。

あ
る
道
具
を
介
し
て
人
間
の
ド
ラ
マ
が
展
開

す
る
こ
の
作
品
は
、
短
編
小
説
の
読
み
方
を
学

ぶ
の
に
格
好
の
教
材
と
言
え
る
。
鍋
セ
ッ
ト
を

め
ぐ
っ
て
主
人
公
と
母
と
の
思
い
を
捉
え
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
大
学
時
代
か
ら
家
庭
を
持
つ

時
期
ま
で
の
長
い
ス
パ
ン
に
お
い
て
、
日
常
的

な
光
景
や
日
々
の
営
み
の
中
に
、
さ
り
げ
な
く

母
か
ら
娘
へ
の
世
代
の
継
承
の
姿
が
書
き
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
ら
せ
た
い
。

「
桔
梗
く
ん
へ
」（
川
上
未
映
子
）
は
、
二
人

称
を
巧
み
に
用
い
た
書
簡
体
小
説
で
あ
る
。
手

紙
の
文
体
の
中
に
、
十
代
の
淡
い
恋
愛
の
思
い

出
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
毎
年
見
る
不
思
議

な
「
あ
な
た
」
の
夢
、
そ
し
て
そ
の
夢
と
無
関

係
な
は
ず
の
「
あ
な
た
」
の
妻
か
ら
届
く
不
吉

な
メ
ー
ル
の
存
在
が
「
あ
な
た
」
に
向
け
て
明

か
さ
れ
る
。
手
紙
と
い
う
ツ
ー
ル
は
相
手
と
の

距
離
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
主
人
公
の
過

去
の
思
い
出
、
無
意
識
が
織
り
な
す
夢
、
そ
し

て
見
知
ら
ぬ
相
手
か
ら
届
く
メ
ー
ル
と
、
い
ず

れ
も
主
人
公
の
意
識
か
ら
距
離
を
感
じ
さ
せ

る
。
そ
の
一
方
で
、「
あ
な
た
」
へ
語
り
か
け

る
二
人
称
の
活
用
が
読
者
に
も
妙
な
話
に
親
近

感
を
抱
か
せ
る
巧
み
な
構
造
を
持
つ
小
説
で
あ

る
。手

紙
の
最
後
に
は
作
者
の
署
名
が
置
か
れ
て

い
て
、
あ
た
か
も
実
体
験
を
綴
っ
た
か
の
よ
う

な
独
特
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
謎
か
け
の
よ

う
に
読
者
に
幾
重
に
も
想
像
さ
せ
る
仕
掛
け
が

施
さ
れ
て
い
る
。
授
業
で
は
、
ま
ず
は
淡
い
恋

愛
感
情
が
二
十
四
年
も
経
て
不
気
味
な
物
語
と

し
て
立
ち
上
が
る
不
可
思
議
な
展
開
を
押
さ
え

た
い
。
そ
の
上
で
、
書
簡
体
の
特
徴
や
表
現
効

果
、
主
人
公
の
独
白
と
二
人
称
の
効
用
、
タ
イ

ト
ル
の
意
味
な
ど
、
文
体
や
構
造
に
つ
い
て
生

徒
の
発
見
を
活
か
し
つ
つ
、
表
現
自
体
へ
の
認

識
を
深
め
さ
せ
た
い
。

翻
訳
に
よ
っ
て
拓
く
世
界

「
月
の
誤
訳
」（
多
和
田
葉
子
）
は
、
日
本
文

学
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
中
で
、
日
本
語
の

原
点
や
文
化
を
再
発
見
す
る
営
為
を
、
両
言
語

に
お
け
る
「
月
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
例
に
挙
げ
な

が
ら
丁
寧
に
表
現
し
た
随
筆
で
あ
る
。

授
業
で
は
、一
つ
一
つ
の
例
を
整
理
し
つ
つ
、

言
葉
へ
の
豊
か
な
感
覚
を
理
解
さ
せ
た
い
。
バ

イ
リ
ン
ガ
ル
の
筆
者
な
ら
で
は
の
言
葉
を
め
ぐ

る
鋭
い
感
性
と
暖
か
い
眼
差
し
は
、
高
校
生
に

と
っ
て
、
翻
訳
へ
の
新
鮮
な
関
心
を
抱
か
せ
、

日
本
語
に
対
す
る
認
識
も
新
た
に
す
る
機
会
と

な
ろ
う
。

翻
訳
文
学
と
し
て
は
「
掟
の
門
」（
フ
ラ
ン
ツ
・

カ
フ
カ
）
が
新
た
に
掲
載
さ
れ
た
。
自
分
自
身

の
中
に
あ
る
主
体
性
を
阻
む
な
に
も
の
か
を
門

番
に
喩
え
、
門
の
中
へ
は
一
歩
も
踏
み
出
せ
な

い
ま
ま
年
老
い
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
寓
話
で

あ
る
。
受
け
身
の
ま
ま
勇
気
を
持
て
な
い
人
間

の
精
神
的
な
弱
み
や
不
条
理
性
を
喩
え
て
い
る

と
も
、
社
会
、
宗
教
、
文
化
、
民
俗
な
ど
の
領

域
に
お
い
て
、
人
間
の
生
き
方
を
束
縛
す
る
内

面
化
さ
れ
た
法
や
戒
律
、
因
習
、
価
値
観
な
ど

を
諷
喩
し
て
い
る
と
も
、
様
々
な
観
点
か
ら
寓

意
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
、
高
度
な
読
み
を

促
す
小
説
で
あ
る
。

門
と
い
え
ば
、
門
の
下
で
勇
気
が
出
ず
に
途

方
に
暮
れ
て
い
た
「
羅
生
門
」
の
下
人
も
想
起

さ
れ
、「
羅
生
門
」
と
の
比
較
読
み
も
可
能
だ

ろ
う
。
ち
な
み
に
、
カ
フ
カ
の
名
作
「
変
身
」

と
「
羅
生
門
」
が
同
じ
く
一
九
一
五
年
に
発
表

さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
翻
訳

を
通
じ
て
、
読
書
へ
の
関
心
を
日
本
文
学
か
ら

世
界
文
学
へ
と
拓
い
て
い
き
た
い
。
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■
『
新
編 

文
学
国
語
』
で
古
典
の
授
業
を

『
新
編 

文
学
国
語
』
は
、
近
現
代
の
小
説
・
詩
歌
は
も
ち
ろ
ん
、

竹
取
、
伊
勢
、
源
氏
、
平
家
物
語
な
ど
の
名
場
面
や
、
枕
草
子
、

方
丈
記
、
徒
然
草
の
有
名
な
章
段
、
漢
文
の
「
四
面
楚
歌
」
な
ど

も
採
録
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
ど
の
作
品
も
見
開
き
二
ペ
ー
ジ

で
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま
り
、
傍
訳
と
美
し
い
イ
ラ
ス
ト
入
り
。

わ
か
り
や
す
い
「
作
品
解
説
」
も
あ
り
ま
す
の
で
、
授
業
が
し
や

す
い
と
思
い
ま
す
。

時
間
数
の
関
係
で
「
古
典
探
究
」
の
授
業
が
設
置
で
き
な
か
っ

た
と
悔
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
る
先
生
方
、
ぜ
ひ
こ
の
教
科
書
を

使
っ
て
古
典
の
名
作
に
触
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
文
学
を
学
ぶ
初
め
の
一
歩
に
！

「
現
代
文
の
授
業
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
」
と
悩
ん
で

い
る
先
生
、
い
ま
せ
ん
か
。
実
は
私
が
そ
う
で
し
た
。
高
校
の
先

生
に
な
り
た
て
の
こ
ろ
、「
古
文
や
漢
文
は
だ
い
た
い
や
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
る
か
ら
い
い
け
ど
、
小
説
や
詩
歌
は
い
っ
た
い
ど
う

髙た
か

草く
さ

真ま

知ち

子こ

東
京
成
徳
大
学
特
任
教
授

現
代
文
も
古
典
も
書
く
力
も

こ
れ
一
冊
で

『新編 文学国語』pp.264-265「若紫」
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し
よ
う
…
」
と
、日
々
悶
々
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

年
を
と
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
先
生
の
た
め
に
開
発
し
た
の
が
、「
文
学
の
扉
を
開
こ

う
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
小
説
を
読
む
と
き
に
押

さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
「
羅
生
門
」
を
例
に
ま
と
め
て
い

ま
す
。
場
面
設
定
や
場
面
の
展
開
、
心
情
・
情
景
描
写
な
ど
、
ふ

だ
ん
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
基
本
的
な
事
柄
を
、
図
示
し
た
り
、

本
文
に
マ
ー
カ
ー
で
線
を
引
い
た
り
し
て
、
視
覚
に
訴
え
て
示
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
詩
、
短
歌
・
俳
句
の
単
元
で
も
、
構
成
や
表

現
の
特
徴
、
味
わ
い
方
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
整
理
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ば
ス
キ
ル
的
な
要
素
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
学
ん
で
お
く

と
、
視
野
が
広
が
り
ま
す
し
、
よ
り
深
く
、
よ
り
楽
し
く
作
品
を

味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
授
業
の
前
に
こ
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て

確
認
し
て
も
い
い
で
す
し
、
必
要
に
応
じ
て
振
り
返
る
と
い
う
の

も
い
い
で
し
ょ
う
。生
徒
と
先
生
の
間
に
共
通
の
認
識
が
生
ま
れ
、

授
業
を
進
め
や
す
く
な
る
は
ず
で
す
。

■
「
こ
と
の
は
」
で
言
語
感
覚
を
磨
こ
う

ま
た
、
ミ
ニ
コ
ラ
ム
「
こ
と
の
は
」
も
、
魅
力
的
な
コ
ー
ナ
ー

で
す
。「
比
喩
」「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」「
文
体
」
な
ど
、
言
葉
に
関
す

る
九
つ
の
記
事
が
、
教
材
に
合
わ
せ
て
短
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
小
説
を
扱
っ
て
い
る
と
、つ
い
読
解
に
熱
中
し
が
ち
で
す
が
、

作
品
を
言
語
表
現
の
面
か
ら
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に

な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
「
役
割
語
」。
役
割
語
と
は
、「
わ
た
く
し
…
で
す
わ
」

（
お
嬢
様
ら
し
さ
）、「
わ
し
は
…
じ
ゃ
」（
老
人
ら
し
さ
）
の
よ
う
に
、

現
実
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
遣
い
と
い
う
よ
り
も
、
い
か
に
も
そ

れ
ら
し
い
印
象
を
与
え
る
言
葉
遣
い
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。小
説
、

漫
画
、
ド
ラ
マ
な
ど
か
ら
役
割
語
を
探
し
、
人
物
像
や
作
者
の
意

図
な
ど
を
想
像
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
か
ら
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
ま
で

「
文
学
国
語
」
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、「
文
学
的
な
文
章
を
書

く
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、「
文
学
的
な
文
章
」
な
ど
、

一
朝
一
夕
に
書
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
の
教

科
書
で
は
、
段
階
的
に
無
理
な
く
取
り
組
め
る
よ
う
な
創
作
単
元

を
作
っ
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
、写
真
や
イ
ラ
ス
ト
に
添
え
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
始
ま
り
、
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エ
ッ
セ
イ
、
手
紙
、
川
柳
、
俳
句
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
を
経
て
、

物
語
創
作
に
つ
な
げ
ま
す
。
作
品
例
や
書
き
方
の
手
引
き
も
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
書
い
て
い
く
と
、
い
つ
の
間
に

か
完
成
し
そ
う
な
予
感
が
し
ま
す
。

最
終
課
題
は
、「
名
曲
か
ら
物
語
を
書
こ
う
」。
こ
こ
で
は
、
中

島
み
ゆ
き
「
糸
」
の
歌
詞
（
教
科
書
「
恋
の
う
た
」
に
採
録
）
を
読

み
、
そ
こ
か
ら
発
想
を
広
げ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物
語
を
作
り
ま

す
。「
糸
」
で
な
く
て
も
、
自
分
の
好
き
な
曲
を
選
ん
で
書
い
て

も
い
い
で
す
ね
。も
し
授
業
中
に
書
く
時
間
が
取
れ
な
い
場
合
は
、

長
期
休
暇
の
課
題
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
書
き

上
が
っ
た
作
品
を
一
冊
に
ま
と
め
、ク
ラ
ス
の
作
品
集
に
し
ま
す
。

記
念
に
残
る
作
品
集
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

■
定
番
は
も
ち
ろ
ん
、
人
気
の
現
代
作
家
の
教
材
も

『
新
編 

文
学
国
語
』
に
は
、高
校
の
定
番
教
材
、「
山
月
記
」「
こ

こ
ろ
」「
ナ
イ
ン
」「
鞄
」「
山
椒
魚
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現

代
作
家
の
新
教
材
も
豊
富
に
採
録
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
随
想
で
は
、
村
上
春
樹
、
角
田
光
代
、
畠
中
恵
、

川
上
未
映
子
、
梨
木
香
歩
…
…
。
小
説
で
は
、
江
國
香
織
、
三
浦

し
を
ん
、
西
川
美
和
、
辻
村
深
月
、
川
上
弘
美
、
朝
井
リ
ョ
ウ

…
…
。
名
前
を
見
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
た

く
な
り
ま
せ
ん
か
。

さ
ら
に
、
評
論
も
載
せ
て
い
ま
す
。
高
階
秀
爾
「
夏
の
月
」
と

穂
村
弘
「
共
感
と
驚
異
」
で
す
。

「
夏
の
月
」
は
、
月
を
愛
し
た
清
少
納
言
、
阿
倍
仲
麻
呂
、
李

白
の
詩
歌
と
上
村
松
園
の
名
画
を
紹
介
し
、「
共
感
と
驚
異
」
は
、

短
歌
が
人
を
感
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
二
つ
の
要
素
に
つ
い
て

述
べ
て
い
ま
す
。
二
作
品
と
も
、
日
本
文
化
と
日
本
文
学
の
奥
深

さ
を
堪
能
で
き
る
名
評
論
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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文
学
の
世
界
へ
誘
う
巻
頭
随
想

第
Ⅰ
部
第
1
単
元
「
明
日
を
ひ
ら
く
」
は
、

新
学
年
を
迎
え
た
学
習
者
を
「
文
学
国
語
」
の

世
界
に
歓
迎
す
る
単
元
で
あ
る
。「
少
な
く
と

も
最
後
ま
で
歩
か
な
か
っ
た
」（
村
上
春
樹
）
で

は
、「
た
と
え
そ
れ
が
実
際
、
底
に
小
さ
な
穴

の
あ
い
た
古
鍋
に
水
を
注
い
で
い
る
よ
う
な
む

な
し
い
所
業
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
少

な
く
と
も
努
力
を
し
た
と
い
う
事
実
は
残
る
」

と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
村
上
フ
ァ
ン
に
は
お
な
じ

み
の
味
わ
い
深
い
比
喩
を
用
い
た
軽
妙
な
文
体

で
、
氏
の
人
生
観
が
語
ら
れ
る
。「
そ
と
み
と

な
か
み
」（
角
田
光
代
）
で
は
社
交
的
で
前
向
き

な
「
外
側
の
私
」
と
は
大
き
く
隔
た
る
「
内
側

の
私
」
を
、「
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
悟
ら
れ

な
い
よ
う
に
息
を
潜
め
て
」
い
た
と
い
う
高
校

時
代
が
語
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
努
力
の
先
に

あ
る
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
り
、「
内

側
の
私
」
を
持
て
余
し
た
り
し
て
い
る
高
校
生

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
届
け
た
い
。

授
業
で
は
、
本
文
の
中
で
共
感
し
た
こ
と
を

発
表
し
た
り
、
気
に
入
っ
た
表
現
を
共
有
し
た

り
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
自
分
が
熱
中
し
て
い
る

こ
と
や
熱
中
し
た
い
こ
と
を
発
表
す
る
の
も
よ

い
。
あ
る
い
は
、「
文
学
」
に
触
れ
る
こ
と
の

意
義
を
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
を
き
っ
か
け
に

し
て
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。新
科
目「
文

学
国
語
」
の
授
業
開
き
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
。

文
体
の
味
わ
い

「
文
学
的
な
文
章
を
書
く
」
授
業
で
大
変
難

し
く
、
し
か
も
と
て
も
楽
し
い
の
は
、「
何
を

書
く
か
」
だ
け
で
な
く
「
ど
う
書
く
か
」
を
考

え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
を
想
定
し
て
小

説
を
読
む
と
、
書
き
手
が
凝
ら
し
て
い
る
、
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
が
見
え
て
く
る
。「
晴
れ
た
空

の
下
で
」（
江
國
香
織
）
で
は
、
語
り
手
の
「
わ

し
」
と
亡
く
な
っ
た
「
婆
さ
ん
」
と
の
時
間
の

語
り
に
お
い
て
、「
ぽ
っ
く
り
と
黄
色
い
玉
子

焼
き
」
や
、「
ほ
と
ほ
と
と
、快
い
音
を
た
て
て
」

注
が
れ
る
緑
茶
な
ど
、
印
象
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ

が
多
用
さ
れ
る
。
一
方
、
現
実
の
世
界
で
「
わ

し
」
の
世
話
を
焼
く
次
男
の
嫁
に
関
し
て
は
、

「
あ
か
る
い
声
」「
や
さ
し
く
こ
た
え
る
」
の
よ

う
な
一
般
的
な
描
写
に
留
ま
っ
て
い
る
。「
わ

し
」
が
現
実
に
戻
る
と
、「
手
鞠
麩
の
よ
う
に

や
わ
ら
か
く
て
、
玉
子
焼
き
の
よ
う
に
や
さ
し

い
味
が
し
た
」
妻
は
消
え
、
嫁
に
「
お
味
、
薄

す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
明
る
く
尋
ね
ら
れ
る

の
が
切
な
い
。
最
後
に
冒
頭
の
一
節
が
繰
り
返

さ
れ
る
の
も
、
そ
の
主
語
が
「
わ
し
ら
」
か
ら

「
わ
し
」
に
な
っ
て
い
る
の
も
切
な
い
。

「
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
」（
川
上
未
映
子
）
も
、

文
体
に
大
き
な
特
徴
を
も
つ
作
品
だ
。「
風
に

は
、
季
節
の
、
そ
れ
か
ら
食
べ
物
の
、
夕
暮
れ

の
、
悲
し
い
感
じ
の
、
色
ん
な
匂
い
が
ま
じ
っ

て
い
て
、
言
葉
に
し
て
そ
う
思
う
と
そ
れ
だ
け

石い
し

原は
ら

徳の
り

子こ

神
奈
川
県
立
多
摩
高
等
学
校
教
諭

よ
う
こ
そ
、「
文
学
国
語
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授
業
へ
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で
涙
が
に
じ
ん
で
く
る
の
だ
っ
た
」
と
、
浮
か

ん
で
は
流
れ
て
い
く
独
り
言
の
よ
う
な
文
の
後

に
、「
変
だ
ね
」と
い
う
三
文
字
が
投
げ
出
さ
れ
、

絶
妙
な
緩
急
の
リ
ズ
ム
を
作
っ
て
い
る
。
本
文

は
、
帰
っ
て
こ
な
い
母
親
を
待
つ
兄
妹
と
の
交

流
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
が
よ
み

が
え
っ
た
、
と
い
う
（
だ
け
の
）
内
容
だ
が
、

作
者
の
「
大
阪
弁
」
が
兄
妹
と
の
距
離
を
一
気

に
詰
め
た
の
と
同
様
、
方
言
を
含
む
語
り
の
リ

ズ
ム
が
読
者
の
心
に
も
迫
る
。
古
文
の
「
源
氏

物
語
」
や
「
蜻
蛉
日
記
」
な
ど
は
、
一
文
が
つ

な
が
っ
て
最
初
読
み
に
く
い
が
、
慣
れ
る
と
そ

の
文
体
に
よ
っ
て
作
者
の
息
づ
か
い
を
「
感
じ

ら
れ
る
」
よ
う
に
な
る
。
同
様
に
、
川
上
氏
の

作
品
も
身
体
性
の
高
い
文
体
だ
と
思
う
。

文
体
や
言
葉
の
選
び
方
が
ど
の
よ
う
な
効
果

を
も
た
ら
す
か
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
確
か
め
て

か
ら
創
作
す
る
と
い
う
授
業
展
開
は
ど
う
だ
ろ

う
。「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
学
習

効
果
が
相
乗
的
に
現
れ
、
生
徒
の
「
文
学
」
の

世
界
が
立
体
的
に
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

文
学
と
社
会

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
「
混
乱
」
で
痛
感

し
た
の
は
、「
非
日
常
」
は
す
ぐ
に
「
日
常
」

に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
人
間
に
必
要

な
適
応
能
力
だ
が
、
本
質
を
見
る
目
は
曇
り
や

す
い
と
も
い
え
る
。
文
学
が
社
会
と
切
り
離
せ

な
い
の
は
、文
学
に
触
れ
る
こ
と
で
、こ
の
「
曇

り
」
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

本
書
の
新
教
材
で
は
、「
身
内
ほ
ど
厄
介
な

も
の
は
な
い
」（
米
原
万
里
）
で
文
化
相
対
主
義

的
な
視
点
を
、「
ク
ル
ミ
の
小
部
屋
」（
河
野
裕

子
）
で
家
族
の
中
に
あ
る
個
人
を
、「
神
去
な

あ
な
あ
日
常
」（
三
浦
し
を
ん
）
で
自
然
と
人
間

の
在
り
方
を
再
発
見
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
特
に
戦
争
を
題
材
に
し
た
「
そ
の

日
東
京
駅
五
時
二
十
五
分
発
」（
西
川
美
和
）
を

取
り
上
げ
る
。
新
潮
文
庫
「
あ
と
が
き
」
に
よ

る
と
、
広
島
に
生
ま
れ
た
作
者
は
「
と
て
つ
も

な
く
悲
惨
な
情
景
や
体
験
」
を
聞
か
さ
れ
、「
知

る
も
の
／
知
ら
ぬ
も
の
」
の
壁
を
感
じ
続
け
て

育
っ
た
た
め
に
、「
自
分
に
は
、
戦
争
に
ま
つ

わ
る
創
作
な
ど
は
未
来
永
劫
、
関
わ
る
資
格
の

な
い
も
の
」
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
作
品
の
も
と
と
な
っ
た
伯
父
の
手
記
を
読

み
、
戦
争
当
事
者
の
中
に
存
在
し
た
「『
軽
や

か
さ
』
の
よ
う
な
も
の
」
を
「
新
鮮
な
発
見
」

と
し
て
と
ら
え
た
と
い
う
。

「
国
家
と
か
民
族
と
か
、
そ
ん
な
も
の
に
ほ

ぼ
何
の
関
心
も
無
い
。（
中
略
）
必
死
で
兵
隊

面
を
し
て
頑
張
っ
て
い
る
た
だ
の
飛
行
機
狂
い

だ
」
と
い
う
普
通
の
青
年
が
、「
ぼ
く
は
こ
れ

で
も
国
を
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
自

問
し
、
空
襲
で
燃
え
て
い
る
空
を
見
た
時
に

「（
ひ
と
の
生
活
や
記
憶
の
全
て
が
＝
筆
者
注
）
ま

る
で
無
意
味
な
も
の
か
の
よ
う
に
、
存
在
自
体

を
無
用
と
断
定
す
る
よ
う
に
、
生
き
た
ま
ま
根

こ
そ
ぎ
滅
ぼ
さ
れ
て
い
く
の
は
、た
ま
ら
な
い
。

た
ま
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
ぼ
く
だ
っ
て
」
と
自

答
す
る
。
戦
争
が
日
常
と
な
り
、
な
ぜ
戦
う
の

か
、
国
が
負
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
何
も

考
え
ず
、
そ
う
し
ろ
と
言
わ
れ
た
か
ら
そ
う
し

て
い
た
に
す
ぎ
な
い
、「
普
通
」
の
青
年
の
言

葉
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
た
ま
ら
な
い
」
と
い

う
言
葉
が
重
く
響
く
。

授
業
で
は
、
他
の
作
品
と
比
較
し
て
読
み
、

考
え
を
深
め
た
上
で
こ
の
作
品
の
書
評
を
書
く

活
動
を
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
映
画
「
風
立
ち

ぬ
」（
宮
崎
駿　

二
〇
一
三
）
も
飛
行
機
狂
い
の

青
年
、堀
越
二
郎
と
ゼ
ロ
戦
を
め
ぐ
る
物
語
だ
。

善
良
な
市
民
が
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
巻
き
込
ま

れ
る
「
非
日
常
」
を
作
り
出
す
の
も
「
社
会
」

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、「
時
代
の
せ
い
」
と

い
う
思
考
停
止
に
陥
ら
せ
ず
気
づ
か
せ
て
く
れ

る
の
も
「
文
学
」
な
の
で
あ
る
。
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一　

大
修
館
『
国
語
表
現
』
の
二
大
コ
ン
セ
プ
ト

「
表
現
力
を
培
う
」
と
「
表
現
を
楽
し
む
」。
こ
れ
が
大
修
館

『
国
語
表
現
』
の
二
大
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に

基
づ
き
、本
教
科
書
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

第
１
部
を
学
習
し
て
か
ら
第
２
部
へ
と
い
う
順
序
を
設
け
た
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
方
の
授
業
ス
タ
イ
ル
や
各
学
校
の
教
育

課
程
、
そ
し
て
年
間
行
事
予
定
な
ど
を
踏
ま
え
、
両
者
を
往
還
し

な
が
ら
進
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
構
成
し
た
も
の
で
す
。

第
１
部
に
は
、
生
徒
が
社
会
人
と
な
っ
た
と
き
に
必
要
な
表
現

力
を
育
て
鍛
え
る
た
め
の
単
元
と
素
材
と
が
集
め
て
あ
り
ま
す
。

実
社
会
に
生
き
て
働
く
資
質
・
能
力
の
こ
と
を
「
社
会
人
基
礎

力
」
と
い
い
ま
す
。
二
〇
〇
六
年
に
経
済
産
業
省
が
提
唱
し
た
能

力
で
、「
前
に
踏
み
出
す
力
」、「
考
え
抜
く
力
」、「
チ
ー
ム
で
働

く
力
」
を
軸
に
、
一
二
の
能
力
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
中
で
『
国
語
表
現
』
と
深
く
か
か
わ
る
力
に
は
、「
発

信
力
・
傾
聴
力
・
想
像
力
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
言
葉

の
力
を
培
う
三
三
種
類
の
レ
ッ
ス
ン
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
２
部
に
は
、
教
室
が
笑
顔
と
生
徒
の
声
に
あ
ふ
れ
る
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
集
め
て
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
、
言
葉
に
よ
る

言
葉
の
「
遊
び
」
で
す
。

遊
び
に
は
「
楽
し
さ
・
や
る
気
・
象
徴
性
・
能
動
性
・
任
意
性
」

な
ど
の
機
能
が
あ
り
、
人
は
、
遊
び
に
没
頭
し
て
い
る
と
き
に
脳

が
最
も
活
性
化
し
、
能
力
を
開
花
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
機
能
を
踏
ま
え
、『
国
語
表
現
』
に
と
っ
て
価
値
あ
る

一
三
種
類
の
メ
ニ
ュ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

二　

社
会
人
基
礎
力
と
し
て
の
表
現
力
を
培
う
第
１
部

第
１
部
に
あ
る
レ
ッ
ス
ン
は
、
基
本
的
に
教
科
書
上
部
に
具
体

的
な
レ
ッ
ス
ン
の
課
題
と
素
材
が
、
下
部
に
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
レ
ッ
ス
ン
の
合
間
に
は
、
言
葉
と
表
現
の

あ
り
方
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
著
名
人
の
文
章
や
、
課
題
を

応
用
す
る
た
め
の
図
版
や
デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

「
１
言
葉
と
出
会
う
」
の
レ
ッ
ス
ン
３
は
、「
相
手
に
応
じ
た
言

藤ふ
じ

森も
り

裕ゆ
う

治じ

文
教
大
学
教
授

表
現
力
を
培
う
・
表
現
を
楽
し
む

│
│『
国
語
表
現
』二
つ
の
学
び
│
│

内容紹介

国
語
表
現
〔
国
表
701
〕
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葉
遣
い
」
を
学
ぶ
活
動
で
す
。
こ
こ
で
は
和
語
・
漢
語
・
外
来
語

な
ど
の
語
種
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
違
い
、
待
遇
表
現
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
敬
語
の
使
い
分
け
と
し
て
「
会

計
に
つ
い
て
は
受
付
で
伺
っ
て
く
だ
さ
い
。」「
足
元
に
気
を
つ
け

て
ご
乗
車
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
っ
た
誤
用
例
が
示
さ
れ
、
こ

れ
ら
を
適
切
に
言
い
換
え
る
課
題
が
あ
り
ま
す
。

「
２
伝
え
る
、伝
え
合
う
」
の
レ
ッ
ス
ン
１
は
「
自
己
紹
介
ゲ
ー

ム
」
で
す
。
マ
ス
目
に
話
す
テ
ー
マ
が
書
か
れ
た
サ
イ
コ
ロ
を
振

り
、
出
た
目
の
テ
ー
マ
（
例
え
ば
「
こ
う
見
え
て
、
実
は
〇
〇
な
ん

で
す
」「
私
の
大
失
敗
」）
に
沿
っ
て
自
己
紹
介
を
す
る
活
動
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
つ
い
で
、
級
友
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
他
の
人

に
紹
介
す
る
「
他
己
紹
介
」
へ
と
展
開
し
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て

自
分
や
級
友
を
適
切
に
か
つ
豊
か
に
伝
え
る
技
術
と
自
信
と
を
育

て
ま
す
。

「
３
小
論
文
・
レ
ポ
ー
ト
入
門
」
で
は
、
小
論
文
を
書
く
た
め

の
基
礎
基
本
か
ら
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
、
課
題
型
・
デ
ー
タ
型
・
テ
ー

マ
型
と
い
っ
た
タ
イ
プ
別
の
小
論
文
・
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
方
法
を

学
び
ま
す
。
想
を
練
る
た
め
の
図
版
資
料
も
可
能
な
限
り
掲
載
し

て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
レ
ッ
ス
ン
７
「
論
文
を
書
く
」
で
は
大

学
で
も
通
用
す
る
論
文
執
筆
の
作
法
が
案
内
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
４
自
己
Ｐ
Ｒ
と
面
接
」
は
、
自
己
分
析
か
ら
自
己
推
薦
書
の

執
筆
、
そ
し
て
面
接
に
至
る
ま
で
、
実
際
の
進
路
指
導
に
活
か
せ

る
言
葉
の
表
現
活
動
が
並
び
ま
す
。
特
に
レ
ッ
ス
ン
７
「
グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う
」
で
は
、
近
年
、
多
く
の
推
薦

入
試
や
就
職
試
験
で
採
用
さ
れ
て
い
る
集
団
面
接
を
踏
ま
え
た
活

動
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
教
科
書
で
は
、
言
葉
に
よ
る
表
現
の
場
を
大
き
く
拡
張

し
て
い
ま
す
。「
５
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
す
る
」
で
は
、手
紙
、通
知
、

電
話
、電
子
メ
ー
ル
と
い
っ
た
従
来
か
ら
あ
る
メ
デ
ィ
ア
に
加
え
、

電
子
掲
示
板
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
、
チ
ャ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ま
で
視

野
に
入
れ
た
レ
ッ
ス
ン
を
配
列
し
て
い
ま
す
。

「
６
会
話
・
議
論
・
発
表
」
も
、
実
用
性
を
と
こ
と
ん
追
究
し

て
い
ま
す
。
レ
ッ
ス
ン
１
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
や
り
と
り
を
素

材
に
、
敬
語
の
使
い
方
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
店
員
の
言
葉
遣
い
を

『国語表現』p.36「自己紹介ゲーム」
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修
正
す
る
活
動
で
す
。
ま
た
、
レ
ッ
ス
ン
４
で
は
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
工
夫
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能

力
は
必
須
の
社
会
人
基
礎
力
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
を
効
果
的
に
使
っ

て
印
象
に
残
る
発
表
を
す
る
力
を
鍛
え
ま
す
。

三　

遊
び
心
で
表
現
を
豊
か
に
楽
し
む
第
２
部

第
２
部
は
、
趣
向
が
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
す
。
第
１
部
は
単
元

ご
と
に
段
階
と
順
序
性
を
意
識
し
た
レ
ッ
ス
ン
を
配
列
し
て
い
ま

す
が
、
第
２
部
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
は
、
ど
こ
か
ら
始
め
て

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
配
当
時
間
も
教
室
の
取
り
組
み
具
合
に
よ
っ

て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、「
１
言
葉
で
遊
ぶ
」
は
「
国
語
表
現
」
の
学
び

を
楽
し
く
さ
せ
る
活
動
を
「
て
ん
こ
盛
り
」
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
「
折
句
」
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
か
ら
こ
ろ
も
…
…
」
の
和
歌
や

兼
好
法
師
の
手
紙
な
ど
、古
今
の
折
句
を
紹
介
し
、自
分
で
も
作
っ

て
み
よ
う
と
誘
っ
て
い
ま
す
。こ
の
遊
び
と
第
１
部
に
あ
る「
ネ
ッ

ト
社
会
と
の
付
き
合
い
方
」
と
を
連
動
さ
せ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
留
意
点

を
折
句
に
す
る
活
動
を
行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
筆

者
が
実
際
に
大
学
の
授
業
で
試
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
傑
作

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。「
味
し
み
大
根
」
の
折
句
で
す
。

あ
せ
ら
ず
、
短
絡
的
に
反
応
し
な
い
。

じ
ぶ
ん
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
確
か
め
る
。

し
ん
ら
い
で
き
る
情
報
な
の
か
、
ま
ず
は
疑
う
。

み
ん
な
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
調
べ
る
。

だ
れ
が
発
信
源
の
情
報
な
の
か
確
か
め
る
。

い
つ
の
情
報
な
の
か
確
か
め
る
。

こ
ん
き
ょ
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
か
調
べ
る
。

「
３
日
常
生
活
の
正
し
い
過
ご
し
方
」
も
生
徒
を
楽
し
ま
せ
る

活
動
で
す
。
伊
丹
十
三
「
目
玉
焼
き
の
正
し
い
食
べ
方
」
を
参
考

素
材
に
し
て
、「
冬
の
朝
の
正
し
い
洗
顔
法
」「
布
団
か
ら
の
正
し

い
抜
け
出
し
方
」
な
ど
、
自
動
化
し
て
い
る
日
常
生
活
の
行
動
を

取
扱
説
明
書
風
に
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
遊
び
で
す
。

「
13
開
廷
！
模
擬
裁
判
」
は
、
二
〇
〇
九
年
に
始
ま
っ
た
裁
判

員
制
度
を
踏
ま
え
た
単
元
で
す
。
教
室
を
法
廷
に
見
立
て
、
本
物

の
裁
判
で
や
り
と
り
さ
れ
る
ス
ク
リ
プ
ト
に
合
わ
せ
て
大
き
な
判

断
を
下
す
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ゲ
ー
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

四　

充
実
し
た
学
び
の
共
同
体
に
向
け
て

「
国
語
表
現
」
の
学
び
は
、
先
生
と
生
徒
た
ち
と
の
明
る
く
建

設
的
な
対
話
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
学
び
で
す
。
先
生
も
ま
た

一
人
の
学
び
手
と
な
り
、
時
に
は
生
徒
た
ち
と
頭
を
ひ
ね
り
な
が

ら
よ
り
よ
い
表
現
者
と
な
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
学
び
の
共
同
体
は
、
生
徒
た

ち
の
人
生
に
深
く
永
く
影
響
を
与
え
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。『
国

語
表
現
』
が
そ
の
た
め
の
媒
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

こ
そ
が
本
教
科
書
を
編
集
し
た
私
た
ち
へ
の
最
大
の
報
酬
で
す
。
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新
し
い
「
国
語
表
現
」
の
教
科
書
で
は
、
魅

力
あ
る
教
材
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

科
目
の
履
修
対
象
に
な
る
生
徒
像
を
鑑
み
る

と
、
学
習
面
や
対
人
面
で
の
課
題
を
抱
え
る
場

合
も
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
多
様
な
高
校

生
た
ち
に
対
応
し
て
言
語
活
用
能
力
を
育
み
、

さ
ら
に
は
小
論
文
や
志
望
理
由
書
・
履
歴
書
な

ど
を
書
く
学
習
、
面
接
練
習
や
ス
ピ
ー
チ
な
ど

の
話
す
・
聞
く
学
習
に
よ
っ
て
、
上
級
学
校
進

学
や
就
職
へ
の
進
路
実
現
に
つ
な
げ
る
教
材
が

揃
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
共
に
掲
載
さ
れ
た
新

教
材
の
う
ち
、
三
つ
の
力
に
着
目
し
て
本
稿
で

紹
介
し
た
い
。

伝
え
る
力
と
伝
え
合
う
力

ま
ず
、「
自
己
紹
介
ゲ
ー
ム
」
か
ら
二
つ
挙

げ
る
。
こ
の
教
材
に
は
、
他
者
と
言
葉
で
伝
え

合
う
対
話
活
動
に
ゲ
ー
ム
感
覚
で
取
り
組
め
る

と
い
う
特
色
が
あ
る
。「
サ
イ
コ
ロ
自
己
紹
介
」

で
は
、
サ
イ
コ
ロ
の
各
面
に
紹
介
テ
ー
マ
を
書

き
、
振
っ
て
出
た
テ
ー
マ
で
自
己
紹
介
を
グ

ル
ー
プ
内
で
行
う
。
偶
然
性
に
よ
る
楽
し
さ
や

程
よ
い
緊
張
感
が
生
ま
れ
、
一
巡
し
た
後
に

も
っ
と
知
り
た
い
内
容
を
話
し
合
う
こ
と
も
で

き
る
。
事
前
に
紹
介
テ
ー
マ
自
体
を
相
談
で
考

え
さ
せ
て
も
よ
い
。「
他
己
紹
介
を
し
よ
う
」

で
は
、
ペ
ア
で
質
問
し
合
い
、
聞
き
出
し
た
情

報
を
ク
ラ
ス
全
体
に
紹
介
す
る
。
相
手
に
配
慮

し
た
聞
き
方
や
、
伝
わ
り
や
す
い
話
し
方
を
意

識
し
た
活
動
に
取
り
組
め
る
。
紹
介
す
る
と
き

の
工
夫
と
し
て
、
相
手
が
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
述
べ
た
内
容
を
長
所
に
言
い
換
え
る
表
現

活
動
も
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
後
に
あ
る
「
マ
イ
ニ
ュ
ー
ス
記
事

を
書
こ
う
」
も
取
り
組
み
や
す
い
だ
ろ
う
。
関

心
の
あ
る
時
事
ニ
ュ
ー
ス
や
身
の
ま
わ
り
の
出

来
事
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
の
原
稿
を
書
く
活
動

で
あ
る
。
伝
え
た
い
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
材
料
を

集
め
、
事
実
を
客
観
的
に
伝
え
る
た
め
、
５
Ｗ

１
Ｈ
に
注
意
し
て
情
報
を
整
理
す
る
。
こ
の
と

き
に
「
事
実
と
意
見
」
を
区
別
さ
せ
る
こ
と
が

重
要
に
な
る
。
生
徒
に
よ
っ
て
は
、
主
観
と
客

観
の
区
別
が
課
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
自
分
で
書
い
た
文
章
か
ら
、
そ
の
区
別
や

整
理
し
た
情
報
の
妥
当
性
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

も
で
き
る
。
最
後
は
原
稿
を
読
み
上
げ
て
発
表

す
る
こ
と
で
、
ク
ラ
ス
全
体
の
伝
え
合
う
力
の

育
成
に
も
つ
な
が
る
。

自
分
を
見
つ
め
る
力
と
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
力

先
述
の
自
己
紹
介
の
学
習
に
よ
っ
て
身
に
つ

く
力
は
、
将
来
的
な
進
路
活
動
の
中
で
も
生
か

せ
る
。そ
れ
を
具
現
化
し
て
い
く
学
習
と
し
て
、

「
自
己
推
薦
書
や
学
修
計
画
書
を
書
く
」
が
あ

山や
ま

口ぐ
ち

正ま
さ

澄ず
み

東
京
都
立
大
江
戸
高
等
学
校
教
諭

表
現
す
る
楽
し
み
を
教
室
に

国
語
表
現
〔
国
表
701
〕

新教材紹介
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る
。
こ
の
教
材
よ
り
前
に
置
か
れ
た
、
自
分
を

