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り
、
暗
記
型
の
仕
事
で
は
な
く
、
探
究
型
の
仕
事
に
就
け
ば
い

い
だ
け
の
話
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
た
め
に
は
学
校
に
い
る
と

き
か
ら
探
究
型
の
発
想
法
や
行
動
に
慣
れ
る
必
要
が
あ
る
。

で
も
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
暗
記
型
の
授
業
を
続
け
て
き
た
先

生
や
生
徒
の
み
な
さ
ん
に
、「
は
い
、
今
日
か
ら
探
究
型
の
授

業
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
切
り
替
え
ら
れ

ま
せ
ん
よ
ね
。

私
は
こ
こ
７
年
ほ
ど
、
探
究
型
の
授
業
を
実
践
し
て
き
ま
し

た
。
自
分
で
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
を
設
立
し
、
現
場
で
試
行
錯
誤

を
重
ね
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
探
究
型
の
授
業
に

つ
い
て
、
私
な
り
の
コ
ツ
を
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と

言
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
第
一
に
、
暗
記
を
ゼ
ロ
に
し
て
、
何
も
覚
え
な
く
て
も

い
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
探
究
学
習
を
す
る
場

合
も
、
基
礎
と
な
る
知
識
は
必
要
で
す
。
基
本
的
な
漢
字
が
書

け
た
り
、
百
人
一
首
を
覚
え
た
り
し
て
、
悪
い
わ
け
が
あ
り
ま

せ
ん
。
最
低
限
の
暗
記
は
し
て
も
い
い
の
で
す
。

次
に
、
誰
し
も
子
供
の
頃
は
、
い
っ
ぱ
い
遊
ん
だ
は
ず
で
す

が
、
そ
の
遊
び
心
を
思
い
出
し
て
み
て
、
と
い
う
こ
と
。
探
究

心
は
遊
び
心
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
私
は
た
く
さ
ん

の
取
材
を
通
じ
て
知
り
ま
し
た
が
、
探
究
心
旺
盛
な
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
者
の
多
く
は
、
子
供
の
心
の
ま
ま
大
人
に
な
り
、
学
問

の
世
界
で
真
剣
に
遊
び
続
け
て
い
る
人
々
な
の
で
す
。

え
え
と
、
趣
味
で
好
き
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
は
、
強
制

さ
れ
な
く
て
も
、
自
然
と
楽
し
く
学
び
ま
す
よ
ね
？

あ
る
い

は
、
試
験
前
に
急
に
好
き
な
小
説
を
読
み
た
く
な
っ
た
り
、
ゲ

ー
ム
を
や
り
た
く
な
っ
た
り
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

そ
れ
こ
そ
が
探
究
な
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
窮
屈
な
授
業
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
っ
て
、
み

ん
な
が
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
に
な
っ
た
と
き
こ

そ
、
み
な
さ
ん
は
探
究
型
の
授
業
に
移
行
で
き
た
の
だ
と
私
は

思
い
ま
す
。

私
の
授
業
で
は
、生
徒
を
５
〜
８
名
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、

論
理
パ
ズ
ル
の
解
き
方
を
発
表
し
て
も
ら
っ
た
り
、
ル
ー
ビ
ッ

ク
キ
ュ
ー
ブ
で
競
っ
た
り
し
ま
す
が
、
哲
学
や
科
学
の
文
章
の

意
味
を
み
ん
な
で
「
解
読
」
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

み
ん
な
が
楽
し
く
笑
い
な
が
ら
文
章
の
意
味
を
考
え
、
自
由

に
意
見
を
述
べ
合
い
、
面
白
い
創
作
を
発
表
で
き
た
ら
、
そ
れ

は
立
派
な
探
究
授
業
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
勉
強
が
苦
し
か
っ
た
の
は
、
意
味
の
な
い
暗
記
が

多
か
っ
た
せ
い
。
で
も
こ
れ
か
ら
は
、
遊
び
の
延
長
線
上
に
あ

る
探
究
で
勉
強
も
楽
し
く
な
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
の
台

頭
は
、
決
し
て
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歓
迎
す
べ

き
変
化
だ
と
思
う
の
で
す
。

"* ͷ಄ͳͲɺ目·͙Δ͘͠มԽ͢Δݱࣾձɻ
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「
探
究
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、

反
対
語
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
の
が
一
番
。
探
究
の
反
対
語
は

「
暗
記
」
で
す
。
変
化
し
続
け
る
社
会
情
勢
の
中
に
お
い
て
、

探
究
と
暗
記
と
い
う
二
つ
の
行
為
が
反
対
の
意
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

な
ぜ
、
探
究
と
暗
記
が
反
対
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
か
と
言
え
ば
、
第
四
次
産
業
革
命
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
、
と

り
わ
け
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
が
台
頭
し
、
こ
れ
ま
で
人
間
が
や

っ
て
き
た
仕
事
を
受
け
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
Ａ
Ｉ

は
「
暗
記
」
が
得
意
中
の
得
意
。
世
界
一
、
暗
記
力
が
あ
る
人

間
よ
り
も
、Ａ
Ｉ
の
ほ
う
が
た
く
さ
ん
正
確
に
暗
記
で
き
ま
す
。

で
も
、
い
ま
の
Ａ
Ｉ
に
は
「
自
我
」（
言
い
換
え
る
と
、
意

識
や
心
）
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
Ａ
Ｉ
は
探
究
が
苦
手
な
の

で
す
。
探
究
と
は
、
自
分
で
考
え
、
深
く
追
究
す
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
自
我
を
持
た
な
い
Ａ
Ｉ
は
、
命
令
さ

れ
た
計
算
を
や
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
日
本
に
限
ら
ず
、
世
界
中
で
、
学
校
の
テ
ス
ト

や
受
験
に
お
い
て
、
暗
記
力
が
試
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
勉
強
法
だ
と
、

社
会
に
出
て
か
ら
Ａ
Ｉ
に
仕
事
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
考

え
の
も
と
、探
究
学
習
を
取
り
入
れ
る
国
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
流
れ
は
誰
に
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
お
い
て
、
人
間
よ
り
も
Ａ
Ｉ
が
や
っ
た
ほ

う
が
コ
ス
ト
が
下
が
る
、
と
い
う
仕
組
み
が
あ
り
、
コ
ス
ト
を

下
げ
続
け
な
い
と
企
業
が
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

私
に
は
12
歳
に
な
る
娘
が
い
ま
す
が
、
こ
こ
10
年
ほ
ど
、
Ａ

Ｉ
技
術
の
最
前
線
を
取
材
し
な
が
ら
、
ど
う
や
っ
た
ら
娘
が
社

会
に
出
て
も
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
な
い
の
か
を
必
死
に
考
え
て
き
ま

し
た
。

私
の
結
論
は
単
純
で
し
た
。
Ａ
Ｉ
と
同
じ
土
俵
で
戦
お
う
と

す
る
か
ら
Ａ
Ｉ
に
仕
事
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
な
ら

ば
、
Ａ
Ｉ
が
苦
手
な
仕
事
を
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
。
つ
ま
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け
て
い
る
う
ち
、
ふ
と
相
手
が
口
に
し
た
ひ
と
こ
と
で
、
不
意

に
視
野
が
開
け
る
こ
と
も
あ
る
。
小
さ
な
、わ
ず
か
な
言
葉
が
、

受
け
手
に
と
っ
て
は
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
決
定
的
な
指
標
に
も

な
り
う
る
の
だ
が
、
口
に
し
た
当
人
は
、
単
な
る
思
い
つ
き
で

あ
っ
て
十
分
に
考
え
抜
い
た
表
現
で
は
な
い
と
言
う
か
も
し
れ

な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
本
当
で
あ
っ
て
も
、
寸
評
の
切
れ
味
と

即
効
性
は
、
ど
れ
だ
け
の
言
葉
を
体
内
に
寝
か
せ
て
き
た
の
か

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
言
葉
と
言
葉
を
つ
な
ぐ
未
発
見
の
経
路

を
ど
れ
だ
け
内
蔵
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
効
き
目
が
ち
が
っ
て

く
る
。
無
意
識
の
発
言
で
あ
っ
て
も
、
い
や
、
無
意
識
の
発
言

だ
か
ら
こ
そ
、
言
語
化
と
い
う
過
程
へ
の
向
き
合
い
方
が
露
わ

に
な
る
の
だ
。
人
に
伝
え
得
た
ひ
と
こ
と
は
、
結
局
、
自
分
の

た
め
に
時
間
を
か
け
て
育
て
て
き
た
思
考
の
か
け
ら
な
の
で
あ

る
。と

す
れ
ば
、
絵
画
や
音
楽
作
品
に
つ
い
て
の
想
い
を
言
葉
で

他
者
に
伝
え
る
こ
と
と
、
言
葉
で
書
か
れ
た
小
説
や
詩
歌
な
ど

か
ら
得
た
感
動
や
つ
ま
ず
き
を
語
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
、
本

質
的
な
差
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
語

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
す
ぐ

に
解
き
明
か
せ
な
い
感
情
を
辛
抱
強
く
煮
詰
め
て
言
葉
に
変
え

る
作
業
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

体
験
は
そ
の
つ
ど
身
体
に
染
み
こ
ん
で
、
小
さ
な
池
を
つ
く

る
。
池
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
い
い
。
や
が
て
そ
の
水
を
汲
み
出

す
た
め
の
言
葉
が
縁
に
添
え
ら
れ
る
。
読
書
と
は
、
こ
う
し
た

体
験
と
感
覚
の
池
を
自
分
の
な
か
に
い
く
つ
も
こ
し
ら
え
て
い

く
作
業
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
池
と
池

を
水
路
で
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。最
初
は
運
河
に
な
り
、

そ
れ
が
自
然
な
川
の
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
な
が
い
時
間
が

か
か
る
。
急
が
ず
あ
わ
て
ず
、
体
の
い
い
時
間
短
縮
と
効
率
の

誘
惑
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
点
と
点
を
結
ぶ
流
れ
が
で
き
た
あ

と
も
、
周
り
に
取
り
残
さ
れ
た
池
に
対
す
る
注
視
を
怠
ら
な
い

こ
と
が
望
ま
し
い
。
川
が
ゆ
る
や
か
に
蛇
行
し
、
湾
曲
部
分
が

土
砂
の
堆
積
で
分
離
さ
れ
て
三
日
月
湖
が
で
き
て
も
、
最
初
か

ら
点
在
し
て
い
た
池
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
力
が
そ
こ
に
宿
っ

て
い
る
可
能
性
を
棄
て
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

口
頭
で
な
に
げ
な
い
ひ
と
こ
と
を
発
す
る
土
台
は
、
こ
ん
な

ふ
う
に
徐
々
に
整
備
さ
れ
る
。
自
分
の
感
覚
が
言
葉
と
し
て
共

有
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
今
度
は
書
く
こ
と
へ
の
通
路
が

開
か
れ
る
。
書
く
こ
と
も
ま
た
、
池
と
池
の
連
結
を
目
指
す
息

の
長
い
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
が
読
む
こ
と
を
さ
ら
に
豊
か
に
し

て
い
く
。
こ
の
幸
福
な
循
環
を
裁
ち
切
っ
て
は
な
ら
な
い
。
本

を
読
み
、
読
ん
で
書
き
、
ま
た
読
ん
で
言
葉
と
対
話
し
た
想
い

を
人
に
伝
え
よ
う
。
際
限
の
な
い
こ
の
沃
野
に
身
を
委
ね
る
喜

び
が
、
自
分
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
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言
葉
で
表
現
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
存
在
価
値
の
あ
る
分
野
の

作
品
に
接
し
た
と
き
、
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
想
い
を
野
放
し
に

し
な
い
で
、
な
ん
と
か
心
の
う
ち
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
考

え
る
の
は
、
ご
く
ふ
つ
う
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
枚
の

絵
の
前
に
立
っ
て
、描
か
れ
て
い
る
対
象
を
ひ
た
す
ら
見
つ
め
、

そ
こ
か
ら
漂
っ
て
く
る
色
彩
の
香
り
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
二
次

元
の
音
楽
に
耳
を
傾
け
る
。
な
に
が
そ
の
絵
を
絵
と
し
て
あ
ら

し
め
て
い
る
の
か
を
厳
し
く
考
え
な
く
て
も
、
そ
こ
で
味
わ
っ

た
感
覚
を
忘
れ
た
く
な
い
、
な
ん
と
か
記
憶
に
と
ど
め
た
い
と

願
う
心
の
動
き
が
大
切
な
の
だ
。

た
だ
し
、
記
憶
に
と
ど
め
る
器
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は

直
接
的
な
身
体
感
覚
を
と
も
な
う
記
憶
。
も
う
ひ
と
つ
は
そ
こ

か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
選
び
取
っ
た
言
葉
。
前
者
は
一
種
の

触
媒
と
言
っ
て
も
い
い
。
あ
と
か
ら
出
会
っ
た
べ
つ
の
作
品
が

過
去
の
記
憶
の
一
部
と
化
学
反
応
を
起
こ
し
、
眼
前
の
絵
に
対

し
て
抱
き
つ
つ
あ
る
想
い
と
二
重
写
し
に
な
る
。
す
る
と
、
以

前
は
気
づ
か
な
か
っ
た
部
分
が
鮮
明
に
見
え
て
き
て
、
よ
み
が

え
っ
て
き
た
絵
の
ど
こ
に
惹
か
れ
て
い
た
の
か
を
自
問
す
る
貴

重
な
機
会
と
な
る
だ
ろ
う
。
体
験
は
こ
う
し
て
生
き
直
さ
れ
、

来
る
べ
き
反
応
に
備
え
て
貯
蔵
さ
れ
る
。

重
要
な
の
は
、
自
分
の
な
か
に
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
く
ら

反
芻
し
て
も
、
留
め
置
か
れ
た
個
人
の
体
験
を
そ
の
ま
ま
の
形

で
外
に
出
し
、
他
者
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
な

が
ら
、
そ
れ
を
伝
え
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
言
葉
に
頼
る
し
か

な
い
。
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
を
他
者
と

共
有
す
る
た
め
に
言
葉
を
用
い
る
と
い
う
の
は
な
ん
と
も
大
き

な
矛
盾
だ
が
、
そ
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
伝
達
も
共
有

も
継
承
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
よ
か
っ
た
、
あ
れ
は
よ
か
っ

た
と
相
槌
と
同
意
に
近
い
感
想
を
述
べ
あ
い
、
互
い
の
印
象
を

肯
定
し
あ
う
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
た
ら
、
ど
こ
が
ど
う
よ
か
っ

た
の
か
が
明
確
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
対
話
を
つ
づ
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と
い
う
枠
組
み
で
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

共
感
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
各
々
が
ど
ん
な
枠
組
み

を
通
し
て
見
て
い
る
か
が
分
か
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
理

解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
、
思
考
の
枠

組
み
を
学
び
、
見
方
を
広
げ
る
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
で
す
。

「
絵
を
見
る
技
術
」
で
は
、
絵
か
ら
情
報
を
読
み
取
る
た
め

の
基
本
的
な
枠
組
み
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
ま
す
。
漫
然
と

見
て
い
る
と
き
、
人
は
意
外
な
ほ
ど
い
ろ
ん
な
情
報
を
見
落
と

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
見
る
た
め
の
枠
組
み
が
複
数
あ
る
と

知
っ
て
い
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
絵
か
ら
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
自
分
が
ど
う
い
う
枠
組
み
で
見
て
い
る

か
を
客
観
視
し
、
見
方
を
変
え
た
い
と
き
は
意
識
的
に
別
の
枠

組
み
で
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

一
方
で
、
感
覚
的
な
見
方
も
大
事
に
し
た
い
と
思
う
の
も
当

然
で
す
。
感
覚
的
な
見
方
と
は
一
人
の
人
間
が
余
計
な
こ
と
を

考
え
ず
、
自
分
の
感
覚
を
総
動
員
し
、
絵
を
全
体
と
し
て
受
け

止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
見
方
の
問
題
は
、

ど
ん
な
視
点
で
見
て
い
る
の
か
不
明
瞭
に
な
り
が
ち
で
、
自
分

と
他
者
の
感
想
が
違
っ
て
い
た
ら
、
自
分
は
ズ
レ
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
少
し
不
安
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
自
分
の
感
覚
を
守
り
育
む
た
め
に
、
論

理
的
に
見
る
技
術
が
大
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

論
理
的
な
見
方
の
良
さ
は
、「
分
け
て
見
る
」
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
絵
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
何
が
描
か
れ
て
い
る

の
か
、
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
分
け
て
見
る
、

そ
し
て
、
自
分
の
見
方
と
人
の
見
方
を
分
け
て
見
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

違
う
意
見
に
遭
遇
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
は
ど
う
い
う
枠
組

み
で
見
て
い
る
の
か
、と
考
え
て
み
る
こ
と
で
す
。
あ
わ
せ
て
、

自
分
は
ど
こ
に
着
眼
し
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
枠
組
み
で
見

て
い
る
の
か
分
析
し
て
み
る
の
で
す
。
そ
の
過
程
で
漠
然
と
し

た
不
安
の
正
体
が
分
か
り
、
そ
れ
を
解
消
す
る
道
筋
も
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

感
覚
的
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
も
論
理
的
な
側
面
は

あ
り
、
逆
も
し
か
り
で
す
。
む
し
ろ
補
完
し
あ
っ
て
高
め
合
う

性
質
の
も
の
で
し
ょ
う
。

教
室
は
、
先
生
や
他
の
人
た
ち
の
意
見
に
触
れ
る
機
会
に
も

な
り
、
そ
の
よ
う
な
訓
練
の
場
と
し
て
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
場
に
多
様
性
が
あ
る
ほ
ど
、
学
ぶ
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

違
う
意
見
が
出
る
ほ
ど
、
互
い
に
新
し
い
枠
組
み
を
獲
得
し
、

そ
れ
だ
け
見
方
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て

同
時
に
、
自
分
だ
け
の
感
覚
・
意
見
と
い
う
も
の
が
よ
り
は
っ

き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
。
皆
さ
ん
が
そ
れ
を
大
切

に
温
め
て
い
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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Λͱ͓ͯ͠հɻയવͱʮݟΔʯͷͰͳ͘ɺ
͔ͬ͠Γͱʮ؍ʯ͢Δ͜ͱͷେ͞Λઆ͘ɻ

ʢh ཧޠࠃ ʤɦࠃ ���ʥʣ

「ֆΛݟΔٕज़」

006-007_119-16_Essay-akita.indd   7 2023/03/14   20:17

6国語教室　第119号　2023年4月

「
モ
ナ・リ
ザ
」で
論
理
的
思
考
？

秋あ
き

田た

麻ま

早さ

子こ

Ұ

ࣣ

ớ
ত

ޒ
Ұ
Ờ

ੜ
·
Ε
Ố

ඒ
ज़
࢙
ݚ
ڀ
Ո
Ốࣥ
ච
活
ಈ

ߨ
࠲
の

։
࠵
を
ͱ
͓
し
て
ỏਓ
ʑ
͕
ࣗ

の
ݴ

༿
Ͱ
ܳ
ज़

ඒ
に
ͭ
͍
て
語
Ε
る
Α

͏
ỏֆ
を
ݟ
る
ٕ
ज़
を

め
る
Ố
ஶ
ॻ

に
ứ
ֆ
を
ݟ
る
ٕ
ज़
Ừ
ͳ
Ͳ
͕
͋
る
Ố

「
論
理
国
語
」
に
な
ぜ
絵
画
の
見
方
が
出
て
く
る
の
か
と
、

疑
問
に
思
っ
た
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。
絵
画
の
話
に
な
る
と
、

感
覚
的
な
も
の
だ
と
思
い
が
ち
で
す
。
論
理
的
な
思
考
は
言
葉

や
数
式
で
行
う
も
の
で
、
直
観
的
に
把
握
す
る
絵
画
の
世
界
と

は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
芸

術
作
品
に
つ
い
て
理
屈
っ
ぽ
い
話
を
す
る
の
は
野
暮
だ
と
感
じ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
「
論
理
国
語
」
で
「
絵
を
見
る
技
術
」
を
取
り
上
げ
る

ね
ら
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
絵
画
に
限
ら
ず

図
版
一
般
か
ら
情
報
を
抽
出
す
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と
、そ
し
て
、

思
考
の
枠
組
み
に
つ
い
て
学
び
、
も
の
の
見
方
を
広
げ
る
と
い

う
こ
と
も
、
ね
ら
い
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ひ
と
つ
目
の
ね
ら
い
は
と
も
か
く
、
あ
と
の
ね
ら
い
は

す
ぐ
に
は
ピ
ン
と
来
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
有
名
な
絵
を
例
に
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
作
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
と

い
う
絵
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
絵
に
対
し
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
こ

と
を
感
じ
、
思
い
、
考
え
ま
す
か
？

ま
た
、
他
の
人
の
意
見

を
聞
い
た
と
き
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
か
？

あ
る
人
は
「
世
界
一
有
名
な
絵
」、
別
の
人
は
「
ル
ネ
サ
ン

ス
時
代
の
傑
作
」
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
暗
い
」

「
怖
い
」「
不
気
味
」
と
言
う
人
も
、「
売
っ
た
ら
高
そ
う
」
と

言
う
人
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
は
全
て
違
う
意
見
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
観
点
で
見
て
い
る
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。

言
い
換
え
る
と
、
違
う
枠
組
み
で
見
て
い
る
の
で
す
。

最
初
の
意
見
は
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
が
歴
史
的
・
社
会
的
に
ど

う
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
か
、と
い
う
枠
組
み
で
見
て
い
て
、

次
は
歴
史
的
・
技
術
的
枠
組
み
で
見
て
い
ま
す
。「
暗
い
」「
怖

い
」「
不
気
味
」
は
、
絵
の
色
合
い
や
人
物
の
表
情
な
ど
に
対

す
る
感
想
で
、
造
形
的
・
図
像
的
な
枠
組
み
を
通
し
て
感
じ
ら

れ
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
最
後
は
、
金
銭
に
交
換
可
能
な
価
値
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が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
現
手
段
と
締
切
り
が
な
け
れ
ば
、
せ

っ
か
く
の
内
面
も
形
を
取
り
得
な
い
。

中
学
、
高
校
の
あ
い
だ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
毎
月
短
歌
を
送
り

続
け
、
浪
人
生
に
。
人
生
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
き
の
ほ
う

が
何
か
を
表
現
し
た
く
な
る
も
の
で
、
浪
人
の
と
き
こ
そ
歌
を

作
り
た
い
気
持
ち
が
強
か
っ
た
が
、
そ
こ
は
一
年
間
我
慢
。
晴

れ
て
大
学
生
と
な
り
、
二
十
一
歳
の
と
き
に
応
募
し
て
新
人
賞

を
受
賞
し
た
三
十
首
の
一
連
に
入
っ
て
い
た
の
が
、『
新
編
文

学
国
語
』
に
掲
載
し
て
い
た
だ
い
た
こ
の
一
首
で
あ
る
。

今
日
君
と
目
が
合
い
ま
し
た
指
先
に
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
が

溜
ま
る
気
が
し
た

『
日
輪
』
永
田

紅

「
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
」
は
神
経
伝
達
物
質
で
あ
る
。
生
命
科

学
を
や
り
た
く
て
農
学
部
に
進
ん
だ
の
で
、『
細
胞
の
分
子
生

物
学
』
な
ど
の
教
科
書
を
読
み
、
出
会
っ
た
言
葉
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
ド
キ
ッ
と
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
る
と
き
、
私
は
手
の
ひ

ら
か
ら
指
先
へ
か
け
て
、
何
か
緊
張
の
よ
う
な
感
覚
が
走
る
。

「
君
」
と
目
が
合
っ
た
と
き
の
そ
の
よ
う
な
感
じ
を
、
指
の
先

に
神
経
伝
達
物
質
が
溜
ま
る
よ
う
だ
、
と
表
現
し
た
く
な
っ
た

の
だ
っ
た
。
本
当
に
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
が
溜
ま
る
の
か
ど
う
か

は
知
ら
な
い
。
科
学
的
根
拠
の
あ
る
歌
で
は
な
い
。
た
だ
、
ア

セ
チ
ル
コ
リ
ン
と
い
う
言
葉
の
響
き
に
惹
か
れ
、
心
の
動
き
に

伴
っ
て
神
経
細
胞
間
の
シ
ナ
プ
ス
に
物
質
が
放
出
さ
れ
る
イ
メ

ー
ジ
を
体
感
し
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
生
ま
れ
た
歌
だ
っ
た
。

理
解
し
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
専
門
用
語
も
、
詩
の
一

部
と
し
て
取
り
入
れ
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
。

「
う
れ
し
い
」「
悲
し
い
」
と
い
う
一
般
的
な
形
容
詞
を
使
わ

ず
に
、
そ
れ
ら
を
ど
う
表
現
す
る
か
。
感
情
は
、
は
じ
め
か
ら

は
っ
き
り
と
分
か
り
や
す
い
形
で
存
在
す
る
も
の
ば
か
り
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
表
現
し
て
ゆ
く
中
で
、
輪
郭
を
も
っ
て
く
る

も
の
の
ほ
う
が
多
い
。「
悲
し
い
」
を
表
現
し
た
一
首
が
で
き

て
も
、
そ
の
下
の
層
に
は
さ
ら
に
別
の
悲
し
み
が
あ
る
。
剝
が

し
て
ゆ
く
た
び
、
表
現
し
て
ゆ
く
た
び
に
新
し
い
感
情
の
相
が

現
れ
る
。
表
現
を
耕
し
な
が
ら
、
開
拓
し
な
が
ら
、
自
分
の
心

に
出
会
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

短
歌
は
飛
躍
と
省
略
の
文
芸
な
の
で
、
解
釈
が
難
し
い
こ
と

も
多
い
。
本
来
、
作
品
の
読
み
方
に
正
解
、
不
正
解
は
な
い
は

ず
だ
が
、
試
験
に
出
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
正
誤
が
設
定
さ
れ
る

の
も
致
し
方
な
い
。
け
れ
ど
、
気
晴
ら
し
に
教
科
書
を
ぱ
ら
ぱ

ら
と
眺
め
る
と
き
に
は
、「
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
け
ど
、
何

か
い
い
な
」「
意
味
は
わ
か
ら
な
く
て
も
し
び
れ
る
」
と
い
う

緩
さ
と
無
責
任
さ
で
、楽
し
ん
で
も
ら
う
の
が
一
番
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
教
科
書
の
一
首
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
で
も
作
っ
て

み
よ
う
か
な
と
思
っ
て
も
ら
え
た
な
ら
、作
者
冥
利
に
尽
き
る
。

十
代
の
歌
は
、
十
代
の
と
き
に
し
か
作
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

தౡΈΏ͖͔Βʮ࠘Վʯ·Ͱɻݱ͔Βۙɺ
ΛḪΓͳ͕Βɺ࿀͢Δ৺Λ͏ͨ͏࣌యͱݹ
ɻݩՎΛूΊͨ୯ࢻͷࠓݹ

ʢh ৽ฤçจֶޠࠃ ʤɦจࠃ ���ʥʣ

単元「恋のうた」

008-009_119-25_Essay-nagata.indd   9 2023/03/14   20:20

8国語教室　第119号　2023年4月

「
ア
セ
チ
ル
コ
リ
ン
」の
響
き

永な
が

田た

紅こ
う

Վ
ਓ
ỏࡉ
๔
ੜ

学
ݚ
ڀ
ऀ
Ố
ژ

େ

学
ಛ

ॿ
教
Ố

の
Ӭ
ా


ỏ
の

Տ

༟
ࢠ
ỏܑ
の
Ӭ
ా
३

Վ
ਓ
Ố
Վ

ू
に
ứ

ྠ
Ừứ
य़
の
ݦ
ඍ
ڸ
Ừ
ͳ
Ͳ
Ố

短
歌
を
作
り
始
め
た
の
は
、
中
学
に
入
る
前
の
春
休
み
だ
っ

た
。
二
歳
年
上
の
兄
が
、
な
ぜ
か
「
俺
、
歌
を
作
る
」
と
言
い

出
し
た
の
に
く
っ
つ
い
て
、
私
も
始
め
た
。
両
親
が
歌
人
な
の

で
、小
さ
な
こ
ろ
か
ら
短
歌
や
歌
集
は
身
近
な
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
れ
以
前
に
実
際
に
作
っ
た
の
は
、
小
学
校
の
宿
題
の
一
首
く

ら
い
の
も
の
だ
っ
た
。

兄
と
ふ
た
り
、
父
が
主
宰
し
て
い
た
短
歌
会
に
入
会
し
た
。

毎
月
送
ら
れ
て
く
る
雑
誌
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
は
原
稿
用
紙
が

綴
じ
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
十
首
を
書
い
て
選
者
に
送
る
。

ミ
シ
ン
目
を
切
り
離
す
と
き
の
ち
ょ
っ
と
わ
く
わ
く
す
る
感
じ
、

そ
し
て
自
分
の
歌
の
何
首
か
が
活
字
に
な
っ
て
誌
上
に
載
っ
た

と
き
の
う
れ
し
さ
が
、
作
歌
の
原
点
だ
ろ
う
。

何
で
も
か
ん
で
も
、指
折
り
五
七
五
七
七
に
乗
せ
て
い
っ
た
。

新
し
い
表
現
手
段
を
得
る
と
、
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た

も
の
が
見
え
始
め
る
。
歌
の
題
材
に
な
ら
な
い
か
な
と
、
窓
を

流
れ
る
雨
滴
の
様
子
、電
車
の
風
圧
で
揺
れ
る
沿
線
の
ス
ス
キ
、

陽
に
透
け
る
木む

く
げ槿

の
葉
っ
ぱ
を
見
つ
め
た
。
た
ぶ
ん
、
歌
を
作

ろ
う
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
漠
然
と
視
界
を
過
ぎ
て
い
く
だ
け
の

景
だ
ろ
う
。
歌
一
首
を
作
る
だ
け
で
、
記
憶
に
付
箋
が
つ
く
。

実
感
し
た
の
は
、言
葉
は
「
逃
げ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

湯
舟
や
布
団
の
中
で
い
い
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
つ
き
、
あ
と
で
一

首
に
仕
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
て
も
、
お
風
呂
を
出
た
と
き
、

翌
朝
目
覚
め
た
と
き
に
は
、
そ
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
は
跡
形

も
な
く
消
え
て
い
る
。
二
度
と
再
現
で
き
な
い
口
惜
し
さ
。

だ
か
ら
、
何
か
新
し
い
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
つ
く
と
、
授
業
中

で
も
プ
リ
ン
ト
の
裏
に
書
き
留
め
る
よ
う
に
し
た
。
言
葉
の
断

片
を
自
分
の
内
に
溜
め
込
む
こ
と
は
、
表
現
の
基
礎
体
力
に
な

る
。
そ
し
て
ま
た
、
人
の
詩
歌
の
断
片
を
自
分
の
内
に
溜
め
込

む
こ
と
も
、
世
界
を
こ
の
上
な
く
面
白
く
見
せ
て
く
れ
る
。

定
期
的
に
締
切
り
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
案
外
大
事
な
こ
と

だ
っ
た
。
自
分
は
何
か
す
ば
ら
し
い
も
の
を
表
現
で
き
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
う
若
い
漠
然
と
し
た
思
い
や
情
熱
、
衝
迫
感

Essayエッセイ
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こんなňおࠔりŉɺײじていませんかʁ
お困り① 新課程の授業をさらに工夫したい
ɾ比べ読みって、どう扱えばいいの？ʦ現の国語ʧ→ p.ø2

ɾ「すɾฉく」の授業をもっとൃ׆にするには？ʦ現の国語ʧ→ p.øü

ɾ現ɾݹɾをうまく༥߹して扱う方๏は？ʦݴ語文Խʧ→ p.øÿ

ɾ「文学国語」の「ॻく͜と」の授業、どΜな෩に進めていったらよい？
ʦ文学国語ʧ→ p.2ø

お困り② 必修科目の時間が足りなかった
ɾ「現の国語」での「す͜とɾฉく͜と」のఆண、େৎ？　ʦཧ国語ʧ→ p.24

ɾ小આやӆ文をどうやって教える？「ݴ語文Խ」で文学まで手がճらなかったʜ
ʦ文学国語ʧ→ p.2þ

ɾ「現の国語」での「ॻく͜と」のఆண、େৎ？　ʦཧ国語ʧ→ p.ú÷

お困り③ 授業の工夫でさまざまな教材を扱いたい
ɾ「文学国語」では、ධ教材をどのように扱ったらよい？　ʦ文学国語ʧ→ p.úú

ɾ「ݹయ探ڀ」をཤ修しないと、ݹ文ɾ文を扱えない？　ʦ文学国語ʧ→ p.úý

ɾ文学教材を׆༻して「ཧ国語」の読みをਂめるには？　ʦཧ国語ʧ→ p.úĀ

010-011_119-21_tokushu-tobira.indd   11 2023/03/14   20:20
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ಛू　新課程のお困り大解決！
2022 年度から新課程の必修科目の授業が開始され、いよいよ 2023 年
度からは選択科目の授業が始まります。
「比べ読みってどう扱えばいいの？」「必修科目で文学教材を扱う時間が足
りなかった！」など、新課程の国語授業について、高校現場の先生方から
多く寄せられた疑問やお困りの声を受けて、解決のヒントとなる授業実践
案をご紹介いたします。

ʲΞϯέʔτʳ৽՝ఔޠࠃͷ࣮ଶௐࠪ
「手探りの状態で新課程の授業をスタート
したけれど、ほかの学校ではどのように進
めているのだろう？」　と、気にされてい
る先生も多いのではないでしょうか。小誌
では、新課程に関するアンケートを実施し、
集計結果を掲載しています。新課程の授業
の組み立てやカリキュラム作成のご参考に
していただければ幸いです。→ p.42

010-011_119-21_tokushu-tobira.indd   10 2023/03/14   20:20
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単
元
に
置
か
れ
た
二
つ
の
教
材
は
、
対
人
関
係
と
自
己
の
あ
り

か
た
を
扱
っ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
前
者
は
精

神
科
医
の
立
場
か
ら
「
空
気
を
読
む
」
関
係
の
中
で
自
己
を
築
く

現
代
人
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
小
説
家
が

自
身
の
執
筆
活
動
で
限
界
を
感
じ
た
「
個
人
」
と
い
う
概
念
か
ら

「
分
人
」
へ
の
シ
フ
ト
を
提
唱
し
て
い
る
点
で
異
な
り
ま
す
。「
学

習
の
ポ
イ
ン
ト
」
は
両
教
材
共
通
と
な
っ
て
お
り
比
較
の
観
点
が

示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
通
読
し
、
主
張
と
段
落
構
成

を
簡
単
に
確
認
し
た
後
で
比
べ
読
み
に
無
理
な
く
移
行
で
き
ま

す
。
な
お
主
張
の
違
い
の
整
理
（
ポ
イ
ン
ト
3
）
に
は
、
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
の
よ
う
な
ベ
ン
図
や
表
を
使
っ
て
視
覚
化
す
る
と
理

解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

■
Ҋ
ᶄ
⽅
શ
͘
ಉ
͡
ς
ồ
Ϛ
で
ච
ऀ
͕
ҟ
ͳ
Δ
も
の
Ỗ
ứ
Ո
क
៉

ᩀ
Ừ
ධ
「
Ͳ
Ε
͘
Β
͍
の
ෆ
ࢥ
ٞ
·
で
人
は
ڐ
ͤ
Δ
の
͔
」ớ
খ


༸
ࢠ
Ờ̫
「
ҟ
ք
の
も
の
ͨ
ͪ
͕
͓
ỳ
ͱ
Γ
ͱ
ָ
͠
͛
ʹ
」ớ


্
߂
ඒ
Ờ

こ
れ
ら
は
第
６
単
元
の
「
魅
力
的
な
紹
介
文
を
書
く
」
の
参
考

資
料
で
す
が
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
女
性
小
説
家
が
同
じ
作
品
を
紹
介

し
て
い
る
た
め
比
べ
読
み
の
教
材
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
作

品
に
つ
い
て
、
前
者
は
「
ど
れ
く
ら
い
ま
で
人
は
許
せ
る
の
か
、

と
い
う
不
思
議
の
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
み
た
小
説
」、
後

者
は
自
然
の「
わ
か
ら
な
い
部
分
を
怪
異
の
姿
に
な
ぞ
ら
え
て
語
」

る
物
語
の
系
譜
と
評
し
て
い
ま
す
が
、
紹
介
の
重
点
は
、
読
者
は

ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
読
め
ば
よ
い
か
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
態
度

で
書
い
て
い
る
か
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。

ま
ず
個
別
に
読
む
段
階
で
は
、概
要
を
ど
う
紹
介
し
て
い
る
か
、

作
品
の
何
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
等
に
注
目
し
な
が
ら
文
章
の
構

成
を
確
認
し
、
表
現
の
特
徴
と
効
果
を
整
理
し
ま
す
。
そ
の
上
で

両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
各
文
章
の
特
徴

が
よ
り
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
生
徒

と
な
い
生
徒
が
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
各
文
章
か
ら
作
品
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
か
を
話
し
合
わ
せ
て
も
良
い
で
し
ょ

う
。
多
様
な
表
現
の
可
能
性
に
気
づ
く
こ
と
は
、
生
徒
自
身
の
も

の
の
見
方
や
感
じ
方
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

˛h ���ʣࠃݱʢɦޠࠃͷݱ
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ൺ

読
み
ỳ
て
ỏͲ
͏
ѻ
͑

͍
͍
の
？

■
は
͡
Ί
ʹ

「
比
べ
読
み
」
は
昨
春
か
ら
始
ま
っ
た
新
課
程
で
も
、キ
ー
ワ
ー

ド
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
で
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に

比
べ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」

で
「
精
査
・
解
釈
」〔
学
習
指
導
要
領
Ｃ
⑴
イ
〕
は
「
考
え
の
形

成
・
共
有
」
と
一
体
化
し
た
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
特
に
前

半
部
は
文
章
の
内
容
や
形
式
に
着
目
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
書

き
手
の
意
図
や
表
現
の
効
果
を
考
え
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
比
べ
読
み
の
出
番
で
す
。文
章
の
内
容
や
形
式
の
特
徴
は
、

一
つ
の
文
章
を
読
む
よ
り
複
数
の
文
章
を
比
較
す
る
ほ
う
が
、
よ

り
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
す
。

た
だ
二
、
三
の
教
材
を
与
え
、「
比
較
す
る
よ
う
に
」
と
漠
然

と
指
示
し
て
も
、
戸
惑
う
生
徒
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
特
に

最
初
の
う
ち
は
、
比
較
す
る
た
め
の
観
点
を
教
員
が
提
示
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
最
も
大
き
な
観
点
は
「
共
通
点
と
相
違
点
」
に

な
り
ま
す
が
、教
室
の
状
況
に
応
じ
て
設
定
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

以
下
で
は
『
現
代
の
国
語
』（
現
国
706
）
の
教
材
を
用
い
て
、

三
パ
タ
ー
ン
の
ア
イ
デ
ア
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
Ҋ
ᶃ
⽅
ಉ
͡
ς
ồ
Ϛ
で


͕
ҧ
͏
も
の
Ỗ
「
ۭ
ؾ
Λ
読
Ή
」

ớ
߳
ࢁ
Ϧ
Χ
Ờ
ʷ
「ứ
ݸ
人
Ừ
͔
Β
ứ

人
Ừ

」ớ
ฏ

ܒ
一

Ờ

本
教
科
書
の
第
９
単
元
は
「
複
数
の
文
章
を
比
較
し
、
共
通
点

や
相
違
点
を
と
ら
え
る
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
、
比
べ
読
み
の
単

元
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
」
に
は
読
む
際
の
ポ

イ
ン
ト
や
ベ
ン
図
に
よ
る
整
理
の
し
か
た
が
示
さ
れ
て
お
り
、
単

元
の
導
入
に
使
え
ま
す
。

塗ぬ
り

田た

佳よ
し

枝え

筑
波
大
学
附
属

坂
戸
高
等
学
校
教
諭

何
を
ど
う
比
べ
る
か
？

お
困
り
ᶃ
৽
՝
ఔ
の
授
業
を
さ
Β
ʹ
工
夫
͠
た
い
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「

͢
ɾ
ฉ
͘
」の
त
ۀ
を

ỳ
ͱ
活
ൃ
に
͢
る

に
は
？

「
現
代
の
国
語
」
で
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
領
域
に

20
〜
30
単
位
時
間
が
配
当
さ
れ
、
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
に
沿
っ

て
計
画
的
に
指
導
し
て
い
く
が
、
せ
っ
か
く
行
う
の
だ
か
ら
生
徒

も
教
師
も
楽
し
く
活
発
に
授
業
を
展
開
し
た
い
。「
読
む
」「
書
く
」

領
域
の
指
導
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
経
験
か
ら
負
担

や
大
変
さ
が
懸
念
さ
れ
る
面
は
あ
る
が
、
生
徒
の
実
態
と
学
習
の

ね
ら
い
に
沿
っ
た
方
法
を
取
り
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
指
導
上
の
ハ
ー

ド
ル
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
参
考
例
と
し
て
、
定
時
制
課
程
の
本
校
で
、
大
修
館
書
店

の
『
新
編
現
代
の
国
語
』（
現
国
707
）
を
使
い
、「
話
す
・
聞
く
」

に
関
わ
る
授
業
で
手
応
え
が
あ
っ
た
実
践
に
つ
い
て
、
以
下
、
四

点
に
分
け
て
記
す
。

■
ૣ
ޱ
ݴ
༿
で
त
ۀ
։
き
Λ
͢
Δ

本
校
で
の
「
現
代
の
国
語
」
は
、
単
元
１
に
あ
る
「
こ
と
ば
の

準
備
体
操
」
の
早
口
言
葉
か
ら
始
め
た
。
ま
ず
は
「
人
前
で
発
声

す
る
こ
と
」
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
の
効
果

も
生
ま
れ
た
。
授
業
者
が
上
手
に
早
口
言
葉
を
言
え
る
必
要
は
な

く
、
む
し
ろ
、
つ
っ
か
え
た
り
言
い
間
違
え
た
り
す
る
こ
と
で
教

室
内
の
緊
張
感
が
ほ
ぐ
れ
、
生
徒
に
「
こ
の
教
室
で
は
何
か
失
敗

し
て
も
大
丈
夫
だ
」
と
い
う
感
覚
を
も
た
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。実
際
に
私
自
身
も
う
ま
く
言
え
な
か
っ
た
が
、か
え
っ

て
生
徒
か
ら
親
近
感
を
も
っ
て
も
ら
え
た
と
思
っ
て
い
る
。

次
に
、指
導
書
付
属
資
料
の
音
声
デ
ー
タ
を
手
本
と
し
て
流
し
、

そ
れ
に
続
け
て
早
口
言
葉
を
練
習
さ
せ
た
。
す
ら
す
ら
言
え
る
生

徒
は
か
な
り
得
意
げ
な
様
子
で
、
周
囲
の
生
徒
に
早
口
言
葉
を
披

露
し
て
い
た
。音
読
自
体
に
苦
手
意
識
の
あ
る
生
徒
や
場
面
緘
黙
・

吃
音
を
抱
え
る
生
徒
へ
の
配
慮
と
し
て
、
一
人
ず
つ
で
は
な
く
ク

山や
ま

口ぐ
ち

正ま
さ

澄ず
み

東
京
都
立
小
台
橋
高
等
学
校
教
諭

生
徒
と「
話
す
・
聞
く
」授
業
を

楽
し
く
活
発
に
行
う
た
め
に

お
困
り
ᶃ
৽
՝
ఔ
の
授
業
を
さ
Β
ʹ
工
夫
͠
た
い
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■
Ҋ
ᶅ
⽅
ς
Ϋ
ε
τ
λ
Π
ϓ
ʹ
Α
ỳ
ͯ

͑
͔
ͨ
͕
ҟ
ͳ
Δ
も
の

Ỗ
「
ύ
ϯ

の
ख
ࢴ
」ớ
ਆ

ل
ɾ
த
ଜ

จ
Ờ
ʷ
「
Π
ϯ
λ
ồ

ω
ỽ
τ
࣌
代
の
Ի
ָ
࢈
ۀ
」ớ
٢
見
ढ़
࠸
Ờ

最
後
は
、
テ
ー
マ
も
テ
ク
ス
ト
タ
イ
プ
も
異
な
る
文
章
に
つ
い

て
、
筆
者
が
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
主
張
）
を
効
果
的
に
伝
え
る

た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
を
選
択
し
て
い
る
か
と
い
う
観

点
で
比
較
す
る
案
で
す
。
勤
務
校
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
科
目
「
言

語
と
文
学
」
の
授
業
で
は
、
文
学
以
外
の
様
々
な
テ
ク
ス
ト
を
比

較
す
る
際
、
ル
ネ
・
ホ
ッ
ブ
ス
の
「
五
つ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問

い
」（
注
）
を
参
考
に
し
た
以
下
の
観
点
を
使
っ
て
い
ま
す
。

・
基
本
情
報･･･

テ
ク
ス
ト
タ
イ
プ
、
筆
者
、
執
筆
年
な
ど

・
概
要
・
構
成･･･

意
味
段
落
の
内
容
の
確
認

・
筆
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ･･･

何
を
伝
え
る
テ
ク
ス
ト
か

・
表
現
の
特
徴
と
効
果
、
受
け
手
の
印
象･･･
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
か

※
異
な
る
新
聞
社
の
記
事
等
の
比
較
で
は
、「
筆
者
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
に
「
ど
ん
な
価
値
観
・
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
か
」

「
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
何
か
」
も
加
え
て
い
る
。

「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
に
は
論
理
的
な
文
章
だ
け
で
な
く
、

実
用
的
な
文
章
も
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
手
紙
文

は
自
ら
が
営
む
パ
ン
屋
の
建
物
の
設
計
を
依
頼
す
る
文
章
で
あ

り
、
題
材
の
選
択
や
構
成
、
表
現
等
に
、
事
務
的
な
依
頼
と
は
異

な
る
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
評
論
で
は
、
統
計
資

料
を
用
い
な
が
ら
ネ
ッ
ト
社
会
化
に
よ
っ
て
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の

音
楽
世
界
へ
の
参
加
形
式
が
変
わ
っ
た
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て

い
ま
す
。
右
に
示
し
た
観
点
の
う
ち
、
特
に
構
成
や
表
現
の
特
徴

と
そ
の
効
果
に
着
目
し
て
読
み
比
べ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
タ
イ

プ
特
有
の
表
現
方
法
を
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

新
課
程
で
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
」
る
こ

と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
手
段
と
し
て
比
べ
読
み
は
有
効

で
は
あ
る
も
の
の
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
等
の
形
態
に
し
て
個
々
の

生
徒
が
主
体
的
に
読
む
場
を
作
る
こ
と
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

今
回
お
示
し
し
た
ア
イ
デ
ア
以
外
に
も
教
材
と
観
点
の
様
々
な

組
み
合
わ
せ
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
生
徒
自
身
が
適

切
な
比
較
の
観
点
を
設
定
し
、
読
み
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
指
導
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