見
つ
め
る
た
め
の
ラ
イ
フ
チ
ャ
ー
ト
を
ま
と
め

た
り
、
長
所
・
短
所
を
書
き
出
し
た
り
し
て
客

観
視
す
る
レ
ッ
ス
ン
と
つ
な
げ
る
と
よ
り
効
果

が
高
ま
る
。
志
望
先
ご
と
の
提
出
書
類
の
特
徴

を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
が
、
共
通
す
る

の
は
志
望
理
由
と
自
分
の
長
所
の
ア
ピ
ー
ル
で

あ
る
。書
く
材
料
の
吟
味
と
練
り
上
げ
を
重
ね
、

読
む
人
の
立
場
を
考
え
て
書
か
せ
る
。
こ
れ
ま

で
の
体
験
や
取
り
組
ん
で
き
た
活
動
内
容
を
文

章
化
し
て
、
志
望
先
で
や
り
た
い
こ
と
を
明
確

に
伝
え
る
表
現
力
を
育
成
す
る
。
書
き
上
げ
た

後
に
生
徒
相
互
で
読
ん
で
評
価
し
推
敲
さ
せ
る

こ
と
で
、
よ
り
主
体
的
で
対
話
的
で
深
い
学
び

に
な
る
。今
後
の
進
路
活
動
に
役
立
つ
要
素
を
、

計
画
的
に
増
や
し
て
お
き
た
い
。

建
設
的
に
話
し
合
う
力
と
発
想
す
る
力

教
科
書
の
後
半
に
は
、「
表
現
を
楽
し
む
」
と

題
し
て
、
表
現
す
る
こ
と
へ
の
興
味
と
意
欲
が

高
ま
る
複
数
の
活
動
を
掲
載
し
て
い
る
。
短
い

時
間
で
も
単
発
で
取
り
組
め
る
活
動
か
ら
、
複

数
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
活
動
ま

で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
「
無
人
島
で
生
き
残

れ
」
を
紹
介
し
た
い
。
海
を
航
海
中
に
嵐
に
襲

わ
れ
て
無
人
島
に
漂
着
し
た
と
い
う
設
定
で
、

ど
う
や
っ
て
生
き
延
び
て
い
く
か
の
方
法
を
考

え
て
い
く
グ
ル
ー
プ
活
動
で
あ
る
。
主
体
的
か

つ
協
働
的
に
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
グ
ル
ー

プ
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
も
行
わ
れ
る
が
、

「
国
語
表
現
」
で
学
習
し
て
身
に
つ
け
た
力
を

総
合
し
て
活
用
し
取
り
組
め
る
教
材
に
も
な

る
。
以
前
に
私
が
勤
務
校
の
総
合
的
な
学
習
の

時
間
で
取
り
入
れ
た
と
き
に
は
、
協
働
に
重
き

を
置
い
た
生
徒
同
士
の
関
係
の
構
築
を
主
た
る

ね
ら
い
と
し
た
が
、
国
語
の
授
業
で
扱
う
際
に

は
、
建
設
的
な
話
し
合
い
と
柔
軟
な
発
想
が
で

き
る
力
の
育
成
を
図
る
言
語
活
動
と
し
て
行
い

た
い
。

以
上
、
新
教
材
か
ら
三
点
取
り
上
げ
た
が
、

多
様
で
幅
広
い
学
習
層
が
ス
ム
ー
ズ
に
活
動
で

き
る
よ
う
に
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
編
集
さ
れ
た

教
材
が
こ
れ
以
外
に
も
満
載
で
あ
る
。
ま
た
、

表
現
活
動
に
生
か
す
た
め
の
文
章
教
材
は
、「
表

現
へ
の
扉
」
や
「
参
考
」
と
し
て
各
単
元
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
科
書
で
は
、
外
山
滋

比
古
、
金
田
一
秀
穂
、
辻
村
深
月
、
小
川
洋
子
、

芦
田
愛
菜
、
糸
井
重
里
、
又
吉
直
樹
、
森
絵
都

ら
に
よ
る
文
章
が
新
し
く
掲
載
さ
れ
た
。
生
徒

の
表
現
力
向
上
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
文
章
に

積
極
的
に
触
れ
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。

来
年
度
か
ら
の
「
国
語
表
現
」
で
は
、
表
現

す
る
楽
し
み
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
実
社
会
に

お
い
て
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
を
、
生
徒

の
実
態
に
即
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。

『国語表現』 pp.192-193「無人島で生き残れ」
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「
言
語
文
化
」
に
お
い
て
、
古
文
と
現
代
文
、
古
文
と
漢
文
な

ど
の
比
べ
読
み
を
経
験
し
て
き
た
生
徒
さ
ん
た
ち
が
、
古
典
教
材

を
起
点
と
し
て
様
々
な
探
究
学
習
を
本
格
的
に
展
開
で
き
る
よ
う

に
と
『
古
典
探
究 

古
文
編
・
漢
文
編
』『
精
選 

古
典
探
究
』
を

編
み
ま
し
た
。

表
紙
裏
に
は
巻
頭
図
録
と
し
て
、
古
文
・
漢
文
の
主
な
教
材
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
こ
と
ば
を
ち
り
ば
め
た
「
歴
史
絵
巻
」（「
古
典

を
探
究
1
」）
が
あ
り
ま
す
。
探
究
の
テ
ー
マ
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ

け
る
た
め
の
口
絵
で
す
が
、
こ
の
「
古
典
探
究
」
の
コ
ン
セ
プ
ト

で
も
あ
り
ま
す
。
個
々
の
古
典
作
品
が
大
き
な
文
化
史
の
つ
な
が

り
の
中
で
古
典
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

最
後
に
は
ス
マ
ホ
を
使
う
高
校
生
の
男
女
、
つ
ま
り
現
在
の
生
徒

さ
ん
た
ち
が
描
か
れ
て
い
て
、こ
の
「
歴
史
絵
巻
」
を
受
け
継
ぎ
、

未
来
に
伝
え
る
立
場
で
も
あ
る
こ
と
も
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
ま
と
ま
っ
て
き
た
テ
ー
マ
を
実
際
に
ど
の

よ
う
に
探
究
し
て
い
く
か
、「
菅
原
道
真
」
を
具
体
例
に
し
て
、

生
徒
さ
ん
が
自
分
で
も
探
究
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
図
書
館
な
ど

の
施
設
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
ツ
ー
ル
な
ど
を
紹
介
し
て
い

ま
す（「
古
典
を
探
究
2
」）。
道
真
と
い
う
人
物
の
探
究
も
あ
れ
ば
、

大お
お

倉く
ら

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

さ
ま
ざ
ま
な
探
究
へい
ざ
な
う
教
科
書
、

古
典
探
究

古
典
探
究 

古
文
編
・
漢
文
編
〔
古
探
706
・
707
〕 

精
選 

古
典
探
究
〔
古
探
708
〕

内容紹介

『古典探究 古文編』『精選 古典探究』前見返し1
「古典を探究1」
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彼
が
残
し
た
和
歌
や
漢
詩
文
な
ど
の
作
品
の
探
究
、
彼
が
後
世

「
学
問
の
神
様
」
と
な
っ
た
伝
説
の
探
究
な
ど
、
様
々
な
展
開
を
、

注
意
事
項
（
！
）
と
と
も
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

に
と
ら
わ
れ
ず
、
教
室
で
先
生
方
の
サ
ポ
ー
ト
の
も
と
、
生
徒
さ

ん
が
個
人
や
グ
ル
ー
プ
で
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
探
究
学
習
を
進

め
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
加
え
た
ペ
ー
ジ
で
す
。

さ
ら
に
目
次
の
前
に
、
様
々
な
図
録
を
巻
末
の
付
録
部
分
に
ま

た
が
っ
て
多
く
掲
載
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
も「
古
文
の
人
々
」

と
し
て
平
安
時
代
の
人
物
関
係
図
が
あ
り
、
漢
詩
文
の
作
者
・
作

品
の
関
係
を
立
体
的
に
捉
え
た
「
詩
文
関
係
図
」、
年
表
に
漢
文

と
日
本
文
化
の
関
係
を
落
と
し
込
ん
だ
「
漢
文
と
日
本
文
化
」
な

ど
、
探
究
の
テ
ー
マ
や
糸
口
に
な
る
よ
う
な
情
報
を
図
表
に
盛
り

込
ん
だ
工
夫
が
満
載
で
す
。

そ
し
て
目
次
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
掲
載
す
る
教
材
自
体
は
現

在
の
古
典
Ａ
・
Ｂ
と
重
複
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
、
新
味
が

な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ぜ
ひ
古
典
教
材
に
挟
み
込
ん
だ
「
視
点
」、「
読
み
比
べ
」

に
ご
注
意
下
さ
い
。
例
え
ば
、
古
文
編
第
Ⅰ
部
１
説
話
に
は
、
小

式
部
内
侍
が
当
意
即
妙
の
和
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
『
十
訓
抄
』「
大

江
山
」
の
逸
話
を
古
典
Ａ
・
Ｂ
に
引
き
続
き
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
後
に
、
歌
枕
「
生
野
」
を
探
究
し
た
現
代
の
梨
木
香
歩
さ
ん

の
紀
行
文
と
、
江
戸
時
代
の
浅
井
了
意
の
『
東
海
道
名
所
記
』
と

を
、「
視
点
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。
現
在
ま
で
の
約
千
年

間
に
、「
大
江
山
」
の
和
歌
が
古
典
と
し
て
、
江
戸
時
代
や
現
代

の
作
家
に
ど
ん
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
、
そ
の
つ
な
が
り

を
知
る
こ
と
で
、
古
典
に
対
す
る
新
た
な
視
点
が
開
け
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
漢
文
編
第
Ⅰ
部
３
史
伝
に
は
、
こ
れ
も
有
名
な
『
史
記
』

「
項
王
の
最
期
」
の
後
に
、
芥
川
龍
之
介
「
英
雄
の
器
」
を
「
読

み
比
べ
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。「
言
語
文
化
」
で
も
経
験

し
た
比
べ
読
み
を
、
史
伝
と
芥
川
作
品
と
に
よ
っ
て
教
室
で
じ
っ

同書 前見返し3「古典を探究2」
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く
り
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
も
、
各
教
材
の
後
に
あ
る
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
の
中

に
、た
く
さ
ん
の
「
探
究
」
課
題
を
設
け
、コ
ラ
ム
に
あ
た
る
「
古

文
・
漢
文
の
窓
」、
読
書
案
内
を
中
心
と
し
た
「
豆
知
識
」
も
配

置
し
て
、
読
解
の
さ
ら
な
る
展
開
に
な
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
読
解
の
基
礎
と
な
る
単
語
や
文
法
・
句
法
の
学
習
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
Ａ
・
Ｂ
以
上
に
丁
寧
な
注
釈
や
解

説
を
付
け
て
基
礎
固
め
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
科
書
に
よ
っ
て
、
個
々
の
教
材
を
、
共
通
す
る
文
体
や

ジ
ャ
ン
ル
、
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
た
「
言
語
文
化
」
の
学

び
を
発
展
さ
せ
、
教
材
と
教
材
と
を
結
ん
だ
線
を
使
っ
て
時
間
軸

の
中
で
捉
え
直
し
、
よ
り
太
い
線
と
し
た
り
、
同
時
代
と
い
う
面

に
視
点
を
拡
大
し
て
様
々
な
作
品
を
読
み
比
べ
た
り
と
、
生
徒
さ

ん
の
学
び
が
探
究
活
動
へ
と
発
展
す
る
こ
と
を
、
編
集
者
一
同
、

心
よ
り
願
っ
て
い
ま
す
。

［左］『古典探究 漢文編』p.51『精選 古典探究』p.245「英雄の器」
［右］『古典探究 漢文編』p.40『精選 古典探究』p.234「鴻門の会」
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一
年
後
に
始
ま
る
新
し
い
選
択
科
目
「
古
典

探
究
」
は
、
必
修
の
「
言
語
文
化
」
の
後
、
古

典
を
主
体
的
に
読
み
深
め
る
こ
と
を
通
し
て
、

自
分
と
自
分
を
取
り
巻
く
社
会
に
と
っ
て
の
古

典
の
意
義
や
価
値
に
つ
い
て
探
究
す
る
科
目
で

あ
る
。
新
し
い
指
導
要
領
で
は
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
対
す
る
理
解
」（
１
⑴
）
が
強
調
さ
れ
、

新
た
に
「
必
要
に
応
じ
て
古
典
の
変
遷
を
扱
う

こ
と
」（
３
⑵
ウ
）
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

言
語
活
動
例
と
し
て
「
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ

た
複
数
の
古
典
作
品
や
文
章
を
読
み
比
べ
、
思

想
や
感
情
な
ど
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て

論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
」
と
あ
る
。

大
修
館
書
店『
古
典
探
究 

古
文
編
・
漢
文
編
』

（
以
下
「
分
冊
版
」）『
精
選 

古
典
探
究
』
で
は

こ
れ
ら
の
点
に
注
目
し
て
編
集
を
行
い
、
古
典

の
探
究
方
法
（
表
見
返
し
1
〜
4
ペ
ー
ジ
）
を
紹

介
し
、
各
教
材
の
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
「
探
究
」

部
分
で
は
、
調
べ
た
り
考
え
を
ま
と
め
た
り
し

て
、
主
体
的
・
発
展
的
に
取
り
組
む
課
題
を
配

置
し
た
。こ
こ
で
は
大
修
館
書
店
の
二
種
の「
古

典
探
究
」
に
新
し
く
掲
載
さ
れ
た
教
材
を
取
り

上
げ
、
そ
の
特
徴
や
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た
い
。

共
時
的
・
通
時
的
な
読
み
比
べ
教
材

『
徒
然
草
』「
花
は
盛
り
に
」
に
つ
い
て
は
、

江
戸
時
代
に
本
居
宣
長
が
『
玉
勝
間
』
で
批
判

的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
。
本

書
で
も
、
ま
ず
「
花
は
盛
り
に
」
の
主
張
を
読

み
取
り
、
そ
の
上
で
宣
長
の
批
判
を
整
理
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
。

次
に
、
発
展
的
な
読
み
比
べ
と
し
て
「
花
は

盛
り
に
」「
あ
だ
し
野
の
露
」
を
改
め
て
読
み
、

兼
好
法
師
な
ら
宣
長
の
批
判
に
ど
の
よ
う
に
答

え
る
か
想
像
す
る
と
い
う
課
題
を
置
い
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
双
方
向
の
批
判
が
可
能
に
な
り
、

他
者
の
立
場
で
論
を
展
開
す
る
と
い
う
一
段
上

の
能
力
を
培
う
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト

の
よ
う
な
活
動
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
同
ペ
ー
ジ
の
「
豆
知
識 

江
戸
時

代
に
誕
生
し
た
国
学
」
を
読
ん
で
、「
国
学
」

や
宣
長
の
研
究
に
つ
い
て
調
べ
る
な
ど
の
探
究

学
習
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
視
点
」
と
し
て
採
録
し
た
教
材
、

尼
ヶ
崎
彬
「
幽
玄
─
想
像
さ
れ
た
美
」
に
よ
っ

て
、
兼
好
の
主
張
が
鴨
長
明
や
藤
原
定
家
の
美

意
識
を
受
け
継
ぎ
、
世
阿
弥
と
も
共
通
す
る
こ

と
に
注
目
さ
せ
る
。
分
冊
版
の
同
ペ
ー
ジ
「
豆

知
識 

読
ん
で
み
よ
う
」で
は
、谷
崎
潤
一
郎『
陰

翳
礼
賛
』、
高
階
秀
爾
「
日
本
人
に
と
っ
て
美

し
さ
と
は
何
か
」
な
ど
を
紹
介
。
生
徒
が
現
代

人
の
美
意
識
に
も
触
れ
、
考
察
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

竹た
け

島し
ま

千ち

春は
る

東
京
都
立
南
多
摩
中
等
教
育
学
校
教
諭

ど
う
使
う
？
　

｢
古
典
探
究｣

の
教
科
書

新教材紹介

古
典
探
究 

古
文
編
・
漢
文
編
〔
古
探
706
・
707
〕 

精
選 

古
典
探
究
〔
古
探
708
〕
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特集：国語に新たな1ページを

こ
の
よ
う
に
、「
読
み
比
べ
」
や
「
視
点
」

な
ど
を
通
し
て
生
徒
が
日
本
の
言
語
文
化
の
共

時
的
・
通
時
的
な
広
が
り
を
知
り
、
古
典
の
世

界
と
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
自
ず
と
実
感
で
き

る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

生
徒
も
楽
し
い
読
み
比
べ
教
材

古
典
の
中
で
も
特
に
親
し
ま
れ
、
古
典
芸
能

や
絵
画
の
題
材
に
も
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』。

そ
れ
を
江
戸
時
代
に
書
名
も
含
め
て
徹
底
的
に

パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
『
仁
勢
物
語
』。
分
冊
版
で

は
二
つ
を
見
開
き
各
一
ペ
ー
ジ
に
配
置
し
て
対

比
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
。『
伊
勢
物
語
』
の

雅
な
世
界
に
、
色
好
み
と
は
い
え
多
少
か
し
こ

ま
っ
た
上
品
さ
や
疎
遠
さ
を
感
じ
て
い
た
生
徒

は
、『
仁
勢
物
語
』の
真
逆
ぶ
り
を
痛
快
に
思
い
、

古
典
に
親
し
み
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。『
伊

勢
物
語
』
全
編
が
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
と

知
れ
ば
、
も
っ
と
読
ん
で
比
べ
て
み
た
く
な
る

だ
ろ
う
。

『
伊
勢
物
語
』
の
既
習
の
章
段
を
グ
ル
ー
プ

毎
に
分
担
し
『
仁
勢
物
語
』
の
章
段
を
調
べ
て

発
表
す
る
、
ま
た
は
現
代
語
で
パ
ロ
デ
ィ
化
し

て
文
集
を
つ
く
る
、
さ
ら
に
『
仁
勢
物
語
』
の

面
白
い
パ
ロ
デ
ィ
例
紹
介
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
集

を
つ
く
る
、な
ど
様
々
な
活
動
が
考
え
ら
れ
る
。

漢
文
の
受
容
史
が
わ
か
る

指
導
要
領
に
は「
我
が
国
の
文
化
の
特
質
や
、

我
が
国
の
文
化
と
中
国
な
ど
外
国
の
文
化
と
の

関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
」（
２
⑵

ア
）
と
あ
る
。
そ
こ
で
、「
漢
文
と
日
本
文
化
」

（
表
見
返
し
1
〜
4
ペ
ー
ジ
）
で
そ
の
関
係
を
年

表
や
多
く
の
作
品
を
用
い
て
可
視
化
す
る
と
と

も
に
、
探
究
的
な
課
題
を
設
け
た
。

「
漢
文
の
窓 

漢
文
と
日
本
人
」
で
は
、
漢
籍

伝
来
以
降
の
漢
文
の
受
容
と
展
開
を
解
説
し
、

近
代
の
漱
石
の
漢
文
素
養
を
紹
介
。
ま
た
「
漢

文
の
窓 

日
本
に
お
け
る
『
史
記
』
の
受
容
」

で
は
、『
枕
草
子
』『
大
鏡
』
か
ら
『
太
平
記
』、

近
世
の
青
本
や
現
代
の
漫
画
ま
で
の
『
史
記
』

と
の
つ
な
が
り
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」
の
後
に
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』『
更
級
日
記
』
の

関
連
す
る
文
章
を
置
き
、『
白
氏
文
集
』
と
日

本
文
学
と
の
密
接
な
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
し

た
。
ま
た
、分
冊
版
で
は
新
た
に
『
俊
頼
髄
脳
』

「
楊
貴
妃
が
こ
と
を
詠
め
る
」
を
採
録
し
、
両

者
の
読
み
比
べ
を
行
う
と
と
も
に
、
他
作
品
に

つ
い
て
も
調
べ
る
な
ど
の
探
究
課
題
を
設
け

た
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
物
語
の
、
ジ
ャ
ン
ル
や

時
代
を
越
え
た
広
が
り
が
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

古
典
の
多
様
性
や
奥
深
さ
へ

日
記
教
材
の
後
に
は
、
読
み
比
べ
教
材
と
し

て
林
望
の
「
日
記
と
日
本
人
」
を
採
録
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、日
本
の
日
記
は
表
記
、文
体
、

構
成
、
題
材
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
な
様
相
を
も

ち
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
の
境
界
は
限
り
な
く
曖
昧

で
あ
る
と
い
う
。『
土
佐
日
記
』
と
男
性
の
漢

文
日
記
と
の
関
係
や
、
女
流
日
記
に
見
ら
れ
る

物
語
的
要
素
、随
筆
的
要
素
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

男
性
日
記
の
流
れ
は
、
明
治
の
森
鷗
外
『
航
西

日
記
』（「
文
学
国
語
」
の
『
舞
姫
』
と
も
関
連
さ

せ
ら
れ
る
）
な
ど
に
ま
で
及
ぶ
と
さ
れ
る
。

古
典
の
日
記
の
奥
深
さ
を
知
る
こ
と
に
も
大

き
な
意
味
あ
る
が
、
生
徒
が
こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
視
点
で
日
本
の
言
語
文
化
に
着
目
し
、
も
っ

と
探
究
し
た
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
面

白
い
。
ぜ
ひ
と
も
先
生
方
の
お
力
で
、
生
徒
を

そ
の
よ
う
に
導
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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39 県立いまどき高校 国語科だより

いのうえさきこ／漫画家。言葉を題材とした脱力系の作品で人気を博す。大修館ＰＲ誌『辞書のほん』
（2010〜15年）の「県立いまどき高校授業日誌」が復活！　新たな脱力国語ワールドをお楽しみください。
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今
回
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
図
書
館
連
携
型
授
業
実
践
で
す
。
そ
の

中
で
も
、
古
典
に
着
目
し
た
実
践
を
紹
介
し
ま
す
。

◤
授
業
の
目
的
◢

　

一
つ
目
の
目
的
は
、
社
会
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進
む
中
で
、
紙
媒
体
の
本

を
読
む
機
会
が
減
少
し
て
い
る
学
習
者
に
対
し
て
、
そ
の
機
会
を
提
供

す
る
こ
と
で
す
。
社
会
全
体
と
し
て
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。
一
方
で
、
紙
媒
体
の
本
を
読
む
と
い
う
機
会
は
減
少
し
て
は
い

ま
す
が
、
無
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
紙
媒
体
の
本
を
読
む
力
も
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
に
親
し
む
機
会
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
、
学
校
図
書
館
と
連
携
し
、
読
書
指
導
を
試
み
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
目
的
は
、
古
典
を
身
近
な
存
在
に
す
る
こ
と
で
す
。
古
典

に
対
し
て
、
学
習
者
は
苦
手
意
識
や
感
覚
の
違
い
な
ど
か
ら
、
一
定
の

距
離
を
感
じ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
学
習
者
に
対
し
て
、
い

き
な
り
古
典
の
世
界
へ
誘
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
、「
自
分

ご
と
」
と
し
て
、
学
習
者
が
自
分
の
世
界
に
古
典
を
ひ
き
こ
み
、
そ
の

後
に
、
古
典
の
世
界
へ
入
っ
て
い
け
る
よ
う
に
指
導
し
た
方
が
学
習
者

の
苦
手
意
識
や
距
離
感
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

生徒が古典に親しめるようにするに
は、どのような工夫が考えられるで
しょうか。
今回は、図書館と連携した「古典Ｐ
ＯＰ広告」作成の活動をご紹介。古
典の内容を広告によって伝える活動
を通して、生徒の考えはどのように
変わっていったのでしょうか。

古典POP広告�
を作ろう
～学校図書館との�
� 連携授業～

岐阜県立大垣北高等学校

早
は や

野
の

　賢
ま さ

謙
あ き

「新編  
日本古典文学全集」
　

▼教材（主教材）

教
室
が
活
発
に
な
る
授
業
の
ア
イ
デ
ィ
ア
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41 教室が活発になる授業のアイディア

す
。
従
っ
て
、
学
習
者
自
身
が
古
典
を
身
近
に
感
じ
、
古
典
の
世
界
へ

の
入
り
口
に
立
て
る
よ
う
な
機
会
を
提
供
し
た
い
と
い
う
観
点
か
ら
も

本
実
践
を
行
い
ま
し
た
。

　

以
上
の
目
的
に
合
う
よ
う
に
、
学
校
図
書
館
に
あ
る
古
典
を
学
習
者

自
身
が
見
つ
け
、
読
み
、
紹
介
す
る
古
典
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
作
成
と
い
う
単

元
を
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。

◤
学
習
者
の
実
態
◢

　

高
校
一
年
生
の
最
後
に
行
っ
た
単
元
で
す
。
文
法
の
知
識
に
つ
い
て

は
、
既
習
事
項
で
あ
り
、
入
試
単
語
に
つ
い
て
も
単
語
帳
を
一
通
り
小

テ
ス
ト
で
行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
定
着
率
は
さ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え

ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
年
間
で
扱
っ
た
教
材
は
、
国
語
総
合
に
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
だ
け
で
あ
り
、
難
解
な
古
典
に
関
し
て
は
、
ま
だ
触
れ
て

い
ま
せ
ん
。
古
典
に
関
す
る
一
定
の
知
識
は
あ
り
ま
す
が
、
読
む
こ
と

に
関
し
て
は
、
不
慣
れ
な
学
習
者
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。

◤
単
元
の
概
要
◢

　

全
３
時
間
構
成
と
し
、
学
校
図
書
館
に
て
行
い
ま
し
た
。
今
回
の
実

践
は
、
高
校
一
年
生
の
年
度
末
最
後
の
３
時
間
を
用
い
ま
し
た
。
二
年

生
以
降
の
古
典
に
少
し
で
も
親
し
み
を
感
じ
て
も
ら
え
る
単
元
に
し
よ

う
と
い
う
気
持
ち
を
も
と
に
組
み
ま
し
た
。

　

１
時
間
目
は
、
最
終
ゴ
ー
ル
で
あ
る
古
典
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
の
説
明
と
選

書
で
す
。
左
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
準
備
し
、
選
ん
だ
古
典
作
品
と
そ
の

紹
介
を
書
く
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
選
書
に
関
し
て
は
、

訳
の
掲
載
し
て
あ
る
小
学
館
の
「
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
」
を
中

心
に
扱
う
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、「
ど
の
よ
う
な
作
品
を

選
ん
で
も
い
い
」「
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
、
他
の
本
を
手
が
か
り

に
し
て
も
よ
い
」「
紹
介
文
の
文
章
量
は
指
定
し
な
い
」
と
い
う
条
件

を
確
認
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
、「
書
く
こ
と
」
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

２
時
間
目
、
３
時
間
目
は
、
ひ
た
す
ら
読
ん
で
、
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
を
作

成
し
、
最
後
に
、
本
と
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
を
交
流
し
合
い
ま
し
た
。

 
 
 
 皆さんは、一年間に様々な古典に出会ってきました。難しかったものも多かったと思い

ます。よく頑張ってきました。２年生になると、より様々な文章に出会います。より長文

になります。しかし、それでも教科書に掲載されている文章は、本当に一部分でしかない

のです。そこで、今回は教科書に掲載されている文章の出典に出会いましょう。そして、

その文章の POP 広告を作って、紹介してください。  

 

やること  

・下の POP 広告を完成させる。書き方は自由。絵も可能。  

・古典を読むこと。  

・図書館全体を使って良い。  

・小説、漫画などを読む手助けとして良い。  

・お気に入りの古典が見つかったら、最高！！！  

・教科書に掲載されていない古典も可とする。（例：源氏物語など）  

・図書館に様々な工夫が施されています。  
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になります。しかし、それでも教科書に掲載されている文章は、本当に一部分でしかない

のです。そこで、今回は教科書に掲載されている文章の出典に出会いましょう。そして、

その文章の POP 広告を作って、紹介してください。  

 

やること  

・下の POP 広告を完成させる。書き方は自由。絵も可能。  

・古典を読むこと。  

・図書館全体を使って良い。  

・小説、漫画などを読む手助けとして良い。  

・お気に入りの古典が見つかったら、最高！！！  

・教科書に掲載されていない古典も可とする。（例：源氏物語など）  

・図書館に様々な工夫が施されています。  

 
 
 
 
 

POP 広告で古典を紹介しよう  

  年   組   番  名前             

 

ワークシート例

040-043_117-01_jugyo-idea.indd   41 2022/03/15   16:16



42国語教室　第 117 号　2022 年 4月

か
な
か
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
し
た
。
そ
こ
で
、
古
典
の
特

集
が
組
ん
で
あ
る
雑
誌
や
漫
画
に
手
を
伸
ば
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
漫
画
で
あ
る
「
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
」
な
ど
を
手

に
と
っ
て
、
内
容
把
握
を
行
っ
た
の
ち
に
、
源
氏
物
語
を
読
み
進
め
よ

う
と
し
た
学
習
者
が
、
漫
画
と
「
新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
」
と
の

違
い
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
私
は
、
学
習
者
が

同
じ
内
容
を
扱
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
方
法
が
違
う
と

い
う
点
に
気
づ
く
こ
と
を
通
し
て
、
語
り
の
視
点
に
つ
い
て
理
解
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
、一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、

同
じ
内
容
で
あ
っ
て
も
、
文
章
と
漫
画
な
ど
の
媒
体
を
比
べ
て
読
む
こ

と
で
、
語
り
の
視
点
に
つ
い
て
意
識
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
授
業
観
点
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

選
書
段
階
に
お
い
て
、
多
く
の
学
習
者
が
、
授
業
の
目
的
を
達
成
し

て
い
る
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

・
紹
介
文
を
書
く
段
階
に
お
い
て

　

紹
介
文
を
書
く
段
階
に
お
い
て
も
、
学
習
者
の
様
々
な
工
夫
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
宇
治
拾
遺
物
語　

鼻
長
き
僧
の
事
」
を
紹
介

し
て
い
る
学
習
者
は
、
絵
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
つ

け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
紹
介
文
の
最
後
は
、
読
み
た
く
な
る
よ
う
に
、

物
語
の
主
要
な
部
分
を
わ
ざ
と
紹
介
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

読
み
た
く
な
る
工
夫
を
施
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
交
流
を
し
た
際
に

は
、
他
の
学
習
者
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
作
品
を
読
ん
で
い
る
姿
を
見
る

◤
評
価
に
つ
い
て
◢

知
識
・
技
能
：
１
年
間
で
学
ん
だ
単
語
や
文
法
を
使
っ
て
古
典
を
読
む

こ
と
が
で
き
た
か
。

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
：
選
ん
だ
古
典
の
紹
介
し
た
い
部
分
を
取

捨
選
択
し
、
読
み
た
い
と
思
わ
せ
る
紹
介
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
た

か
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
：
選
ん
だ
古
典
を
読
み
解
く
た
め

に
、
辞
書
や
他
の
本
を
利
用
し
て
、
主
体
的
に
古
典
を
読
も
う
と
し

て
い
る
か
。

　

新
学
習
指
導
要
領
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
観
点

に
基
づ
い
て
評
価
を
行
え
る
と
考
え
ま
し
た
。

◤
授
業
の
実
際
◢

・
選
書
に
つ
い
て

　

想
定
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
選
書
の
実
態
は
学
習
者
に
よ
っ
て
様
々

で
し
た
。
１
時
間
目
の
半
分
く
ら
い
で
選
書
で
き
て
い
る
学
習
者
も
い

れ
ば
、３
時
間
目
の
は
じ
め
ま
で
選
書
し
て
い
る
学
習
者
も
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
の
気
づ
き
は
、
学
習
者
が
選
書
を
行
う
過
程
で
多
く
の
古
典

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
古
典
に
触
れ
る
こ

と
に
難
し
さ
を
感
じ
て
い
な
い
生
徒
は
、
様
々
な
古
典
作
品
を
読
み
比

べ
、
納
得
が
い
く
も
の
を
選
ん
で
い
ま
し
た
。
一
方
、
難
し
さ
を
感
じ

て
い
る
生
徒
は
、
は
じ
め
は
古
典
作
品
を
手
に
と
っ
て
み
ま
す
が
、
な
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こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
学
習
者
は
、
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
こ

と
で
、
古
典
世
界
を
学
習
者
の
世
界
に
引
き
こ
む
こ
と
に
成
功
し
て
い

ま
す
。
古
典
世
界
の
僧
の
実
態
に
関
し
て
は
、
調
査
が
で
き
て
い
な
い

た
め
、
再
現
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
学
習
者
が
親
し
み
や
す
い
イ
ラ
ス

ト
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
典
世
界
を
自
分
な
り
に
イ
メ
ー
ジ

化
で
き
て
い
る
こ
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
古
典
世
界
の
入
り
口
を

見
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
紹

介
文
に
創
意
工
夫
を
施
す
中
に
、
古
典
世
界
へ
の
入
り
口
を
見
出
し
て

い
る
学
習
者
が
存
在
し
て
い

ま
し
た
。

◤
授
業
後
に
つ
い
て
◢

　

授
業
後
は
、
図
書
館
司
書

の
協
力
に
よ
り
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告

と
本
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
古

典
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
一
ヶ
月

ほ
ど
置
か
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
古
典
を
用
い
た
図
書
館

の
魅
力
づ
く
り
に
お
い
て
、

図
書
館
司
書
の
希
望
に
も
応

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◤
課
題
と
今
後
に
つ
い
て
◢

　

古
典
Ｐ
Ｏ
Ｐ
広
告
作
成
を
通
じ
て
、
学
習
者
を
古
典
世
界
の
入
り
口

に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
親
し
む
た
め

の
入
り
口
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
入
り
口
か
ら
古
典
世
界
へ
と
入

っ
て
行
き
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
り
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
へ
と
読
み
深
め
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
本
実
践
か
ら
、
比
べ
読
み

を
通
し
て
、
古
典
の
魅
力
に
気
づ
い
て
い
く
学
習
者
が
い
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
以
上
か
ら
、
今
後
は
、
ど
の
よ
う
に
比
べ
読
み

を
用
い
れ
ば
、
学
習
者
に
親
し
み
を
感
じ
て
も
ら
い
な
が
ら
深
い
読
み

へ
と
誘
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
課
題
と
し
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

古典コーナーの様子

生徒の紹介文例
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福
島
県
立
本
宮
高
等
学
校
教
諭
。第
一
詩
集

に
て
、中
原
中
也
賞
、第
四
詩
集
に
て
晩
翠
賞

受
賞
。二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で
被

災
し
た
際
、tw

itter

で「
詩
の
礫
」を
発
表
し

話
題
に
。詩
集
と
な
り
、フ
ラ
ン
ス
に
て
詩
集
賞

受
賞（
日
本
人
初
）。二
〇
一
九
年
、詩
集『
Ｑ

Ｑ
Ｑ
』で
萩
原
朔
太
郎
賞
受
賞
。校
歌
、合
唱

曲
作
詞
多
数
。

 

「
読
む
」か
ら「
書
く
」へ

詩
集
の
親
し
み
方
に
つ
い
て
時
々
に
、
た
ず
ね

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
あ
ま
り
難
し
い
こ
と
は
考
え
ず
に

好
き
な
時
に
好
き
な
詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
良

い
と
思
い
ま
す
。

あ
る
方
は
カ
バ
ン
の
中
に
い
つ
も
詩
集
（
文
庫

本
が
サ
イ
ズ
感
と
し
て
良
い
そ
う
で
す
）
を
入
れ

て
お
い
て
、
通
勤
や
待
ち
時
間
な
ど
で
少
し
暇
を

見
つ
け
た
折
に
読
む
こ
と
に
し
て
い
る
と
話
し
て

く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
て
も
素
敵
な
親
し

み
方
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
と
感
心
い
た

し
ま
し
た
。

詩
の
種
類
も
実
に
様
々
で
、
そ
の
と
ら
え
方
も

人
に
よ
っ
て
色
々
、
読
み
方
も
千
差
万
別
…
。
だ

か
ら
一
概
に
こ
う
だ
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま

す
。
私
は
詩
を
作
る
時
の
ヒ
ン
ト
を
探
す
た
め
に

詩
集
を
開
く
と
い
う
気
持
ち
が
、
実
作
者
と
し
て

強
く
あ
り
ま
す
。
で
も
詩
を
書
い
て
み
た
い
と
思

う
前
は
、
詩
の
世
界
を
知
り
た
い
と
か
触
れ
た
い

と
い
う
素
直
な
心
持
ち
の
ほ
う
が
と
て
も
強
か
っ

た
と
思
い
返
し
ま
す
。
そ
し
て
あ
れ
こ
れ
読
み
耽

っ
て
い
る
う
ち
に
、
次
の
扉
を
開
き
た
く
な
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
を
開
い
て
み
て
…
。

親
し
み
方
を
語
る
前
に
、
な
ぜ
だ
か
実
作
を
お

ス
ス
メ
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

 

真
似
る
こ
と
か
ら
始
め
る

私
は
何
か
を
書
い
て
み
よ
う
か
な
あ
と
い
う
生

徒
さ
ん
に
は
、
ま
ず
は
詩
集
を
読
む
こ
と
か
ら
勧

め
ま
す
。
読
み
終
え
て
か
ら
、
好
き
だ
と
思
っ
た

詩
を
尋
ね
て
み
ま
す
。
そ
し
て
、
コ
ピ
ー
し
て
手

渡
し
た
り
、
短
い
も
の
な
ら
書
き
写
す
こ
と
も
勧

第
四
回 

詩
の
時
間
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
を
… 和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

め
た
り
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
を
ホ
チ
キ
ス
で
綴
じ

た
り
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
み
た
り
…
、
言
わ
ば

自
分
だ
け
の
手
作
り
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
詩
集
を
作
っ

て
み
る
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
世
界
に
一

冊
し
か
な
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ブ
ッ
ク
を
、
繰
り
返

し
読
ん
で
み
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。

す
る
と
し
だ
い
に
何
か
書
き
た
く
な
っ
て
く

る
…
。
こ
こ
が
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
何
事
も
ま
ず
は

真
似
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
通
り
で
す
。
書
か
れ
て
い
る
詩
を
真

似
て
書
い
て
み
る
こ
と
を
強
く
勧
め
ま
す
。

な
る
べ
く
、
そ
っ
く
り
に
…
と
。

私
は
詩
を
書
き
始
め
た
時
に
、
真
似
を
し
た
い

＝
盗
み
出
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
眺
め
て
い
る

の
だ
と
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し
邪

な
気
も
し
て
自
己
嫌
悪
の
よ
う
な
も
の
に
陥
っ
た

時
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
室
生
犀
星
の
記
し
た

詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ

「WEB国語教室」連動
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文
章
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
発
見

し
て
、
と
て
も
励
ま
さ
れ
た
の
で
す
。

「
詩
と
い
う
も
の
は
先
ず
ま
ね
を
し
な
け
れ
ば

伸
び
な
い
、
ま
ね
を
し
て
い
て
も
、
ま
ね
の
屑
を

棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

な
る
ほ
ど
。
こ
の
よ
う
に
し
て
近
代
詩
人
た
ち

は
こ
つ
こ
つ
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
に
励
ん
だ
の

だ
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
一
節
で
す
。
特
に
「
屑
を

棄
て
る
」
と
は
面
白
い
言
い
方
で
す
。
誰
そ
れ
の

真
似
を
し
た
の
だ
と
思
わ
せ
な
い
こ
と
が
、
さ
ら

に
重
要
な
の
だ
と
も
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
で

も
こ
こ
は
か
な
り
創
作
熱
の
入
っ
た
人
へ
向
け
て

い
る
内
容
で
あ
っ
て
、
初
め
て
の
生
徒
さ
ん
に
は

伝
え
な
く
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
こ
れ
真
似

て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
書
き
始
め
る
第
一
歩

と
し
て
と
て
も
大
事
…
、
ま
ず
は
詩
人
の
モ
ノ
マ

ネ
に
徹
し
て
み
よ
う
、
と
。
そ
れ
が
出
来
る
の
も

ま
ず
は
、
し
っ
か
り
と
生
徒
さ
ん
が
時
間
を
か
け

て
、
繰
り
返
し
詩
を
読
み
耽
っ
て
み
る
と
い
う
こ

と
が
前
提
と
し
て
あ
る
か
ら
出
来
る
の
で
す
。
読

む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
両
輪
の
始
ま
り
で
す
。

震
災
直
後
、
私
は
被
災
地
の
福
島
で
起
き
て
い

る
出
来
事
を
、「
詩
の
礫
」
と
題
し
、
無
我
夢
中
に

な
っ
て
毎
日
、
現
状
の
報
告
の
よ
う
な
心
持
ち
で

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
詩
の
発
信
を
し
続
け
ま
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
「
生
き

る
」、
宮
沢
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
と
い
う
詩

が
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
紹
介
さ
れ
て
い
て
、

私
自
身
も
と
て
も
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に

詩
が
多
く
の
方
々
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実

は
、
皆
が
正
に
言
葉
の
力
を
欲
し
て
い
た
証
で
あ

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。　

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

そ
れ
は
の
ど
が
か
わ
く
と
い
う
こ
と

木
も
れ
陽
が
ま
ぶ
し
い
と
い
う
こ
と

ふ
っ
と
或
る
メ
ロ
デ
ィ
を
思
い
出
す
と
い

う
こ
と

く
し
ゃ
み
す
る
こ
と

あ
な
た
と
手
を
つ
な
ぐ
こ
と

激
し
い
余
震
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
新
聞
や
ネ

ッ
ト
記
事
な
ど
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
詩
を
目
に
し

た
折
に
、
子
ど
も
さ
ん
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
思
い
出
…
、
参
加
者
の
小
さ
な
表
情
の
一
つ
一

つ
が
浮
か
び
、
懐
か
し
く
、
切
な
い
心
持
ち
に
な

っ
た
こ
と
を
、あ
れ
か
ら
歳
月
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、

今
で
も
時
折
に
思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
谷
川
さ
ん
の
真
似
を
し
て
み
る
よ
う
な

気
持
ち
で
最
初
の
部
分
の
続
き
を
書
い
て
み
よ
う

と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
始

ま
っ
た
の
で
し
た
。
谷
川
さ
ん
に
な
り
切
っ
て
、

ど
ん
な
ふ
う
に
続
く
の
か
、
そ
れ
を
み
ん
な
に
考

え
て
も
ら
い
ま
し
た
（
本
当
の
続
き
の
部
分
は
隠

し
ま
す
）。
た
く
さ
ん
の
「
生
き
る
」
が
飛
び
出
し

ま
し
た
。
例
え
ば
「
失
恋
」
や
「
ね
ぼ
う
」
な
ど

名
解
答
・
珍
解
答
が
出
ま
し
た
。

続
き
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
の
時
間

を
終
え
て
か
ら
、
正
解
の
谷
川
作
品
を
み
ん
な
で

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
あ
が
っ
た
の
は

「
お
お
」
と
か
「
そ
う
か
」
と
か
「
こ
う
書
か
れ
て

い
る
ん
だ
な
あ
」
と
い
う
、
楽
し
ん
だ
り
、
感
心

し
た
り
し
て
い
る
声
で
し
た
。
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
雰
囲
気
を
感
じ
ま
し
た
。

な
り
切
っ
て
作
っ
て
み
た
こ
と
に
よ
り
、
子
ど

も
た
ち
が
と
て
も
能
動
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

目
の
輝
き
や
呼
吸
で
実
感
で
き
た
の
で
す
。

悪
ノ
リ
は
続
き
ま
し
た
。
例
え
ば
そ
の
詩
を
ま

た
隠
し
て
、
も
う
少
し
続
き
を
書
い
て
み
よ
う
と

勧
め
た
り
、「
生
き
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
無
か

っ
た
ら
、
何
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
で

詩の教室へようこそ
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話
し
合
わ
せ
た
り
し
ま
し
た
。
例
え
ば
「
夢
」「
好

き
な
こ
と
」「
成
長
」
な
ど
、別
の
タ
イ
ト
ル
が
生

ま
れ
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
最
後
に
は
、
ス
ペ
シ
ャ
ル

ゲ
ス
ト
と
し
て
招
い
た
谷
川
俊
太
郎
さ
ん
…
、
ご

本
人
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た

ち
か
ら
こ
こ
ま
で
挑
戦
し
て
み
た
内
容
を
一
つ
一

つ
発
表
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
前
に
、
作
品
を
好
き
勝
手
に
し
て
し
ま
い

（
ひ
と
え
に
私
と
い
う
講
師
の
責
任
な
の
で
す

が
）、失
礼
な
こ
と
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
と
お
詫

び
い
た
し
ま
し
た
。
自
分
の
書
い
た
一
つ
の
作
品

で
み
ん
な
に
あ
れ
こ
れ
と
楽
し
ん
で
も
ら
え
て
、

と
て
も
嬉
し
い
で
す
と
に
こ
に
こ
と
話
し
て
下
さ

っ
た
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

こ
の
時
に
、
詩
人
の
真
似
を
は
っ
き
り
と
や
っ

て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
は
効
果
的
な
の
だ
…
と
、

勝
手
な
が
ら
指
導
す
る
側
と
し
て
確
信
し
た
の
で

し
た
。
時
に
は
創
作
者
の
気
持
ち
で
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
作
品
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
、
読
む
こ
と
を
よ
り
親
し
い
も
の
に
し
て
、

広
が
る
イ
メ
ー
ジ
も
豊
か
で
具
体
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

読
む
と
書
き
た
く
な
る
、
じ
ゃ
、
書
い
て
み
る
、

す
る
と
ま
た
読
み
た
く
な
る
…
と
い
う
具
合
に
。

両
輪
は
回
り
続
け
て
い
く
の
で
す
。

 

詩
集
と
語
り
合
う
こ
と
。

吉
田
兼
好
が
記
し
た
「
徒
然
草
」
の
第
一
三
段

に
書
物
を
読
む
こ
と
の
楽
し
み
を
語
っ
た
一
節
が

あ
り
ま
す
。「
ひ
と
り
、燈
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ

て
、見
ぬ
世
の
人
を
友
と
す
る
」（
灯
の
も
と
で
書

物
を
広
げ
、
か
つ
て
筆
を
執
っ
た
遠
い
昔
の
世
の

人
を
友
と
し
て
…
）。

彼
は
中
国
の
南
北
朝
時
代
や
春
秋
時
代
な
ど
の

詩
文
集
や
論
文
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
読
み
耽
っ
て

い
ま
し
た
。
書
物
を
広
げ
て
、
そ
の
向
こ
う
に
見

え
る
人
の
影
を
友
と
し
て
…
、
兼
好
法
師
に
読
書

の
極
意
を
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
あ
え
て
ま
た
ま
た
勝
手
な
が
ら

の
提
言
で
す
が
、
例
え
ば
「
見
ぬ
」
で
は
な
く
て

「
見
る
世
の
人
」と
い
う
考
え
方
も
あ
て
は
め
て
み

て
は
…
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
、
中
原
中
也
の
妹
さ
ん
や
弟
さ

ん
、
室
生
犀
星
の
お
孫
さ
ん
、
萩
原
朔
太
郎
の
お

孫
さ
ん
、
晩
年
に
花
巻
で
暮
ら
し
た
高
村
光
太
郎

と
親
し
く
し
て
い
た
近
所
の
子
ど
も
さ
ん
、
土
井

晩
翠
の
教
え
子
さ
ん
…
ｅ
ｔ
ｃ
．
の
方
々
に
会
い

に
行
き
、
直
接
に
そ
の
詩
人
本
人
の
逸
話
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
人
物
と
交
流
の
あ
っ
た
人
々
の
話
な

ど
を
伺
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。

不
思
議
と
そ
の
後
で
、
彼
ら
の
詩
を
読
む
意
識

が
す
っ
か
り
と
変
わ
る
こ
と
を
い
つ
も
実
感
し
ま

す
。
ゆ
か
り
の
あ
る
方
々
と
出
会
う
こ
と
で
、
姿

が
見
え
る
気
が
す
る
の
で
す
。
言
わ
ば
「
見
ぬ
」

か
ら
「
見
る
」
に
変
わ
る
瞬
間
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
彼
ら
の
人
物
像
や
人
生
に
も
っ
と
触
れ

た
く
な
る
し
、
全
て
の
作
品
を
読
破
し
て
み
た
い

と
強
く
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

好
き
な
詩
人
を
し
っ
か
り
と
見
つ
け
ら
れ
た
折

に
は
、
そ
の
人
生
を
追
い
か
け
て
み
る
の
を
生
徒

さ
ん
た
ち
に
勧
め
て
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
例
え
ば
近
代
詩
人
が
好
き
な
の
で
あ
れ
ば
、

数
々
の
書
き
手
た
ち
が
、
詩
人
た
ち
の
伝
記
を
手

が
け
て
い
る
こ
と
は
私
が
言
う
ま
で
も
な
い
で
し

ょ
う
。
そ
れ
に
触
れ
な
が
ら
、
制
作
時
期
と
作
品

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
よ
う
な
読
み
方
を
生

徒
た
ち
に
紹
介
し
て
み
る
と
、
言
わ
ば
詩
人
論
の

入
口
に
立
つ
こ
と
に
も
な
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

私
の
母
校
の
先
輩
の
詩
人
長
田
弘
さ
ん
の
、
読

書
に
つ
い
て
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
兼
好
法
師
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の
境
地
と
似
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
な
、
印
象
深
い
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
灯
り
の
下
に
自
由
あ
り
き
。灯
り
の
下
の
自
由

は
言
葉
な
り
き
。
最
初
に
手
に
入
れ
た
、
首
の
曲

が
る
、
じ
ぶ
ん
だ
け
の
電
気
ス
タ
ン
ド
の
下
で
見

つ
け
て
か
ら
ず
っ
と
、
い
ま
も
胸
中
に
あ
る
わ
が

箴
言
で
す
。」（『
幼
年
の
色
、
人
生
の
色
』）。

長
田
さ
ん
も
ま
た
、「
灯
り
」
＝
「
燈
」
の
も
と

で
、静
か
で
深
い
読
書
の
時
間
を
こ
よ
な
く
愛
し
、

人
生
の
中
で
ず
っ
と
そ
れ
を
大
事
に
し
て
き
た
姿

が
、
こ
こ
の
部
分
か
ら
良
く
分
か
っ
て
き
ま
す
。

積
極
的
に
何
か
を
書
物
へ
と
求
め
続
け
て
い
く
こ

と
の
自
由
…
。

光
の
下
の
本
の
頁
に
広
が
る
限
り
な
い
言
葉
の

世
界
の
味
わ
い
を
生
徒
さ
ん
た
ち
へ
伝
え
て
い
く

こ
と
が
出
来
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

＊

素
敵
な
投
稿
作
品
が
届
き
ま
し
た
。

　
校
舎

�

東
京
都
立
大
江
戸
高
等
学
校
一
年
　
藍
原

響
く
　
あ
な
た
の
声
が
き
こ
え
る

遠
い
　
天
井
で
響
く

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
透
け
た
先
の
あ
な
た

響
く
　
あ
な
た
の
声
が
き
こ
え
る

近
づ
く
　
少
し
で
も
同
じ
場
所
に
い
た
く
て

こ
こ
は
冷
た
い

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
透
け
な
い
足
元

遠
く
　
あ
な
た
の
声
が
き
こ
え
る

近
づ
い
た
っ
て
　
定
規
一
本
ぶ
ん
　
遠
く

響
く
　
あ
な
た
の
声
は
い
つ
も
私
の
そ
ば
で

遠
い
　
天
井
で
響
く

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
融
か
し
て
し
ま
い
そ
う

言
葉
を
絞
っ
て
　
言
葉
を
磨
い
て

そ
し
て
や
っ
と
　
あ
な
た
に
声
を
わ
た
す

近
づ
く
　
少
し
で
も
早
く
わ
た
し
た
く
て

響
く
　
私
の
声
を
あ
な
た
に

こ
こ
は
冷
た
い

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
透
け
る
心

近
く
　
も
っ
と
ず
っ
と

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
あ
な
た
の
熱
を
映
す

透
け
る
心
さ
え
　
あ
な
た
と
交
わ
っ
て
い
く

響
く
　
あ
な
た
の
声
を
き
く

そ
ば
で
　
私
の
声
を
わ
た
す

灰
と
白
で
縁
取
ら
れ
た
私
は
　

灰
と
白
で
縁
取
ら
れ
た
あ
な
た
の

響
く
　
あ
な
た
の
声
を
探
す

時
間
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
す
ら

ガ
ラ
ス
張
り
の
空
気
　
さ
え
ぎ
って
し
ま
う
か
ら

空
気
を
震
わ
せ
て
い
る
何
か
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る

鋭
い
感
覚
が
あ
り
ま
す
。

今
と
い
う
瞬
間
の
一
つ
ひ
と
つ
を
心
に
刻
ん
で

い
る
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。
誰
か
と
何
か
を
伝
え

合
い
、
響
き
合
う
こ
と
の
新
鮮
さ
が
、
見
事
に
言

葉
に
託
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

そ
う
で
す
ね
。
時
間
を
告
げ
る
チ
ャ
イ
ム
は
、

何
か
を
終
わ
ら
せ
て
、
何
か
を
始
め
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
私
た
ち
は
学
校
と
い
う
場
所
で
、
そ
の
連

続
を
生
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。

か
け
が
え
の
な
い
青
春
の
あ
り
か
を
。

詩の教室へようこそ

本
連
載
で
は
、高
校
生
の
詩
の
作
品
を
募
集
い
た
し
ま

す
。応
募
作
品
の
中
か
ら
和
合
先
生
に
選
ん
で
い
た
だ

い
た
も
の
を
、誌
面
に
て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。奮
っ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
！　
（
募
集
要
項
は
64
頁
）

詩
の
作
品
大
募
集
！
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本
書
は
、
主
に
戦
後
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
ま
で

の
国
語
教
育
史
を
扱
っ
て
い
る
。
国
語
科
の
歴
史

の
中
で
文
学
の
教
育
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
き
た
の

か
、
そ
れ
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
。

教
育
は
未
来
に
向
け
た
営
み
で
あ
り
、「
今
」
の

結
果
は
、そ
の
時
に
な
ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。

タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
も
な
け
れ
ば
、
誰
も
そ
の
景
色

を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は

歴
史
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
歴
史
は
か
つ
て

確
か
に
流
れ
て
い
た
時
間
だ
が
、
す
で
に
忘
れ
ら

れ
て
い
た
り
、誰
も
詳
し
く
は
知
ら
な
か
っ
た
り
、

多
く
の
謎
に
満
ち
て
い
る
。
だ
が
、
過
去
の
景
色

を
見
る
こ
と
で
、「
今
」
の
形
成
過
程
を
知
る
こ
と

が
で
き
、
そ
し
て
「
今
」
を
「
当
た
り
前
」
と
思

う
意
識
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
も
で
き
る
。

も
う
二
十
年
も
昔
、
高
校
教
師
だ
っ
た
頃
の
こ

と
。
自
分
が
国
語
科
の
教
員
な
の
に「
国
語
教
育
」

の
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
こ
と
に
気
付
い
て

愕
然
と
し
た
。在
職
の
ま
ま
大
学
院
の
門
を
叩
き
、

歴
史
を
中
心
に
勉
強
し
直
す
こ
と
に
し
た
。
博
士

後
期
課
程
に
進
ん
だ
頃
、
ち
ょ
う
ど
新
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
検
討
の
時
期
で
、
教
科
主
任
や
教
務
の
仕
事

を
し
て
い
た
自
分
に
と
っ
て
大
学
院
で
の
研
究
は

と
て
も
有
効
に
働
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
必

ず
し
も
「
う
ま
く
い
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
ど
の
教
科
も
単
位
数
の
争
奪
戦
と
な
り
、
妥

協
の
末
に
ど
う
に
か
帳
尻
を
合
わ
せ
る
と
い
っ
た

具
合
だ
っ
た
。
国
語
科
内
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

つ
い
て
も
、
何
十
年
も
手
付
か
ず
だ
っ
た
教
科
目

標
を
変
え
る
提
案
に
対
し
て
ベ
テ
ラ
ン
は
冷
や
や

か
だ
っ
た
。

し
か
し
、
国
語
教
育
の
歴
史
的
研
究
は
、
職
場

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
学
術
院
教
授

幸こ
う

田だ

国く
に

広ひ
ろ

で
の
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
検
討
の
際
に
感
じ
た
困
難

さ
を
解
釈
す
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て

く
れ
た
。
一
方
で
は
、
ま
た
歴
史
の
景
色
を
眺
め

る
う
え
で
の
得
難
い
視
座
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。

少
子
化
や
人
口
減
少
だ
け
を
見
て
も
日
本
社
会

の
「
こ
れ
か
ら
」
は
「
こ
れ
ま
で
」
通
り
に
は
い

か
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
人
工

知
能
や
情
報
化
の
浸
透
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

も
、
さ
ら
に
急
速
に
進
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

数
十
年
後
の
社
会
で
は
「
今
」
の
子
ど
も
た
ち
が

大
人
に
な
っ
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
時
、

「
今
」
は
ど
ん
な
歴
史
と
し
て
描
か
れ
る
の
だ
ろ

う
。
未
来
へ
の
営
み
と
し
て
の
教
育
は
、
時
間
の

経
過
と
と
も
に
歴
史
と
し
て
の
色
彩
も
濃
く
し
て

い
く
。

本
書
は
、
様
々
な
困
難
や
疑
問
に
悩
ん
で
い
る

現
職
の
先
生
方
を
主
な
読
者
と
し
て
書
き
進
め

た
。
国
語
教
育
に
お
け
る「
文
学
」が
話
題
に
な
る

「
今
」を
、
立
ち
止
ま
っ
て
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み

た
い
と
少
し
で
も
思
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
本
書

を
手
に
取
っ
て
み
て
ほ
し
い
。
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に

乗
っ
て
歴
史
の
海
を
旅
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
乗
っ
て

『
国
語
教
育
は
文
学
を
ど
う
扱
っ
て
き
た
の
か
』の
ス
ス
メ

特
別
記
事
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いずれかを選択

令和

5
年度用

時
代
と
空
間
を
越
え
た

　
言
葉
と
文
化
の
豊
か
さ
を
知
る

実
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の

　
言
葉
の
力
を
育
む

新
編
シ
リ
ー
ズ

新
編
シ
リ
ー
ズ
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の
国
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現代の国語
現国706 286ページA5判

グローバル社会に通用する実践的な
「話す・聞く」「書く」「読む」力を育む

しっかりインプット！

実用的な表現

統計資料

評論文

導入・参考ほか

豊富な読み教材で、
15本

9本
10本

14本

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む

こ
と
」の
学
習
目
標
・
手
順
を
明
確
化
。「
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
」「
ワ
ー
ク
」を
設
置
し
、
何
を
、
な
ぜ
、

ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
が
見
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

３
領
域
の
学
習
を
徹
底
サ
ポ
ー
ト

1
特 色

新
し
い
大
学
入
試
に
対
応
し
た

教
材
を
多
数
収
録

統
計
資
料
や
図
版
の
解
釈
、
複
数
の
文
章
や
資
料

の
比
較
読
み
な
ど
、
新
た
な
学
力
に
対
応
し
た
教

材
を
多
数
収
録
し
ま
し
た
。

2
特 色

実
社
会
・
実
生
活
で

役
立
つ
力
を
育
む

企
画
書
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
実
社
会
・

実
生
活
で
必
要
と
さ
れ
る
活
動
を
豊
富
に
設
定
。

規
約
や
広
告
な
ど
、
実
社
会
で
用
い
ら
れ
る
表
現

に
親
し
む
コ
ー
ナ
ー
「
社
会
へ
の
視
点
」
も
設
け

ま
し
た
。

3
特 色

主
体
的
・
協
働
的
な
学
び
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
充
実
の
資
料
編

生
徒
が
主
体
的
に
学
ぶ
た
め
に
役
立
つ
「
豊
か
な

言
語
活
動
の
た
め
に
」「
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
」「
情

報
の
集
め
方
」
な
ど
、
付
録
・
資
料
も
充
実
し
て

い
ま
す
。

4
特 色

教科書42ページ▶

▲教科書176～177ページ

▼教科書115ページ

目
標

██
話
し
言
葉
の
特
徴
を
知
る
。

██
聞
き
手
が
理
解
し
や
す
い
説
明
の
し

か
た
を
考
え
、
過
不
足
な
く
伝
え
る
。

ポ
イ
ン
ト

❶ 

話
し
言
葉
の
特
徴

　話
し
言
葉
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

▼▼
そ
の
場
で
内
容
を
振
り
返
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

▼▼
同
音
異
義
語
や
、
難
し
い
言
葉
は
、

聞
い
た
だ
け
で
は
意
味
が
と
ら
え
に

く
い
こ
と
が
あ
る
。

❷ 

話
し
言
葉
の
注
意
点

　話
し
言
葉
の
特
徴
を
ふ
ま
え
、
口
頭
で

情
報
を
伝
え
る
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ

と
を
意
識
し
て
み
よ
う
。

▼▼
一
文
が
長
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に

注
意
し
て
話
す
。

▼▼
重
要
度
の
低
い
情
報
は
省
く
。

▼▼
そ
れ
ぞ
れ
の
文
を
、
接
続
す
る
言
葉

で
つ
な
い
で
話
す
。

▼▼
耳
で
聞
い
て
わ
か
り
や
す
い
言
葉
を

選
ぶ
。
同
音
異
義
語
や
似
た
音
の
漢

語
な
ど
に
注
意
す
る
。

　例▼

・
科
学
／
化
学
　
　

▼

・
対
象
／
対
称
／
対
照
／
大
勝

▼

・
事
前
／
慈
善
／
次
善

▼

・
講
演
／
公
園

伝
わ
る
よ
う
に
話
す

話
し
言
葉
の
特
徴
を
考
え
る

　伝
え
た
い
こ
と
を
口
頭
で
伝
え
る
際
に
は
、
文
章
を
書
い
て
伝
え
る
の
と
は
ま
た
違
っ
た
難

し
さ
が
あ
る
。
話
し
言
葉
の
特
徴
を
意
識
し
て
話
す
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。

次
の
内
容
が
聞
き
手
に
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
よ
う
に
、
一
文
を
短
く
切
っ
た
り
、
意
味
の

わ
か
り
に
く
い
言
葉
を
言
い
換
え
た
り
し
て
話
し
て
み
よ
う
。

　修
学
旅
行
の
事
前
学
習
で
調
査
し
た
京
都
に
つ
い
て
、
今
秋
行
わ
れ
る
文
化
祭
で
ポ
ス
タ
ー
発
表

と
ジ
オ
ラ
マ
展
示
を
す
る
予
定
で
し
た
が
、
製
作
費
が
不
足
し
そ
う
な
の
で
、
ど
う
や
っ
た
ら
予
算

内
で
収
ま
る
か
、
私
は
ジ
オ
ラ
マ
展
示
を
や
め
た
ら
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
こ
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
時
間
で
議
論
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

情
報
の
ま
と
ま
り
や
順
序
を
考
え
る

　何
か
を
説
明
す
る
際
に
は
、
伝
え
た
い
内
容
の
ま
と
ま
り
や
伝
え
る
順
序
に
も
気
を
付
け
よ

う
。　ま

ず
は
、
聞
き
手
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、
重
要
度
の
高
い
情
報
や
全
体
像
を
先
に
示
す

と
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
過
去
か
ら
未
来
へ
」「
全
体
か
ら
部
分
へ
」
の
よ
う
に
内
容
を
順
番

に
整
理
し
て
話
す
と
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

1

ワ
ー
ク
1

2

1  

話
し
言
葉
の
特
徴
を
考
え
る

2  

情
報
の
ま
と
ま
り
や
順
序
を
考
え

る
課
題

1  

道
案
内
を
し
よ
う

2  

指
示
を
伝
え
よ
う

関
連

 ◆「
伝
え
る
・
伝
え
合
う
」➡ 

20
ペ
ー
ジ

学
習
の
見
取
り
図

　上
の
よ
う
な
校
内
放
送
が
あ
っ
た
。

し
か
し
聞
い
て
い
る
人
に
は
、
十
分
に

内
容
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　音
声
だ
け
で
こ
の
よ
う
な
内
容
を
聞

い
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
点
が
伝
わ
り

に
く
く
感
じ
る
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ

う
。　こ

こ
で
は
、
話
し
言
葉
が
持
つ
特
徴

に
注
意
し
な
が
ら
、
ど
う
す
れ
ば
、
わ

か
り
や
す
く
他
者
に
情
報
を
伝
え
る
話

し
方
が
で
き
る
の
か
を
、
考
え
て
み
よ

う
。

【校内放送】
…明日は全国的に荒天の予報で、
大型の台風19号が迫ってきていま
す。大雨・暴風・大雪等の警報が出た場
合、午前10時までに警報が解除されない場合は、
学校は全日休みとなり、午前6時までに解除され
た場合は、通常通りの登校、午前10時までに解
除されれば、午後からの登校となります。…

51051015

4243

伝
わ
る
よ
う
に
話
す

3

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

話
す
・
聞
く

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

目
標

██
聞
き
手
の
心
を
動
か
す
話
し
方
を
工

夫
す
る
。

██
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
効
果
的
に
発

表
す
る
。

　
聞
き
手
の
前
で
、
自
分
の
意
見
や
提
案
を
発
表
す
る
こ
と
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
は
、
相
手
の
心
を
動
か
し
、
行
動
を
促
す
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
資
料
を
効
果
的
に
用
い
て
発
表
し
、
説
得
力
を
高
め
る
方
法
を
考
え
よ
う
。

　
右
は
、
あ
る
高
校
生
の
グ
ル
ー
プ
が
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
➡
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
世
界
」
274
ペ
ー
ジ
）
の

う
ち
、
と
く
に
日
本
で
取
り
組
み
た
い
目
標
」
を
一
分
間
で
提
案
す
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

を
行
っ
た
例
で
あ
る
。
相
手
の
心
を
動
か
し
、
相
手
の
行
動
を
促
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

工
夫
を
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

資
料
を
用
い
て
発
表
す
る

1  

発
表
の
目
的
と
内
容
を
考
え
る

2  

提
示
す
る
情
報
を
取
捨
す
る

3  

効
果
的
な
構
成
を
工
夫
す
る

課
題

1  

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
み

よ
う

関
連

 ◆「 

工
夫
し
て
話
す
」 

➡ 

89
ペ
ー
ジ

 ◆「 

統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書

く
」 

➡ 

115
ペ
ー
ジ

学
習
の
見
取
り
図

5

目標５が 
わかりづらいな…

この写真は 
何がいいたいのかな？

　①私たちがとくに日本で取り組むべ
きだと考えるのは、目標５「ジェンダー
平等を実現しよう」です。
　高校生の私たちはまだ深刻に感じた
ことはありませんが、将来直面する課
題だと思ったからです。

　②私の従姉は2年前に出産して仕事を
辞めました。それまでは学生の頃から
あこがれていた職業についていて、一
生働き続けるつもりだったそうです。
　仕事を辞めたのは、パートナーの仕
事の都合で引っ越し、近所に頼れる親
戚や友人がいないのに育児と仕事の両
立は無理だと思ったからです。女性の
自分が辞めるのは仕方がないと言って
いました。

　③「女性が仕事を辞めるのは仕方が
ない」というのは、誤った先入観にす
ぎないのではないでしょうか。
　出産・育児という女性の大きなライ
フイベントを、社会全体で支えるのが
当たり前だという考え方に、日本社会
も変わっていかなければならないと思
います。

■
ス
ラ
イ
ド
①

［
は
じ
め
］

■
ス
ラ
イ
ド
②

［
な
か
］

■
ス
ラ
イ
ド
③

［
お
わ
り
］

176177

資
料
を
用
い
て
発
表
す
る

10

話
す
・
聞
く

身につけたい力を意識した構成
で、見通しをもちながら学習が
進められる、現代社会に必要な
実践力を鍛える教科書です。

目
標

██
統
計
資
料
を
正
確
に
読
み
取
り
、
読

み
取
っ
た
情
報
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、

比
較
し
た
り
し
て
、
的
確
な
主
張
を

生
み
出
す
。

██
統
計
資
料
を
根
拠
と
し
て
、
自
分
の

主
張
を
書
く
。

　上
の
グ
ラ
フ
は
、
情
報
通
信
機
器
の
普
及

に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ

ラ
フ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ

る
だ
ろ
う
か
。

　統
計
資
料
の
デ
ー
タ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ

と
は
一
つ
で
は
な
い
。
資
料
か
ら
ど
の
よ
う

な
情
報
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
し
て
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
目
的

に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。

　こ
こ
で
は
、
統
計
資
料
を
正
確
に
読
み
取

り
、
そ
れ
を
も
と
に
意
見
を
書
い
て
み
よ
う
。

統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書
く

モバイル端末全体

⇩W73×H55/mm

出典：総務省「情報通信白書」（2019年）をもとに作成

● 情報通信機器の保有率の推移（世帯）

モバイル端末全体
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FAX

パソコン

タブレット

スマートフォン

タブレット

スマートフォン

固定電話固定電話

（％）

1  

解
釈
を
挟
ま
ず
に
統
計
資
料
の
デ

ー
タ
を
読
み
取
る

2  

自
分
の
主
張
に
必
要
な
情
報
を
選

び
取
る

3  

論
理
の
飛
躍
が
な
い
か
確
認
す
る

4  

主
張
を
文
章
に
ま
と
め
る

課
題

1  

統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書
こ

う
関
連

 ◆「
意
見
を
書
く
」
➡ 

56
ペ
ー
ジ

学
習
の
見
取
り
図

115

統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書
く

7

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

書
く

510

2
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新編 現代の国語
「他者に共感する力」「論理的に考える力」
「言葉で伝え合う力」を高める教科書

現国707 238ページB5判

コミュニケーションは技術だ。
� やり方次第でどんどん上達するのだ。

言
葉
に
関
す
る
知
識
・
技
能
と
「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
３
領
域

の
力
を
育
む
教
材
を
、
学
習
の
ね
ら
い
に
応
じ
て

10
の
単
元
に
分
け
て
構
成
し
ま
し
た
。

三
つ
の
領
域
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置

1
特 色

基
礎
か
ら
発
展
へ
、

一
歩
ず
つ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

教
科
書
全
体
を
と
お
し
て
、
学
習
段
階
を
考
慮
し

な
が
ら
構
成
し
ま
し
た
。
国
語
の
力
を
着
実
に
身

に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
特 色

新
鮮
か
つ
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な

読
み
物
が
盛
り
だ
く
さ
ん

論
理
的
な
思
考
力
を
育
む
評
論
、
関
心
や
意
欲
を

高
め
る
エ
ッ
セ
イ
、
料
理
レ
シ
ピ
や
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
映
画
の
企
画
書
な
ど
の
実
用
的
な
文
章
と

い
っ
た
、
多
様
な
教
材
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

3
特 色

大
判
な
ら
で
は
の
、
見
や
す
く

わ
か
り
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
教
材

は
上
段
に
学
習
活
動
、
下
段
に
ポ
イ
ン
ト
欄
を
配

置
。
学
習
活
動
の
流
れ
が
わ
か
り
や
す
い
紙
面
を

実
現
し
ま
し
た
。
図
表
や
写
真
の
可
視
性
も
ア
ッ

プ
！

4
特 色

B5版

▼教科書56～77ページ

◀教科書46～47ページ

ポ
イ
ン
ト

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る

3

書
く

絵
や
写
真
を
説
明
し
よ
う

◉
説
明
の
原
則

⃝
�

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
、
相
手
が
わ
か
る
言
葉

を
使
っ
て
説
明
す
る
。

⃝
�

大
切
な
情
報
を
落
と
さ
な
い
。
反
対
に
、
そ
れ
ほ
ど

大
切
で
な
い
情
報
を
盛
り
込
む
と
、
伝
え
た
い
こ
と

が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。

⃝
�「

一
文
一
義
」
を
意
識
し
て
、
冗
長
な
文
章
に
な
ら

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

�

➡
「
文
を
整
え
、
文
を
つ
な
ぐ
」
32
ペ
ー
ジ

⃝
�

説
明
の
中
に
は
自
分
の
感
想
や
意
見
を
入
れ
ず
、
客

観
的
に
書
く
。

◉
形
の
説
明

　
形
を
説
明
す
る
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
気
を

つ
け
る
と
よ
い
。

⃝

図
形
の
名
称
を
用
い
る
。

　円、
正
方
形
、
円え

ん

錐す
い

、
ら
せ
ん
形
、
…

⃝

向
き
や
方
向
を
表
す
言
葉
を
用
い
る
。

　左、
右
、
上
、
下
、
手
前
、
奥
、
…

⃝

比
喩
を
活
用
す
る
。

　ピラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
形
、
…

　
　
　
　A
～
F
の
写
真
の
中
か
ら
一
枚
を
選
び
、
そ
の
写
真
の
内
容
を
、
ネ
コ
に
詳
し
く
な
い
人

に
向
け
て
文
章
で
説
明
し
て
み
よ
う
。
文
章
が
書
け
た
ら
、
ど
の
写
真
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章

か
、
ほ
か
の
人
に
読
ん
で
当
て
て
も
ら
お
う
。

2
形
を
説
明
す
る

　左
の
G
の
図
に
つ
い
て
、
こ
の
図
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に
向
け
て
文
章
で
説
明
す
る
に
は
、

ど
の
よ
う
な
内
容
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　

 

　H
の
図
に
つ
い
て
、
こ
の
図
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に
向
け
て
、
形
を
文
章
で
説
明
し
て

み
よ
う
。
文
章
が
書
け
た
ら
図
を
隠
し
、
文
章
を
読
ん
で
そ
の
図
を
描
け
る
か
ど
う
か
、
ほ
か
の

人
に
試
し
て
も
ら
お
う
。

ト
ラ
イ

ト
ラ
イ

G

H「博物館」を示す地図記号

　全
体
と
し
て
、
左
を

向
い
た
魚
の
よ
う
に
も

見
え
る
形
で
あ
る
。
頭

は
半
円
、
胴
は
…

●
説
明
の
例

57

5

5101520

書
く
（
説
明
を
書
く
）

1
伝
わ
る
説
明
に
つ
い
て
考
え
る

　夏
目
さ
ん
と
金
子
さ
ん
が
、
下
の
Ａ
～
F
の
ネ
コ
の
写
真

を
見
て
、「
自
分
の
好
き
な
ネ
コ
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
ネ
コ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

絵
や
写
真
を
説
明
し
よ
う

伝
え
た
い
こ
と
を
文
章
で
正
確
に
相
手
に
伝
え
る
こ
と
は
、
意
外
に
難
し
い
。

こ
こ
で
は
、
絵
や
写
真
な
ど
を
用
い
て
、

相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
書
く
練
習
を
し
よ
う
。

学習活動 目標

1
伝
わ
る
説
明
に
つ
い
て
考
え
る

2�

形
を
説
明
す
る

3
配
置
を
説
明
す
る

4
手
順
を
説
明
す
る

□��

絵
や
写
真
な
ど
の
情
報
を
説
明
す
る
文
章
を
書
く
。

□��

わ
か
り
や
す
い
説
明
の
し
か
た
を
身
に
つ
け
る
。

BE

CF

ソ
フ
ァ
の
よ
う
な
も
の
に
寝
て
、
画

面
の
左
上
の
ほ
う
を
見
上
げ
て
い
ま

す
。
色
は
茶
色
が
か
っ
た
グ
レ
ー
で

す
。
し
っ
ぽ
も
見
え
て
い
ま
す
。

前
を
向
い
て
い
る
、
と
て
も
か
わ
い

い
子
ネ
コ
で
す
。
昔
、
家
で
飼
っ
て

い
た
ネ
コ
に
、
よ
く
似
て
い
ま
す
。

AD

56

5

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る

3

読
む

説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
よ
う

◆
具
体
例

◆
対
比
・
並
列

◆
ま
と
め
の
表
現

　
文
章
の
骨
格
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
具
体
例
を
か
っ
こ

で
く
く
り
、「
し
か
し
」「
つ
ま
り
」「
こ
の
よ
う
に
」
な
ど
の

後
の
内
容
に
着
目
す
る
と
よ
い
。 

◉
問
題
提
起
と
答
え

　
筆
者
の
問
題
提
起
（
問
い
か

け
）
と
そ
の
答
え
を
意
識
し
て

読
む
と
、
文
章
全
体
の
構
図
が

つ
か
み
や
す
い
。
上
の
文
章
で
、

問
題
提
起
と
答
え
を
指
摘
し
て

み
よ
う
。

例
え
ば
、
…

具
体
例

対
比
一
方
、

B

A

並
列
ま
た
、

B

A

ま
と
め

　
大
事
な
こ
と

こ
の
よ
う
に
、

　
二
点
目
は
、

　ゴ
リ
ラ
は
、
自
分
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
種
の
動
物
た
ち
と
、
仲

良
く
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。 

例
え
ば
、

　野
生
の
マ
ウ
ン
テ
ン
ゴ

リ
ラ
は
、
ハ
イ
ラ
ッ
ク
ス
（
タ
ヌ
キ
の
仲
間
）、
フ
ク
ロ
ウ
、
カ
メ
レ
オ
ン
、
カ
エ

ル
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
、
相
手
の
習
性
に
合
わ
せ
、
う
ま
く
そ
の
動
物
特
有
の
動
き

に
合
わ
せ
な
が
ら
遊
ぶ
。

　
ま
た
、

　ア
メ
リ
カ
で
手
話
を
覚
え
た
雌
ゴ
リ
ラ
の
「
コ

コ
」
が
、子
猫
を
ペ
ッ
ト
に
し
て
遊
ん
で
い
る
の
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
一
方
、

　ゴ
リ
ラ
よ
り
人
間
に
近
い
と
言
わ
れ
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
、
ほ
か
の
種

の
生
き
物
を
遊
び
相
手
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
遊
び
方
は
ゴ
リ
ラ
と

は
違
う
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
自
分
の
世
界
に
相
手
を
無
理
矢
理
引
き
ず
り
込
む
の

だ
。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
動
物
園
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
ハ
ト
を
捕
ま
え
て
遊
ん

で
い
た
が
、
そ
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
ハ
ト
を
も
て
あ
そ
ん
で
ハ
ト
の
羽
を
折
っ
て
し

ま
い
、
そ
の
ハ
ト
を
頭
の
上
に
か
ざ
し
て
飛
行
機
の
よ
う
に
飛
ば
そ
う
と
し
た
。
ま

た
、
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
国
立
公
園
で
は
、
ヒ

ヒ
と
遊
ん
で
い
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
、
子
供

の
ヒ
ヒ
を
捕
ま
え
て
食
べ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、

　ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
人
間
が
そ

の
ど
ち
ら
と
よ
り
近
い
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
多
く
の
種
を
絶
滅
の
危
機
に

追
い
つ
め
て
い
る
今
、
私
た
ち
人
間
が
、
ゴ

リ
ラ
の
接
し
方
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
、
非
常
に

多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

おわり

山
極
寿
一

　
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
─
。
動
物
学
者
。
東
京
都
生
ま

れ
。
本
文
は
、
本
書
の
た
め
の
書
き
下
ろ
し
。

ハイラックス

47

510

1520

5510

読
む
（
説
明
を
読
む
）

ポ
イ
ン
ト

　
私
た
ち
人
間
に
よ
く
似
た
動
物
に
、
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
い
る
。
人
間
は
、

そ
の
ど
ち
ら
に
、
よ
り
近
い
だ
ろ
う
か
。

　
ゴ
リ
ラ
は
、
体
が
大
き
く
、
力
が
強
い
。
顔
つ
き
も
、
な
ん
と
な
く
怖
そ
う
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
ゴ
リ
ラ
に
は
、
凶
暴
な
動
物
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。 

し
か
し
、

実
際
の
ゴ
リ
ラ
は
、
け
っ
し
て
凶
暴
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ほ
か
の
種
の
生
き
物
も

大
切
に
す
る
、
思
い
や
り
の
あ
る
動
物
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
を

　二
つ
の
点

　で
説

明
し
よ
う
。

　
一
点
目
は
、

　ゴ
リ
ラ
は
、
自
分
以
外
の
種
の
生
存
に
力
を
貸
す
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。 

例
え
ば
、

　ア
メ
リ
カ
の
動
物
園
で
、
雌
ゴ
リ
ラ
の
「
ビ
ン
テ
ィ
」

は
、ゴ
リ
ラ
の
囲
い
に
落
ち
た
三
歳
の
人
間
の
子
供
を
助
け
て
、
安
全
な
所
ま
で
運

ん
だ
。

　
ま
た
、

　イ
ギ
リ
ス
の
動
物
園
で
、
雄
ゴ
リ
ラ
の
「
ジ
ャ
ン
ボ
」
は
、
目
の

前
に
落
ち
た
五
歳
の
人
間
の
子
供
に
対
し
て
、
そ
の
子
の
安
否
を
気
遣
う
よ
う
に
の

ぞ
き
こ
ん
で
、
そ
っ
と
そ
の
場
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。

◉
説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
る

　
順
序
を
表
す
言
葉
や
接
続
表
現
な
ど
に
着
目
す
る
と
、
ど

の
よ
う
な
説
明
の
し
か
た
を
し
て
い
る
の
か
が
見
え
て
く
る
。

文
章
全
体
の
構
成
図
を
書
い
て
み
る
と
よ
い
。

➡
「
文
を
整
え
、
文
を
つ
な
ぐ
」
32
ペ
ー
ジ

◆
順
序
を
表
す
言
葉

◆
逆
接
の
接
続
表
現 一

点
目
は
、
…

二
点
目
は
、
…

二
つ
の
点

し
か
し
、

否
定
し
た
い
こ
と

重
要
で
は
な
い
こ
と

言
い
た
い
こ
と

重
要
な
こ
と

はじめなか 説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
よ
う

取
扱
説
明
書
、
料
理
レ
シ
ピ
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
解
説
し
た
本
…
…
。

世
の
中
に
は
何
か
を
説
明
す
る
た
め
の
文
章
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
説
明
の
し
か
た
に
着
目
し
な
が
ら
読
む
方
法
を
身
に
つ
け
よ
う
。

学習活動 目標

■�「
人
間
は
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ど
ち
ら
に
近
い

か
」
を
読
み
、
説
明
の
し
か
た
を
と
ら
え
る
。

■�

説
明
の
し
か
た
に
注
意
し
て
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
か
、
オ

ン
リ
ー
ワ
ン
か
」
を
読
む
。

■�「
生
き
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
の
意
味
」
を
読
み
、
説

明
の
し
か
た
の
特
徴
を
考
え
る
。

□�

説
明
の
し
か
た
に
注
意
し
て
文
章
を
読
む
。

□�

順
序
を
表
す
言
葉
や
接
続
表
現
、
問
題
提
起
と
答
え

に
着
目
し
て
、
文
章
の
構
成
を
つ
か
む
。

人
間
は
ゴ
リ
ラ
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ど
ち
ら
に
近
い
か

�

山や
ま

極ぎ
わ

寿じ
ゅ

一い
ち

46

51015

5

1015

大判の特性を活かしたビジュア
ルで楽しい紙面で、考える力、
伝え合うコミュニケーションの
力を養う教科書です。
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言語文化
言文705 364ページA5判

論語
戦国策

唐詩

十八史略

外国語の不思議・
日本語の不思議羅生門

土佐日記 伊勢物語
伝統

現代 を生きる

に親しむ

世
界
を
知
る

を
知
る

日
本

枕草子

平家物語 徒然草

おくのほそ道

青が消える
（Losing Blue）

和 歌

橋のたもと
の老人

夢十夜

サーカス
ゼイナブの指

Circus

今昔物語集

タ
テ
と
ヨ
コ
。

ふ
た
つ
の
軸
で
、言
葉
と

文
化
を
探
究
す
る
。

多彩な教材を揃えた、
新しい国語のスタンダード

言語文化教材マップ

こ
と
ば
と
文
化
の
歴
史
的
な
連
な
り
を
考
え
る

「
タ
テ
」
の
言
語
文
化
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
・

国
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
「
ヨ
コ
」
の
言
語
文

化
。
古
文
・
漢
文
は
も
ち
ろ
ん
、
小
説
の
名
作
や

翻
訳
の
文
章
も
掲
載
。
広
い
視
野
で
学
べ
る
教
科

書
で
す
。

タ
テ
と
ヨコ
の
言
語
文
化

1
特 色

自
ら
調
べ
、自
ら
深
め
る「
探
究
」

言
語
文
化
に
関
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
生
徒
が

自
分
で
調
べ
、考
え
を
深
め
る
コ
ー
ナ
ー
「
探
究
」

を
設
置
。
多
彩
な
資
料
を
も
と
に
、
探
究
的
な
学

び
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
特 色

新
し
い
大
学
入
試
に
も
対
応

和
歌
と
鑑
賞
文
、
古
文
と
漢
文
の
比
較
読
み
な
ど
、

新
し
い
大
学
入
試
に
も
対
応
す
る
教
材
を
豊
富
に

収
録
。
新
傾
向
の
入
試
対
策
も
万
全
で
す
。

3
特 色

多
彩
な
コ
ラ
ム

作
品
を
読
み
解
く
た
め
の
技
能
を
お
さ
え
る
「
解

釈
の
視
点
」、
豊
か
に
言
語
文
化
の
知
識
を
育
む

「
言
語
文
化
の
窓
」
に
加
え
、
言
葉
に
関
す
る
豆

知
識「
言
葉
の
タ
ネ
」を
設
置
し
ま
し
た
。

4
特 色

図
録
・
資
料
の
充
実

巻
頭
・
巻
末
の
図
録
で
は
、
世
界
と
日
本
の
言
葉

や
日
本
の
伝
統
芸
能
の
演
目
を
幅
広
く
紹
介
。
豊

富
な
資
料
図
版
で
理
解
を
助
け
ま
す
。

5
特 色

▼教科書口絵

教科書後見返し▶

「世界の言葉」や「日本の伝統文
化」など、図版も豊富に収録。
古典と現代、日本と世界を見わ
たす教科書です。

4

【必修】　言語文化
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新編 言語文化
言文706 312ページB5判