ở

Ỡ
ϧ
ω
ɾ
ϗ
ỽ
ϒ
ε
ớ

ຊ
༸
հ
΄
͔

༁
Ờứ
σ
δ
λ
ϧ
࣌

の
ϝ
σ
ỹ
Ξ
ɾ
Ϧ
ς
ϥ
γ
ồ

教
ҭ

த
ߴ
ੜ
の

ৗ
の
ϝ
σ
ỹ
Ξ
ͱ
त
ۀ
の
༥
߹
Ừ
౦
ژ
学
ܳ
େ
学
ग़
൛
ձ
ỏೋ
ʓ
Ұ
ޒ

ỏ
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生
徒
が
協
働
し
て
ゲ
ー
ム
性
を
楽
し
み
な
が
ら
活
動
に
取
り
組

め
た
。
一
列
の
単
位
で
チ
ー
ム
を
作
り
、
教
科
書
は
読
ま
せ
ず
に

先
頭
の
生
徒
に
だ
け
音
声
デ
ー
タ
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
か

せ
て
、
後
ろ
の
生
徒
へ
順
々
に
伝
達
し
、
最
後
尾
の
生
徒
で
答
え

合
わ
せ
を
す
る
。

実
際
の
授
業
で
は
、
速
く
伝
え
よ
う
と
し
て
数
値
の
情
報
を
間

違
え
た
生
徒
や
、
正
確
さ
を
求
め
て
メ
モ
を
と
る
の
に
時
間
を
か

け
す
ぎ
た
生
徒
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
各
生
徒
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
た
。

こ
の
問
題
は
音
声
デ
ー
タ
に
も
う
一
題
別
問
が
用
意
さ
れ
て

い
る
の
で
、
初
回
に
う
ま
く
伝
達
し
き
れ
な
か
っ
た
チ
ー
ム
に
も

二
回
目
で
挽
回
す
る
機
会
を
設
け
ら
れ
た
。

■

໘
ʹ
Ԡ
͡
ͨ
ද
現
Λ
બ
Ϳ

単
元
６
の
「
伝
え
合
い
の
レ
ッ
ス
ン
」
に
あ
る
「
対
話
の
レ
ッ

ス
ン
」
で
は
、
教
科
書
で
ポ
イ
ン
ト
に
示
さ
れ
た
ア
サ
ー
シ
ョ
ン

も
意
識
さ
せ
て
、
場
面
に
応
じ
た
表
現
を
選
ぶ
言
語
活
動
を
行
っ

た
。
そ
の
際
に
、
演
じ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
ら
ば
、
話
し
方
、

表
情
、
身
振
り
と
い
っ
た
要
素
も
考
慮
し
て
発
言
す
る
よ
う
に
指

示
し
た
と
こ
ろ
、
演
じ
る
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
取
り
組
む
生
徒

が
複
数
い
て
盛
り
上
が
っ
た
。
本
校
の
授
業
で
、
対
人
交
流
に
不

安
を
覚
え
る
生
徒
に
「
黙
っ
て
い
て
も
相
手
に
は
伝
わ
ら
な
い
の

で
適
切
な
言
葉
や
態
度
が
大
切
」
と
教
え
て
い
る
点
で
も
、
こ
の

レ
ッ
ス
ン
は
有
効
で
あ
っ
た
。

次
に
、
場
面
に
応
じ
た
伝
え
合
い
の
実
用
的
な
事
例
を
紹
介
す

る
。
ま
ず
、「
駅
の
非
常
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
在
、

安
全
の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。
確
認
が
取
れ
る
ま
で
今
し
ば
ら

く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。」「
安
全
の
確
認
が
取
れ
ま
し
た
た
め
、
ま

も
な
く
運
転
を
再
開
し
ま
す
。」
を
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
伝
え

る
た
め
に
ど
う
表
現
を
工
夫
す
る
か
と
尋
ね
る
。
し
ば
ら
く
考
え

さ
せ
て
か
ら
「
誰
か
が
駅
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ボ
タ
ン
を
押
し
た
の
で
、
止

ま
っ
て
い
ま
す
。
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
電
車
の
外
は
危
険
で

す
。
電
車
か
ら
出
な
い
で
く
だ
さ
い
。」「
安
全
な
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
の
で
、
も
う
す
ぐ
電
車
が
動
き
ま
す
。」
を
例
示
し
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
か
を
考
え
さ
せ
た
。
幼
い
子
供
や
海

外
か
ら
来
た
人
な
ど
が
相
手
と
な
る
場
面
な
ら
ば
、
表
現
の
工
夫

が
さ
ら
に
大
切
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
多
様
性
に
配
慮
し
た

社
会
の
あ
り
方
ま
で
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
話
す
・
聞
く
」
領
域
の
授
業
も
、
や
り
方
次

第
で
生
徒
の
関
心
と
学
力
を
し
っ
か
り
と
向
上
で
き
る
。
以
上
に

記
し
た
学
習
と
組
み
合
わ
せ
て
、
一
年
間
の
学
習
計
画
上
に
、
ミ

ニ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
ミ
ニ
討
論
会
、
さ
ら
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
活
動
な
ど
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、「
話
す
・
聞
く
」
こ
と
の

実
践
力
を
効
果
的
か
つ
発
展
的
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。
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ラ
ス
全
体
や
グ
ル
ー
プ
単
位
で
言
わ
せ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
お
互

い
に
上
手
に
言
え
る
か
を
ペ
ア
ワ
ー
ク
で
確
認
さ
せ
る
と
楽
し

そ
う
に
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。
発
声
に
不
安
そ
う
な
者
も
、
生
徒

同
士
な
ら
ば
小
声
で
も
参
加
で
き
て
い
た
。
さ
ら
に
教
科
書
掲
載

以
外
の
早
口
言
葉
を
ネ
ッ
ト
検
索
さ
せ
、
そ
れ
を
ク
ラ
ス
全
体
で

言
う
こ
と
で
、
教
室
内
が
よ
り
活
性
化
し
た
。

■
ฉ
き
ؒ
ҧ
͍

͢
͍
ݴ
༿
Λ
ߟ
͑
ͯ

հ
͠
߹
͏

単
元
２
に
あ
る
「
伝
わ
る
よ
う
に
話
そ
う
」
で
は
、
伝
わ
り
や

す
い
話
し
方
や
、
相
手
へ
の
聞
き
や
す
さ
を
意
識
し
て
話
す
学
習

を
行
い
、
そ
の
授
業
の
中
で
、
聞
き
間
違
え
や
す
い
言
葉
へ
の
理

解
を
深
め
る
次
の
活
動
を
取
り
入
れ
た
。

ま
ず
は
、
同
音
異
義
語
を
使
っ
て
創
作
し
た
短
文
を
紹
介
し

合
っ
た
。
短
文
例
と
し
て
、「
さ
ん
か
…
大
会
に
参
加
す
る
。
／

鉄
が
酸
化
す
る
。」「
ゆ
う
か
い
…
子
供
を
誘
拐
す
る
。
／
氷
が
融

解
す
る
。」「
た
い
と
う
…
台
東
区
に
行
く
。
／
対
等
な
立
場
に
い

る
。
／
敵
が
台
頭
す
る
。」
な
ど
が
出
た
。
さ
ら
に
、
音
が
似
て

い
る
漢
語
を
教
科
書
の
掲
載
例
以
外
に
考
え
て
紹
介
し
合
っ
た
。

生
徒
が
出
し
た
例
に
は
、「
鉛
筆
／
旋
律
」「
連
盟
／
延
命
」「
太

陽
／
対
応
」「
引
退
／
人
体
」「
乾
燥
／
干
渉
」「
愛
憎
／
改
造
」

な
ど
が
あ
っ
た
。
生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
た
も
の
を
用
い
た
活
動

だ
っ
た
の
で
、
ワ
イ
ワ
イ
と
楽
し
そ
う
に
紹
介
し
合
っ
て
い
た
。

授
業
後
に
感
じ
た
課
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
生
徒
相
互
で
漢
字

書
き
取
り
の
リ
ス
ニ
ン
グ
問
題
の
よ
う
に
出
さ
せ
て
解
説
ま
で
さ

せ
て
い
た
ら
、
理
解
が
一
層
深
ま
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
た
。
ま

た
、
こ
の
授
業
の
数
か
月
後
に
、
学
習
の
振
り
返
り
を
兼
ね
て
、

「
き
し
ゃ
が
き
し
ゃ
で
き
し
ゃ
に
き
し
ゃ
す
る
。」
に
正
し
く
漢
字

を
あ
て
る
よ
う
に
発
問
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
ク
ラ
ス
で
は
「
記
者

が
汽
車
で
貴
社
に
帰
社
す
る
。」
と
即
答
で
き
た
一
名
が
出
て
、

周
囲
の
称
賛
を
集
め
た
。
こ
の
発
問
は
、
ど
の
学
校
で
も
楽
し
く

取
り
組
め
る
だ
ろ
う
。

■
ฉ
き
औ
Γ
ϝ
ỽ
η
ồ
δ
Λ
Ϧ
Ϩ
ồ
͢
Δ

単
元
４
の
「
聞
く
力
を
育
む
」
で
は
、「
聞
き
取
り
の
レ
ッ
ス
ン
」

に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
リ
レ
ー
形
式
で
伝
え
る
練
習
か
ら
行
い
、

˛h ৽ฤݱ�ͷޠࠃʢɦࠃݱ���ʣQ���
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②
作
品
の
比
較
を
通
し
て
、
季
節
に
関
す
る
言
語
文
化
に
対
し
て

自
分
の
考
え
を
持
つ
こ
と（
思
考
力
、判
断
力
、表
現
力
等
Ｂ
⑴
オ
）

■
୯
ݩ
ܭ
ը
の
ྲྀ
Ε

①
「
四
季
」
の
知
識
共
有
／
調
査
対
象
の
決
定
（
１
時
間
）

ま
ず
は
、
学
習
者
の
実
生
活
に
関
わ
る
「
四
季
」
の
知
識
を
他

の
生
徒
と
共
有
し
ま
す
。
そ
の
後
、教
科
書
か
ら
季
節
を
選
択
し
、

そ
こ
に
あ
る
事
物
を
確
認
し
ま
す
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
、
調
査
す

る
季
節
の
事
物
を
決
め
ま
す
。

②
季
節
の
事
物
を
用
い
た
作
品
の
収
集
（
２
〜
３
時
間
）

前
時
に
決
め
た
事
物
を
用
い
た
作
品
を
収
集
し
ま
す
。そ
の
際
、

学
習
者
に
は
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
選
択
し
、
収
集
す
る
よ
う
に

促
し
ま
す
。

（
１
）
時
代
別

（
２
）
日
本
／
中
国
／
他
の
外
国

※
収
集
が
難
し
い
場
合
は
、教
員
側
で
作
品
を
提
示
し
ま
す
。【
参

考
文
献
】
の
書
籍
・
サ
イ
ト
が
役
立
ち
ま
す
。

③
共
通
点
・
相
違
点
の
考
察
（
２
〜
３
時
間
）

  

収
集
し
た
作
品
を
比
較
し
、
事
物
の
用
い
ら
れ
方
の
共
通
点
・

相
違
点
を
考
察
し
ま
す
。
例
え
ば
「
紅
葉
」
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』

に
22
例
（
歌
の
み
、
以
下
同
じ
）、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
21
例
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
前
者
で
は
「
秋
下
」
の
部
立
て
に
多
か
っ
た
和

歌
（
13
例
）
が
、
後
者
で
は
「
冬
」（
８
例
）
に
も
見
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
変
化
を
作
品
の
内
容
を
押
さ
え
な
が
ら

考
察
す
る
活
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

④
ま
と
め
・
他
者
へ
の
発
信
（
２
〜
３
時
間
）

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
学
ん
だ
こ
と
を
形
に
し
ま
す
。
そ
の

際
、
次
の
よ
う
な
ま
と
め
方
を
示
し
、
学
習
者
に
選
択
す
る
よ
う

に
促
し
ま
す
。

（
１
）
調
査
レ
ポ
ー
ト
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ݱ
ɾ
ݹ
ɾ

を
͏
·
͘
༥
߹
し
て
ѻ
͏
ํ
๏
は
？

■
は
͡
Ί
ʹ

学
習
指
導
要
領
「
言
語
文
化
」
の
「
読
む
こ
と
」
に
は
、「
上

代
か
ら
近
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の

理
解
を
深
め
る
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
そ
の
よ
う
な
授
業
が
実
現
で
き
る
の
か
、
迷
わ
れ
て
い
る
先

生
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
学
習
者
の
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
に
対
す
る
考
え

を
深
め
る
た
め
に
、
大
修
館
書
店
『
新
編
言
語
文
化
』（
言
文
706
）

の
「
詩
歌
の
調
べ
」
を
用
い
た
「
現
・
古
・
漢
」
の
比
較
に
よ
る

授
業
を
提
案
し
ま
す
。

■
ڭ
ࡐ
の

༰
ͱ
୳
ڀ
の
ࢹ


「
詩
歌
の
調
べ
」
で
は
、
四
季
に
関
わ
る
現
・
古
・
漢
の
詩
歌

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
秋
の
う
た
」
に
は
、「
紅
葉
」

を
詠
ん
だ
和
歌
と
漢
詩
が
あ
り
ま
す
。
藤
原
定
家
の
「
見
わ
た
せ

ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
」
と
、
杜

牧
の
「
山
行
」
で
す
。
和
歌
で
は
「
紅
葉
も
な
か
り
け
り
」
と
「
紅

葉
」
の
不
在
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
漢
詩
で
は
「
霜
葉

紅
於
二
月
花
」
と
あ
り
、
色
の
は
っ
き
り
と
し
た
「
紅
葉
」
が
目

に
見
え
る
形
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
例
だ
け
で
、
日
本
と

中
国
の
違
い
を
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
気
づ
き
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
各
季
節
に
お
け
る
事
物
の
描

写
を
探
究
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め

た
り
、
言
語
文
化
の
探
究
方
法
を
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
୯
ݩ
の

ඪ
ͱ
ֶ
श
ࢦ
ಋ
ཁ
ྖ
の
ࢦ
ಋ
事
߲

①
季
節
の
事
物
と
関
連
す
る
言
葉
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
（
知
識

及
び
技
能
⑵
ア
）

澤さ
わ

田だ

浩ひ
ろ

文ふ
み

長
野
県
野
沢
北
高
等
学
校
教
諭

現・古・漢
を
季
節
の
事
物
で
貫
く

「
言
語
文
化
」の
授
業

お
困
り
ᶃ
৽
՝
ఔ
の
授
業
を
さ
Β
ʹ
工
夫
͠
た
い
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「
文
学
国
語
」の「
ॻ
͘
͜
ͱ
」の
त
ۀ
ỏͲ
Μ
ͳ
෩

に
ਐ
め
て
͍
ỳ
ͨ
Β
Α
͍
？

■
は
͡
Ί
ʹ

「
文
学
国
語
」
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
で
は
、
読
み

手
の
関
心
が
得
ら
れ
る
文
学
的
な
文
章
が
書
け
る
よ
う
指
導
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
心
に
留
め
て
お
き
た
い
の
は
、「
読
む

こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
往
還
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
は
、
題
材
選
定
、
構
成
・
表
現
上
の

工
夫
な
ど
に
も
着
目
さ
せ
、「
筆
者
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
の
か
？
」
か
ら
、「
自
分
な
ら
ば
、
何
を
ど
の
よ
う
に
書

く
だ
ろ
う
か
？
」
ま
で
を
考
え
る
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。「
書
き
手
」
と
し
て
の
自
己
を
意
識
し
て
「
読
む

こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
行
き
来
す
る
中
で
、
生
徒
は
文
学
作

品
を
「
読
み
手
」「
書
き
手
」
双
方
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
批
評
す
る
目
も
育
っ
て
い
き
ま
す
。
両
領
域
の
相
乗

的
な
関
係
性
を
踏
ま
え
、「
書
く
こ
と
」
を
常
に
生
徒
の
意
識
に

上
ら
せ
な
が
ら
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
行
う
と
よ
さ
そ
う
で
す
。

な
お
、
文
学
的
な
文
章
を
書
く
こ
と
は
、
生
徒
に
と
っ
て
心
的

負
担
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
因
は
、
論
理
的
な
文
章
と

比
べ
て
自
己
開
示
的
な
側
面
が
強
い
こ
と
で
す
。
消
極
的
な
態
度

を
と
る
生
徒
が
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
課
題
設
定
、
交
流
の
場
づ
く
り
、

支
援
の
あ
り
方
、
以
上
三
つ
が
カ
ギ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■



ॳ
の
՝

ઃ
ఆ

年
度
当
初
の
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
で
は
、
心
的
負
担
が
生
じ

に
く
い
課
題
設
定
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
書
く
こ
と
が
得
意
な
生

徒
に
は
〝
書
き
が
い
〞
が
保
障
さ
れ
、
苦
手
な
生
徒
に
も
取
っ
つ

き
や
す
い
内
容
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に
、
生
徒
か

ら
「
意
外
と
書
け
る
か
も
」「
友
達
と
比
べ
る
と
面
白
い
」「
も
っ

石い
し

原は
ら

雅ま
さ

子こ

筑
波
大
学
大
学
院
（
博
士
後
期
課
程
）

元
奈
良
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭

生
徒
の
負
担
を
軽
減
し
、

主
体
性
を
引
き
出
す
工
夫

│「
文
学
国
語
」の「
書
く
こ
と
」
│

お
困
り
ᶃ
৽
՝
ఔ
の
授
業
を
さ
Β
ʹ
工
夫
͠
た
い
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（
２
）
詩
歌
の
実
作
と
そ
の
解
説

い
ず
れ
に
せ
よ
「
言
語
文
化
」
へ
の
認
識
の
深
ま
り
が
確
認
で

き
る
形
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
୯
ݩ
の
ධ
Ձ

評
価
は
「
自
己
評
価
／
他
者
評
価
」
と
「
教
員
に
よ
る
評
価
」

を
「
単
元
の
目
標
」
に
則
し
て
行
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
目
標

①
で
は
「『
季
節
』
の
事
物
と
そ
れ
に
関
す
る
言
葉
と
の
関
係
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」、
目
標
②
で
は
「
複
数
の
作
品
か
ら

季
節
に
関
わ
る
言
葉
を
収
集
し
、
共
通
点
・
相
違
点
の
考
察
か
ら
、

『
我
が
国
の
言
語
文
化
』
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
」
等
を
基
準
と
し
て
、
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
を
作
成
し
、
学

習
者
と
事
前
共
有
を
し
て
評
価
し
ま
す
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

今
回
の
四
季
と
は
違
い
ま
す
が
、「
香
り
」
を
テ
ー
マ
に
調
査

し
た
生
徒
の
感
想
を
挙
げ
、
ま
と
め
と
し
ま
す
。

̖
花
橘
の
香
り
の
お
香
を
か
ぐ
と
昔
の
日
々
を
思
い
出
す
と

い
う
表
現
が
素
敵
だ
と
思
っ
た
。
瑛
人
の
「
香
水
」
で
も
似

た
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、
匂
い
は
昔
の
人
や
現
代
の
人
で
も

記
憶
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
、
同
じ
だ
っ
た
ん
だ
と
改
め
て
感

じ
た
。

̗
暗
い
夜
に
は
花
は
お
ろ
か
、
色
な
ん
か
見
え
る
わ
け
が
な
い

が
、
作
者
は
、
香
り
は
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
物
事
を
一
つ

の
視
点
（
花
は
見
る
も
の
と
い
う
考
え
）
で
見
ず
に
、
多
方
か

ら
見
つ
め
、
可
能
性
を
広
げ
る
と
こ
ろ
に
、
着
眼
点
の
良
さ

を
感
じ
、
自
分
の
生
き
方
に
も
取
り
入
れ
て
み
た
い
と
感
じ

た
。

「
言
語
文
化
」
の
授
業
で
は
、
Ａ
の
生
徒
の
よ
う
に
自
分
と
古

典
と
の
つ
な
が
り
か
ら
我
が
国
の
言
語
文
化
に
誇
り
や
共
感
す
る

心
を
も
っ
た
り
、
Ｂ
の
生
徒
の
よ
う
に
自
分
と
古
典
と
の
違
い
か

ら
自
ら
を
相
対
化
し
て
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、「
現
代
と
古
典
」、「
日
本
と
外
国
」
の
よ
う
に

比
較
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
一
つ
の
鍵
に
な
り
そ
う
で
す
。
異
な

る
時
代
や
地
域
で
生
ま
れ
た
作
品
に
つ
い
て
、
あ
る
視
点
か
ら
比

較
を
す
る
こ
と
で
、
現
・
古
・
漢
の
つ
な
が
り
を
実
感
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

久
保
田
淳
（
二〇一二）『
花
の
も
の
言
う

四
季
の
う
た
』
岩
波
現
代
文
庫

国
立
国
語
研
究
所
「
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
」https://clrd.ninjal.ac.jp/chj/

（
二
〇
二
三
年
一
月
一
八
日
確
認
）

吉
海
直
人
（
二〇一八）『
古
典
歳
時
記
』
角
川
選
書

渡
辺
秀
夫
（
一九九五）『
詩
歌
の
森

日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
』
大
修
館
書
店
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「
構
成
」「
表
現
」「
着
想
力
」「
文
体
」
と
い
っ
た
観
点
を
示
し

た
う
え
で
コ
メ
ン
ト
さ
せ
る
か
、
生
徒
か
ら
観
点
を
出
さ
せ
る
か

な
ど
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
様
々
に
ア
レ
ン
ジ
で
き
ま
す
。

■
ڭ
ࢣ
ʹ
Α
Δ
ࢧ
ԉ

こ
こ
で
は
実
際
の
授
業
場
面
に
即
し
て
、
支
援
の
あ
り
方
に
つ

い
て
二
つ
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。

ớ
̍
Ờ
ॻ
き
࢝
Ί
Β
Ε
ͳ
͍
ੜ
ె
͕
͍
ͨ
Β
ộ

今
回
は
、
大
修
館
書
店
『
文
学
国
語
』（
文
国
704
）
の
「
③
構
成

を
考
え
て
書
く
」
を
例
に
説
明
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
２
で
は
「
あ
る

昼
休
み
の
で
き
ご
と
」
を
八
〇
〇
字
程
度
で
書
く
活
動
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。「
自
分
の
体
験
で
も
、
創
作
し
た
で
き
ご
と
で
も

よ
い
。
書
く
こ
と
を
決
め
て
、
…
」
と
い
う
指
示
か
ら
、
交
流
が

盛
り
上
が
る
予
感
が
し
ま
す
。
た
だ
、「
書
く
こ
と
を
決
め
」
る

の
が
、
実
は
難
し
い
の
で
す
ね
。「
面
白
く
て
個
性
的
な
文
章
を

書
か
な
け
れ
ば
…
！
」
と
肩
に
力
が
入
り
、
一
字
も
書
け
な
い
生

徒
も
出
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
普
段
の
昼
休
み
の
過
ご
し
方
を
メ
モ
さ
せ
た
後
、
何

か
一
つ
を
創
作
内
容
と
置
き
換
え
る
よ
う
指
示
す
る
の
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。「
購
買
に
行
っ
て
パ
ン
を
購
入
し
、
教
室
で
友
人

た
ち
と
食
べ
る
」
と
い
う
メ
モ
が
あ
る
な
ら
、
購
買
の
店
員
、
パ

ン
、
教
室
、
友
人
た
ち
、
の
い
ず
れ
か
を
、
ち
ょ
っ
と
意
外
な
も

の
に
変
え
る
だ
け
で
面
白
く
な
り
ま
す
。
個
性
は
狙
っ
て
出
す
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
定
の
条
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
で
に
じ
み

出
て
き
ま
す
。
条
件
設
定
を
上
手
く
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

ớ
̎
Ờ
ॻ
き
ऴ
͑
Β
Ε
ͳ
͔
ỳ
ͨ
ੜ
ె
͕
͍
ͨ
Β
ộ

全
体
で
授
業
を
振
り
返
る
際
に
は
、
書
き
終
え
ら
れ
な
か
っ
た

生
徒
の
文
章
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。「
〇
〇

が
特
に
興
味
深
か
っ
た
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
教
え

て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
っ
た
質
問
を
し
て
、
本
人
が
補
足
で

き
る
機
会
を
設
け
、「
書
き
た
か
っ
た
の
に
書
け
な
か
っ
た
。で
も
、

伝
え
る
こ
と
は
で
き
た
！
」
と
い
う
状
況
に
到
達
さ
せ
た
い
も
の

で
す
。「
書
く
こ
と
」
に
取
り
組
む
た
び
、
そ
れ
が
成
功
体
験
と

し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

「
文
学
国
語
」
の
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
は
、
可
能
性
に
満
ち

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
生
徒
と
と
も
に
楽
し
み
な
が
ら
ご
実
践
を

重
ね
ら
れ
、
知
見
を
共
有
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

˛h จֶޠࠃʢɦจࠃ���ʣQ����
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と
語
彙
力
が
欲
し
い
」
と
い
っ
た
感
想
が
出
さ
れ
れ
ば
成
功
で

す
。ま
ず
は
こ
の
こ
と
を
目
標
に
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

課
題
例
と
し
て
「
〇
〇
を
比
喩
を
用
い
て
描
写
す
る
」
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
先
述
の
目
標
達
成
に
有
効
で
、

今
後
の
学
び
に
も
繫
が
り
ま
す
。
描
写
対
象
は
何
で
も
よ
い
の
で

す
が
、
経
験
上
、
身
近
に
い
る
動
物
が
オ
ス
ス
メ
で
す
。
具
体
性

を
持
た
せ
ら
れ
ま
す
し
、
生
徒
が
（
負
担
に
な
ら
な
い
程
度
に
）

個
性
を
発
揮
で
き
、
楽
し
く
和
や
か
な
交
流
が
実
現
し
ま
す
。

年
度
当
初
に
限
り
ま
せ
ん
が
、「
書
く
こ
と
」
に
取
り
組
ま
せ

る
際
に
は
、
参
考
資
料
と
し
て
文
学
的
な
文
章
を
複
数
提
示
し
、

「
読
む
こ
と
」
か
ら
始
め
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
す
（
大
修
館
書
店
の

『
文
学
国
語
』（
文
国
704
）
で
は
、
前
単
元
の
「
読
む
こ
と
」
を
踏
ま
え

た
ワ
ー
ク
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
名
文
案
内
」
も
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
）。「
こ
ん
な
風
に
文
章
を
書
き
た
い
」「
〇
〇
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
み
た
い
」
な
ど
、生
徒
が
自
分
な
り
に
「
書
く
こ
と
」

の
目
標
を
持
つ
た
め
に
、先
人
の
文
章
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
な
お
、

教
師
が
生
徒
に
交
じ
っ
て
同
じ
課
題
に
挑
戦
し
、
生
徒
と
と
も
に

感
想
・
批
評
を
交
流
す
る
こ
と
を
推
奨
し
ま
す
。
適
切
な
課
題
設

定
や
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
上
で
、
こ
の
作
業
は
非
常
に
有

効
で
す
。
さ
ら
に
、
教
師
が
〝
書
き
仲
間
〞
と
し
て
生
徒
に
認
知

さ
れ
れ
ば
、
授
業
は
よ
り
活
性
化
し
、
ワ
ク
ワ
ク
で
き
る
時
間
に

な
る
は
ず
で
す
。

■
ަ
ྲྀ
の

ͮ
͘
Γ

文
学
的
な
文
章
を
書
く
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
交

流
の
場
を
上
手
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
生
徒
は
主
体
的
に
取
り
組

む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
年
度
当
初
に
「
文
章
を
書
け
ば
必
ず
他
者

が
反
応
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
実
感
を
持
た
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か

が
、
そ
の
後
の
授
業
の
行
方
に
影
響
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
文
章
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
後
、
そ
の
シ
ー
ト

を
交
換
し
て
生
徒
同
士
で
コ
メ
ン
ト
を
記
入
し
合
う
方
法
が
有
効

で
す
。
コ
メ
ン
ト
に
は
必
ず
記
名
さ
せ
、
責
任
感
を
も
っ
て
丁
寧

に
書
く
よ
う
に
促
し
ま
す
。
こ
の
方
法
の
利
点
は
お
も
に
三
つ
で

す
。
誰
が
ど
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
く
れ
た
の
か
が
常
に
手
元

で
確
認
で
き
る
こ
と
、
他
者
の
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
コ
メ
ン
ト

で
き
る
こ
と
（
紙
上
討
論
の
実
現
・
評
価
の
観
点
の
獲
得
）、
生
徒

の
実
態
が
把
握
し
や
す
く
な
る
こ
と
、
で
す
。
ア
ナ
ロ
グ
な
方
法

で
す
が
、手
渡
す
際
の
ち
ょ
っ
と
し
た
や
り
と
り
な
ど
を
含
め
て
、

生
徒
同
士
の
関
係
づ
く
り
に
も
役
立
ち
ま
す
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が

カ
ラ
フ
ル
に
な
る
の
も
嬉
し
い
そ
う
で
す
）。
こ
の
と
き
、
制
限
時

間
を
設
け
る
と
、
生
徒
の
集
中
力
が
格
段
に
上
が
り
ま
す
。

信
頼
関
係
が
構
築
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
褒
め
る
・
共
感
す
る
と

い
っ
た
肯
定
的
な
内
容
に
加
え
て
、
疑
問
点
な
ど
も
添
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
と
き
に
は
教
師
も
驚
か
さ
れ
る
よ
う
な
優
れ
た
考

察
や
批
評
が
、複
数
の
生
徒
の
協
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
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〜
15
分
を
用
い
て
継
続
的
に
同
じ
学
習
活
動
を
繰
り
返
し
て
一

つ
の
単
元
と
す
る
学
習
活
動
」
の
こ
と
を
「
帯
単
元
」
と
呼
び
た

い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
こ
の
帯
単
元
の
何
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
利
点
を

三
点
に
ま
と
め
ま
し
た
。

①
短
時
間
で
の
活
動
の
た
め
、
本
教
材
を
邪
魔
し
な
い

②
毎
時
間
行
う
た
め
、
活
動
が
習
慣
と
し
て
定
着
し
や
す
い

③
活
動
が
複
数
あ
る
こ
と
で
生
徒
が
授
業
に
飽
き
な
い

以
下
、
こ
の
三
点
を
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
こ
の
帯
単
元
は
各
授
業
の
冒
頭
10
〜
15
分
程
度
で
行
う
た

め
、
本
教
材
の
取
り
扱
い
を
邪
魔
す
る
こ
と
な
く
実
践
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
本
教
材
を
用
い
て
「
読
む
こ
と
」
や
「
書
く
こ
と
」

の
力
を
伸
ば
し
つ
つ
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

②
帯
単
元
の
最
大
の
強
み
は
反
復
性
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

授
業
の
中
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
年
に
一
回

だ
け
で
あ
れ
ば
、
話
す
力
は
な
か
な
か
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
何
度

も
繰
り
返
し
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
力
が
身
に
つ
く
の

で
す
。
こ
の
活
動
で
は
毎
授
業
で
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

活
動
を
行
う
の
で
、自
然
と
そ
の
力
が
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
ま
す
。

③
生
徒
は
50
分
の
授
業
時
間
で
同
じ
活
動
を
続
け
て
い
る
と

飽
き
て
し
ま
う
も
の
。
生
徒
の
集
中
力
を
持
続
さ
せ
る
に
は
、
50

分
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で

す
。
こ
の
帯
単
元
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
教
材
で
の
活

動
と
は
異
な
る
活
動
を
授
業
の
初
め
に
挟
む
こ
と
が
で
き
、
授
業

の
活
動
に
多
様
性
が
生
ま
れ
ま
す
。

■
ଳ
୯
ݩ
の
۩
ମ
ྫ

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
単
元
の
提
案
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
提

案
す
る
の
は
「
相
互
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
！
」
と
い
う
単
元
。
ク
ラ

ス
メ
ー
ト
で
二
人
組
に
な
り
、
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
相
互
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
活
動
で
す
。

活
動
で
は
、
最
初
に
二
人
組
を
作
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
毎
回

違
う
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
と
お
し
て
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
の
力
を
深
め
る
た
め
に
、
生
徒
た
ち
に
任
意
で

グ
ル
ー
プ
を
作
ら
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。

次
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
を
提
示
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
大
修

館
書
店
『
新
編
論
理
国
語
』（
論
国
706
）
の
「
フ
ォ
ー
カ
ス
自
分

を
客
観
的
に
見
つ
め
よ
う
」
で
の
活
動
を
参
考
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
教
材
で
は
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
表
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
も

と
に
生
徒
相
互
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
国
語
の
時
間
や
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
時
間
に
作
成
し
て
お
き
、

そ
れ
を
活
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
教
材
で
は
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
す
る
内
容
は
「
生
徒
の
長
所
・
短
所
」
に
限
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
帯
単
元
で
は
テ
ー
マ
を
広
く
取
り
、「
家
族
の
こ
と
」

024-026_119-02_tokushu-tanigashira.indd   25 2023/03/14   20:25

24国語教室　第 119 号　2023 年 4月

「
ݱ

の
国
語
」Ͱ
の「

͢
͜
ͱ
ɾ
ฉ
͘
͜
ͱ
」の

ఆ
ண
ỏେ
ৎ

？

■
は
͡
Ί
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今
年
度
か
ら
始
ま
る
高
等
学
校
国
語
の
新
し
い
教
科
で
「
論
理

国
語
」
を
採
択
し
て
い
る
学
校
も
多
い
で
し
ょ
う
。「
論
理
国
語
」

の
指
導
領
域
は
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
と
き
に
気
に
な
る
の
が
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
指
導
で
す
。

と
い
う
の
も
、
高
校
一
年
生
の
必
修
科
目
で
あ
る
「
現
代
の
国

語
」
で
十
分
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
や
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
領
域
が
十
分
に

確
保
さ
れ
て
い
る
「
国
語
表
現
」
を
学
校
と
し
て
選
択
し
て
い
な

い
場
合
、
高
校
二
年
生
以
降
で
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の

指
導
が
手
薄
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
特
に
近
年
で
は

大
学
入
試
の
あ
り
方
も
多
様
化
し
、
筆
記
試
験
だ
け
で
は
な
く
面

接
試
験
が
必
須
と
な
る
場
合
も
多
い
「
総
合
型
選
抜
」
で
受
験
を

す
る
生
徒
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
に
と
っ
て
、「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
は
き
わ
め
て
重
要
に
な
っ
て
き
ま

す
し
、
そ
れ
ら
の
対
策
は
「
こ
と
ば
の
教
育
」
を
専
門
的
に
担
う

国
語
科
の
仕
事
で
し
ょ
う
。

で
は
「
論
理
国
語
」
を
採
択
し
て
い
る
学
校
で
も
で
き
る
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
は
何
か
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、「
論
理
国
語
」
で
は
「
読
む
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
を
学
び

ま
す
か
ら
、
そ
の
領
域
の
力
を
伸
ば
す
中
心
教
材
を
邪
魔
し
な
い

よ
う
な
形
で
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
の
方
策
を
考

え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、そ
こ
で
提
案
し
た
い
の
が
「
帯
単
元
」
の
考
え
方
で
す
。

齋
藤
（
二〇二一）
に
よ
れ
ば
帯
単
元
の
定
義
は
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
だ
と
い
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
毎
時
間
授
業
の
冒
頭
10
分

谷た
に

頭が
し
ら

和か
ず

希き

森
村
学
園
中
等
部

・
高
等
部
教
諭

帯
単
元
を
利
用
し
て

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」の
力
を
伸
ば
そ
う
！

お
困
り
ᶄ
ඞ
म
Պ

の
࣌
ؒ
͕

り
な
͔
ỳ
た
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文
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Ͳ
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ỳ
て
教
͑
る
？

「
ݴ
語
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Խ
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文
学
·
Ͱ
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͕
ճ
Β
ͳ
͔
ỳ
ͨ
ộ

■
「
จ
ֶ
の
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Λ
։
͜
͏
」
Λ

ỳ
ͯ
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͔
Β
ֶ
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い
よ
い
よ
「
文
学
国
語
」
の
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
ね
。「
楽

し
み
で
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
」
と
い
う
先
生
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、「
小
説
は
読
む
の
は
好
き
だ
け
ど
、
教
え
る
の
は
苦
手
」「
詩

の
授
業
は
難
し
い
」「
短
歌
・
俳
句
は
や
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と

い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
大
修
館
書
店
『
新
編
文
学
国
語
』（
文
国

705
）
の
巻
頭
に
あ
る
「
文
学
の
扉
を
開
こ
う
」
を
使
っ
た
授
業
を

提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。「
文
学
の
扉
を
開
こ
う
」
は
、
文
学

を
読
む
と
き
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
、
図
や
具
体
例

を
用
い
て
基
礎
か
ら
解
説
し
た
単
元
で
す
。

構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

文
学
的
な
文
章
と
は
？

場
面
設
定
を
押
さ
え
る

場
面
の
展
開
を
追
う

心
情
・
情
景
描
写
を
読
み
取
る

感
動
し
た
こ
と
を
共
有
す
る

詩
の
構
成
と
表
現

短
歌
・
俳
句
の
構
成
と
表
現

ま
ず
、

で
、
そ
も
そ
も
文
学
的
な
文
章
と
は
何
か
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。

で
は
小
説
に
お
け
る
５
Ｗ
１
Ｈ
を
押
さ
え
、

で

登
場
人
物
や
時
間
の
変
化
を
追
い
か
け
、

で
人
物
の
心
情
を
ど

う
読
み
取
る
か
を
学
び
ま
す
。
そ
し
て
、

で
は
、
作
品
に
つ
い

て
話
し
合
う
と
き
の
テ
ー
マ
や
ヒ
ン
ト
を
示
し
て
い
ま
す
。

〜

で
は
、例
文
と
し
て
「
羅
生
門
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
羅
生
門
」
は
「
言
語
文
化
」
の
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
に
載
っ
て

い
る
作
品
で
、
生
徒
に
と
っ
て
も
な
じ
み
が
あ
り
、
小
説
の
ス
キ

１ùúû567

１
２

３

ûü

２

ü

髙た
か

草く
さ

真ま

知ち

子こ

元
東
京
成
徳
大
学
教
授

文
学
の
扉
を
開
い
た
そ
の
先
へ

お
困
り
ᶄ
ඞ
म
Պ

の
࣌
ؒ
͕

り
な
͔
ỳ
た
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「
ペ
ッ
ト
の
こ
と
」「
習
い
ご
と
」「
好
き
な
食
べ
物
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
用
意
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を

一
枚
の
紙
に
ま
と
め
て
お
き
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
る
側
が
質
問

を
選
択
し
ま
す
。
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
れ
た
く

な
い
質
問
が
あ
る
こ
と
も
ふ
ま
え
、
あ
く
ま
で
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

さ
れ
る
側
に
テ
ー
マ
の
主
導
権
を
も
た
せ
る
た
め
で
す
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
ア
ー
は
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
質
問
を
し
て
い
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
間
は
２
分
程
度
で
よ
い
で
し
ょ
う
。
イ
ン
タ

ビ
ュ
イ
ー
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
は
交
代
し
て
、
一
回
の
活
動
で
質

問
側
と
答
え
る
側
の
両
方
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

質
問
者
側
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て

質
問
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。『
新
編
論
理
国
語
』
で
は
最

終
的
に
探
究
学
習
の
実
施
が
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
探
究
学
習
の
際
に
も
重
要
に
な
る
「
問
い
」
を
作
る
こ
と
を

日
常
的
な
活
動
の
中
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ま
た
、
回

答
者
側
は
質
問
に
対
し
て
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
力
を
、
毎
回
の
簡
単
な
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。

齋
藤
（
二〇二一）
の
実
践
に
も
あ
る
よ
う
に
、
帯
単
元
の
場
合
、

学
習
の
ま
と
め
を
毎
回
行
わ
な
く
て
も
、
そ
の
活
動
を
繰
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
自
身
が
望
ま
し
い
質
問
の
仕
方
や
答
え
方
を

自
発
的
に
体
得
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
活
動
を
重
ね
て
き
た
ら
、

上
手
な
質
問
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
教
師
側
か
ら
レ
ク
チ
ャ
ー
し

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。『
新
編
論
理
国
語
』
の
中
に
は
５
Ｗ
１
Ｈ

に
気
を
つ
け
る
な
ど
、
質
問
の
仕
方
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

■
࠷
ޙ
ʹ

こ
こ
で
示
し
た
の
は
一
例
で
す
。
工
夫
次
第
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
気
に
な
る
方
は
、
左
の
文

献
を
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
短
時
間
で
の
学
習
の
蓄
積
で

子
ど
も
た
ち
に
望
ま
し
い
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る「
帯
単
元
」

方
式
の
授
業
に
ト
ラ
イ
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

˛h ৽ฤ�ཧޠࠃʢɦࠃ���ʣ
Q����ʮࣗΛ؍٬తʹͭݟΊΑ͏ ʯ

ừ
ࢀ
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Ử
ᜊ
౻
ོ

ớ
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ଳ
୯
ݩ
学
श
Ừ
Ͱ
ͭ
͚
͏
る
学
ྗ
に
ͭ
͍
て
の
Ұ
ߟ

」ứ
ਆ

ށ
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で
は
な
い
し
、
詩
が
書
け
る
か
ら
授
業
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
地
道
に
、
詩
の
形
式
や
表
現
に
着
目
す
る
こ

と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

「

詩
の
構
成
と
表
現
」
で
は
、「
道
程
」（
高
村
光
太
郎
）
を

例
に
、
対
句
、
比
喩
、
リ
フ
レ
イ
ン
、
倒
置
法
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
表
現
技
法
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。「
道

程
」
は
驚
く
ほ
ど
多
様
な
修
辞
法
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
技

法
を
学
ぶ
に
は
ぴ
っ
た
り
の
教
材
で
す
。
も
ち
ろ
ん
表
現
技
法
だ

け
で
詩
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
注
目
す
る

こ
と
で
作
者
の
思
い
の
強
さ
が
わ
か
り
、
主
題
に
迫
る
き
っ
か
け

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
好
き
な
楽
曲
の
歌
詞
を
生
徒
自
身
が
分
析

す
る
と
き
に
も
役
立
ち
、
新
た
な
発
見
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

■
ആ
۟
Λ
࡞
ỳ
ͯ
ỏ
۟
ձ
Λ
։
͜
͏

ま
た
、「

短
歌
・
俳
句
の
構
成
と
表
現
」
で
は
、
句
切
れ
、

切
れ
字
、
一
物
仕
立
て
、
取
り
合
わ
せ
な
ど
に
つ
い
て
、
例
を
挙

げ
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
俳
句
を
作
ろ
う
」
と
い
う

ワ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
取
り
合
わ
せ
」
の
俳
句
の
作
り
方

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
巻
末
付
録
に
載
っ
て
い
る
季
語
を
参
考

に
俳
句
を
作
り
、
ク
ラ
ス
で
句
会
を
開
く
の
も
一
興
で
す
。

で
き
た
俳
句
は
ま
と
め
て
外
部
の
公
募
に
送
る
の
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
私
も
「
お
ー
い
お
茶
」
に
何
度
か
生
徒
作
品
を
応
募
し
、

ý

þ

次
の
一
句
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

大
自
然
と
け
こ
む
僕
は
モ
ン
キ
チ
ョ
ウ

中
学
三
年
男
子

修
学
旅
行
で
、
九
州
・
阿
蘇
に
行
っ
た
と
き
の
感
動
を
詠
ん
だ

句
で
す
。

■
খ
આ
Λ
読
Μ
で
ỏ

事

ࣾ
ձ
ʹ

Λ

͚
Δ

最
後
に
紹
介
し
た
い
の
は
、新
教
材「
神
去
な
あ
な
あ
日
常
」（
三

浦
し
を
ん
）
で
す
。
横
浜
の
高
校
を
卒
業
後
、
三
重
県
の
山
奥
に

あ
る
神
去
村
に
派
遣
さ
れ
、
林
業
研
修
生
と
し
て
働
く
こ
と
に

な
っ
た「
俺
」の
日
常
を
描
い
た
小
説
で
す
。「
俺
」か
ら
見
た
人
々

の
様
子
を
、
18
歳
の
「
俺
」
の
言
葉
で
軽
や
か
に
語
っ
て
い
る
た

め
、
物
語
の
世
界
に
一
気
に
引
き
込
ま
れ
、
過
酷
な
山
仕
事
も
、

怖
い
同
僚
も
、「
神
お
ろ
し
」
と
い
う
不
思
議
な
現
象
も
、
違
和

感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
と
、
将
来
の
職
業
に
つ
い
て
考
え
る

生
徒
も
多
い
は
ず
。
そ
ん
な
と
き
は
、「
文
学
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
！
」
の
ペ
ー
ジ
を
薦
め
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
は
、
医
療
・
福

祉
、
工
業
、
メ
デ
ィ
ア
、
公
務
員
な
ど
、
多
様
な
現
場
で
働
く
人
々

を
描
い
た
「
お
仕
事
小
説
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
説
を
読

ん
で
、
仕
事
や
社
会
を
リ
ア
ル
に
体
感
す
る
│
│
生
徒
に
と
っ
て

は
貴
重
な
体
験
に
な
る
で
し
ょ
う
。

文
学
の
扉
を
開
い
た
そ
の
先
に
、
明
る
い
未
来
が
あ
り
ま
す
よ

う
に
。
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ル
が
見
事
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
読
み
方
を
学
ぶ
上
で
最

高
の
教
材
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
名
作
を
土
台
に
、「
文

学
国
語
」
の
は
じ
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
！

ち
ま
た
で
は
、「『
言
語
文
化
』
は
古
典
を
優
先
す
る
の
で
、
小

説
ま
で
手
が
回
ら
な
い
」「『
羅
生
門
』
は
夏
休
み
の
課
題
に
し
た
」

と
い
う
声
を
耳
に
し
ま
す
。
寂
し
い
で
す
ね
。
こ
の
単
元
は
、「
羅

生
門
」
の
振
り
返
り
に
も
、
選
択
科
目
で
改
め
て
文
学
の
読
み
方

を
押
さ
え
た
い
と
い
う
方
に
も
、き
っ
と
お
役
に
立
つ
は
ず
で
す
。

■
ಈ
ը
Λ

ỳ
ͯ
ỏ
ָ
ʹ
ָ
͠
͘

指
導
書
の
付
属
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
、「
文
学
の
扉
を
開
こ
う
」
の
講

義
動
画
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
ら

ま
で
視
聴
し
て
も
25

分
く
ら
い
で
す
。
画
面
に
は
教
科
書
の
紙
面
や
キ
ー
ワ
ー
ド
が
示

１

5

さ
れ
、
わ
か
り
や
す
く
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
授
業

開
き
や
自
習
の
と
き
に
使
え
ま
す
。
そ
の
時
間
も
取
れ
な
い
場
合

は
、
動
画
視
聴
を
自
宅
学
習
に
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
、
内
容
を
定
着
さ
せ
、
テ
ス
ト
に
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（

に
も
動
画
が
あ
り
ま
す
）。

■
ඞ
ཁ
ʹ
Ԡ
͡
ͯ
ỏ
ڭ
ࡐ
ͱ
ؔ
࿈

͚
ͯ

ま
と
ま
っ
た
授
業
で
一
気
に

〜

ま
で
扱
う
の
も
い
い
の
で

す
が
、
個
々
の
教
材
を
読
む
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
振
り
返
る
と

い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
ナ
イ
ン
」（
井
上
ひ
さ
し
）
を
読
む
と
き
、
場
面