新鮮な教材で言語文化への興味をかき立て、
ことばの旅へといざなう教科書

言
葉
の
価
値
や
文
化
の
つ
な
が
り
な
ど
、
重
要
な

テ
ー
マ
に
触
れ
ら
れ
る
新
教
材
が
満
載
！　

小
説

は
、
定
番
の
「
羅
生
門
」
を
始
め
、
夏
目
漱
石
か

ら
村
上
春
樹
ま
で
、
近
現
代
の
名
作
を
網
羅
し
ま

し
た
。

新
鮮
で
魅
力
的
な
教
材
群

1
特 色

日
本
の「
言
語
文
化
」を

実
感
で
き
る「
言
語
文
化
の
窓
」

「
言
語
文
化
の
窓
」
を
、
各
単
元
末
に
設
置
。
受

け
継
が
れ
て
き
た
言
葉
や
文
化
に
つ
い
て
の
解
説
、

著
名
人
に
よ
る
古
典
作
品
の
紹
介
な
ど
、
興
味
・

関
心
を
か
き
立
て
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
ペ
ー
ジ
で
す
。

2
特 色

授
業
で
使
え
る
！

古
文
編
・
漢
文
編
の
工
夫

教
材
本
文
で
は
、
見
開
き
単
位
を
意
識
し
た
紙
面

構
成
を
し
、
使
い
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
追
求
し

ま
し
た
。
古
文
の
助
動
詞
や
漢
文
の
訓
読
な
ど
、

つ
ま
ず
き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
わ
か

り
や
す
く
徹
底
的
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

3
特 色

大
判
だ
か
ら
で
き
た
、

見
や
す
く
楽
し
い
紙
面

大
判
の
特
長
を
生
か
し
て
、
読
み
や
す
く
わ
か
り

や
す
い
紙
面
デ
ザ
イ
ン
を
実
現
。
生
徒
の
好
奇
心

を
刺
激
す
る
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
を
多
数
盛
り
込
み
、

眺
め
る
だ
け
で
も
楽
し
め
る
教
科
書
に
仕
上
げ
ま

し
た
。

4
特 色

現代と古典の
つながりが見える。

言葉と文化の
ひろがりを学ぶ。 B5版

� ▼教科書後見返し

貴族の住宅
（寝
しん
殿
でん
造
づくり
）

サッカーの
フィールド

朱
す
雀
ざく
大
おお
路
じ
と

羅城門

ジャンボ
ジェット機

人

約120m

約4.5㎞

約5.2㎞
平安京

約120m

約36m

約70m

道幅約84m

約20m

約21m
東京の
山
やまのて
手線

現代

比べてみよう

古典と を
平安貴族の住宅や羅城門
がどのくらいの大きさ
だったのか、イメージを
膨らませよう。

大きさで
比べてみよう

平安貴族が愛した娯楽の
一 つ「蹴

け

鞠
まり

」。一 見、現
代のサッカーに似ている
が、ど の よ う な ル ー ル
だったのだろうか。

娯楽で
比べてみよう

古典と現代のライフス
タイルを比べ、その違
いを考えてみよう。

ライフスタイルで
比べてみよう

十
じゅう

二
に

単
ひとえ

や大
おお

鎧
よろい

の重さを、
身のまわりのものと比べ
て想像してみよう。

重さで
比べてみよう

和歌は昔、重要な愛情表
現の一つだった。現代と
はどのような違いがある
だろうか。

恋愛で
比べてみよう

　　　 12～16歳頃、男子は
元服（初

うい

冠
こうぶり

）、女子は裳
も

着
ぎ

（髪上げ）という成人式を行っ
た。成人を迎えると、結婚の
適齢期となった。

成人

古くは、生まれた時を１
歳とし、以後、正月を迎
えるたびに一歳ずつ歳を
とる「数え年」という数
え方を用いた。

十二単：
約10Kg

制服：
約1Kg

　　　平安時代の平均寿命
は30歳前後だったともい
われるが、80歳、90歳ま
で生きる長寿の貴族もいた。

寿命

80 70 60 50 40

紀
きの

貫
つら

之
ゆき

が土
と

佐
さの

守
かみ

としての旅
を終えたのは、60代だった。
この後、有名な『土佐日記』
が書かれる。➡212ページ

❖『論語』から生ま
れた、年齢を表す言
葉。それぞれどのよ
うな意味があるだろ
うか。➡248ページ

1

❖

❖ ❖ ❖ ❖

❖

而立不惑

志学

知命

従心

耳順

1020

清少納言が宮中に入り、中宮
定子に仕えたのは、20歳頃
だった。代表作の『 枕

まくらの

草
そう

子
し

』
は、彼女が30代の頃に完成
したとされる。➡184ページ

30

歳

大鎧：
約25Kg

19 18

◀教科書口絵

日
本
人
の
好
き
な
の
は
、
た
っ
た
数
日
し
か
咲
か
な
い
桜

の
花
で
す
。
し
か
も
満
開
よ
り
も
初は

つ

花は
な

を
、
あ
る
い
は
散

り
際
を
好
み
ま
す
。 「
季
節
の
言
葉
と
出
会
う
」
黛

ま
ゆ
ず
み

ま
ど
か
➡
16
ペ
ー
ジ

花

月

雨

風 ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に

し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

　
　
紀き

の

友と
も

則の
り

➡
139
ペ
ー
ジ

外と

に
も
出
よ
ふ
る
る
ば
か
り
に
春
の
月

中な
か

村む
ら

汀て
い

女じ
ょ

➡
139
ペ
ー
ジ

志
賀
の
浦
や
遠
ざ
か
り
ゆ
く
波
間
よ
り

　
　

凍
り
て
出い

づ
る
有あ

り

明あ
け

の
月

藤ふ
ぢ

原は
ら
の

家い
へ

隆た
か

➡
144
ペ
ー
ジ

挙
レ
頭か

う
べ 

望
二
山 

月
一

低た

レ
頭 

思
二
故 

郷
一

「
静
夜
思
」
李り

白は
く

➡
144
ペ
ー
ジ

ゲ
テ

ヲ

ミ

ヲ

レ
テ

ヲ

フ

ヲ

日
本
に
は
、
雨
に
対
す
る
呼
び
名
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
…
雨
が
多
く
、
四
季
に
恵
ま
れ
た
国
土
だ
け

に
、
私
た
ち
は
そ
の
区
別
が
つ
く
の
で
す
。

「
言
葉
の
森
を
育
て
よ
う
」
ド
リ
ア
ン
助す

け

川が
わ

➡
10
ペ
ー
ジ

夜 

来 

風 

雨 

声

花 

落 

知 

多 

少

「
春
暁
」
孟ま

う

浩か
う

然ね
ん

➡
138
ペ
ー
ジ

ノ

ツ
ル
コ
ト

ル

鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神か

み

さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、

雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、

あ
ば
ら
な
る
倉く

ら

に
、
女
を
ば

奥
に
押
し
入
れ
て
、
…

『
伊い

勢せ

物
語
』➡
192
ペ
ー
ジ

風
は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
夕
闇
と
と
も
に

遠
慮
な
く
、
吹
き
抜
け
る
。
丹に

塗
り
の
柱
に
と

ま
っ
て
い
た
蟋き

り
ぎ
り
す蟀

も
、
も
う
ど
こ
か
へ
行
っ
て

し
ま
っ
た
。 

「
羅
生
門
」
芥あ

く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

➡
85
ペ
ー
ジ

風
は
ず
っ
と
吹
い
て
い
た
。
プ
ー
ル
の
仕
切
り

戸
の
音
は
夜
明
け
前
ま
で
つ
づ
い
た
。

「
鏡
」
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

➡
62
ペ
ー
ジ

秋
来き

ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も

風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

藤ふ
ぢ

原は
ら
の

敏と
し

行ゆ
き

➡
143
ペ
ー
ジ

12

キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
み
解
く

言
語
文
化
時
代
を
超
え
て
親
し
ま
れ
て
き
た
言
葉
や
文
化
が
あ
る
。

古
来
、
日
本
人
は
何
に
思
い
を
寄
せ
て
き
た
の
か
、
ど
の

よ
う
な
も
の
に
美
を
見
出い
だ

し
て
き
た
の
か
。
日
々
の
思
い

や
感
動
を
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
き
た
の
か
。

古
今
の
文
章
や
詩
歌
に
触
れ
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き

た
日
本
の
言
語
文
化
の
豊
か
さ
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
。

「キーワードで読み解く言語文
化」、「現代と古典を比べてみよ
う」など、言語文化のつながり
が楽しく学べる教科書です。
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「読むこと」と「書くこと」を往還し、
強靭な思考力・判断力・表現力を養う教科書

「問い」「読む」「書く」の反復で　確かな国語の力を育む。

書く
問い

読む

各
単
元
に
、
教
材
と
関
連
し
た「
問
い
」を
設
置
。

目
的
を
も
っ
て
、「
読
む
」
教
材
と
向
き
合
え
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
単
元
末
の
「
書
く
」

活
動
に
取
り
組
む
こ
と
で
、「
読
む
」
教
材
で
学

ん
だ
こ
と
を
、
自
己
の
表
現
に
も
つ
な
げ
ま
す
。

「
問
い
」「
読
む
」「
書
く
」を

と
お
し
て
確
か
な
力
を

1
特 色

自
己
の
世
界
を
広
げ
る

多
様
な
教
材

各
単
元
に
、
現
代
を
考
え
る
上
で
押
さ
え
て
お
き

た
い
、
多
様
な
テ
ー
マ
の
教
材
を
複
数
配
置
。
読

み
比
べ
る
こ
と
で
、
多
角
的
な
視
野
を
養
え
る
よ

う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
単
元
末
に
は
、
古
今
東

西
の
名
著
を
引
用
付
き
で
紹
介
し
た
「
テ
ー
マ
と

読
書
」を
設
置
。
さ
ら
な
る
探
究
に
誘
い
ま
す
。

2
特 色

新
し
い
大
学
入
試
へ
の
対
応

「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
、
筆
者
の
主
張
を
吟
味
・

検
討
し
た
り
、
複
数
の
資
料
を
比
較
し
た
り
す
る

設
問
「
考
察
・
発
展
」
を
設
置
。
日
々
の
学
習
に

取
り
組
む
中
で
、
新
傾
向
の
入
試
に
も
対
応
で
き

ま
す
。

3
特 色

学
び
を
深
め
る
充
実
の
資
料

教
材
の
読
み
を
深
め
る
「
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
」、

教
材
間
を
横
断
し
て
知
識
を
つ
な
げ
る
「
キ
ー

ワ
ー
ド
索
引
」「
人
名
索
引
」、
論
理
的
思
考
を
深

め
、
表
現
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る「
知
の
道
具
箱
」

な
ど
、
教
材
以
外
の
資
料
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

4
特 色

第一単元扉▶

▼教科書8～9ページ

▲教科書62ページ

世
界
・
言
葉
・
私

——
		

私
た
ち
は
世
界
と
ど
の
よ
う
に	

向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
？

1

国際宇宙ステーションから見た日本　いつも見ている風景も、いつ
もと違った見方をすれば変わって見える。さまざまな視点や価値観
に触れ、ものの見方を広げていこう。

世
界
を
広
げ
る	

「
批
評
」
の
言
葉

対
話
の
精
神

言
葉
を
定
義
す
る

テ
ー
マ
と
読
書
①
　批
評

9 8

　「
書
く
」
こ
と
、「
発
信
す
る
」
こ
と
は
、
も
は
や
僕
た
ち
の
日
常
の
生
活
の
一
部
だ
。
こ
の
四
半
世
紀

で
、「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
大
き
く
変
化
し
た
。
前
世
紀
ま
で
「
読
む
」

こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
で
は
前
者
が
基
礎
で
後
者
が
応
用
だ
っ
た
。「
読
む
」
こ
と
が
当
た
り
前
の
日
常

の
行
為
で
「
書
く
」
と
い
う
の
は
非
日
常
の
特
別
な
行
為
だ
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
で
は
多
く
の
人
に
と

っ
て
、
既
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
文
章
を
「
書
く
」
こ
と
の
ほ
う
が
当
た
り
前
の
日
常
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
な
ど
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
「
読
む
」
こ
と
の
ほ
う
が
特
別
な
非
日
常
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
僕
た
ち
は
「
読
む
」
こ
と
の
延
長
線
上
に
「
書
く
」
こ
と
を
身
に
つ
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
社
会
に
出
る
若
い
人
々
の
多
く
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
／
彼
女
ら
の
多
く
は
お
そ
ら
く
「
読

む
」
こ
と
よ
り
「
書
く
」
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
現
代
の
情
報
環
境
下
に
生
き
る
人
々
は
、
読
む
こ
と
か

ら
書
く
こ
と
を
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
か
ら
読
む
こ
と
を
覚
え
る
ほ
う
が
自
然
な
の
だ
。
こ
れ

は
現
代
の
人
類
が
十
分
に
「
読
む
」
訓
練
を
し
な
い
ま
ま
に
、「
書
く
」
環
境
を
手
に
入
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
読
む
こ
と
「
か
ら
」
書
く
と
い
う
ル
ー
ト
を
た
ど
る

1

▼

▼

▼

510

こ
と
は
、
も
は
や
難
し
い
。
そ
れ
は
僕
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
の
「
流
れ
」
に
逆
ら
う
こ
と
な
の

だ
。

　
で
は
ど
う
す
る
の
か
。
現
代
に
お
い
て
多
く
の
人
は
日
常
的
に
、
脊
髄
反
射
的
に
、
た
い
し
た
思
慮
も

検
証
も
な
く
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
「
書
い
て
」
し
ま
う
。
な
ら
ば
「
書
く
」
こ
と
と
同
時
に
「
読
む
」
こ
と
を

始
め
る
し
か
な
い
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
訓
練
の
起
点
は
「
書
く
」
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
ま

ず
は
脊
髄
反
射
的
な
発
信
で
は
な
い
良
質
な
発
信
を
意
識
し
、
そ
の
過
程
で
「
書
く
」
た
め
に
は
「
読
む
」

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
し
て
「
読
む
」
訓
練

を
経
た
上
で
も
う
一
度
「
書
く
」
こ
と
へ
挑
戦
す
る
。「
読
む
」

こ
と
で
は
な
く
「
書
く
」
こ
と
を
起
点
に
し
た
往
復
運
動
を
設
計

す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
で
は
、
こ
の
時
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
あ
た
ら
し
い
「
書
く
」

「
読
む
」
力
と
は
何
か
。

　
た
と
え
ば
、
何
か
社
会
に
物
を
申
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
強

い
人
が
い
ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
言
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と

き
、
彼
／
彼
女
は
そ
の
問
題
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
タ
イ
ム
ラ
イ

ン
の
潮
目
の
ほ
う
を
読
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
Ｙ
Ｅ
Ｓ
か
Ｎ
Ｏ
か
、

★

1

▼

2

3

世
界
を
広
げ
る「
批
評
」の
言
葉 

宇う

野の

常つ
ね

寛ひ
ろ

51015

目
標

■■
筆
者
が
定
義
す
る
こ
と

を
的
確
に
押
さ
え
、
主

張
を
と
ら
え
る
。

■■
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
お

け
る
「
書
く
」「
読
む
」

力
に
つ
い
て
、
自
分
の

考
え
を
も
つ
。

１■

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
　■

balance■of■pow
er

の

和
製
英
語
。
力
の
均
衡
。

「『
書
く
』
こ
と
を
起
点
に

し
た
往
復
運
動
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

２■

タ
イ
ム
ラ
イ
ン
　
登
録
し

た
利
用
者
の
投
稿
を
、
時

系
列
順
に
表
示
し
た
画
面
。

３■

潮
目
　
流
れ
ゆ
く
物
事
が

向
か
う
方
向
や
、
情
勢
が

変
化
す
る
境
目
。

キ
ー
ワ
ー
ド

★
Ｓ
Ｎ
Ｓ
➡
407
ペ
ー
ジ

語 

句
▼
前
者
／
後
者
＊

▼（
…
は
…
を
）
意
味
す
る
＊

▼
物
（
を
）
申
す

■

思
慮
（
思
案
・
配
慮
）

起
点
（

終
点
）

1

世
界
を
広
げ
る
「
批
評
」
の
言
葉

世

１ 

世
界
・
言
葉
・
私

「問い」「読む」「書く」の反復で確かな思考力を
養い、更なる探究へ誘う教科書です。
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　「家
族
化
す
る
ペ
ッ
ト
」「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
た
日
本
」
で
は
、
統

計
資
料
を
も
と
に
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
統
計
資
料
を
分

析
し
、
そ
こ
か
ら
考
え
た
こ
と
ま
と
め
て
み
よ
う
。

◆
統
計
資
料
の
読
み
方

　統
計
資
料
を
読
み
取
る
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
み
よ

う
。
➡ 

知
の
道
具
箱

　

 

「
情
報
整
理
の
方
法
」

▼▼
数
値
の
最
大
・
最
小
の
部
分

▼▼
変
化
の
大
き
い
箇
所

▼▼
数
値
の
差
の
大
き
い
箇
所

◆
事
実
を
も
と
に
考
え
を
述
べ
る

　自
分
の
考
え
を
述
べ
る
際
に
は
、
ど
こ
ま
で
が
自
分
の
考
え
で
、
ど

こ
ま
で
が
客
観
的
な
事
実
や
デ
ー
タ
で
あ
る
か
を
明
確
に
区
別
し
て
示

す
よ
う
に
し
よ
う
。

　ま
た
、
統
計
資
料
の
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
料
の
ど

の
部
分
か
ら
読
み
取
っ
た
デ
ー
タ
か
を
明
記
し
よ
う
。
さ
ら
に
論
理
に

飛
躍
が
な
い
か
や
、
相
関
関
係
と
因
果
関
係
の
違
い
な
ど
に
も
注
意
し

よ
う
。
➡ 

知
の
道
具
箱

　

 

「
根
拠
の
吟
味
」

1		

資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
特
徴
的
な
部
分
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

2		

資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、「
日
本
社
会
の

課
題
」
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
字
程
度
で
考
え
た
こ
と
を
書
い
て
み

よ
う
。

3		

ほ
か
の
国
に
つ
い
て
も
資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と

め
て
み
よ
う
。

課
題

課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

12

4

統
計
資
料
か
ら
分
析
し
た
こ
と
を
書
く

▼■
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
正
確
に
書
く
。

▼■
自
分
の
考
え
と
統
計
資
料
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
区
別
し
て
書
く
。

目
標

6
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新編 論理国語
とらえる。整理する。解決する。
社会で役立つ「生きた論理の力」を育む教科書

論国706 330ページA5判

楽しみながら、考える力を組み立てる。

教
科
書
全
体
を
通
し
て
、
学
習
段
階
を
考
慮
し
、

一
歩
ず
つ
成
長
で
き
る
構
成
に
。「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ

プ
」
で
楽
し
い
準
備
体
操
、
ご
く
短
い
文
章
教
材

「
例
題
」で
読
解
の
練
習
、
最
後
に
設
問
コ
ー
ナ
ー

「
フ
ォ
ー
カ
ス
」で
、
論
理
の
力
を
固
め
ま
す
。

基
礎
か
ら
発
展
へ

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
！

1
特 色

苦
手
を
得
意
に
変
え
る

「
書
く
こ
と
」
の
学
び

「
書
く
こ
と
」
の
単
元
を
４
つ
ご
用
意
。
段
階
的

に
配
置
さ
れ
た
「
ワ
ー
ク
」
で
、
着
実
に
「
書
く
」

力
を
身
に
つ
け
ら
れ
ま
す
。
小
論
文
・
レ
ポ
ー
ト

は
も
ち
ろ
ん
、
志
望
理
由
書
や
自
己
推
薦
書
の
書

き
方
も
徹
底
サ
ポ
ー
ト
！

2
特 色

新
し
い
大
学
入
試
も
怖
く
な
い
！

統
計
資
料
の
読
み
取
り
、
複
数
の
文
章
の
比
べ
読

み
な
ど
、
新
し
い
大
学
入
試
に
も
対
応
で
き
る
教

材
を
豊
富
に
収
録
。
新
傾
向
の
入
試
対
策
も
万
全

で
す
。

3
特 色

楽
し
く
役
立
つ
コ
ラ
ム
・
資
料

論
理
の
小
ネ
タ
を
紹
介
す
る
「
論
理
の
窓
」
の
ほ

か
、
巻
末
資
料
で
は
思
考
ツ
ー
ル
、
情
報
収
集
の

コ
ツ
、
引
用
の
方
法
な
ど
、
豊
富
な
資
料
類
を
ご

用
意
。
論
理
を
活
用
し
、
自
ら
考
え
る
力
を
育
み

ま
す
。

4
特 色

「読む」も

「書く」も

教科書
28～29
ページ▶

教科書50ページ▼

③�

修
学
旅
行
で
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
に
実
際
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
体
験
が
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、こ

と
な
ど
だ
。

④�

森
く
ん
は
、
テ
ス
ト
前
に
は
二
週
間
分
の
学
習
計
画
を
立
て
、

そ
の
と
お
り
に
勉
強
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
試
合
が
あ
る

と
き
は
、
一
か
月
前
か
ら
自
主
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
計
画
を
立

て
て
進
め
て
い
く
。
要
す
る
に
、
森
く
ん
は
、

人
だ
。

  

具
体
と
抽
象
と
は
？

1
具
体
と
抽
象
の
関
係
に
な
る
よ
う
に
、
Ａ
～
Ｃ
と
ペ
ア
に

な
る
も
の
を
ア
～
カ
か
ら
選
ん
で
み
よ
う
。

Ａ 

将
棋
、
囲
碁
、
オ
セ
ロ
、
チ
ェ
ス

Ｂ 

昼
食
を
そ
ば
に
す
る
か
、
う
ど
ん
に
す
る
か
決
め
る

Ｃ 

塩
、
み
り
ん
、
オ
イ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス

⑤�

友
達
三
人
と
、
二
時
間
半
の
長
さ
の
映
画
を
観
に
行
っ
た
。

私
と
Ａ
さ
ん
は
ち
ょ
う
ど
い
い
長
さ
だ
と
感
じ
た
が
、
Ｂ
さ

ん
は
「
長
す
ぎ
て
退
屈
だ
っ
た
。」
と
言
い
、
Ｃ
さ
ん
は

「
あ
っ
と
い
う
間
だ
と
感
じ
た
。」
と
言
っ
た
。

　
そ
の
後
、
み
ん
な
で
服
を
買
い
に
行
っ
た
。
店
に
は

三
〇
〇
〇
円
の
上
着
が
あ
り
、
私
と
Ｃ
さ
ん
は
お
買
い
得
だ

と
思
っ
た
が
、
ほ
か
の
二
人
か
ら
は
「
高
い
か
ら
や
め
た
ほ

う
が
い
い
。」
と
言
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、

。

　
同
じ
よ
う
な
例
で
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。

。

  
具
体
化
と
抽
象
化
の
レ
ッ
ス
ン

2
次
の
①
～
⑤
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
内
容
を
考
え
て
み
よ

う
。

①�

私
は
、
力
を
合
わ
せ
て
行
う
チ
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
だ
。

例
え
ば
、

な
ど
だ
。

②�

風
邪
な
ど
の
感
染
症
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
毎
日
の
対
策
が
必

要
だ
。
例
え
ば
、

こ
と
な

ど
で
あ
る
。

目
標具

体
と
抽
象
の
関
係
つ
い
て
、
理
解
を

深
め
る
。

内
容
を
具
体
化
し
て
わ
か
り
や
す
く
し

た
り
、
抽
象
化
し
て
ま
と
め
た
り
す
る
。

■■

フ
ォ
ー
カ
ス

具
体
と
抽
象
を
使
い
こ
な
そ
う

論
理
的
に
考
え
る
に
は
、
具
体
と
抽
象
の
関
係
を
つ
か
む
こ
と
が
大
切
だ
。

次
の
設
問
を
通
し
て
、
具
体
と
抽
象
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
よ
う
。

ア
　
行
動
の
選
択
　
　
　
　
　
　
エ
　
調
味
料

イ
　
伝
統
芸
能
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
好
き
な
食
べ
も
の

ウ
　
味
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

具体と抽象 具体と抽象を使いこなそう51 50

②
の
文
章
で
、「
軍
手
」、「
パ

ソ
コ
ン
」、「
コ
ン
ビ
ニ
」
の

話
を
ま
と
め
て
い
る
の
は
ど

の
部
分
だ
ろ
う
。

具
体
化
を
進
め
て
い
く
と
、

物
事
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ

は
ど
う
変
わ
る
か
な
。

具
体
と
抽
象
の
関
係

夏
目
さ
ん
が
か
わ
い
が
っ
て
い
る
ペ
ッ
ト
の
柴
犬
を
、
も
っ
と
抽
象
的
に
と
ら
え
て
み
る
と
…
。

図
を
見
て
具
体
と
抽
象
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
。

鳥類

人間

マル
チーズ

夏目さんの家の柴犬

柴犬 チワワ

パンダ犬

動物

両性類 ほ乳類

具体と抽象の関係

抽
象
化
（
つ
ま
り
、
す
な
わ
ち
、
要
す
る
に
…
）

具
体
化
（
例
え
ば
、
例
を
挙
げ
る
と
、
具
体
的
に
は
…
）

「
軍
手
」
の
本
来
の
呼
び
名
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
本
来
も
な
に
も
、

「
軍
手
」
は
「
軍
手
」
だ
ろ
う
、
と
戸
惑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

実
は
、
も
と
も
と
「
軍
用
手
袋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、「
軍
手
」
と

省
略
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
「
パ
ソ

コ
ン
」
や
「
コ
ン
ビ
ニ
」
に
つ
い
て
も
、
本
来
の
呼
び
名
（「
パ
ー
ソ
ナ
ル

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」、「
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
」）
を
知
ら
な
い
人
が
い

る
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
略
語
だ
け
が
す
っ
か
り
定
着
し
て
し
ま
い
、
本

来
の
呼
び
名
が
忘
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
起
こ
る
の
で
あ
る
。

①�

右
の
図
を
用
い
て
、
具
体
と
抽
象
の
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

説
明
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
図
の
続
き
を
考
え
た
り
、
別
の
例
で
図

を
描
い
た
り
し
て
み
よ
う
。

②
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
具
体
と
抽
象
の
関
係
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

QR
コード
掲載

2829 具体と抽象 具体と抽象の関係

論理のイロハを楽しく
丁寧に！　「読む」も
「書く」も、ステップ
アップ式に成長するこ
とができる教科書です。
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文学国語
文国704 454ページA5判

生きた文学史が一望できる！

「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」「
舞
姫
」
な
ど
の
定
番
教

材
か
ら
最
新
の
作
品
ま
で
、
多
様
な
時
代
や
国
の

作
品
を
満
載
。
文
学･

文
化･

言
語
を
考
え
る
き
っ

か
け
と
な
る
随
想
・
評
論
・
戯
曲
も
計
13
本
収
録

し
ま
し
た
。

文
学
を
読
む
楽
し
み
が

広
が
る
教
材
群

1
特 色

解
釈･

考
え
が
深
ま
る

「
展
開
」「
探
究
」

教
材
と
比
べ
て
読
み
、
多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
「
展
開
」、
自
ら
調
べ
た
り

考
え
た
り
す
る
た
め
の「
探
究
」を
設
置
し
ま
し
た
。

2
特 色

心
を
動
か
す
表
現
力
が
身
に
つ
く

「
書
く
」
で
は
、
課
題
に
沿
っ
て
文
学
的
文
章
を

書
く
活
動
に
無
理
な
く
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。

3
特 色

知
識
が
広
が
り
、

読
解
が
深
ま
る
多
彩
な
コ
ラ
ム

文
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
身
に
つ
く
「
文
学
の

扉
」、「
小
説
の
語
り
手
」「
比
喩
と
象
徴
」
な
ど

文
学
的
文
章
を
豊
か
に
読
む
た
め
の
視
点
を
紹
介

す
る「
文
学
を
読
む
た
め
に
」を
設
置
し
ま
し
た
。

4
特 色

興
味
が
広
が
る
付
録
・
資
料

読
む
と
き
、
書
く
と
き
に
役
立
つ
「
文
学
に
生
き

る
言
葉
」や
、「
日
本
近
代
文
学
の
作
家
た
ち
」「
世

界
文
学
地
図
」
な
ど
の
付
録
・
資
料
を
収
録
し
ま

し
た
。

5
特 色

世界文学地図
世界で読まれる
日本文学

20以上の言語に翻訳され、
各国で大学の課題図書にも
多く指定されている。

日本とペルーの外交設
立140年を記念し、ペ
ルーで刊行された。

ドナルド・キーン（➡ p.194）による英訳。
太宰のほかにも、多くの日本文学の翻訳
を手がけた。

村上春樹　
「海辺のカフカ」
（イスラエル）　

村上春樹
「海辺のカフカ」
（インド）

太
だ
宰
ざい
治
おさむ
　

「人間失格」　
（アメリカ）

小
お
川
がわ
洋
よう
子
こ
　

「博士の愛した
数式」
（アメリカ）

松
まつ
田
だ
青
あお
子
こ
　

「おばちゃんたちの
いるところ」
（アメリカ）

紫式部
「源氏物語」
（ペルー）村上春樹

「ノルウェイの森」
（中国）

谷
たに
崎
ざき
潤
じゅん
一
いち
郎
ろう

「細
ささめ
雪
ゆき
」

（韓国）

平
ひら
野
の
啓
けい
一
いち
郎
ろう
　

「日
にっ
蝕
しょく
」

（エジプト）

川
かわ
上
かみ
未
み
映
え
子
こ

「夏物語」
（イギリス）

吉
よし
本
もと
ばなな

「キッチン」
（イタリア）

村
むら
田
た
沙
さ
耶
や
香
か

「地球星人」
（イギリス）

紫
むらさき
式
しき
部
ぶ

「源氏物語」
（アメリカ）

夏
なつ
目
め
漱
そう
石
せき

「こころ」
（フランス）　

三
み
島
しま
由
ゆ
紀
き
夫
お

「金閣寺」
（スイス）

村
むら
上
かみ
春
はる
樹
き

「海辺のカフカ」
（ロシア）

日
本
文
学
は
各
国
で
翻
訳
さ
れ
、
世

界
中
で
読
ま
れ
て
い
る
。

古
典
か
ら
現
代
の
小
説
ま
で
、
日

本
の
文
学
作
品
は
ど
の
よ
う
に
世

界
に
広
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

翻訳でみる日本文学
　日本文学は、さまざまな言語に翻訳され、世界で広く読まれている。この教科書に載っている作品も、
多くの言語に翻訳されている。日本文学の題名がどのように訳されているか、比べてみよう。

Taenzerin
（ドイツ語）

La ballerina
（イタリア語）

Dansatoarea
（ルーマニア語）

The Dancing Girl
（英語）

世界の文学賞
　ノーベル文学賞をはじめとして、海外にもさまざまな文学賞が
ある。それぞれの賞は対象とするジャンルや、理念などが異なり、
その国・地域出身の文学者の名を冠するものとすることも多い。
なかには、日本の作家が受賞している賞もある。

■ フランツ・カフカ賞（村上春樹）
■ 国際アンデルセン賞（まど・みちお、上

うえ
橋
はし

菜
な

穂
ほ

子
こ

、角
かど

野
の

栄
えい

子
こ

）
■ 全米図書賞（ 川

かわ
端
ばた

康
やす

成
なり

、後
ご

深
ふか

草
くさ

院
いんの

二
に

条
じょう

、樋
ひ

口
ぐち

一
いち

葉
よう

、  
リービ英

ひで
雄
お

、多
た

和
わ

田
だ

葉
よう

子
こ

、柳
ゆう

美
み

里
り

）

世界にはどのような文学賞があるか、ほかにも調べてみよう。
※（  ）内は受賞した日本の作家。

Kokoro
（英語など）

Сердце
（ロシア語）

Koprnenje
（スロベニア語）

Le Pauvre Cœur des hommes
（フランス語）「こころ」

（夏目漱石）
「舞姫」
（森
もり
鷗
おう
外
がい
）

1314

23 22

旅
す
る
本

2

　本
は
自
分
が
い
つ
生
ま
れ
た
の
か
知
ら
な
か
っ
た
。

　遥は
る

か
昔
は
乾
い
た
葉
を
束
ね
た
だ
け
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
い
つ
手て

漉す

き
の
紙
を

綴と

じ
た
も
の
に
変
わ
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
本
は
そ
の
時
代
の
書
物
の
形
に
変
身
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
百
年
千
年
の
時
間
を
、
た
だ
人
の
手
か
ら
人
の
手
に
旅
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

　本
は
今
、
四
六
判
の
単
行
本
の
姿
を
し
て
い
た
。
表
紙
は
印
刷
面
の
奥
か
ら
光
り
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
よ

う
な
澄
ん
だ
朝
焼
け
の
空
で
あ
る
。
束つ

か

は
三
百
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
だ
ろ
う
か
。
薄
暗
い
地
下
鉄
の
連
絡
通
路
、

そ
の
な
か
ご
ろ
に
あ
る
ベ
ン
チ
の
う
え
で
、
ぼ
ん
や
り
と
あ
た
り
を
照
ら
し
な
が
ら
、
本
は
誰
か
が
や
っ

て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。

　男
が
重
い
足
取
り
で
歩
い
て
き
た
の
は
、
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
が
終
わ
っ
た
十
一
時
す
ぎ
だ
っ
た
。
一
年
半

も
ま
え
に
職
を
失
い
、
そ
の
日
も
職
業
安
定
所
で
中
高
年
む
け
の
フ
ァ
イ
ル
を
見
て
き
た
帰
り
で
あ
る
。

仕
事
は
極
端
に
す
く
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
求
人
に
数
十
人
が
応
募
す
る
状
態
だ
。
残
さ
れ
た
希
望
が
磨す

り
減
っ
て
い
く
音
を
、
震
え
な
が
ら
き
く
十
八
ヵ
月
だ
っ
た
。
退
職
金
の
残
り
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
自
分

１

2

3

▼

4

の
つ
ま
先
を
見
て
い
た
男
の
視
界
に
ベ
ン
チ
の
端
が
映
っ

た
。　

(

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
本
が
あ
る
。)

　誰
か
の
忘
れ
も
の
だ
ろ
う
か
。
生
活
を
切
り
詰
め
て
か

ら
、
男
は
単
行
本
な
ど
買
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
そ

が
し
げ
に
と
お
り
す
ぎ
る
都
会
の
人
間
た
ち
は
、
ひ
と
り

と
し
て
お
き
去
り
に
な
っ
た
本
に
注
意
を
払
わ
な
い
。
男

は
ベ
ン
チ
に
腰
を
お
ろ
す
と
、
朝
焼
け
の
表
紙
の
本
を
手

に
し
た
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る
。

　最
初
の
五
、
六
十
ペ
ー
ジ
は
な
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
な

い
紙
が
続
い
て
い
た
。
お
か
し
な
本
だ
。
し
か
し
、
さ
ら

に
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
い
く
と
、
霧
が
晴
れ
る
よ
う
に
白
い

紙
面
に
活
字
が
浮
か
ん
で
き
た
。
な
に
も
刷
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
目
の
錯
覚
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
思
議
に
思
っ
て
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
も
ど
っ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
た
だ
し
い
姿
で
、
最
初
の
一
行
が
あ
っ
た
。

1

明
治

大
正

昭
和

平
成
15
年 

小 

説

▲ 平
成

令
和

石い
し

田だ

衣い

良ら

旅
す
る
本

「
た
だ
し
い
姿
」
と
あ
る

が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

1語 

句
▼
（
…
）
足
ら
ず

�

錯
覚
（
錯
乱
・
交
錯
）

１�

手
漉
き
の
紙
　機
械
に
よ

る
製
紙
で
は
な
く
て
、
手

で
漉
い
た
紙
。

２�

四
六
判

　紙
や
書
籍
の
寸

法
の
一
種
。
一
二
七
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
×
一
八
八
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
。

３�

束
　本
の
厚
さ
の
こ
と
。

４�

職
業
安
定
所
　職
業
の
紹

介
を
す
る
公
共
機
関
。
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
。

51015

510

▼教科書後見返し

教科書22～23ページ▶

文学の世界を、もっと広く、深く。近代から
現代、日本だけでなく海外の作品も収録。
「生きた文学史」を一望できる教科書です。

文学の世界をもっと広く、深く。

広げる深める
書く

多彩な
教材

巻頭・巻末
資料

展開

探究

文学を
読むために

文学の扉

文学に
生きる
言葉

8

【選択】　文学国語

117-4C_01-16_CC2018.indd   8 2022/03/15   17:19

新編 文学国語
評論も、古典も、書く力も。
文学のすべてを、この一冊で。

近
代
の
名
作
か
ら
現
代
の
新
鮮
な
作
品
ま
で
、
長

短
合
わ
せ
て
16
本
の
小
説
作
品
を
厳
選
。
さ
ま
ざ

ま
な
組
み
合
わ
せ
方
が
で
き
る
よ
う
に
、
１
学
期

に
１
本
以
上
の
定
番
教
材
を
置
き
ま
し
た
。

心
に
響
く
近
現
代
の
文
学
作
品

1
特 色

評
論
も
、
古
典
も
、
書
く
力
も

小
説
だ
け
で
な
く
、
随
想
・
評
論
も
12
本
収
録
。

古
典
の
名
作
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
味
わ
え
る
「
古
典

の
世
界
」、
楽
し
み
な
が
ら
創
作
に
取
り
組
め
る

「
書
く
こ
と
」
な
ど
、
文
学
の
す
べ
て
を
一
冊
に

盛
り
込
み
ま
し
た
。

2
特 色

特
集
と
コ
ラ
ム
で
文
学
が
わ
か
る

巻
頭
の
「
文
学
の
扉
を
開
こ
う
」
で
文
学
の
読
み

方
を
具
体
的
に
解
説
。コ
ラ
ム「
こ
と
の
は
」や「
文

学
の
窓
」
も
併
せ
て
、
文
学
を
読
み
、
楽
し
み
、

深
く
味
わ
う
力
が
身
に
つ
き
ま
す
。

3
特 色

学
び
を
支
え
る
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

読
み
や
す
い
本
文
書
体
、
美
し
い
挿
画
等
の
見
た

目
は
も
ち
ろ
ん
、
行
の
数
え
や
す
さ
、
読
み
の
流

れ
を
妨
げ
な
い
ペ
ー
ジ
め
く
り
な
ど
細
部
に
ま
で

気
を
配
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
学
び
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

を
目
指
し
ま
し
た
。

4
特 色

3つの力で

文
学
の

？
を
、

！
に
変
え
る
。

デザイン の力 読む 力 作品 の力 わからない…

どう読む？

楽しい！

わかった！

文国705 A5判 398ページ

� ▼教科書10～11ページ

Q
次
の
二
つ
の
文
章
は
、
同
じ
で
き
ご
と
を
表
現
し
た
も
の
だ
が
、

読
者
に
与
え
る
印
象
は
異
な
る
。
印
象
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
点
か

ら
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
仕
方
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

「
５
Ｗ
１
Ｈ
」に
注
目
す
る

　
文
章
を
書
く
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
文
学

作
品
を
読
む
と
き
に
も
次
の
「
５
Ｗ
１
Ｈ
」

を
押
さ
え
よ
う
。

�

い
つ
（
Ｗ
ｈ
ｅ
ｎ
）
…
時
代
・
季
節
・
時

間
帯
な
ど

�

誰
が
（
Ｗ
ｈ
ｏ
）
…
登
場
人
物

�

ど
こ
で
（
Ｗ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
）
…
場
所

�

な
ぜ
（
Ｗ
ｈ
ｙ
）
…
理
由
・
い
き
さ
つ

�

何
を
（
Ｗ
ｈ
a
ｔ
）
…
行
動
・
で
き
ご
と

�

ど
の
よ
う
に
（
Ｈ
ｏ
ｗ
）
…
詳
し
い
様
子

　
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
「
場
面
」
と
い
う
。

作
品
の
最
初
の
ほ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
情
報
が

示
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

力
だ
め
し

「
ナ
イ
ン
」
の
冒
頭
部
分

（
40
・
1
〜
41
・
4
）
を
読
ん
で
、
作
品
の
場
面

設
定
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

Q
「
羅
生
門
」
の
冒
頭
部
分
を
読
ん
で
、

次
の
①
〜
⑤
の
こ
と
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

　
①
い
つ
、

　
②
誰
が
、

　
③
ど
こ
で
、　
　
　
　
し
て
い
る
か
。

　
④
何
を
、

　
⑤
ど
の
よ
う
に
、

　今
朝
、
飼
っ
て
い
た
犬
の
モ
モ
が
死
ん
だ
。
だ
か
ら
、
私
は

と
て
も
悲
し
く
て
、
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
。

　ご
は
ん
だ
よ
っ
て
呼
ん
で
も
、
も
う
目
を
開
け
る
こ
と
は
な

い
。
今
朝
は
冷
た
い
雨
だ
よ
、
モ
モ
。

主
な
文
章
の
種
類

説
明
的
文
章
と
文
学
的
文
章
の
特
徴

共感
感動

納得
理解

文学的文章 説明的文章

筆者の考えや主張
を、具体例や根拠
を挙げて論理的に
読者に伝える。

▼
事実や主張の内容
を正確に読み取る。

架空の設定や特徴
的な表現などを用
いて、内容を読者
の心に印象づける。

▼
想像力を働かせな
がら作品の世界を
味わう。

・・・・5・・

　あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨あ
ま

や
み
を
待
っ

て
い
た
。

　
　
　
　（中
略
）

　下
人
は
七
段
あ
る
石
段
の
一
番
上
の
段
に
、
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖あ

お

の
尻
を
据
え
て
、

右
の
頬
に
で
き
た
、
大
き
な
に
き
び
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
雨
の
降
る
の
を
眺

め
て
い
た
。

説
明
的
文
章

文
学
的
文
章

韻
文

散
文

小
説
な
ど

随
想
・
日
記
な
ど

短
歌 詩俳

句

11 10

文
学
の
扉
を
開
こ
う 

◆ 

文
学
的
な
文
章
と
は
？
／
場
面
設
定
を
押
さ
え
る

文
学
的
な
文
章
と
は
？

１

場
面
設
定
を
押
さ
え
る

２

・・・・5・・

・・10・・・
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・5・・・・ ・・・

�

か
ぐ
や
姫
の
心
情
と
そ
の
変
化

を
読
み
取
る
。

か
ぐ
や
姫
の
昇
天 

竹た
け

取と
り

物
語

　天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
。1

天あ
ま

の
羽は

衣ご
ろ
も入い

れ
り
。
ま
た
あ
る
は
、
不
死
の

薬
入
れ
り
。
一
人
の
天
人
言
ふ
、「
壺つ

ぼ

な
る
御

お
ほ
ん

薬く
す
り

奉た
て
ま
つれ

。
穢き

た
な

き
所
の
物
き
こ
し
め
し

た
れ
ば
、
御
心
地
悪あ

し
か
ら
む
も
の
ぞ
。」
と
て
、
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な

め
た
ま
ひ
て
、
少
し
、
形
見
と
て
、
脱
ぎ
置
く
衣き

ぬ

に
包
ま
む
と
す
れ
ば
、
在
る
天
人
包

ま
せ
ず
。
御

お
ほ
ん

衣ぞ

を
と
り
出い

で
て
着
せ
む
と
す
。
そ
の
時
に
、
か
ぐ
や
姫
、「
し
ば
し
待
て
。」

と
言
ふ
。「
衣き

ぬ

着
せ
つ
る
人
は
、
心
異こ

と

に
な
る
な
り
と
い
ふ
。
も
の
一ひ

と

言こ
と

言
ひ
置
く
べ

天
人
の
中
の
一
人
に

ま
た
別
の
箱
に
は

壺
に
あ
る
お
薬
を
召
し
上
が
れ

召
し
上
が
っ
て

い
た
の
で

（
か
ぐ
や
姫
は
）

（
翁
へ
の
）

脱
い
で
置
い
て
い
く

天
の
羽
衣
を
取
り
出
し
て
着
せ
よ
う
と
す
る

き
こ
と
あ
り
け
り
。」
と
言
ひ
て
、
文ふ

み

書
く
。

　
　今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ

　
　君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
け
る

と
て
、
壺
の
薬
そ
へ
て
、2

頭
と
う
の

中ち
ゆ
う

将じ
や
う

呼
び

寄
せ
て
、
奉
ら
す
。
中
将
に
、
天
人
取
り

て
伝
ふ
。
中
将
取
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の

羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁

を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
お
ぼ
し
つ
る

こ
と
も
失う

せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、

物
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り

て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
昇
り
ぬ
。

（
帝
に
）
手
紙
を
書
く

あ
な
た
を
し
み
じ
み
と

（
帝
に
）
献
上
さ
せ
る

さ
っ
と

（
か
ぐ
や
姫
に
）
お
着
せ
申
し
上
げ
る
と

気
の
毒
だ

天
人
を
従
え
て

・・・・5・・・・10・

 

学
習

1�

「
穢
き
所
」（
114
・
5
）
と
は
、

ど
こ
を
指
す
か
。

2�

「
し
ば
し
待
て
。」（
114
・
8
）
と
あ

る
が
、
か
ぐ
や
姫
は
な
ぜ
こ
う

言
っ
た
の
か
。

3�

天
の
羽
衣
に
よ
っ
て
、
か
ぐ
や

姫
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。

1�

天
の
羽
衣
　天
人
が
着
て
空
を

飛
行
す
る
と
い
う
想
像
上
の
衣
。

2 

頭
中
将
　近こ

の

衛え

の
中
将
で
、
蔵く

ろ

人う
ど
の

頭と
う

を
兼
ね
た
人
。

　竹
取
の
翁お

き
なは
、
光
る
竹
の
中
か
ら
か
わ
い
ら
し
い
女
の
子
を
見
つ
け
、
か
ぐ
や
姫
と
名
づ
け
た
。
か
ぐ
や

姫
は
多
く
の
貴
族
の
求
婚
を
難
題
で
退
け
、
帝み
か
どの
求
婚
に
さ
え
応
じ
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
か
ぐ
や
姫
は
天

か
ら
迎
え
が
来
る
こ
と
を
翁
に
打
ち
明
け
る
。
つ
い
に
、
天
人
に
連
れ
ら
れ
て
月
へ
帰
る
日
が
来
た
。

　手
紙
の
大
意

多
く
の
方
を
護
衛
に
遣
わ
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
月

か
ら
の
迎
え
が
来
て
私
を
連

れ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、
残
念
で
す
。
求
婚
を
受

け
な
か
っ
た
の
は
こ
の
よ
う

な
身
の
上
だ
か
ら
で
す
。
私

を
無
礼
な
者
と
お
思
い
か
と

考
え
る
と
、
心
残
り
で
な
り

ま
せ
ん
。

115 114

目
標

奈
良

平
安

鎌
倉

室
町

江
戸

明
治

平
安
時
代
前
期 

伝
奇
物
語

古
典
の
世
界
2�

◆�

か
ぐ
や
姫
の
昇
天

昇天するかぐや姫（「竹取物語」小林古径 筆）

▲かぐや姫は、この手紙の最後に上の和歌を添えた。

文国B_Ⅰ部_かぐや姫の昇天.indd   すべてのページ 2021/04/09   16:48:36

心に響く作品、「読み方」のガイド、
洗練された紙面で、楽しい文学の
世界へ誘う教科書です。
新編では古典の名作も網羅！
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国語表現
国表701 250ページB5判

授業でも実社会でも「使える」教科書、
さらにアップデート

書
く
力
、
話
す
・
聞
く
力
、
言
語
運
用
力
、
情
報

活
用
力
…
。
言
葉
を
自
由
自
在
に
駆
使
し
、
生
き

生
き
と
表
現
す
る
。
そ
ん
な
力
を
育
む
た
め
に
、

「
第
１
部　

表
現
力
を
培
う
」「
第
２
部　

表
現
を

楽
し
む
」の
二
部
構
成
と
し
ま
し
た
。

表
現
力
を
培
い
、表
現
を
楽
し
む

姿
勢
を
育
む
二
部
構
成

1
特 色

教
科
書
全
体
を
と
お
し
て
、
ク
イ
ズ
形
式
な
ど
の

問
題
を
解
き
な
が
ら
言
葉
の
基
本
や
言
語
活
動
の

基
礎
を
学
べ
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。
教
科
書
の
ス

テ
ッ
プ
に
沿
っ
て
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、

実
社
会
で
「
使
え
る
」
国
語
力
が
着
実
に
身
に
つ

き
ま
す
。

ゲ
ー
ム
感
覚
で

楽
し
く
言
葉
の
基
本
を
学
ぶ

2
特 色

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
！
さ

ら
に
、課
題
文
型
・
デ
ー
タ
型
・
テ
ー
マ
型
な
ど
、

多
様
な
形
式
の
小
論
文
対
策
を
網
羅
し
ま
し
た
。

小
論
文
の
書
き
方
完
全
マ
ス
タ
ー

3
特 色

志
望
理
由
書
や
自
己
推
薦
書
の
書
き
方
か
ら
、
面

接
の
コ
ツ
や
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
練

習
ま
で
。
進
路
に
向
け
た
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
役
立

つ
自
己
表
現
の
方
法
す
べ
て
を
、
こ
の
一
冊
に
ま

と
め
ま
し
た
。

実
社
会
で
役
立
つ

自
分
Ｐ
Ｒ
の
方
法
を
指
南

4
特 色

手
紙
や
電
話
は
も
ち
ろ
ん
、
電
子
メ
ー
ル
の
使
い

方
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
マ
ナ
ー
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
情
報
収
集
ま
で
。
ネ
ッ
ト
社
会
を
生
き
る
生

徒
に
伝
え
た
い
、
正
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
の
付
き
合

い
方
を
伝
授
し
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
の
活
用
方
法
を
伝
授

5
特 色

２部構成
で使いやすい

読み物教材 43本！！

使えるグラフ 15本！！

問題数 200問以上！！

小論文やプレゼンの
題材に！

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。

実践的な問題を解きながら
学習を進められます。

5

QR
コード
掲載

176177

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
し
よ
う

読
書
の
ひ
ろ
ば

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を

し
よ
う

お
も
し
ろ
い
本
と
出
会
い
、
ほ
か
の
人
に
も
読
ん
で

ほ
し
い
と
思
っ
た
り
、
そ
の
本
に
つ
い
て
誰
か
と
話

し
た
く
な
っ
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
気
持
ち
に
応
え
る
楽
し
い
活
動

を
紹
介
し
よ
う
。

▼「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」っ
て

　な
あ
に
？

ゲ
ー
ム
感
覚
を
取
り
入
れ
た

「
書
評
合
戦
」。「
バ
ト
ラ
ー
」
と

呼
ば
れ
る
発
表
者
た
ち
が
お
す
す

め
本
を
持
ち
合
い
、
発
表
し
た
後
、

聴
衆
が
い
ち
ば
ん
読
み
た
く
な
っ

た
本
を
投
票
で
決
定
す
る
。

▼
聞
く
と
き
の
注
意
点

　・
話
の
主
題
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

　・
構
成
や
展
開
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
か
。

　・
声
の
強
弱
や
話
す
速
度
は
適
切
か
。

　・
制
限
時
間
の
過
不
足
は
な
い
か
。

▼
本
の
選
び
方

　自
分
が
読
ん
で
み
て
気
に
入
っ
た
一
冊
を

選
ぶ
こ
と
が
基
本
だ
が
、
自
分
に
と
っ
て
紹

介
し
や
す
い
（
聞
き
手
に
魅
力
を
伝
え
や
す

い
）
本
を
選
ぶ
こ
と
も
大
切
だ
。

▼
発
表
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
し
よ
う

◎
導
入
の
し
か
た
を
工
夫
す
る

〈
例
〉

　・
タ
イ
ト
ル
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
簡

　
　単
に
説
明
す
る

　・
著
者
の
人
と
な
り
を
紹
介
す
る

　・
そ
の
本
と
の
出
会
い
を
紹
介
す
る

　・
本
を
見
せ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
る

◎
何
に
つ
い
て
話
す
の
か
を
明
確
に
す
る

　「
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
で
す
」
な
ど
と
前
置

　き
が
あ
る
と
聞
き
や
す
い
。

〈
例
〉

　・
印
象
に
残
っ
た
一
文
を
引
用
す
る

　・
登
場
人
物
の
特
徴
や
魅
力
を
紹
介
す
る

　・
予
想
を
裏
切
ら
れ
た
場
面
展
開
を
説
明

す
る

◎
こ
れ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
る

　新
し
い
話
題
を
出
さ
ず
、
中
盤
で
話
し
た

　ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
、
聞
き
手
に
印
象
づ

　け
る
。

はじめ（１分）なか（３分）おわり（１分）

バ
ト
ラ
ー
（
発
表

者
）
が
発
表
の
と
き

に
使
え
る
の
は
、
原

則
と
し
て
紹
介
す
る

本
だ
け
。

身
ぶ
り
手
ぶ
り
や

表
情
な
ど
も
活
用

し
、
本
の
魅
力
を
表

現
し
よ
う
。

掲載

▼
公
式
ル
ー
ル

①  

発
表
参
加
者
が
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
本
を
持
っ
て

集
ま
る
。

②
順
番
に
一
人
五
分
間
で
本
を
紹
介
す
る
。

③  

そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
の
後
に
参
加
者
全
員
で
そ
の
発
表
に
関
す

る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
二
〜
三
分
行
う
。

④  

す
べ
て
の
発
表
が
終
了
し
た
後
に
「
ど
の
本
が
い
ち
ば
ん
読
み

た
く
な
っ
た
か
」
を
基
準
と
し
た
投
票
を
参
加
者
全
員
一
票
で

行
い
、
最
多
票
を
集
め
た
も
の
を
「
チ
ャ
ン
プ
本
」
と
す
る
。

発
表
を
聞
い
て
、
疑
問
に
思
っ

た
こ
と
や
も
っ
と
知
り
た
く
な
っ

た
こ
と
な
ど
を
質
問
し
た
り
、
発

表
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
感
想
を

伝
え
た
り
し
よ
う
。

5
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1
言
葉
と
出
会
う
　
●
レ
ッ
ス
ン
1
　
言
葉
と
表
記

第
１
部
　
表
現
力
を
培
う

■２
言
葉
と
表
記
ク
イ
ズ

普
段
か
ら
表
記
の
決
ま
り
を
意
識
し
、
正
し
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
大
切
だ
。
次
の
⑴
〜
⑷

の
「
言
葉
と
表
記
ク
イ
ズ
」
に
挑
戦
し
よ
う
。

レ
ッ
ス
ン

1

言
葉
と
表
記

言
葉
を
文
字
に
し
て
書
く
。
そ
れ
が
、
文
章
を
書
く
た
め
の
基
本
だ
。

こ
こ
で
は
、
基
本
的
な
表
記
の
決
ま
り
や
正
し
い
言
葉
の
用
い
方
を
確
認
し
、

こ
れ
か
ら
取
り
組
む
さ
ま
ざ
ま
な
「
書
く
」
活
動
の
準
備
を
し
よ
う
。

●①
仮
名
遣
い
の
決
ま
り

仮
名
遣
い
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
意
識
し
、
表
記
に
気
を
つ

け
て
書
く
習
慣
を
つ
け
よ
う
。
文
化
庁
「
現
代
仮
名
遣
い
」
を

参
照
し
て
み
よ
う
。

◆
長
音
の
表
記

長
音
（
伸
ば
す
音
）
は
、
原
則
と
し
て
直
前
の
音
の
母
音
を

書
く
が
、
オ
列
の
音
を
伸
ば
す
と
き
は
「
う
」
を
書
く
。

ア
列

　お
か
あ
さ
ん
（
お
か
ー
さ
ん
）

イ
列

　お
に
い
さ
ん
（
お
に
ー
さ
ん
）

ウ
列

　ふ
う
ふ
（
ふ
ー
ふ
）

エ
列

　お
ね
え
さ
ん
（
お
ね
ー
さ
ん
）

オ
列

　お
と
う
さ
ん
（
お
と
ー
さ
ん
）

注
意

オ
列
の
音
を
伸
ば
す
場
合
、
長
音
と
し
て
読
む
か
「
お
」
と

読
む
か
に
か
か
わ
ら
ず
、「
お
」と
書
く
語
も
あ
る
の
で
注
意
。

例

　お
お
や
け
（
公
）
　こ
お
り
（
氷
）
　

　
　
　い
き
ど
お
る
（
憤
る
）
　お
お
う
（
覆
う
）

　
　
　と
お
る
（
通
る
）
　
　と
ど
こ
お
る
（
滞
る
）

　
　
　い
と
お
し
い

　お
お
い
（
多
い
）

　
　
　お
お
き
い
（
大
き
い
）

　と
お
い
（
遠
い
）

　
　
　お
お
む
ね

　お
お
よ
そ

QR
コード
掲載

◆
「
ぢ
」「
づ
」
を
用
い
る
語

原
則
と
し
て
、「
し
」「
ち
」
が
濁
る
と
「
じ
」、「
す
」「
つ
」

が
濁
る
と
「
ず
」
と
書
く
。
た
だ
し
、
同
音
の
繰
り
返
し
が
元

に
な
っ
て
い
た
り
、
二
語
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
た
り
す
る
語

は
、「
ぢ
」「
づ
」
を
用
い
て
書
く
。

例

　ち
ぢ
む
（
縮
む
）
つ
づ
く
（
続
く
）
　

　
　
　は
な
ぢ
（
鼻
血
）
そ
こ
ぢ
か
ら
（
底
力
）

　
　
　お
こ
づ
か
い
（
お
小
遣
い
）
　か
た
づ
け
（
片
付
け
）

注
意

次
の
語
は
、
二
語
に
は
分
解
し
に
く
い
た
め
、「
じ
」

「
ず
」
で
書
く
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

例

じ
め
ん
（
地
面
）
　い
な
ず
ま
（
稲
妻
）

　
　
　せ
か
い
じ
ゅ
う
（
世
界
中
）
　き
ず
な
（
絆
）

　
　
　う
な
ず
く
（
頷
く
）

　お
と
ず
れ
る
（
訪
れ
る
）

　
　
　つ
ま
ず
く

　ひ
ざ
ま
ず
く

◆
助
詞
の
「
は
」、
動
詞
の
「
い
う
（
言
う
）」

助
詞
の
「
は
」
や
動
詞
の
「
い
う
（
言
う
）」
が
元
に
な
っ

て
い
る
語
は
、「
は
」と
書
い
て「
わ
」、「
い
う
」と
書
い
て「
ゆ

う
」
と
読
む
。

例

　こ
ん
に
ち
は

　あ
る
い
は

　も
し
く
は

　願
わ
く
は

　
　
　い
う
ま
で
も
な
い

　こ
う
い
う
わ
け

　ど
う
い
う

■１
表
記
に
注
意
を
向
け
る

言
葉
を
文
字
で
書
き
表
す
こ
と
を
表
記
と
い
う
。
次
の
①
②
に
は
、
表
記
に
誤
り
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
、
正
し
い
表
記
に
な
る
よ
う
に
修
正
し
て
み
よ
う
。

⑴
仮
名
遣
い  

▼
●①

　次
の
①
〜
⑫
は
、
仮
名
遣
い
の
表
記
に
問
題
が
あ
る
文
で
あ
る
。
正
し
い

表
記
に
な
る
よ
う
に
修
正
し
よ
う
。

　①
交
番
で
聞
い
た
と
う
り
に
歩
い
た
が
、
迷
っ
て
し
ま
っ
た
。

　②
「
こ
ん
に
ち
わ
。」
と
元
気
に
あ
い
さ
つ
す
る
小
学
生
。

　③
友
達
の
お
ね
い
さ
ん
は
小
学
校
の
先
生
だ
。

　④
電
柱
に
顔
を
ぶ
つ
け
て
は
な
じ
が
出
た
。

　⑤
お
こ
ず
か
い
の
値
上
げ
を
お
願
い
す
る
。

　⑥
地
域
の
人
々
と
の
き
づ
な
を
大
切
に
し
た
い
。

　⑦
石
こ
ろ
に
つ
ま
づ
い
て
転
ん
で
し
ま
っ
た
。

　⑧
パ
レ
ー
ド
を
見
る
た
め
、
お
う
よ
そ
五
百
人
く
ら
い
集
ま
っ
た
。

　⑨
こ
じ
ん
ま
り
し
た
二
階
建
て
の
家
に
住
む
。

　⑩
山
間
部
で
初
雪
が
降
っ
た
ら
し
い
。
ど
お
り
で
今
朝
は
寒
い
は
ず
だ
。

　⑪
思
い
が
け
な
い
事
故
で
、
準
備
が
と
ど
こ
う
る
。

　⑫
朝
顔
市
で
、
鉢
植
え
の
ほ
う
ず
き
を
買
っ
た
。

①

20○○年　○月○日　△△高校新聞

サッカー部、惜くも破れる！
宿名のライバル△○高校と互格の大劇戦、
遠長戦の未、PKで涙

②

51015

B5版

▼教科書176～177ページ

教科書12～13ページ▶

コミュニケーションの基礎となる言葉の
使い方を学び、さまざまな場面で活用す
る。生きた表現力を培う教科書です。
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充実した教材で、
入試を見据えた授業を

教
材
の
読
解
を
深
め
る
「
読
み
比
べ
」（
読
み
比

べ
教
材
）「
視
点
」（
鑑
賞
文
等
）
を
新
設
。
近
現

代
文
の
文
章
も
複
数
収
録
し
ま
し
た
。

複
数
の
文
章
を
読
ん
で
課
題
に
取
り
組
む
共
通
テ

ス
ト
な
ど
の
新
傾
向
入
試
に
も
対
応
で
き
ま
す
。

入
試
を
見
据
え
た
読
み
比
べ
教
材

1
特 色

探
究
学
習
に

取
り
組
み
や
す
い
構
成

「
探
究
学
習
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
や
す
く
す
る
、

探
究
課
題
を
新
設
。
ま
た
、
読
書
案
内
や
コ
ラ
ム

で
も
、
自
主
学
習
へ
の
き
っ
か
け
を
多
数
紹
介
し

て
い
ま
す
。

2
特 色

高
校
生
の
疑
問
に
答
え
る
コ
ラ
ム

「
古
文
の
窓
」「
漢
文
の
窓
」
に
加
え
、
高
校
生
の

素
朴
な
疑
問
に
答
え
、
興
味
を
引
き
出
す
コ
ラ
ム

「
豆
知
識
」を
新
設
。
読
解
に
役
立
つ
知
識
の
ほ
か
、

読
書
案
内
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。

3
特 色

多
彩
な
図
版
で
理
解
促
進

言
葉
で
説
明
が
難
し
い
地
理
や
人
間
関
係
が
一
目

で
わ
か
る
図
版
や
、
作
品
の
読
解
に
資
す
る
美
術

作
品
を
多
数
掲
載
。

4
特 色

画
期
的
な
付
録
を
新
設

漢
文
付
録
の
「
諸
子
百
家
関
係
図
」
や
「
詩
文
関

係
図
」
な
ど
、
ど
こ
に
も
な
い
資
料
を
数
多
く
作

成
し
ま
し
た
！

5
特 色

▼教科書366ページ

� ▲教科書55ページ� ▲教科書後見返し

367
付
録
◉ 

ま
ぎ
ら
わ
し
い
語
の
識
別

１
副
詞
の
一
部

…
と
か
言
へ
る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。（
27・2
）

２
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾

な
ほ
あ
は
れ
に
情
け
深
し
。（
25・2
）

３
断
定
の
助
動
詞「
な
り
」の
連
用
形

も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。（
30・1
）

４
格
助
詞

丹
後
に
下
り
け
る
ほ
ど
に
、（
14・1
）

５
接
続
助
詞

寄
り
て
見
る
に
、筒
の
中
光
り
た
り
。（竹
取
物
語
）

６
完
了
の
助
動
詞「
ぬ
」の
連
用
形

世
に
覚
え
出
で
来
に
け
り
。（
14・9
）

❖
２
上
の
部
分
は
性
質
・
状
態
な
ど
を
表
し
、
格

助
詞
が
付
け
ら
れ
な
い
。３
体
言・連
体
形
に
付
き
、

断
定
を
表
す
。
５
連
体
形
に
付
き
、連
体
形
と「
に
」

と
の
間
に
体
言
が
補
え
な
い
。６
連
用
形
に
付
く
。

１
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾

「
に
」＋
接
続
助
詞「
て
」

清
ら
に
て
得
た
る
。（
122・2
）

２
断
定
の
助
動
詞「
な
り
」
の
連
用
形「
に
」＋

接
続
助
詞「
て
」

わ
づ
ら
は
し
き
身
に
て
は
べ
れ
ば
、（
竹
取
物
語
）

３
格
助
詞

山
崎
に
て
出
家
せ
し
め
た
ま
ひ
て
、（
77・5
）

❖
１
上
の
部
分
は
性
質
・
状
態
な
ど
を
表
し
、
格

助
詞
が
付
け
ら
れ
な
い
。

１
完
了
の
助
動
詞「
ぬ
」の
終
止
形

色
青
く
な
り
ぬ
。（
80・11
）

２
打
消
の
助
動
詞「
ず
」の
連
体
形

も
の
知
ら
ぬ
こ
と
、な
の
た
ま
ひ
そ
。（竹
取
物
語
）

３
ナ
変
動
詞
の
終
止
形
活
用
語
尾

炎
に
ま
ぐ
れ
て
た
ち
ま
ち
に
死
ぬ
。（
32・13
）

❖
３
ナ
変
動
詞
は「
死
ぬ
」「
往い

ぬ
」の
二
語
の
み
。

１
完
了
の
助
動
詞「
ぬ
」の
命
令
形

池
の
浮
き
草
と
な
り
ね
か
し（
108・5
）

２
打
消
の
助
動
詞「
ず
」の
已
然
形

今
め
か
し
く
き
ら
ら
か
な
ら
ね
ど
、（
22・4
）

❖
１
連
用
形
に
付
き
、
命
令
の
言
い
方
に
な
る
。

１
自
発・可
能・受
身・尊
敬
の
助
動
詞「
る
」の
終
止
形

い
づ
れ
の
船
に
か
乗
ら
る
べ
き
。（
大
鏡
）

２
完
了
の
助
動
詞「
り
」の
連
体
形

末
葉
の
宿
り
を
結
べ
る
こ
と
あ
り
。（
方
丈
記
）

❖
１
四
段・
ナ
変・
ラ
変
動
詞
の
未
然
形
に
付
く
。２
四
段

動
詞
の
命
令
形（
已
然
形
）、サ
変
動
詞
の
未
然
形
に
付
く
。

１
格
助
詞

京
童
部
手
ご
と
に
刀
を
抜
き
て
、（
12・2
）

２
接
続
助
詞

常
に
聞
こ
ゆ
る
を
、
心
憂
く
。（
57
・16
）

３
間
投
助
詞

昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を（
37
・2
）

❖
２
連
体
形
に
付
き
、連
体
形
と「
を
」の
間
に
体
言

が
補
え
な
い
。３「
を
」を
除
い
て
も
文
意
が
通
じ
る
。

１
完
了
の
助
動
詞「
ぬ
」の
未
然
形

丑
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
。（
125・2
）

２
終
助
詞

か
か
る
こ
と
、
ゆ
め
人
に
言
ふ
な
。（
146・14
）

❖
１
連
用
形
に
付
く
。
２
終
止
形
・
文
末
に
付
き
、

禁
止
・
感
動
・
詠
嘆
な
ど
を
表
す
。

１
完
了
の
助
動
詞「
ぬ
」
の
未
然
形
＋
推
量
の

助
動
詞「
む
」の
終
止
形
・
連
体
形

髪
も
い
み
じ
く
長
く
な
り
な
む
。（
67・7
）

２
終
助
詞

峰
も
平
ら
に
な
り
な
な
む（
伊
勢
物
語
）

３
係
助
詞

夏
山
と
な
む
申
す
。（
大
鏡
）

❖
１
連
用
形
に
付
く
。
２
未
然
形
に
付
く
。
３「
な

む
」を
除
い
て
も
文
意
が
通
じ
る
。

１
動
詞「
な
る
」の
連
用
形

時
の
間
の
煙
と
も
な
り
な
ん
。（
22・9
）

２
ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形・終
止
形
活
用
語
尾

昔
あ
り
し
家
は
ま
れ
な
り
。（
30・5
）

３
断
定
の
助
動
詞「
な
り
」の
連
用
形・終
止
形

ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
。（
44・4
）

４
推
定・伝
聞
の
助
動
詞「
な
り
」の
連
用
形・終
止
形

弓
の
音
す
な
り
。（
116・16
）

❖
２
上
の
部
分
は
性
質
・
状
態
な
ど
を
表
し
、
格

助
詞
が
付
け
ら
れ
な
い
。
４
終
止
形（
ラ
変
型
活
用

語
に
は
連
体
形
）に
付
き
、
推
定
や
伝
聞
を
表
す
。

な
む

にに
て

な
り

な

ぬねるを

ま
ぎ
ら
わ
し
い
語
の
識
別

366

１
過
去
の
助
動
詞「
け
り
」の
已い

然ぜ
ん

形

殺
さ
ん
と
し
け
れ
ば
、（
12・3
）

２
形
容
詞
の
已
然
形
活
用
語
尾

大
江
山
い
く
の
の
道
の
遠
け
れ
ば（
14・6
）

❖
１
連
用
形
に
付
く
。
２「
け
れ
」
の
上
が
形
容
詞

の
語
幹（「
遠
け
れ
」で
一
語
の
形
容
詞
）。

１
過
去
の
助
動
詞「
き
」の
連
体
形

人
の
語
り
し
こ
そ
、（
23・6
）

２
サ
変
動
詞「
す
」の
連
用
形

重
き
病
を
し
た
ま
へ
ば
、（
竹
取
物
語
）

３
副
助
詞

今
し
、
羽
根
と
い
ふ
所
に
来
ぬ
。（
62・4
）

❖
３「
し
」を
除
い
て
も
文
意
が
通
じ
る
。

１
過
去
の
助
動
詞「
き
」の
已
然
形

か
ね
て
聞
き
し
か
ど（
37・2
）

２
過
去
の
助
動
詞「
き
」
の
連
体
形
＋
疑
問
の

係
助
詞「
か
」

い
つ
ぞ
や
あ
り
し
か（
徒
然
草
）

３
願
望
の
終
助
詞「
て
し
か
」「
に
し
か
」の
一
部

い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見

て
し
か
な
と
、（
竹
取
物
語
）

❖
２
過
去
と
疑
問
と
を
表
す
。
３
文
末
に
用
い
ら

れ
、
願
望
を
表
す
。

１
格
助
詞

春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、（
34・1
）

２
接
続
助
詞

人
は
な
く
し
て
開
き
ぬ
。（
竹
取
物
語
）

３
サ
変
動
詞「
す
」
の
連
用
形「
し
」＋
接
続
助

詞「
て
」

物
に
酔
ひ
た
る
心
地
し
て
、（
竹
取
物
語
）

❖
２
連
用
形
に
付
き
、
接
続
助
詞「
て
」
と
同
じ
関

係
を
表
す
。

１
使
役
・
尊
敬
の
助
動
詞「
す
」
の
未
然
形
・

連
用
形

御
覧
じ
悲
し
ま
せ
た
ま
ひ
て
な
ん
。（
23・5
）

２
サ
変
動
詞「
す
」の
未
然
形

い
か
が
は
せ
む
。（
45・4
）

❖
１
未
然
形
に
付
き
、
使
役
や
尊
敬
を
表
す
。

１
完
了
の
助
動
詞

た
だ
水
の
泡
に
ぞ
似
た
り
け
る
。（
30・9
）

２
断
定
の
助
動
詞

諸
国
の
受
領
た
り
し
か
ど
も
、（
平
家
物
語
）

３
タ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
活
用
語
尾

風
し
ん
し
ん
た
る
曽
根
崎
の
森（
196・15
）

❖
１
連
用
形
に
付
く
。
３
上
の
部
分
は
状
態
を
表

す
漢
語
で
、
格
助
詞
が
付
け
ら
れ
な
い
。

１
完
了
の
助
動
詞「
つ
」の
未
然
形
・
連
用
形

こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
。（
34・2
）

２
接
続
助
詞

そ
れ
よ
り
逃
げ
て
往
に
け
り
。（
12・6
）

❖
１
下
に「
け
り
」「
む
」
な
ど
の
助
動
詞
が
付
く
。

２
下
に
助
動
詞
が
付
か
ず
、
単
純
接
続
の
関
係
を

示
す
。

１
タ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾

い
う
ぜ
ん
と
し
て
山
を
見
る
蛙
か
な（
177・8
）

２
断
定
の
助
動
詞「
た
り
」の
連
用
形

使
ひ
ざ
ね
と
あ
る
人
な
れ
ば
、（
伊
勢
物
語
）

３
副
詞
の
一
部

し
み
じ
み
と
見
ゆ
る
ぞ
か
し
。（
22・4
）

４
格
助
詞

京
童
部
ど
も
と
い
さ
か
ひ
を
し
け
り
。（
12・2
）

❖
１
上
の
部
分
は
状
態
を
表
す
漢
語
で
、
格
助
詞

が
付
け
ら
れ
な
い
。２
体
言
に
付
き
、断
定
を
表
す
。

３
上
の
部
分
に
動
詞
が
付
か
ず
、「
と
」の
部
分
は
活

用
し
な
い
。

１
格
助
詞
＋
係
助
詞

時
の
間
の
煙
と
も
な
り
な
ん
。（
22・9
）

２
接
続
助
詞

い
づ
く
な
り
と
も
、
ま
か
り
な
む
。（
137・4
）

❖
１
体
言
や
連
体
形
、
文
末
の
形
な
ど
に
付
く
。

「
も
」を
除
い
て
も
文
意
が
通
じ
る
。
２
終
止
形（
形

容
詞
に
は
連
用
形
）に
付
き
、
仮
定
条
件
を
表
す
。

け
れ

しし
か

し
て

せた
り

てとと
も

東
周

春
秋

戦
国

秦

前漢
後漢
三国

西晋

唐中
唐

宋

元

明

前770

前403

前221

前206

25

220

265

618

766

907
960

1279

1368

孔子

韓愈

王
おう
陽
よう
明
めい

朱
しゅ
熹
き

孟子 荀子

曽
そう

子
し

子
し

路
ろ

顔
がん

淵
えん

仲
ちゅう

弓
きゅう

子
し

貢
こう

冉
ぜん

求
きゅう

冉
ぜん

伯
はく

牛
ぎゅう

子
し

遊
ゆう

閔
びん

子
し

騫
けん

子
し

夏
か

宰
さい

予
よ

論語　【仁・礼・義】　→ p.258,318
渋沢栄一

孟子　【仁】
→ p.262

荀子　【礼】
→ p.264

【格物致知】
江戸幕府の官学

【知行合一】　 大塩
平八郎・吉田松陰など

賢哉回也
→ p.258

暴虎馮河
→ p.318

儒学の大切さを説いた
師説→ p.312
　　→詩文関係図

儒家の祖
儒家

後世に教え
を伝える

孔門の十哲

亜
あ

聖
せい

・
孟
もう

母
ぼ

三
さん

遷
せん

出
しゅつ

藍
らん

の誉
ほま

れ

朱子学

陽明学

四書を定めた

対抗

仏教

道教
批判

批判

対立

農家 小説家

〈徳治主義〉

〈性善説〉 〈性悪説〉

【徳行】

【言語】

【文学】

【政事】

批判

㉒

諸
子
百
家
関
係
図

老子

荘
そう
子
し

韓
かん
非
ぴ
子
し

呂
りょ

不
ふ

韋
い

蘇
そ

秦
しん

張
ちょう

儀
ぎ

鄒
すう

衍
えん

老子　【道】
→ p.266,321

管子

孫子

墨子　→ p.322

列子

荘
そう

子
じ

　→ p.268,324
湯川秀樹

呂氏春秋
→ p.208

列
れつ

子
し

向
しょう

秀
しゅう

山
さん

濤
とう

嵆
けい

康
こう

阮
げん

籍
せき

阮
げん

咸
かん

王
おう

戎
じゅう

劉
りゅう

伶
れい

墨
ぼく
子
し

商
しょう

鞅
おう

管
かん

仲
ちゅう

韓非子　【信賞必罰】
→ p.269, 323

竹林の七
しち
賢
けん

名家
道家

墨家

陰陽家

雑家縦横家

兵家

秦の始皇帝
に影響

風林火山

批判

批判

批判

政策の対立
陰陽
五行説

万物斉同
連衡 合従

凡例
諸子百家
教科書掲載ページ
日本への影響

白眼視

〈無為自然〉

〈兼愛・非攻〉

【
老
荘
思
想
】

〈法治主義〉

法家

㉑

古典常識を押さえるなど、古
典読解の補助となる図版資料
が充実！　古典の世界をつか
むことができる教科書です。
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物
語（
二
） 

◉ 

源
氏
物
語

桐壺
帚木
空蟬
夕顔
若紫

末摘花
紅葉賀

花宴
葵

賢木
花散里

須磨
明石
澪標
蓬生
関屋
絵合
松風
薄雲
朝顔
少女
玉鬘
初音
胡蝶

蛍
常夏
篝火
野分
行幸
藤袴

真木柱
梅枝

藤裏葉
若菜上
若菜下

柏木
横笛
鈴虫
夕霧
御法

幻
匂宮
紅梅
竹河
橋姫
椎本
総角
早蕨
宿木
東屋
浮舟
蜻蛉
手習

夢浮橋

人
物
の
呼
称

　右
大
臣
　大
臣
は
、
行
政
の
最

高
機
関
で
あ
る
太だ
い

政
じ
ょ
う

官か
ん
の
長
官
。

そ
の
う
ち
右
大
臣
は
、
太
政
大
臣
、

左
大
臣
に
次
ぐ
地
位
。

　住
居
に
よ
る
呼
び
名
　天
皇
の

妃き
さ
きの
多
く
は
宮
中
の
後
宮
に
住
む

女
官
。
身
分
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

に
応
じ
た
住
居
を
与
え
ら
れ
た
。

弘
徽
殿
の
女
御
・
桐
壺
の
更
衣
・

藤
壺
な
ど
は
そ
の
住
居
（
殿
舎
）

に
よ
る
呼
び
名
で
あ
る
。
➡
巻
頭
図

録
8
の
８

　春
宮
（
東
宮
）
も
、
も
と
も
と

皇
太
子
の
住
む
住
居
の
こ
と
。
古

代
中
国
で
、
皇
居
の
東
に
皇
太
子

の
住
居
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
五
行

説
で
東
は
春
の
季
節
に
当
た
る
こ

と
な
ど
に
由
来
す
る
呼
び
名
。

　大
納
言
　太
政
官
の
次
官
。
大

臣
に
次
ぐ
地
位
で
、
政
治
に
参
与

し
、
宣
旨
の
秦
上
や
伝
達
に
当

た
っ
た
。

　北
の
方
　貴
人
の
正
妻
の
敬
称
。

寝
殿
造
り
の
北
の
対た
い

の
屋や

に
住
む

こ
と
か
ら
の
呼
び
名
。

　更
衣
　更
衣
と
は
「
衣
こ
ろ
も
を
更か

え

る
」
の
意
で
、
も
と
も
と
天
皇
の

着
替
え
に
奉
仕
す
る
役
割
を
い
っ

た
。
身
分
は
女
御
よ
り
下
位
。

　御
息
所

　御み

息や
す

所ど
こ
ろと
は
、
天
皇

の
寝
所
に
仕
え
る
人
と
い
う
意
味
。

桐
壺
の
更
衣
の
よ
う
な
、
皇
子
や

皇
女
を
出
産
し
た
更
衣
（
や
女
御
）

を
い
う
場
合
と
、
六
条
の
御
息
所

（
➡
１５２
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
な
、
皇

太
子
の
妃
を
い
う
場
合
と
が
あ
る
。

　
桐
壺

　
➡
50
ペ
ー
ジ 

注
16

　
兵
部
卿

　➡
53
ペ
ー
ジ 

注
6

　藤
壺
　➡

53
ペ
ー
ジ 

注
7

　源
氏
　皇
族
が
天
皇
か
ら
姓
を

賜
っ
て
臣
下
に
な
る
こ
と
を
臣
籍

降
下
と
い
う
。
国
の
財
政
負
担
を

軽
く
す
る
、
臣
下
と
し
て
王
権
を

支
え
さ
せ
る
、
皇
位
継
承
の
資
格

放
棄
に
よ
り
身
の
保
全
を
は
か
る

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
行
わ
れ

た
。
光
源
氏
の
よ
う
に
源

み
な
も
との
姓
を

賜
る
こ
と
は
、
源
信
ま
こ
と
・
源
融
と
お
る
を
は

じ
め
平
安
時
代
初
期
か
ら
多
く

あ
っ
た
。

　典
侍
　典

な
い
し
の
す
け

侍
と
は
、
後こ
う

宮
き
ゅ
う

十じ
ゅ
う

二に

司し

（
後
宮
に
奉
仕
す
る
女

官
の
組
織
）
の
一
つ
で
あ
る
内な
い

侍し
の

司つ
か
さの

次
官
。
公く

卿
ぎ
ょ
う

や
殿
上
人
な
ど

の
子
女
が
任
じ
ら
れ
、
天
皇
の
そ

ば
に
仕
え
て
重
要
な
実
務
を
果
た

し
た
。

　一
方
、
長
官
の
尚
な
い
し
の
か
み

侍
は
、
平
安

時
代
中
期
以
降
は
実
務
か
ら
離
れ
、

天
皇
妃
ま
た
は
東
宮
妃
と
し
て
女

御
に
準
ず
る
地
位
と
な
っ
た
。

3

5101520

仕
え
る

◉
「
桐
壺
」
人
物
関
係
図 

②

　
　
△
は
故
人

　（
　）
内
は
そ
の
他
の
呼
び
名

先せ
ん 

帝だ
い

藤  

壺

兵ひ
ょ
う

部ぶ

卿き
ょ
う

の
宮

母は
は

后き
さ
き

桐

　壺

　帝

弘こ

徽き

殿で
ん

の
女に
ょ
う

御ご

大
納
言

北
の
方

桐
壺
の
更
衣

光
源
氏

右
大
臣

春と
う

　宮
ぐ
う

（
兵
部
卿
の
親み

王こ

）（
御み
や
す
ど
こ
ろ

息
所
） （

右
大
臣
の
女
御
　春
宮
の
女
御
）

（
一
の
皇み

　こ子
）

（
源
氏
の
君
）

（
先
帝
の
四し

の
宮み
や

）

△

△

△

典な
い
し
の
す
け

侍

兄　妹

仕
え
る

5

54

　
　
　
　
　
源9

氏
の
君
は
、
御
あ
た
り
去
り
た
ま
は
ぬ
を
、
ま
し
て
し
げ
く
渡
ら
せ
た
ま

ふ
御
方
は
、
え
恥
ぢ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
い
づ
れ
の
御
方
も
、
我
、
人
に
劣
ら
む