設
定
を
確
か
め
る
前
に

を
参
照
す
る
。「
山
月
記
」（
中
島
敦
）

を
読
ん
で
、場
面
展
開
を
確
認
す
る
と
き
に

を
参
照
す
る
。「
こ

こ
ろ
」（
夏
目
漱
石
）
を
読
ん
だ
後
、
話
し
合
い
を
す
る
と
き
に

を
参
照
す
る
、
な
ど
な
ど
。

そ
の
都
度
参
照
さ
せ
る
と
、
生
徒
も
や
り
方
が
わ
か
る
の
で
、

主
体
的
に
作
品
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
ࢻ
の
त
ۀ
は

͠
͍
ʁ

高
校
の
国
語
教
師
を
し
な
が
ら
執
筆
を
続
け
、
今
年
の
一
月
に

芥
川
賞
を
受
賞
し
た
井
戸
川
射
子
さ
ん
は
、
授
業
で
詩
を
教
え
る

の
が
難
し
く
、「
自
分
が
書
い
た
ら
わ
か
る
か
な
」
と
詩
を
書
き

始
め
、
初
の
詩
集
で
中
原
中
也
賞
を
受
賞
し
た
そ
う
で
す
。
あ
っ

ぱ
れ
で
す
。
し
か
し
、
誰
も
が
こ
ん
な
ふ
う
に
詩
を
書
け
る
わ
け

6

7１

5

２

３

5

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
。

ࠓ
ே
、
ࣂ
ỳ
て
い
た
ݘ
の
Ϟ
Ϟ
が
死
ん
ͩ
。
ͩ
か
ら
、
ࢲ
は

と
て
も
൵
し
く
て
、
ٽ
き
そ
う
に
な
ỳ
た
。

ご
は
ん
ͩ
Α
ỳ
て
ݺ
ん
で
も
、
も
う

を
։
け
る
こ
と
は
な

い
。
ࠓ
ே
は
ྫྷ
た
い
Ӎ
ͩ
Α
、
Ϟ
Ϟ
。

ओ
ͳ
จ
ষ
ͷ
छ
ྨ

આ
໌
త
จ
ষ
ͱ
จ
ֶ
త
จ
ষ
ͷ
ಛ


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。

と
て
も
൵
し
く
て
、
ٽ
き
そ
う
に
な
ỳ
た
。

・・・・5・・

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

1�

文
学
的
な
文
章
と
は
？

１
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示
し
す
る
授
業
は
、「
根
拠
の
そ
ろ
え
方
」
に
注
意
し
つ
つ
、
自

分
の
主
張
を
書
く
学
習
で
す
。
そ
こ
で
特
化
す
る
指
導
事
項
は
、

「
論
理
国
語
」
Ｂ
書
く
こ
と
⑴
「
イ

情
報
の
妥
当
性
や
信
頼
性

を
吟
味
し
な
が
ら
、
自
分
の
立
場
や
論
点
を
明
確
に
し
て
、
主
張

を
支
え
る
適
切
な
根
拠
を
そ
ろ
え
る
こ
と
。」
で
す
。
こ
の
指
導

事
項
を
「
現
代
の
国
語
」
Ｂ
書
く
こ
と
⑴
「
ア

目
的
や
意
図
に

応
じ
て
、
実
社
会
の
中
か
ら
適
切
な
題
材
を
決
め
、
集
め
た
情
報

の
妥
当
性
や
信
頼
性
を
吟
味
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に
す

る
こ
と
。」
の
応
用
と
し
て
と
ら
え
、「
書
く
こ
と
」
の
定
着
を
見

る
た
め
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
お
き
ま
す
。

■
「
ॻ
͘
͜
ͱ
」
の
त
ۀ
の
ߏ


こ
こ
か
ら
先
、
展
開
す
る
学
習
活
動
の
順
に
沿
っ
て
授
業
の
構

想
を
述
べ
て
い
き
ま
す
（『
論
理
国
語
』﹇
論
国
705
﹈
の
教
材
を
使
用
）。

ᾇ
ࢿ
ྉ
Λ
ࠜ
ڌ
ʹ
͠
ͯ
ओ
ு
͢
Δ
ࡍ
の

ҙ

Λ
ڍ
͛
͞
ͤ
Δ
Ố

ま
ず「
現
代
の
国
語
」の
復
習
か
ら
始
め
ま
す
。
本
授
業
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
根
拠
の
そ
ろ
え
方
」
で
す
。
そ
れ
に
関
し
て
学
習
者

が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
最
初
に
把
握
す
る
こ
と
で
、

そ
の
時
点
で
の
「
書
く
こ
と
」
の
定
着
の
度
合
い
が
測
れ
ま
す
し
、

そ
の
後
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
が
見
や
す

く
な
り
ま
す
。
教
室
で
は
口
頭
で
の
や
り
と
り
だ
け
で
な
く
、
学

習
者
に
そ
の
と
き
の
考
え
を
記
録
さ
せ
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ᾈ �


Ҫ
ྑ
య
「
ί
ϛ
ỿ
χ
ς
ỹ
͔
Β
見
ͨ

ຊ
」
ʹ
͓
͚
Δ
ࢿ

ྉ
の
ѻ
͍
ํ
の


Λ
ࢦ
ఠ
͞
ͤ
Δ
Ố

前
掲
⑴
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
「
さ
あ
実
際
に
書
い
て
み
よ
う
」

と
早
速
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
始
め
た
と
す
る
と
、
学
習
者
は

面
食
ら
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
前
に
、
資
料
を
根
拠

に
主
張
を
述
べ
た
既
存
の
文
章
を
一
つ
の
手
本
と
し
て
読
む
こ
と

で
、
学
習
者
自
身
が
認
識
す
る
注
意
点
に
、
こ
の
後
の
活
動
で
必

要
と
な
る
注
意
点
が
さ
ら
に
上
乗
せ
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
今
回
は

一
例
と
し
て
広
井
良
典
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
た
日
本
」
を
挙

げ
ま
し
た
。
筆
者
に
よ
る
情
報
の
扱
い
方
の
工
夫
を
指
摘
す
る
な

ど
の
活
動
を
と
お
し
て
、「
書
く
こ
と
」
の
た
め
の
「
読
む
こ
と
」

の
学
習
に
で
き
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
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「
ݱ

の
国
語
」Ͱ
の「
ॻ
͘
͜
ͱ
」の
ఆ
ண
ỏ

େ
ৎ

？

■
は
͡
Ί
ʹ
ớ
͓
ࠔ
Γ
の
എ
ܠ
の
ਪ

Ờ

右
掲
の
「
お
困
り
」
の
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な

事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

ᾜ「
現
代
の
ࠃ
語
」
の
त
ۀ
で
ỏ
ࢥ
ỳ
ͨ
Α
Γ
も
「
ॻ
͘
͜
ͱ
」

の
׆
ಈ
の
࣌
ؒ
͕
औ
Ε
ͳ
͔
ỳ
ͨ
Ố

全
国
の
高
等
学
校
に
と
っ
て
二
〇
二
二
年
度
は
、
年
次
進
行
で

実
施
さ
れ
る
新
教
育
課
程
の
初
年
度
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
観
点

別
評
価
の
本
格
的
な
実
施
の
元
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
思
考
・

判
断
・
表
現
」
の
学
習
評
価
を
念
頭
に
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
時
間
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
当
し
、

ま
た
評
価
の
材
料
を
得
よ
う
と
し
た
と
き
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ᾝ「
現
代
の
ࠃ
語
」
の
त
ۀ
Λ
ͱ
͓
͠
ͯ
ߦ
ỳ
ͨ
「
ॻ
͘
͜
ͱ
」

の
ֶ
श
͕
ỏ「

ཧ
ࠃ
語
」
ʹ
ੜ
͔
ͤ
Δ
も
の
ͱ
ͳ
ỳ
ͨ
͔
Ͳ

͏
͔
֬
ূ
͕
ͳ
͍
Ố

生
徒
が
「
現
代
の
国
語
」
に
続
い
て
「
論
理
国
語
」
を
履
修
す

る
場
合
、
両
科
目
の
指
導
に
は
系
統
性
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
現
実
問
題
と
し
て
、
新
教
育
課
程
初
年
度
か
ら
そ
の
系

統
性
を
構
築
し
、
上
位
科
目
（「
論
理
国
語
」）
か
ら
逆
算
し
て
下

位
科
目
（「
現
代
の
国
語
」）
で
の
学
習
活
動
を
評
価
す
る
の
は
さ

す
が
に
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

本
稿
で
は
「
お
困
り
」
の
背
景
に
ⅰ
・
ⅱ
の
よ
う
な
事
情
が
あ

る
と
想
定
し
、
指
導
の
定
着
の
度
合
い
を
評
価
し
な
が
ら
進
め
る

と
い
う
、無
理
な
く
展
開
で
き
そ
う
な
授
業
案
を
お
示
し
し
ま
す
。

■
「

ཧ
ࠃ
語
」
ʹ
͓
͚
Δ
「
ॻ
͘
͜
ͱ
」
の
ֶ
श

ま
ず
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。
今
回
お

赤あ
か

松ま
つ

幸こ
う

紀き

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

指
導
の
定
着
を
評
価
し
な
が
ら
進
め
る

「
書
く
こ
と
」の
授
業

お
困
り
ᶄ
ඞ
म
Պ

の
࣌
ؒ
͕

り
な
͔
ỳ
た
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「
文
学
国
語
」Ͱ
は
ỏධ
論
教
材
を
Ͳ
の
Α
͏
に

ѻ
ỳ
ͨ
Β
Α
͍
？

■
は
͡
Ί
ʹ

「
文
学
国
語
」
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
教
材
と
し
て
ま

ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
や
は
り
小
説
・
随
想
・
詩
歌
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
文
学
作
品
」
で
あ
ろ
う
。
評
論
は
す
ぐ
に
は
思
い
浮

か
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
文
学
国
語
」
に
お
け
る
評
論
教
材

の
存
在
に
違
和
感
を
覚
え
、「『
文
学
国
語
』
じ
ゃ
な
く
て
『
論
理

国
語
』
に
入
っ
て
い
れ
ば
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
扱
い
に
困
る
厄

介
な
代
物
と
し
て
受
け
止
め
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、「
文
学
国
語
」
に
収
録
さ
れ
た
評
論
教
材
は
、
大
い

に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
言
い
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
文

学
国
語
」
に
お
け
る
評
論
教
材
の
持
つ
価
値
は
、
論
理
や
内
容
の

詳
細
な
読
み
取
り
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。「
文
学
国
語
」
で
評
論
教
材
を
扱
い
、
論
理
や
内
容

の
読
み
取
り
を
出
発
点
と
し
て
、
さ
ら
に
様
々
な
発
展
的
な
学
習

活
動
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
ら
の
内
面
を
見
つ
め
直
し
た
り
他

者
に
思
い
を
寄
せ
た
り
と
い
っ
た
、
感
性
や
情
緒
の
側
面
に
関
す

る
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
大
修
館
書
店
『
文
学
国
語
』（
文

国
704
）
の
評
論
教
材
「『
遊
び
』
の
伝
統
」
に
つ
い
て
、
自
ら
の

も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る

よ
う
な
発
展
的
な
学
習
活
動
を
い
く
つ
か
提
案
し
て
み
た
い
。

■
発
ల
త
ͳ
ֶ
श
׆
ಈ
Ҋ

ᾇ

ಋ
ೖ

「『
遊
び
』
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
？
」「『
遊
び
』
を
し
て

い
る
と
き
の
自
分
の
内
面
は
ど
ん
な
感
じ
か
？
」
と
い
っ
た
問
い

を
提
示
し
、
自
ら
の
生
活
体
験
を
振
り
返
ら
せ
、
簡
単
に
文
章
化

佐さ

々さ

木き

一か
つ

天ひ
ろ

福
島
県
立
ふ
た
ば

未
来
学
園
高
等
学
校
教
諭

可
能
性
を
秘
め
た「
文
学
国
語
」

に
お
け
る
評
論
教
材

│「
思
い
切
っ
て
」発
展
的
な
学
習
活
動
を
設
定
す
る

│

お
困
り
③
授
業
の
工
夫
で
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
扱
い
た
い
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ᾉ �

લ
ܝ
ᾈ
で
ڞ
༗
͠
ͨ

ใ
Λ
;
·
͑
ỏ「
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
͔
Β

ੳ

͠
ͨ
͜
ͱ
Λ
ॻ
͘
」
の
՝

ʹ
औ
Γ

·
ͤ
Δ
Ố

学
習
者
が
指
摘
し
た
工
夫
は
教
室
全
体
で
共
有
し
、
も
し
自
分

が
書
い
た
文
章
が
他
者
に
読
ま
れ
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
視

点
で
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
知
識
を
少
し
で

も
多
く
蓄
え
ら
れ
る
機
会
を
設
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
こ
か
ら
が
「
書
く
こ
と
」
の
活
動
の
実
践
で
す
。
教
科
書
の

資
料
Ａ
・
Ｂ
を
も
と
に
、「
日
本
社
会
の
課
題
」
に
つ
い
て
自
分

の
考
え
た
こ
と
を
書
き
ま
す
。
グ
ラ
フ
の
情
報
を
丸
ご
と
す
べ
て

使
う
こ
と
は
難
し
い
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
学
習
者
は
自
分
が
展
開

し
た
い
主
張
の
た
め
に
必
要
な
「
根
拠
の
そ
ろ
え
方
」
を
考
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

ᾊ �

त
ۀ
ऀ
͕
༻
ҙ
͠
ͨ
ϧ
ồ
ϒ
Ϧ
ỽ
Ϋ
Λ
ڞ
༗
͠
ỏ
ֶ
श
ऀ
ಉ

࢜
で
࡞
จ
Λ
૬
ޓ
ධ
Ձ
͞
ͤ
Δ
Ố

仮
に
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
互
い
に
文
章
を

読
み
合
い
、
自
身
の
活
動
の
成
果
と
課
題
を
把
握
さ
せ
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
こ
の
活
動
が
、
学
習
者
の
今
後
の
探
究
を
駆
動
す
る
も

の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

ᾋ �

ࢿ
ྉ
Λ
ࠜ
ڌ
ʹ
͠
ͯ
ओ
ு
͢
Δ
ࡍ
の

ҙ

Λ
ڍ
͛
͞
ͤ
Δ
Ố

前
掲
⑴
で
用
い
た
記
録
用
紙
に
加
筆
さ
せ
る
形
を
想
定
し
て
い

ま
す
。
提
出
さ
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
で
、
授
業
を
と
お
し
て
学

習
者
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
、
ま
た
「
書
く
こ
と
」
の
定

着
が
進
ん
だ
の
か
否
か
、
評
価
し
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
授
業
案
は
、一
年
次
の
学
習
を
土
台
と
し
、

そ
れ
を
ふ
ま
え
て
学
習
者
を
一
定
の
水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を

目
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
書
く
こ
と
」
の
現
状
の
定
着

度
の
確
認
と
、
そ
こ
か
ら
の
変
容
を
観
察
す
る
も
の
で
あ
り
、「
現

代
の
国
語
」
で
「
書
く
こ
と
」
の
時
間
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
、

評
価
が
難
し
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
も
実
践
可
能
で
す
。
こ
こ

で
評
価
し
た
定
着
の
度
合
い
が
そ
の
後
の
授
業
展
開
の
起
点
と
な

れ
ば
、少
し
で
も
「
お
困
り
」
が
緩
和
す
る
の
で
は
と
考
え
ま
す
。
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伝
え
た
り
、
他
人
の
話
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
自
ら

の
生
活
体
験
を
振
り
返
り
、
深
く
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
さ

せ
た
い
。

「
文
学
国
語
」
の
授
業
に
お
い
て
、「
話
す
こ
と
／
聞
く
こ
と
」

の
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
の
声
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
話
す
こ
と
で
こ
そ
、
自
分
の
思
い
や
考
え

を
思
う
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
生
徒
も
い
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、

「
文
字
カ
ー
ド
」
の
よ
う
な
補
助
資
料
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
分

が
伝
え
た
い
こ
と
を
よ
り
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
の
手
法
に
つ

い
て
学
ぶ
機
会
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
話
す
こ
と

／
聞
く
こ
と
」
の
活
動
を

設
定
す
る
こ
と
で
、
学
習

者
が
「
他
者
と
の
関
わ
り

の
中
で
伝
え
合
う
力
を

高
め
、
自
分
の
思
い
や
考

え
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
す
る
」
こ
と
を
、
よ
り

可
能
に
す
る
授
業
を
作
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。

ᾋ

ֶ
श
׆
ಈ
Λ
ઃ
ఆ
͢
Δ
্
で

目
の
前
の
学
習
者
の
実
態
を
鑑
み
た
と
き
に
、「
こ
の
生
徒
た

ち
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
発
展
的
な
学
習
活
度

を
設
定
す
る
こ
と
に
た
め
ら
う
場
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
こ
こ
は
「
思
い
切
っ
て
」
様
々
な
発
展
的
な
学
習

活
動
を
設
定
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
発
展
的
な
学
習
活
動
を
成

り
立
た
せ
る
た
め
に
、「
⑷
ス
ピ
ー
チ
」
で
提
案
し
た
「
文
字
カ
ー

ド
」
の
よ
う
に
、
学
習
者
の
実
態
に
応
じ
て
様
々
に
工
夫
を
施
し

た
支
援
を
行
い
た
い
。
授
業
者
の
工
夫
次
第
で
、
学
習
者
が
意
欲

的
に
取
り
組
み
た
く
な
る
よ
う
な
学
習
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
授
業
者
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
授
業

づ
く
り
へ
と
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
文
学
国
語
」
に
お
い
て
評
論
教

材
を
用
い
て
様
々
な
発
展
的
な
学
習
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

「
文
学
国
語
」
が
目
標
に
掲
げ
て
い
る
感
性
や
情
緒
の
側
面
に
関

す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
身

に
付
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
授
業
づ
く
り
の
た
め

に
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
指
導

者
側
の
手
腕
が
試
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
指
導
者

の
努
力
や
工
夫
次
第
で
教
材
の
価
値
が
決
ま
る
と
い
う
意
味
で

は
、「
文
学
国
語
」
に
お
け
る
評
論
教
材
は
決
し
て
扱
い
に
困
る

よ
う
な
厄
介
な
代
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
可
能
性
を
秘
め
た
歓
迎

す
べ
き
「
宝
の
山
」
な
の
で
あ
る
。

˛εϐʔνͷࡍʹ༻͍ΔจࣈΧʔυ
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さ
せ
て
み
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
と
め
た
内
容
を
グ
ル
ー
プ
内
で

共
有
し
合
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
学
習
指
導
案
に
お
い
て

「
導
入
」
に
割
く
時
間
は
短
く
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
教
科
書
本
文
の
読
み
取
り
の
後
に
設
定
す
る
発

展
的
な
学
習
活
動
へ
の
布
石
と
し
て
、
導
入
の
時
間
を
長
く
確
保

し
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
生
活
体
験
を
し
っ
か
り

と
振
り
返
り
、
深
く
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
さ
せ
た
い
。

ᾈ

ຊ
จ
の
読
Έ
औ
Γ

評
論
教
材
で
あ
る
の
で
、
教
科
書
本
文
の
読
み
取
り
を
細
か
く

や
り
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
文
の
読
み
取
り
を

全
て
「
対
話
的
」
に
進
め
さ
せ
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
段

落
分
け
を
提
示
し
た
後
、
段
落
ご
と
の
見
出
し
の
作
成
や
キ
ー

ワ
ー
ド
の
抽
出
な
ど
の
学
習
活
動
を
、
全
て
グ
ル
ー
プ
活
動
（
二

〜
四
人
）
と
し
て
設
定
し
、
読
み
取
り
を
進
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

で
き
る
だ
け
生
徒
同
士
が
話
し
合
い
な
が
ら
本
文
の
内
容
を

読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
支
援
や
解
説
に
工
夫
を
施
し
た
い
。

ᾉ

จ
ষ
࡞


「『
遊
び
』
の
経
験
を
通
し
て
、
生
き
て
い
る
実
感
や
生
の
充
足

感
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、「
⑴
導
入
」

で
ま
と
め
た
内
容
を
さ
ら
に
深
め
さ
せ
る
よ
う
な
問
い
を
投
げ

か
け
、
文
章
作
成
を
行
わ
せ
た
い
。「『
遊
び
』
の
経
験
が
人
間
の

内
面
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
り
、
人
生
や
生
き
る
こ
と
に
大
き
く
影
響

を
与
え
る
」
と
い
う
点
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
ら
の
「
遊
び
」
の

経
験
を
ま
と
め
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
生
活
体
験
を
振
り
返
り
、

よ
り
深
く
見
つ
め
直
す
場
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

体
育
系
の
生
徒
で
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技
に
も
と
づ
い
た
体

験
を
、
文
科
系
の
生
徒
で
あ
れ
ば
コ
ン
ク
ー
ル
や
発
表
会
に
関
す

る
体
験
を
振
り
返
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
カ
ラ
オ
ケ
や
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
と
い
っ
た
日
常
生
活
の
一
コ
マ
に
具
体
例
を
見
つ
け
る
生
徒

も
、
幼
少
時
の
記
憶
を
た
ど
る
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う
。「
⑴
導
入
」

で
ま
と
め
た
内
容
と
「
⑵
本
文
の
読
み
取
り
」
で
把
握
し
た
筆
者

の
主
張
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
の
生
活
体
験
を
振
り
返
り
、

深
く
見
つ
め
直
し
、
自
ら
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
「
文
学
国

語
」
の
目
標
の
一
つ
で
あ
る
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り

深
め
た
り
す
る
こ
と
」
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ᾊ

ε
ϐ
ồ
ν

「
⑶
文
章
作
成
」
の
成
果
物
を
も
と
に
、
自
ら
の
「
遊
び
」
の

経
験
を
テ
ー
マ
に
し
て
、キ
ー
ワ
ー
ド
を
書
い
た
「
文
字
カ
ー
ド
」

を
黒
板
に
貼
り
な
が
ら
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
場
を
設
定
し
て
み
た

い
。「
文
字
カ
ー
ド
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
話
す
内
容
を
覚
え
る

と
い
う
話
し
手
の
負
担
を
減
ら
す
と
と
も
に
、「
文
字
カ
ー
ド
」

と
い
う
視
覚
的
な
情
報
が
提
示
さ
れ
た
状
態
で
ス
ピ
ー
チ
を
聞
く

の
で
、
内
容
が
印
象
に
残
り
、
聞
き
手
の
理
解
度
も
上
が
る
と
考

え
ら
れ
る
。
各
々
の
「
遊
び
」
の
経
験
に
つ
い
て
自
分
の
言
葉
で
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氏
物
語
の
与
謝
野
訳
は
誤
訳
も
多
い
と
さ
れ
ま
す
が
、
吉
本
隆
明

が
表
現
の
面
か
ら
一
つ
の
作
品
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
与
謝
野

訳
を
支
持
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
点
で
す
。

他
に
も
、
昇
天
の
際
、
ペ
ガ
サ
ス
が
迎
え
に
く
る
「
か
ぐ
や
ひ

め
」
の
絵
本
や
、
女
房
の
語
り
を
光
源
氏
の
一
人
称
視
点
で
語
り

直
し
た
橋
本
治
の
『
窯
変
源
氏
物
語
』、
漫
画
化
・
映
像
化
さ
れ

た
古
典
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
古
典
は
現
代
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。
原
作
と
関
連
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
お
も
し

ろ
さ
に
気
づ
く
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ

る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

「
古
典
の
世
界
」
の
最
終
ペ
ー
ジ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
な
作
品

解
説
と
「
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ブ
ッ
ク
ガ

イ
ド
」
に
は
、
古
典
作
品
を
有
名
作
家
が
翻
訳
し
た
も
の
や
、
作

者
に
成
り
代
わ
っ
て
解
説
し
た
も
の
、
漫
画
な
ど
、
生
徒
の
興
味
・

関
心
に
応
じ
た
も
の
が
多
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
師
が
提
示
す

る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
自
身
の
興
味
・
関
心
に
応
じ
て
選
ば
せ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
त
ۀ
Ҋ
ᶄ

࡞

の
解
ऍ
Λ
;
·
͑
ͯ
ߟ
͑
Λ

͛
Α
͏

生
徒
の
古
典
嫌
い
の
理
由
の
一
つ
に
品
詞
分
解
が
あ
る
の
は
多

く
の
先
生
方
が
感
じ
て
い
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
、
品

詞
分
解
は
古
典
の
世
界
を
深
く
知
り
、
文
章
に
散
り
ば
め
ら
れ
た

作
者
の
工
夫
や
心
情
の
機
微
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
作
業
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
生
徒
自
身
が
作
品
の
内
容
を
大
き

く
捉
え
、
展
開
に
興
味
を
も
ち
、
作
品
を
楽
し
め
る
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。
そ
の
上
で
、
品
詞
分
解
を
通
じ
た
文
法
的
な
解
釈

˛h ৽ฤ�จֶޠࠃʢɦจࠃ���ʣQQ��������ʮ͔͙ ඣͷঢఱʯ

・・

　
　
ࠓ
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ

　
　
܅
を
あ
は
れ
と
ࢥ
ひ
出
で
け
る

と
て
、
壺
の
薬
そ

て
、�

಄
と
う
の

中ͪ
Ώ
う

ক͡
や
う

ݺ
ͼ

寄
せ
て
、
奉
ら
す
。
中
ক
に
、
天
人
औ
り

て

ふ
。
中
ক
औ
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の

羽
衣
う
ͪ
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
ԧ

を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
お
ぼ
し
つ
る

こ
と
も

うࣦ

せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、

物
ࢥ
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
ं
に

り

て
、
ඦ
人
ば
か
り
天
人
۩
し
て
、
ঢ
り
ぬ
。

あ
ͳ
た
を
し
Έ
͡
Έ
と

（
帝
に
）
ݙ
上
͞
せ
る

͞
っ
と

（
か
ぐ
や
姫
に
）
お
着
せ
ਃ
し
上
͛
る
と

ؾ
の
ಟ
ͩ

天
人
を
ै
͑
て

・・5・・・・10・・

ֶ
श

ⴺ
ủ
ᜥ
͖
ॴ
Ứ（
114
ɾ
5
）
と
は
ỏ

Ͳ
͜
を
ࢦ
す
か
Ố

ⴼ
ủ
し

し

て
ỐỨ（
114
ɾ
�
）
と
あ

る
が
ỏ
か
ぐ
や
姫
は
ͳ
ͥ
͜
う

ݴ
っ
た
の
か
Ố

ⴾ
天
の
羽
衣
に
よ
っ
て
ỏ
か
ぐ
や

姫
は
Ͳ
の
よ
う
に
ม
Խ
し
た
か
Ố

�
಄
த
ক

ۙこ
の

Ӵ͑
の
中
ক
で
、
ଂく

ろ

人う
Ͳ
の

಄と
う

を
݉
Ͷ
た
人
。

ख
ࢴ
の
େ
ҙ

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
。

か
ぐ
や
姫
は
帝
に
手
紙
を
書
き
、
そ
の
最
後

に
次
の
和
歌
を
添
え
た
。

11�

ݹ
య
の
ੈ
ք
2
˗
͔
͙

ඣ
の
ঢ
天

昇天するかぐや姫（「竹取物語」小林古径 筆）

・5・・・・10 ・・・

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
、
御み

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

き
こ
と
あ
り
け
り
。」
と
言
ひ
て
、
文ふ
み

書
く
。

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

（
帝
に
）
手
紙
を
書
く

1
天
の
羽
衣

天
人
が
着
て
空
を

飛
行
す
る
と
い
う
想
像
上
の
衣
。

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
。

114

目
標

ಸ
ྑ

ฏ
҆

ח


ࣨ
ொ

ߐ
ށ

明
治

平
安
時
代
前
期
伝
奇
物
語
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「
ݹ
య
୳
ڀ
」を
ཤ
म
し
ͳ
͍
ͱ
ỏ

ݹ
文
ɾ

文
を
ѻ
͑
ͳ
͍
？

■
は
͡
Ί
ʹ

新
課
程
と
な
り
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
古
典
探
究
」「
国

語
表
現
」
が
選
択
科
目
に
な
り
ま
し
た
。
単
位
数
上
、
す
べ
て
を

選
択
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
多
く
の
学
校
の
国
語
科
内
ま
た

は
学
校
全
体
で
議
論
が
な
さ
れ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

は
、「
古
典
」
を
授
業
で
扱
い
た
い
け
れ
ど
、
科
目
と
し
て
の
「
古

典
探
究
」
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
都
合
上
難
し

く
、
断
念
す
る
学
校
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

「
文
学
国
語
」
と
い
う
科
目
は
、
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い

て
「
必
要
に
応
じ
て
」「
古
典
に
お
け
る
文
学
的
な
文
章
」
を
扱

う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
修
館
書
店
『
新
編
文

学
国
語
』（
文
国
705
）
で
は
、「
古
典
の
世
界
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
有
名
古
典
が
原
文
で
十
数
編
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
古
典
探
究
」

が
履
修
で
き
な
い
学
校
で
も
、
学
習
の
中
で
古
典
を
効
果
的
に
扱

う
こ
と
が
可
能
で
す
。

以
下
で
は
、『
新
編
文
学
国
語
』
の
教
材
を
用
い
た
二
つ
の
授

業
案
を
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
त
ۀ
Ҋ
ᶃ

現
代
語
訳
Λ
ൺ
ֱ
͠
ỏ
ද
現
の
ಛ

Λ
ͭ
͔
も
͏

有
名
古
典
は
、
多
く
の
作
家
に
よ
っ
て
現
代
語
訳
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
「
竹
取
物
語
」
は
川
端
康
成
や
北
杜
夫
、
星
新

一
な
ど
、「
源
氏
物
語
」
は
与
謝
野
晶
子
や
谷
崎
潤
一
郎
、
瀬
戸

内
寂
聴
、
角
田
光
代
な
ど
、
他
に
も
多
く
の
作
家
が
訳
し
て
い
ま

す
。
原
文
と
こ
れ
ら
の
訳
を
比
較
し
、
文
体
の
特
徴
や
効
果
に
つ

い
て
考
え
た
り
、
そ
こ
か
ら
訳
者
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
考
察

し
た
り
す
る
活
動
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
内
容
だ
け
で
は
な
く
表

現
を
強
く
意
識
し
て
作
品
を
読
む
と
い
う
点
で
、
翻
訳
作
品
や
古

典
で
こ
そ
で
き
る
学
習
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、
源

石い
し

鍋な
べ

雄ゆ
う

大だ
い

東
京
都
立
大
泉
高
等
学
校

附
属
中
学
校
教
諭

「
文
学
国
語
」で
で
き
る
古
典
の
お
さ
ら
い

お
困
り
③
授
業
の
工
夫
で
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
扱
い
た
い
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文
学
教
材
を
活
用
し
て「
論
理
国
語
」の
読
み
を

深
め
る
に
は
？

■
は
͡
Ί
ʹ

新
科
目
「
論
理
国
語
」
を
採
択
し
た
学
校
の
中
に
は
、「
定
番
の

文
学
教
材
が
ま
っ
た
く
扱
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
」

と
悩
ま
れ
て
い
る
先
生
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
授
業
の
工
夫
に
よ
っ
て
は
、
文
学
教
材
を
用
い
つ
つ
、
論
理

的
な
力
を
養
う
こ
と
も
、十
分
に
可
能
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
評
論
教
材
を
読
む
こ
と
を
活
動
の

主
に
し
つ
つ
、
そ
の
読
み
の
一
助
と
な
る
よ
う
な
文
学
作
品
を
副

教
材
と
し
て
適
宜
用
い
る
と
い
う
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
評
論

文
の
筆
者
の
主
張
や
問
題
意
識
を
、
文
学
作
品
の
言
葉
、
登
場
人

物
の
心
情
、
世
界
観
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

徒
た
ち
は
筆
者
の
主
張
を
よ
り
多
角
的
に
吟
味
し
、
よ
り
深
く
思

索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
稿
で
は
、
大
修
館
書
店
『
新
編
論
理
国
語
』（
論
国
706
）
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
評
論
文
「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
（
鷲

田
清
一
）」
を
主
教
材
に
、
そ
し
て
小
説
「
山
月
記
（
中
島
敦
）」

を
副
教
材
に
設
定
し
た
授
業
提
案
を
し
て
い
き
ま
す
。「
論
理
国

語
」
で
育
む
べ
き
資
質
・
能
力
の
軸
は
ブ
ラ
さ
ず
に
、
文
種
の
異

な
る
二
つ
の
教
材
を
効
果
的
に
用
い
て
、
生
徒
の
よ
り
よ
い
学
び

に
つ
な
げ
て
い
く
、
そ
ん
な
国
語
の
授
業
を
目
指
し
ま
し
た
。

■
ධ

ڭ
ࡐ
ͱ
จ
ֶ
ڭ
ࡐ
の

༰
ͱ



「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」
は
、
初
め
に
自
分
の
存
在

す
る
意
義
す
ら
悩
ん
で
し
ま
う
現
代
人
の
苦
悩
を
提
示
し
、
自
分

自
身
や
世
の
中
の
答
え
の
な
い
問
い
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
見
る
た
め
の
「
補
助
線
」
を
引
い
て
「
賢
く
」
考
え
続
け

る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
文
章
で
す
。
本
教
材
は
、
こ
れ

栗く
り

原は
ら

賢け
ん

文
化
学
園
長
野
中
学
・

高
等
学
校
教
諭

評
論
教
材
と
文
学
教
材
を
つ
な
げ
て
学
ぶ

「
論
理
国
語
」の
授
業

│
鷲
田
清
一「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」×
中
島
敦「
山
月
記
」│

お
困
り
③
授
業
の
工
夫
で
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
扱
い
た
い
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や
古
典
常
識
な
ど
の
補
足
説
明
を
行
え
ば
、
よ
り
作
品
世
界
を
深

く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
古
典
の

世
界
」
で
は
、
傍
訳
に
よ
っ
て
、
古
典
に
苦
手
意
識
を
も
っ
た
生

徒
に
も
作
品
世
界
を
比
較
的
抵
抗
な
く
味
わ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
す
。

「
古
典
の
世
界
３
」
に
示
さ
れ
て
い
る
枕
草
子
「
は
し
た
な
き

も
の
」
で
も
、
傍
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
生
徒
が
自
力
で
読
解
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
教
科
書
の
工
夫
と
し
て
、「
は
し
た
な
き
も
の
」
と
い

う
言
葉
自
体
に
は
傍
訳
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
本
文
を
読
ん

だ
上
で
、
題
名
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
訳
語
が
適
切
か
考
え
る
活

動
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。「
き
ま
ず
い
も
の
」と
い
う
意
味
は
現
代

語
と
は
違
う
の
で
、意
外
に
思
う
生
徒
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
は
し
た
な
き
も
の
」
と
同
様
に
、「
か
ひ
な
し
」「
め
で
た
し
」

に
も
傍
訳
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
ち
ら
は
現
代
語
か
ら
意
味

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
古
語
と
現
代
語
と
の
つ
な
が
り
を
実

感
で
き
る
と
い
う
意
味
で
対
照
的
で
す
。
古
今
異
義
語
や
、
古
語

と
現
代
語
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
る
こ
と
も
可
能
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
具
体
的
な
授
業
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
形
を
想
定
し

ま
し
た
。
ま
ず
、「
は
し
た
な
き
も
の
」
の
意
味
を
本
文
の
内
容

か
ら
考
え
る
と
い
う
活
動
目
標
を
示
し
、
音
読
を
し
た
後
、
傍
訳

等
を
参
考
に
自
力
で
大
ま
か
に
読
み
進
め
ま
す
。
次
に
、
本
文
の

内
容
を
参
考
に
各
自
で
「
は
し
た
な
き
も
の
」
の
意
味
を
考
え
さ

せ
、
最
終
的
に
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
発
表
す
る
流
れ
で
す
。

話
し
合
い
の
際
に
は
、
本
文
に
根
拠
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
本

文
の
表
現
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
は
し
た
な
き
も
の
」の
意
味
が「
き
ま
ず
い
も
の
」だ
と
わ
か
っ

た
後
に
は
、
自
分
の
「
は
し
た
な
き
も
の
」
を
書
く
こ
と
も
楽
し

い
活
動
に
な
る
で
し
ょ
う
。
書
い
た
後
は
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
作

品
と
交
流
し
た
り
、
改
め
て
原
文
と
比
べ
た
り
す
る
こ
と
で
、
人

が
も
つ
感
性
や
感
覚
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

他
に
も
、
類
聚
章
段
の
「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
や
「
う
つ

く
し
き
も
の
」
な
ど
を
使
用
し
て
、
発
展
的
に
同
様
の
活
動
を
す

る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

古
典
に
苦
手
意
識
を
も
つ
生
徒
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
支
援
を

す
べ
き
な
の
か
、
私
た
ち
国
語
教
員
に
と
っ
て
は
大
き
な
課
題
で

す
。
今
回
の
新
課
程
編
成
に
よ
っ
て
、「
文
学
国
語
」
と
い
う
科

目
で
古
典
「
文
学
」
と
し
て
授
業
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の

突
破
口
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
楽
し
く
魅
力
的
な
授
業
が
た

く
さ
ん
開
発
さ
れ
、
全
国
の
教
室
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
て

い
ま
す
。
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や
問
い
に
「
補
助
線
を
引
く
」
こ
と
の
意
味
を
体
験
的
に
理
解
し
、

自
ら
の
考
え
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
き
ま
す
。

■
ࢦ
ಋ
の
ϙ
Π
ϯ
τ

学
習
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、「『
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考

え
る
』
の
読
み
を
丁
寧
に
行
う
こ
と
」、「『
山
月
記
』
の
読
み
は

ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
行
う
こ
と
」
が
大
切
で
す
。
あ
く
ま
で
評
論

文
の
筆
者
の
主
張
が
単
元
の
主
役
で
す
の
で
、
こ
の
意
味
を
第
一

次
で
し
っ
か
り
全
員
で
共
有
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、「
山

月
記
」
は
詳
細
に
読
も
う
と
す
る
と
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
上

に
、
漢
文
調
の
文
体
や
漢
詩
に
よ
っ
て
一
人
で
読
み
進
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
教
師
側
か
ら
の
補
足
説
明
や

資
料
を
充
実
さ
せ
、
初
め
か
ら
目
的
意
識
を
も
っ
て
読
ん
で
い
く

よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
学
び
の
方
向
性
と
し
て
、「
悩
み
の
解
決
自
体
を
目
的

と
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
補
助

線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」
に
は
、「
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
も
そ

の
ま
ま
持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
切
」
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。「
自
分
の
悩
み
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
角
度
か

ら
見
る
た
め
に
『
山
月
記
』
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
を
生
徒
が
き

ち
ん
と
ふ
ま
え
て
い
る
か
で
、
単
元
の
ま
と
め
で
の
記
述
内
容
も

変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

そ
し
て
「
李
徴
の
悩
み
」
を
考
え
る
際
に
は
、
単
元
冒
頭
で
書

き
出
し
た
「
自
分
の
悩
み
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
声
掛
け
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。「
自
分
の
性
格
と
上
手
く
付
き
合
え
な
い
」「
勉
強

し
て
も
成
績
が
上
が
ら
な
い
」「
自
分
の
好
き
な
こ
と
が
分
か
ら

な
い
」
な
ど
の
素
朴
な
悩
み
や
不
安
は
、
李
徴
の
苦
悩
と
重
な
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
同
じ
苦
し
み
の
中
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
」
文
学
作
品
が
「
補
助
線
を
与
え
て
く
れ
る
」

こ
と
を
生
徒
た
ち
は
よ
り
実
感
し
て
い
く
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
͓
Θ
Γ
ʹ

本
稿
で
示
し
た
授
業
案
以
外
に
も
、『
新
編
論
理
国
語
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
評
論
教
材
を
用
い
た
授
業
と
し
て
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
も
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

・「
記
号
的
メ
デ
ィ
ア
と
物
理
的
メ
デ
ィ
ア
」（
伊
藤
亜
紗
）
×
「
握

手
」（
井
上
ひ
さ
し
）
で
学
ぶ
「
具
体
と
抽
象
」

・「
紙
の
本
は
な
く
な
ら
な
い
」（
内
田
樹
）
×
「
旅
す
る
本
」（
角

田
光
代
）
で
考
え
る
「
紙
の
本
の
意
義
」

こ
れ
ら
も
、「
評
論
教
材
に
『
補
助
線
を
引
く
』
た
め
の
文
学

教
材
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
考
え
て
い
ま
す
。
組
み
合
わ
せ
は
ま

さ
に
無
限
大
で
す
。先
生
方
の
知
見
を
生
か
し
、
ぜ
ひ
豊
か
な「
論

理
国
語
」
の
授
業
を
模
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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か
ら
社
会
に
出
て
い
く
高
校
生
た
ち
が
自
分
自
身
の
過
去
、
現

在
、
そ
し
て
未
来
を
見
つ
め
る
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
教
科
書
で
は
目
標
と
し
て
次
の
二
つ
を
設
定
し
て
い

ま
す
。

①
筆
者
の
問
題
意
識
を
と
ら
え
、
主
張
を
読
み
取
る
。

②
読
み
取
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め

る
。

こ
の
評
論
文
を
読
ん
で
い
く
上
で
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
に
な
る
の

が
、
題
名
に
も
あ
る
「
補
助
線
を
引
く
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
づ

け
で
す
。
確
か
に
、
本
文
全
体
を
ふ
ま
え
れ
ば
筆
者
の
主
張
を
簡

潔
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
、生
徒
た
ち
に
は「
補

助
線
を
引
く
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
実
感
し
、
さ
ら
に
自
分

の
考
え
を
深
め
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
、
本
文
中
の
「
文
学
や
芸
術

作
品
も
、
同
じ
苦
し
み
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
補
助
線
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
。」
と
い
う
記
述

に
注
目
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
で
は
、
今
自
分
が
も
っ
て
い
る
悩

み
や
問
い
に
対
し
て
、
実
際
の
文
学
作
品
か
ら
ど
の
よ
う
な
補
助

線
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
生
徒
た
ち
に
問
い
か
け
ま
す
。

こ
こ
で
生
徒
た
ち
に
提
示
す
る
文
学
作
品
が
、
中
島
敦
「
山
月

記
」
で
す
。
虎
に
な
っ
た
李
徴
が
、
自
意
識
へ
の
苦
悩
や
人
間
存

在
の
不
条
理
さ
へ
の
嘆
き
な
ど
を
、
親
友
で
あ
る
袁
傪
に
語
る
物

語
で
す
。
こ
の
作
品
を
媒
介
と
し
て
、
生
徒
た
ち
が
自
ら
の
悩
み

段
階

学
習
の
流
れ

ୈ̍（ؒ࣌̐）࣍
「ิॿઢをҾ͖ͳがΒ͑ߟΔ」をಡΉ

ಋೖ
○
自
分
が
現
在
も
っ
て
い
る
悩
み
を
た
く
さ
ん
書
き
出
す
。（
学
習

や
部
活
動
に
つ
い
て
・
友
人
家
族
等
と
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
・

進
路
選
択
に
つ
い
て
な
ど
）

○
友
達
の
悩
み
も
で
き
る
範
囲
で
共
有
し
な
が
ら
、
挙
げ
ら
れ
た

「
高
校
生
の
悩
み
」
を
、
内
容
別
に
分
類
し
て
み
る
。

○
単
元
の
趣
旨
を
提
示
す
る
。

ల։
○
「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」
を
意
味
段
落
ご
と
に
精
読

し
な
が
ら
筆
者
の
問
題
意
識
や
主
張
を
整
理
す
る
。

※
特
に
、「
現
代
人
の
苦
悩
」
と
「『
賢
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』

と
い
う
筆
者
の
主
張
」
を
軸
に
、「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え

る
」
と
い
う
言
葉
の
本
文
中
の
意
味
を
的
確
に
ま
と
め
る
。

ୈ̎（ؒ࣌̐）࣍
「山月記」͔ Β「ิॿઢ」をಘΔ

○
単
元
冒
頭
で
書
き
出
し
た
悩
み
に
対
し
て
、「
文
学
作
品
か
ら

『
補
助
線
』
を
得
て
み
よ
う
」
と
投
げ
か
け
、「
山
月
記
」
を
提

示
す
る
。

○
本
文
を
読
み
、「
李
徴
の
悩
み
」
を
境
遇
・
性
格
・
人
間
関
係
な

ど
の
観
点
か
ら
ま
と
め
る
。

※
観
点
は
導
入
で
考
え
た
「
悩
み
の
分
類
」
を
用
い
ら
れ
る
と
な

お
よ
い
。

○
そ
れ
ぞ
れ
「
李
徴
の
悩
み
」
を
一
つ
取
り
上
げ
て
、「
自
分
だ
っ

た
ら
李
徴
に
ど
の
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
か
」
を
考
え
、
ク

ラ
ス
メ
イ
ト
と
共
有
す
る
。

まとめ
〇
「
補
助
線
を
引
き
な
が
ら
考
え
る
」「
山
月
記
」
で
の
活
動
を
と

お
し
て
、
再
度
導
入
の
自
分
の
悩
み
に
立
ち
返
り
、
そ
の
悩
み

に
つ
い
て
の
今
の
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

˛୯ݩʮh ࣗͷΈͱͷ͖߹͍ํ Λɦߟ Α͑͏ ʯʢల։ྫʣ
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■
「
ݱ

の
ࠃ
語
」
の
授
業

Ｑ
３
〜
５
で
は
、「
現
代
の
国
語
」
の
授
業
に

つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

で
は
、
約
10
％
の
先
生
が
規
定
配
当
時
間
で
あ
る

「
20
〜
30
時
間
程
度
」
と
回
答
。「
書
く
こ
と
」
は
、

規
定
の
「
30
時
間
以
上
」
扱
っ
た
と
答
え
た
先
生

が
６
・７
％
に
留
ま
る
一
方
、「
読
む
こ
と
」
は
規

定
の
10
〜
20
時
間
よ
り
も
多
く
扱
っ
て
い
る
先
生

が
64
・
４
％
い
ま
し
た
。
各
領
域
で
は
、
以
下
の

授
業
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ừ

͢
͜
ͱ
ɾ
ฉ
͘
͜
ͱ
Ử

①
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い

②
ペ
ア
で
の
会
話
の
練
習
や
自
己
紹
介

③
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ừ
ॻ
͘
͜
ͱ
Ử

①
読
ん
だ
文
章
を
ふ
ま
え
て
意
見
文
を
書
く

②
調
べ
た
こ
と
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る

③
出
題
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
小
論
文
を
書
く

ừ
ಡ
Ή
͜
ͱ
Ử

①
「
対
比
」「
具
体
と
抽
象
」
な
ど
、身
に
つ
け
た

い
読
み
の
力
を
明
確
化
し
た
授
業

②
定
番
の
評
論
教
材
を
用
い
た
読
解

③
「
書
く
こ
と
」
と
連
動
さ
せ
た
授
業

�����
�����

�����

�����

�����

20時間～30時間程度（規定）

10～20時間程度５～10時間程度

５時間以内

その他

���
������

�����

�����

�����

30時間以上（規定）

20～30時間
程度

10～20時間
程度

10時間以内

その他

�����

�����

�����

�����

����

30時間以上

20～30時間程度

10～20時間
程度（規定）

10時間
以内

その他

「現代の国語」で「す͜とɾฉく͜と」をどのఔߦっていますか。Q�

「現代の国語」で「ॻく͜と」
をどのఔߦっていますか。Q�「現代の国語」で「ಡΉ͜と」

をどのఔߦっていますか。Q�

�� ʙ �� 扱ってؒ࣌
いΔɺと答えͨઌੜ͕
��� 近くに。

（＊Q3～ 5：１年間での時間数。）
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■
ඞ
म
科
目
の