と
お
ぼ
い
た
る
や
は
あ
る
。
と
り
ど
り
に
い
と
め
で
た
け
れ
ど
、
う
ち
大お

と
な人

び
た
ま
へ
る

に
、
い
と
若
う
う
つ
く
し
げ
に
て
、
せ
ち
に
隠
れ
た
ま
へ
ど
、
お
の
づ
か
ら
漏
り
見
た
て

ま
つ
る
。
母
御
息
所
も
、
影＊
だ
に
お
ぼ
え
た
ま
は
ぬ
を
、「
い
と
よ
う
似
た
ま
へ
り
。」
と

典な
い
し
の

侍す
け

の
聞
こ
え
け
る
を
、若
き
御
心
地
に
「
い
と
あ
は
れ
。」
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、

常
に
参
ら
ま
ほ
し
く
、「
な
づ
さ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
。」
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。�（
桐
壺
）

亡
き
母

の
面
影

4

1

　
先
帝
の
四
の
宮
（
藤
壺
）
は
、
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
入
内
し
た
か
。

2

　
藤
壺
に
対
す
る
光
源
氏
の
思
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

3�

　
入
内
し
た
藤
壺
は
、
ほ
か
の
女
御
・
更
衣
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
か
。「
光

源
氏
の
誕
生
」（
48
〜
51
ペ
ー
ジ
）
に
お
け
る
桐
壺
の
更
衣
の
場
合
と
比
べ
て
説
明
し
て
み
よ

う
。

4� 

　
次
の
傍
線
部
の
違
い
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
① 

御
容か
た
ち貌
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
聞
こ
え
高
く
お
は
し
ま
す
、（
52
・
10
）

　
② 

ね
ん
ご
ろ
に
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。（
53
・
2
）

　
③ 

同
じ
つ
ら
に
思
ひ
き
こ
え
む
。（
53
・
7
）

　
④ 

藤ふ
ぢ

壺つ
ぼ

と
聞
こ
ゆ
。（
53
・
10
）

9
源
氏
の
君

　
主
人
公
の
若
君
は
、
帝
の
配
慮
で

源
み
な
も
と

姓
の
臣
下
と
な
っ
た
の
で
、
こ
う
呼
ば
れ

る
。
➡
₅₅
ペ
ー
ジ 

豆
知
識

4
誰
が
誰
に
似
て
い
る
の
か
。

重
要
古
語　
＊
か
た
し

　
＊
う
と
ま
し�

＊
い
は
け
な
し

　
＊
あ
り
が
た
し

　
＊
奏
す�

＊
ね
ん
ご
ろ
な
り

　
＊
さ
が
な
し

　
＊
ゆ
ゆ
し�

＊
お
ぼ
ゆ

　
＊
め
で
た
し

　
＊
影

古文 71 本

現代文 9 本

コラム 38 本

付録 54p

漢文 59 本

副教材いらずの充実度です！

古文、漢文ともに
充実の教材数！
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古典探究 古文編
古探706 296ページA5判

豊富な教材と資料で、
古典を主体的に学ぶ

教
材
の
読
解
を
深
め
る
た
め
、「
読
み
比
べ
」（
読

み
比
べ
教
材
）「
視
点
」（
鑑
賞
文
等
）
を
新
設
。

近
現
代
文
の
文
章
も
複
数
収
録
し
ま
し
た
。

複
数
の
文
章
を
読
ん
で
課
題
に
取
り
組
む
共
通
テ

ス
ト
な
ど
の
新
傾
向
入
試
に
も
対
応
で
き
ま
す
。

入
試
を
見
据
え
た
読
み
比
べ
教
材

1
特 色

探
究
学
習
に

取
り
組
み
や
す
い
構
成

「
探
究
学
習
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
や
す
く
す
る

探
究
課
題
を
新
設
。
ま
た
、
巻
頭
に
は
探
究
の
手

立
て
を
示
し
た
「
古
典
を
探
究
」
を
設
け
、
自
主

学
習
に
も
取
り
組
み
や
す
い
！

2
特 色

高
校
生
の
疑
問
に
答
え
る
コ
ラ
ム

「
古
文
の
窓
」
に
加
え
、
高
校
生
の
素
朴
な
疑
問

に
答
え
、
興
味
を
引
き
出
す
コ
ラ
ム
「
豆
知
識
」

を
新
設
。
読
解
に
役
立
つ
知
識
の
ほ
か
、
読
書
案

内
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。

3
特 色

多
彩
な
図
版
で
理
解
促
進

言
葉
で
説
明
が
難
し
い
人
物
関
係
や
地
理
が
一
目

で
わ
か
る
図
版
や
、
作
品
の
読
解
に
資
す
る
美
術

作
品
な
ど
を
多
数
掲
載
。

4
特 色

▼教科書25ページ

教科書口絵▶

探究活動にも役立つ図版資料や興味を引き出
す教材が充実。古文に親しむための仕掛けが
詰まった教科書です。▲教科書21ページ

25

随
筆（
一
） 

◉ 

玉
勝
間

兼け
ん

好か
う

法
師
が
詞こ
と
ば

の
あ
げ
つ
ら
ひ

　
兼
好
法
師
が
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

に
、「
花1

は
盛
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。」

と
か
言
へ
る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
い
に
し
へ
の
歌
ど
も
に
、
花
は
盛
り
な
る
、
月
は
く
ま

な
き
を
見
た
る
よ
り
も
、
花
の
も
と
に
は
風
を
か
こ
ち
、
月
の
夜
は
雲
を
厭い

と

ひ
、
あ
る
は
、

待
ち
惜
し
む
心
づ
く
し
を
詠
め
る
ぞ
多
く
て
、
心
深
き
も
、
殊
に
さ
る
歌
に
多
か
る
は
、

み
な
、
花
は
盛
り
を
の
ど
か
に
見
ま
ほ
し
く
、
月
は
く
ま
な
か
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
心
の
せ＊

ち
な
る
か
ら
こ
そ
、
さ
も
え
あ
ら
ぬ
を
嘆
き
た
る
な
れ
。
い
づ
こ
の
歌
に
か
は
、
花
に
風

を
待
ち
、
月
に
雲
を
願
ひ
た
る
は
あ
ら
ん
。
さ
る
を
、
か
の
法
師
が
言
へ
る
ご
と
く
な
る

は
、
人
の
心
に
逆さ

か

ひ
た
る
、
後
の
世
の
さ
か
し
ら
心
の
作2

り
雅み

や

び
に
し
て
、
ま
こ
と
の
雅

＊1

＊

1
花
は
盛
り
に
…

　
『
徒
然
草
』
第
一
三
七
段
。

➡
21
ペ
ー
ジ

2
作
り
雅
び

　
作
り
あ
げ
た
風
雅
。

本
居
宣
長
は
古
典
研
究
の
中
で
得
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
や
自
分
の
学
問
観
を
、
晩
年
に
随
筆
集
『
玉
勝
間
』
に

ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
五
百
年
近
く
前
の
兼
好
法
師
『
徒
然
草
』
の
章
段
を
挙
げ
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

玉た
ま

勝か
つ

間ま 

本も
と

居を
り

宣の
り

長な
が

5

1「
さ
も
え
あ
ら
ぬ
」
と
は
、
花
や
月
の
ど
の
よ

う
な
様
子
を
言
っ
て
い
る
の
か
。

奈
良

平
安

鎌
倉

室
町

江
戸

江
戸
時
代
中
期 

随
筆▲

24

1

　
「
長
く
と
も
四よ
そ
ぢ十

に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
」（
23
・
7
）

と
作
者
が
言
う
理
由
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

2

　仏教
で
い
う
「
無
常
」
と
、
こ
こ
で
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」（
23
・
2
）

と
作
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

3 

　
次
の
傍
線
部
の
違
い
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
① 

住
み
果
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、（
23
・
1
）

　
② 

そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、（
23
・
7
）

4

　
こ
の
文
章
で
は
強
調
の
係
り
結
び
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
構
成
に

な
っ
て
い
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

重
要
古
語　
＊
住
み
果
つ

　
＊
も
の
の
あ
は
れ 

＊
つ
く
づ
く
と

　
＊
の
ど
け
し

　
＊
あ
ら
ま
す

徒
然
草

　
つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

鎌
倉
時
代
後
期
の
随
筆
。
二
四
〇
余
段
か
ら
成

る
。
自
然
、
人
間
、
世
情
な
ど
に
つ
い
て
、
折

に
ふ
れ
て
の
所
感
を
つ
づ
っ
た
も
の
。
本
文
は
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

▼
作
者
―
兼
好
法
師
（
一
二
八
三
？-

一
三
五
二
？
）。

俗
名
、
卜う
ら

部べ

兼か
ね

好よ
し

。
後ご

二に

条
じ
ょ
う

天
皇
に
仕
え
た

が
、
三
〇
歳
前
後
に
出
家
し
、
京
都
の
双
な
ら
び

ヶが

丘お
か

に
住
ん
だ
と
い
う
。

図書館などの資料は、
インターネット上に公開
されているものもある。
→デジタルアーカイブ

国立劇場
国立能楽堂
国立文楽劇場
歌舞伎座 …

湯島天満宮
北野天満宮
大阪天満宮
讃
さ ぬ き

岐国府跡
太
だ

宰
ざい

府
ふ

天満宮

東北歴史博物館
国立歴史民俗博物館
東京国立博物館
日本近代文学館
京都国立博物館
奈良国立博物館
国立民族学博物館
九州国立博物館
九州歴史資料館

　　引用の方法
　調べた成果をまとめるときには、

参考にした資料を記録しておこう。
　特に、資料の文章を部分的に掲載する
場合は、どの資料のどのページから引用し
たか、書名や著者名、出版社、発行年など
がわかるように明記する必要がある。

デジタルアーカイブ
　所蔵している資料をイン
ターネット上に公開している
図書館や資料館も多い。
　専門的な論文から、古典籍、
国宝の絵画など、内容もバラ
エティに富んでいる。利用条
件に注意して、活用しよう！

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
て
み
よ
う

手
も
と
の
端
末
や
、
学
校
・
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
ら
れ
る
。

博
物
館･

ゆ
か
り
の
地

で
調
べ
て
み
よ
う

図
書
館
の
ほ
か
に
も
、
博
物
館
や
資
料
館
に
出

か
け
て
み
よ
う
。
ゆ
か
り
の
地
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
施
設
や
記
念
碑
な
ど
も
あ
る
。

道
真
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
あ
る
み
た

い
！

　ど
ん
な
伝
説
な
の
か
な
。
伝
説
を

も
と
に
し
た
伝
統
芸
能
も
見
て
み
た
い
な
。

　　インターネットリテラシー
　インターネットを用いた調査は、手軽にさ
まざまな情報を得られるが、古い内容のま
ま更新されていないものや、間違った内
容のものなど、情報の確度はさまざま。
　正確な内容か、複数の資料や書
籍などで確認しよう。

　その図書館の蔵書を調べたり、
貸出予約できたりする。また、調
べ方のノウハウや、貴重書などを
公開している場合もある。事前に
調べてから図書館に行くと、効率
よく調査ができる。

図書館などのウェブサイト

　インターネットや、ネットワークに接続す
ることで使用できる辞書。複数の辞書を横断
して検索することができる。無料で使えるも
のや、利用料を支払って使用するものがある。
　校内で使えるようにされている場合がある
ので、先生に聞いてみよう。

オンライン辞典

国立国会図書館デジタルコレクション　https://dl.ndl.go.jp/
国文学研究資料館　日本古典籍総合データベース　http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/

伝統芸能を見る

ゆかりの地を訪ねる

さまざまな資料館

4

古
典
を
探
究 

2

テ
ー
マ
を
決
め
て
調
べ
る

菅す
が

原わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

は
「
学
問
の
神
様
」
と
言

わ
れ
て
い
る
ん
だ
っ
て
。
道
真
っ
て

ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

図書館などの資料は、
インターネット上に公開
されているものもある。
→デジタルアーカイブ

国立劇場
国立能楽堂
国立文楽劇場
歌舞伎座 …

湯島天満宮
北野天満宮
大阪天満宮
讃
さ ぬ き

岐国府跡
太
だ

宰
ざい

府
ふ

天満宮

東北歴史博物館
国立歴史民俗博物館
東京国立博物館
日本近代文学館
京都国立博物館
奈良国立博物館
国立民族学博物館
九州国立博物館
九州歴史資料館

　　引用の方法
　調べた成果をまとめるときには、

参考にした資料を記録しておこう。
　特に、資料の文章を部分的に掲載する
場合は、どの資料のどのページから引用し
たか、書名や著者名、出版社、発行年など
がわかるように明記する必要がある。

事典や辞書を活用しよう
　調査を始めるときに、どう
いった資料にあたればよいか
わからない場合は、百科事典
をはじめとした事典を見たり、
辞書を引いたりしてみよう。
概説や参考文献が掲載されて
いるため、調べる資料の参考
になる。

デジタルアーカイブ
　所蔵している資料をイン
ターネット上に公開している
図書館や資料館も多い。
　専門的な論文から、古典籍、
国宝の絵画など、内容もバラ
エティに富んでいる。利用条
件に注意して、活用しよう！

レファレンスを活用しよう
　図書館には、調べたい内容に
関する適切な資料を紹介、貸し出
してくれるコーナーがある。資
料を見つけられないときは、積
極的に質問して、調査を進めよう。
　利用している図書館に資料が
ない場合でも、手続きすることで、
ほかの図書館から資料を取り寄
せてもらえる。

　一番身近な図書館といえば学校図書館。授
業や調べ学習の役に立つ資料が揃

そろ

っている。
図書館司書の先生や、図書館担当の先生に
活用のしかたを聞いてみよう。

　区市町村や都道府県が設置している図書
館。地域に関する資料が充実している。自
治体に住んでいる人や、通勤・通学をして
いる人が利用可能ということが多い。

図
書
館
で

調
べ
て
み
よ
う

身
近
な
施
設
か
ら
、
規
模
の
大
き
な
と
こ
ろ
、

専
門
的
な
と
こ
ろ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
。
目
的
や

サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
使
い
分
け
よ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

調
べ
て
み
よ
う

手
も
と
の
端
末
や
、
学
校
・
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
ら
れ
る
。

博
物
館･

ゆ
か
り
の
地

で
調
べ
て
み
よ
う

図
書
館
の
ほ
か
に
も
、
博
物
館
や
資
料
館
に
出

か
け
て
み
よ
う
。
ゆ
か
り
の
地
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
施
設
や
記
念
碑
な
ど
も
あ
る
。

道
真
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
あ
る
み
た

い
！

　ど
ん
な
伝
説
な
の
か
な
。
伝
説
を

も
と
に
し
た
伝
統
芸
能
も
見
て
み
た
い
な
。

　　インターネットリテラシー
　インターネットを用いた調査は、手軽にさ
まざまな情報を得られるが、古い内容のま
ま更新されていないものや、間違った内
容のものなど、情報の確度はさまざま。
　正確な内容か、複数の資料や書
籍などで確認しよう。

学校図書館

公立図書館

　大学の設置している図書館。地域の人に
開放しているところもあるため、利用条件
を確認して利用してみよう。
　大学図書館のウェブサイトでは、論文や
貴重な資料を公開しているところもある。

大学図書館

　特定の分野に関する資料を集めた図書館。
調べたいテーマが決まっているときに活用
しよう。

専門図書館

　国会をサポートする役割を持つ図書館。国
内で出版されるほぼすべての出版物が収め
られており、所蔵資料数は日本最大！ 満 18
歳以上であれば、誰でも利用できる。

国立国会図書館

　その図書館の蔵書を調べたり、
貸出予約できたりする。また、調
べ方のノウハウや、貴重書などを
公開している場合もある。事前に
調べてから図書館に行くと、効率
よく調査ができる。

図書館などのウェブサイト

　インターネットや、ネットワークに接続す
ることで使用できる辞書。複数の辞書を横断
して検索することができる。無料で使えるも
のや、利用料を支払って使用するものがある。
　校内で使えるようにされている場合がある
ので、先生に聞いてみよう。

オンライン辞典

国立国会図書館デジタルコレクション　https://dl.ndl.go.jp/
国文学研究資料館　日本古典籍総合データベース　http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/

道
真
の
和
歌
は
百
人
一
首
に
も
と
ら

れ
て
い
る
ん
だ
っ
て
。
ほ
か
に
も
有

名
な
作
品
が
あ
る
の
か
な
。

道
真
は
と
て
も
優
秀
な

学
者
で
政
治
家
だ
っ
た

ん
だ
っ
て
。
ど
ん
な
こ

と
を
し
た
ん
だ
ろ
う
。

伝統芸能を見る

ゆかりの地を訪ねる

さまざまな資料館
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随
筆（
一
） 

◉ 

徒
然
草

　
花
は
盛
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
雨1

に
向
か
ひ
て
月
を
恋
ひ
、

垂2

れ
こ
め
て
春
の
行
方
知
ら
ぬ
も
、
な＊
ほ
あ＊
は
れ
に
情
け
深
し
。
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の

梢こ
ず
ゑ

、
散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
見
ど
こ
ろ
多
け
れ
。
歌
の
詞こ

と
ば

書が
き

に
も
、「
花
見
に

ま＊
か
れ
り
け
る
に
、は
や
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、「
障さ

は

る
こ
と
あ
り
て
ま
か
ら
で
」

な
ど
も
書
け
る
は
、「
花
を
見
て
」
と
言
へ
る
に
劣
れ
る
こ
と
か
は
。
花
の
散
り
、
月
の

か
た
ぶ
く
を
慕
ふ
習＊
ひ
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
こ
と
に
か
た
く
な
な
る
人
ぞ
、「
こ
の
枝

か
の
枝
散
り
に
け
り
。
今
は
見
ど
こ
ろ
な
し
。」
な
ど
は
言
ふ
め
る
。

　
よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
始
め
終
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
男を

と
こ

・
女を

ん
な

の
情
け
も
、
ひ
と
へ

に
会
ひ
見
る
を
ば
言
ふ
も
の
か
は
。
会
は
で
や
み
に
し
憂う

さ
を
思
ひ
、
あ＊
だ
な
る
契＊
り
を

か＊
こ
ち
、
長
き
夜
を
ひ
と
り
明
か
し
、
遠
き
雲
居
を
思
ひ
や
り
、3
浅あ

さ

茅ぢ

が
宿
に
昔
を
し
の

ぶ
こ
そ
、
色
好
む
と
は
言
は
め
。

　
望も

ち

月づ
き

の
く
ま
な
き
を
、4
千ち

里さ
と

の
外ほ

か

ま
で
な
が
め
た
る
よ
り
も
、
暁
近
く
な
り
て
待
ち
出い

で
た
る
が
、
い
と
心
深
う
、
青
み
た
る
や
う
に
て
、
深
き
山
の
杉
の
梢
に
見
え
た
る
、
木こ

の
間ま

の
影
、
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
む5

ら
雲
隠
れ
の
ほ
ど
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
り
。6
椎し

ひ

柴し
ば

・ 

1

2

3

花
は
盛
り
に

１
雨
に
向
か
ひ
て
月
を
恋
ひ

　
『
類る
い

聚じ
ゅ

句
題
抄
』

に
、「
雨
に
対む
か

ひ
て
月
を
恋
ふ
」
と
題
す
る

源
み
な
も
と
の

順
し
た
ご
う

の
詩
が
あ
る
。

２
垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
知
ら
ぬ

　
「
垂
れ
こ
め

て
」
は
、
簾
す
だ
れ

を
垂
れ
て
室
内
に
と
じ
こ
も
っ

て
。『
古
今
集
』
春
下
に
、「
垂
れ
こ
め
て
春
の

行
く
へ
も
知
ら
ぬ
ま
に
待
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ

に
け
り
」（
藤
原
因よ
る

香か

）
と
い
う
歌
が
あ
る
。

１「
さ
る
こ
と
な
れ
ど
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

2「
か
た
く
な
な
る
人
」
と
同
類
の
人
、
対
照
的

な
人
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

3「
あ
だ
な
る
契
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
契
り
か
。

510

男・女の情けも、ひとへに会ひ見るをば言ふものかは。
（奈良絵本「徒然草」）
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今
日
は
そ
の
こ
と
を
な
さ
ん
と
思
へ
ど
、あ1

ら
ぬ
急
ぎ
ま
づ
出い

で
来
て
ま
ぎ
れ
暮
ら
し
、

待
つ
人
は
障さ

は

り
あ
り
て
、
頼＊
め
ぬ
人
は
来
た
り
、
頼
み
た
る
方か

た

の
こ
と
は
違た

が

ひ
て
、
思
ひ

よ
ら
ぬ
道
ば
か
り
は
か
な
ひ
ぬ
。
わ＊
づ
ら
は
し
か
り
つ
る
こ
と
は
こ
と
な
く
て
、
や＊
す
か

る
べ
き
こ
と
は
い
と
心
苦
し
。
日
々
に
過
ぎ
行
く
さ
ま
、
か＊
ね
て
思
ひ
つ
る
に
は
似
ず
。

一ひ
と

年と
せ

の
中う

ち

も
か
く
の
ご
と
し
。
一
生
の
間
も
ま
た
し
か
な
り
。

　
か
ね
て
の
あ＊
ら
ま
し
、
み
な
違
ひ
行
く
か
と
思
ふ
に
、
お2

の
づ
か
ら
違
は
ぬ
こ
と
も
あ

れ
ば
、い
よ
い
よ
も
の
は
定
め
が
た
し
。3
不ふ

定ぢ
や
う

と
心
得
ぬ
る
の
み
、ま
こ
と
に
て
違
は
ず
。

 

（
第
一
八
九
段
）

1

今
日
は
そ
の
こ
と
を
な
さ
ん
と
思
へ
ど

5

1

　
第
一
段
落
中
の
、
対
に
な
る
表
現
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。

2

　
第
一
段
落
で
述
べ
ら
れ
た
内
容
を
、
第
二
段
落
で
は
ど
う
受
け
て
発
展
さ
せ
て
い
る
か
、

考
え
て
み
よ
う
。

3 

　
次
か
ら
助
動
詞
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
・
頼
み
た
る
方か
た

の
こ
と
は
違た
が

ひ
て
、
思
ひ
よ
ら
ぬ
道
ば
か
り
は
か
な
ひ
ぬ
。（
20
・
2
）

4 

　
本
文
を
読
ん
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
わ
ざ
が
思
い
浮
か
ぶ
か
、発
表
し
合
っ
て
み
よ
う
。

1
あ
ら
ぬ
急
ぎ

　
別
の
急
用
。

2
お
の
づ
か
ら

　
た
ま
た
ま
。

3
不
定

　
定
ま
ら
な
い
。
確
か
で
な
い
。

１「
し
か
な
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
す

か
。

重
要
古
語

　
＊
頼
む

　
＊
わ
づ
ら
は
し

　

 

＊
や
す
し

　
＊
か
ね
て

　
＊
あ
ら
ま
し

定番教材を網羅し、生徒の興味関心を
引き出す教材を多数掲載

漢文や現代文の教材を掲載！
日本古典とのつながりを
実感できます。

古文 84 本

コラム 26 本

付録 36p

漢文＋現代文 6 本

12

【選択】　古典探究

117-4C_01-16_CC2018.indd   12 2022/03/15   17:19

古典探究 漢文編

豊富な教材と資料で、
古典を主体的に学ぶ

古探707 206ページA5判

教
材
の
読
解
を
深
め
る
た
め
、「
読
み
比
べ
」（
読

み
比
べ
教
材
）「
視
点
」（
鑑
賞
文
等
）
を
新
設
。

近
現
代
文
の
文
章
も
複
数
収
録
し
ま
し
た
。

複
数
の
文
章
を
読
ん
で
課
題
に
取
り
組
む
共
通
テ

ス
ト
な
ど
の
新
傾
向
入
試
に
も
対
応
で
き
ま
す
。

漢
文
の
理
解
を
深
め
る

読
み
比
べ
教
材

1
特 色

探
究
学
習
に

取
り
組
み
や
す
い
構
成

「
探
究
学
習
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
や
す
く
す
る

探
究
課
題
を
新
設
。
ま
た
、
読
書
案
内
や
コ
ラ
ム

で
も
、
自
主
学
習
へ
の
き
っ
か
け
を
多
数
紹
介
し

て
い
ま
す
。

2
特 色

高
校
生
の
疑
問
に
答
え
る
コ
ラ
ム

「
漢
文
の
窓
」
に
加
え
、
高
校
生
の
素
朴
な
疑
問

に
答
え
、
興
味
を
引
き
出
す
コ
ラ
ム
「
豆
知
識
」

を
新
設
。
読
解
に
役
立
つ
知
識
の
ほ
か
、
読
書
案

内
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。

3
特 色

つ
な
が
り
を
把
握
し
て

漢
文
に
親
し
む

細
か
な
章
段
で
学
ぶ
思
想
教
材
、
一
つ
一
つ
独
立

し
た
漢
詩
は
、
登
場
人
物
や
作
者
の
関
係
が
わ
か

り
づ
ら
い
も
の
。
そ
う
し
た
人
物
の
関
係
や
時
代

の
流
れ
が
一
目
で
わ
か
る
画
期
的
な
関
係
図
を
新

設
！　

ま
た
、
中
国
古
典
の
日
本
文
化
へ
の
影
響

を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
た「
漢
文
と
日
本
文
化
」

も
新
設
。

4
特 色

▼教科書51ページ

� ▲教科書46ページ� ▲教科書後見返し
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史
伝 

◉ 

英
雄
の
器

英
雄
の
器う

つ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

芥
川
龍
之
介

　
「
何
し
ろ
項
羽
と
い
う
男
は
、
英
雄
の
器
じ
ゃ
な
い
で
す
な
。」

　
漢
の
大
将

1呂
馬
通
は
、
た
だ
で
さ
え
長
い
顔
を
、
一
層
長
く
し
な
が
ら
、
疎ま
ば

ら
な
髭ひ
げ

を
撫
で
て
、
こ
う
言

っ
た
。
彼
の
顔
の
ま
わ
り
に
は
、
十
人
あ
ま
り
の
顔
が
、
皆
ま
ん
中
に
置
い
た
灯と
も

火し
び

の
光
を
う
け
て
、
赤
々

と2
幕ば
く

営え
い

の
夜
に
浮
き
上
が
っ
て
い
る
。そ
の
顔
が
ま
た
、ど
れ
も
い
つ
に
な
く
微
笑
を
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、

西せ
い

楚そ

の
覇は

王お
う

の
首
を
あ
げ
た
今
日
の
勝
ち
戦
の
喜
び
が
、
ま
だ
消
え
ず
に
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

─

　
「
そ
う
か
ね
。」

　
鼻
の
高
い
、
眼
光
の
鋭
い
顔
が
一
つ
、
こ
れ
は
や
や
皮
肉
な
微
笑
を
唇
頭
に
漂
わ
せ
な
が
ら
、
じ
っ
と
呂

馬
通
の
眉
の
間
を
見
て
い
っ
た
。
呂
馬
通
は
何な

故ぜ

か
、
い
さ
さ
か
狼ろ
う

狽ば
い

し
た
ら
し
い
。

　
「
そ
れ
は
強
い
こ
と
は
強
い
で
す
。
何
し
ろ4
塗と

山さ
ん

の5
禹う

王お
う

廟び
ょ
うに
あ
る
石
の
鼎か
な
え
さ
え
差
し
上
げ
る
と
い
う
の

で
す
か
ら
な
。
現
に
今
日
の
戦
で
も
で
す
。
私
は
一
時
命
は
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。6
李り

佐さ

が
殺
さ
れ

る
。7
王お
う

恒こ
う

が
殺
さ
れ
る
。そ
の
勢
い
と
い
っ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
実
際
、強
い
こ
と
は
強
い
で
す
な
。」

　
「
は
は
あ
。」

3

1
呂
馬
通

　呂
馬
童
。➡
49
ペ
ー

ジ
注
9

2
幕
営

　
幕
を
張
り
巡
ら
し
た
陣

屋
。

3
西
楚
の
覇
王

　
項
羽
の
こ
と
。

4
塗
山

　現
在
の
安あ
ん

徽き

省
淮わ
い

南な
ん

市
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
国
。

5
禹
王
廟

　
夏
の
国
を
建
て
た
と
い

わ
れ
る
禹
王
を
ま
つ
っ
た
廟
。

6
李
佐

　漢
の
武
将
の
名
。

7
王
恒

　漢
の
武
将
の
名
。

510

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

は
、
漢
楚
の
戦
い
の
終
結
後
の
呂り
ょ

馬ば

通つ
う

と
劉
邦
の
対
話
を
通
じ
て
「
英
雄
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
読
者

に
投
げ
か
け
る
。
敗
戦
の
将
は
果
た
し
て
卑
怯
者
な
の
か
、
勝
者
は
常
に
英
雄
で
あ
る
の
か
。

50

1�
　項
羽
が
烏
江
で
死
を
選
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
。

2 

　こ
の
「
史
伝
」
の
単
元
で
取
り
上
げ
た
項
羽
と
劉
邦
の
争
い
に
由
来
す
る
故
事
成

語
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
調
べ
、
整
理
し
て
み
よ
う
。

訓
読
で
注
意
す
る
文
字

＊
雖

　＊
亡

　＊
嘗

　＊
非

◉
句
法

独
　た
だ
…
だ
け
。［
限
定
］

何ゾ…
為
　ど
う
し
て
…
か
。［
反
語
］

縦ヒ

　か
り
に
…
で
あ
っ
て
も
。［
仮
定
］

何ノ

　ど
の
よ
う
な
…
か
。［
反
語
］

独リ…
乎
　ど
う
し
て
…
か
。［
反
語
］

令ム 

Aヲ
シ
テ

 

Bセ

　Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る
。［
使
役
］

…
乎
　…
か
。［
疑
問
］

史
記

　
し
き

　➡
35
ペ
ー
ジ

項羽（安田靫
ゆき
彦
ひこ
 筆）
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昭和 明治 江戸 室町 鎌倉 平安 奈良
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大正

『人虎伝』
『枕中記』 白居易 李白

中島敦、北原白秋
芥川
子規、漱石 芭蕉 兼好法師

清少納言
紫式部 紀貫之

杜甫

王維崔顥

『笑府』

「杜子春」

沈
既
済「
枕ち

ん

中ち
ゅ
う

記き

」 

⬇
芥
川
龍
之
介

　
「
黄こ

う

梁り
ょ
う

夢む

」

芥
川
龍
之
介
は
、夢
か
ら
覚
め
た
盧
生
の
態
度
を
、「
枕

中
記
」か
ら
大
き
く
変
え
て
い
る
。

陶
潜 「
飲
酒
」↓
108
ペ
ー
ジ

王
維 「
竹
里
館
」↓
16
ペ
ー
ジ

⬇
夏
目
漱
石

　
『
草
枕
』

　うれ
し
い
事
に
東
洋
の
詩
歌
は
そ
こ
を
解
説
し
た
の
が
あ
る
。

采き
く
を
と
る
と
う
り
の
も
と

菊
東
籬
下
、
悠

ゆ
う
ぜ
ん
と
し
て然
見な

ん
ざ
ん
を
み
る

南
山
。
只
そ
れ
ぎ
り
の
裏
に
暑
苦
し
い
世

の
中
を
丸
で
忘
れ
た
光
景
が
出
て
く
る
。
〈
中
略
〉
独

ひ
と
り
ゆ
う
こ
う
の
う
ち
に
ざ
し

坐
幽
篁
裏
、

弾き
ん
を
だ
ん
じ
て
ま
た
ち
ょ
う
し
ょ
う
す

琴
復
長
嘯
、
深し

ん
り
ん
ひ
と
し
ら
ず

林
人
不
知
、
明

め
い
げ
つ
き
た
り
て
あ
い
て
ら
す

月
来
相
照
。
た
だ
二
十
字
の

う
ち
に
優
に
別
乾け

ん

坤こ
ん

を
建
立
し
て
い
る
。

李
白 「
汪お

う

倫り
ん

に
贈
る
」

桃 

花 

潭 

水 

水 

深サ 

千 

尺

　
不
レ 

及バ 

汪 

倫ノ 

送ルレ 

我ヲ 

情ニ

⬇
紀
貫
之

　
『
土
佐
日
記
』

棹さ
お

さ
せ
ど
そ
こ
ひ
も
知
ら
ぬ
わ
た
つ
み
の
深
き
心
を
君
に
見
る
か
な

李
白 「
春
夜
桃
李
の
園
に
宴
す
る
序
」↓
142
ペ
ー
ジ

⬇
松
尾
芭
蕉

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。

李
景
亮「
人
虎
伝
」↓
170
ペ
ー
ジ 

⬇
中
島
敦

　
「
山
月
記
」

杜
甫 「
春
望
」

⬇
松
尾
芭
蕉

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

白
居
易 

「
香こ

う

炉ろ

峰ほ
う

下か

、新
た
に
山
居
を
卜ぼ

く

し
、草
堂
初
め
て
成
り
、

偶た
ま
た
ま

東
壁
に
題
す
」（『
白
氏
文
集
』）

⬇
清
少
納
言

　
『
枕
草
子
』

「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」

白
居
易 「
長
恨
歌
」（『
白
氏
文
集
』）↓
155
ペ
ー
ジ

⬇
紫
式
部

　
『
源
氏
物
語
』↓
162
ペ
ー
ジ 

ほ
か

馮ふ
う

夢む

竜り
ょ
う 『
笑
府
』

「
畏ま

ん
じ
ゅ
う
お
そ
る

饅
頭
」

⬇「
饅ま

ん

頭じ
ゅ
う

怖
い
」（
落
語
）

崔さ
い

顥こ
う 「
黄
鶴
楼
」

「
抜
け
雀す

ず
め

」（
落
語
）

◆
実
際
の
落
語
を
聞
い
て
、漢
詩
と
の
共
通
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

比べてみよう

「
ま
ん
じ
ゅ
う
が
怖
い
」と
言
う
男
を
脅
か
そ
う
と
す
る
周
囲
の
人
が
、男
に

い
っ
ぱ
い
食
わ
さ
れ
る
と
い
う『
笑
府
』の
筋
書
き
を
、落
語
で
も
そ
の
ま
ま
利
用
し

て
い
る
。『
笑
府
』か
ら
は
こ
の
ほ
か
に
も
、落
語
に
転
用
さ
れ
た
話
が
数
多
く
あ
る
。

9

日
本
で
は
、
古
く
か
ら
中
国
の
古
典
に
親
し
み
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の

表
現
の
中
に
も
取
り
入
れ
て
き
た
。
日
本
文
化
と
、
豊
か
な
漢
文
の
世

界
に
触
れ
て
み
よ
う
。

李
復
言「
杜
子
春
伝
」 

⬇
芥
川
龍
之
介

　
「
杜
子
春
」

漢
文
と
日
本
文
化

清 明 元 宋 五代 唐 隋 南北朝 東晋 西晋 三国 後漢 前漢 ［戦国］ 東周 ［春秋］ 西周

昭和 明治 江戸 室町 鎌倉 平安 奈良

前 1000
▼

前 500
▼

紀元
▼

500
▼

秦

陶潜 『漢書』『史記』 韓非子 孟子
荘子

孔子 『詩経』
『捜神記』

司
馬
遷 『
史
記
』↓
34
ペ
ー
ジ

『
平
家
物
語
』

　
木
曽
の
最
期

干か
ん

宝ぽ
う 『
捜
神
記
』「
天
台
二
女
」↓
90
ペ
ー
ジ

「
御お

伽と
ぎ

草
子
」

　
浦
島
太
郎

　

沈
既
済「
枕ち

ん

中ち
ゅ
う

記き

」 

⬇
芥
川
龍
之
介

　
「
黄こ

う

梁り
ょ
う

夢む

」

孔
子
↓
64
、144
ペ
ー
ジ

厩う
ま
や 

焚や

、子 

退し
り
ぞ 

朝 

曰
、「
傷そ

こ
な 

人ヲ 

乎
。」
不
レ 

問
レ ハ 

馬ヲ

。

⬇「
厩
火
事
」（
落
語
）

ケ
タ
リ

キ
テ

ヨ
リ

ハ
ク

ヘ
リ

登
場
人
物
の
会
話
の
中
で
、『
論
語
』の
こ
の「
厩
焚
章
」が
引
か
れ
る
。

荘
子
↓
151
ペ
ー
ジ

昔 

者
、荘 

周 

夢ニ 

為
二 ル 

蝴 

蝶
一 ト

。

⬇
松
尾
芭
蕉

　
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る

⬇
江
戸
川
柳

　
荘
子
の
は
夢
が
花
野
を
か
け
め
ぐ
り

荘
子
」を
ふ
ま
え
て
芭
蕉
の
句
を
と
ら
え
た
一
句
。江
戸
庶
民

の
教
養
の
高
さ
を
物
語
る
。

韓
非
子 「
株
を
守
る
」

⬇
北
原
白
秋

　待
ち
ぼ
う
け
／
待
ち
ぼ
う
け
／

あ
る
日
せ
っ
せ
と
／
野
良
か
せ
ぎ
／
そ
こ
へ
兎
が
／

飛
ん
で
出
て
／
こ
ろ
り
こ
ろ
げ
た
／
木
の
ね
っ
こ

詩
経 「
桃
夭
」↓
106
ペ
ー
ジ

桃
之
夭
夭

　
其ノ

葉
蓁
蓁

　

之ノ

子
于キ

帰グ

　
宜シ

カ
ラ
ン二

其ノ

家
人ニ
一

⬇
正
岡
子
規

　
蓁
々
た
る
桃
の
若
葉
や
君
娶め

と

る

タ
ル

タ
リ

子
規
が
漱
石
の
結
婚
を
祝
福
し
た
句
。

司
馬
遷 『
史
記
』

鶏け
い

鳴め
い

狗く

盗と
う

⬇
清
少
納
言

　
『
枕
草
子
』↓
古
文
編
149
ペ
ー
ジ

司
馬
遷 『
史
記
』

　
項
王
の
最
期
↓
46
ペ
ー
ジ

⬇
芥
川
龍
之
介

　
「
英
雄
の
器
」↓
51
ペ
ー
ジ

⬇「
項
羽
」（
謡
曲
）

◆
登
場
人
物
な
ど
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
考
え
て
み
よ
う
。

◆
話
の
展
開
な
ど
、似
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
考
え
て
み
よ
う
。

比べてみよう比べてみよう

8

47

史
伝 

◉ 

項
王
の
最
期

5

　項
王
の
詩
の
前
半
二
句
に
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。

訓
読
で
注
意
す
る
文
字

＊
是

　＊
於
レ

是

　＊
為

　＊
兮

◉
句
法

…
乎
　…
か
。［
疑
問
］

何ゾ…
也
　な
ん
と
…
か
。［
詠
嘆
］

奈
何
　ど
う
し
よ
う
か
。［
反
語
］

奈
…
何
　…
を
ど
う
し
よ
う
か
。［
反
語
］

1「
大イ
ニ

 

驚ク

」
と
あ
る
が
、
項
王
は
な
ぜ
驚
い
た
の

か
。

2「
時
不
レ

利ア
ラ」
と
は
、
ど
う
い
う
状
況
を
い
う
の

か
。

3
帳
中
　と
ば
り
を
め
ぐ
ら
し
た
陣
営
の
中
。

4
悲
歌
忼
慨
　悲
し
げ
に
う
た
い
、
憤
り
嘆
く
。

5
気
蓋
レ

世
　盛
ん
な
気
力
は
、
世
間
の
人
々
を

圧
倒
す
る
。

6
数
闋

　数
回
。

「
闋
」
は
、
歌
が
一
曲
終

わ
る
こ
と
。

7
和
レ

之
　項
王
の
詩
に
合
わ
せ
て
う
た
う
。

そ
の
詩
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　漢 

兵 

已ニ 

略シレ

地ヲ

　
　
　四 

方 

楚 

歌ノ 

声

　大 

王 

意 

気 

尽ク

　
　
　賤せ

ん 

妾せ
ふ 

何ゾ

ン
ゼ
ン

聊や
す

レ

生ニ

驚キ
テ

曰ハ
ク、「漢
皆
已す

で
ニ

得タ
ルレ

楚ヲ

乎か

。是こ
レ

何ゾ

楚
人
之
多キ

也や

。ト

」項
王

則チ

夜
起チ

テ

飲ス二

帳3

中ニ一。有リ二

美
人
一、名ハ

虞ぐ

。常ニ

幸セ
ラ
レ
テ

従フ
。駿し

ゆ
ん

馬め
ア
リ、名ハ

騅す
い

。常ニ

騎の
レ

之ニ
。於イ

テレ

是こ
こ
ニ、項

王
乃チ

悲4

歌
忼か

う

慨が
い
シ、自ラ

為つ
く
リ
テレ

詩ヲ

曰ハ
ク、

力ハ

抜キレ

山ヲ

兮＊

気ハ

蓋お
ほ
フレ

世ヲ

時
不
レ

利ア
ラ

兮
騅
不
レ

逝ゆ
カ

騅ノ

不ルレ

逝カ

兮
可キ二

奈い
か

何ん
一

虞ヤ

兮
虞ヤ

兮
奈
レ

若な
ん
ぢ
ヲ

何セ
ン
ト

歌フ
コ
ト

数す
う

闋け
つ

、美
人
和スレ

之ニ
。項
王
泣な

み
だ

数
行
下ル
。左
右
皆
泣キ
、

莫な
二

能よ

仰ギ

視ル
モ
ノ一。

（
史
記
、
項
羽
本
紀
）

◉

＊

◉

ル

＊

＊

5

2

◉

ス

◉

6

7

シ

ク

46

5

「項王の最期」参考地図

黄

長

漢 

水

淮 河

河

江

わい    が

江

浙せ
っ

こう

垓下
彭城

烏江

会稽

陰陵 東城

沛

南陽

劉邦の項羽追撃路

う こう

かいけい

ほうじょう

はい
らくよう

がい か

洛陽

楚

呉

趙

0 200km

1
楚
歌

　項
王
の
郷
里
、楚
の
国
の
歌
を
う
た
う
。

2
壁
二

垓
下
一

　垓
下
の
城
壁
の
中
に
た
て
こ
も

る
。

項
王
の
最
期 
司 
馬 

遷

　鴻
門
の
会
よ
り
四
年
の
歳
月
が
流
れ
る
。
こ
の
間
に
項
羽
は
、
劉
邦
を
漢
王
に
封ほ

う

じ
、

自
ら
は
西
楚
の
覇
王
と
号
し
て
天
下
の
実
権
を
握
っ
た
。
し
か
し
、
人
々
の
心
は
次
第
に

暴
虐
な
項
羽
を
離
れ
て
、
寛
容
な
劉
邦
に
帰
し
、
つ
い
に
楚
と
漢
と
の
勢
力
は
逆
転
す
る

に
至
っ
た
。

㈠ 

四
面
皆
楚
歌
す

　紀
元
前
二
〇
二
年
、項
羽
の
軍
は
垓が

い

下か

（
現
在
の
安あ

ん

徽き

省
宿
州
市
霊れ

い

璧へ
き

県
の
南
東
）
に
あ
っ

て
、
漢
軍
に
包
囲
さ
れ
た
。

1

項
王ノ

軍
壁ス二

垓
下ニ一。兵
少ナ

ク

食
尽ク
。漢
軍
及ビ

諸
侯ノ

兵
、

囲ム
コ
トレ

之ヲ

数
重ナ

リ。夜
聞キ二

漢
軍ノ

四
面
皆
楚
歌ス

ル
ヲ一、項
王
乃す

な
は
チ

大イ
ニ

2

1

複数の教材を比べて読ん
で、読解を深める。新傾
向の入試対策にも！
漢文の理解を確かなもの
にする教科書です。

定番教材を網羅した他、生徒の興味関心を
引き出す教材を多数掲載

難しく感じてしまいがちな
漢文に興味が持てる、疑問を解決する
コラムや資料がたくさん！

漢文 76 本

コラム 18 本

付録 20p

古文＋現代文 10 本

13

新課程 国語教科書のご案内
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教
師
用
指
導
書
セ
ッ
ト
の
ご
案
内