୲

Ｑ
１
で
は
、
必
修
二
科
目
の
分
担
に
つ
い
て
尋

ね
ま
し
た
。「
科
目
ご
と
に
担
当
が
分
か
れ
て
い

る
」
と
答
え
た
先
生
、「
一
人
で
両
科
目
を
担
当

し
て
い
る
」
と
答
え
た
先
生
で
、
合
計
約
85
％
と

い
う
結
果
に
。「
そ
の
他
」
に
は
、「
現
代
文
と
古

典
で
担
当
が
分
か
れ
て
い
る
（『
現
代
の
国
語
』
の

評
論
と
『
言
語
文
化
』
の
小
説
を
現
代
文
担
当
の

教
員
が
教
え
て
い
る
）」と
回
答
し
た
先
生
も
い
ま

し
た
。「
国
語
総
合
」時
代
の
役
割
分
担
を
引
き
継

い
で
い
る
学
校
も
あ
る
よ
う
で
す
。

■
「
言
語
文
化
」
の
૿
୯
Ґ

Ｑ
２
で
は
、
必
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て

尋
ね
ま
し
た
。
約
30
％
の
先
生
が
「『
言
語
文
化
』

を
３
単
位
で
扱
う
」
と
回
答
。「
古
典
と
近
現
代

の
小
説
を
２
単
位
で
扱
う
の
は
厳
し
い
」
と
い
う

意
見
が
目
立
ち
、
多
く
の
先
生
が
時
間
数
の
不
足

を
実
感
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
方
で
、「
読
み

比
べ
教
材
が
充
実
し
て
い
る
と
、
現
代
文
と
古
典

を
同
時
に
扱
え
る
の
で
助
か
る
」
と
い
う
声
も
あ

り
ま
し
た
。

ඞम科目のΧϦΩϡϥϜを教えてください。Q�

ඞम科目の୲にͭいて教えてください。Q�

����������

�����
����

　／　の担当教員
が分かれている

言現　は１名で、
　は２名で
担当している
言
現

1人の教員が
　／　の両方
を担当している

言現

その他

ࡢ


͔
Β
ε
λ
ồ
τ
͠
ͨ
৽
՝
ఔ
ͷ
ࠃ
ޠ
Ố

Χ
Ϧ
Ω
ỿ
ϥ
Ϝ
ỏ
બ

Պ
目
ͷ
ཤ
म
ỏ
文
ֶ
ͷ

ѻ
͍
ͳ
Ͳ
ʹ
ͭ
͍
ͯ
ỏ

ỻ
ϒ
Ξ
ϯ
έ
ồ
τ
Ͱ

ֶ
ߍ
ݱ

ͷ
ઌ
ੜ
ํ
ʹ
͏
͔
͕
͍
·
͠
ͨ
Ố

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

（
文
責
：
編
集
部
）

新
課
程
国
語
の
実
態
調
査

57.8%

31.1%

2.2%

4.4%

4.4%

１年生で現②／言②

１年生で現②／言③

１年生で現②／１・２年生で言各①

１年生で現③／言②

１年生で現③／言③

શମのׂ͕̏
「言語文化」を૿୯Ґʂ

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

【
ア
ン
ケ
ー
ト
】

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

（
文
責
：
編
集
部
）

ừ
ຌ
ྫ
Ử

現
ộủ
ݱ

ͷ
ࠃ
ޠ
Ứ

言
ộủ
ݴ
ޠ
文
Խ
Ứ

ᶃ
Ỗ
ᶅ
ộ
୯
Ґ
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■
બ

科
目

最
後
に
、
選
択
科
目
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。

ど
の
科
目
を
履
修
す
る
か
、「
近
現
代
の
文
学
作

品
」
を
ど
の
科
目
で
扱
う
か
な
ど
、
多
く
の
課
題

が
あ
る
よ
う
で
す
。
今
年
度
か
ら
い
よ
い
よ
新
選

択
科
目
も
ス
タ
ー
ト
。
今
後
も
新
課
程
の
実
態
に

つ
い
て
、
注
視
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

どのબ科目を։ઃすΔ༧ఆですか。ʢෳ回答ʣQ�

古典探究

国語表現

文学国語

論理国語 75.6%

73.3%

31.1%

57.8%

�����

�����

����

�����

����

「文学国語」の中で扱う

「論理国語」内で
投げ込みで扱う

学校設定科目で扱う

扱わない
その他

બ科目に͓いてɺ近現代の文ֶ࡞をどのΑうに扱う༧ఆですか。Q�

গとはいえɺ文ֶ
教ࡐを「扱Θͳい」
という回答も。

■全国の採用率
（令和 5年度教科書
採用データより）

「論理国語」：57.6%
「文学国語」：44.1%
「国語表現」：38.4%
「古典探究」：51.5%

『『論理国語』『新編 論理国語』
学習ノート小説編』のご案内

予価：352 円（税込）
収録教材：

●「山月記」（中島敦）
●「こころ」（夏目漱石）
●「舞姫」（森鷗外）
●「檸檬」（梶井基次郎）

この４本の小説教材について、
・小説本文（脚注付）
・「学習ノート」設問
・別冊「解答・解説編」
をご用意しています。

ʓ�ೖࢼのͨΊには「ཧ
国語」͕ඞਢ。でも文
ֶ教ࡐも扱いͨいʜ。
„ͦΜͳઌੜはͪ͜Βʂ

■調査の概要
【調査時期】2022 年
11 月～ 2023 年 1 月
【回答総数】45 名

＊弊社担当者が学校訪問
の際や学会等でウェブア
ンケートご協力のお願い
を配布し、ご回答いただ
いた内容をまとめたもの
です。全国の高校すべて
の実態を調査したもので
はございません。ご協力
いただいた先生方に、厚
く御礼を申し上げます。
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■
「
言
語
文
化
」
の
授
業

Ｑ
６
で
は
、「
言
語
文
化
」
の
授
業
内
容
に
つ

い
て
尋
ね
ま
し
た
。「
現
・
古
・
漢
を
別
個
に
分
け

て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
」
が
過
半
数
を
超
え
る
一
方
、

「
テ
ー
マ
を
立
て
、
現
・
古
・
漢
を
融
合
」
と
い
う

回
答
は
14
％
で
し
た
。
ま
た
、「
現
代
文
は
少
し

だ
け
」「
現
代
文
は
『
現
代
の
国
語
』
で
」
と
い
う

回
答
は
、
合
わ
せ
て
約
35
％
に
上
り
ま
し
た
。

「
言
語
文
化
」
と
い
う
科
目
自
体
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
現
・
古
・
漢
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
扱
う
こ
と
が

難
し
い
。
掘
り
下
げ
て
読
み
深
め
る
だ
け
の

時
間
が
な
い
。

〇
科
目
の
趣
旨
に
は
大
い
に
賛
同
で
き
る
が
、

単
位
数
に
無
理
が
あ
る
こ
と
は
事
実
。

■
小
説
は
ど
の
科
目
で
？

Ｑ
７
で
は
、「
羅
生
門
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
近

現
代
の
小
説
」
に
つ
い
て
尋
ね
ま
し
た
。「『
言
語

文
化
』
で
扱
う
」
と
答
え
た
先
生
が
８
割
以
上
に

上
り
ま
し
た
。
一
方
で
、「『
現
代
の
国
語
』
で
」

「『
言
語
文
化
』『
現
代
の
国
語
』
両
方
で
」
と
い
う

回
答
も
合
計
で
13
％
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。

�����

����

���� ���� その他　／　両方で現言

の時間内で現

の時間内で言

�����

�����

�����

����

現・古・漢を
別個に分けてバランスよく

テーマを立て、
現・古・漢を融合

古典を中心に、
現代文は少しだけ

古典だけを扱い、
現代文は で現

「言語文化」の授業の実態に近いものを教えてください。Q6

近現代の小説はどの科目で扱っていますか。Q7

小説を「現代の国語」で
扱うという回答も。
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国語教科書のご案内

大修館書店 新課程用 特設サイトは
こちら
▼

●●● ●●● ●●● ●●●

いずれかを選択

令和

6
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

1

現
代
の
国
語

現国
���

2

言
語
文
化

言文
���

4

新
編
言
語
文
化

言文
���

5

文
学
国
語

文国
���

8

古
典
探
究
古
文
編
・
漢
文
編

୳ݹ
���

୳ݹ
���

12 13

新
編
文
学
国
語

文国
���

9

精
選
古
典
探
究

୳ݹ
���

11

論
理
国
語

国
���

6

国
語
表
現

国ද
���

10

新
編
論
理
国
語

国
���

7

新
編
現
代
の
国
語

現国
���

3

『新編 文学国語』
には古典もあり

119-4C_01-16_CC2018.indd   1 2023/03/14   21:01
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文
学
教
材
の
定
番
と
い
わ
れ
る
森
鷗
外
「
舞

姫
」。
近
年
で
は
「
古
典
と
同
じ
で
文
章
が
難
し

い
」「
教
え
た
く
て
も
時
間
が
取
れ
な
い
」
な
ど
と

い
う
声
も
聞
か
れ
る
。
そ
ん
な
先
生
方
に
は
、
ぜ

ひ
本
書
を
一
読
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

生
徒
が
主
体
的
に
「
舞
姫
」
を
読
み
始
め
る
た
め

の
ヒ
ン
ト
が
満
載
な
の
で
あ
る
。

■
謎
解
き
感
覚
で
徹
底
解
読

「
舞
姫
」
を
読
む
上
で
壁
と
な
る
の
は
、ま
ず
は

文
体
と
語
彙
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
気
軽
に
「
舞

姫
」
の
世
界
を
楽
し
め
る
よ
う
に
冒
頭
に
総
ル
ビ

の
原
文
を
掲
載
し
、
３
９
４
も
の
丁
寧
な
語
注
を

設
け
た
。「
肩

エ
ポ
レ
ッ
ト

章
」「
一
等
ド
ロ
シ
ュ
ケ
」
な
ど
著

者
描
き
下
ろ
し
の
イ
ラ
ス
ト
も
参
考
に
な
る
。

第
２
章
で
は
37
の
表
現
を
丁
寧
に
解
説
。「
大

道
髪
の
如
き
」
ベ
ル
リ
ン
の
大
通
り
や
「
間
口
せ

ま
く
奥
行
の
み
い
と
長
き
」
カ
フ
ェ
の
様
子
な

ど
、
豊
富
な
図
版
資
料
も
含
め
て
「
舞
姫
」
の
時

代
や
情
景
を
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
第
３
章
で
は
「
ウ
ン
タ
ー
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン

か
ら
戦
勝
記
念
塔
が
本
当
に
見
え
る
？
」
な
ど
、

七
つ
の
「
ツ
ッ
コ
ミ
」
で
詳
し
く
検
証
す
る
。

第
４
章
で
は
「
エ
リ
ス
の
お
宅
拝
見
」「
豊
太
郎

の
徘
徊
ル
ー
ト
」
な
ど
、
小
説
に
描
か
れ
な
い
細

部
に
謎
解
き
感
覚
で
迫
る
。
複
数
の
仮
説
を
立
て

て
検
証
し
、「
舞
姫
」
の
世
界
を
映
像
化
し
て
い
く

よ
う
な
手
法
は
、
探
究
的
な
学
習
と
し
て
教
室
に

取
り
入
れ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

文
＝
夏
目
京

■
新
発
見
の
事
実
も

著
者
の
六
草
い
ち
か
氏
は
、二
〇
一
三
年
に「
舞

姫
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
・
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
を
特
定
し

た
ベ
ル
リ
ン
在
住
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
。

〇
九
年
か
ら
足
掛
け
一
三
年
に
わ
た
る
粘
り
強
い

現
地
調
査
で
、
今
回
も
新
発
見
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
鷗
外
の
元
恋
人
エ
リ
ー
ゼ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト

が
来
日
の
た
め
旅
券
を
取
得
し
て
い
た
と
い
う
事

実
も
そ
の
一
つ
で
、
本
人
自
筆
の
サ
イ
ン
と
と
も

に
第
６
章
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

本
書
に
お
い
て
、
著
者
は
事
実
と
小
説
に
描
か

れ
た
こ
と
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
執
筆
当

時
の
背
景
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
で
、鷗
外
が「
舞

姫
」
に
込
め
た
思
い
に
も
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
現
代
語
訳
の
一
人
称
は
「
僕
」

「
舞
姫
」
の
世
界
を
存
分
に
楽
し
ん
だ
後
は
、著

者
に
よ
る
現
代
語
訳
で
再
読
し
た
い
。
鷗
外
も
主

人
公
・
豊
太
郎
も
、
ド
イ
ツ
留
学
時
は
と
も
に
二

十
代
。
年
齢
や
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
一
人
称
と
し

て
「
僕
」
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
、
物
語
の
臨
場

感
が
増
し
、
主
人
公
の
心
情
が
読
者
に
リ
ア
ル
に

伝
わ
る
。
遠
い
時
代
の
異
国
を
舞
台
に
し
た
物
語

が
、
新
た
な
存
在
感
を
も
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く

る
こ
と
だ
ろ
う
。

鷗
外「
舞
姫
」徹
底
解
読

六
草

い
ち
か
著

新
刊
紹
介
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言
༿
に
ؔ
͢
Δ

ࣝ
・
ٕ

と
「

͢
͜
ͱ
・
ฉ

͘
͜
ͱ
」「
書
͘
͜
ͱ
」「
読
Ή
͜
ͱ
」
の
̏
ྖ
Ҭ

の
ྗ
を
ҭ
む
ڭ
ࡐ
を
、
ֶ
श
の
Ͷ
ら
い
に
Ԡ
͡
て

��
の
୯
ݩ
に

け
て
ߏ

し
ま
し
た
。

三
つ
の
領
域
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置

1
ಛ�৭

基
礎
か
ら
発
展
へ
、

一
歩
ず
つ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

ڭ
Պ
書
શ
ମ
を
と
お
し
て
、
ֶ
श
ஈ
֊
Λ
ߟ
ྀ
し

な
が
ら
ߏ

し
ま
し
た
。
ࠃ
ޠ
の
ྗ
を
着
࣮
に


に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
ಛ�৭

新
鮮
か
つ
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な

読
み
物
が
盛
り
だ
く
さ
ん


ཧ
త
な
ࢥ
ߟ
ྗ
を
ҭ
む
ධ

、
ؔ
心
や
ҙ
ཉ
を

ߴ
め
る
Τ
ッ
η
Π
、
ྉ
ཧ
Ϩ
γ
ϐ
や
Ξ
χ
ϝ
ồ

γ
ἀ
ϯ
ө
ը
の
ا
ը
書
な
Ͳ
の
࣮
༻
త
な
文
章
と

い
ỳ
た
、
ଟ
༷
な
ڭ
ࡐ
を
༻
ҙ
し
て
い
ま
す
。

3
ಛ�৭

大
判
な
ら
で
は
の
、
見
や
す
く

わ
か
り
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト

「

す
こ
と
ɾ
ฉ
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」
の
ڭ
ࡐ

は
上
ஈ
に
ֶ
श
׆
ಈ
、
Լ
ஈ
に
ϙ
Π
ϯ
τ
ཝ
を


置
。
ֶ
श
活
動
の
ྲྀ
Ε
͕
Θ
か
Γ
や
͢
͍
ࢴ
໘
を

࣮
ݱ
し
ま
し
た
。
図
ද
や
ࣸ
ਅ
の
Մ
ࢹ
ੑ
も
Ξ
ỽ

ϓ
ʂ

4
ಛ�৭

#�
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ϙ
Π
ϯ
τ

Θ
͔
り

͢
͘
આ
໌
͢
Δ

3

ॻ
͘

ֆ
や
ࣸ
ਅ
を
説
明
し
よ
う

‒
આ
໌
の
ݪ
ଇ

⃝

૬
ख
の
ཱ

に
ཱ
っ
て
ߟ
え
、
૬
ख
が
Θ
か
る
言
葉

を

っ
て
説
明
す
る
。

⃝

େ

な

ใ
を
མ
と
さ
な
い
。

ର
に
、
そ
Ε
΄
ど

େ

で
な
い

ใ
を

り
ࠐ
む
と
、

え
た
い
こ
と

が
Θ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。

⃝

「
一
文
一
ٛ
」
を
意
識
し
て
、


な
文
章
に
な
ら

な
い
よ
う
に

意
す
る
。

➡
「
文
を
整
え
、
文
を
つ
な
ぐ
」
32
ペ
ー
ジ

⃝

説
明
の
中
に
は
ࣗ

の
ײ

や
意
見
を
ೖ
Ε
ͣ
、
٬

؍
త
に
書
く
。

‒
ܗ
の
આ
໌

ܗ
を
説
明
す
る
と
͖
に
は
、
࣍
の
よ
う
な
点
に
ؾ
を

つ
け
る
と
よ
い
。

⃝

図
ܗ
の
໊
শ
を
༻
い
る
。

ԁ
、
ਖ਼
ํ
形
、
ԁ͑

Μ

ਲ਼͢
͍

、
ら
せ
ん
形
、
ộ

⃝


͖
や
方

を
表
す
言
葉
を
༻
い
る
。

ࠨ
、
ӈ
、
上
、
Լ
、
ख
લ
、
Ԟ
、
ộ

⃝

ൺ
ᄻ
を
׆
༻
す
る
。

ϐ
ϥ
ϛ
ỽ
υ
の
Α
う
な
形
、
ộ

　
　
"
Ỗ
'
の
ࣸ
ਅ
の
中
か
ら
一
ຕ
を
બ
ͼ
、
そ
の
ࣸ
ਅ
の

༰
を
、
ω
ί
に
ৄ
し
く
な
い
人

に

け
て
文
ষ
で
આ
໌
し
て
み
Α
う
。
文
ষ
が
書
け
た
ら
、
Ͳ
の
ࣸ
ਅ
に
つ
い
て
આ
໌
し
た
文
ষ

か
、
ほ
か
の
人
に
ಡ
ん
で

て
て
も
ら
お
う
。

�
ܗ
Λ
આ
໌
͢
Δ

ࠨ
の
(
の
ਤ
に
つ
い
て
、
こ
の
ਤ
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に

け
て
文
ষ
で
આ
໌
す
る
に
は
、

Ͳ
の
Α
う
な

༰
を
、
Ͳ
の
Α
う
に
ද
ݱ
す
れ
ば
Α
い
か
、
ߟ
͑
て
み
Α
う
。

　
　
　)
の
ਤ
に
つ
い
て
、
こ
の
ਤ
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に

け
て
、
形
を
文
ষ
で
આ
໌
し
て

み
Α
う
。
文
ষ
が
書
け
た
ら
ਤ
を
Ӆ
し
、
文
ষ
を
ಡ
ん
で
そ
の
ਤ
を
ඳ
け
る
か
Ͳ
う
か
、
ほ
か
の

人
に
ࢼ
し
て
も
ら
お
う
。

τ
ϥ
Π

τ
ϥ
Π

(

)ʮതؗʯΛࣔ͢ਤه߸

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

ॻ
͘
（
説
明
を
ॻ
͘
）

�

Θ
Δ
આ
໌
ʹ
ͭ
͍
ͯ
ߟ
͑
Δ

Ն

さ
ん
と
ۚ
ࢠ
さ
ん
が
、
Լ
の
̖
Ỗ
'
の
ω
ί
の
ࣸ
ਅ

を
見
て
、「
ࣗ

の

き
な
ω
ί
」
に
つ
い
て
આ
໌
し
た
。

ೋ
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
Ͳ
の
ω
ί
に
つ
い
て
આ
໌
し
て
い
る
の

ͩ
ろ
う
か
。

ֆ

ࣸ
ਅ
Λ
આ
໌
͠
Α
͏


え
た
い
こ
と
を
文
章
で
ਖ਼
֬
に
૬
ख
に

え
る
こ
と
は
、
意
֎
に

し
い
。

こ
こ
で
は
、
ֆ
や
ࣸ
ਅ
な
ど
を
༻
い
て
、

૬
ख
に

Θ
る
よ
う
に
Θ
か
り
や
す
い
説
明
を
書
く
࿅
श
を
し
よ
う
。

ֶश׆ಈ ඪ

1

Θ
る
説
明
に
つ
い
て
考
え
る

2
ܗ
を
説
明
す
る

�

ஔ
を
説
明
す
る

4
ख
順
を
説
明
す
る

□
ֆ
や
ࣸ
ਅ
な
ど
の

ใ
を
説
明
す
る
文
章
を
書
͘
。

□
Θ
か
Γ
や
す
い
説
明
の
し
か
た
を

に
つ
͚
る
。

#&

$'

ι
ϑ
Ỹ
の
Α
͏
な

の
に
৸
て
、
ը

໘
の
ࠨ
্
の
΄
͏
を
ݟ
্
͛
て
い
ま

す
。
৭
は

৭
͕
か
ỳ
た
ά
Ϩ
ー
Ͱ

す
。
し
ỳ
Ά

ݟ
え
て
い
ま
す
。

લ
を

い
て
い
る
、
と
て

か
Θ
い

い
ࢠ
ω
ί
Ͱ
す
。
ੲ
、
Ո
Ͱ
ࣂ
ỳ
て

い
た
ω
ί
に
、
Α
͘
ࣅ
て
い
ま
す
。

"%

56

5

Θ
͔
り

͢
͘
આ
໌
͢
Δ

3

ॻ
͘

ֆ
や
ࣸ
ਅ
を
説
明
し
よ
う

ԁ
、
ਖ਼
ํ
形
、
ԁ
ਲ਼
、
ら
せ
ん
形
、
ộ

⃝


͖
や
方

を
表
す
言
葉
を
༻
い
る
。

ࠨ
、
ӈ
、
上
、
Լ
、
ख
લ
、
Ԟ
、
ộ

⃝

ൺ
ᄻ
を
׆
༻
す
る
。

ϐ
ϥ
ϛ
ỽ
υ
の
Α
う
な
形
、
ộ

)
の
ਤ
に
つ
い
て
、
こ
の
ਤ
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
に

け
て
、
形
を
文
ষ
で
આ
໌
し
て

み
Α
う
。
文
ষ
が
書
け
た
ら
ਤ
を
Ӆ
し
、
文
ষ
を
ಡ
ん
で
そ
の
ਤ
を
ඳ
け
る
か
Ͳ
う
か
、
ほ
か
の

　
　
　

み
Α
う
。
文
ষ
が
書
け
た
ら
ਤ
を
Ӆ
し
、
文
ষ
を
ಡ
ん
で
そ
の
ਤ
を
ඳ
け
る
か
Ͳ
う
か
、
ほ
か
の

　
　
　

人
に
ࢼ
し
て
も
ら
お
う
。

τ
ϥ
Π

τ
ϥ
Π

τ
ϥ
Π

τ
ϥ
Π

(

)

Θ
͔
り

͢
͘
આ
໌
͢
Δ

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
。

‒


ఏ
ى
ͱ

͑

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
。

ྫ
͑

ỏ
ộ

具
体
例

対
比
Ұ
ํ
ỏ

B

A

並
列
·
ͨ
ỏ

B

A

·
ͱ
Ί

େ
ࣄ
ͳ
͜
ͱ

こ
の
よ
う
に
、

ೋ


は
、
ΰ
Ϧ
ϥ
は
、
ࣗ

と
は
ま
ỳ
た
く
異
な
る
छ
の
ಈ
物
た
ͪ
と
、


ྑ
く
༡
Ϳ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
ͩ
。
ྫ
͑
ば
、

ੜ
の
Ϛ

ϯ
ς
ϯ
ΰ

Ϧ
ϥ
は
、
ϋ
Π
ϥ
ỽ
Ϋ
ε
ớ
λ
ψ
Ω
の

ؒ
Ờ、
ϑ
Ϋ
ϩ

、
Χ
ϝ
Ϩ
Φ
ϯ
、
Χ
Τ

ϧ
な
Ͳ
と
い
ỳ
し
Ỷ
に
、
૬
ख
の
श
ੑ
に
߹
Θ
せ
、
う
ま
く
そ
の
ಈ
物
ಛ
༗
の
ಈ
き

に
߹
Θ
せ
な
が
ら
༡
Ϳ
。
ま
た
、
Ξ
ϝ
Ϧ
Χ
で
ख

を
֮
͑
た
ࣁ
ΰ
Ϧ
ϥ
の
「
ί

ί
」
が
ࢠ、
ೣ
を
ϖ
ỽ
τ
に
し
て
༡
ん
で
い
る
の
が


に
な
ỳ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
ํ
、
ΰ
Ϧ
ϥ
Α
り
人
ؒ
に
ۙ
い
と
言
Θ
れ
る
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
も
、
ほ
か
の
छ

の
ੜ
き
物
を
༡
ͼ
૬
ख
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
༡
ͼ
ํ
は
ΰ
Ϧ
ϥ
と

は
ҧ
う
。
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
は
、
ࣗ

の
ੈ
ք
に
૬
ख
を
ແ
ཧ

ཧ
Ҿ
き
ず
り
ࠐ
む
の

ͩ
。
ྫ
͑
ば
、
ε
ϖ
Π
ϯ
の
ಈ
物
Ԃ
で
、
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
が
ϋ
τ
を
ั
ま
͑
て
༡
ん

で
い
た
が
、
そ
の
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
は
ϋ
τ
を
も
て
あ
そ
ん
で
ϋ
τ
の
羽
を
ં
ỳ
て
し

ま
い
、
そ
の
ϋ
τ
を
಄
の
上
に
か
͟
し
て
飛
行
ػ
の
Α
う
に
飛
ば
そ
う
と
し
た
。
ま

た
、
あ
る
Ξ
ϑ
Ϧ
Χ
の
ࠃ
ཱ
ެ
Ԃ
で
は
、
ώ

ώ
と
༡
ん
で
い
た
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
が
、
ࢠ
ڙ

の
ώ
ώ
を
ั
ま
͑
て
৯
べ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
Α
う
に
、
ΰ
Ϧ
ϥ
と
ν
ϯ
ύ
ϯ

δ
ồ
に
は
େ
き
な
ҧ
い
が
あ
る
。
人
ؒ
が
そ

の
Ͳ
ͪ
ら
と
Α
り
ۙ
い
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
ҙ
見
が

か
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ଟ
く
の
छ
を
ઈ
໓
の
ة
ػ
に


い
つ
め
て
い
る
ࠓ
、
ࢲ
た
ͪ
人
ؒ
が
、
ΰ

Ϧ
ϥ
の

し
ํ
か
ら
ֶ
Ϳ
こ
と
は
、
ඇ
ৗ
に

ଟ
い
と
ࢥ
Θ
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

ಡ
Ή
（
説
明
を
読
む
）

ϙ
Π
ϯ
τ

ࢲ
た
ͪ
人
ؒ
に
Α
く
ࣅ
た
ಈ
物
に
、
ΰ
Ϧ
ϥ
と
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
が
い
る
。
人
ؒ
は
、

そ
の
Ͳ
ͪ
ら
に
、
Α
り
ۙ
い
ͩ
ろ
う
か
。

ΰ
Ϧ
ϥ
は
、
ମ
が
େ
き
く
、
ྗ
が
ڧ
い
。
إ
つ
き
も
、
な
ん
と
な
く
ා
そ
う
で
あ

る
。
ͩ
か
ら
、
ΰ
Ϧ
ϥ
に
は
、
ڟ

な
ಈ
物
、
と
い
う
Π
ϝ
ồ
δ
が
あ
る
。
し
か
し
、

࣮
ࡍ
の
ΰ
Ϧ
ϥ
は
、
け
ỳ
し
て
ڟ

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ほ
か
の
छ
の
ੜ
き
物
も

େ

に
す
る
、
ࢥ
い
や
り
の
あ
る
ಈ
物
な
の
ͩ
。
そ
の
こ
と
を
ೋ
つ
の

で
આ

໌
し
Α
う
。

一


は
、
ΰ
Ϧ
ϥ
は
、
ࣗ

Ҏ
֎
の
छ
の
ੜ
ଘ
に
ྗ
を
ି
す
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
ͩ
。
ྫ
͑
ば
、
Ξ
ϝ
Ϧ
Χ
の
ಈ
物
Ԃ
で
、
ࣁ
ΰ
Ϧ
ϥ
の
「
Ϗ
ϯ
ς
ỹ
」

は
、ΰ
Ϧ
ϥ
の
ғ
い
に
མ
ͪ
た
ࡾ
ࡀ
の
人
ؒ
の
ࢠ
ڙ
を
ॿ
け
て
、
҆
શ
な
所
ま
で
ӡ

ん
ͩ
。
ま
た
、
Π
Ϊ
Ϧ
ε
の
ಈ
物
Ԃ
で
、
༤
ΰ
Ϧ
ϥ
の
「
δ
Ỿ
ϯ
Ϙ
」
は
、

の

લ
に
མ
ͪ
た
ޒ
ࡀ
の
人
ؒ
の
ࢠ
ڙ
に
ର
し
て
、
そ
の
ࢠ
の
҆
൱
を
ؾ
ݣ
う
Α
う
に
の

ぞ
き
こ
ん
で
、
そ
ỳ
と
そ
の

を

れ
た
の
で
あ
る
。

‒
આ
໌
の
͠
͔
ͨ
Λ
ͱ
Β
͑
Δ

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

͠
͔
͠
ỏ

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 આ
໌
の
͠
͔
ͨ
Λ
ͱ
Β
͑
Α
͏

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
。

ֶश׆ಈ ඪ

■「
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
。

ਓ
ؒ

ΰ
Ϧ
ϥ
ͱ
ν
ϯ
ύ
ϯ
δ
ồ
の
Ͳ
ͪ
Β
ʹ
ۙ
͍
͔

やࢁ
ま

ぎۃ
わ

णじ
ゅ

Ұい
ち

46

51015
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େͷಛੑを͔׆したϏジϡΞ
ϧでָしいࢴ໘で、ߟえる力、
え߹͏ίϛϡχέーγϣϯͷ
力をཆ͏教科書です。
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๛ͳಡΈࡐڭͰɺ
15ຊ

9ຊ
10ຊ

14ຊ

「

す
こ
と
ɾ
ฉ
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
ಡ
む

こ
と
」の
ֶ
श

ඪ
ɾ
ख
ॱ
を
໌
֬
Խ
。「
ウ
ォ
ー

ム
ア
ッ
プ
」「
ワ
ー
ク
」を
ઃ
置
し
、
Կ
を
、
な
ͥ
、

Ͳ
の
Α
う
に
ֶ
Ϳ
か
が
見
͑
る
Α
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
ղ
ऍ
、
複
数
の
文
章
や
資
料

の
比
較
読
み
な
Ͳ
、
৽
た
な
ֶ
ྗ
に
ର
Ԡ
し
た
ڭ

ࡐ
を
ଟ

ऩ

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
Ͳ
、
࣮
ࣾ
ձ
ɾ

࣮
ੜ
׆
で
ඞ
ཁ
と
さ
れ
る
׆
ಈ
を
๛

に
ઃ
ఆ
。

規
約
や
広
告
な
Ͳ
、
࣮
ࣾ
ձ
で
༻
い
ら
れ
る
ද
ݱ

に

し
む
ί
ồ
φ
ồ
「
社
会
へ
の
視
点
」
も
ઃ
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

ੜ
ె
が
ओ
ମ
త
に
ֶ
Ϳ
た
め
に

ཱ
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
Ͳ
、


ɾ
ࢿ
ྉ
も
ॆ
࣮
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

█

し
言
༿
の
ಛ

を

る
。

█
ฉ
き
ख
が
ཧ
ղ
し
や
す
い
આ
໌
の
し

か
た
を
ߟ
͑
、
ա
不

な
く

͑
る
。

ポ
イ
ン
ト

⁞

͠
ݴ
༿
ͷ
ಛ


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
。

 

͠
ݴ
༿
ͷ

ҙ


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


Θ
Δ
Α
͏
に

͢

話
し
言
葉
の
特
徴
を
考
え
る


͑
た
い
こ
と
を
ޱ
಄
で

͑
る
ࡍ
に
は
、
文
ষ
を
書
い
て

͑
る
の
と
は
ま
た
ҧ
ỳ
た


し
さ
が
あ
る
。

し
言
༿
の
ಛ

を
ҙ
ࣝ
し
て

す
こ
と
を
心
が
け
Α
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

Կ
か
を
આ
໌
す
る
ࡍ
に
は
、

͑
た
い

༰
の
ま
と
ま
り
や

͑
る
ॱ
ং
に
も
ؾ
を

け
Α

う
。ま

ず
は
、
ฉ
き
ख
が
ཧ
ղ
し
や
す
い
Α
う
に
、
ॏ
ཁ

の
ߴ
い

ใ
や
શ
ମ
像
を
ઌ
に
ࣔ
す

と
Α
い
ͩ
ろ
う
。
ま
た
、「
ա
ڈ
か
ら
ະ
དྷ

」「
શ
ମ
か
ら
෦


」
の
Α
う
に

༰
を
ॱ
൪

に

ཧ
し
て

す
と
、
Θ
か
り
や
す
く
な
る
。

1

ワ
ー
ク
1

2

1

͠
ݴ
༿
の
ಛ

を
ߟ
͑
る

2
情
報
の
ま
と
ま
Γ

ॱ
ং
を
ߟ
͑

る
՝


1
ಓ
Ҋ

を
͠
Α
う

2
ࢦ
ࣔ
を

͑
Α
う

ؔ
࿈

◆「

͑
る
ɾ

͑
߹
う
」➡

��
ペ
ー
ジ

学
習
の
見
取
り
図

上
の
Α
う
な
ߍ

์
ૹ
が
あ
ỳ
た
。

し
か
し
ฉ
い
て
い
る
人
に
は
、
े

に


༰
が

Θ
ら
な
か
ỳ
た
Α
う
ͩ
。

Ի

ͩ
け
で
こ
の
Α
う
な

༰
を
ฉ

い
た

߹
、
Ͳ
の
Α
う
な

が

Θ
り

に
く
く
ײ
͡
る
か
、

し
߹
ỳ
て
み
Α

う
。こ

こ
で
は
、

し
言
༿
が
持
つ
ಛ


に

ҙ
し
な
が
ら
、
Ͳ
う
す
れ
ば
、
Θ

か
り
や
す
く
ଞ
ऀ
に

ใ
を

͑
る


し
ํ
が
で
き
る
の
か
を
、
ߟ
͑
て
み
Α

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

�

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ


͢
ɾ
ฉ
く

か
り
や
す
く
ଞ
ऀ
に

ใ
を

͑
る


2
ࢦ
ࣔ
を

͑
Α
う

…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。…

10

ࢦ
ࣔ
を

͑
Α
う

…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。…

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

目
標

█
ฉ
き
ख
の
心
を
ಈ
か
す

し
ํ
を



す
る
。

█
ࢿ
ྉ
に
も
と
ͮ
い
て
、
ޮ
Ռ
త
に
ൃ

ද
す
る
。

ฉ
き
ख
の
લ
で
、
ࣗ

の
ҙ
見
や
ఏ
Ҋ
を
ൃ
ද
す
る
こ
と
を
ϓ
Ϩ
θ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
と
い
う
。

ϓ
Ϩ
θ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
の

త
は
、
૬
ख
の
心
を
ಈ
か
し
、
行
ಈ
を
ଅ
す
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ࢿ
ྉ
を
ޮ
Ռ
త
に
༻
い
て
ൃ
ද
し
、
આ
ಘ
ྗ
を
ߴ
め
る
ํ
๏
を
ߟ
͑
Α
う
。

ӈ
は
、
あ
る
ߴ
ߍ
ੜ
の
ά
ϧ
ồ
ϓ
が
「
̨
̙
̜
͂
（
➡
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
世
界
」
274
ペ
ー
ジ
）
の

う
ͪ
、
ಛ
に

ຊ
で
औ
り

み
た
い

ඪ
」
を
一

ؒ
で
ఏ
Ҋ
す
る
ϓ
Ϩ
θ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
を

行
ỳ
た
ྫ
で
あ
る
。
૬
ख
の
心
を
ಈ
か
し
、
૬
ख
の
行
ಈ
を
ଅ
す
た
め
に
は
、
Ͳ
の
Α
う
な



を
す
れ
ば
Α
い
ͩ
ろ
う
か
。

資
料
を
༻
͍
ͯ
ൃ
ද
͢
Δ

1  

ൃ
ද
の

త
と

༰
を
ߟ
͑
る

2  

ఏ
ࣔ
す
る
情
報
を
取
ࣺ
す
る

3  

ޮ
Ռ
త
な
ߏ

を


す
る

՝


1  

ϓ
Ϩ
θ
ϯ
ς
ー
γ
ἀ
ϯ
を
͠
ͯ
み

Α
う

ؔ
࿈

◆「


͠
ͯ

す
」
➡
��
ペ
ー
ジ

◆「
統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書

く
」

➡
��5
ペ
ー
ジ

学
習
の
見
取
り
図

5

͜ͷࣸਅ
Կ͕͍͍͍ͨͷ͔ͳʁ

　①私たちが特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
いとこ
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
﹈

ඪ͕̑
Θ͔ΓͮΒ͍ͳʜ

176177

資
料
を
用
い
て
発
表
す
る

��


͢
ɾ
ฉ
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。

ӈ
は
、
あ
る
ߴ
ߍ
ੜ
の
ά
ϧ
ồ
ϓ
が
「
̨
̙
̜
͂
（
➡
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
世
界
」
274
ペ
ー
ジ
）
の

う
ͪ
、
ಛ
に

ຊ
で
औ
り

み
た
い

ඪ
」
を
一

ؒ
で
ఏ
Ҋ
す
る
ϓ
Ϩ
θ
ϯ
ς
ồ
γ
ἀ
ϯ
を

行
ỳ
た
ྫ
で
あ
る
。
૬
ख
の
心
を
ಈ
か
し
、
૬
ख
の
行
ಈ
を
ଅ
す
た
め
に
は
、
Ͳ
の
Α
う
な



を
す
れ
ば
Α
い
ͩ
ろ
う
か
。

5

資
料
を
用
い
て
発
表
す
る

��

目
標

█
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
を
ਖ਼
֬
に
ಡ
み
औ
り
、
ಡ

み
औ
ỳ
た

ใ
を

み
߹
Θ
せ
た
り
、

ൺ
ֱ
し
た
り
し
て
、
త
֬
な
ओ
ு
を

ੜ
み
出
す
。

█
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
を
ࠜ
ڌ
と
し
て
、
ࣗ

の

ओ
ு
を
書
く
。

上
の
ά
ϥ
ϑ
は
、

ใ
௨
৴
ػ
ث
の
ී
ٴ

に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ά

ϥ
ϑ
か
ら
、
Ͳ
の
Α
う
な
こ
と
が
ಡ
み
औ
れ

る
ͩ
ろ
う
か
。

౷
ܭ
ࢿ
ྉ
の
σ
ồ
λ
か
ら
ಡ
み
औ
れ
る
こ

と
は
一
つ
で
は
な
い
。
ࢿ
ྉ
か
ら
Ͳ
の
Α
う

な

ใ
を
Ҿ
き
出
し
、
そ
れ
を
Ͳ
の
Α
う
に

ղ
ऍ
し
て
༻
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

త

に
Α
ỳ
て
ม
Θ
ỳ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
、
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
を
ਖ਼
֬
に
ಡ
み
औ

り
、
そ
れ
を
も
と
に
ҙ
見
を
書
い
て
み
Α
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

՝


1
統
計
資
料
を
も
と
に
意
見
を
書
こ

う
ؔ
࿈

◆「
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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৽ͳ教ࡐで言語文化のڵຯをかཱ͖てɺ
͜とのཱྀとい͟ͳう

言
༿
の
Ձ

や
文
Խ
の
つ
な
が
り
な
Ͳ
、
ॏ
ཁ
な

ς
ồ
Ϛ
に
৮
れ
ら
れ
る
৽
ڭ
ࡐ
が
ຬ
ࡌ
ʂ

খ
આ

は
、
ఆ
൪
の
「
ཏ
ੜ

」
を
࢝
め
、
Ն

ᕸ
ੴ
か

ら
ଜ
্
य़
थ
ま
で
、
ۙ
ݱ

の
໊
࡞
を

ཏ
し
ま

し
た
。

新
鮮
で
ັ
ྗ
త
な
ڭ
ࡐ
܈

1
ಛ�৭


ຊ
のủ
ݴ
ޠ
จ
Խ
Ứを

࣮
ײ
で
͖
Δủ
ݴ
ޠ
จ
Խ
の
૭
Ứ

「
言
語
文
Խ
の
૭
」
を
、
֤
୯
ݩ
末
に
設
置
。
ड

け
ܧ
が
Ε
て
き
た
言
葉
や
文
化
に
つ
い
て
の
解
આ
、

ஶ
໊
ਓ
に
Α
る
古
య
作
品
の
紹
介
な
ど
、
ڵ
ຯ
・

関
৺
を
か
き
ཱ
て
る
Ϗ
δ
ỿ
Ξ
ϧ
な
ϖ
ー
δ
で
す
。

2
ಛ�৭

त
ۀ
で

͑
Δ
ʂ

ݹ
จ
ฤ
ɾ

จ
ฤ
の



教
材
本
文
で
は
、
ݟ
։
き
୯
Ґ
を
ҙ
識
し
た
ࢴ
໘

ߏ

を
し
、

͍
や
͢
͍
レ
Π
ア
ウ
τ
を

ٻ
し

ま
し
た
。
ݹ
文
の
ॿ
動
ࢺ
や

文
の
܇
読
な
ど
、

つ
ま
ͣ
き
や
す
い
ϙ
Π
ϯ
τ
に
つ
い
て
も
、
Θ
か

Γ
や
す
く
ప
ఈ
త
に
解
આ
し
て
い
ま
す
。

3
ಛ�৭

大
判
だ
か
ら
で
͖
ͨ
、

見
や
す
く
ָ
͠
い
ࢴ
໘

大

の
ಛ

を
生
か
し
て
、
読
み
や
͢
͘
Θ
か
Γ

や
͢
͍
ࢴ
໘
σ
β
Π
ン
を
実
ݱ
。
生
徒
の

ح
৺

を

ܹ
す
る
ࣸ
ਅ
や
Π
ϥ
ε
τ
を
多


Γ
ࠐ
み
、

ோ
め
る
ͩ
け
で
も
ָ
し
め
る
教
Պ
ॻ
に

্
͛
ま

し
た
。

4
ಛ�৭

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。 #�

� ▼教科書ޙ見ฦ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

���ᶳ

��2ᶳ
ฏ҆ژ

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
ฏ҆وͷॅཏ
͕Ͳͷ͘Β͍ͷେ͖͞
ͩͬͨͷ͔ɺイϝʔδΛ
Β·ͤΑ͏ɻ

େ͖͞Ͱ
ൺͯΈΑ͏

ฏ҆و͕Ѫָͨ͠ޘͷ
Ұͭʮऽ

͚

١
·Γ

ʯɻҰݟɺݱ
ͷαッΧʔʹ͍ͯࣅΔ
͕ɺͲͷΑ͏ͳϧʔϧ
ͩͬͨͷͩΖ͏͔ɻ

Ͱָޘ
ൺͯΈΑ͏

ͷライϑスݱయͱݹ
λイϧΛൺɺͦͷҧ
͍Λͯ͑ߟΈΑ͏ɻ

ϥΠϑελΠϧͰ
ൺͯΈΑ͏

े
͡Ύ͏

ೋ
ʹ

୯
ͻͱ͑

େ
͓͓

֙
ΑΖ͍

ͷॏ͞Λɺ
ͷ·ΘΓͷͷͱൺ
ͯ૾ͯ͠ΈΑ͏ɻ

ॏ͞Ͱ
ൺͯΈΑ͏

ՎੲɺॏཁͳѪද
ͱݱͷҰͭͩͬͨɻݱ
ͲͷΑ͏ͳҧ͍͕͋Δ
ͩΖ͏͔ɻ

࿀ѪͰ
ൺͯΈΑ͏
ՎੲɺॏཁͳѪද
ͱݱͷҰͭͩͬͨɻݱ
ͲͷΑ͏ͳҧ͍͕͋Δ
ͩΖ͏͔ɻ

現代

比べてみよう

ɹɹɹ���ʙࠒࡀ��ɺஉࢠ
ʢॳݩ

͏͍

ף
͜͏ͿΓ

ʣɺঁࢠী


ண
͗

ʢ্͛ʣͱ͍͏ਓࣜΛͬߦ
ͨɻਓΛܴ͑Δͱɺ݁ࠗͷ
దྸظͱͳͬͨɻ

ਓ

Λ̍࣌ɺੜ·Εͨ͘ݹ
ɺਖ਼݄Λܴޙͱ͠ɺҎࡀ
͑ΔͨͼʹҰࡀͭͣࡀΛ
ͱΔʮ͑ʯͱ͍͏
͑ํΛ༻͍ͨɻ

ेೋ୯ɿ
��,H

੍ɿ
�,H

ɹɹɹฏ҆࣌ͷฏۉण໋
ࡀ��લͨͬͩޙͱ͍
ΘΕΔ͕ɺࡀ��ɺࡀ��·
Ͱੜ͖Δणͷو͍ͨɻ

ण໋

80 70 60 50 40

ل
͖ͷ

؏
ͭΒ

೭
Ώ͖

͕
ͱ

ࠤ
͞ͷ

क
͔Έ

ͱͯ͠ͷཱྀ
Λऴ͑ͨͷɺ��ͩͬͨɻ
͜ͷޙɺ༗໊ͳʰࠤهʱ
͕ॻ͔ΕΔɻ���ϖʔδ

❖ʰޠʱ͔Βੜ·
ΕͨɺྸΛද͢ݴ
༿ɻͦΕͧΕͲͷΑ
͏ͳҙຯ͕͋ΔͩΖ
͏͔ɻ���ϖʔδ

1

❖

❖ ❖ ❖ ❖

❖

ཱࣕෆ

ֶࢤ

໋

ै৺

ࣖॱ

1020

ਗ਼গೲٶ͕ݴதʹೖΓɺதٶ
ఆͨ͑ʹࢠͷɺࠒࡀ��
ͩͬͨɻද࡞ͷh ປ

·͘Βͷ


ͦ͏

ࢠ
͠

ʱ
ɺ൴ঁ͕��ͷʹࠒ
ͨ͠ͱ͞ΕΔɻ���ϖʔδ

ͩͬͨɻද࡞ͷh
ɺ൴ঁ͕��ͷʹࠒ
ͨ͠ͱ͞ΕΔɻͨ͠ͱ͞ΕΔɻ

30

歳

େ֙ɿ
��,H

ेೋ୯ɿ੍ɿ
�,H

1� 1�

⾢教科書ޱֆ

ฏ҆و͕Ѫָͨ͠ޘͷ
ʯɻҰݟɺݱ

ͷαッΧʔʹ͍ͯࣅΔ
͕ɺͲͷΑ͏ͳϧʔϧ
ͩͬͨͷͩΖ͏͔ɻ

Ͱָޘ
ൺͯΈΑ͏

ͷライϑスݱయͱݹ
λイϧΛൺɺͦͷҧ

ϥΠϑελΠϧͰ
ൺͯΈΑ͏

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
。
「
ق
અ
の
言
葉
と
ग़
ձ
う
」
ḱ

ま
Ώ
ͣ
み

ま
ど
か
‑
16
ϖ
ー
δ

花花花花

月月月月

雨雨

風風風風
日
本
人

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

　
　
͖ل

の

༑と


ଇの
り

‑
1��
ϖ
ー
δ

ひ
さ
か
た
の

外と

に
も
出
よ
ふ
る
る
ば
か
り
に
春
の
月

中な
か

ଜむ
ら

て
い

ঁ͡
Ỷ

‑
1��
ϖ
ー
δ

外と

に
も

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

౻;
ͫ

はݪ
ら
の

Ոい


ོた
か

‑
144
ϖ
ー
δ

志
賀

ڍ
レ
಄か

͏



ೋ
ࢁ

Ұ݄

た

レ
಄
ࢥ
ೋ
ނ
ڷ
Ұ

「
੩

ࢥ
」
ཥり

നは
く

‑
144
ϖ
ー
δ

ή
テ

Ϯ

ϛ

Ϯ

レ
テ

Ϯ

ϑ

Ϯ

ڍ
レ

ή
テ

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

を
ҭ
て
よ
う
」
ド
Ϧ
Ξ
ϯ
ॿす

け

が
Θ

‑
1�
ϖ
ー
δ

日
本


དྷ
෩
Ӎ


Ֆ
མ

ଟ
গ

「
य़
ڿ
」
ໞま

う

かߒ
う

વͶ
ん

‑
1��
ϖ
ー
δ

ϊ

π
ϧ
ί
τ

ϧ



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
、
…

ứ
ҏい

ͤ

ޠ
Ừ‑
1�2
ϖ
ー
δ

鬼
あ
る

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
。

「
ཏ
ੜ

」
ևあ

く
た

が
Θ

ཾり
ỵ
う

೭の

հす
け

‑
�5
ϖ
ー
δ

風
は

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
。

「
ڸ
」
ଜむ

ら

上か
み

य़は
る

थ͖
‑
62
ϖ
ー
δ

風
は
ず
っ
と

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

౻;
ͫ

はݪ
ら
の

හと
し

Ώߦ
͖

‑
14�
ϖ
ー
δ

秋
来き

12

キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
み
解
く

言
語
文
化
࣌

Λ

͑
ͯ

͠
·
Ε
ͯ
͖
た
言
༿
や
文
Խ
͕
͋
Δ
Ố

ݹ
དྷ
ỏ

ຊ
ਓ

Կ
に
ࢥ
͍
Λ
د
ͤ
ͯ
͖
た
の
か
ỏ
Ͳ
の

Α
͏
な

の
に
ඒ
Λ
ݟ
ग़͍
ͩ

͠
ͯ
͖
た
の
か
Ố

ʑ
の
ࢥ
͍

や
ײ
動
Λ
ỏ
Ͳ
の
Α
͏
な
言
༿
Ͱ
ද
ݱ
͠
ͯ
͖
た
の
か
Ố

ݹ
ࠓ
の
文
章
や
ࢻ
Վ
に
৮
Ε
ỏ
࿈
໖
ͱ
ड
͚
ܧ
͕
Ε
ͯ
͖

た

ຊ
の
言
語
文
Խ
の
豊
か
͞
Λ
ຯ
Θ
ỳ
ͯ
み
Α
͏
Ố

ʮΩーϫーυでಡΈղ͘ޠݴจ
Խʯ、ʮ現代ͱݹయをൺͯΈΑ
͏ʯなͲ、ޠݴจԽͷつながΓ
がָし͘学る教科書です。
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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
。