大
修
館
の
新
し
い
教
科
書
で
の
授
業
を
万
全
に
サ
ポ
ー
ト
。

「
教
師
用
指
導
書
」「
付
属
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
」「
教
師
用
教
科
書［
朱
書
］」

の
３
点
セ
ッ
ト
。

■
教
師
用
指
導
書

「
こ
う
授
業
す
れ
ば
よ
い
」
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
！

丁
寧
な
学
習
指
導
案
を
複
数
パ
タ
ー
ン
提
示
。

「話す・聞く」の評価もばっちり！　具体的な
観点別評価規準例を提示。

板書例を豊富に掲載、ビジュアルで
わかりやすい紙面。

14
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■
付
属
Ｄ
Ｖ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ

■
教
師
用
教
科
書
［
朱
書
］

・
原
文
デ
ー
タ

・
現
代
語
訳
／
品
詞
分
解
／

　
白
文
／
書
き
下
し
文
デ
ー
タ

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

・
板
書
例

・
小
テ
ス
ト

・
評
価
問
題
（
標
準
・
発
展
・
実
力
）

・�

発
問
例
全
デ
ー
タ
、
語
句
・
文
法
デ
ー
タ

・
音
声
デ
ー
タ

・
補
助
資
料

・
学
習
ノ
ー
ト
デ
ー
タ

・
評
価
支
援
ツ
ー
ル

・
大
修
館�

漢
文
エ
デ
ィ
タ 

オ
ン
ラ
イ
ン

生
徒
の
教
科
書
と
同
体
裁
で
、
学
習
指
導
案
、
評
価
の

観
点
、
設
問
の
解
答
例
な
ど
を
朱
記
。
別
売
り
も
可
。

小テスト
その時間の授業のまとめに。

基礎・基本を10分でチェックできる。

評価問題
「発展」には大学入学共通テストに

対応した問題もご用意。

ワークシート
活動的な授業がサポートできる、

使いやすいワークシートが盛りだくさん。

意
見
文
の
基
礎
を
学
ぼ
う
① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 

意
見
文
の
基
本
的
な
書
き
方
を
知
る 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

⑴ 

テ
ー
マ
に
つ
い
て
次
の
空
欄
に
自
分
の
意
見
と
そ
の
理
由
を
書
い
て
み
よ
う
。 

  

テ
ー
マ
「
文
化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
は
、
駄
菓
子
屋
が
よ
い
か
、
演
劇
が
よ
い
か
。
」 

                   

⑵ 

⑴
の
表
に
書
い
た
意
見
を
左
の
構
成
メ
モ
に
記
入
し
て
み
よ
う
。 

お
わ
り 

な
か 

は
じ
め 

お
わ
り 

意
見
の
理
由
２ 

 

理
由
２
の
説
明 

 

意
見
の
理
由
１ 

 

理
由
１
の
説
明 

 

問
題
提
起
と
、 

そ
れ
に
対
す
る
自
分
の

意
見 

私
は
、〔 

 
 

 
 

〕
が
よ
い
と
考
え
る
。 

〔  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〕 

  〔  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〕 

  文
化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
は
、
駄
菓
子
屋
が
よ
い
か
、
演
劇
が
よ
い
か
。 

私
は
、
文
化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
は
〔 

 
 

 
 

〕
が
よ
い
と
考
え
る
。 

   

意
見
の
理
由
１ 

    

意
見
の
理
由
２ 

       

文
化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
は
〔 

 
 

 
 

〕
が
よ
い
と
考
え
る
。 

な
ぜ
な
ら
、 

〔 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〕
か
ら
だ
。 

ま
た
、 

〔 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〕
か
ら
だ
。 

 

以
上
の
理
由
か
ら
、
文
化
祭
の
ク
ラ
ス
企
画
は
、
〔 

 
 

 
 

〕
が
よ
い
と
考
え
る
。 

■
【
表
現
へ
の
扉
】
こ
と
ば
を
使
い
こ
な
そ
う
①
【
発
展
】

【
　
　
】【
文
章
Ａ
】、【
文
章
Ｂ
】、【
資
料
】、【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
文
章
Ａ
】

　「
繁
盛
す
る
」
が
「
病
院
」
と
一
緒
に
使
え
な
い
か
と
言
う
と
、
じ
つ

は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
ふ
だ
ん
私
た
ち
が
読
む
文
章

の
な
か
で
、「
繁
盛
す
る
」
と
セ
ッ
ト
で
出
て
く
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
商
売
」
か
お
店
の
名
前
で
す
。
お
店
と
い
っ
て
も
飲
食
店
や
ａ
旅
カ
ン

な
ど
が
来
る
こ
と
が
多
く
、
営
利
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い�

「
病
院
」
が
来
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
細
か
く
見
て
い
く
と
、「
病

院
が
繁
盛
す
る
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
存
在
す
る
の
で
す
。
そ
の
と
き

の
ポ
イ
ン
ト
は
「
病
院
」
が
「
開
業
医
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
の
ｂ
成
コ
ウ
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
病
院
」
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
営
利
を
追�

求
し
は
じ
め
れ
ば
、「
繁
盛
」
と
い
う
言
葉
が
合
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

�

（
石
黒
圭
「
病
院
は
『
繁
盛
』
す
る
か
」）

【
文
章
Ｂ
】

　「
打
ち
言
葉
」
に
は
、
書
き
言
葉
と
し
て
の
従
来
の
日
本
語
表
記
と
は

異
な
る
も
の
も
多
く
認
め
ら
れ
ま
す
。
顔
を
合
わ
せ
て
の
会
話
で
は
表
情
や
声
の
調
子
と
い
う
言
語
外
の
情
報
も
互
い
に
読
み
解
き
な
が
ら
や
り
取
り
を
し
ま
す
が
、
書
き

言
葉
に
は
そ
れ
ら
の
情
報
が
欠
落
し
て
い
ま
す
。「
打
ち
言
葉
」
で
は
そ
の
欠
落
を
補
う
た
め
に
顔
文
字
や
絵
文
字
と
い
っ
た
代
替
手
段
が
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中

で
比
較
的
広
く
浸
透
し
て
い
る
も
の
に
、
顔
の
表
情
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
絵
文
字
が
あ
り
ま
す
。
世
論
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
五
〇
代
以
下
で
は
六
〇
％
以
上
が
「
使
う
こ

と
が
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
が
、
六
〇
歳
以
上
で
は
三
割
以
下
と
使
用
率
が
目
立
っ
て
低
く
、
世
代
差
が
大
き
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　「
打
ち
言
葉
」
の
特
性
に
由
来
す
る
独
特
の
表
記
も
登
場
し
て
い
ま
す
。「
おk
（
OK
）
」、「
うp
（
up
・
ア
ッ
プ
）
」
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
字
入
力
の
誤
変
換
を
ｃ
キ
源�

と
す
る
ネ
ッ
ト
俗
語
的
な
表
記
が
そ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
使
用
率
は
全
体
の
一
割
を
切
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
世
代
差
も
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
〇
代
で
は
五
割
が
「
使
う
こ
と
が
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
る
一
方
で
、
五
〇
代
以
上
で
は
「
見
た
こ
と
が
な
い
」
が
六
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
言
語
外
の
感
情
を
表
現
す
る
ｄ
系
ト
ウ
の
絵
文
字
は
Ａ
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
い
ま
だ
世
代
差
は
大
き
く
、
と
り
わ
け
俗
語
的
な
印
象
の
強
い
誤
変
換
由
来
の
表

記
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
い
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。「
打
ち
言
葉
」
特
有
の
表
記
は
、
誰
に
対
し
て
も
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。�

（
文
化
庁
「
打
ち
言
葉
」）

【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】

生
徒
Ａ
：
言
葉
っ
て
面
白
い
よ
ね
。

生
徒
Ｂ
：「
病
院
」
と
「
繁
盛
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
一
緒
に
使
わ
な
い
け
ど
、（
　
Ⅰ
　
）
よ
う
に
な
る
と
使
え
る
な
ん
て
、
気
が
つ
き
も
し
な
か
っ
た
な
。

生
徒
Ａ
：
ほ
か
に
も
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
表
す
言
葉
な
の
に
、
使
え
る
条
件
が
あ
る
言
葉
っ
て
何
か
あ
る
か
な
。

生
徒
Ｂ
：「
母
親
」
を
表
す
言
葉
も
、「
マ
マ
」「
お
母
さ
ん
」「
母
」
と
い
う
三
つ
を
比
べ
る
と
使
え
る
条
件
が
違
う
よ
ね
。

生
徒
Ｃ
：
一
般
的
に
、
幼
児
は
「
母
」
と
は
言
わ
な
い
し
、
年
輩
の
人
が
自
分
の
母
親
を
「
マ
マ
」
と
呼
ん
だ
ら
ち
ょ
っ
と
違
和
感
が
あ
る
ね
。
つ
ま
り
、（
　
Ⅱ
　
）。

生
徒
Ｄ
：�「
母
親
」を
表
す
言
葉
は
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
ね
。
た
と
え
ば（
　
Ⅲ
　
）な
ど
が
あ
り
、私
た
ち
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
場
に
合
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

生
徒
Ｅ
：
そ
う
い
え
ば
、
年
齢
が
違
う
と
同
じ
言
葉
で
も
違
う
意
味
で
使
う
人
が
多
く
な
る
言
葉
が
あ
る
よ
。

生
徒
Ａ
：【
資
料
】
に
あ
る
「
砂
を
か
む
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
だ
ね
。

生
徒
Ｂ
：�

六
〇
代
以
上
の
人
は
ほ
か
の
年
代
に
比
べ
て
「（
　
Ⅳ
　
）」
と
い
う
意
味
で
使
う
人
が
多
い
け
ど
、
年
齢
が
下
が
る
と
「（
　
Ⅴ
　
）」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い

る
人
が
多
い
ね
。

生
徒
Ｃ
：�【
文
章
Ｂ
】
に
は
、
若
い
人
は
、「（
　
Ⅵ
　
）」
や
「（
　
Ⅶ
　
）」
を
使
う
け
ど
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
認
知
度
や
使
用
の
頻
度
が
下
が
っ
て�

い
る
と
あ
る
ね
。

生
徒
Ｅ
：�

年
齢
が
違
う
と
言
葉
の
意
味
が
違
っ
た
り
、
通
じ
な
い
文
字
や
表
記
が
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
言
葉
を
使
う
と
き
に
は
、（
　
Ⅷ
　
）
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た

ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

問
１
　
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
と
同
じ
漢
字
で
書
か
れ
る
も
の
を
、
各
群
の
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。【
知
・
技
】

　
　
ａ
　
ア
　
図
書
カ
ン
　
　
イ
　
カ
ン
成
　
　
ウ
　
カ
ン
修
　
　
エ
　
土
カ
ン
　
　
　
ｂ
　
ア
　
時
コ
ウ
　
　
イ
　
コ
ウ
績
　
　
ウ
　
コ
ウ
石
　
　
エ
　
聴
コ
ウ

　
　
ｃ
　
ア
　
キ
分
　
　
　
　
イ
　
キ
重
　
　
　
ウ
　
キ
本
　
　
　
エ
　
キ
床
　
　
　
　
ｄ
　
ア
　
ト
ウ
場
　
　
イ
　
ト
ウ
明
　
　
ウ
　
ト
ウ
一
　
　
エ
　
ト
ウ
器
　
　
　
　

問
２
　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅰ
に
入
る
内
容
を
、【
文
章
Ａ
】
を
ふ
ま
え
て
二
〇
字
以
内
で
書
け
。【
思
・
判
・
表
】

問
３�

　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅱ
に
は
、
生
徒
Ｃ
の
考
え
る
、「
マ
マ
」「
お
母
さ
ん
」「
母
」
と
い
う
三
つ
の
言
葉
を
使
い
分
け
る
条
件
の
違
い
を
ま
と�

め
た
内
容
が
入
る
。
こ
の
前
の
部
分
に
注
目
し
て
、
会
話
文
に
合
う
よ
う
に
補
え
。【
思
・
判
・
表
】

問
４
　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅲ
に
は
、「
母
親
」
を
表
す
ほ
か
の
具
体
的
な
言
葉
が
当
て
は
ま
る
。
会
話
文
中
に
な
い
具
体
例
を
一
つ
書
け
。【
思
・
判
・
表
】

問
５
　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅳ
・
Ⅴ
に
入
る
語
句
を
、【
資
料
】
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
せ
。【
思
・
判
・
表
】

問
６
　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅵ
・
Ⅶ
に
入
る
語
句
を
、【
文
章
Ｂ
】
か
ら
Ⅵ
は
三
字
、
Ⅶ
は
一
九
字
で
抜
き
出
せ
。【
思
・
判
・
表
】

問
７
　【
生
徒
の
話
し
合
い
の
様
子
】
の
空
欄
Ⅷ
に
入
る
語
句
を
、【
文
章
Ｂ
】
か
ら
、
一
五
字
で
抜
き
出
せ
。【
思
・
判
・
表
】

【資料】
１�

　
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
て
、
次

の
語
句
の
読
み
を
す
べ
て
現
代
仮
名
遣

い
（
ひ
ら
が
な
）
で
記
し
な
さ
い
。

①
　
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て

②
　
率
て
行
き
け
れ
ば

③
　
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば

④
　
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に

２�

　
次
の
傍
線
部
の
語
の
言
い
切
り
の
形

（
終
止
形
）を
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。

①
　
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

②
　
年
を
経
て

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

③
　
い
と
暗
き
に
来
け
り

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

④
　
戸
口
に
を
り

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

⑤
　
ゐ
た
り
け
る
に

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

⑥
　
見
れ
ば

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

⑦
　
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

⑧
　
消
え
な
ま
し
も
の
を

�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

３�

　
次
の
傍
線
部
の
意
味
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
後
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
え
得
ま
じ
か
り
け
る�

〔
　
　
　
〕

　
ア
　
得
ら
れ
そ
う
に
な
か
っ
た

　
イ
　
得
ら
れ
る
は
ず
だ

　
ウ
　
ま
じ
め
に
得
よ
う
と
思
っ
た

　
エ
　
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

②
　
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を�

〔
　
　
　
〕

　
ア
　
一
日
中
呼
び
つ
づ
け
て

　
イ
　
求
婚
し
続
け
て
き
た
が

　
ウ
　
辺
り
を
呼
び
回
っ
た
が
　

　
エ
　
求
婚
し
た
あ
た
り
の
女
を

③
　
は
や
夜
も
明
け
な
む�

〔
　
　
　
〕

　
ア
　
も
う
夜
が
明
け
た
の
か

　
イ
　
ま
だ
夜
が
明
け
な
い
の
か

　
ウ
　
早
く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い

　
エ
　
や
っ
と
夜
が
明
け
る
の
か

④
　
え
聞
か
ざ
り
け
り�

〔
　
　
　
〕

　
ア
　
必
ず
し
も
聞
か
な
か
っ
た

　
イ
　
聞
き
捨
て
な
ら
な
か
っ
た

　
ウ
　
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

　
エ
　
聞
く
ま
い
と
思
っ
た

４�

　
次
の
〔
Ａ
〕〔
Ｂ
〕
に
当
て
は
ま
る
語

句
を
後
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

　
伊
勢
物
語
は
〔
　
Ａ
　
〕
で
、
平
安
時

代
前
期
に
成
立
し
た
。
作
者
は
未
詳
だ
が
、

主
人
公
の
「
男
」
は
〔
　
Ｂ
　
〕
と
も
言

わ
れ
る
。

〔
Ａ
〕
ア
　
随
筆
　
　
イ
　
日
記

　
　 

ウ
　
軍
記
　
　
エ
　
歌
物
語

〔
Ｂ
〕
ア
　
藤
原
道
長
　
イ
　
在
原
業
平

　
　 

ウ
　
菅
原
道
真
　
エ
　
紀
貫
之

　
　 

Ａ
　〔
　
　
　
〕　
Ｂ
　〔
　
　
　
〕

�

※
１
～
３
は
各
１
点
、
４
は
各
２
点

【
知
識
・
技
能
】

芥
川

　（
教
科
書
192
～
193
ペ
ー
ジ
）

　
　
　
組
　
　
　
番
　
　

�

名
前

得�点

／
20

検�印

教材配信
サービスの
ご案内

付属DVD収録のデータをダウンロードして
入手できる配信サービスをご用意しました。
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▲多機能な「本文ビュー」で授業がスムーズに！

本文ビューへジャンプ！

資料へ
リンク！

■
必
修
科
目
デ
ジ
タ
ル
教
科
書［
別
売
］

■
学
習
ノ
ー
ト［
別
売
］

見
て
さ
わ
っ
て
使
い
や
す
い
、
新
し
い
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。

指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
（
ア
プ
リ
版
・
ク
ラ
ウ
ド
版
）
／
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
＋
教
材
（
ク
ラ
ウ
ド
版
）

教
科
書
に
完
全
準
拠
。
読
解
か
ら
表
現
活

動
・
探
究
活
動
ま
で
、
予
習
・
復
習
だ
け

で
な
く
授
業
で
も
活
用
で
き
る
生
徒
用

ノ
ー
ト
。

基本機能
▶ズーム
選んだ範囲を拡大。学んで
いる箇所により集中。
▶さまざまな書き込み
ペン機能のほか、線・図形、
文字入力も。
▶授業履歴保存
直前までの状態をそのまま
保存。校内での共有も。
▶暗記ペン
暗記したい部分を線で
隠すことが可能に。
▶マイリンク
自作教材ファイルとのリン
クができます。
▶超しおり
画面で書きこんだ内容を保
存できます。

増補教材
教科書本文をリフロー表示
し、ふりがなや脚注、重要
語句のオン・オフもできる
「本文ビュー」、活動ページ
を見やすいようにレイアウ
トし直した「活動ビュー」な
ど、ビュー画面が大充実。
ワークシートや板書例を収
録した「資料」や、音声・動
画データなど、さまざまな
機能を盛り込みました。

最新情報は
こちら
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49 いま、高校生に読んでほしい本

「
人
類
の
未
来
は
孤
立
か
ら
生
ま
れ
る
の
で

は
な
く
、
つ
な
が
り
か
ら
始
ま
る
。」（
p. 

237
）

今
や
誰
も
が
宇
宙
に
行
け
る
時
代
と
な
っ

た
。
科
学
技
術
の
進
歩
と
先
人
た
ち
の
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
に
よ
っ
て
手
の
届
か
な
か
っ
た
夢
が
現

実
の
も
の
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
身
近
に
な

っ
た
夢
の
象
徴
が
民
間
宇
宙
船
に
乗
っ
た
日
本

人
初
の
宇
宙
飛
行
士
・
野
口
聡
一
だ
ろ
う
。

映
画
化
も
さ
れ
た
人
気
コ
ミ
ッ
ク
『
宇
宙
兄

弟
』
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
知
ら
れ
、
三
度
の
宇

宙
飛
行
経
験
が
ギ
ネ
ス
記
録
に
も
認
定
。
人
と

の
つ
な
が
り
を
重
視
し
、
約
10
万
人
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
登
録
者
を
持
つ
宇
宙
の
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー

と
し
て
情
報
を
発
信
し
続
け
て
い
る
。
50
歳
を

超
え
て
も
な
お
諦
め
る
こ
と
な
く
挑
戦
し
続
け

る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
生
き
様
は
僕
た
ち

に
大
き
な
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
。

地
球
か
ら
400
㎞
離
れ
た
宇
宙
と
の
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
交
信
は
ま
さ
に「
全
員
が
生
き
抜
く
」

と
い
う
分
刻
み
の
命
懸
け
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ

り
、
究
極
の
テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
あ
る
。
タ
イ
ト

ル
に
「
仕
事
術
」
と
あ
る
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
の

素
養
や
問
題
解
決
手
法
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
が
語

ら
れ
、
新
た
な
時
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
と
し
て
有

益
な
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
を
生

き
て
い
く
高
校
生
に
向
け
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
最
適
だ
。

国
籍
も
言
葉
も
価
値
観
も
ま
っ
た
く
異
な
る

メ
ン
バ
ー
を
い
か
に
「
ワ
ン
・
チ
ー
ム
」
に
ま

と
め
れ
ば
い
い
の
か
。完
璧
を
求
め
な
い
こ
と
。

食
事
や
笑
い
の
要
素
も
大
切
で
、
困
難
な
場
面

で
は
い
っ
た
ん
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
。「
言
わ
な

く
て
も
分
か
る
」
は
通
用
し
な
い
こ
と
。
ま
さ

に
異
文
化
交
流
が
日
常
と
な
っ
た
今
だ
か
ら
こ

そ
読
ん
で
お
き
た
い
ヒ
ン
ト
が
満
載
で
あ
る
。

違
う
視
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
新
た
な
気
づ
き
が

あ
り
、
改
善
の
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
の
だ
。

世
界
的
な
宇
宙
飛
行
士
・
野
口
聡
一
の
夢
を

育
ん
だ
の
は
立
花
隆
『
宇
宙
か
ら
の
帰
還
』
と

い
う
一
冊
の
本
だ
っ
た
。
そ
し
て
と
か
く
孤
立

し
が
ち
な
宇
宙
空
間
の
な
か
で
自
分
の
心
を
保

つ
力
と
な
っ
た
の
は
岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』
や

世
阿
弥
『
風
姿
花
伝
』
と
い
っ
た
読
み
継
が
れ

る
古
典
的
名
著
で
あ
っ
た
。
彼
の
集
大
成
と
も

い
う
べ
き
本
書
も
ま
た
多
く
の
「
学
び
」
が
あ

る
。
揺
る
が
ぬ
北
極
星
の
よ
う
に
こ
の
国
の
若

者
た
ち
の
大
き
な
希
望
と
な
っ
て
明
日
を
照
ら

し
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

野
口
聡
一
『
宇
宙
飛
行
士 

野
口
聡
一
の
全
仕
事
術
』（
世
界
文
化
社
、
二
〇
二
一
年
）

「
究
極
の
テ
レ
ワ
ー
ク
」で
あ
る
豊
富
な
宇
宙
体
験
か
ら
伝
わ
る
説
得
力
！

新
た
な
時
代
を
乗
り
切
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ヒ
ン
ト
が
こ
こ
に
あ
る
。

内う
ち

田だ 

剛
た
け
し

ブ
ッ
ク
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
約
三
〇
年
の
書
店
員
勤
務
を
経
て
、

二
〇
二
〇
年
よ
り
フ
リ
ー
に
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
本
屋
大
賞
実
行
委
員
会
理
事
。

い
ま
、
高
校
生
に

読
ん
で
ほ
し
い
本
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【
紫
式
部
へ
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
】

お
も
と
の
も
の
し
つ
る
物
語
﹁
き
り
つ
ぼ
﹂
を
読
み
は
べ
り

き
。
死
ぬ
る
桐
壺
更
衣
ぞ
、
い
と
あ
は
れ
に
は
べ
り
け
る
。

　
今
回
は
傍
線
部
﹁
ぞ
⋮
け
る
﹂
の
よ
う
な
係
り
結
び
に
つ
い

て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
す
。

　
古
典
文
法
の
必
修
事
項
﹁
係
り
結
び
﹂
で
す
が
、

係
り

は
た
ら
き

結
び

例

ぞ

強
調

連
体
形

都
に
ぞ
、
行
き
け
る
。

な
む

強
調

都
に
な
む
、
行
き
け
る
。

や︵
や
は
︶
疑
問
・
反
語

都
に
や
、
行
き
け
る
。

か︵
か
は
︶
疑
問
・
反
語

い
づ
こ
に
か
、
行
き
け
る
。

こ
そ

強
調

已
然
形
都
に
こ
そ
、
行
き
け
れ
。

の
よ
う
な
説
明
が
、
ど
の
古
典
の
教
科
書
に
も
出
て
き
ま
す
。

普
通
は
終
止
形
で
結
ぶ
文
が
、
こ
れ
ら
の
係
り
の
助
詞
が
現
れ

る
と
、
連
体
形
や
已
然
形
で
結
ぶ
と
い
う
決
ま
り
が
﹁
係
り
結

び
﹂
で
す
。
な
ぜ
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
や
已
然
形
で
結
ぶ

か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
説
は
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な
が

ら
古
代
日
本
語
の
資
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
定
説
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
ず
は
、﹁
は
た
ら
き
﹂︵
文
に
添
え
る
意
味
︶
が
、
な

ぜ
﹁
強
調
﹂
と
﹁
疑
問
・
反
語
﹂
の
二
種
類
な
の
か
？
　
そ
の

わ
け
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
我
々
は
文
と
い
う
こ
と
ば
の
単
位
を
使
っ
て
、
様
々
な
情
報

を
や
り
と
り
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
か
ら
帰
っ
て
き

た
お
父
さ
ん
が
、

　﹁
風
呂
、
メ
シ
﹂

と
、
二
単
語
だ
け
発
し
た
と
し
て
も
、
お
母
さ
ん
は
﹁
ま
ず
風

呂
に
入
っ
て
、
そ
れ
か
ら
メ
シ
を
食
べ
る
ぞ
﹂
と
い
う
意
味
で

あ
る
こ
と
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
場
面
︵
文
脈
︶

は
限
定
的
で
す
。
普
通
は
話
し
手
︵
書
き
手
︶
が
、

　﹁
桜
　
の
　
花
　
が
　
咲
い
　
た
。﹂

係
り
結
び
は「
！
」と「
？
」の
気
持
ち

─
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う
⑥

大お

お

倉く

ら 

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

古典文法
指導講座

国語教師のための

第
9
回
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51 国語教師のための古典文法指導講座

と
い
う
よ
う
に
、
単
語
を
文
法
に
従
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
、
意

味
の
ま
と
ま
っ
た
文
に
し
て
聞
き
手
︵
読
み
手
︶
に
情
報
を
伝

え
ま
す
。
事
実
を
淡
々
と
伝
え
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

　﹁
と
っ
て
も
き
れ
い
な
花
が
咲
い
た
よ
！
﹂

と
感
動
を
込
め
て
聞
き
手
に
訴
え
か
け
る
場
合
も
あ
り
、

　﹁
い
つ
何
の
花
が
咲
い
た
の
か
？
﹂

と
聞
き
手
に
問
い
か
け
答
え
を
求
め
る
場
合
も
あ
り
、

　﹁
咲
い
た
桜
を
見
に
来
い
！
﹂

と
聞
き
手
に
強
制
的
に
命
令
す
る
場
合
ま
で
、
様
々
な
表
現
を

使
っ
て
聞
き
手
に
文
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ま
す
。

　﹁
係
り
結
び
﹂
が
表
す
﹁
強
調
﹂﹁
疑
問
・
反
語
﹂
は
、
こ
う

し
た
聞
き
手
へ
向
け
た
表
現
に
関
わ
る
も
の
で
、主
語
と
述
語
、

修
飾
語
と
被
修
飾
語
の
よ
う
な
、
文
の
内
部
の
構
成
に
関
わ
る

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
大
雑
把
に
い
え

ば
、
我
々
が
文
章
を
書
い
て
い
る
時
、
単
な
る
﹁
。﹂
で
結
ぶ

の
で
は
な
く
、﹁
！
﹂
や
﹁
？
﹂
を
付
け
て
相
手
に
訴
え
た
く

な
る
よ
う
な
気
持
ち
、
あ
る
い
は
、
話
し
て
い
る
時
に
声
に
抑

揚
を
つ
け
た
り
強
め
た
り
す
る
気
持
ち
を
、
古
語
で
は
﹁
係
り

結
び
﹂
な
ど
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先

ほ
ど
の
感
動
を
古
語
に
書
き
換
え
れ
ば
、
強
調
は

　﹁
い
と
い
み
じ
き
花
ぞ
咲
き
に
け
る
。﹂

と
い
う
係
り
結
び
の
文
に
、
疑
問
は

　﹁
い
つ
何
の
花
か
咲
き
に
け
る
。﹂

と
い
う
係
り
結
び
の
文
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
聞
き
手
に
対
す
る
働
き
か
け
が
も
っ
と
も
強
い
表
現
は
、
行

為
を
要
求
す
る
命
令
で
す
。
英
語
で
も
命
令
文
と
い
う
文
型
が

あ
る
よ
う
に
、
日
本
語
で
も
命
令
専
用
の
活
用
形
、
命
令
形
が

あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
回
答
を
要
求
す
る
疑
問
文
、
感
動
を
訴

え
る
感
嘆
文
も
、と
も
に
聞
き
手
に
強
く
働
き
か
け
る
表
現
で
、

英
語
で
も
平
叙
文
と
文
型
が
異
な
る
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
、

か
つ
て
は
﹁
係
り
結
び
﹂
が
、
現
在
で
は
﹁
か
、
ね
、
の
、
よ
、

ぞ
﹂
な
ど
の
終
助
詞
を
結
び
︵
文
末
︶
に
付
け
る
こ
と
で
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
活
用
表
で
見
る
と
、
働
き
か
け
が
一
番

弱
い
結
び
で
あ
る
終
止
形
と
、
最
強
の
命
令
形
の
間
に
、﹁
係

り
結
び
﹂
の
結
び
に
な
る
連
体
形
や
已
然
形
が
あ
る
の
も
興
味

深
い
で
す
ね
。
　

　
実
は
﹁
強
調
﹂
と
一
括
り
に
し
て
い
ま
す
が
、﹁
ぞ
・
な
む
・

こ
そ
﹂、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
働
き
か
け
の
気
持
ち
に
は
、
時
代

や
文
体
も
含
め
差
が
あ
り
ま
す
。﹁
疑
問
・
反
語
﹂
の
﹁
や
・
か
﹂

に
も
問
い
か
け
方
や
時
代
に
よ
る
差
が
あ
り
ま
す
。
次
回
は
こ

う
し
た
違
い
を
考
え
ま
す
。

古典文法に関するご質問をお寄せください。
→大修館HP内「WEB国語教室」からもお送りいただけます。

　https://www.taishukan.co.jp/kokugo/media/
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子
ど
も
の
頃
、「
お
利
口
さ
ん
」と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
、

ご
褒
美
が
待
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
人
に

な
っ
て
、「
利
口
に
立
ち
回
っ
て
い
る
」
な
ど
と
う
わ
さ

さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
人
望
を
失
っ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
覚
悟
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
す
。
面
倒
な
こ
と

は
他
人
に
押
し
付
け
、
う
ま
く
い
っ
た
ら
自
分
の
手
柄
、

失
敗
し
た
ら
知
ら
ん
顔
な
ん
だ
か
ら
│
│
な
ん
て
警
戒
さ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　「
利
口
」
は
も
と
も
と
口
の
利
き
方
が
う
ま
い
様
子
を

指
し
ま
す
。
頭
と
舌
の
回
転
の
速
さ
が
「
利
口
」
の
本
領

で
す
か
ら
、
本
質
を
見
極
め
、
的
確
な
判
断
を
下
す
「
聡

明
」
や
「
賢
明
」
と
比
べ
る
と
、
少
々
軽
薄
な
部
分
は
あ

り
ま
す
が
、「
利
口
」
と
い
う
語
そ
れ
自
体
は
褒
め
言
葉

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、「
立
ち
回
る
」
と
組
み
合
わ
さ
れ

る
と
、
非
難
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
際
立
ち
ま
す
。

　
言
葉
の
意
味
に
は
広
が
り
が
あ
り
、
使
い
方
、
受
け
取

り
方
次
第
で
、
褒
め
言
葉
に
も
な
れ
ば
、
陰
口
、
憎
ま
れ

口
に
も
な
り
ま
す
。

＊

　
も
と
の
意
味
は
中
立
的
で
も
、
よ
く
な
い
こ
と
の
比
喩

と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
も
あ
り
ま
す
。「
小
細
工
」
は
、

手
先
を
使
っ
て
す
る
こ
ま
ご
ま
と
し
た
細
工
を
言
い
ま

す
。「
小
細
工
が
で
き
る
」
の
は
優
れ
た
技
術
と
忍
耐
力

の
賜
物
で
す
。
し
か
し
、
目
先
を
ご
ま
か
す
だ
け
の
浅
は

か
な
策
略
を
た
と
え
る
比
喩
的
な
用
法
が
あ
る
こ
と
に
気

付
か
ず
、「
丁
寧
な
説
明
だ
っ
た
よ
。
な
か
な
か
小
細
工

が
う
ま
い
ね
」
な
ど
と
言
っ
た
ら
、
相
手
は
不
愉
快
な
思

い
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
金
銭
や
損
得
の
計
算
に
細
か
く
気
を
使
う
の
を
「
計
算

高
い
」
と
表
し
ま
す
。
足
し
算
、
引
き
算
で
は
な
く
、
状

「
小
細
工
が
う
ま
い
利
口
者
」っ
て

 

褒
め
た
つ
も
り
？

コトバのひきだし
　─ふさわしい日本語の選び方

第 9回

「WEB国語教室」連動

◉
日
本
新
聞
協
会
用
語
専
門
委
員
。
元
読
売
新
聞

東
京
本
社
編
集
委
員
。
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講

師
。
著
書
に
『
な
ぜ
な
に
日
本
語
』（
三
省
堂
）、

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の
敬
語
教
室
』（
集
英
社
）

な
ど
。『
明
鏡
国
語
辞
典

第
三
版
』
編
集
・
執

筆
協
力
者
。

関せ
き

根ね　

健け
ん

一い
ち
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況
を
判
断
し
て
、
そ
の
後
の
過
程
や
結
果
を
予
測
す
る
の

も
「
計
算
」
で
す
が
、「
計
算
高
い
経
営
者
」
な
ど
と
い

う
と
、
冷
酷
な
人
物
像
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

＊

　
四
季
折
々
の
草
花
が
楽
し
め
る
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
小
川

が
流
れ
る
音
と
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
│
│
そ
ん
な
と
き
の

決
ま
り
文
句
が
「
風
情
が
あ
る
」
で
す
。
日
本
人
の
美
的

趣
向
を
表
す
「
風
情
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
れ
自
体
、

味
わ
い
深
い
趣
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、「
〇
〇
風
情
」（
〇
〇
に
は
人
の
名
前
や
役
目
、

職
業
、
地
位
な
ど
が
入
り
ま
す
）
と
言
っ
た
と
き
は
、
そ
の

〇
〇
が
大
し
た
こ
と
が
な
い
、
つ
ま
ら
な
い
者
で
あ
る
と

い
う
意
味
を
表
し
ま
す
。「
私
風
情
が
〜
」
な
ら
謙
遜
す

る
気
持
ち
を
示
し
ま
す
が
、他
人
に
つ
い
て
使
う
場
合
は
、

そ
の
人
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊

　
文
章
を
書
く
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
持
つ
意

味
の
広
が
り
や
、
比
喩
的
な
用
法
な
ど
に
注
意
し
て
、
内

容
や
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
使
い
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
だ
ろ
う
と
適
当
に
組
み

合
わ
せ
て
文
章
を
作
る
と
、
不
快
な
思
い
を
さ
せ
た
り
、

傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
そ
ん
な
つ
も
り

な
ん
て
な
い
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
「
つ
も
り
」
が
表
れ

て
し
ま
っ
て
は
言
い
訳
は
利
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
た
び
、『
文
章
が
フ
ツ
ー
に
う
ま
く
な
る
　
と
っ

て
お
き
の
こ
と
ば
術
』
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。
書
き

手
の
意
思
・
考
え
が
き
ち
ん
と
読
み
手
に
伝
わ
る
文
章
を

書
く
た
め
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
、
言
葉
の
使
い
方
、
選

び
方
を
解
説
し
て
い
ま
す
。「
正
確
さ
」
と
「
分
か
り
や

す
さ
」
へ
の
目
配
り
に
加
え
、今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
「
ふ

さ
わ
し
さ
」の
観
点
か
ら
の
注
意
点
も
取
り
上
げ
ま
し
た
。

本
格
的
に
始
ま
る
新
指
導
要
領
の
「
書
く
」
活
動
の
参
考

に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。「
フ
ツ
ー
に
」
の
言
い
方
が
気

に
な
っ
た
方
も
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

関
根
健
一
［
著
］

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
四
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
一
七
六
〇
円
（
税
込
）

﹃
文
章
が
フ
ツ
ー
に
う
ま
く
な
る

 

と
っ
て
お
き
の
こ
と
ば
術
﹄

新
刊
！

仮
名
遣
い
、
類
語
、
接
続
表
現
、
慣
用
句
な
ど

「
書
く
」
た
め
の
基
本
を
対
話
形
式
で
解
説
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李り

廣こ
う

（
？
〜
前
一
一
九
）。
前
漢
文
帝
期
か
ら
武
帝
期
に
か
け
て
の

名
将
。
隴ろ

う

西せ
い

郡
成せ

い

紀き

県（
現
在
の
甘
粛
省
天
水
市
秦
安
県
）の
人
。
代
々

武
門
の
家
柄
で
、
匈
奴
と
の
七
十
余
度
に
わ
た
る
戦
い
で
功
名
を
立

て
、
と
り
わ
け
騎
射
を
得
意
と
し
た
た
め
、「
飛
将
軍
」
と
畏
怖
さ

れ
た
。
狩
り
に
出
た
折
に
、
虎
と
思
い
込
ん
で
射
た
石
に
矢
が
突
き

立
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
。
衛え

い

青せ
い

と
霍か

く

去き
ょ

病へ
い

が
大
挙
し
て

匈
奴
に
攻
め
込
ん
だ
折
に
別
動
隊
を
率
い
て
進
軍
し
た
が
、
道
に

迷
っ
て
約
束
の
期
限
に
遅
延
し
、
そ
の
責
任
を
負
っ
て
自
害
し
た
。

　
部
下
に
慕
わ
れ
る
人
柄
の
持
ち
主
で
、
そ
の
悲
劇
的
な
死
は
、「
桃

李
言も

の
いは

ざ
れ
ど
も 

下し
も 

自お
の
づ
から

蹊こ
み
ち

を
成
す
」
の
名
言
と
と
も
に
、
敵

味
方
を
問
わ
ず
惜
し
ま
れ
、
そ
の
不
遇
の
生
涯
は
、
司
馬
遷
に
ひ
と

き
わ
情
熱
の
こ
も
っ
た
伝
を
書
か
せ
る
に
至
っ
た
。
中
島
敦
の
小
説

で
有
名
な
李
陵
が
そ
の
孫
に
あ
た
る
こ
と
は
、広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　「
隴
西
の
李
氏
」は
天
下
に
名
だ
た
る
名
門
と
な
っ
た
。遥
か
後
代
、

唐
王
朝
を
建
国
し
た
李
氏
は
、
そ
の
出
自
が
鮮せ

ん

卑ぴ

系
の
貴
族
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
李
廣
の
子
孫
と
称
し
た
。
詩
人
李
白
の

出
自
も
、
い
わ
ゆ
る
「
胡
人
」（
西
域
の
非
漢
族
）
と
の
説
が
有
力
で

あ
る
が
、
彼
の
伝
記
に
は
、「
隴
西
の
李
氏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

中
国
の
説
話
「
人
虎
伝
」、
そ
れ
に
想
を
得
た
中
島
敦
の
小
説
「
山

月
記
」
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
主
人
公
は
「
隴
西
の
李
徴
」
で
あ
る
。

青
山
あ
り
！

　
中
国
祠
墓
紀
行
「WEB国語教室」連動

第
六
回
　
李り

廣こ
う

墓ぼ
�

（
甘か

ん

粛し
ゅ
く

省
天て

ん

水す
い

市
）

文
と
写
真
　
平ひ

ら

井い

　
徹

と
お
る

慶
應
義
塾
大
学
講
師
（
中
国
文
学
）

◆DATA
人物：李廣（？～B.C119）。前漢の名将。『史記』
巻109、『漢書』巻64に伝がある。

墓所：甘粛省天水市秦州区石馬坪（せきばへい）
アクセス：東京から ▶ 6.5h 西安（上海経由）
▶ 鉄道（隴海線）4h 天水

あわせて行きたい：伏羲（ふっき）廟、南郭寺杜
少陵祠（甘粛省天水市）、李氏故里（甘粛省定西
市隴西県）

天水

◉
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李
姓
を
名
乗
る
人
口
は
一
億
人
を
超
え
、
全
世
界
で
最
大
級
の
姓

と
さ
れ
て
い
る
。
李
氏
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
の
李
朝
、
果
て
は
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
リ
ー
・
ク
ワ
ン
ユ
ー
元
首
相
、
台
湾
の
李
登
輝
元
総
統
の

ル
ー
ツ
も
こ
の
地
だ
と
い
う
。
天
水
市
の
西
、
定て

い

西せ
い

市
隴
西
県
に
は

壮
麗
な
「
李
氏
故
里
」
が
整
備
さ
れ
、
世
界
中
の
李
氏
が
訪
れ
る
の

だ
そ
う
だ
。
ち
な
み
に
、か
つ
て
の
中
国
で
絶
対
視
さ
れ
て
い
た「
同

姓
不
婚
」
の
原
則
は
、
仮
に
同
姓
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
祖
先
か
ら
出

た
の
で
な
け
れ
ば
（「
同
姓
不
同
宗
」
と
い
う
）
許
容
さ
れ
て
い
た
。

　
市
街
地
の
南
、
文
山
山
麓
に
現
存
す
る
李
廣
墓
は
、
後
世
に
な
っ

て
築
か
れ
た
衣
冠
塚
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
わ
か
ら
な
い
が
、
清
の

乾け
ん

隆り
ゅ
う

年
間
に
は
同
地
に
墓
が
存
在
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
現

存
す
る
大
門
や
「
飛
将
佳
城
」
の
力
強
い
墨
痕
が
印
象
的
な
門
額
は

目
新
し
く
、
清
代
の
建
築
物
で
あ
る
享

き
ょ
う

殿で
ん

に
も
修
復
の
手
が
加
え
ら

れ
て
い
た
。
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
敷
地
の
奥
に
あ
る
衣
冠
塚
（
周
囲
の

長
さ
二
十
五
メ
ー
ト
ル
）
の
か
た
わ
ら
に
、「
中
華
民
国
三
十
三
年
十

一
月
一
日
立
碑
／
漢
将
軍
李
廣
之
墓
／
蔣
中
正
題
」
と
刻
ま
れ
た
、

方
形
の
煉
瓦
作
り
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
大
陸
で
は
稀
有
な
も
の
に

違
い
あ
る
ま
い
が
、
蔣
介
石
（
中
正
が
名
、
介
石
は
字
）
が
天
水
騎

兵
学
校
を
視
察
す
る
目
的
で
こ
の
地
を
訪
れ
た
際
に
揮
毫
し
、
墓
碑

建
立
を
託
し
た
の
だ
と
い
う
。
第
二
次
国
共
内
戦
の
前
夜
、
ひ
と
と

き
李
廣
の
墓
前
に
佇
ん
だ
彼
の
胸
中
に
去
来
し
た
の
は
、
い
っ
た
い

如
何
な
る
想
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

▲李廣墓入口

▲享殿

▲衣冠塚。手前の碑に刻まれた文字は蔣介石の筆
に成る

▲天水市内で見つけた「飛将武術培訓中心（飛将
武術訓練センター）」の看板。現地では今なお李
廣の末裔が武芸を伝承している
� （写真はすべて2007年撮影）
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一　

は
じ
め
に

　

令
和
四
年
度
か
ら
年
次
進
行
で
実
施
さ
れ
る
新

学
習
指
導
要
領
で
は
、必
修
科
目
が
「
国
語
総
合
」

か
ら
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
と
な
る
。

近
代
詩
の
授
業
は
、「
言
語
文
化
」
の
中
で
扱
う
こ

と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
る

の
が
良
い
か
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
定
番
と

思
わ
れ
る
詩
に
つ
い
て
、
語
句
の
意
味
や
解
釈
に

つ
い
て
は
、
研
究
が
進
ん
で
ほ
と
ん
ど
書
き
尽
く

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど

の
よ
う
に
詩
の
授
業
を
展
開
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
変
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
実
践
に
つ
い
て
情
報
を

交
換
し
、
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
今
後
も
大
切

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
教
科
の
目
標
の
三
つ
の

柱
「
知
識
及
び
技
能
」、「
思
考
力
、
判
断
力
、
表

現
力
等
」、「
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
」
を

意
識
し
て
考
え
て
み
た
い
。

二　

詩
の
授
業
の
方
針

　

詩
を
鑑
賞
す
る
授
業
で
は
、
ま
ず
、
先
入
観
な

し
に
作
品
に
対
峙
さ
せ
た
い
。特
に
文
語
詩
で
は
、

内
容
が
わ
か
ら
ず
、
と
ま
ど
う
生
徒
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
じ
っ
く
り
と
詩
の
内
容
を
考
え
さ

せ
た
い
。「
思
考
力
」
を
深
め
る
た
め
に
、重
要
だ

と
考
え
る
。
そ
し
て
、
適
切
な
問
い
を
投
げ
か
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
自
身
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
と
思
う
。

　

生
徒
は
、
知
識
と
し
て
覚
え
る
の
で
は
な
く
、

問
い
を
手
掛
か
り
に
作
品
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
自
ら
見
つ
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
面
白
さ
も
感

投稿

黒く
ろ

岩い
わ 

淳あ
つ
し

「
言
語
文
化
」で
近
代
詩
の
授
業
を
い
か
に
展
開
す
る
か

─「
甃
の
う
へ
」を
例
と
し
て

─

じ
ら
れ
て
く
る
と
考
え
る
。
そ
こ
に
、「
学
び
に
向

か
う
力
」
が
養
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

詩
は
、
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
て
、
な
ん
と
な

く
い
い
な
あ
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
人
も

い
る
。
確
か
に
感
じ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
、

一
方
で
、
言
葉
を
意
味
を
確
認
し
、
論
理
的
に
解

釈
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た
い
（
注
１
）。

三　

詩
の
授
業
の
展
開

　

詩
の
授
業
は
、
音
読
か
ら
入
る
。
範
読
の
後
、

斉
読
を
す
る
。
そ
し
て
、
短
い
詩
で
あ
れ
ば
、
ノ

ー
ト
に
書
写
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
あ
と
か
ら
書
き

込
み
が
で
き
る
よ
う
に
、
行
間
を
空
け
て
写
す
よ

う
に
指
示
す
る
。

　

そ
の
後
に
、
初
読
の
感
想
を
書
か
せ
る
。
こ
の

教材研究

福
岡
県
立
北
筑
高
等
学
校
教
諭
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初
読
の
感
想
を
書
か
せ
る
こ
と
で
、
生
徒
は
、
作

品
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
ぐ
に
、
解
説
本

に
た
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
力
で
作
品
と
向

き
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
意
識
さ
せ
た
い
と
思

う
。
自
分
の
力
で
、
ど
こ
ま
で
読
み
と
れ
る
か
、

自
覚
さ
せ
た
い
。

　

教
師
側
も
、初
読
の
感
想
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、

生
徒
が
作
品
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
こ
ま
で

読
み
取
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
授
業
を
組
み
立
て
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

四　

三
好
達
治
「 

甃
の
う
へ
」
の
授
業

　

具
体
的
に
、「
甃
の
う
へ
」
を
例
と
し
て
考
え
て

み
た
い
（
注
２
）。

（
１
）
こ
の
詩
で
生
徒
に
学
ば
せ
た
い
こ
と

【
内
容
】

　

晴
れ
渡
っ
た
春
の
日
、桜
の
花
が
舞
い
散
る
中
、

寺
の
境
内
を
談
笑
し
な
が
ら
少
女
が
行
き
す
ぎ

る
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
情
景
を
見
な
が
ら
作
者
は
自
分
の
影
を

見
つ
め
、
彼
女
た
ち
と
は
違
う
、
孤
独
な
自
分
を

感
じ
て
い
る
。

【
対
比
的
構
造
】

　

前
半
は
、
明
る
い
叙
景
、
後
半
は
、
孤
独
な
作

者
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
比
的

な
構
造
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
、「
瞳
を
あ
げ
て
」

い
る
「
を
み
な
ご
」
と
、
影
を
見
つ
め
る
、
つ
ま

り
下
を
向
い
て
い
る
作
者
と
の
対
比
も
含
ま
れ

る
。
ま
た
、
風
に
乗
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
散
る
桜

と
、
音
を
立
て
て
い
な
い
「
し
づ
か
」
な
風
鐸
も

対
比
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
表
現
技
巧
】

　
「
な
が
れ
」と
い
う
連
用
形
の
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
花
び
ら
が
風
に
乗
っ
て
散

る
様
子
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

【
文
法
】

「
う
ら
ら
か
の
」
形
容
動
詞
の
語
幹
の
用
法

「
し
づ
か
な
れ
ば
」已
然
形
＋「
ば
」の
確
定
条
件

「
あ
ゆ
ま
す
る
」
使
役
の
助
動
詞

（
２
）
問
い

１　

場
所
は
ど
こ
か
。

２　

季
節
・
天
候

・「
み
寺
の
春
を
す
ぎ
ゆ
く
な
り
」
の
主
語
は

何
か
。

・
春
を
表
す
も
の
は
何
か
。

・
天
気
は
ど
う
な
の
か
。

３　

登
場
人
物

・「
を
み
な
ご
」
と
は
何
か
。

・
を
み
な
ご
は
何
人
か
。

・「
影
を
あ
ゆ
ま
す
る
」
の
主
語
は
何
か
。

４　

構
成

・
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
何
か
。

５　

作
者
の
心
情
を
説
明
せ
よ
。

６　

感
覚
的
表
現

・
視
覚
的
な
も
の
を
指
摘
せ
よ
。

・
聴
覚
的
な
も
の
を
指
摘
せ
よ
。

７　

技
法

・
効
果
的
な
表
現
を
指
摘
せ
よ
。

・
リ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
を
指
摘
せ
よ
。

あ
は
れ
花
び
ら
な
が
れ

を
み
な
ご
に
花
び
ら
な
が
れ

を
み
な
ご
し
め
や
か
に
語
ら
ひ
あ
ゆ
み

う
ら
ら
か
の
跫
音
空
に
な
が
れ

を
り
ふ
し
に
瞳
を
あ
げ
て

翳
り
な
き
み
寺
の
春
を
す
ぎ
ゆ
く
な
り

み
寺
の
甍
み
ど
り
に
う
る
ほ
ひ

廂
々
に

風
鐸
の
す
が
た
し
づ
か
な
れ
ば

ひ
と
り
な
る

わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま
す
る
甃
の
う
へ
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ま
ず
、場
所
を
確
認
さ
せ
る
。「
み
寺
」
と
い
う

言
葉
は
す
ぐ
に
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
次
に
、「
季
節

は
い
つ
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
し
た
い
。
こ
の

問
い
は
大
切
で
あ
る
。
生
徒
は
、「
春
」
と
い
う
言

葉
に
目
を
止
め
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
み
寺
の
春
を0

す
ぎ
ゆ
く
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
「
み
寺
の
春
は0

す
ぎ
ゆ
く
な
り
」
の
意
味
に
と
り
、「
春
が
過
ぎ
て

い
く
」
と
と
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
ま

た
、「
み
ど
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
夏
で
は
な
い

か
と
考
え
て
し
ま
う
生
徒
も
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、次
に
「「
み
寺
の
春
を
す
ぎ
ゆ
く

な
り
」
の
主
語
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
有
効
で

あ
る
。「
み
寺
の
春
は0

」
で
は
な
く
「
み
寺
の
春

を0

」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
注
目
さ
せ

る
。
そ
う
す
る
と
、
前
に
あ
る
「
瞳
を
あ
げ
て
」

と
い
う
言
葉
か
ら
主
語
は
「
を
み
な
ご
」
で
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
花
」
が
桜
で
あ
る
こ
と
、「
流
れ
」
と

は
、
桜
が
散
っ
て
風
に
舞
う
様
子
を
表
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。

　

作
者
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
、「
思
考

力
、
判
断
力
」
を
つ
け
さ
せ
る
う
え
で
、
重
要
な

問
い
と
な
る
。
時
間
を
と
っ
て
、
ペ
ア
学
習
を
さ

せ
た
り
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
も
大

切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
が
、
ど
の
よ
う
な
作
者
の
心
情
を
表
し

て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
対
比
的
な

構
造
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
、
ま
ず
、
登
場
人
物
を
確
認
さ
せ
る
。

　
「
を
み
な
ご
」は
何
人
か
と
い
う
問
い
も
大
切
で

あ
る
。「
語
ら
ひ
あ
ゆ
み
」と
い
う
言
葉
か
ら
複
数

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
そ
し
て
、
対
照
的

な
も
の
は
何
か
を
問
う
の
で
あ
る
。

　
「
わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま
す
る
」の
主
語
が
作
者

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
そ
の
自
分
の
影
を
見

つ
め
て
い
る
思
い
に
迫
ら
せ
る
。
前
半
の
明
る
い

少
女
の
様
子
が
印
象
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
対
照
的

な
作
者
の
孤
独
感
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
構

造
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
詩
の

魅
力
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
比
較

　
「
思
考
力
、
判
断
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、

他
の
作
品
と
比
較
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
有
効
で

あ
ろ
う
。

　

小
川
和
佑
氏
の
実
践
で
は
、
万
葉
集
の
「
春
の

苑
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と

め
」
や
唐
詩
選
に
あ
る
劉
廷
芝
の
「
白
頭
を
悲
し

む
翁
に
代
る
」
の
次
の
一
節
を
紹
介
し
て
い
る
（
注
３
）。

　

洛
陽
城
東
桃
李
の
花

　

飛
び
来
り
飛
び
去
つ
て
誰
が
家
に
か
落
つ
る

　

洛
陽
の
女
児
顔
色
を
惜
し
む

　

行ゆ
く
ゆ

く
落
花
に
逢
う
て
長
く
嘆
息
す

　

今
年
花
落
ち
て
顔
色
改
ま
り

　

明
年
花
開
い
て
復
た
誰
か
在
る

　

そ
し
て
、「
甃
の
う
へ
」
と
共
通
す
る
詩
情
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
、「
昭
和
の
詩
の
中
に
伝
統
的
な

詩
情
を
回
復
さ
す
詩
人
と
し
て
の
三
好
達
治
と
い

甃
の
う
へ　
　
　
　
　
　

三
好
達
治

場
所　

み
寺　

季
節　

春    

花
び
ら
（
桜
）
流
れ

天
気　

う
ら
ら
か
（
晴
れ
）

　
　
　

翳
り
な
き

人
物　

を
み
な
ご
（
複
数
）
語
ら
ひ　

　
　
　
　
　

 

※
華
や
か   （
明
）

　
　

 

【
視
線
】
上
向
き
（
瞳
を
挙
げ
て
）

　
　
　

⇔

　
　
　

作
者　
　

ひ
と
り　
　
　

　
　
　

風
鐸　

し
づ
か
な
れ
ば

　
　
　
　
　

わ
が
身
の
影
を
あ
ゆ
ま
す使
る役

　
　

 

【
視
線
】
下
向
き     （
暗
）

板書・スクリーン
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う
評
価
も
生
ま
れ
て
く
る
」
と
す
る
。

　

小
川
氏
は
、「
甃
の
う
へ
」
の
説
明
の
補
足
と
し

て
、
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
生
徒
に
比
較

さ
せ
、
共
通
点
と
相
違
点
を
考
え
さ
せ
て
も
良
い

で
あ
ろ
う
。
共
通
点
と
し
て
、
花
の
下
の
乙
女
と

い
う
場
の
雰
囲
気
が
指
摘
で
き
る
が
、
相
違
点
と

し
て
、
作
者
の
「
孤
独
感
」
の
有
無
を
指
摘
す
る

生
徒
が
出
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
４
）
主
体
的
、
対
話
的
方
法

　

教
師
の
一
方
的
な
問
い
や
説
明
と
な
れ
ば
、
単

調
に
な
っ
て
し
ま
が
ち
で
あ
る
。
生
徒
が
主
体
的

に
読
ん
で
い
こ
う
と
す
る
機
会
、
ま
た
、
そ
の
読

み
を
主
体
的
に
発
言
す
る
よ
う
な
機
会
を
設
定
す

る
必
要
が
あ
る
（
注
４
）。

ま
た
生
徒
同
士
が
対
話
す
る
機

会
も
設
け
た
い
。
特
に
作
者
の
心
情
な
ど
は
、
隣

の
生
徒
も
し
く
は
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
る

機
会
を
設
定
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
ろ
う
。

（
５
）
鑑
賞
文

　

学
習
の
後
に
は
、
鑑
賞
文
を
書
か
せ
た
い
。
そ

の
際
、題
を
つ
け
さ
せ
る
。「
作
者
の
表
現
し
た
か

っ
た
こ
と
」「
描
か
れ
た
情
景
」「
表
現
上
の
特
色
」

「
な
ぜ
『
甃
の
う
へ
』
と
い
う
題
な
の
か
」
な
ど
、

具
体
的
に
い
く
つ
か
示
し
て
、
生
徒
に
書
き
た
い

テ
ー
マ
を
選
ば
せ
る
と
よ
い
。

（
６
）
他
の
詩
の
紹
介

　

同
じ
作
者
の
詩
を
紹
介
し
て
、
詩
人
の
理
解
を

深
め
さ
せ
る
。
ま
た
、
便
覧
を
利
用
し
て
詩
人
の

生
涯
に
も
目
を
向
け
さ
せ
た
い
。

五　

評
価

　

評
価
の
観
点
と
し
て
、
内
容
を
理
解
で
き
た
か

と
い
う
点
を
確
認
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

主
体
的
に
発
言
で
き
た
か
、
ま
た
記
述
で
き
た
か

と
い
う
点
も
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
き
た
い
。

六　

終
わ
り
に

　

韻
文
学
習
の
大
切
さ
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
韻
文
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
が

あ
る
（
注
５
）。

多
様
な
韻
文
に
親
し
ま
せ
、
時
に
は
創
作

活
動
も
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
の
豊
か

さ
に
触
れ
さ
せ
、
生
徒
に
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て

文
学
に
親
し
み
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
授
業
を

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
が
、「
学
び
に
向
か

う
力
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

注
１
：
小
田
迪
夫
氏
は
、「
詩
は
多
義
性
を
生
命
と
す
る
表

現
」
で
あ
り
、
散
文
を
解
釈
す
る
よ
り
も
大
き
な
思
考
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

詩
の
分
析
的
理
解
に
も
と
づ
く
論
理
的
解
釈
は
「
明
晰
に

思
考
す
る
力
す
な
わ
ち
論
理
的
思
考
力
と
、
そ
れ
と
表
裏

を
な
す
論
理
的
表
現
力
を
高
め
る
学
習
」
と
し
て
、
そ
の

効
果
が
期
待
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。「
論
理
的
思
考
力

を
育
て
る
詩
の
指
導
」『
月
刊
国
語
教
育
』
一
九
九
六
年

十
二
月
号
（
東
京
法
令
出
版
）

注
2
：
小
川
和
佑
氏
は
、
授
業
の
前
半
、
次
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
る
。
①
音
読　

②
区
切
れ
（
前
半
と
後
半
）
を
考

え
さ
せ
る
。
③
省
略
語
の
説
明
（
花
び
ら
﹇
が
﹈
な
ど
）

④
最
終
行
の
「
あ
ゆ
ま
す
る
」
の
文
法
説
明
⑤
「
甃
」
の

表
記
の
説
明
⑥
「
を
み
な
ご
」
の
説
明
⑦
連
用
中
止
形
の

説
明
⑧
視
覚
的
な
も
の
に
聴
覚
的
な
も
の
が
加
わ
る
こ

と
の
説
明
（
以
下
略
）『
近
代
詩
の
教
え
方
』（
関
良
一
編
・

右
文
書
院
・
一
九
七
六
年
）

　

原
崎
孝
氏
は
、
こ
の
詩
の
お
さ
え
る
べ
き
特
徴
と
し
て

次
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
①
文
体
が
、
古
語
か
ら
現

代
語
に
ま
で
続
い
て
い
る
、
和
文
脈
、
あ
る
い
は
雅
語
の

ひ
び
き
の
あ
る
よ
う
な
語
の
つ
な
が
り
方
。
②
イ
メ
ー
ジ

の
つ
な
が
り
方
。（
な
が
れ
、
つ
な
が
り
、
重
な
り
）
③

情
緒
的
な
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
主
観
的
な
視
点
よ
り

も
、
む
し
ろ
客
観
的
な
映
像
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
典
雅
な

雰
囲
気
が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
。『
国
語
教
材
研

究
講
座　

高
等
学
校
現
代
文　

中
巻　

詩
・
短
歌
・
俳
句
』

（
有
精
堂
・
一
九
八
三
年
）

注
3
：『
近
代
詩
の
教
え
方
』
一
七
三
頁

注
4
：
中
島
義
道
氏
は
、
発
言
し
な
い
学
生
の
問
題
を
取
り

上
げ
、
そ
の
原
因
を
考
察
し
、
対
話
を
す
る
こ
と
の
重
要

性
を
指
摘
し
て
い
て
、
大
変
参
考
に
な
る
。『〈
対
話
〉
の

な
い
社
会
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
・
一
九
九
七
年
）

注
5
：
今
ま
で
、
特
に
「
連
歌
」
に
つ
い
て
、
教
材
化
を
考

え
て
き
た
。
拙
著
『
連
歌
と
国
語
教
育
』（
溪
水
社
・
二

〇
一
二
年
）『
連
歌
の
息
吹
』（
溪
水
社
・
二
〇
一
六
年
）

『
連
歌
を
楽
し
む
』（
溪
水
社
・
二
〇
二
〇
年
）
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い
わ
ゆ
る
「
文
章
術
」
と
は
、
少

し
違
う
。
文
章
を
書
く
と
き
に
知
っ

て
お
き
た
い
言
葉
の
知
識
、
す
な
わ

ち
「
こ
と
ば
術
」
を
教
え
て
く
れ
る

一
冊
で
あ
る
。

本
文
は
可
愛
ら
し
い
動
物
た
ち
の

気
楽
な
会
話
形
式
。
14
の
レ
ッ
ス
ン

か
ら
成
り
、
漢
字
と
仮
名
の
書
き
分

け
、
仮
名
遣
い
や
送
り
仮
名
の
ル
ー

ル
、
和
語･

漢
語･

外
来
語
の
印
象

や
効
果
、
接
続
詞
の
選
び
方
な
ど
、

多
様
な
話
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

「
文
章
を
書
く
こ
と
が
ゴ
ー
ル
な

の
に
、
漢
字
や
仮
名
の
使
い
方
か
ら

解
説
す
る
の
か
！
」
と
驚
い
た
が
、

読
み
進
め
る
う
ち
に
理
解
し
た
。「
こ

と
ば
術
」
と
は
、
情
報
や
自
分
の
思

い
を
伝
え
る
際
の
、
読
み
手
に
対
す

る
気
遣
い
の
技
術
な
の
だ
。
読
み
手

に
合
わ
せ
て
言
葉
や
表
記
を
吟
味
す

る
、
読
み
手
と
の
間
に
誤
解
が
生
じ

な
い
よ
う
に
正
し
く
言
葉
を
使
う
、

そ
の
よ
う
な
気
遣
い
が
で
き
れ
ば
、

確
か
に
文
章
は
上
達
す
る
だ
ろ
う
。

各
レ
ッ
ス
ン
の
最
後
に
は
ポ
イ
ン

ト
の
ま
と
め
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
問
題
も

あ
り
、
中
高
生
の
「
書
く
」
た
め
の

ガ
イ
ド
と
し
て
最
適
で
あ
る
。
新
指

導
要
領
の
授
業
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
で
活
用
で
き
る
は
ず
だ
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の

蔓
延
か
ら
す
で
に
２
年
が
経
過
し
て

い
る
。
こ
の
間
に
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
」
も
授
業
方
法
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
生
徒
一
人
に
一
台
の
タ
ブ
レ

ッ
ト
Ｐ
Ｃ
配
布
、
デ
ジ
タ
ル
教
材
の

授
業
で
の
活
用
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

教
育
な
ど
、
こ
れ
ま
で
予
定
さ
れ
て

い
た
路
線
と
は
別
の
形
で
、
奇
し
く

も
教
育
現
場
の
デ
ジ
タ
ル
化
は
急
速

に
進
ん
だ
。
こ
れ
は
不
安
定
・
不
確

実
・
複
雑
・
あ
い
ま
い
の
時
代
と
い

わ
れ
る
一
例
と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
入
り
、
本
書

は
今
後
の
教
育
の
あ
り
方
を
、
十
年

先
の
技
術
の
進
歩
を
予
測
し
な
が

ら
、五
つ
の
戦
略
と
し
て
提
案
す
る
。

た
と
え
ば
、
教
育
現
場
の
様
々
な
場

面
で
Ａ
Ｉ
が
導
入
さ
れ
業
務
の
効
率

化
が
促
進
さ
れ
た
。
そ
の
先
に
は
、

こ
れ
ま
で
授
業
で
行
わ
れ
て
き
た
知

識
の
効
率
的
な
教
授
も
、
い
ず
れ
は

個
々
の
学
習
者
デ
ー
タ
に
基
づ
き
Ａ

Ｉ
が
担
う
こ
と
に
な
る
と
本
書
は
予

測
す
る
。
そ
の
結
果
、
授
業
で
の
教

師
の
役
割
も
変
化
し
て
い
く
と
解
説

す
る
。

予
測
し
に
く
い
教
育
現
場
の
デ
ジ

タ
ル
化
に
備
え
、
読
ん
で
お
き
た
い

一
冊
で
あ
る
。

Ａ
Ｉ
×
デ
ー
タ
時
代
の「
教
育
」戦
略

渡
部
信
一 

著

四
六
判
・
並
製
・
二
〇
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
一
七
六
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
木
村
悦
行

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
四
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
一
七
六
〇
円
（
税
込
）

評
者
＝
中
楠　

玲

文
章
が
フ
ツ
ー
に
う
ま
く
な
る

と
っ
て
お
き
の
こ
と
ば
術

関
根
健
一 

著

060-061_117-22_etsuran-shitsu.indd   60 2022/03/15   16:21

大修館書店の新刊紹介

えつらん室

61 えつらん室　大修館書店の新刊紹介

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
と
防
災
教
育

│
│
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る
た
め
の
自
然
理
解

藤
岡
達
也 

著

い
ま
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
文
字
を
見
か

け
な
い
日
は
な
い
が
、
持
続
可
能
な

社
会
の
実
現
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た

17
の
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の

人
が
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ゴ
ー
ル
達
成
の
た
め
の
169
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
は
「
気
候
変
動
や
災
害
へ

の
暴
露
や
脆
弱
性
を
軽
減
」「
災
害
に

よ
る
死
者
や
被
災
者
数
の
大
幅
削

減
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
実
は

防
災
教
育
の
目
標
と
も
重
な
っ
て
い

る
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
か
ら
防
災
教

育
を
見
直
す
と
、
そ
の
可
能
性
と
必

要
性
が
理
解
で
き
る
と
い
う
観
点
で

編
ま
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

災
害
を
も
た
ら
す
自
然
現
象
に
つ

い
て
は
豊
富
な
図
版
を
用
い
て
解
説

さ
れ
て
い
る
が
、
知
識
を
得
る
こ
と

が
減
災
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、

景
勝
地
の
多
く
が
自
然
現
象
＝
災
害

に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
こ
と
を
知
る

こ
と
で
、
自
然
の
二
面
性
も
理
解
で

き
る
し
つ
ら
え
に
な
っ
て
い
る
。

持
続
可
能
な
社
会
と
は
、
地
球
上

の
す
べ
て
の
人
間
が
安
全
か
つ
人
間

ら
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る

社
会
と
も
い
え
る
。
人
と
自
然
の
か

か
わ
り
を
学
ぶ
防
災
教
育
を
通
し
、

そ
う
し
た
社
会
を
構
築
で
き
る
可
能

性
を
感
じ
る
一
冊
で
あ
る
。

評
者
＝
御
神
渡　

歩

英
語
と
い
う
と
つ
い
腰
が
引
け
て

し
ま
う
の
だ
が
、
国
語
同
様
「
こ
と

ば
」
を
扱
う
教
科
と
し
て
、
英
語
科

で
は
ど
う
い
う
理
念
で
何
を
教
え
て

い
る
の
か
知
っ
て
お
く
こ
と
は
、
と

て
も
役
に
立
つ
。
何
し
ろ
生
徒
は
同

時
期
に
国
語
と
英
語
、
両
方
の
授
業

を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
い

う
目
で
本
書
を
読
む
と
、
実
に
さ
ま

ざ
ま
な
気
づ
き
が
得
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
英
語
を
母
語
に
し
て

い
る
人
は
世
界
の
5.2
％
し
か
い
な
い

が
、
世
界
の
学
校
現
場
で
最
も
大
勢

の
人
が
学
ん
で
い
る
言
語
は
英
語

だ
。
だ
か
ら
英
語
で
話
す
相
手
は
英

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
四
二
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
四
二
〇
円
（
税
込
）

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
〇
八
ペ
ー
ジ

定
価
＝
二
二
〇
〇
円
（
税
込
）

米
人
と
は
限
ら
な
い
こ
と
。

英
語
学
習
は
母
語
で
あ
る
日
本
語

が
ど
う
い
う
特
色
を
持
つ
こ
と
ば
か

を
考
え
る
鏡
に
な
る
こ
と
。
幼
児
は

必
ず
し
も
親
の
真
似
を
し
て
こ
と
ば

を
覚
え
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
（
こ

れ
に
は
か
な
り
ビ
ッ
ク
リ
し
た
）。母

語
は
日
本
語
で
も
英
語
で
も
ロ
シ
ア

語
で
も
似
通
っ
た
過
程
で
獲
得
す
る

が
、
外
国
語
の
獲
得
は
個
人
差
が
あ

る
こ
と
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

学
部
生
ま
で
が
対
象
な
た
め
か
、

具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
要
点
を
お
さ
え

た
説
明
は
と
て
も
分
か
り
や
す
く
、

言
語
学
入
門
と
し
て
も
お
勧
め
だ
。

評
者
＝
松
原
綾
子

白
畑
知
彦 

著

英
語
教
師
が
お
さ
え
て
お
き
た
い

こ
と
ば
の
基
礎
的
知
識
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国
語
に
関
す
る
世
論
調
査

　

文
化
庁
は
９
月
24
日
、
令
和
２
年
度
の
「
国
語

に
関
す
る
世
論
調
査
」
を
公
表
し
た
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
マ
ス
ク
を
つ
け
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
や
、
ビ
デ
オ
会
議
・
Ｗ

Ｅ
Ｂ
通
話
に
関
す
る
調
査
も
行
わ
れ
、
マ
ス
ク
を

着
け
て
い
る
状
態
の
会
話
は
着
け
て
い
な
い
時
と

「
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
」
者
は
62
・
４
％
だ

っ
た
。
変
わ
る
点
に
つ
い
て
は
「
声
の
大
き
さ
に

気
を
付
け
る
よ
う
に
な
る
」
が
74
・
１
％
と
最
も

多
か
っ
た
。

　

な
お
、
本
年
か
ら
調
査
方
法
が
変
更
さ
れ
（
対

面
式
か
ら
郵
送
式
へ
）、
以
前
と
直
接 

 

比
較
は
で
き
な
い
。

令
和
４
年
度
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
実
施

　

２
０
２
２
年
１
月
15
・
16
日
の
２
日
間
、
大
学

入
学
共
通
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

　

志
願
者
は
53
万
３
６
７
人
で
、
昨
年
よ
り
４
８

７
８
人
減
。
実
際
の
受
験
者
は
48
万
８
３
８
４
人

（
追
・
再
試
験
含
）
で
前
年
よ
り
４
２
７
０
人
減
、

受
験
率
は
92
・
08
％
だ
っ
た
。

　

１
／
15
・
16
の
本
試
験
受
験
者
は
48
万
６
８
４

８
人
。
追
試
験
、
再
試
験
等
を
受
け
た
者
は
１
５

国語・教育に関わる情報と
授業に役立つ話題を集めました。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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　教育行政関係
文科省、教員免許更新制の発展的解消
を盛り込んだ「審議まとめ」を了承
（11/15）
「こども家庭庁」創設に向けて基本方針
を閣議決定（12/21）
文科省、わいせつ教員防止法運用指針
案公表（12/22）
令和４年度大学入学共通テスト実施
（1/15,16）
国大協「2024年度以降の国立大学の
入学者選抜制度—国立大学協会の基本
方針—」の公表（1/28）
文科省「教育進化のための改革ビジョ
ン」を公表（2/25）

　国語関係・時事
「国語に関する世論調査」結果公表（9/24）
ノーベル文学賞はアブドゥルラザク・
グルナ氏（10/7）
新潮社で森鷗外直筆原稿など明治・大
正の文豪の資料発見（10/15）
瀬戸内寂聴死去。99歳（11/9）
「今年の漢字」は「金」（12/13）
芥川賞は『ブラックボックス』（砂川文
次）、直木賞は『塞

さい

王
おう

の楯
たて

』（今村翔吾）、
『黒牢城』（米澤穂信）が受賞。（1/19）
石原慎太郎死去。89歳（2/1）

国語の 2021.9〜2022.2
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３
６
人
（
15
・
16
日
の
本
試
験
に
加
え
て
受
け
た

者
も
含
む
。
昨
年
の
追
・
再
試
験
者
は
１
４
８
９

名
）。

　

国
語
の
平
均
点
は
１
１
０
・
２
６
点
（
２
０
０

点
満
点
。
前
年
よ
り
７
・
25
点
低
下
）、
受
験
率
は

94
・
６
％
。
得
点
調
整
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
刺
傷
事
件

や
問
題
流
出
、
津
波
警
報
に
伴
う
試
験
中
止
（
１

会
場
）
な
ど
の
異
例
の
状
況
に
も
見
舞

わ
れ
た
。

２
０
２
４
年
度
以
降
の
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

　

１
月
28
日
、
国
立
大
学
協
会
は
「
２
０
２
４
年

度
以
降
の
国
立
大
学
の
入
学
者
選
抜
制
度
│
国
立

大
学
協
会
の
基
本
方
針
│
」
を
公
表
し
た
。

　

２
０
２
４
年
度
よ
り
、
国
立
大
の
大
学
入
学
共

通
テ
ス
ト
を
用
い
た
入
試
は
「
情
報
」
が
加
わ
り
、

原
則
と
し
て
「
５
教
科
７
科
目
」
か
ら
「
６
教
科

８
科
目
」
を
課
す
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
は
、
新
学
習
指

導
要
領
下
で
学
ん
だ
学
生
が
受
験
す
る
２
０
２
４

年
度
実
施
分
か
ら
「
情
報
」
を
加
え
７
教
科
21
科

目
に
再
編
さ
れ
る
（
現
状
は
６
教
科
30
科
目
）。

　

ま
た
、
以
下
の
点
が
変
更
さ
れ
る
。

○
試
験
終
了
時
刻
の
10
分
繰
り
下
げ
。

〇「
情
報
」
の
新
設
（
試
験
時
間
60
分
）。

〇
国
語
の
問
題
数
増
加
、
試
験
時
間
90
分
に
。

〇
理
科
が
一
つ
の
時
間
帯
に
統
合
。　

〇 『
数
学
Ⅱ
、
数
学
Ｂ
、
数
学

Ｃ
』は
試
験
時
間
70
分
に
。

「
教
育
進
化
の
た
め
の
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
」

　

文
部
科
学
省
は
、
２
月
25
日
、
初
等
中
等
教
育

段
階
の
教
育
政
策
の
改
革
方
針
を
示
す
「
教
育
進

化
の
た
め
の
改
革
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
公
表
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
き
っ
か
け

に
、
生
活
様
式
の
変
化
や
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
中

で
、
具
体
的
な
進
め
方
な
ど
の
方
針
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
「
令
和
の
日
本
型
教
育
」
の
具
体
的

な
進
め
方
を
、
二
つ
の
基
本
理
念
と
四

つ
の
柱
の
形
で
示
し
て
い
る
。

研
究
会
・
展
覧
会
だ
よ
り

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会　

第
１
４
２
回
大
会

［
日
時
］２
０
２
２
年
５
月
28
日（
土
）・
29
日（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催

全
国
漢
文
教
育
学
会　

第
37
回
大
会

［
日
時
］２
０
２
２
年
５
月
28
日（
土
）・
29
日（
日
）

［
場
所
］東
京
学
芸
大
学
（
詳
細
未
定
）

�

没
後
50
年
・
日
本
近
代
文
学
館
開
館
55
周
年　

�

川
端
康
成
展

［
会
期
］２
０
２
２
年
４
月
２
日
〜
６
月
11
日

［
場
所
］日
本
近
代
文
学
館

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
て
、
開
催

の
延
期
、
中
止
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
へ
の
変
更
な
ど

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
学
会
・
研
究
会
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

日
本
語
学
会
２
０
２
２
年
度
春
季
大
会

［
日
時
］２
０
２
２
年
５
月
14
日（
土
）・
15
日（
日
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催

日
本
方
言
研
究
会　

第
１
１
４
回
研
究
発
表
会

［
日
時
］２
０
２
２
年
５
月
21
日（
土
）

［
場
所
］オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
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詩
の
作
品
、
大
募
集
！

詩
人
の
和
合
亮
一
先
生
に
よ
る
連
載

「
詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ
」
で
は
、
高
校

生
に
よ
る
詩
の
創
作
作
品
を
募
集
い
た

し
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
作
品

は
、
和
合
先
生
に
選
ん
で
い
た
だ
き
、

優
れ
た
も
の
を
連
載
の
中
で
ご
紹
介
し

ま
す
。
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
方
に
は
、

大
修
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
！

「
大
修
館
書
店
『
国
語
教
室
』
係
」
ま

で
、
奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

　
営
業
だ
よ
り
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編
集
室

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
最
中
、「
巣
ご
も
り
」
な
る
言
葉
が

生
ま
れ
た
。
元
来
出
不
精
な
の
で
、
休
日
は
好
き
な
読
書
に
時
間
を
費
や

す
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
世
間
で
も
「
巣
ご
も
り
」
に
よ
り
読
書

が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
先
日
、
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
。
読
書
家

で
知
ら
れ
る
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
若
者
か
ら
「
ど
ん
な
本
を
読
め

ば
よ
い
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
る
と
い
う
。
答
え
は
「
自

分
の
興
味
を
持
っ
た
本
な
ら
ば
何
で
も
よ
い
」
と
の
こ
と
。
人
に
尋
ね
る

の
で
は
な
く
自
ら
興
味
・
関
心
を
持
っ
た
本
を
読
め
ば
知
識
も
身
に
つ
き

読
書
の
幅
も
広
が
る
そ
う
だ
。
若
者
の
読
書
離
れ
が

続
く
中
、「
巣
ご
も
り
」
が
読
書
の
し
か
た
を
考
え
直

す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

 

東
海
支
店
　
高
橋
昌
弘

　
昨
年
10
月
に
入
社
し
先
生
方
へ
ご
挨
拶
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
教
材

の
話
、
授
業
の
話
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
そ
の
中
で
、
自
分
が
高
校
で
学
ん
だ
国
語
の
こ
と
も
、
し
み
じ
み

と
思
い
返
し
ま
し
た
。
小
説
や
評
論
を
通
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
の
魅
力

や
語
彙
を
学
び
ま
し
た
。
国
語
教
材
は
、
そ
の
内
容
を
通
じ
て
読
者
が
も

つ
国
語
の
興
味
の
扉
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
数
多
く
の
執
筆
者
の
言
語
セ

ン
ス
や
語
彙
が
私
た
ち
の
脳
裏
に
残
り
続
け
ま
す
。
そ
れ
が
表
現
力
と
な

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

国
語
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
に
今
の
自
分
の
仕
事
を

助
け
ら
れ
て
い
る
と
実
感
す
る
日
々
で
す
。
今
後
と

も
ご
指
導
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

北
海
道
支
店
　
宮
本
研
一
郎

あ
る
日T

w
itter

で
、「
い
つ
か
学
園
モ
ノ

の
ア
ニ
メ
で
も
、『
論
理
国
語
』
と
か
『
文
学

国
語
』
を
勉
強
し
て
い
る
シ
ー
ン
が
出
て
く

る
の
か
な
」
と
い
う
ツ
イ
ー
ト
を
発
見
し
ま

し
た
。
た
し
か
に
、
国
語
の
科
目
名
っ
て
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
出
て
く
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
。
小
説
で
も
、
例
え
ば
村
上
春
樹

の
「
ウ
ィ
ズ
・
ザ
・
ビ
ー
ト
ル
ズ
」
に
は
、

「
現
代
国
語
」の
副
読
本
を
音
読
す
る
シ
ー
ン

が
あ
り
ま
す
。
国
語
の
科
目
名
は
、
世
代
を

表
す
ひ
と
つ
の
指
標
な
の
か
も
。

表
現
す
る
こ
と
や
お
互
い
に
伝
え
合
う
こ

と
も
重
視
さ
れ
る
、
新
し
い
国
語
。
自
分
が

高
校
生
だ
っ
た
と
き
の
国
語
は
、「
あ
の
文
章

を
読
ん
だ
と
き
、あ
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
な
」、

と
い
う
ふ
う
に
思
い
返
す
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
は
「
あ
の
と
き
、
グ
ル
ー
プ

で
す
っ
ご
く
深
い
話
し
合
い
を
し
た
な
」「
あ

の
小
説
の
展
開
に
か
な
り
詳
し
く
な
っ
た
な
」

「
あ
ん
な
気
持
ち
で
プ
レ
ゼ
ン
を
し
た
な
」

…
…
と
い
う
ふ
う
に
も
思
い
返
さ
れ
て
い
く

の
で
し
ょ
う
か
。
卒
業
後
に
思
い
出
さ
れ
る

「
国
語
の
授
業
」
の
姿
も
、き
っ
と
ど
ん
ど
ん

変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。新
課
程
、

い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
で
す
。（
原
）
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