ଟ࠼ͳ教ࡐをଗえͨɺ
৽͠い国語のελϯμʔυ

ϚοϓࡐڭจԽޠݴ

こ
と
ば
と
文
Խ
の
ྺ
࢙
త
な
࿈
な
り
を
ߟ
͑
る

「
λ
テ
」
の
言
語
文
Խ
と
、
さ
ま
͟
ま
な
地
Ҭ
ɾ

ࠃ
と
の
つ
な
が
り
を
ߟ
͑
る
「
Ϥ
ί
」
の
言
語
文

Խ
。
ݹ
文
ɾ

文
は
も
ͪ
ろ
ん
、
খ
説
の
໊
࡞
や


༁
の
文
章
も
ܝ
ࡌ
。

い
ࢹ

で
ֶ
べ
る
ڭ
Պ

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
「
୳
ڀ
」

を
設
置
。
多
彩
な
資
料
を
も
と
に
、
୳
ڀ
త
な
ֶ

ͼ
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
。
৽


の
ೖ
ࢼ
ର
ࡦ
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

ऍ
の
視
点
」、
豊
か
に
言
語
文
化
の
知
識
を
育
む

「
言
語
文
Խ
の
૭
」
に
加
え
、
言
葉
に
関
す
る
豆

知
識「
言
༿
の
λ
ω
」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


な
資
料
図
版
で
理
解
を
助
け
ま
す
。

5
特 色

▼教科書ޱֆ

教科書ޙ見ฦし▶

ʮੈքͷݴ༿ʯʮຊͷ౷จ
ԽʯなͲ、ਤ൛も๛にऩ。
యͱ現代、ຊͱੈքを見Θݹ
たす教科書です。

4
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ָ͠Έͳ͕Βɺ͑ߟるྗΛΈཱͯる。

ڭ
Պ
書
શ
ମ
を
௨
し
て
、
ֶ
श
ஈ
֊
を
ߟ
ྀ
し
、

一
า
ず
つ


で
き
る
ߏ

に
。「
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ

プ
」
で
ָ
し
い
४
උ
ମ
ૢ
、
ご
く

い
文
ষ
ڭ
ࡐ

「
ྫ

」
で
ಡ
ղ
の
࿅
श
、
୯
ݩ

の
ઃ

ί
ồ

φ
ồ
「
ϑ
ォ
ー
Χ
ε
」で
、
ཧ
の
ྗ
を
ݻ
め
ま
す
。

基
礎
か
ら
発
展
へ

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ʂ

1
ಛ�৭

ۤ
ख
を
ಘ
ҙ
ʹ
ม
͑
Δ

ủ
ॻ
く
͜
ͱ
Ứ
の
ֶ
ͼ

「
書
く
こ
と
」
の
୯
ݩ
を
࢛
つ
ご
༻
ҙ
。
ஈ
֊
త

に

ஔ
͞
Ε
た
「
ワ
ー
ク
」
で
、
着
࣮
に
「
書
く
」

ྗ
を

に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
খ

文
ɾ

Ϩ
ϙ
ồ
τ
は
も
ͪ
ろ
ん
、
ࢤ

ཧ
༝
書
や
ࣗ
ݾ
ਪ

ન
書
の
書
き
ํ
も
ప
ఈ
α
ϙ
ồ
τ
ʂ

2
ಛ�৭

新
͠
い
大
ֶ
ೖ
ࢼ

ා
く
な
い
ʂ

統
計
資
料
の
読
み
औ
Γ
、
複
数
の
文
章
の
比

読

み
な
Ͳ
、
৽
し
い
େ
ֶ
入
ࢼ
に
も
ର
Ԡ
で
き
る
ڭ

ࡐ
を
๛

に
ऩ

。
৽


の
入
ࢼ
ର
ࡦ
も
ສ
શ

で
す
。

3
ಛ�৭

ָ
͠
く

ཱ
つ
ί
ラ
Ϝ
ɾ
ࢿ
ྉ


ཧ
の
খ
ω
λ
を

հ
す
る
「

ཧ
の
૭
」
の
ほ

か
、
ר

ࢿ
ྉ
で
は
ࢥ
ߟ
π
ồ
ϧ
、

ใ
ऩ
ू
の

ί
π
、
Ҿ
༻
の
ํ
๏
な
Ͳ
、
๛

な
ࢿ
ྉ
ྨ
を
ご

༻
ҙ
。

ཧ
Λ
活
༻
͠
ỏ
ࣗ
Β
ߟ
͑
Δ
ྗ
を
ҭ
み

ま
す
。

4
ಛ�৭

「読む」も

「書く」も

教科書
2�～2�
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ᶅ
म
ֶ
ཱྀ
行
で
は
、

ຊ
の

౷
త
な
文
Խ
に
࣮
ࡍ
に
৮
れ
る

こ
と
が
で
き
る
ମ
ݧ
が
し
て
み
た
い
。
ྫ
͑
ば
、こ

と
な
Ͳ
ͩ
。

ᶆ

く
ん
は
、
ς
ε
τ
લ
に
は
ೋ
ि
ؒ

の
ֶ
श
ܭ
ը
を
ཱ
て
、

そ
の
と
お
り
に
ษ
ڧ
を
ਐ
め
て
い
る
。
ま
た
、
ࢼ
߹
が
あ
る

と
き
は
、
一
か
݄
લ
か
ら
ࣗ
ओ
τ
Ϩ
ồ
χ
ϯ
ά
の
ܭ
ը
を
ཱ

て
て
ਐ
め
て
い
く
。
ཁ
す
る
に
、

く
ん
は
、

人
ͩ
。

  

具
体
と
抽
象
と
は
？

�
具
体
と
抽
象
の
関
係
ʹ
な
る
よ
う
ʹ
、
̖
Ỗ
̘
と
ϖ
Ξ
ʹ

な
る
も
の
を
Ξ
Ỗ
Χ
か
ら
બ
Μ
で
み
よ
う
。

̖
ক
ع
、
ғ
ޟ
、
Φ
η
ϩ
、
ν
ỻ
ε

̗
ன
৯
を
そ
ば
に
す
る
か
、
う
Ͳ
ん
に
す
る
か
ܾ
め
る

̘
Ԙ
、
み
り
ん
、
Φ
Π
ε
λ
ồ
ι
ồ
ε

ᶇ
༑
ୡ
ࡾ
人
と
、
ೋ
時
ؒ

の

さ
の
ө
ը
を
؍
に
行
ỳ
た
。

ࢲ
と
̖
さ
ん
は
ͪ
Ỷ
う
Ͳ
い
い

さ
ͩ
と
ײ
͡
た
が
、
̗
さ

ん
は
「

す
ぎ
て
ୀ
۶
ͩ
ỳ
た
。」
と
言
い
、
̘
さ
ん
は

「
あ
ỳ
と
い
う
ؒ
ͩ
と
ײ
͡
た
。」
と
言
ỳ
た
。

そ
の
ޙ
、
み
ん
な
で

を
ങ
い
に
行
ỳ
た
。
ళ
に
は

ࡾ
ʓ
ʓ
ʓ
ԁ
の
上
着
が
あ
り
、
ࢲ
と
̘
さ
ん
は
お
ങ
い
ಘ
ͩ

と
ࢥ
ỳ
た
が
、
ほ
か
の
ೋ
人
か
ら
は
「
ߴ
い
か
ら
や
め
た
ほ

う
が
い
い
。」
と
言
Θ
れ
た
。

こ
の
Α
う
に
、

。

ಉ
͡
Α
う
な
ྫ
で
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
ỳ
た
。

。

  
具
体
化
と
抽
象
化
の
レ
ッ
ス
ン

�
次
の
ᶃ
Ỗ
ᶇ
の
ۭ
ཝ
ʹ

て
は
ま
る

༰
を
考
え
て
み
よ

う
。

ᶃ
ࢲ
は
、
ྗ
を
߹
Θ
せ
て
行
う
ν
ồ
Ϝ
ε
ϙ
ồ
π
が

き
ͩ
。

ྫ
͑
ば
、

な
Ͳ
ͩ
。

ᶄ
෩
अ
な
Ͳ
の
ײ
છ

を

ぐ
た
め
に
は
、
ຖ

の
ର
ࡦ
が
ඞ

ཁ
ͩ
。
ྫ
͑
ば
、

こ
と
な

Ͳ
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
。

■■

ϑ
ォ
ー
Χ
ε

具
体
と
抽
象
を

͍
͜
な
ͦ
͏

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
。

Ξ

行
ಈ
の
બ


　
　
　
　
　
　Τ

ௐ
ຯ
ྉ

Π


౷
ܳ


　
　
　
　
　
　
　Φ


き
な
৯
べ
も
の



ຯ
֮

　
　
　
　
　
　
　
　
　Χ

Ϙ
ồ
υ
ή
ồ
Ϝ
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۩
ମ
Խ
を
ਐ
め
て
い
͘
と
、


ࣄ
ʹ
ͭ
い
て
の
Π
ϝ
ồ
δ

は
ど
う
ม
Θ
る
͔
ͳ
。

具
体
と
抽
象
の
関
係

Ն

͞
Μ
͕
か
Θ
い
͕
ỳ
て
い
る
ϖ
ỽ
τ
の
ࣲ
ݘ
を
、
も
ỳ
と
抽
象
త
ʹ
と
ら
え
て
み
る
と
ộ
。

図
を
ݟ
て
具
体
と
抽
象
の
関
係
ʹ
ͭ
い
て
ཧ
ղ
を
ਂ
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

両生類 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
…
）

ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ

28

ᶄ
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
。

「
܉
ख
」
の
ຊ
དྷ
の
ݺ
ͼ
໊
を

ỳ
て
い
る
ͩ
ろ
う
か
。
ຊ
དྷ
も
な
に
も
、

「
܉
ख
」
は
「
܉
ख
」
ͩ
ろ
う
、
と
ށ

Θ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

࣮
は
、
も
と
も
と
「
܉
༻
ख
ା
」
と
ݺ
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、「
܉
ख
」
と

ল
ུ
さ
れ
、
ݱ
在
に
ࢸ
ỳ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
࠷
ۙ
で
は
「
ύ
ι

ί
ϯ
」
や
「
ί
ϯ
Ϗ
χ
」
に
つ
い
て
も
、
ຊ
དྷ
の
ݺ
ͼ
໊
ớ「
ύ
ồ
ι
φ
ϧ

ί
ϯ
ϐ
ỿ
ồ
λ
ồ
」、「
ί
ϯ
Ϗ
χ
Τ
ϯ
ε
ε
τ
Ξ
」Ờ
を

ら
な
い
人
が
い

る
ら
し
い
。
こ
の
Α
う
に
、
ུ
ޠ
ͩ
け
が
す
ỳ
か
り
ఆ
着
し
て
し
ま
い
、
ຊ

དྷ
の
ݺ
ͼ
໊
が

れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
Α
く
ى
こ
る
の
で
あ
る
。

ᶃ
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
。

ᶄ
次
の
文
章
で
、「
軍
手
」「
パ
ソ
コ
ン
」「
コ
ン
ビ
ニ
」
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
る
た
め
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
、
考
え

て
み
よ
う
。

29 ۩ମͱந ۩ମͱநのؔ

ཧͷΠϩϋをָし͘
ஸೡにʂɹʮಡΉʯも
ʮ書͘ʯも、εςοϓ
Ξοϓࣜに成する͜
ͱがで͖る教科書です。
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「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

֤
୯
ݩ
に
、
ڭ
ࡐ
と
ؔ
࿈
し
た「

͍
」を
ઃ
置
。


త
を
も
ỳ
て
、「
読
Ή
」
ڭ
ࡐ
と

き
߹
͑
る

Α
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
୯
ݩ

の
「
書
͘
」

׆
ಈ
に
औ
り

む
こ
と
で
、「
ಡ
む
」
ڭ
ࡐ
で
ֶ

ん
ͩ
こ
と
を
、
ࣗ
ݾ
の
ද
ݱ
に
も
つ
な
͛
ま
す
。

ủ

い
Ứủ
ಡ
む
Ứủ
ॻ
͘
Ứを

ͱ
͓
し
ͯ
֬
͔
な
力
を

1
特 色

ࣗ
ݾ
の
ੈ
ք
を

͛
る

多
༷
な
教
材

֤
୯
ݩ
に
、
ݱ

を
ߟ
͑
る
上
で
ԡ
さ
͑
て
お
き

た
い
、
ଟ
༷
な
テ
ー
Ϛ
の
ڭ
ࡐ
を
複
数

ஔ
。
読

み
比

る
こ
と
で
、
ଟ
֯
త
な
ࢹ

を
ཆ
͑
る
Α

う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
୯
ݩ

に
は
、
ݹ
ࠓ
౦


の
໊
ஶ
を
Ҿ
༻

き
で

հ
し
た
「
テ
ー
Ϛ
ͱ

読
書
」を
ઃ
置
。
さ
ら
な
る
୳
ڀ
に
༠
い
ま
す
。

2
特 色

新
し
い
大
学
入
試

の
対
応

「
ֶ
श
の
ϙ
Π
ϯ
τ
」
に
、
ච
ऀ
の
ओ
ு
Λ
ۛ
ຯ
・

ݕ
౼
し
た
り
、
複
数
の
資
料
Λ
比
較
し
た
り
す
る

ઃ

「
ߟ

・
ൃ
ల
」
を
ઃ
置
。

ʑ
の
ֶ
श
に

औ
り

む
中
で
、
৽


の
入
ࢼ
に
も
ର
Ԡ
で
き

ま
す
。

3
特 色

学
び
を
ਂ
Ί
る
充
実
の
資
料

ڭ
ࡐ
の
ಡ
み
を
ਂ
め
る
「
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
」、

ڭ
ࡐ
ؒ
を
ԣ
அ
し
て

ࣝ
を
つ
な
͛
る
「
キ
ー

ワ
ー
ド
ࡧ
Ҿ
」「
ਓ
໊
ࡧ
Ҿ
」、

ཧ
త
ࢥ
ߟ
を
ਂ

め
、
ද
ݱ
׆
ಈ
を
α
ϙ
ồ
τ
す
る「

の
ಓ
۩
ശ
」

な
Ͳ
、
ڭ
ࡐ
Ҏ
֎
の
ࢿ
ྉ
も
ॆ
࣮
し
て
い
ま
す
。

4
特 色

ୈ̍୯ݩ൶▶
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ੈ
ք
ɾ
ݴ
༿
ɾ
ࢲ

��
�

ࢲ
ͨ
ͪ

ੈ
ք
と
Ͳ
ͷ
Α
͏
に


͖
߹
͑

Α
͍
ͷ
͔
ʁ

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。

ੈ
ք
を

͛
Δ

ủ
൷
ධ
Ứ
ͷ
ݴ
༿

ର

ͷ
ਫ਼
ਆ

ݴ
༿
を
ఆ
ٛ
͢
Δ

ς
ồ
Ϛ
ͱ
ಡ
ॻ
ᶃ

൷
ධ
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「
書
く
」
こ
と
、「
ൃ
৴
す
る
」
こ
と
は
、
も
は
や

た
ͪ
の

ৗ
の
ੜ
׆
の
一
෦
ͩ
。
こ
の
࢛

ੈ
ل

で
、「
ಡ
む
」
こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
の
ύ
ϫ
ồ
ό
ϥ
ϯ
ε
は
େ
き
く
ม
Խ
し
た
。
લ
ੈ
ل
ま
で
「
ಡ
む
」

こ
と
と
「
書
く
」
こ
と
で
は
લ
ऀ
が
ج
ૅ
で
ޙ
ऀ
が
Ԡ
༻
ͩ
ỳ
た
。「
ಡ
む
」
こ
と
が

た
り
લ
の

ৗ

の
行
ҝ
で
「
書
く
」
と
い
う
の
は
ඇ

ৗ
の
ಛ
ผ
な
行
ҝ
ͩ
ỳ
た
。
し
か
し
、
ݱ

で
は
ଟ
く
の
人
に
と

ỳ
て
、
ط
に
Π
ϯ
λ
ồ
ω
ỽ
τ
に
文
ষ
を
「
書
く
」
こ
と
の
ほ
う
が

た
り
લ
の

ৗ
に
な
ỳ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ຊ
な
Ͳ
の
ま
と
ま
ỳ
た
文
ষ
を
「
ಡ
む
」
こ
と
の
ほ
う
が
ಛ
ผ
な
ඇ

ৗ
に
な
ỳ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で

た
ͪ
は
「
ಡ
む
」
こ
と
の
Ԇ

ઢ
上
に
「
書
く
」
こ
と
を

に
つ
け
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
ࣾ
ձ
に
出
る
ए
い
人
ʑ
の
ଟ
く
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
൴
ら
ʗ
൴
ঁ
ら
の
ଟ
く
は
お
そ
ら
く
「
ಡ

む
」
こ
と
Α
り
「
書
く
」
こ
と
に
׳
れ
て
い
る
。
ݱ

の

ใ

ڥ
Լ
に
ੜ
き
る
人
ʑ
は
、
ಡ
む
こ
と
か

ら
書
く
こ
と
を
֮
͑
る
の
で
は
な
く
、
書
く
こ
と
か
ら
ಡ
む
こ
と
を
֮
͑
る
ほ
う
が
ࣗ
વ
な
の
ͩ
。
こ
れ

は
ݱ

の
人
ྨ
が
े

に
「
ಡ
む
」
܇
࿅
を
し
な
い
ま
ま
に
、「
書
く
」

ڥ
を
ख
に
入
れ
て
し
ま
ỳ
て

い
る
こ
と
を
ҙ
ຯ
す
る
。
ͩ
が
、
か
つ
て
の
Α
う
に
ಡ
む
こ
と
「
か
ら
」
書
く
と
い
う
ϧ
ồ
τ
を
た
Ͳ
る

1

▼

▼

▼

510

こ
と
は
、
も
は
や

し
い
。
そ
れ
は

た
ͪ
の
ੜ
き
て
い
る
こ
の
ੈ
ք
の
「
ྲྀ
れ
」
に
ٯ
ら
う
こ
と
な
の

ͩ
。で

は
Ͳ
う
す
る
の
か
。
ݱ

に
お
い
て
ଟ
く
の
人
は

ৗ
త
に
、



ࣹ
త
に
、
た
い
し
た
ࢥ
ྀ
も

ݕ
ূ
も
な
く
̨
̣
̨
な
Ͳ
に
「
書
い
て
」
し
ま
う
。
な
ら
ば
「
書
く
」
こ
と
と
ಉ
時
に
「
ಡ
む
」
こ
と
を

࢝
め
る
し
か
な
い
。
い
や
、
Α
り
ਖ਼
֬
に
言
͑
ば
、
܇
࿅
の
ى

は
「
書
く
」
こ
と
に
な
る
は
ず
ͩ
。
ま

ず
は



ࣹ
త
な
ൃ
৴
で
は
な
い
ྑ
࣭
な
ൃ
৴
を
ҙ
ࣝ
し
、
そ
の
ա
ఔ
で
「
書
く
」
た
め
に
は
「
ಡ
む
」

こ
と
が
ඞ
ཁ
で
あ
る
こ
と
を
ೝ
ࣝ
す
る
。
そ
し
て
「
ಡ
む
」
܇
࿅

を
ܦ
た
上
で
も
う
一

「
書
く
」
こ
と


ઓ
す
る
。「
ಡ
む
」

こ
と
で
は
な
く
「
書
く
」
こ
と
を
ى

に
し
た
ԟ
෮
ӡ
ಈ
を
ઃ
ܭ

す
る
ඞ
ཁ
が
あ
る
の
ͩ
。

で
は
、
こ
の
時

に
ٻ
め
ら
れ
て
い
る
あ
た
ら
し
い
「
書
く
」

「
ಡ
む
」
ྗ
と
は
Կ
か
。

た
と
͑
ば
、
Կ
か
ࣾ
ձ
に
物
を
ਃ
し
た
い
と
い
う
ؾ
持
ͪ
の
ڧ

い
人
が
い
ま
Π
ϯ
λ
ồ
ω
ỽ
τ
で
ൃ
言
し
Α
う
と
す
る
。
そ
の
と

き
、
൴
ʗ
൴
ঁ
は
そ
の


そ
の
も
の
で
は
な
く
、
λ
Π
Ϝ
ϥ
Π

ϯ
の
ை

の
ほ
う
を
ಡ
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
̮
̚
̨
か
̣
̤
か
、

★

1

▼

2

3

ੈ
ք
を

͛
Δủ
൷
ධ
Ứͷ
ݴ
༿

Ӊう

の

ৗつ
Ͷ

ひ
ろ

51015

目
標

■
ච
ऀ
が
ఆ
ٛ
す
る
こ
と

を
త
֬
に
ԡ
さ
͑
、
ओ

ு
を
と
ら
͑
る
。

■
こ
れ
か
ら
の
時

に
お

け
る
「
書
く
」「
ಡ
む
」

ྗ
に
つ
い
て
、
ࣗ

の

ߟ
͑
を
も
つ
。

１
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス

CBMBODF
PG
QPX

FS

の



ӳ
ޠ
。
ྗ
の
ۉ
ߧ
。

「ứ
書
͘
Ừ
こ
と
を
ى

に

し
た
ԟ
෮
ӡ
ಈ
」
と

、

Ͳ
の
よ
う
な
こ
と
か
。

２
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

ొ

し

た
ར
༻
ऀ
の

ߘ
を
、
時

ܥ
ྻ
ॱ
に
ද
ࣔ
し
た
ը
໘
。

３
潮
目

ྲྀ
れ
Ώ
く
物
ࣄ
が


か
う
ํ

や
、


が

ม
Խ
す
る
ڥ

。

Ω
ồ
ϫ
ồ
υ

★
̨
̣
̨
➡
407
ϖ
ồ
δ

ޠ
۟

▼
લ
ऀ
ʗ
ޙ
ऀˎ

▼ớ
ộ
は
ộ
を
Ờ
ҙ
ຯ
す
るˎ

▼
物
ớ
を
Ờ
ਃ
す

ࢥ
ྀ
ớ
ࢥ
Ҋ
ɾ

ྀ
Ờ

ى

ớ

ऴ

Ờ

1

ੈ
ք
を

͛
Δ
ủ
൷
ධ
Ứ
ͷ
ݴ
༿

１
ੈ
ք
ɾ
ݴ
༿
ɾ
ࢲ

ʮいʯʮಡΉʯʮ書͘ʯͷ෮で͔֬なߟࢥ力を
ཆい、ߋなる୳ڀ༠͏教科書です。

で
は
、
こ
の
時

に
ٻ
め
ら
れ
て
い
る
あ
た
ら
し
い
「
書
く
」

Ω
ồ
ϫ
ồ
υ➡

લ
ऀ
ʗ
ޙ
ऀ

ộ
は
ộ
を
Ờ
ҙ
ຯ
す
る

ớ
を
Ờ
ਃ
す

ࢥ
ྀ
ớ
ࢥ
Ҋ
ɾ

ྀ
Ờ

ऴ

Ờ

62

「
Ո

Խ
す
る
ϖ
ỽ
τ
」「
ί
ϛ
ỿ
χ
ς
ỹ
か
ら
見
た

ຊ
」
で
は
、
౷

ܭ
ࢿ
ྉ
を
も
と
に
ҙ
見
が
ड़
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
を


ੳ
し
、
そ
こ
か
ら
ߟ
͑
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
Α
う
。

˗
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
の
ಡ
Έ
ํ

౷
ܭ
ࢿ
ྉ
を
ಡ
み
औ
る
ࡍ
に
は
、
࣍
の
Α
う
な

に

ҙ
し
て
み
Α

う
。
➡
知
の
道
具
箱

「
情
報
整
理
の
方
法
」

˝


の
࠷
େ
ɾ
࠷
খ
の
෦


˝
ม
Խ
の
େ
͖
い
Օ
ॴ

˝


の
ࠩ
の
େ
͖
い
Օ
ॴ

˗
ࣄ
࣮
Λ

ͱ
ʹ
ߟ
͑
Λ
ड़

Δ

ࣗ

の
ߟ
͑
を
ड़
べ
る
ࡍ
に
は
、
Ͳ
こ
ま
で
が
ࣗ

の
ߟ
͑
で
、
Ͳ

こ
ま
で
が
٬
؍
త
な
ࣄ
࣮
や
σ
ồ
λ
で
あ
る
か
を
໌
֬
に
۠
ผ
し
て
ࣔ

す
Α
う
に
し
Α
う
。

ま
た
、
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
の
σ
ồ
λ
を
׆
༻
す
る

߹
は
、
そ
の
ࢿ
ྉ
の
Ͳ

の
෦

か
ら
ಡ
み
औ
ỳ
た
σ
ồ
λ
か
を
໌
ه
し
Α
う
。
さ
ら
に

ཧ
に

飛
༂
が
な
い
か
や
、
૬
ؔ
ؔ

と
Ҽ
Ռ
ؔ

の
ҧ
い
な
Ͳ
に
も

ҙ
し

Α
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
。

՝


՝


ͷ
ア
プ
ϩ
ー
ν

12

4

౷
ܭ
ࢿ
ྉ
͔
Β

ੳ
͠
ͨ
͜
ͱ
Λ
ॻ
͘

■
ࢿ
ྉ
か
ら
ಡ
み
औ
ỳ
た
こ
と
を
ਖ਼
֬
に
書
く
。

■
ࣗ

の
ߟ
͑
と
౷
ܭ
ࢿ
ྉ
か
ら
ಡ
み
औ
ỳ
た
こ
と
を
۠
ผ
し
て
書
く
。

目
標

6
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৽ฤ จֶޠࠃ
ධɺݹయɺॻ͘ྗɻ
จֶͷͯ͢Λɺ͜ͷҰͰɻ

ۙ

の
໊
࡞
か
ら
ݱ

の
৽

な
࡞

ま
で
、



߹
Θ
せ
て
øý
ຊ
の
খ
説
࡞

を
ݫ
બ
。
さ
ま
͟

ま
な

み
߹
Θ
せ
ํ
が
で
き
る
Α
う
に
、
̍
ֶ
ظ

に
̍
ຊ
Ҏ
্
の
ఆ
൪
ڭ
ࡐ
を
置
き
ま
し
た
。

øý
ຊ
の
খ
説
࡞


৺
ʹ
ڹ
く
ۙ
ݱ

の
จ
ֶ
࡞


1
ಛ�৭

ධ


、
ݹ
య

、
ॻ
く
ྗ


খ
આ
ͩ
け
で
な
く
、
ਵ

・
ධ


øù
ຊ
ऩ

。

ݹ
య
の
໊
࡞
を
ί
ϯ
ύ
Ϋ
τ
に
ຯ
Θ
͑
る
「
ݹ
య

の
ੈ
ք
」、
ָ
し
み
な
が
ら

࡞
に
औ
り

め
る

「
書
͘
͜
ͱ
」
な
Ͳ
、
文
ֶ
の
す
べ
て
を
一

に


り
ࠐ
み
ま
し
た
。

ਵ

・
ධ


øù
ຊ

2
ಛ�৭

ಛ
ू
ͱ
ί
ラ
Ϝ
で
จ
ֶ
が
わ
か
Δ

ר
಄
の
「
文
ֶ
の
൶
Λ
։
͜
͏
」
で
文
ֶ
の
ಡ
み

ํ
を
۩
ମ
త
に
ղ
આ
。ί
ϥ
Ϝ「
͜
ͱ
の

」や「
文

ֶ
の
૭
」
も
ซ
せ
て
、
文
ֶ
を
ಡ
み
、
ָ
し
み
、

ਂ
く
ຯ
Θ
う
ྗ
が

に
つ
き
ま
す
。

3
ಛ�৭

ֶ
ͼ
を
ࢧ
͑
Δ
ϒ
ッ
Ϋ
σ
β
イ
ン

読
み
や
͢
͍
ຊ
文
書
ମ
、
ඒ
͠
͍
ૠ
画

の
見
た


は
も
ͪ
ろ
ん
、
行
の

͑
や
す
さ
、
ಡ
み
の
ྲྀ

れ
を

͛
な
い
ϖ
ồ
δ
め
く
り
な
Ͳ
ࡉ
෦
に
ま
で

ؾ
を

ỳ
た
σ
β
Π
ϯ
で
ֶ
ͼ
の
ό
Ϧ
ア
ϑ
Ϧ
ー

を

ࢦ
し
ま
し
た
。

4
ಛ�৭

3つの力で

文
学
の

？
を
、

！
に
変
え
る
。

σβΠϯ ͷྗ ಡΉ ྗ ࡞ ͷྗ わからない…

どう読む？

楽しい！

わかった！

จ国705 A5判 ��8ページ
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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
。

ủ
̑
̬
̍
̝
Ứʹ

目
͢
Δ

文
章
を
ॻ
͘
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
文
ֶ

࡞

を
読
Ή
と
き
に
も
次
の
ủ
̑
̬
̍
̝
Ứ

を
ԡ
͞
え
よ
う
。

͍
ͭ
ớ
̬
̷
̴
̽
Ờ
ộ
࣌

ɾ
ق
અ
ɾ
࣌

ؒ
ଳ
ͳ
Ͳ

୭
͕
ớ
̬
̷
̾
Ờ
ộ
ొ

ਓ


Ͳ
͜
Ͱ
ớ
̬
̷
̴
́
̴
Ờ
ộ

ॴ

ͳ
ͥ
ớ
̬
̷
͈
Ờ
ộ
ཧ
༝
ɾ
͍
͖
͞
ͭ

Կ
Λ
ớ
̬
̷
B
̓
Ờ
ộ
ߦ
ಈ
ɾ
Ͱ
͖
͝
ͱ

Ͳ
ͷ
Α
͏
ʹ
ớ
̝
̾
͆
Ờ
ộ
ৄ
͠
͍
༷
ࢠ

͜
れ
ら
を
·
と
Ί
て
ủ

໘
Ứ
と
い
う
。

࡞

の
࠷
ॳ
の
΄
う
に
ઃ
ఆ
͞
れ
て
い
る
͜

と
が
ଟ
い
が
、
ඞ
ͣ
し
も
͢

て
の

ใ
が

ࣔ
͞
れ
て
い
る
と
は
ݶ
ら
な
い
。

力
だ
め
し

ủ
φ
Π
ϯ
Ứ
の

಄
෦


ớ
4�
・
1
Ỗ
41
・
�
Ờ
を
読
Μ
で
、
࡞

の

໘

ઃ
ఆ
を
֬
か
Ί
て
み
よ
う
。

Q
ủ
ཏ
生

Ứ
の

಄
෦

を
読
Μ
で
、

次
の
ᶃ
Ỗ
ᶇ
の
͜
と
を
֬
か
Ί
て
み
よ
う
。

ᶃ
い
つ
、

ᶄ
୭
が
、

ᶅ
ど
͜
で
、
ɹ
ɹ
ɹ
ɹし
て
い
る
か
。

ᶆ
Կ
を
、

ᶇ
ど
の
よ
う
に
、

ࠓ
ே
、
ࣂ
ỳ
て
い
た
ݘ
の
Ϟ
Ϟ
が
死
ん
ͩ
。
ͩ
か
ら
、
ࢲ
は

と
て
も
൵
し
く
て
、
ٽ
き
そ
う
に
な
ỳ
た
。

ご
は
ん
ͩ
Α
ỳ
て
ݺ
ん
で
も
、
も
う

を
։
け
る
こ
と
は
な

い
。
ࠓ
ே
は
ྫྷ
た
い
Ӎ
ͩ
Α
、
Ϟ
Ϟ
。

ओ
ͳ
จ
ষ
ͷ
छ
ྨ

આ
໌
త
จ
ষ
ͱ
จ
ֶ
త
จ
ষ
ͷ
ಛ


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。

と
て
も
൵
し
く
て
、
ٽ
き
そ
う
に
な
ỳ
た
。

・・・・5・・

あ
る

の

れ
ํ
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
Լ
人
が
、
ཏ
ੜ

の
Լ
で
Ӎあ
ま

や
み
を
待
ỳ

て
い
た
。

　
　
　
　
（
中
ུ
）

Լ
人
は
ࣣ
ஈ
あ
る
ੴ
ஈ
の
一
൪
上
の
ஈ
に
、
ચ
い
͟
ら
し
た
ࠠ
の
ᷝあ

お

の
৲
を
ਾ
͑
て
、

ӈ
の
ṳ
に
で
き
た
、
େ
き
な
に
き
ͼ
を
ؾ
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
Ӎ
の
߱
る
の
を
ோ

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 1�

จ
ֶ
の
൶
を
։
͜
う
˗
จ
ֶ
త
ͳ
จ
ষ
ͱ

ʁ
ʗ

໘
ઃ
ఆ
Λ
ԡ
͞
͑
Δ

文
学
的
な
文
章
と
は
？

１


໘
ઃ
ఆ
Λ
ԡ
͞
͑
Δ

̎

・・・・5・・

・・10・・・
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ủ
φ
Π
ϯ
Ứ
の

಄
෦


Ờ
を
読
Μ
で
、
࡞

の

໘

ઃ
ఆ
を
֬
か
Ί
て
み
よ
う
。

Լ
人
は
ࣣ
ஈ
あ
る
ੴ
ஈ
の
一
൪
上
の
ஈ
に
、
ચ
い
͟
ら
し
た
ࠠ
の

　
　
　
　

Լ
人
は
ࣣ
ஈ
あ
る
ੴ
ஈ
の
一
൪
上
の
ஈ
に
、
ચ
い
͟
ら
し
た
ࠠ
の

　
　
　
　

ᷝあ
お

の
৲
を
ਾ
͑
て
、
・

・5・・・・10 ・・・

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
、
御み

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

き
こ
と
あ
り
け
り
。」
と
言
ひ
て
、
文ふ

み

書
く
。

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

（
帝
に
）
手
紙
を
書
く

1
天
の
羽
衣

天
人
が
着
て
空
を

飛
行
す
る
と
い
う
想
像
上
の
衣
。

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
。

114

目
標

ಸ
ྑ

ฏ
҆

ח


ࣨ
ொ

ߐ
ށ

明
治

平
安
時
代
前
期
伝
奇
物
語

・・

　
　
ࠓ
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ

　
　
܅
を
あ
は
れ
と
ࢥ
ひ
出
で
け
る

と
て
、
壺
の
薬
そ

て
、�

಄
と
う
の

中ͪ
Ώ
う

ক͡
や
う

ݺ
ͼ

寄
せ
て
、
奉
ら
す
。
中
ক
に
、
天
人
औ
り

て

ふ
。
中
ক
औ
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の

羽
衣
う
ͪ
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
ԧ

を
、
い
と
ほ
し
、
か
な
し
と
お
ぼ
し
つ
る

こ
と
も

うࣦ

せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、

物
ࢥ
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
ं
に

り

て
、
ඦ
人
ば
か
り
天
人
۩
し
て
、
ঢ
り
ぬ
。

あ
ͳ
た
を
し
Έ
͡
Έ
と

（
帝
に
）
ݙ
上
͞
せ
る

͞
っ
と

（
か
ぐ
や
姫
に
）
お
着
せ
ਃ
し
上
͛
る
と

ؾ
の
ಟ
ͩ

天
人
を
ै
͑
て

・・5・・・・10・・

ֶ
श

ⴺ
ủ
ᜥ
͖
ॴ
Ứ（
114
ɾ
5
）
と
は
ỏ

Ͳ
͜
を
ࢦ
す
か
Ố

ⴼ
ủ
し

し

て
ỐỨ（
114
ɾ
�
）
と
あ

る
が
ỏ
か
ぐ
や
姫
は
ͳ
ͥ
͜
う

ݴ
っ
た
の
か
Ố

ⴾ
天
の
羽
衣
に
よ
っ
て
ỏ
か
ぐ
や

姫
は
Ͳ
の
よ
う
に
ม
Խ
し
た
か
Ố

�
಄
த
ক

ۙこ
の

Ӵ͑
の
中
ক
で
、
ଂく

ろ

人う
Ͳ
の

಄と
う

を
݉
Ͷ
た
人
。

ख
ࢴ
の
େ
ҙ

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
。

か
ぐ
や
姫
は
帝
に
手
紙
を
書
き
、
そ
の
最
後

に
次
の
和
歌
を
添
え
た
。

11�

ݹ
య
の
ੈ
ք
2
˗
͔
͙

ඣ
の
ঢ
天

昇天するかぐや姫（「竹取物語」小林古径 筆）

৺に࡞͘ڹ、ʮಡΈํʯͷΨΠυ、
ચ࿅͞れたࢴ໘で、ָしいจ学ͷ
ੈք༠͏教科書です。
৽ฤでݹయͷ໊࡞もཏʂ

9

৽՝ఔ 国語教科書のご案内
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ੜ͖ͨจֶ͕࢙ҰͰ͖Δʂ

「
ࢁ
݄
ه
」「
͜
͜
Ζ
」「

ඣ
」
な
Ͳ
の
ఆ
൪
ڭ

ࡐ
か
ら
࠷
৽
の
࡞

ま
で
、
ଟ
༷
な
時

や
ࠃ
の

࡞

を
ຬ
ࡌ
。
文
ֶŋ

文
Խŋ

言
ޠ
を
ߟ
͑
る
き
ỳ

か
け
と
な
る
ਵ

・
ධ

・
ٔ
ۂ
も
ܭ
��
ຊ
ऩ


し
ま
し
た
。

จ
学
を
ಡ
む
ָ
し
Έ
͕


͕
る
教
材
܈

1
特 色

ղ
ऍ･

ߟ
͑
͕
ਂ
·
る

ủ
ల
։
Ứủ
୳
ڀ
Ứ

ڭ
ࡐ
と
ൺ
べ
て
ಡ
み
、
ଟ
༷
な
ղ
ऍ
の
Մ

ੑ
を


る
こ
と
が
で
き
る
「
ల
։
」、
ࣗ
ら
ௐ
べ
た
り

ߟ
͑
た
り
す
る
た
め
の「
୳
ڀ
」を
ઃ
置
し
ま
し
た
。

2
特 色

৺
を
ಈ
͔
す
ද
ݱ
力
͕

に
つ
͘

「
書
͘
」
で
は
、
՝

に
Ԋ
ỳ
て
文
ֶ
త
文
ষ
を

書
く
׆
ಈ
に
ແ
ཧ
な
く
औ
り

め
る
Α
う
に
し
ま

し
た
。

3
特 色


ࣝ
͕

͕
Γ
ỏ

ಡ
ղ
͕
ਂ
·
る
多
࠼
な
ί
ϥ
Ϝ

文
ֶ
の
さ
ま
͟
ま
な

ࣝ
が

に
つ
く
「
文
ֶ
の

൶
」、「
খ
આ
の
ޠ
り
ख
」「
ൺ
ᄻ
と


」
な
Ͳ

文
ֶ
త
文
ষ
を
๛
か
に
ಡ
む
た
め
の
ࢹ

を

հ

す
る「
文
ֶ
Λ
読
Ή
た
め
に
」を
ઃ
置
し
ま
し
た
。

4
特 色

ڵ
ຯ
͕

͕
る

録
・
資
料

ಡ
む
と
き
、
書
く
と
き
に

ཱ
つ
「
文
ֶ
に
ੜ
͖

Δ
言
༿
」や
、「

ຊ
ۙ

文
ֶ
の
࡞
Ո
た
ͪ
」「
ੈ

ք
文
ֶ

図
」
な
Ͳ
の


ɾ
ࢿ
ྉ
を
ऩ

し
ま

し
た
。

5
特 色

世界文学地図
世界で読まれる
日本文学

��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ
Ͱେֶの՝ਤॻʹࠃ֤
ଟ͘ࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻ

ຊͱϖϧʔの֎ަઃ
ཱ���Λه೦͠ɺϖ
ϧʔͰ͞ߦץΕͨɻ

υφϧυɾΩʔϯʢ Q����ʣʹ ΑΔӳ༁ɻ
ଠ࠻の΄͔ʹɺଟ͘のຊจֶの༁
Λख͕͚ͨɻ

��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ��Ҏ্のޠݴʹ༁͞Εɺ
Ͱେֶの՝ਤॻʹࠃͰେֶの՝ਤॻʹ֤ࠃ֤
ଟ͘ࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻ

ຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃຊͱϖϧʔの֎ަઃ
ཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖཱ���Λه೦͠ɺϖ
ϧʔͰ͞ߦץΕͨɻϧʔͰ͞ߦץΕͨɻ

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

「ਓࣦؒ֨」
（アメリカ）（アメリカ）

小
お
川
がわ
洋
よう
子
こ

「ത࢜のѪͨ͠
ࣜ」
（アメリカ）

松
まつ
田田
だ
青青
あお
子子子
ここ

「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの「͓ͪΌΜͨͪの
͍Δͱ͜Ζ」͍Δͱ͜Ζ」
（アメリカ）（アメリカ）

紫式部紫式部
「ޠࢯݯ」「ޠࢯݯ」
（ペルー）（ペルー）村上春樹

「ϊϧΣΠの」
（中国）

谷
たに
崎
ざき
潤
じゅん
一
いち
郎
ろう

ࡉ」
㆕㆕㇁
ઇ
㇆ㆌ
」

（韓国）

平
ひら
野野
の
啓
けい
一
いち
郎
ろう

「
ㆫㆣ
ৰৰ
㆗㇇ㆎ㆗㇇ㆎ
」

（エジプト）（エジプト）

川川
かわかわ
上
かみ
未
み
映
え
子子
こ

「Նޠ」「Նޠ」「Նޠ」「Նޠ」
（イギリス）（イギリス）

吉
よし
本
もと
ばななばななばななばななばなな

「Ωονϯ」「Ωονϯ」「Ωονϯ」「Ωονϯ」
（イタリア）（イタリア）（イタリア）

村村村村村村村
むらむら
田田
たた
沙沙沙沙
ささ
耶耶耶耶
や
香香香
かか

「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」「ٿਓ」
（イギリス）

紫
むらさき
式式
しきしき
部部
ぶ

「ޠࢯݯ」「ޠࢯݯ」「ޠࢯݯ」
（アメリカ）（アメリカ）

夏
なつ
目
め
漱
そう
石
せき

「͜͜Ζ」「͜͜Ζ」「͜͜Ζ」
（フランス）　（フランス）　

三
み
島
しま
由
ゆ
紀
き
夫
お

「ࣉֳۚ」「ࣉֳۚ」「ࣉֳۚ」
（スイス）（スイス）（スイス）

村
むら
上
かみ
春
はる
樹
き

「海辺のカフカ」「海辺のカフカ」「海辺のカフカ」「海辺のカフカ」「海辺のカフカ」
（ロシア）


ຊ
文
学

֤
国
Ͱ

༁
͞
Ε
ỏ
ੈ

ք
த
Ͱ
ಡ
·
Ε
ͯ
͍
Δ
Ố

古
典
͔
Β
現
代
の
খ
આ
·
Ͱ
ỏ


ຊ
の
文
学
࡞


Ͳ
の
Α
͏
ʹ
ੈ

ք
ʹ

͕
ỳ
ͯ
͍
Δ
の
ͩ
Ζ
͏
͔
Ố

翻訳でみる日本文学
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ʢӳޠʣ

世界の文学賞
ɹϊʔϕϧจֶΛ͡Ίͱͯ͠ɺ海֎ʹ͞·͟·ͳจֶ͕
͋ΔɻͦΕͧΕのରͱ͢Δδϟϯϧɺཧ೦ͳͲ͕ҟͳΓɺ
ͦのࠃɾҬग़のจֶऀの໊Λ͢ףΔのͱ͢Δ͜ͱଟ͍ɻ
ͳ͔ʹɺຊの࡞Ո͕ड͍ͯ͠Δ͋Δɻ
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ㆫ
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ɺඉ

ㆲ
ޱ
ㆡ
Ұ
ㆂㆡ
༿
㇈ㆄ
ɺ

ϦʔϏӳ
ㆲㆧ
༤
ㆈ
ɺଟ

㆟

㇏
ా
ㆠ
༿
㇈ㆄ
ࢠ
㆓
ɺ༄
㇆ㆄ
ඒ
ㆿ
ཬ
㇊
ʣ

ੈքʹͲのΑ͏ͳจֶ͕͋Δ͔ɺ΄͔ʹௐͯΈΑ͏ɻ
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5BFO[FSJO
ʢυΠπޠʣʢυΠπޠʣ

5IF�%BODJOH�(JSM
ʢӳޠʣ

5IF�%BODJOH�(JSM
ʢӳޠʣ

%BOTBUPBSFB
ʢϧʔϚχΞޠʣ
%BOTBUPBSFB
ʢϧʔϚχΞޠʣ

-B�CBMMFSJOB
ʢΠλϦΞޠʣ
-B�CBMMFSJOB
ʢΠλϦΞޠʣ

%BOTBUPBSFB-B�CBMMFSJOB %BOTBUPBSFB-B�CBMMFSJOB

5IF�%BODJOH�(JSM5BFO[FSJO
ʢυΠπޠʣ

5IF�%BODJOH�(JSM
ʢӳޠʣ

%BOTBUPBSFB
ʢϧʔϚχΞޠʣ

-B�CBMMFSJOB
ʢΠλϦΞޠʣ

,PLPSP
ʢӳޠͳͲʣ

ещѕшћщ
ʢϩγΞޠʣ

,PQSOFOKF
ʢεϩϕχΞޠʣ

-F�1BVWSF�$�VS�EFT�IPNNFT
ʢフϥϯεޠʣ「こころ」

（夏目漱石）
「舞姫」
（森
もり
鷗
おう
外
がい
）
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世界文学地図世界文学地図
世界で読まれる世界で読まれる世界で読まれる

ຊͱϖϧʔの֎ަઃ
ཱ���Λه೦͠ɺϖ
ϧʔͰ͞ߦץΕͨɻ

23 22

ཱྀ
͢
Δ
ຊ

�

ຊ
は
ࣗ

が
い
つ
ੜ
ま
れ
た
の
か

ら
な
か
ỳ
た
。

ངは
る

か
ੲ
は
ס
い
た
༿
を
ଋ
Ͷ
た
ͩ
け
ͩ
ỳ
た
Α
う
な
ؾ
が
し
た
け
れ
Ͳ
、
そ
れ
が
い
つ
खて

すࠉ

き
の
ࢴ
を

௲と

͡
た
も
の
に
ม
Θ
ỳ
た
の
か
も
Θ
か
ら
な
か
ỳ
た
。
ຊ
は
そ
の
時

の
書
物
の
形
に
ม

を
܁
り
ฦ
し

な
が
ら
、
ඦ

ઍ

の
時
ؒ
を
、
た
ͩ
人
の
ख
か
ら
人
の
ख
に
ཱྀ
し
て
ੜ
き
て
き
た
の
で
あ
る
。

ຊ
は
ࠓ
、
࢛


の
୯
行
ຊ
の
࢟
を
し
て
い
た
。
ද
ࢴ
は
ҹ

໘
の
Ԟ
か
ら
ޫ
り
が
こ
ぼ
れ
て
く
る
Α

う
な

ん
ͩ
ே
ম
け
の
空
で
あ
る
。
ଋつ

か

は
ࡾ
ඦ
ϖ
ồ
δ

ら
ず
ͩ
ろ
う
か
。
ബ
҉
い
地
Լ
మ
の
࿈
བྷ
௨
࿏
、

そ
の
な
か
ご
ろ
に
あ
る
ϕ
ϯ
ν
の
う
͑
で
、
ぼ
ん
や
り
と
あ
た
り
を
র
ら
し
な
が
ら
、
ຊ
は
୭
か
が
や
ỳ

て
く
る
の
を
待
ỳ
て
い
た
。

உ
が
ॏ
い

औ
り
で
า
い
て
き
た
の
は
、
௨
ۈ
ϥ
ỽ
γ
ỿ
が
ऴ
Θ
ỳ
た
े
一
時
す
ぎ
ͩ
ỳ
た
。
一



も
ま
͑
に
৬
を
ࣦ
い
、
そ
の

も
৬
ۀ
҆
ఆ
所
で
中
ߴ

む
け
の
ϑ
Ỹ
Π
ϧ
を
見
て
き
た
ؼ
り
で
あ
る
。


ࣄ
は
ۃ

に
す
く
な
か
ỳ
た
。
ひ
と
つ
の
ٻ
人
に

े
人
が
Ԡ
ื
す
る
ঢ়
ଶ
ͩ
。

さ
れ
た
ر

が
ຏす

り
ݮ
ỳ
て
い
く
Ի
を
、

͑
な
が
ら
き
く
े
ീ
ἂ
݄
ͩ
ỳ
た
。
ୀ
৬
ۚ
の

り
も
Θ
ず
か
で
あ
る
。
ࣗ


１

2

3

▼

4

の
つ
ま
ઌ
を
見
て
い
た
உ
の
ࢹ
ք
に
ϕ
ϯ
ν
の

が
ө
ỳ

た
。

	

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ຊ
が
あ
る
。


୭
か
の

れ
も
の
ͩ
ろ
う
か
。
ੜ
׆
を

り
٧
め
て
か

ら
、
உ
は
୯
行
ຊ
な
Ͳ
ങ
ỳ
た
こ
と
は
な
か
ỳ
た
。
い
そ

が
し
͛
に
と
お
り
す
ぎ
る

ձ
の
人
ؒ
た
ͪ
は
、
ひ
と
り

と
し
て
お
き
ڈ
り
に
な
ỳ
た
ຊ
に

ҙ
を

Θ
な
い
。
உ

は
ϕ
ϯ
ν
に
ࠊ
を
お
ろ
す
と
、
ே
ম
け
の
ද
ࢴ
の
ຊ
を
ख

に
し
た
。
ͺ
ら
ͺ
ら
と
ϖ
ồ
δ
を
め
く
ỳ
て
み
る
。

࠷
ॳ
の
ޒ
、

े
ϖ
ồ
δ
は
な
に
も
ҹ

さ
れ
て
い
な

い
ࢴ
が
ଓ
い
て
い
た
。
お
か
し
な
ຊ
ͩ
。
し
か
し
、
さ
ら

に
ϖ
ồ
δ
を
܁
ỳ
て
い
く
と
、
ໄ
が

れ
る
Α
う
に
ന
い

ࢴ
໘
に
׆
ࣈ
が
ු
か
ん
で
き
た
。
な
に
も

ら
れ
て
い
な

い
Α
う
に
見
͑
た
の
は
、

の
ࡨ
֮
ͩ
ỳ
た
の
ͩ
ろ
う
か
。

不
ࢥ
ٞ
に
ࢥ
ỳ
て
࠷
ॳ
の
ϖ
ồ
δ
に
も
Ͳ
ỳ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
た
ͩ
し
い
࢟
で
、
࠷
ॳ
の
一
行
が
あ
ỳ
た
。

1

明
治

大
正

昭
和

平
成
15
年

小
説

▲ 平
成

令
和

ੴい
し

ాͩ
衣い

らྑ

ཱྀ
͢
Δ
ຊ

ủ
た
ͩ
し
い
࢟
Ứ
と
͋
Δ

͕
、
Ͳ
の
よ
う
な
こ
と
か
。

1語
句

▼
ớ
ộ
Ờ

ら
ず

ࡨ
֮
ớ
ࡨ
ཚ
ɾ
ަ
ࡨ
Ờ

̍
ख
ࠉ
͖
ͷ
ࢴ

ػ
ց
に
Α

る

ࢴ
で
は
な
く
て
、
ख

で
ࠉ
い
た
ࢴ
。

̎
࢛



ࢴ
や
書
੶
の
ੇ

๏
の
一
छ
。
一
ೋ
ࣣ
ϛ
Ϧ

ϝ
ồ
τ
ϧ
ʷ
一
ീ
ീ
ϛ
Ϧ

ϝ
ồ
τ
ϧ
の
େ
き
さ
。

̏
ଋ

ຊ
の
ް
さ
の
こ
と
。

̐
৬
ۀ
҆
ఆ
ॴ

৬
ۀ
の


հ
を
す
る
ެ
ڞ
ػ
ؔ
。
ϋ

ϩ
ồ
ϫ
ồ
Ϋ
。

の
つ
ま
ઌ
を
見
て
い
た
உ
の
ࢹ
ք
に
ϕ
ϯ
ν
の

が
ө
ỳ

୭
か
の

れ
も
の
ͩ
ろ
う
か
。
ੜ
׆
を

り
٧
め
て
か

ら
、
உ
は
୯
行
ຊ
な
Ͳ
ങ
ỳ
た
こ
と
は
な
か
ỳ
た
。
い
そ

が
し
͛
に
と
お
り
す
ぎ
る

ձ
の
人
ؒ
た
ͪ
は
、
ひ
と
り

と
し
て
お
き
ڈ
り
に
な
ỳ
た
ຊ
に

ҙ
を

Θ
な
い
。
உ

は
ϕ
ϯ
ν
に
ࠊ
を
お
ろ
す
と
、
ே
ম
け
の
ද
ࢴ
の
ຊ
を
ख

࠷
ॳ
の
ޒ
、

े
ϖ
ồ
δ
は
な
に
も
ҹ

さ
れ
て
い
な

い
ࢴ
が
ଓ
い
て
い
た
。
お
か
し
な
ຊ
ͩ
。
し
か
し
、
さ
ら

に
ϖ
ồ
δ
を
܁
ỳ
て
い
く
と
、
ໄ
が

れ
る
Α
う
に
ന
い

ࢴ
໘
に
׆
ࣈ
が
ු
か
ん
で
き
た
。
な
に
も

ら
れ
て
い
な

い
Α
う
に
見
͑
た
の
は
、

の
ࡨ
֮
ͩ
ỳ
た
の
ͩ
ろ
う
か
。

不
ࢥ
ٞ
に
ࢥ
ỳ
て
࠷
ॳ
の
ϖ
ồ
δ
に
も
Ͳ
ỳ
て
み
る
と
、
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จ学ͷੈքを、もͬͱ͘、ਂ͘。ۙ代͔ら
現代、ຊͩけでな͘ւ֎ͷ࡞もऩ。
ʮੜ͖たจ学࢙ʯをҰで͖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
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Ͱɺࡐڭ࣮ͨ͠ॆ
యΛָ͘͠ɺओମతʹֶͿݹ

ڭ
ࡐ
の
ಡ
ղ
を
ਂ
め
る
「
ಡ
み
ൺ
べ
」ớ
ಡ
み
ൺ

べ
ڭ
ࡐ
Ờ「
ࢹ

」ớ
ؑ

文

Ờ
を
ઃ
置
。
ۙ
ݱ


の
文
章

複
数
ऩ

し
ま
し
た
。

ෳ

の
文
ষ
を
ಡ
ん
で
՝

に
औ
り

む
ڞ
௨
ς

ε
τ
な
Ͳ
の
৽


ೖ
ࢼ
に

ର
Ԡ
で
き
ま
す
。

入
試
を
ݟ
ਾ
͑
た
ಡ
Έ
ൺ

教
材

1
特 色

୳
ڀ
学
習
に

औ
Γ

Έ

す
い
ߏ


「
୳
ڀ
ֶ
श
」
を
त
ۀ
に
औ
り
入
れ
や
す
く
す
る

た
め
の
、
୳
ڀ
՝

を
ઃ
置
。
ま
た
、
読
書
Ҋ


や
ί
ϥ
Ϝ
で
も
、
ࣗ
ओ
ֶ
श

の
き
ỳ
か
け
と
な

る


を
ଟ


հ
し
て
い
ま
す
。

2
特 色

ߴ
ߍ
生
の
ٙ

に

͑
る
ί
ϥ
Ϝ

「
ݹ
文
の
૭
」「

文
の
૭
」
に
Ճ
͑
、
ߴ
ߍ
ੜ
の

ૉ

な
ٙ

に

͑
ỏ
ڵ
ຯ
Λ
Ҿ
͖
ग़
͢
ί
ϥ
ム

「
౾

ࣝ
」を
ઃ
置
。
ಡ
ղ
に

ཱ
つ

ࣝ
の
ほ
か
、

ಡ
書
Ҋ

も

り
ࠐ
み
ま
し
た
。

3
特 色

ཧ
ղ
を
͏
な
͕
す
多
࠼
な
ਤ
൛

言
༿
で
は
આ
໌
が

し
い
地
ཧ
や
人
ؒ
ؔ

な
Ͳ

が
一

で
Θ
か
る
ਤ
ղ
ࢿ
ྉ
や
、
࡞

の
ಡ
ղ
に

ࢿ
す
る
ඒ
ज़
࡞

を
ଟ

ܝ
ࡌ
。

4
特 色

ը
ظ
的
な

録
͕
充
実


文


の
「
ॾ
ࢠ
ඦ
Ո
ؔ

ਤ
」
や
「
ࢻ
文
ؔ


ਤ
」
な
Ͳ
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ࢿ
ྉ
を

ଟ
く

ܝ
ࡌ
し
ま
し
た
。

5
特 色

▼教科書�66ページ
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���


◉
·
͗
Β
Θ
͠
͍
語
の
ࣝ
ผ

̍
෭
ࢺ
の
Ұ
部

ộ
と
か
言

る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。ớ
27ɾ2
Ờ

̎
φ
Ϧ
׆
༻
ܗ
༰
ಈ
ࢺ
の
࿈
༻
ܗ
׆
༻
語
ඌ

な
ほ
あ
は
れ
に

け
ਂ
し
。ớ
25ɾ2
Ờ

̏
அ
ఆ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͳ
Γ
」の
࿈
༻
ܗ

も
と
の
ਫ
に
あ
ら
ず
。ớ
30ɾ1
Ờ

̐
֨
ॿ
ࢺ

୮
ޙ
に
Լ
り
け
る
ほ
Ͳ
に
、ớ
14ɾ1
Ờ

̑

ଓ
ॿ
ࢺ

寄
り
て
見
る
に
、
の
中
ޫ
り
た
り
。ớ竹
取

ޠ
Ờ

̒

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͵
」の
࿈
༻
ܗ

ੈ
に
֮
͑
出
で
དྷ
に
け
り
。ớ
14ɾ9
Ờ

❖
̎
্
の
෦

は
ੑ
࣭
・
ঢ়
ଶ
な
ど
を
ද
し
ỏ
֨

ॿ
ࢺ
が

け
ら
れ
な
い
Ố̏
ମ
࿈・ݴ
ମ
ܗ
に

き
ỏ

அ
ఆ
を
ද
す
Ố
̑
࿈
ମ
ܗ
に

き
ỏ࿈
ମ
ܗ
とủ
に
Ứ

と
の
ؒ
に
ମ
ݴ
が
ิ
え
な
い
Ố̒
࿈
༻
ܗ
に

く
Ố

̍
φ
Ϧ
׆
༻
ܗ
༰
ಈ
ࢺ
の
࿈
༻
ܗ
׆
༻
語
ඌ

「
に
」ɹ

ଓ
ॿ
」ࢺ
ͯ
」

ਗ਼
ら
に
て
ಘ
た
る
。ớ
122ɾ2
Ờ

̎
அ
ఆ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͳ
Γ
」
の
࿈
༻
」ܗ
に
」ɹ


ଓ
ॿ
」ࢺ
ͯ
」

Θ
ͮ
ら
は
し
き

に
て
は
べ
れ
ば
、ớ
竹
取

ޠ
Ờ

̏
֨
ॿ
ࢺ

ࢁ
࡚
に
て
出
Ո
せ
し
め
た
ま
ひ
て
、ớ
77ɾ5
Ờ

❖
̍
্
の
෦

は
ੑ
࣭
・
ঢ়
ଶ
な
ど
を
ද
し
ỏ
֨

ॿ
ࢺ
が

け
ら
れ
な
い
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͵
」の
ऴ
ࢭ
ܗ

৭
੨
く
な
り
ぬ
。ớ
80ɾ11
Ờ

̎
ଧ
ফ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͣ
」の
࿈
ମ
ܗ

も
の

ら
ぬ
こ
と
、な
の
た
ま
ひ
そ
。ớ竹
取

ޠ
Ờ

̏
φ
ม
ಈ
ࢺ
の
ऴ
ࢭ
ܗ
׆
༻
語
ඌ

Ԍ
に
ま
ぐ
れ
て
た
ͪ
ま
ͪ
に
死
ぬ
。ớ
32ɾ13
Ờ

❖
̏
ナ
ม
ಈ
ࢺ
はủ
ࢮ
ぬ
Ứủ
ԟい

ぬ
Ứの
ೋ
ޠ
の
み
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͵
」の
໋
ྩ
ܗ


の
ු
き

と
な
り
ね
か
しớ
108ɾ5
Ờ

̎
ଧ
ফ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͣ
」の
ቮ
વ
ܗ

ࠓ
め
か
し
く
き
ら
ら
か
な
ら
ね
Ͳ
、ớ
22ɾ4
Ờ

❖
̍
࿈
༻
ܗ
に

き
ỏ
໋
ྩ
の
ݴ
い
ํ
に
な
る
Ố

̍
ࣗ
ɾൃՄ
ɾड
ɾଚ
ܟ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
る
」の
ऴ
ࢭ
ܗ

い
ͮ
れ
の
ધ
に
か

ら
る
べ
き
。ớ
େ
ڸ
Ờ

̎

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
Γ
」の
࿈
ମ
ܗ


༿
の
॓
り
を
݁
べ
る
こ
と
あ
り
。ớ
ํ
ৎ
ه
Ờ

❖
̍
࢛
ஈ・
ナ
ม・
ラ
ม
ಈ
ࢺ
の
ະ
વ
ܗ
に

く
Ố̎
࢛
ஈ

ಈ
ࢺ
の
໋
ྩ
ớܗ
ቮ
વ
ܗ
Ờỏサ
ม
ಈ
ࢺ
の
ະ
વ
ܗ
に

く
Ố

̍
֨
ॿ
ࢺ

ژ
ಐ
෦
ख
ご
と
に

を
ൈ
き
て
、ớ
12ɾ2
Ờ

̎

ଓ
ॿ
ࢺ

ৗ
に
ฉ
こ
Ώ
る
を
、
心
༕
く
。ớ
57
ɾ16
Ờ

̏
ؒ

ॿ
ࢺ

ࡢ

ࠓ

と
は
ࢥ
は
͟
り
し
をớ
37
ɾ2
Ờ

❖
̎
࿈
ମ
ܗ
に

き
ỏ࿈
ମ
ܗ
とủ
を
Ứの
ؒ
に
ମ
ݴ

が
ิ
え
な
い
Ố̏
ủ
を
Ứを
আ
い
て
も
文
ҙ
が
௨
じ
る
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͵
」の
ະ
વ
ܗ

ӑ
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
。ớ
125ɾ2
Ờ

̎
ऴ
ॿ
ࢺ

か
か
る
こ
と
、
Ώ
め
人
に
言
ふ
な
。ớ
146ɾ14
Ờ

❖
̍
࿈
༻
ܗ
に

く
Ố
̎
ऴ
ࢭ
ܗ
・
文

に

き
ỏ

ې
ࢭ
・
ײ
ಈ
・
ӵ
୰
な
ど
を
ද
す
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͵
」
の
ະ
વ
ܗ
ʴ
ਪ
ྔ
の

ॿ
ಈ
」ࢺ
Ή
」の
ऴ
ࢭ
ܗ
ɾ
࿈
ମ
ܗ


も
い
み
͡
く

く
な
り
な
む
。ớ
67ɾ7
Ờ

̎
ऴ
ॿ
ࢺ

ๆ
も
ฏ
ら
に
な
り
な
な
むớ
ҏ


ޠ
Ờ

̏
係
ॿ
ࢺ

Ն
ࢁ
と
な
む
ਃ
す
。ớ
େ
ڸ
Ờ

❖
̍
࿈
༻
ܗ
に

く
Ố
̎
ະ
વ
ܗ
に

く
Ố
ủ̏
な

む
Ứを
আ
い
て
も
文
ҙ
が
௨
じ
る
Ố

̍
ಈ
」ࢺ
ͳ
る
」の
࿈
༻
ܗ

時
の
ؒ
の
Ԏ
と
も
な
り
な
ん
。ớ
22ɾ9
Ờ

̎
φ
Ϧ
׆
༻
ܗ
༰
ಈ
ࢺ
の
࿈
༻
ɾऴܗ
ࢭ
ܗ
׆
༻
語
ඌ

ੲ
あ
り
し
Ո
は
ま
れ
な
り
。ớ
30ɾ5
Ờ

̏
அ
ఆ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͳ
Γ
」の
࿈
༻
ɾऴܗ
ࢭ
ܗ

ま
ͩ
見
ぬ
ࠎ
の
さ
ま
な
り
。ớ
44ɾ4
Ờ

̐
ਪ
ఆɾ
ฉ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͳ
Γ
」の
࿈
༻
ɾऴܗ
ࢭ
ܗ

ٷ
の
Ի
す
な
り
。ớ
116ɾ16
Ờ

❖
̎
্
の
෦

は
ੑ
࣭
・
ঢ়
ଶ
な
ど
を
ද
し
ỏ
֨

ॿ
ࢺ
が

け
ら
れ
な
い
Ố
̐
ऴ
ࢭ
ớܗ
ラ
ม
ܕ
׆
༻

ޠ
に
は
࿈
ମ
ܗ
Ờに

き
ỏ
ਪ
ఆ
や

ฉ
を
ද
す
Ố

な
む

にに
て

な
り

な

ぬねるを

ま
ぎ
ら
わ
し
い
ޠ
の
ࣝ
ผ

���

̍
ա
ڈ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͚
Γ
」の
ቮ͍
વͥ
Μ

ܗ

ࡴ
さ
ん
と
し
け
れ
ば
、ớ
12ɾ3
Ờ

̎
ܗ
༰
ࢺ
の
ቮ
વ
ܗ
׆
༻
語
ඌ

େ
ߐ
ࢁ
い
く
の
の
ಓ
の
ԕ
け
れ
ばớ
14ɾ6
Ờ

❖
̍
࿈
༻
ܗ
に

く
Ố
ủ̎
け
れ
Ứ
の
্
が
ܗ
༰
ࢺ

の
ޠ
ớủװ
ԕ
け
れ
Ứで
Ұ
ޠ
の
ܗ
༰
ࢺ
ỜỐ

̍
ա
ڈ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͖
」の
࿈
ମ
ܗ

人
の
ޠ
り
し
こ
そ
、ớ
23ɾ6
Ờ

̎
α
ม
ಈ
」ࢺ
͢
」の
࿈
༻
ܗ

ॏ
き
ප
を
し
た
ま

ば
、ớ
竹
取

ޠ
Ờ

̏
෭
ॿ
ࢺ

ࠓ
し
、
羽
ࠜ
と
い
ふ
所
に
དྷ
ぬ
。ớ
62ɾ4
Ờ

❖
ủ̏
し
Ứを
আ
い
て
も
文
ҙ
が
௨
じ
る
Ố

̍
ա
ڈ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͖
」の
ቮ
વ
ܗ

か
Ͷ
て
ฉ
き
し
か
Ͳớ
37ɾ2
Ờ

̎
ա
ڈ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͖
」
の
࿈
ମ
ܗ
ʴ
ٙ

の

係
ॿ
」ࢺ
͔
」

い
つ
ぞ
や
あ
り
し
かớ
ె
વ

Ờ

̏
ئ

の
ऴ
ॿ
」ࢺ
ͯ
͠
͔
」「
に
͠
͔
」の
Ұ
部

い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
ಘ
て
し
か
な
、
見

て
し
か
な
と
、ớ
竹
取

ޠ
Ờ

❖
̎
ա
ڈ
と
ٙ

と
を
ද
す
Ố
̏
文

に
༻
い
ら

れ
ỏ
ئ

を
ද
す
Ố

̍
֨
ॿ
ࢺ

य़

の
ཬ
に
、
し
る
Α
し
し
て
、ớ
34ɾ1
Ờ

̎

ଓ
ॿ
ࢺ

人
は
な
く
し
て
։
き
ぬ
。ớ
竹
取

ޠ
Ờ

̏
α
ม
ಈ
」ࢺ
͢
」
の
࿈
༻
」ܗ
͠
」ɹ

ଓ
ॿ

」ࢺ
ͯ
」

物
に
ਲ
ひ
た
る
心
地
し
て
、ớ
竹
取

ޠ
Ờ

❖
̎
࿈
༻
ܗ
に

き
ỏ

ଓ
ॿ
ủࢺ
て
Ứ
と
ಉ
じ
ؔ


を
ද
す
Ố

̍


ɾ
ଚ
ܟ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
͢
」
の
ະ
વ
ܗ
ɾ

࿈
༻
ܗ

御
ཡ
͡
൵
し
ま
せ
た
ま
ひ
て
な
ん
。ớ
23ɾ5
Ờ

̎
α
ม
ಈ
」ࢺ
͢
」の
ະ
વ
ܗ

い
か
が
は
せ
む
。ớ
45ɾ4
Ờ

❖
̍
ະ
વ
ܗ
に

き
ỏ


や
ଚ
ܟ
を
ද
す
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
ࢺ

た
ͩ
ਫ
の
๐
に
ぞ
ࣅ
た
り
け
る
。ớ
30ɾ9
Ờ

̎
அ
ఆ
の
ॿ
ಈ
ࢺ

ॾ
ࠃ
の
ड
ྖ
た
り
し
か
Ͳ
も
、ớ
ฏ
Ո

ޠ
Ờ

̏
λ
Ϧ
׆
༻
ܗ
༰
ಈ
ࢺ
の
׆
༻
語
ඌ

෩
し
ん
し
ん
た
る
ી
ࠜ
࡚
の
ớ
196ɾ15
Ờ

❖
̍
࿈
༻
ܗ
に

く
Ố
̏
্
の
෦

は
ঢ়
ଶ
を
ද

す
漢
ޠ
で
ỏ
֨
ॿ
ࢺ
が

け
ら
れ
な
い
Ố

̍

ྃ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͭ
」の
ະ
વ
ܗ
ɾ
࿈
༻
ܗ

こ
の
உ
か
い
ま
み
て
け
り
。ớ
34ɾ2
Ờ

̎

ଓ
ॿ
ࢺ

そ
れ
Α
り
ಀ
͛
て
ԟ
に
け
り
。ớ
12ɾ6
Ờ

❖
̍
Լ
にủ
け
り
Ứủ
む
Ứ
な
ど
の
ॿ
ಈ
ࢺ
が

く
Ố

̎
Լ
に
ॿ
ಈ
ࢺ
が

か
ず
ỏ
୯
७

ଓ
の
ؔ

を

ࣔ
す
Ố

̍
λ
Ϧ
׆
༻
ܗ
༰
ಈ
ࢺ
の
࿈
༻
ܗ
׆
༻
語
ඌ

い
う
ͥ
ん
と
し
て
ࢁ
を
見
る
֝
か
なớ
177ɾ8
Ờ

̎
அ
ఆ
の
ॿ
ಈ
」ࢺ
ͨ
Γ
」の
࿈
༻
ܗ


ひ
͟
Ͷ
と
あ
る
人
な
れ
ば
、ớ
ҏ


ޠ
Ờ

̏
෭
ࢺ
の
Ұ
部

し
み
͡
み
と
見
Ώ
る
ぞ
か
し
。ớ
22ɾ4
Ờ

̐
֨
ॿ
ࢺ

ژ
ಐ
෦
Ͳ
も
と
い
さ
か
ひ
を
し
け
り
。ớ
12ɾ2
Ờ

❖
̍
্
の
෦

は
ঢ়
ଶ
を
ද
す
漢
ޠ
で
ỏ
֨
ॿ
ࢺ

が

け
ら
れ
な
い
Ố̎
ମ
ݴ
に

き
ỏஅ
ఆ
を
ද
す
Ố

̏
্
の
෦

に
ಈ
ࢺ
が

か
ず
ỏủ
と
Ứの
෦

は
׆

༻
し
な
い
Ố

̍
֨
ॿ
ࢺ
ʴ
係
ॿ
ࢺ

時
の
ؒ
の
Ԏ
と
も
な
り
な
ん
。ớ
22ɾ9
Ờ

̎

ଓ
ॿ
ࢺ

い
ͮ
く
な
り
と
も
、
ま
か
り
な
む
。ớ
137ɾ4
Ờ

❖
̍
ମ
ݴ
や
࿈
ମ
ܗ
ỏ
文

の
ܗ
な
ど
に

く
Ố

ủ
も
Ứを
আ
い
て
も
文
ҙ
が
௨
じ
る
Ố
̎
ऴ
ࢭ
ớܗ
ܗ

༰
ࢺ
に
は
࿈
༻
ܗ
Ờに

き
ỏ
Ծ
ఆ

݅
を
ද
す
Ố

け
れ

しし
か

し
て

せた
り

てとと
も

ॾ
ࢠ
ඦ
Ո
関
係
図

子


そう
子
し

韓
かん
ඇ
ͽ
子
し

࿊
Γΐ

ෆ
;

ᰃ
い

ો
そ

ਇ
しん

ு
ちΐう

ّ
ぎ

ᬝ
͢う

ᔤ
えん

ࢠ 【ಓ】
→ p.�66,���

ࢠ

ଙࢠ

ࢠ → p.���

ࢠྻ


そう

ࢠ
じ

→ p.268,324
౬लथ

࿊ࢯय़ळ
→ p.2�8

ྻ
Εͭ

子
し


しΐう

ल
しゅう

ࢁ
さん

ᔶ
ͱう

嵆
けい

߁
こう

᮱
͛ん

੶
ͤき

᮱
͛ん

ᄎ
かん

王
おう

ॉ
͡ゅう

ཱུ
Γゅう

ྪ
Εい


΅く
子
し


しΐう

᯲
おう


かん

仲
ちゅう

ཱུ
Γゅう

ؖඇࢠ 【৴ඞേ】
→ p.26�,�323

ྛのࣣ
しち
賢
けん

໊家
道家

家

ӄ陽家

家ॎԣ家ࡶ

ฌ家

ਇのߖ࢝ఇ
にӨڹ

෩ྛՐࢁ

批判

批判

批判
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〈ແҝࣗવ〉

〈݉Ѫ・ඇ߈〉

【
老
荘
思
想
】

〈๏治主義〉

๏家

ⵗ

౦
प

春
ळ

ઓ
ࠃ

秦

前漢
後漢
三国

西晋

த


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

語 【仁・礼・義】　→ p.258,318
渋沢栄一

ໞࢠ 【仁】
→ p.262

ᣏࢠ 【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

四書の注釈書
を書いた

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

ⵘ

యݹ、ਤなͲయৗ識ؔݹ
ಡղͷิॿͱなるਤղࢿྉが
ॆ実ʂɹݹయͷੈքをつ͔Ή
͜ͱがで͖る教科書です。

��

物
語（
二
）
◉
源
氏
物
語

桐壺
ቱ
ۭḣ
༦إ
एࢵ
ఠՖ
༿լߚ
Ֆԅ
Ѯ
ݡ
Ֆࢄཬ
ਢຏ
໌ੴ
ᖕඪ
๗ੜ
ؔ
ֆ߹
দ෩
ബӢ
ேإ
গঁ
ᱸۄ
ॳԻ
މ
ܬ
ৗՆ
Ր

ߦ
އ౻
ਅப
കࢬ
౻ཪ༿
ए্ࡊ
एࡊԼ
ദ
ԣథ
ླ
༦ໄ
๏ޚ
ݬ
ٶ
കߚ
Տ
ඣڮ
ຊ
૯֯
ૣ
॓
౦
ුस
ᥠ
खश
ເුڮ

人
物
の
呼
称

右
大
臣

大
臣
は
、
行
政
の
最

高
機
関
で
あ
る
太ͩ
い

政
͡
Ỷ
う

官͔
Μ
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

妃͖
͞
͖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
。
‑
ר
಄
ਤ


⨜
の
̔

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

に
住
む

こ
と
か
ら
の
呼
び
名
。

更
衣

更
衣
と
は
「
衣
͜
Ζ
も
を
更͔
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Έ

息
͢

所Ͳ
͜
Ζ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

（
‑
☟☣☠
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

16

兵
部
卿
‑
53
ペ
ー
ジ

6

藤
壺
‑
53
ペ
ー
ジ

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

Έ
ͳ
も
との
姓
を

賜
る
こ
と
は
、
源
信
·
͜
と
・
源
融
と
͓
る
を
は

じ
め
平
安
時
代
初
期
か
ら
多
く

あ
っ
た
。

典
侍

典
ͳ
い
し
の
͢侍͚

と
は
、
後͜
う

宮
͖
ỵ
う

十͡
ỵ
う

二に

司し

（
後
宮
に
奉
仕
す
る
女

官
の
組
織
）
の
一
つ
で
あ
る
内ͳ
い

侍し
の

司ͭ
͔
͞の

次
官
。
公͘

卿
͗
Ỷ
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
ͳ
い
し
の
͔
Έ

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


え
る

◉
「
桐
壺
」
人
物
関
係
図
②

　
　

˚
は
ނ
ਓ
ớ

Ờ

は
そ
の
ଞ
の
ݺ
び
໊

ઌせ
ん

ఇだ
い

藤  

壺

ฌひ
ょ
う

෦ぶ

ᷭき
ょ
う

の
ٶ

は
は

き
さ
き

桐

壺

帝

弘こ

徽き

殿で
ん

の
女に
ょ
う

御ご

େ
ೲ
ݴ


の
ํ

桐
壺
の
更
衣

光
源
氏

ӈ
େ
ਉ

春と
う

宮ぐ
う

ớ
ฌ
෦
ڢ
の
み

Ԧこ

Ờớ
みޚ
や
す
ど
こ
ろ

ଉ
ॴ
Ờ ớ

ӈ
େ
ਉ
の
ঁ
ޚ

य़
ٶ
の
ঁ
ޚ
Ờ

ớ
Ұ
の
みߖ

こࢠ
Ờ

ớ
ݯ
ࢯ
の
܅
Ờ

ớ
ઌ
ఇ
の
し࢛

の
みٶ
や

Ờ

˚

˚

˚

యな
い
し
の
す
け

ࣆ

ܑɹຓ


え
る

5

��

　
　
　
　
　
9ݯ

ࢯ
の
܅
は
、
御
あ
た
り
ڈ
り
た
ま
は
ぬ
を
、
ま
し
て
し
͛
く

ら
せ
た
ま

ふ
御
ํ
は
、
͑
ஏ
ͫ
あ

た
ま
は
ず
。
い
ͮ
れ
の
御
ํ
も
、
զ
、
人
に
ྼ
ら
む

と
お
ぼ
い
た
る
や
は
あ
る
。
と
り
Ͳ
り
に
い
と
め
で
た
け
れ
Ͳ
、
う
ͪ
େお

と
な人

ͼ
た
ま

る

に
、
い
と
ए
う
う
つ
く
し
͛
に
て
、
せ
ͪ
に
Ӆ
れ
た
ま

Ͳ
、
お
の
ͮ
か
ら
࿙
り
見
た
て

ま
つ
る
。

御
ଉ
所
も
、
Өˎ
ͩ
に
お
ぼ
͑
た
ま
は
ぬ
を
、「
い
と
Α
う
ࣅ
た
ま

り
。」
と

యな
い
し
の

すࣆ
け

の
ฉ
こ
͑
け
る
を
、ए
き
御
心
地
に
「
い
と
あ
は
れ
。」
と
ࢥ
ひ
き
こ
͑
た
ま
ひ
て
、

ৗ
に
ࢀ
ら
ま
ほ
し
く
、「
な
ͮ
さ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
。」
と
お
ぼ
͑
た
ま
ふ
。ớ
ۅ
壺
Ờ

亡
き
母

の
面
影

4

1

ઌ
ఇ
の
࢛
の
ٶ
ớ
౻
壺
Ờ
は
、
Ͳ
の
Α
う
な
い
き
さ
つ
で
入

し
た
か
。

2

౻
壺
に
ର
す
る
ޫ
ݯ
ࢯ
の
ࢥ
い
は
Ͳ
の
Α
う
な
も
の
か
。

3�

入

し
た
౻
壺
は
、
ほ
か
の
ঁ
御
ɾ
ߋ
衣
た
ͪ
に
Ͳ
の
Α
う
に
ࢥ
Θ
れ
て
い
た
か
。「
ޫ

ݯ
ࢯ
の

ੜ
」ớ
48
Ỗ
51
ペ
ー
ジ
Ờ
に
お
け
る
ۅ
壺
の
ߋ
衣
の

߹
と
ൺ
べ
て
આ
໌
し
て
み
Α

う
。

4�

࣍
の

ઢ
෦
の
ҧ
い
を
આ
໌
し
て
み
Α
う
。

ᶃ
御
༰か
たͪ
す
ぐ
れ
た
ま

る
ฉ
こ
͑
ߴ
く
お
は
し
ま
す
、ớ
52
ɾ
10
Ờ

ᶄ
Ͷ
ん
ご
ろ
に
ฉ
こ
͑
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。ớ
53
ɾ
2
Ờ

ᶅ
ಉ
͡
つ
ら
に
ࢥ
ひ
き
こ
͑
む
。ớ
53
ɾ
7
Ờ

ᶆ
౻ふ
ͫ

壺つ
ぼ

と
ฉ
こ
Ώ
。ớ
53
ɾ
10
Ờ

9
源
氏
の
君
ओ
人
ެ
の
ए
܅
は
、
ఇ
の

ྀ
で

ݯ
み
な
も
と


の
ਉ
Լ
と
な
ỳ
た
の
で
、
こ
う
ݺ
ば
れ

る
。
‑
üü
ペ
ー
ジ
౾

ࣝ

4
୭
が
୭
に
ࣅ
て
い
る
の
か
Ố

重
要
古
語
ˎ
か
た
し
ˎ
う
と
ま
し

ˎ
い
は
け
な
し
ˎ
あ
り
が
た
し
ˎ

す

ˎ
Ͷ
ん
ご
ろ
な
り
ˎ
さ
が
な
し
ˎ
Ώ
Ώ
し

ˎ
お
ぼ
Ώ
ˎ
め
で
た
し
ˎ
Ө

古文 71 本

現代文 9 本

コラム 38 本

付録 54p

漢文 59 本

యͷੈքがҰでΘ͔るݹ

จͱもに、จݹ
ॆ実ͷ教ࡐʂ

11
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तۀͰ࣮ࣾձͰʮ͑ΔʯڭՊॻɺ
͞ΒʹΞοϓσʔτ

書
く
ྗ
、

す
ɾ
ฉ
く
ྗ
、
言
ޠ
ӡ
༻
ྗ
、

ใ

׆
༻
ྗ
ộ
。
言
༿
を
ࣗ
༝
ࣗ
在
に
ۦ

し
、
ੜ
き

ੜ
き
と
ද
ݱ
す
る
。
そ
ん
な
ྗ
を
ҭ
む
た
め
に
、

「
ୈ
̍
෦

ද
ݱ
ྗ
Λ
ഓ
͏
」「
ୈ
̎
෦

ද
ݱ
Λ

ָ
͠
Ή
」の
ೋ
෦
ߏ

と
し
ま
し
た
。

ද
ݱ
ྗ
を
ഓ
い
、ද
ݱ
を
ָ
͠
Ή

࢟

を
ҭ
Ή
ೋ
෦
ߏ


1
ಛ�৭

ڭ
Պ
書
શ
ମ
を
と
お
し
て
、
Ϋ
Π
ζ
形
ࣜ
な
Ͳ
の



を
ղ
き
な
が
ら
言
༿
の
ج
ຊ
や
言
ޠ
׆
ಈ
の

ج
ૅ
を
ֶ
べ
る


を
し
ま
し
た
。
ڭ
Պ
書
の
ε

ς
ỽ
ϓ
に
Ԋ
ỳ
て
ֶ
श
を
ਐ
め
て
い
く
こ
と
で
、

࣮
社
会
Ͱ
「

͑
Δ
」
ࠃ
語
ྗ
が
着
࣮
に

に
つ

き
ま
す
。

ή
ー
Ϝ
ײ
֮
で

ָ
͠
く
ݴ
༿
の
基
ຊ
を
ֶ
Ϳ

2
ಛ�৭

খ

文
の
書
き
ํ
を
ج
ຊ
か
ら
ஸ
ೡ
に
ղ
આ
。
こ

の
ε
ς
ỽ
ϓ
な
ら
୭
Ͱ

খ

文
͕
書
͚
Δ
ʂ
さ

ら
に
、՝

文
ܕ
・
σ
ー
λ
ܕ
・
テ
ー
Ϛ
ܕ
な
Ͳ
、

ଟ
༷
な
形
ࣜ
の
খ

文
ର
ࡦ
を

ཏ
し
ま
し
た
。

খ

จ
の
ॻ
͖
ํ

શ
Ϛ
ス
λ
ー

3
ಛ�৭

ࢤ

ཧ
༝
書
や
ࣗ
ݾ
ਪ
ન
書
の
書
き
ํ
か
ら
、
໘


の
ί
π
や
ά
ϧ
ー
プ
σ
ỹ
ε
Χ
ッ
シ
ョ
ン
の
࿅

श
ま
で
。
ਐ
࿏
に

け
た
あ
ら
Ώ
る

໘
で

ཱ

つ
ࣗ
ݾ
ද
ݱ
の
ํ
๏
す
べ
て
を
、
こ
の
一

に
ま

と
め
ま
し
た
。

࣮
ࣾ
ձ
で

ཱ
つ

ࣗ

̥
̧
の
ํ
๏
を
ࢦ
ೆ

4
ಛ�৭

ख
ࢴ
や
ి

は
も
ͪ
ろ
ん
、
ి
ࢠ
ϝ
ồ
ϧ
の

い

ํ
か
ら
̨
̣
̨
の
Ϛ
φ
ồ
、
Π
ϯ
λ
ồ
ω
ỽ
τ
に

Α
る

ใ
ऩ
ू
ま
で
。
ω
ỽ
τ
ࣾ
ձ
を
ੜ
き
る
ੜ

ె
に

͑
た
い
、
ਖ਼
͠
͍
ϝ
σ
ỹ
ア
ͱ
の

͖
߹

͍
方
を

त
し
ま
す
。

ϝ
σ
ィ
ア
の
׆
༻
ํ
๏
を

त

5
ಛ�৭

２部構成２部構成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！！

খ文ϓϨθϯの
ࡐ ʂʹ

ੜెʹಡΜͰ΄͍͠ɺߟえͯ΄͍͠
ςʔϚの文ষをूΊ·͠ ͨ。

࣮ફతなをղ͖ながΒ
学शをਐΊΒΕ·͢。

5

23
ίーυ
ࡌܝ

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

͓

し
Ζ
い
本
と
ग़
ձ
い
、
΄
か
の
ਓ
に

読
ん
で

΄
し
い
と
ࢥ
っ
た
り
、
そ
の
本
に
つ
い
て
୭
か
と


し
た
く
な
っ
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
ͩ
Ζ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
ؾ
࣋
ͪ
に
Ԡ
え
る
ָ
し
い
׆
ಈ

を

հ
し
よ
う
。

▼「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」っ
て

な
あ
に
？

ή
ồ
Ϝ
ײ
֮
を
औ
り
入
れ
た

「
書
ධ
߹
ઓ
」。「
ό
τ
ϥ
ồ
」
と

ݺ
ば
れ
る
ൃ
ද
ऀ
た
ͪ
が
お
す
す

め
ຊ
を
持
ͪ
߹
い
、
ൃ
ද
し
た
ޙ
、

ௌ
ऺ
が
い
ͪ
ば
ん
ಡ
み
た
く
な
ỳ

た
ຊ
を

ථ
で
ܾ
ఆ
す
る
。

▼
聞
く
と
き
の
注
意
点

ɾ

の
ओ
題
͕
明
֬
に
な
ỳ
て
い
る
か
。

ɾ
構
成
や
ల
։
͕


͞
れ
て
い
る
か
。

ɾ

の
ڧ
ऑ
や

す


は
ద

か
。

ɾ
੍
ݶ
࣌
間
の
ա
ෆ

は
な
い
か
。

▼
本
の
選
び
方

ࣗ

͕
読
Μ
Ͱ
み
て
ؾ
に
ೖ
ỳ
た
一

を

બ
Ϳ
こ
と
͕
ج
本
ͩ
͕
、
ࣗ

に
と
ỳ
て


հ
し
や
す
い
（
ฉ
き
ख
に
ັ
ྗ
を

え
や
す

い
）
本
を
બ
Ϳ
こ
と

େ

ͩ
。

▼
発
表
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
し
よ
う

˕
ಋ
ೖ
の
͠
͔
ͨ
を


す
る

ợ
例
Ụ

ɾ
λ
Π
τ
ϧ
の
Ω
ồ
ϫ
ồ
υ
に
つ
い
て
؆

ɹ
ɹ
୯
に
આ
໌
す
る

ɾ
ஶ
ऀ
の
ਓ
と
ͳ
り
を

հ
す
る

ɾ
ͦ
の
ຊ
と
の
ग़
ձ
い
を

հ
す
る

ɾ
ຊ
を
ݟ
ͤ
る
λ
Π
ϛ
ϯ
ά
を
考
え
る

˕
Կ
に
つ
͍
ͯ

す
の
͔
を
໌
֬
に
す
る

「
ϙ
Π
ϯ
τ
は
ࡾ
つ
で
す
」
な
Ͳ
と
લ
置

き
が
あ
る
と
ฉ
き
や
す
い
。

ợ
例
Ụ

ɾ
ҹ
象
に

ỳ
た
Ұ
จ
を
Ҿ
༻
す
る

ɾ
ొ

ਓ

の
ಛ

や
ັ
ྗ
を

հ
す
る

ɾ
༧

を
ཪ
切
Β
Ε
た

໘
ల
։
を
આ
໌

す
る

˕
͜
Ε
ま
Ͱ
の

を
ま
と
Ί
る

৽
し
い


を
出
さ
ず
、
中
൫
で

し
た

ϙ
Π
ϯ
τ
を
ま
と
め
、
ฉ
き
ख
に
ҹ

ͮ

け
る
。

͡Ίʢ̍ʣͳ͔ʢ̏ʣ͓ΘΓʢ̍ʣ

バ
τ
ラ
ー
（
ൃ
表

者
）
͕
ൃ
表
の
と
き

に

え
る
の
は
、
ݪ

ଇ
と
し
て

հ
す
る

本
ͩ
͚
。


Ϳ
Γ
ख
Ϳ
Γ
や

表

な
ど

׆
༻

し
、
本
の
ັ
ྗ
を
表

現
し
Α
͏
。

▼
公
式
ル
ー
ル

ᶃ██

ൃ
ද
ࢀ
Ճ
ऀ
が
ಡ
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
ࢥ
ỳ
た
ຊ
を
持
ỳ
て

ू
ま
る
。

ᶄ
ॱ
൪
に
一
人
ޒ

ؒ
で
ຊ
を

հ
す
る
。

ᶅ██

そ
れ
ぞ
れ
の
ൃ
ද
の
ޙ
に
ࢀ
Ճ
ऀ
શ
һ
で
そ
の
ൃ
ද
に
ؔ
す

る
σ
ỹ
ε
Χ
ỽ
γ
ἀ
ϯ
を
ೋ
Ỗ
ࡾ

行
う
。

ᶆ██

す
べ
て
の
ൃ
ද
が
ऴ
ྃ
し
た
ޙ
に
「
Ͳ
の
ຊ
が
い
ͪ
ば
ん
ಡ
み

た
く
な
ỳ
た
か
」
を
ج
४
と
し
た

ථ
を
ࢀ
Ճ
ऀ
શ
һ
一
ථ
で

行
い
、
࠷
ଟ
ථ
を
ू
め
た
も
の
を
「
ν
Ỿ
ϯ
ϓ
ຊ
」
と
す
る
。

ൃ
表
を
ฉ
い
て
、
ٙ
問
に
ࢥ
ỳ

た
こ
と
や

ỳ
と

Γ
た
͘
な
ỳ

た
こ
と
な
ど
を
࣭
問
し
た
Γ
、
ൃ

表
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
ײ

を


え
た
Γ
し
Α
͏
。

5
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20 1015

し
よ
う

ᶃᶃ
ൃ
ද
ࢀ
Ճ
ऀ
が
ಡ
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
ࢥ
ỳ
た
ຊ
を
持
ỳ
て

ൃ
ද
ࢀ
Ճ
ऀ
が
ಡ
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
ࢥ
ỳ
た
ຊ
を
持
ỳ
て

ൃ
ද
ࢀ
Ճ
ऀ
が
ಡ
ん
で
お
も
し
ろ
い
と
ࢥ
ỳ
た
ຊ
を
持
ỳ
て

ポ
イ
ン
ト

1213

�
言
葉
と
ग़
ձ
͏

˔
Ϩ
ỽ
ε
ϯ
�

言
葉
と
表
ه

ୈ
̍
෦

表
現
ྗ
を
ഓ
͏

˙̎
ݴ
༿
ͱ
ද
ه
Ϋ
Π
ζ

ී
ஈ
か
ら
ද
ه
の
ܾ
ま
り
を
ҙ
ࣝ
し
、
ਖ਼
し
い
言
༿
を
༻
い
る
こ
と
が
େ

ͩ
。
࣍
の
ᾇ
Ỗ
ᾊ

の
「
言
༿
と
ද
ه
Ϋ
Π
ζ
」
に

ઓ
し
Α
う
。

レ
ッ
ス
ン

�

言
葉
と
表
記

言
葉
を
จ
ࣈ
ʹ
͠
ͯ
ॻ
͘
Ố
ͦ
Ε
͕
ỏ
จ
ষ
を
ॻ
͘
ͨ
め
の
ج
ຊ
ͩ
Ố

͜
͜
Ͱ

ỏ
ج
ຊ
త
ͳ
表
ه
の
ܾ
ま
Γ

ਖ਼
͠
͍
言
葉
の
༻
͍
ํ
を
֬
ೝ
͠
ỏ

͜
Ε
͔
Β
औ
Γ

む
͞
ま
͟
ま
ͳ
ủ
ॻ
͘
Ứ
׆
ಈ
の
४
උ
を
͠
Α
͏
Ố

ᶃ̝
Ծ
໊
ݣ
͍
の
ܾ
·
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
。

˗

Ի
の
ද
ه

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
。

Ξ
ྻ

お
か
あ
さ
ん
ớ
お
か
ồ
さ
ん
Ờ

Π
ྻ

お
に
い
さ
ん
ớ
お
に
ồ
さ
ん
Ờ


ྻ

ふ
う
ふ
ớ
ふ
ồ
ふ
Ờ

Τ
ྻ

お
Ͷ
͑
さ
ん
ớ
お
Ͷ
ồ
さ
ん
Ờ

オ
ྻ

お
と
う
さ
ん
ớ
お
と
ồ
さ
ん
Ờ


ҙ

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
。

ྫ

お
お
や
け
ớ
ެ
Ờ
こ
お
り
ớ
ණ
Ờ

　
　
　
い
き
Ͳ
お
る
ớ

る
Ờ
お
お
う
ớ
෴
う
Ờ

　
　
　
と
お
る
ớ
௨
る
Ờ

　
　
と
Ͳ
こ
お
る
ớ

る
Ờ

　
　
　
い
と
お
し
い

お
お
い
ớ
ଟ
い
Ờ

　
　
　
お
お
き
い
ớ
େ
き
い
Ờ
と
お
い
ớ
ԕ
い
Ờ

　
　
　
お
お
む
Ͷ

お
お
Α
そ

˗
ủ
ͫ
Ứủ
ͮ
Ứ
を
༻
͍
る
ޠ

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
。

ྫ

ͪ
ͫ
む
ớ
ॖ
む
Ờ
つ
ͮ
く
ớ
ଓ
く
Ờ

　
　
　
は
な
ͫ
ớ
ඓ
݂
Ờ
そ
こ
ͫ
か
ら
ớ
ఈ
ྗ
Ờ

　
　
　
お
こ
ͮ
か
い
ớ
お
খ
ݣ
い
Ờ
か
た
ͮ
け
ớ
ย

け
Ờ


ҙ

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
。

ྫ

͡
め
ん
ớ
地
໘
Ờ
い
な
ず
ま
ớ
Ҵ
࠺
Ờ

　
　
　
せ
か
い
͡
ỵ
う
ớ
ੈ
ք
中
Ờ
き
ず
な
ớ
ឺ
Ờ

　
　
　
う
な
ず
く
ớ
ᰐ
く
Ờ
お
と
ず
れ
る
ớ
๚
れ
る
Ờ

　
　
　
つ
ま
ず
く

ひ
͟
ま
ず
く

˗
ॿ
ࢺ
の
ủ
は
Ứ、
ಈ
ࢺ
の
ủ
͍
͏
（
ݴ
͏
）Ứ

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
。

ྫ

こ
ん
に
ͪ
は

あ
る
い
は

も
し
く
は

ئ
Θ
く
は

　
　
　
い
う
ま
で
も
な
い

こ
う
い
う
Θ
け

Ͳ
う
い
う

˙̍
ද
ه
ʹ

ҙ
Λ

͚
Δ

言
༿
を
文
ࣈ
で
書
き
ද
す
こ
と
を
ද
ه
と
い
う
。
࣍
の
ᶃ
ᶄ
に
は
、
ද
ه
に
ޡ
り
が
ؚ
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
ޡ
り
を
ࢦ
ఠ
し
、
ਖ਼
し
い
ද
ه
に
な
る
Α
う
に
म
ਖ਼
し
て
み
Α
う
。

ᾇ
Ծ
໊
ݣ
͍��

˝
ᶃ̝

࣍
の
ᶃ
Ỗ
ᶎ
は
、
Ծ
໊
ݣ
い
の
表
ه
に
問
題
͕
͋
る
文
Ͱ
͋
る
。
ਖ਼
し
い

表
ه
に
な
る
Α
͏
に
म
ਖ਼
し
Α
͏
。

ᶃ
ަ
൪
Ͱ
ฉ
い
た
と
͏
Γ
に
า
い
た
͕
、

ỳ
て
し
ま
ỳ
た
。

ᶄ
「
こ
Μ
に
ち
Θ
。」
と
ݩ
ؾ
に
͋
い
͞
つ
す
る
খ
学
生
。

ᶅ
༑
ୡ
の
͓
Ͷ
い
͞
Μ
は
খ
学
ߍ
の
ઌ
生
ͩ
。

ᶆ
ి
ப
に
إ
を
Ϳ
つ
͚
て
は
な
͡
͕
ग़
た
。

ᶇ
͓
こ
ͣ
か
い
の

্
͛
を
͓
ئ
い
す
る
。

ᶈ

Ҭ
の
人
ʑ
と
の
き
ͮ
な
を
େ

に
し
た
い
。

ᶉ
ੴ
こ
ろ
に
つ
ま
ͮ
い
て
స
Μ
Ͱ
し
ま
ỳ
た
。

ᶊ
パ
Ϩ
ー
υ
を
ݟ
る
た
め
、
͓
͏
Α
ͦ
五
ඦ
人
͘
ら
い
ू
ま
ỳ
た
。

ᶋ
こ
͡
Μ
ま
Γ
し
た
二
֊
ݐ
て
の
Ո
に
ॅ
む
。

ᶌ
ࢁ
間
෦
Ͱ
ॳ
ઇ
͕
߱
ỳ
た
ら
し
い
。
ど
͓
Γ
Ͱ
ࠓ
ே
は
פ
い
は
ͣ
ͩ
。

ᶍ
ࢥ
い
͕
͚
な
い
ࣄ
ނ
Ͱ
、
४
උ
͕
と
ど
こ
͏
る
。

ᶎ
ே
إ
ࢢ
Ͱ
、
ു
২
え
の
΄
͏
ͣ
き
を
ങ
ỳ
た
。

ᶃ

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△○高校と互格の大激戦、
遠長戦の未、PKで涙

ᶄ

#�

▼教科書176～177ページ

教科書12～1�ページ▶

ίϛϡχέーγϣϯͷૅجͱなるݴ༿ͷ
す༺׆いํを学ͼ、͞·͟·な໘で
る。ੜ͖たද現力をഓ͏教科書です。
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文ฤ ڀయ୳ݹ

๛ͳࡐڭͱࢿྉͰɺ
యΛָ͘͠ɺओମతʹֶͿݹ

୳707ݹ 20�ページA5判

ڭ
ࡐ
の
ಡ
ղ
を
ਂ
め
る
「
読
み
比

」ớ
ಡ
み
ൺ

べ
ڭ
ࡐ
Ờ「
視
点
」ớ
ؑ

文

Ờ
を
ઃ
置
。
ۙ
ݱ


の
文
ষ
も
ෳ

ऩ

し
ま
し
た
。

ෳ

の
文
ষ
を
ಡ
ん
で
՝

に
औ
り

む
ڞ
௨
ς

ε
τ
な
Ͳ
の
৽


ೖ
ࢼ
に

ର
Ԡ
で
き
ま
す
。


จ
の
ཧ
ղ
を
ਂ
Ί
る

ಡ
Έ
ൺ

教
材

1
特 色

୳
ڀ
学
習
に

औ
Γ

Έ

す
い
ߏ


「
୳
ڀ
ֶ
श
」
を
त
ۀ
に
औ
り
入
れ
や
す
く
す
る

た
め
の
、
୳
ڀ
՝

を
ઃ
置
。
ま
た
、
読
書
Ҋ


や
ί
ϥ
Ϝ
で
も
、
ࣗ
ओ
ֶ
श

の
き
ỳ
か
け
と
な

る


を
ଟ


հ
し
て
い
ま
す
。

2
特 色

ߴ
ߍ
生
の
ٙ

に

͑
る
ί
ϥ
Ϝ

「

文
の
૭
」
に
Ճ
͑
、
ߴ
ߍ
ੜ
の
ૉ

な
ٙ


に

͑
、
ڵ
ຯ
を
Ҿ
き
出
す
ί
ϥ
Ϝ
「
౾

ࣝ
」

を
ઃ
置
。
ಡ
ղ
に

ཱ
つ

ࣝ
の
ほ
か
、
ಡ
書
Ҋ


も

り
ࠐ
み
ま
し
た
。

3
特 色

つ
な
͕
Γ
を

Ѳ
し
ͯ


จ
に

し
む

ࡉ
か
な
ষ
ஈ
で
ֶ
Ϳ
ࢥ
想
ڭ
ࡐ
、
一
つ
一
つ
ಠ
ཱ

し
た

ࢻ
は
、
ొ

人
物
や
࡞
ऀ
の
ؔ

が
Θ
か

り
ͮ
ら
い
も
の
。
そ
こ
で
、
ਓ

の
ؔ

や
࣌


の
ྲྀ
Ε
͕
Ұ

Ͱ
Θ
か
Δ
画
ظ
త
な
ؔ

図
を
ܝ

ࡌ
。
ま
た
、
த
ࠃ
ݹ
య
の

ຊ
文
Խ
へ
の
Ө
ڹ
を

Θ
か
り
や
す
く

հ
し
た
「

文
と

ຊ
文
Խ
」

も
ܝ
ࡌ
し
ま
し
た
。

4
特 色

▼教科書51ページ

� ▲教科書46ページ� ▲教科書ޙ見ฦし � ▲

��

࢙

◉
ӳ
༤
の
ث

英
雄
の
器う

つ
Θ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

██

芥
川
龍
之
介

「
Կ
し
ろ
߲
羽
と
い
う
உ
は
、
ӳ
༤
の
ث
͡
Ỵ
な
い
で
す
な
。」


の
େ
ক

�࿊
അ
௨
は
、
た
ͩ
で
さ
͑

い
إ
を
、
一


く
し
な
が
ら
、
ૄま
ば

ら
な
ひ
͛

を

で
て
、
こ
う
言

ỳ
た
。
൴
の
إ
の
ま
Θ
り
に
は
、
े
人
あ
ま
り
の
إ
が
、
օ
ま
ん
中
に
置
い
た
౮と

も

Րし
ͼ

の
ޫ
を
う
け
て
、

ʑ

と�
ນば
く

Ӧ͑
い

の

に
ු
き
上
が
ỳ
て
い
る
。そ
の
إ
が
ま
た
、Ͳ
れ
も
い
つ
に
な
く
ඍ
স
を
ු
か
べ
て
い
る
の
は
、

せ
い
そુ

の
は

Ԧお
う

の
ट
を
あ
͛
た
ࠓ

の
উ
ͪ
ઓ
の
ت
ͼ
が
、
ま
ͩ
ফ
͑
ず
に
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ᴹ

「
そ
う
か
Ͷ
。」

ඓ
の
ߴ
い
、
؟
ޫ
の
Ӷ
い
إ
が
一
つ
、
こ
れ
は
や
や
ൽ

な
ඍ
স
を
৶
಄
に
ඬ
Θ
せ
な
が
ら
、
͡
ỳ
と
࿊

അ
௨
の
එ
の
ؒ
を
見
て
い
ỳ
た
。
࿊
അ
௨
は
Կな

ނͥ
か
、
い
さ
さ
か
ろ
う

ഘば
い

し
た
ら
し
い
。

「
そ
れ
は
ڧ
い
こ
と
は
ڧ
い
で
す
。
Կ
し
ろ�
ృと

さࢁ
ん

の�
ᜎう

Ԧお
う

Ṫͼ
Ỷ
うに
あ
る
ੴ
の
ఞか
な
͑
さ
͑
ࠩ
し
上
͛
る
と
い
う
の

で
す
か
ら
な
。
ݱ
に
ࠓ

の
ઓ
で
も
で
す
。
ࢲ
は
一
時
໋
は
な
い
も
の
ͩ
と
ࢥ
い
ま
し
た
。�
ཥり

さࠤ

が
ࡴ
さ
れ

る
。�
Ԧお
う

こ߃
う

が
ࡴ
さ
れ
る
。そ
の

い
と
い
ỳ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
࣮
ࡍ
ڧ、
い
こ
と
は
ڧ
い
で
す
な
。」

「
は
は
あ
。」

�

�
࿊
അ
௨

࿊
അ
ಐ
。‑
ûĀ
ペ
ー

ジ

9

�
ນ
Ӧ

ນ
を
ு
り
८
ら
し
た
ਞ


。

�

ુ
の

Ԧ
߲
羽
の
こ
と
。

�
ృ
ࢁ

ݱ
在
の
҆あ
ん
きᷪ

ল
ᕋΘ
い

ೆな
ん

ࢢ
に
あ
ỳ
た
と
さ
れ
る
ࠃ
。

�
ᜎ
Ԧ
Ṫ
Ն
の
ࠃ
を
ݐ
て
た
と
い

Θ
れ
る
ᜎ
Ԧ
を
ま
つ
ỳ
た
Ṫ
。

�
ཥ
ࠤ


の

ক
の
໊
。

�
Ԧ
߃


の

ক
の
໊
。

510

և͋
͘
ͨ

͕
Θ

ཾΓ
ỵ
͏

೭の

հ͢
͚


ỏ

ુ
の
ઓ
͍
の
ऴ
݁
ޙ
の
࿊Γ
Ỷ

അ

௨ͭ
͏

と
ཱུ

の
対

を
௨
͡
ͯ
ủ
ӳ
༤
と

Կ
͔
Ứ
と
͍
͏

͍
を
読
ऀ

ʹ

͛
͔
͚
Δ
Ố
ഊ
ઓ
の
ক

Ռ
ͨ
͠
ͯ
൰
ک
ऀ
ͳ
の
͔
ỏ
উ
ऀ

ৗ
ʹ
ӳ
༤
Ͱ
͋
Δ
の
͔
Ố

��

1

߲
羽
が
ӊ
ߐ
で
死
を
બ
ん
ͩ
の
は
な
ͥ
か
。

2

こ
の
「
࢙

」
の
୯
ݩ
で
औ
り
上
͛
た
߲
羽
と
ཱུ

の
૪
い
に
༝
དྷ
す
る
ނ
ࣄ


ޠ
に
Ͳ
の
Α
う
な
も
の
が
あ
る
か
ௐ
べ
、

ཧ
し
て
み
Α
う
。

訓
読
で
注
意
す
る
文
字

ˎ
ᦒ
ˎ

ˎ
ঐ
ˎ
ඇ

◉
句
法

ಠ

た
ͩ
ộ
ͩ
け
。ở
ݶ
ఆ
Ỡ

Կκộ
ҝ

Ͳ
う
し
て
ộ
か
。ở

ޠ
Ỡ

ॎώ

か
り
に
ộ
で
あ
ỳ
て
も
。ở
Ծ
ఆ
Ỡ

Կϊ

Ͳ
の
Α
う
な
ộ
か
。ở

ޠ
Ỡ

ಠϦộ
ݷ

Ͳ
う
し
て
ộ
か
。ở

ޠ
Ỡ

Ϝྩ

ⲴϮ
γ
ς

ⲵη

̖
に
̗
さ
せ
る
。ở


Ỡ

ộ
ݷ

ộ
か
。ở
ٙ

Ỡ

࢙
ه
し
͖

‑
úü
ペ
ー
ジ

߲Ӌ（҆ాᯯ
Ώ͖

ͻ͜
 筆）

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
。

ཥ
෮
言「
ై
子
春
伝
」

‑
և

ཾ
೭
հ
「
ై
子
春
」


จ
ͱ

ຊ
จ
Խ

東晋 西晋 三国 後漢 前漢 ［戦国］ 東周 ［春秋］ 西周
લ ����
˝

લ ���
˝

ݩل
˝

秦

陶潜 『漢書』『史記』 韓非子 孟子
荘子

孔子 『詩経』
『幽明録』

『捜神記』

࢘
അ
ભ
『
࢙
記
』x
34
ϖ
ồ
δ

ứ
ฏ
Ո

語
Ừ

ી
の
࠷
ظ

ཱུり
ゅ
う

ぎٛ

けܚ
い

『
༓
໌

』「
ఱ

ೋ
ঁ
」x
�0
ϖ
ồ
δ

ủ
おޚ

Հと
ぎ


ࢠ
Ứ
Ӝ
ౡ
ଠ



ࢠ
ˣ
64
ỏ144
ϖ
ồ
δ

Ἔう
ま


ข

、子
ୀし

り
ͧ

ே
ᐌ
、「
ইそ

こ
ͳ

人ヲ

ݷ
Ố」
不
レ


レ ϋ

അヲ

Ố

‑ủ
Ἔ
Ր
ࣄ
Ứ（
落
語
）

έ
λ
Ϧ

Ω
ς

Ϥ
Ϧ

ϋ
Ϋ

ϔ
Ϧ

ొ

人

の
ձ
話
の
中
で
、『

語
』の
こ
の「
Ἔ
ข
ষ
」が
Ҿ
か
れ
る
。


ࢠ
ˣ
1�1
ϖ
ồ
δ

ੲ
ऀ
、
प
夢ニ

ҝ
ೋ ル

ᦁ

Ұ τ

Ố

‑
দ
ඌ
ഄ
া
ཱྀ
に
ප
Μ
で
ເ
は
ރ

を
か
け
め
͙
る

‑
ߐ
ށ

༄

ࢠ
の
は
ເ
が
Ֆ

を
か
け
め
͙
Γ

「

ࢠ
」を
;
ま
え
て
ഄ
া
の
۟
を
と
ら
え
た
Ұ
۟
ߐ。
ށ
ॸ

ຽ
の
ڭ
ཆ
の
ߴ
さ
を

語
る
。

ؖ
ඇ
ࢠ
「
ג
を
क
る
」

‑

ݪ
ന
ळ


ͪ
΅
͏
け
ʗ

ͪ
΅
͏
け
ʗ

͋
る
日
ͤ
ỳ
ͤ
と
ʗ

ྑ
か
ͤ
͗
ʗ
ͦ
こ

㙽
が
ʗ

ඈ
Μ
で
ग़
て
ʗ
こ
Ζ
Γ
こ
Ζ
͛
た
ʗ

の
Ͷ
ỳ
こ

ࢻ
ܦ
「
桃
ᇁ
」x
106
ϖ
ồ
δ

桃
೭
ᇁ
ᇁ

ଖノ

༿
ᤖ
ᤖ

೭ノ

子
ဋΩ

άؼ

ٓγ
Χ
ϥ
ϯೋ

ଖノ

Ո
人ニ
Ұ

‑
ਖ਼
Ԭ
ࢠ
ن
ᤖ
ʑ
た
る
౧
の
ए
葉
や
܅
ᇧめ

と

る

λ
ル

λ
Ϧ

ࢠ
ن
が
ᕸ
ੴ
の
݁
ࠗ
を
ॕ

し
た
۟
。

࢘
അ
ભ
『
࢙
記
』

͚ܲ
͍

໐め
͍

くۡ

౪ͱ
う

‑
ਗ਼
গ
ೲ
言
『
枕
草
子
』x
古
文
編
14�
ϖ
ồ
δ

࢘
അ
ભ
『
࢙
記
』
߲
Ԧ
の
࠷
ظ
ˣ
46
ϖ
ồ
δ

‑
և

ཾ
೭
հ
「
ӳ
༤
の
ث
」x
�1
ϖ
ồ
δ

‑ủ
߲
Ӌ
Ứ（
ག
ۂ
）

◆
ొ

人

ͳ
Ͳ
に
ࣅ
て
い
る
と
こ
Ζ
が
ͳ
い
か
考
え
て
み
よ
う
。

◆
話
の
ల
։
ͳ
Ͳ
ࣅ、
て
い
る
と
こ
Ζ
が
ͳ
い
か
考
え
て
み
よ
う
。

比べてみよう比べてみよう

ⵈ

清 明 元 宋 五代 唐 隋 南北朝

晩唐 中唐 盛唐 初唐

昭和 明治 江戸 室町 鎌倉 平安 奈良

���
˝

����
˝

����
˝

������

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』

「杜子春伝」


ط
」ࡁ
枕ち

ん

中ち
ゅ
う

記き

」

‑
և

ཾ
೭
հ
「
黄こ

う

粱り
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
。

ಃ
જ
「
飲
酒
」x
10�
ϖ
ồ
δ

Ԧ
ҡ
「
竹
里
館
」x
16
ϖ
ồ
δ

‑
Ն

ᕸ
ੴ
『
草
枕
』

͏
Ε
し
い
ࣄ
に
౦
༸
の
ࢻ
歌
は
ͦ
こ
を
解
આ
し
た
の
が
͋
る
。

きࡃ
く
を
と
る
と
͏
Γ
の
も
と

٠
౦
ធ
Լ
、
༔

Ώ
͏
ͥ
Μ
と
し
てવ
なݟ

Μ
͟
Μ
を
み
る

ೆ
ࢁ
。

ͦ
Ε
͗
Γ
の
ཪ
に
ॵ
ۤ
し
い
世

の
த
を
ؙ
で

Ε
た
ޫ
ܠ
が
ग़
て
く
る
。
ợ
த
ུ
Ụ
ಠ

ͻ
と
Γ
Ώ
͏
こ
͏
の
͏
ͪ
に
͟
し

࠱
༓
ᝬ
ཪ
、

き
Μ
を
ͩ
Μ
͡
て
ま
た
ͪ
Ỷ
͏
し
Ỷ
͏
す

ۏ
෮

ᅕ
、
深し

Μ
Γ
Μ
ͻ
と
し
Β
ͣ

ྛ
ਓ
ෆ
知
、
໌

め
い
͛
つ
き
た
Γ
て
͋
い
て
Β
す

݄
དྷ
૬
র
。
た
ͩ
ೋ
े
ࣈ
の

͏
ͪ
に
༏
に
ผ
けס

Μ

こࠕ
Μ

を
ݐ
ཱ
し
て
い
る
。

ཥ
ന
「
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

‑
ل
؏
೭
『
土
佐
日
記
』

ᑫさ
お

さ
ͤ
ど
ͦ
こ
ͻ
も
知
Β
͵
Θ
た
つ
み
の
深
き
৺
を
܅
に
ݟ
る
か
な

ཥ
ന
「
春
夜
桃
李
の
園
に
宴
す
る
序
」x
142
ϖ
ồ
δ

‑
দ
ඌ
ഄ
া
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

݄
日
は
ඦ

の
ա
٬
に
し
て
ߦ
き
か
;

も
ま
た
ཱྀ
ਓ
な
Γ
。

ཥ
ܠ
「྄
人
虎
伝
」x
170
ϖ
ồ
δ

‑
த
ౡ
ರ
「
山
月
記
」

ై
ำ
「
春
望
」

‑
দ
ඌ
ഄ
া
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

ന
ډ
қ

「
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
』）

‑
ਗ਼
গ
ೲ
言
『
枕
草
子
』

ủ
ઇ
の
い
と
ߴ
͏
߱
Γ
た
る
を
Ứ

ന
ډ
қ
「
長
恨
歌
」（『
白
氏
文
集
』）x
1��
ϖ
ồ
δ

‑
ࢵ
ࣜ
෦
『
源
氏
物
語
』x
162
ϖ
ồ
δ
΄
か

᰿ふ
う

ເむ

ཽり
ょ
う

『
笑
府
』

「
畏ま

ん
じ
ゅ
う
お
そ
る

饅
頭
」

‑ủ
ᰴま

ん

಄じ
ゅ
う

ා
い
Ứ（
落
語
）

ቐさ
い

⇺こ
う

「
黄
鶴
楼
」

ủ
ൈ
け
す

ず
め

Ứ（
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
。

ⵊ

��

࢙

◉
߲
Ԧ
の
࠷
ظ

5

߲
Ԧ
の
ࢻ
の
લ

ೋ
۟
に
は
Ͳ
の
Α
う
な
ؾ
持
ͪ
が
ࠐ
め
ら
れ
て
い
る
か
。

訓
読
で
注
意
す
る
文
字

ˎ
ੋ
ˎ
ԙ
Ϩ

ੋ
ˎ
ҝ
ˎ
ၹ

◉
句
法

ộ
ݷ

ộ
か
。ở
ٙ

Ỡ

Կκộ


な
ん
と
ộ
か
。ở
ӵ
୰
Ỡ

ಸ
Կ

Ͳ
う
し
Α
う
か
。ở

ޠ
Ỡ

ಸ
ộ
Կ

ộ
を
Ͳ
う
し
Α
う
か
。ở

ޠ
Ỡ

ⴺủ
େΠ
χ

Ϋڻ

Ứ
と
͋
る
が
ỏ
߲
Ԧ
は
な
ͥ
ڻ
い
ͨ
の

か
Ố

ⴼủ
࣌
ෆ
Ϩ

རΞ
ϥỨ
と
は
ỏ
ど
う
い
う
ঢ়
گ
Λ
い
う
の

か
Ố

�
ா
த
と
ば
り
を
め
ぐ
ら
し
た
ਞ
Ӧ
の
中
。

�
൵
Վ
㣇
֒
൵
し
͛
に
う
た
い
、

り
୰
く
。

�
ؾ
Ϩ֖

ੈ

ん
な
ؾ
ྗ
は
、
ੈ
ؒ
の
人
ʑ
を

ѹ

す
る
。

�

䌜


ճ
。

「
闋
」
は
、
Վ
が
一
ۂ
ऴ

Θ
る
こ
と
。

�

Ϩ

೭
߲
Ԧ
の
ࢻ
に
߹
Θ
せ
て
う
た
う
。

そ
の
ࢻ
は
、
࣍
の
Α
う
に

͑
ら
れ
て
い
る
。


ฌ
ቮχ

γུϨ

地Ϯ

　
　
　
࢛
ํ
ુ
Վϊ



େ
Ԧ
ҙ
ؾ
ਚΫ

　
　
　
ᩮせ
ん

せ
ふ

Կκ

ϯ
θ
ϯ

ᡅや
す

Ϩ

ੜχ

キڻ
テ

ᐌハ
ク、「
օ
ቮす

で
ニ

ಘタ
ルϨ

ヲુ

かݷ

。ੋ
こ
レ

Կゾ

ુ
人
೭
ଟキ

や

。ト

」߲

Ԧ

ଇチ


チى

テ

ҿスೋ

ா�

中ニ一。༗リೋ

ඒ
人
一、໊

ハ

ぐ۫

。ৗニ

セ
ラ
レ
テ

フै
。ॣし

ゆ
ん

അめ
ア
リ、໊
ハ

ᱎす
い

。ৗニ

のٍ
Ϩ

೭ニ
。ԙイ

テϨ

ੋこ
こ
ニ、߲

Ԧ
೫チ

൵�

Վ
忼か

う

֒が
い
シ、ࣗ
ラ

ҝつ
く
リ
テϨ

ヲࢻ

ᐌハ
ク、

ハྗ

ൈキϨ

ヲࢁ

ၹˎ

ハؾ

֖お
ほ
フϨ

ヲੈ

時
不
Ϩ

རア
ラ

ၹ
ᱎ
不
Ϩ

੦ゆ
カ

ᱎノ

不ルϨ

੦カ

ၹ
Մキೋ

ಸい
か

何ん
一

ヤ۫

ၹ

ヤ۫

ၹ
ಸ
Ϩ

एな
ん
ぢ
ヲ

Կセ
ン
ト

Վフ
コ
ト

す
う

闋け
つ

、ඒ
人
スϨ

೭ニ
。߲

Ԧ
なٽ

み
だ


行
Լル
。ࠨ

ӈ
օ
キٽ
、

ലな
ೋ

よ

ギڼ

ルࢹ
モ
ノ一。

ớ
࢙
ه
、
߲
羽
ຊ
ل
Ờ

‒

ˎ

‒

ϧ

ˎ

ˎ

5

ⴼ

‒

ε

‒

6

7

γ

Ϋ

��

5

「߲Ԧͷظ࠷」ߟࢀਤ

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

ཱུͷ߲Ӌܸ࿏

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

� ���LN

�
ુ
Վ
߲
Ԧ
の
ڷ
ཬ
、ુ
の
ࠃ
の
Վ
を
う
た
う
。

�
น
ೋ

ᆇ
Լ
一

ᆇ
Լ
の

น
の
中
に
た
て
こ
も

る
。

項
王
の
最
期

司
馬
遷

ߵ

の
ձ
Α
り
࢛

の
ࡀ
݄
が
ྲྀ
れ
る
。
こ
の
ؒ
に
߲
羽
は
、
ཱུ

を

Ԧ
に
෧ほ

う

͡
、

ࣗ
ら
は

ુ
の

Ԧ
と
߸
し
て
天
Լ
の
࣮
ݖ
を
Ѳ
ỳ
た
。
し
か
し
、
人
ʑ
の
心
は
࣍
ୈ
に


ٮ
な
߲
羽
を

れ
て
、

༰
な
ཱུ

に
ؼ
し
、
つ
い
に
ુ
と

と
の

ྗ
は
ٯ
స
す
る

に
ࢸ
ỳ
た
。

㈠
四
面
皆
楚
歌
す

ل
ݩ
લ
ೋ
ʓ
ೋ

、߲
羽
の
܉
は
ᆇが

い

Լか

ớ
ݱ
在
の
҆あ

ん
きᷪ

ল
॓
भ
ࢢ
ྶれ

い

ᘳ
き

ݝ
の
ೆ
౦
Ờ
に
あ
ỳ

て
、

܉
に
包
ғ
さ
れ
た
。

1

߲
Ԧノ

܉
นスೋ

ᆇ
Լニ一。ฌ
少ナ

ク

৯
ਚク
。
܉
ビٴ

ॾ

ノި

ฌ
、

ғム
コ
トϨ

೭ヲ


ॏナ

リ。
ฉキೋ


ノ܉

࢛
໘
օ
ુ
Վス

ル
ヲ一、߲

Ԧ
೫す

な
は
チ

େイ
ニ

2

ⴺ

ෳͷ教ࡐをಡΈൺͯ、
ಡղをਂめる。৽ͷ
ೖࢼରࡦにも࠷దʂ
จͷཧղを͔֬なもͷ
にする教科書です。

ఆ൪教ࡐをཏした΄͔、ੜెͷڵຯؔ৺を
Ҿ͖ग़す教ࡐをଟࡌܝ。

しͯ͘͡ײし·いがちなจに
る、ٙをղܾするͯ࣋ຯがڵ
ίϥϜࢿྉがた͘͞Μʂ

漢文 76 本

コラム 18 本

付録 20p

古文＋現代文 10 本

13

৽՝ఔ 国語教科書のご案内
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๛ͳࡐڭͱࢿྉͰɺ
యΛָ͘͠ɺओମతʹֶͿݹ

ڭ
ࡐ
の
ಡ
ղ
を
ਂ
め
る
「
読
み
比

」ớ
ಡ
み
ൺ

べ
ڭ
ࡐ
Ờ「
視
点
」ớ
ؑ

文

Ờ
を
ઃ
置
。
ۙ
ݱ


の
文
ষ
も
ෳ

ऩ

し
ま
し
た
。

ෳ

の
文
ষ
を
ಡ
ん
で
՝

に
औ
り

む
ڞ
௨
ς

ε
τ
な
Ͳ
の
৽


ೖ
ࢼ
に

ର
Ԡ
で
き
ま
す
。

入
試
を
ݟ
ਾ
͑
た
ಡ
Έ
ൺ

教
材

1
特 色

୳
ڀ
学
習
に

औ
Γ

Έ

す
い
ߏ


「
୳
ڀ
ֶ
श
」
を
त
ۀ
に
औ
り
入
れ
や
す
く
す
る

た
め
の
、
୳
ڀ
՝

を
ઃ
置
。
ま
た
、
ר
಄
に
は

୳
ڀ
の
ख
ཱ
て
を
ࣔ
し
た
「
ݹ
య
Λ
୳
ڀ
」
を
ઃ

け
、
ࣗ
ओ
ֶ
श
に
も
औ
り

み
や
す
い
ߏ

に
し

ま
し
た
。

2
特 色

ߴ
ߍ
生
の
ٙ

に

͑
る
ί
ϥ
Ϝ

「
ݹ
文
の
૭
」
に
Ճ
͑
、
ߴ
ߍ
ੜ
の
ૉ

な
ٙ


に

͑
、
ڵ
ຯ
を
Ҿ
き
出
す
ί
ϥ
Ϝ
「
౾

ࣝ
」

を
ઃ
置
。
ಡ
ղ
に

ཱ
つ

ࣝ
の
ほ
か
、
ಡ
書
Ҋ


も

り
ࠐ
み
ま
し
た
。

3
特 色

ཧ
ղ
を
͏
な
͕
す
多
࠼
な
ਤ
൛

言
༿
で
は
આ
໌
が

し
い
ਓ

ؔ

や

ཧ
が
一


で
Θ
か
る
ਤ
ղ
ࢿ
ྉ
や
、
࡞

の
ಡ
ղ
に
ࢿ
す

る
ඒ
ज़
࡞

な
Ͳ
を
ଟ

ܝ
ࡌ
。

4
特 色

▼教科書25ページ

教科書ޱֆ▶

୳׆ڀಈにもཱつਤղࢿྉ、ڵຯをҾ͖
ग़す教ࡐがॆ実。ݹจにしΉためͷֻけ
が٧·ͬた教科書です。▲教科書21ページ

��

ਵ
ච（
Ұ
）
◉
ۄ
উ
ؒ

兼け
ん

好か
う

法
師
が
詞こ
と
ば

の
あ
げ
つ
ら
ひ

݉

๏
ࢣ
が
ెつ

れ

વͮ
れ

ぐ
さ

に
、「
Ֆ�

は

り
に
、
݄
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。」

と
か
言

る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
い
に
し

の
Վ
Ͳ
も
に
、
Ֆ
は

り
な
る
、
݄
は
く
ま

な
き
を
見
た
る
Α
り
も
、
Ֆ
の
も
と
に
は
෩
を
か
こ
ͪ
、
݄
の

は
Ӣ
を
Ԁい

と

ひ
、
あ
る
は
、

待
ͪ
੯
し
む
心
ͮ
く
し
を
ӵ
め
る
ぞ
ଟ
く
て
、
心
ਂ
き
も
、
घ
に
さ
る
Վ
に
ଟ
か
る
は
、

み
な
、
Ֆ
は

り
を
の
Ͳ
か
に
見
ま
ほ
し
く
、
݄
は
く
ま
な
か
ら
ん
こ
と
を
ࢥ
ふ
心
の
せˎ

ͪ
な
る
か
ら
こ
そ
、
さ
も
͑
あ
ら
ぬ
を
୰
き
た
る
な
れ
。
い
ͮ
こ
の
Վ
に
か
は
、
Ֆ
に
෩

を
待
ͪ
、
݄
に
Ӣ
を
ئ
ひ
た
る
は
あ
ら
ん
。
さ
る
を
、
か
の
๏
ࢣ
が
言

る
ご
と
く
な
る

は
、
人
の
心
に
さٯ

か

ひ
た
る
、
ޙ
の
ੈ
の
さ
か
し
ら
心
の
�࡞

り
խみ

や

ͼ
に
し
て
、
ま
こ
と
の
խ

ˎⴺ

ˎ

�
Ֆ


Γ
に
ộ
ứ
ె
વ

Ừ
ୈ
一
ࡾ
ࣣ
ஈ
。

‑
ùø
ペ
ー
ジ

�
࡞
Γ
խ
び

࡞
り
あ
͛
た
෩
խ
。

ຊ
ډ
એ


ݹ
య
ݚ
ڀ
の
த
Ͱ
ಘ
ͨ
͞
ま
͟
ま
ͳ

ݟ

ࣗ

の
ֶ

؍
を
ỏ
൩

ʹ
ਵ
ච
ू
ứ
ۄ
উ
ؒ
Ừ
ʹ

ま
と
め
ͯ
͍
Δ
Ố
ͦ
の
த
Ͱ
ỏ
ޒ
ඦ

ۙ
͘
લ
の
݉

๏
ࢣ
ứ
ె
વ

Ừ
の
ষ
ஈ
を
ڍ
͛
ͯ
Ҏ
Լ
の
Α
͏
ʹ
ड़


ͯ
͍
Δ
Ố

玉た
ま

勝か
つ

間ま

本も
と

居を
り

宣の
り

長な
が

5

1ủ
さ

え
͋
Β
͵
Ứ
と
は
ỏ
Ֆ
や
݄
の
ど
の
Α

う
な
༷
ࢠ
Λ
ݴ
ỳ
て
い
る
の
か
Ố

ಸ
ྑ

ฏ
҆

ח


ࣨ
ொ

ߐ
ށ

ߐ
ށ
࣌

த
ظ
ਵ
චㅨ

��

1
「

く
と
も
Α࢛
そ
ͫे

に

ら
ぬ
ほ
Ͳ
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
」ớ
23
ɾ
7
Ờ

と
࡞
ऀ
が
言
う
ཧ
༝
を

ཧ
し
て
み
Α
う
。

2


ڭ
で
い
う
「
ແ
ৗ
」
と
、
こ
こ
で
「
ੈ
は
ఆ
め
な
き
こ
そ
い
み
͡
け
れ
」ớ
23
ɾ
2
Ờ

と
࡞
ऀ
が
ड़
べ
て
い
る
こ
と
の
ؔ

を
ߟ
͑
て
み
Α
う
。

3

࣍
の

ઢ
෦
の
ҧ
い
を
આ
໌
し
て
み
Α
う
。

ᶃ
ॅ
み
Ռ
つ
る
श
ひ
な
ら
ば
、ớ
23
ɾ
1
Ờ

ᶄ
そ
の
ほ
Ͳ
ա
ぎ
ぬ
れ
ば
、ớ
23
ɾ
7
Ờ

4

こ
の
文
ষ
で
は
ڧ
ௐ
の

り
݁
ͼ
が
ଟ
く
༻
い
ら
れ
て
い
る
が
、
Ͳ
の
Α
う
な
ߏ

に

な
ỳ
て
い
る
か
ߟ
͑
て
み
Α
う
。

重
要
古
語
ˎ
ॅ
み
Ռ
つ
ˎ
も
の
の
あ
は
れ

ˎ
つ
く
ͮ
く
と
ˎ
の
Ͳ
け
し
ˎ
あ
ら
ま
す

ె
વ

ͭ
Ε
ͮ
Ε
͙
͞

ח

時

ޙ
ظ
の
ਵ
ච
。
ೋ
࢛
ʓ
༨
ஈ
か
ら


る
。
ࣗ
વ
、
人
ؒ
、
ੈ

な
Ͳ
に
つ
い
て
、
ં

に
ふ
れ
て
の
所
ײ
を
つ
ͮ
ỳ
た
も
の
。
ຊ
文
は
、

ứ
৽
ฤ

ຊ
ݹ
య
文
ֶ
શ
ू
Ừ
に
Α
ỳ
た
。

˝
࡞
ऀ
Ổ
݉

๏
ࢣ
ớ
一
ೋ
ീ
ࡾ
ʁô

一
ࡾ
ޒ
ೋ
ʁ
Ờ。

ଏ
໊
、
͏
Β

෦べ

݉か
Ͷ

Α
し

。
ޙ͝
ೋに


͡
Ỷ
͏

天
ߖ
に

͑
た

が
、
ࡾ
ʓ
ࡀ
લ
ޙ
に
出
Ո
し
、
ژ

の

な
Β
ͼ

ἃが

ٰお
か

に
ॅ
ん
ͩ
と
い
う
。

ਤ書ؗなどのࢿྉɺ
Πϯλʔωοτ্ にެ։
されͯいるものもあるɻ
→デジタルアーカイブ

Πϯλʔωοτ্ にެ։
されͯいるものもあるɻ
デジタルアーカイブ

ཱܶࠃ
ָಊཱࠃ
จָཱܶࠃ
Վ࠲ب�ʜ

౬ౡఱຬٶ
ఱຬٶ
େࡕఱຬٶ
ࢌ
さ ぬ き

ࠃذ
ଠ
だ

࠻
ざい


ふ

ఱຬٶఱຬٶ

౦ྺ࢙തؗ౦ྺ࢙തؗ
ຽଏത࢙ؗྺཱࠃຽଏത࢙ؗྺཱࠃ
౦ཱࠃژതؗ౦ཱࠃژതؗ
ຊۙจֶؗຊۙจֶؗ
തཱؗࠃژതཱؗࠃژ
ಸྑཱࠃതؗ
ຽֶതཱؗࠃ
भཱࠃതؗ
भྺࢿ࢙ྉؗ

തཱؗࠃژ
ಸྑཱࠃതؗ
ຽֶതཱؗࠃ
भཱࠃതؗ
भྺࢿ࢙ྉؗ

ɹɹҾ༻ͷํ๏
　ௐたՌをまͱΊるͱ͖にɺ

しͯهྉをࢿにしたߟࢀ ͓͜ うɻ
　ಛにɺࢿྉの文ষを෦తに͢ࡌܝる
߹ɺどのࢿྉのどのϖʔδ͔らҾ༻し
た͔ɺ書໊ஶऀ໊ɺ出൛ࣾɺൃ行など
͕Θ͔るΑうに໌͢هるඞཁ͕あるɻ

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！

Π
ン
λ
ー
ω
ỽ
ト
Ͱ

ௐ

ͯ
Έ
Α
͏

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
。

ത

ؗŋ

Ώ
͔
Γ
ͷ


Ͱ
ௐ

ͯ
Έ
Α
͏

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
。

ಓ
ਅ
ʹ

͞
·
͟
·
ͳ

આ
͕
͋
Δ
Έ
ͨ

͍
ʂ

Ͳ
Μ
ͳ

આ
ͳ
ͷ
͔
ͳ
Ố

આ
Λ


ͱ
ʹ
͠
ͨ

౷
ܳ


ݟ
ͯ
Έ
ͨ
͍
ͳ
Ố


ͱ
ʹ
͠
ͨ

౷
ܳ


ݟ
ͯ
Έ
ͨ
͍
ͳ
Ố


ͱ
ʹ
͠
ͨ

౷
ܳ


ݟ
ͯ
Έ
ͨ
͍
ͳ
Ố

ɹɹΠϯλʔωοτϦςϥγʔ
　Πϯλʔωοτを༻いたௐࠪɺखܰにさ
ま͟まなใをಘられる͕ɺݹい༰のま
まߋ৽されͯいないものɺؒҧ たͬ
༰のものなどɺใの֬さま͟まɻ
　ਖ਼֬な༰͔ɺෳのࢿྉ書
੶などͰ֬ೝしΑうɻ

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。

ਤॻؗ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。

オンラインࣙయ

国立国会図書館デジタルコレクション
国文学研究資料館　日本古典籍総合目録データベース

౷ܳをݟる

ゆかりのを๚ねる

さまざまなࢿྉؗ

ⵀ

古
典
Λ
୳
ڀ
2

ς
ー
Ϛ
Λ
ܾ
Ί
ͯ
ௐ

Δ

ੁ͢
͕

Θݪ
Β
ͷ

ಓΈ
ͪ

ਅ͟
Ͷ

ủ
ֶ

ͷ
ਆ
༷
Ứ
ͱ
ݴ

Θ
Ε
ͯ
͍
Δ
Μ
ͩ
ỳ
ͯ
Ố
ಓ
ਅ
ỳ
ͯ

Ͳ
Μ
ͳ
ਓ

ͩ
ỳ
ͨ
Μ
ͩ
Ζ
͏
Ố

しよう༺׆యやࣙॻをࣄ
　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。

しよう
どう

にあたればよいか
、百科事典

たり、
いたりしてみよう。

されて
参考

レファレンスを׆༻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。

Θ
Ε
ͯ
͍
Δ
Μ
ͩ
ỳ
ͯ
Ố
ಓ
ਅ
ỳ
ͯ

Ͳ
Μ
ͳ
ਓ

ͩ
ỳ
ͨ
Μ
ͩ
Ζ
͏
Ố

　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。

ਤ
ॻ
ؗ
Ͱ

ௐ

ͯ
Έ
Α
͏

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
。

ਤॻؗߍֶ

ެཱਤॻؗ

　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。

େֶਤॻؗ

　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。

ઐਤॻؗ

　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。

国ཱ国ձਤॻؗ国ཱ国ձਤॻؗ国ཱ国ձਤॻؗ

ಓ
ਅ
ͷ

Վ

ඦ
ਓ
Ұ
ट
ʹ

ͱ
Β

Ε
ͯ
͍
Δ
Μ
ͩ
ỳ
ͯ
Ố
΄
͔
ʹ

༗

໊
ͳ
࡞

͕
͋
Δ
ͷ
͔
ͳ
Ố

ಓ
ਅ

ͱ
ͯ

༏
ल
ͳ

ֶ
ऀ
Ͱ

࣏
Ո
ͩ
ỳ
ͨ

Μ
ͩ
ỳ
ͯ
Ố
Ͳ
Μ
ͳ
͜

ͱ
Λ
͠
ͨ
Μ
ͩ
Ζ
͏
Ố

3

��

ਵ
ච（
Ұ
）
◉
ె
વ


Ֆ
は

り
に
、
݄
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
Ӎ�

に

か
ひ
て
݄
を
࿀
ひ
、

ਨ�

れ
こ
め
て
य़
の
行
ํ

ら
ぬ
も
、
なˎ
ほ
あˎ
は
れ
に

け
ਂ
し
。
࡙
き
ぬ
べ
き
ほ
Ͳ
の

ধこ
ず
Κ

、
ࢄ
り
し
を
れ
た
る
ఉ
な
Ͳ
こ
そ
見
Ͳ
こ
ろ
ଟ
け
れ
。
Վ
の
こࢺ
と
ば

書が
き

に
も
、「
Ֆ
見
に

まˎ
か
れ
り
け
る
に
、は
や
く
ࢄ
り
ա
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、「
োさ
は

る
こ
と
あ
り
て
ま
か
ら
で
」

な
Ͳ
も
書
け
る
は
、「
Ֆ
を
見
て
」
と
言

る
に
ྼ
れ
る
こ
と
か
は
。
Ֆ
の
ࢄ
り
、
݄
の

か
た
Ϳ
く
を
ู
ふ
शˎ
ひ
は
さ
る
こ
と
な
れ
Ͳ
、
こ
と
に
か
た
く
な
な
る
人
ぞ
、「
こ
の
ࢬ

か
の
ࢬ
ࢄ
り
に
け
り
。
ࠓ
は
見
Ͳ
こ
ろ
な
し
。」
な
Ͳ
は
言
ふ
め
る
。

Α
ろ
ͮ
の
こ
と
も
、
࢝
め
ऴ
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
உを
と
こ

ɾ
ঁを
ん
な

の

け
も
、
ひ
と


に
ձ
ひ
見
る
を
ば
言
ふ
も
の
か
は
。
ձ
は
で
や
み
に
し
༕う

さ
を
ࢥ
ひ
、
あˎ
ͩ
な
る
ܖˎ
り
を

かˎ
こ
ͪ
、

き

を
ひ
と
り
໌
か
し
、
ԕ
き
Ӣ
ډ
を
ࢥ
ひ
や
り
、�
ઙあ
さ

כͫ
が
॓
に
ੲ
を
し
の

Ϳ
こ
そ
、
৭

む
と
は
言
は
め
。

も
ͪ

݄ͮ
き

の
く
ま
な
き
を
、�
ઍͪ
ཬさ
と

の
֎ほ
か

ま
で
な
が
め
た
る
Α
り
も
、
ڿ
ۙ
く
な
り
て
待
ͪ
出い

で
た
る
が
、
い
と
心
ਂ
う
、
੨
み
た
る
や
う
に
て
、
ਂ
き
ࢁ
の
ਿ
の
ধ
に
見
͑
た
る
、
こ

の
まؒ

の
Ө
、
う
ͪ
し
ぐ
れ
た
る
む�

ら
Ӣ
Ӆ
れ
の
ほ
Ͳ
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
り
。�
し
ひ

ࣲし
ば

ɾ

ⴺ

ⴼ

ⴾ

花
は
盛
り
に

̍
Ӎ
に

͔
ͻ
ͯ
݄
Λ
࿀
ͻ
ứ
ྨる

い

ᡉ͡
ỵ

۟

ঞ
Ừ

に
、「
Ӎ
に
ରむ
か

ひ
て
݄
を
࿀
ふ
」
と

す
る

ݯ
み
な
も
と
の

ॱ
し
た
ご
う

の
ࢻ
が
あ
る
。

̎
ਨ
Ε
͜
Ί
ͯ
春
の
ߦ
方

Β
͵
「
ਨ
れ
こ
め

て
」
は
、
伩
す
ͩ
れ

を
ਨ
れ
て
ࣨ

に
と
͡
こ
も
ỳ

て
。ứ
ݹ
ࠓ
ू
Ừ
य़
Լ
に
、「
ਨ
れ
こ
め
て
य़
の

行
く

も

ら
ぬ
ま
に
待
ͪ
し
ࡩ
も
う
つ
ろ
ひ

に
け
り
」ớ
౻
ݪ
ҼΑ
る
か߳

Ờ
と
い
う
Վ
が
あ
る
。

ⴺủ
さ
る
こ
と
な
Ε
ど
Ứと
は
ど
の
Α
う
な
こ
と
か
Ố

ⴼủ
か
ͨ
͘
な
な
る
ਓ
Ứ
と
ಉ
ྨ
の
ਓ
ỏ
ର
র
త

な
ਓ
Λ
ຊ
文
த
か
Β
ൈ
き
ग़
し
て
み
Α
う
Ố

ⴾủ
͋
だ
な
る
ܖ
Γ
Ứ
と
は
ど
の
Α
う
な
ܖ
Γ
か
Ố

510

உɾঁのけもɺひとへにձひݟるをばݴふものかはɻ
ʢಸྑֆຊ「ెવ」ʣ

��

ࠓ

は
そ
の
こ
と
を
な
さ
ん
と
ࢥ

Ͳ
、あ�

ら
ぬ
ٸ
ぎ
ま
ͮ
出い

で
དྷ
て
ま
ぎ
れ

ら
し
、

待
つ
人
は
োさ
は

り
あ
り
て
、
པˎ
め
ぬ
人
は
དྷ
た
り
、
པ
み
た
る
ํか
た

の
こ
と
は
ҧた
が

ひ
て
、
ࢥ
ひ

Α
ら
ぬ
ಓ
ば
か
り
は
か
な
ひ
ぬ
。
Θˎ
ͮ
ら
は
し
か
り
つ
る
こ
と
は
こ
と
な
く
て
、
やˎ
す
か

る
べ
き
こ
と
は
い
と
心
ۤ
し
。

ʑ
に
ա
ぎ
行
く
さ
ま
、
かˎ
Ͷ
て
ࢥ
ひ
つ
る
に
は
ࣅ
ず
。

一ひ
と

と
せ

の
中う
ͪ

も
か
く
の
ご
と
し
。
一
ੜ
の
ؒ
も
ま
た
し
か
な
り
。

か
Ͷ
て
の
あˎ
ら
ま
し
、
み
な
ҧ
ひ
行
く
か
と
ࢥ
ふ
に
、
お�

の
ͮ
か
ら
ҧ
は
ぬ
こ
と
も
あ

れ
ば
、い
Α
い
Α
も
の
は
ఆ
め
が
た
し
。�
不ふ

ఆͫ
や
う

と
心
ಘ
ぬ
る
の
み
、ま
こ
と
に
て
ҧ
は
ず
。

ớ
ୈ
一
ീ

ஈ
Ờ

ⴺ

今
日
は
そ
の
こ
と
を
な
さ
ん
と
思
へ
ど

5

1

ୈ
一
ஈ
མ
中
の
、
ର
に
な
る
ද
ݱ
を
ࢦ
ఠ
し
て
み
Α
う
。

2

ୈ
一
ஈ
མ
で
ड़
べ
ら
れ
た

༰
を
、
ୈ
ೋ
ஈ
མ
で
は
Ͳ
う
ड
け
て
ൃ
ల
さ
せ
て
い
る
か
、

ߟ
͑
て
み
Α
う
。

3

࣍
か
ら
ॿ
ಈ
ࢺ
を
ൈ
き
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ҙ
ຯ
を
֬
ೝ
し
て
み
Α
う
。

ɾ
པ
み
た
る
ํか
た

の
こ
と
は
ҧた

が

ひ
て
、
ࢥ
ひ
Α
ら
ぬ
ಓ
ば
か
り
は
か
な
ひ
ぬ
。ớ
2�
ɾ
2
Ờ

4

ຊ
文
を
ಡ
ん
で
Ͳ
の
Α
う
な
こ
と
Θ
͟
が
ࢥ
い
ු
か
Ϳ
か
、ൃ
ද
し
߹
ỳ
て
み
Α
う
。

�
͋
Β
͵
ٸ
͗

ผ
の
ٸ
༻
。

�
͓
の
ͮ
͔
Β

た
ま
た
ま
。

�
ෆ
ఆ
ఆ
ま
ら
な
い
。
֬
か
で
な
い
。

ⴺủ
し
か
な
Γ
Ứ
と
は
ど
の
Α
う
な
こ
と
Λ
さ
す

か
Ố

重
要
古
語
ˎ
པ
む
ˎ
Θ
ͮ
ら
は
し

ˎ
や
す
し
ˎ
か
Ͷ
て
ˎ
あ
ら
ま
し

ఆ൪教ࡐをཏした΄͔、ੜెͷڵຯ
ؔ৺をҾ͖ग़す教ࡐをଟࡌܝ。

ʂࡌܝもࡐจ現代จͷ教
ຊݹయͱͷつながΓを
実ײで͖·す。

古文 84 本

コラム 26 本

付録 36p

漢文＋現代文 6 本
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˙

ଐ
̙
̫
̙ô

̧
̤
̢

ɾ
ݪ
文
σ
ー
λ

ɾ
現

ޠ
༁
ʗ

ࢺ

解
ʗ

ന
文
ʗ
書
͖
Լ
し
文
σ
ー
λ

ɾ
ϫ
ー
ク
シ
ー
τ

ɾ
൘
書
例

ɾ
খ
テ
ε
τ

ɾ
ධ
Ձ
問
題
（
ඪ
४
ɾ
ൃ
ల
ɾ
࣮
ྗ
）

ɾ
ൃ
問
例
全
σ
ー
λ
、
ޠ
۟
ɾ
文
法
σ
ー
λ

ɾ
Ի

σ
ー
λ

ɾ
ิ
ॿ
ࢿ
料

ɾ
ֶ
श
ϊ
ー
τ
σ
ー
λ

ɾ
ධ
Ձ
ࢧ
ԉ
π
ー
ϧ

ɾ
େ
म
ؗ

文
Τ
σ
ỹ
λ
Φ
ϯ
ϥ
イ
ϯ

な
ど

必
修
科
目
に
は
͜
ͪ
Β

ご
用
意
ʂ

খςετ
ͦͷؒ࣌ͷतۀͷ·ͱめに。

。ຊを1�でνΣοΫで͖るجɾૅج

ධՁ
ʮൃలʯにେ学ೖ学ڞ通ςετに

ରԠしたも͝༻意。

ϫʔΫγʔτ
、がαϙーτで͖るۀಈతなत׆

いすいϫーΫγーτがΓͩ͘͞ Μ。

˙
ڭ
ࢣ
༻
ڭ
Պ
書
ở
ग
書
Ỡ

ੜ
ె
の
ڭ
Պ
書
と
ಉ
͡
体
ࡋ
で
、
ֶ
श
指
ಋ
Ҋ
、
ධ
Ձ

の
؍
点
、
ઃ
問
の
解
答
例
な
ど
を
ग
ه
。
ผ
ച

Մ
。

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
。

˙
ừ
ද
ݱ

ͷ
൶
Ử
͜
ͱ

Λ

͍
͜
ͳ
ͦ
͏
ᶃ
ừ
ൃ
ల
Ử

ừ

ɹ
ɹỬừ
จ
ষ
̖
Ửỏừ
จ
ষ
̗
Ửỏừ
ࢿ
ྉ
Ửỏừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
Λ
ಡ
Μ
Ͱ
ỏ
ޙ
ͷ

͍
ʹ

͑
Α
Ố

ừ
จ
ষ
̖
Ử

「
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
」）

ừ
จ
ষ
̗
Ử

「
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
。「
͓L
（
0,
）
」、「
͏Q
（
VQ
・
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
」）

ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử

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
：ừ
ࢿ
ྉ
Ử
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
：ừ
จ
ষ
̗
Ử
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
。


̍

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
。ừ

ɾ
ٕ
Ử

　
　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

　
　
　
　


̎
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
の
空
欄
Ⅰ
に
入
る
内
容
を
、ừ
จ
ষ
̖
Ử
を
ふ
ま
え
て
二
〇
字
以
内
で
書
け
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử


̏
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
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
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử


̐
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
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
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử


̑
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
の
空
欄
Ⅳ
・
Ⅴ
に
入
る
語
句
を
、ừ
ࢿ
ྉ
Ử
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
せ
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử


̒
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
の
空
欄
Ⅵ
・
Ⅶ
に
入
る
語
句
を
、ừ
จ
ষ
̗
Ử
か
ら
Ⅵ
は
三
字
、
Ⅶ
は
一
九
字
で
抜
き
出
せ
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử


̓
ừ
ੜ
ె
ͷ

͠
߹
͍
ͷ
༷
ࢠ
Ử
の
空
欄
Ⅷ
に
入
る
語
句
を
、ừ
จ
ষ
̗
Ử
か
ら
、
一
五
字
で
抜
き
出
せ
。ừ
ࢥ
ɾ

ɾ
ද
Ử

ʲࢿྉʳ
̍

ྺ
࢙
త
Ծ
໊
ݣ
͍
ʹ

ҙ
͠
ͯ
ỏ
࣍

ͷ
ޠ
۟
ͷ
ಡ
Έ
Λ
͢

ͯ
ݱ

Ծ
໊
ݣ

͍
ớ
ͻ
Β
͕
ͳ
Ờ
Ͱ
ه
͠
ͳ
͞
͍
Ố

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

̎

࣍
ͷ

ઢ
෦
ͷ
ޠ
ͷ
ݴ
͍

Γ
ͷ
ܗ

ớ
ऴ
ࢭ
ܗ
ỜΛ
ͻ
Β
͕
ͳ
Ͱ
ه
͠
ͳ
͞
͍
Ố

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

〔

　
　
　
　
　
　
　
　〕

̏

࣍
ͷ

ઢ
෦
ͷ
ҙ
ຯ
ͱ
͠
ͯ
࠷

ద


ͳ

ͷ
Λ
ỏ
ޙ
ͷ
Ξ
Ỗ
Τ
͔
Β
Ұ
ͭ

બ
ͼ
ỏ
ه
߸
Ͱ

͑
ͳ
͞
͍
Ố

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

̐

࣍
ͷ
ờ
̖
Ởờ
̗
Ở
ʹ

ͯ

·
Δ
ޠ

۟
Λ
ޙ
ͷ
Ξ
Ỗ
Τ
͔
Β
બ
ͼ
ỏ
ه
߸
Ͱ


͑
ͳ
͞
͍
Ố

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

ừ

ࣝ
ɾ
ٕ

Ử

և


（
教
科
書
192
〜
193
ペ
ー
ジ
）

　
　
　組

　
　
　番

　
　

名
前

ಘ 

／
20

ݕ ҹ

教材配信
サービスの
ご案内

ଐ%7%収録のσーλをμウンϩーυして
ೖखで͖Δ配৴αーϏεをご༻ҙしました。
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「
ڭ
ࢣ
༻
ࢦ
ಋ
書
ʴ
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書
η
ッ
τ
」の
͝
Ҋ


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
」「
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」

を
セ
ッ
ト
で
ご
用
意
。
必
修
科
目
は
「
教
師
用
教
科
書
［
朱
書
］」
を
含

む
４
点
セ
ッ
ト
で
す
。

˙
ڭ
ࢣ
༻
ࢦ
ಋ
書

「
こ
う
त
ۀ
す
Ε

よ
い
」
が
一
目
で
Θ
か
る
ʂ

ஸ
ೡ
な
ֶ
श
指
ಋ
Ҋ
を
、
ඞ
要
に
Ԡ
͡
て
ෳ

ύ
λ
ー
ϯ
提
ࣔ
。

ʮす͜ͱɾฉ͘͜ͱʯͷධՁもͬちΓʂɹ
۩ମతな؍ผධՁن४ྫをఏࣔ。 ൘書ྫを๛にࡌܝʂɹϏジϡΞϧ

でΘ͔Γすいࢴ໘。

ˎ
ࢴ
໘
は
ඞ
म
Պ
目
を

と
に
し
た
α
ϯ
ϓ
ϧ
で
す
。

14

119-4C_01-16_CC2018.indd   14 2023/03/14   21:01



49 ɺߴ·͍ ੜʹಡΜͰ΄͍͠ຊߍ

「〝
見
え
る
ひ
と
〞も
実
は
そ
ん
な
に
ち
ゃ

ん
と
見
え
て
は
い
な
い
ん
だ
！
」（
p.
117
）

目
で
は
な
く
耳
で
ア
ー
ト
を
見
る
と
は
一
体

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
気
鋭
の
書
き
手
で
あ

る
川
内
有
緒
の
新
作
は
着
眼
点
が
素
晴
ら
し

く
、
新
鮮
な
驚
き
と
刺
激
に
満
ち
た
一
冊
だ
。

著
者
の
相
手
役
で
あ
る
全
盲
の
白
鳥
建
二
さ

ん
は
年
に
何
十
回
も
美
術
館
に
通
う
美
術
鑑
賞

者
で
あ
る
。
絵
画
の
前
で
傍
ら
に
い
る
人
か
ら

説
明
を
聞
き
、
頭
の
中
で
作
品
を
再
現
す
る
。

文
字
通
り
耳
で
ア
ー
ト
を
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
。

こ
の
前
代
未
聞
の
試
み
は
当
初
、
ま
っ
た
く
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
の
熱
意
は

ア
ー
ト
は
「
目
で
見
る
も
の
」
と
い
う
美
術
館

の
常
識
を
変
え
た
。
単
な
る
視
覚
障
害
者
の
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
は
な
く
、
信
念
を
貫
く
ひ
と

り
の
人
間
の
生
き
ざ
ま
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

本
書
を
読
み
な
が
ら
既
存
の
価
値
観
が
崩
れ

去
り
、
眼
前
の
景
色
が
一
変
し
た
。
僕
ら
は
こ

れ
ま
で
い
か
に
「
見
て
い
る
よ
う
で
も
見
て
い

な
か
っ
た
」
の
か
。
視
覚
で
は
な
く
脳
の
力
に

訴
え
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ャ
ン
バ
ス

に
書
い
て
あ
る
絵
画
を
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
眠
っ
て
い
た
五
感
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、

相
手
を
思
い
や
る
気
持
ち
が
育
ち
、新
た
な「
気

づ
き
」
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

物
事
の
本
質
を
捉
え
直
し
、
様
々
な
境
界
を

乗
り
越
え
て
、
独
自
の
鑑
賞
法
が
生
み
出
さ
れ

る
。
い
つ
の
間
に
か
「
白
鳥
さ
ん
」
と
一
緒
に

全
国
各
地
の
美
術
館
巡
り
を
し
て
い
た
。

本
文
の
と
あ
る
ペ
ー
ジ
に
は
、
黒
塗
り
で
隠

さ
れ
た
作
品
が
あ
る
。
そ
の
説
明
を
文
章
で

「
聞
い
て
」
頭
の
中
で
想
像
す
る
、と
い
う
白
鳥

さ
ん
の
絵
画
鑑
賞
を
疑
似
体
験
す
る
仕
掛
け

だ
。
答
え
は
カ
バ
ー
裏
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

造
本
も
美
麗
で
凝
っ
て
お
り
、
紙
の
本
の
魅
力

を
存
分
に
味
わ
え
る
点
も
特
筆
も
の
で
あ
る
。

潜
在
的
に
持
っ
て
い
た
障
害
に
対
す
る
恐
れ

の
自
覚
な
ど
、
著
者
の
心
の
葛
藤
と
変
化
も
ま

た
身
に
迫
る
。
一
風
変
わ
っ
た
ア
ー
ト
鑑
賞
の

旅
の
最
後
に
至
る
の
は
、
過
去
か
ら
未
来
に
向

け
て
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
。「
時
」に

は
抗
え
な
い
が
「
時
」
を
宝
物
に
す
る
こ
と
は

で
き
る
境
地
で
あ
る
。
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
嚙

み
し
め
豊
か
な
余
韻
に
も
浸
る
こ
と
が
で
き

る
。
読
ま
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
世
の
霧
が
晴
れ
渡

る
よ
う
な
価
値
あ
る
一
冊
の
登
場
に
心
の
底
か

ら
拍
手
を
送
り
た
い
。
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「
耳
」で
感
じ
る
ア
ー
ト
体
験
は
目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
連
続
だ
。

様
々
な
境
界
を
乗
り
越
え
、ま
っ
た
く
新
た
な
価
値
観
が
生
ま
れ
る
！
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˛多機能な「本文ビュー」で授業がスムーズに！

ຊจϏϡʔδϟϯϓʂ ˙
ࢦ
ಋ
ऀ
༻
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書ở
ア
プ
Ϧ
版
ʗ
ク
ϥ
ウ
ド
版
Ỡ

˙
ֶ
श
ϊ
ー
τở
ผ
ച
Ỡ

見
て
さ
Θ
っ
て

い
や
す
い
、
৽
し
い
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書
を
͝
༻
意
し
ま
し
た
。

ˎ
1
ඞ
म
Պ
目
に
は
「
指
ಋ
者
༻
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書
」
を
ؚ
ま
な
い
、「
ڭ
ࢣ
༻
指
ಋ
書
η
ッ
τ
」

͝
༻
意
し
て
い
ま
す
。

ˎ
2
ඞ
म
Պ
目
に
は
、
૿
ิ
ػ

を
ॆ
࣮
さ
ͤ
た
「
指
ಋ
者
༻
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書
（
ڭ
ࡐ
）」、「
ֶ
श
者
༻
σ
δ
λ
ϧ
ڭ
Պ
書
ʴ
ڭ
ࡐ
」
を
ผ
ച
に
て
͝
༻
意
し
て

い
ま
す
。

ڭ
Պ
書
に

全
४
ڌ
。
読
解
か
ら
表
現
׆

ಈ
ɾ
୳
ڀ
׆
ಈ
ま
で
、
༧
श
ɾ
෮
श
ͩ
け

で
な
く
त
ۀ
で

׆
༻
で
͖
る
ੜ
ె
༻

ϊ
ー
τ
。「

理
ࠃ
ޠ
」
ཤ
म
者

け
に

খ
説
ڭ
ࡐ
を
提
ڙ
す
る
ủ
学
習
ϊ
ồ
τ

খ
આ
ฤ
Ứ

͝
༻
意
。

ػຊج
໘ͷ֦大ɾॖখࢴ⾣
選んだ範囲を拡大。学んで
いる箇所により集中。
⾣ը໘ͷ書͖ࠐΈ
ペン機能のほか、線・図形、
文字入力も。
⾣तۀཤྺอଘ
直前までの状態をそのまま
保存。校内での共有も。
ϖϯه҉⾣
暗記したい部分を線で
隠すことができます。
⾣ϚΠϦϯΫ
自作教材ファイルとのリン
クができます。
⾣͓͠Γ
画面で書き込んだ内容を保
存できます。

ػิ૿
教科書本文をリフロー
表示し、フォントや文
字サイズが変更でき
る「本文ビュー」、QR
サイトにジャンプでき
る「QRリンク」、音声・
動画データなど、さま
ざまな機能を盛り込み
ました。

৽ใは࠷
こちら
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51

験
し
た
後
の
、
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
の
あ
り

か
を
、ア
ー
ト
の
力
で
見
据
え
て
い
き
た
い
。

奇
抜
さ
や
実
験
的
な
見
せ
方
に
凝
る
の
で
は

な
く
、
シ
ン
プ
ル
に
、「
何
を
見
せ
る
か
」
に

的
を
絞
る
べ
き
で
は
な
い
か
…
。
和
合
さ
ん

が
こ
れ
ま
で
震
災
や
コ
ロ
ナ
禍
を
テ
ー
マ
に

書
い
て
き
た
言
葉
を
様
々
に
何
か
で
飾
る
の

で
は
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
を
見
せ
て
い
く

展
示
を
す
る
の
は
ど
う
か
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
数
年
の
歳
月
と
な
り
ま

す
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
ず
っ
と
詩
を
書
き
続
け
て

き
ま
し
た
。
月
日
が
過
ぎ
て
い
く
な
か
で
、
し
だ

い
に
震
災
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
の

日
々
へ
の
思
い
や
、
ロ
シ
ア
侵
攻
下
の
な
か
で
作

品
を
負
け
ず
に
作
り
続
け
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
往
復
書
簡
な
ど
も
、
ア
ッ
プ

し
て
き
ま
し
た
。「
今
回
の
芸
術
祭
で
は
、そ
も
そ

も
ア
ー
ト
と
は
何
か
を
探
し
て
み
た
い
」
と
何
度

も
会
議
で
語
っ
た
私
に
、
片
岡
さ
ん
は
、「
今
ま
で

の
活
動
そ
の
も
の
が
ア
ー
ト
で
あ
る
」
と
い
う
助

言
も
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
和
合
さ
ん
の
活
動
そ
の

も
の
を
見
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
…
、
と
。

具
体
的
に
は
、
二
つ
の
取
り
組
み
の
計
画
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
。

一
つ
は
、
私
の
十
数
年
分
の
ツ
イ
ー
ト
の
詩
を

六
〇
〇
篇
に
厳
選
し
、
画
面
上
の
デ
ザ
イ
ン
の
ま

ま
に
印
刷
し
た
六
〇
〇
枚
の
長
方
形
の
シ
ー
ル
を

作
成
し
、
そ
れ
を
壁
に
規
則
的
に
貼
り
つ
け
る
と

い
う
内
容
で
す
。

そ
こ
に
は
、
ツ
イ
ー
ト
の
言
葉
だ
け
で
な
く
日

時
ま
で
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ
つ
こ
つ
と
壁
面
へ
と
並
べ
て
い
く
こ
と
で
、

一
つ
一
つ
が
日
付
と
時
間
ま
で
細
か
く
記
さ
れ
た

記
録
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
を
見
る
側
は
、
書
か
れ
た
内
容
と
同
時
に
時
間

と
歳
月
も
把
握
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
過
程
を
も

含
め
て
展
示
す
る
こ
と
で
、
受
け
手
は
、
詩
句
を

「
読
む
」
と
同
時
に
客
観
的
に
「
見
る
」
こ
と
に
も

な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
、
と
。

企
画
か
ら
一
年
後
、
実
際
に
完
成
し
た
展
示
を

初
め
て
眺
め
た
折
に
、
深
く
実
感
で
き
ま
し
た
。

歳
月
の
多
様
さ
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
、
整
然
と
並
べ

ら
れ
た
こ
れ
ら
の
シ
ー
ル
が
、
そ
の
全
体
で
表
そ

う
と
し
て
い
る
、
と
。
び
っ
し
り
と
貼
ら
れ
た
迫

力
を
前
に
し
て
、
な
る
ほ
ど
、
ま
ず
は
書
き
記
し

た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
全
体
か
ら
伝
わ
っ

て
く
る
こ
と
が
第
一
な
の
だ
、
と
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。
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ड

Ốߍ
Վ
ỏ߹

এ
ۂ
࡞
ࢺ
ଟ

Ố

言
葉
そ
の
も
の
を

国
際
芸
術
祭
「
あ
い
ち
２
０
２
２
」
が
昨
年
の

夏
に
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

三
年
に
一
度
の
周
期
で
開
催
さ
れ
て
い
る
愛
知

県
を
主
体
と
し
た
国
内
最
大
規
模
の
国
際
芸
術
祭

で
す
。
前
回
の
名
称
は
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー

レ
」。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
回
、
こ
の
芸
術
祭
に
出
展
作
家
と
し
て

参
加
し
ま
せ
ん
か
、
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
も
国
内
で
の
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
や
文
学
館
の
企
画
展
の
展
示
な
ど
に
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
全

く
経
験
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
芸
術
祭
の
参
加

に
つ
い
て
は
、
文
学
の
人
間
で
よ
い
の
か
と
い
う

驚
き
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
ま
ど
い
、
悩

ん
だ
末
に
、「
和
合
さ
ん
の
詩
の
世
界
を
形
に
し
て

い
く
方
法
を
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
や
ス
タ
ッ
フ
の
み

な
さ
ん
と
一
緒
に
ま
ず
は
あ
れ
こ
れ
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
」、と
い
う
お
誘
い
を
受
け
る
こ
と
に
し
た

の
で
し
た
。

展
示
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
、
美
術
館
の
横
十
二
メ

ー
ト
ル
、
縦
六
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
壁
面
を
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
呆
気
に
取
ら
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
広
さ
で
す
。

ま
ず
は
展
示
の
ア
イ
デ
ィ
ア
出
し
で
す
。
日
頃

の
数
冊
の
創
作
用
の
ノ
ー
ト
に
新
し
い
一
冊
を
加

え
て
、発
想
を
メ
モ
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

全
く
違
う
畑
を
耕
す
つ
も
り
で
、
浮
か
ん
で
き
た

イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
書
き
連
ね
、
定
期
的
に
開
か

れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
打
ち
合
わ
せ
の
折
に
意
見

を
出
し
合
う
、
と
い
う
こ
と
を
重
ね
ま
し
た
。

第
六
回

言
葉
を
真
ん
中
に
置
く
よ
う
に
し
て 和わ

合ご
う

亮り
ょ
う

一い
ち

例
え
ば
、
詩
を
板
に
記
し
て
上
か
ら
た
く
さ
ん

吊
る
し
て
い
く
と
か
、
暗
い
室
内
に
設
置
さ
れ
た

電
光
掲
示
板
に
映
し
出
さ
れ
た
詩
が
光
っ
て
は
消

え
て
い
く
と
か
、
巨
大
な
和
紙
に
手
書
き
で
記
し

た
文
字
を
日
替
わ
り
で
展
示
し
て
い
く
と
か
…
。

何
回
か
こ
ち
ら
か
ら
企
画
を
提
案
し
、
ス
タ
ッ

フ
の
み
な
さ
ん
か
ら
も
ア
イ
デ
ィ
ア
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
斬
新
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
実
は
誰
で
も
考
え
つ
く
こ
と
か
も
し
れ

な
い
、と
い
う
感
想
に
帰
着
し
て
い
く
の
で
し
た
。

こ
こ
で
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
片
岡
真
実

さ
ん
（
現
森
美
術
館
館
長
）
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ

り
ま
し
た
。

今
回
の
芸
術
祭
の
テ
ー
マ
は
「ST

ILL
A
LIV
E

」。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
世
界
各
地

で
起
き
て
い
る
震
災
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経

詩
の
教
室
へ
よ
う
こ
そ

ʮ8&#国語ࣨڭʯ࿈ಈ
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視
線
の
動
き
と
感
受
や
思
考
の
あ
り
か
と
は
、

実
は
と
て
も
親
密
な
も
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
板
書
の

プ
ラ
ン
を
立
て
て
み
よ
う
。
展
示
会
場
の
人
混
み

の
中
で
、
教
室
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
深
く
う

な
ず
い
て
い
る
私
が
あ
り
ま
し
た
。

言
葉
の
球
音
を
響
か
せ
て

言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、ご
紹
介
し
た
い
コ
ン
ク
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。

「
ふ
く
し
ま
を
十
七
字
で
奏
で
よ
う
」

で
す
。（https://w

w
w
.pref.fukushim

a.

lg.jp/site/edu/sykaikyoiku470.htm
l

）

福
島
県
教
育
庁
主
催
の
事
業
で
、
平
成
十
四
年

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
今
年
で
二
十
一
年
目
を
迎
え

ま
す
。こ
れ
ま
で
累
計
で
七
十
三
万
組
、一
四
六
万

人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
家
族
あ
る
い
は
友
人

と
ペ
ア
を
組
ん
で
、十
七
文
字
の
メ
ッ
セ
ー
ジ（
つ

ま
り
は
俳
句
形
式
で
す
）
を
贈
り
合
う
と
い
う
内

容
で
す
。

「
俳
句
」
と
し
て
し
ま
う
と
、ぐ
っ
と
敷
居
が
高

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
「
十
七
文
字
」
と
呼
び
、

広
く
募
集
さ
れ
て
い
ま
す
（
こ
れ
も
ア
イ
デ
ィ
ア

で
す
ね
）。

小
学
生
か
ら
中
学
生
ま
で
が
対
象
で
す
が
、
県

内
の
数
多
く
の
小
中
学
校
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
高
校
生
た
ち
は
皆
、
こ
れ
ま
で
こ
の
コ

ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
て
き
た
、
言
わ
ば
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ

Ｇ
で
す
。
私
は
昨
年
、
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
、
親
子
の
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
を
い

く
つ
か
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

さ
ん
か
ん
び
ま
だ
か
ま
だ
か
と
ふ
り
か
え
る

郡
山
市
立
芳
賀
小
学
校

二
年

佐
藤
あ
け
ひ
（
子
）

後
ろ
向
く

我
が
娘
に
合
図

前
見
て
と

佐
藤
愛
子
（
母
）

｢

ま
だ
子
ど
も
」｢

も
う
大
人
だ
し｣

使
い
分
け

須
賀
川
市
立
第
三
中
学
校

二
年

斉
藤
希
（
子
）

都
合
良
く

甘
え
て
い
ば
る

お
年
頃

斉
藤
美
紀
子
（
母
）

母
の
日
に

ス
マ
ホ
片
手
に

キ
ッ
チ
ン
へ

郡
山
市
立
守
山
中
学
校

一
年

上
遠
野
琴
羽
（
子
）

調
理
法

グ
グ
っ
た
履
歴

見
な
い
ふ
り

上
遠
野
葉
子
（
母
）

親
子
そ
れ
ぞ
れ
の
親
し
い
表
情
が
目
に
映
る
か

の
よ
う
で
す
。
日
常
の
一
コ
マ
を
と
ら
え
た
言
葉

を
真
ん
中
に
置
く
よ
う
に
し
て
、
深
く
見
つ
め
合

う
お
互
い
の
ま
な
ざ
し
が
あ
り
ま
す
。
や
り
と
り

し
て
い
る
軽
快
な
球
音
が
、
生
き
生
き
と
聞
こ
え

て
く
る
か
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
詩
の
味
わ
い
は

自
然
と
宿
っ
て
い
き
ま
す
。

言
葉
と
い
う
白
球
が
何
に
も
代
え
難
い
心
の
放

物
線
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
教
え

ら
れ
た
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
十
七
文
字
の

ボ
ー
ル
と
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
グ
ロ
ー
ブ
を
、

教
室
と
い
う
グ
ラ
ン
ド
で
、
皆
で
手
に
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ͷ教室Α͏ͦ͜ࢻ

ຊ
࿈
ࡌ
Ͱ
は
ỏߴ
ߍ
ੜ
の
ࢻ
の
࡞

を
ื
ू
͍
ͨ
し
·

͢
ỐԠ
ื
࡞

の
த
͔
Β

߹
ઌ
ੜ
に
બ
Μ
Ͱ
͍
ͨ
ͩ

͍
ͨ
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て
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հ
し
て
͍
͖
·
͢
Ốฃ
ỳ

て
͝
Ԡ
ื
͘
ͩ
͞
͍
ʂ
ớ
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ू
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そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
リ
ア
ル
と
い
う
よ
り
は

オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か

…
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
で
「
＃
愛
の
礫
」
と
い
う
ハ

ッ
シ
ュ
タ
グ
（
＃
）
を
付
し
た
詩
の
投
稿
を
呼
び

か
け
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

過
去
の
ツ
イ
ー
ト
の
展
示
と
い
う「
こ
れ
ま
で
」

の
時
間
へ
と
向
け
ら
れ
た
企
画
に
対
し
て
、
書
か

れ
た
ば
か
り
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
詩
を
広
く
た
く

さ
ん
の
方
々
か
ら
集
め
る
と
い
う
、
現
在
へ
と
向

け
ら
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
設
定
す
る
試
み

で
す
（
ち
な
み
に
「
愛
」
は
「
愛
知
」
の
一
文
字

を
お
借
り
し
ま
し
た
）。そ
れ
を
展
示
会
場
に
設
置

さ
れ
た
大
き
な
モ
ニ
タ
ー
で
公
開
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
不
特
定
多
数
の
フ
レ
ー
ズ
が
、
そ
の

ま
ま
モ
ニ
タ
ー
に
も
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
タ
イ
ム
ラ

イ
ン
上
に
も
流
れ
て
い
く
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

手
探
り
状
態
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
会
期
中
に

参
加
者
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
、
最
終
日
ま
で

に
一
万
三
千
件
も
の
詩
の
投
稿
が
あ
り
ま
し
た
。

詩
を
書
い
た
こ
と
の
な
い
方
々
の
参
加
が
、
特
に

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

宮
沢
賢
治
は
「
生
活
そ
の
も
の
が
芸
術
だ
」
と

よ
く
語
っ
て
い
ま
し
た
が
、
正
に
そ
れ
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
、
と
て
も
親
し
み
や
す
い
作
品
と
出
会

え
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
日
々
の
呟
き

が
次
々
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
で
す
。

詩
と
い
う
敷
居
が
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
に
よ

り
、
ぐ
っ
と
低
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
も
実
現
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
実
感
で

き
ま
し
た
。
詩
を
真
ん
中
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
あ
り
か
を
様
々
に
探
し
て
い
き
た
い
私

に
と
っ
て
、
大
き
な
収
穫
に
な
り
ま
し
た
。

目
線
を
上
に
し
て

二
つ
の
展
示
を
会
場
で
実
際
に
見
て
、
リ
ア
ル

に
体
験
・
体
感
し
て
、
最
初
に
感
じ
た
の
は
、
お

客
さ
ん
と
い
う
第
三
者
と
同
時
に
作
品
を
見
つ
め

る
、
あ
る
い
は
見
上
げ
る
と
い
う
不
思
議
な
感
覚

で
し
た
。

な
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
「
読
む
」
と
い
う
行
為

を
す
る
と
き
、
上
の
方
を
見
上
げ
る
と
い
う
こ
と

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
対
象
を
前
に
し
て
、
水

平
か
ら
下
の
ほ
う
に
目
線
を
動
か
し
ま
す
。
し
か

し
、
今
回
の
展
示
の
「
読
む
」
な
ら
ぬ
「
見
る
」

と
い
う
行
為
の
場
合
、
目
線
は
水
平
あ
る
い
は
上

の
ほ
う
を
向
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、
観
客
の
方
々
と
共
に
自
分
の
詩
行
を
見
つ

め
て
い
る
と
、
み
な
さ
ん
の
熱
心
な
視
線
と
呼
吸

と
が
、
こ
れ
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
新
鮮

さ
と
共
に
、
ま
ざ
ま
ざ
と
新
し
い
輪
郭
を
持
っ
て

深
く
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

あ
ら
た
め
て
、
言
葉
の
受
け
と
め
方
と
い
う
も

の
は
多
様
な
の
だ
と
深
く
感
じ
ま
し
た
。本
と
私
、

書
物
と
自
分
と
い
う
関
係
の
形
は
、
も
ち
ろ
ん
国

語
教
師
と
し
て
常
に
大
事
に
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
が
、
正
に
、
目
線
を
変
え
て
み
れ
ば
、
文

字
と
は
意
味
で
あ
る
前
に
形
で
あ
り
、
模
様
で
あ

り
、
記
号
な
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う

し
た
も
の
を
無
意
識
に
受
け
と
め
な
が
ら
、
私
た

ち
は
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
重
ね
て
い
る
ん

だ
な
あ
と
、
シ
ン
プ
ル
に
感
動
を
覚
え
て
し
ま
い

ま
し
た
。

こ
こ
で
、
先
輩
教
師
た
ち
か
ら
教
え
ら
れ
て
き

た
こ
と
に
行
き
着
く
の
で
し
た
。
い
つ
も
「
板
書

が
き
ち
ん
と
で
き
な
け
れ
ば
授
業
と
は
言
え
な

い
」
と
熱
く
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、そ
れ
は
、

授
業
の
中
で
目
線
を
上
に
す
る
こ
と
を
生
徒
た
ち

に
求
め
る
も
の
だ
、
…
と
。
板
書
と
は
、
教
科
書

と
い
う
テ
キ
ス
ト
か
ら
客
観
的
に
も
の
の
見
方
・

考
え
方
を
整
理
し
て
、
授
業
の
流
れ
を
総
覧
で
き

る
も
の
な
の
だ
と
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
形
で
実
感

し
た
の
で
し
た
。
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用
い
ら
れ
ま
し
た
。鎌
倉
時
代
以
降
で
も
、前
回
の
疑
問
の「
か
」

「
や
」
と
同
じ
く
文
末
に
移
っ
て
終
助
詞
化
し
、
現
代
日
本
語

で
も
、

　
　今
後
の
こ
と
は
君
に
頼
ん
だ
ぞ
。

と
い
う
よ
う
に
、
話
し
手
か
ら
聞
き
手
へ
の
強
い
働
き
か
け
の

意
味
を
残
し
て
い
る
、
寿
命
の
長
い
助
詞
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
「
な
む
」
は
、
平
安
時
代
の
成
立
で
、
奈
良

時
代
に
は
「
な
も
」
の
か
た
ち
で
宣せ

ん

命み
ょ
うな

ど
散
文
文
献
に
用
例

が
あ
る
も
の
の
、
和
歌
で
は
、

　
　い
つ
は
な
も
（
奈
毛
）
恋
ひ
ず
あ
り
と
は
あ
ら
ね
ど
も

　
　う
た
て
こ
の
こ
ろ
恋
し
し
げ
し
も

（
万
葉
、
二
八
七
七
）

と
い
う
一
例
が
あ
る
だ
け
で
す
。
語
源
も
未
詳
で
す
。
平
安
時

代
に
「
な
む
」
と
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
会
話
文
な
ど
散
文
に

し
か
用
い
ら
れ
ず
、和
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
係
助
詞
で
し
た
。

さ
ら
に
鎌
倉
時
代
以
降
は
、「
ぞ
」
の
よ
う
に
終
助
詞
化
す
る

こ
と
も
な
く
（
既
に
希
望
の
終
助
詞
「
な
む
」
が
存
在
し
て
い

ま
し
た
）、
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
す
。
使
わ
れ
た
時
期
や
ジ
ャ

ン
ル
が
限
定
的
な
係
助
詞
な
の
で
す
。

そ
し
て
「
こ
そ
」
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
指
示
詞
「
此こ

其そ

」
が

語
源
だ
と
い
う
説
が
あ
り
、
奈
良
時
代
か
ら
和
歌
に
も
散
文
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
も
「
ぞ
」
と
似
て
い
ま
す
が
、

　
　難な

に

波は

人
葦あ

し

火ひ

焚た

く
屋
の
煤す

し
て
あ
れ
ど

己
が
妻
こ
そ

　
　（許
増
）
常と

こ

め
づ
ら
し
き

（
万
葉
、
二
六
五
一
）

の
よ
う
に
、
古
く
は
形
容
詞
の
結
び
が
已
然
形
で
は
な
く
連
体

形
に
な
る
例
が
あ
り
、
こ
そ
│
已
然
形
と
い
う
「
係
り
結
び
」

の
完
成
は
平
安
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

「
こ
そ
」
だ
け
が
な
ぜ
已
然
形
の
結
び
と
な
る
の
か
に
つ
い
て

も
、
残
念
な
が
ら
定
説
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
奈
良
時
代
に

は
、
活
用
語
の
已
然
形
が
、
接
続
助
詞
「
ど
・
ど
も
」
な
ど
が

無
く
て
も
そ
の
ま
ま
で
逆
接
的
な
意
味
を
表
す
働
き
が
あ
っ
た

こ
と
、「
こ
そ
」
に
も
「
…
は
…
だ
け
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接

の
強
調
の
含
意
が
多
い
こ
と
か
ら
、「
こ
そ
」
の
係
り
と
已
然

形
の
結
び
と
い
う
関
係
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
係
り
結
び
の
関
係
は
室
町
末
期
ま
で
維

持
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
、
已
然
形
結
び
は
解
消
し
ま
し
た
が
、

現
代
日
本
語
で
も
副
助
詞
「
こ
そ
」
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

古
く
か
ら
の
「
ぞ
」
と
、
新
し
い
話
し
言
葉
の
「
な
む
」、

少
し
ク
セ
の
あ
る
「
こ
そ
」、
三
種
の
係
助
詞
が
ち
ょ
う
ど
平

安
時
代
に
共
存
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
次
回
は
、
こ
の
違
い
を

踏
ま
え
て
、
改
め
て
「
強
調
」
と
い
う
働
き
を
文
章
の
中
で
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

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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前
回
か
ら
引
き
続
き
、「
係
り
結
び
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

今
回
は
、
強
調
と
言
わ
れ
る
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
違
い

を
考
え
て
み
ま
す
。

こ
の
三
語
に
つ
い
て
、「
こ
そ
」が
最
も
強
調
の
勢
い
が
強
く
、

次
い
で
「
ぞ
」、
そ
し
て
「
な
む
」
が
一
番
弱
い
と
い
う
よ
う

な
ラ
ン
ク
付
け
を
し
て
い
る
古
語
辞
典
や
副
読
本
も
あ
り
ま

す
。
話
し
手
（
書
き
手
）
が
、
聞
き
手
（
読
み
手
）
に
特
に
伝

え
た
い
こ
と
（
右
表
の
例
文
で
言
え
ば
「
都
に
」
の
部
分
）
を

際
立
た
せ
る
の
が
強
調
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
に
強
弱
の
度
合
い

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

強
調
に
度
合
い
が
あ
る
と
し
て

も
、
前
後
の
文
脈
が
大
き
く
関
わ
り
、
助
詞
の
違
い
だ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
こ
の
三
語
に
つ
い

て
は
、
由
来
や
用
い
ら
れ
る
時
期
・
ジ
ャ
ン
ル
に
違
い
が
あ
る

こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
す
べ
き
で
す
。

最
初
に
「
ぞ
」
で
す
が
、
指
示
詞
「
其そ

」
に
由
来
す
る
と
い

う
説
が
あ
り
、
奈
良
時
代
の
『
万
葉
集
』
な
ど
で
は
、
清
音
の

「
そ
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。「
そ
れ
、そ
れ
だ
よ
！
」

と
指
し
示
す
働
き
が
強
調
の
助
詞
に
変
化
し
た
と
想
定
す
る
わ

け
で
す
。
夕
暮
れ
の
時
分
を
「
た
そ
が
れ
時
」
と
も
言
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
周
り
が
暗
く
て
顔
が
よ
く
見
え
な
い
「
誰た

そ

彼か
れ

」（
誰
だ
あ
の
人
は
？
）
の
時
分
、
と
い
う
の
が
語
源
で
、

清
音
の
「
そ
」
が
残
っ
て
い
る
例
で
す
。
平
安
時
代
に
は
濁
音

「
ぞ
」
と
な
り
、
和
歌
か
ら
散
文
ま
で
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず


Γ

は
ͨ
Β
͖

݁
ͼ

ྫ

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
。

「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」の
違
い

─
紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
こ
う
⑧

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

ୈ
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ճ
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楽
し
て
も
う
か
る
な
ど
と
い
う
「
結
構
ず
く
め
」
の
ア
ル

バ
イ
ト
の
誘
い
に
は
安
易
に
乗
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

「
そ
れ
ば
か
り
＝
ず
く
め
」
と
、「
並
べ
上
げ
る
＝
づ
く

し
」
は
、
混
同
さ
れ
や
す
い
言
葉
で
す
。
普
通
で
な
い
こ

と
ば
か
り
起
こ
る
の
は
「
異
例
づ
く
し
」
で
な
く
「
異
例

ず
く
め
」、「
金
も
な
い
仕
事
も
な
い
友
達
も
い
な
い
」
と

な
い
も
の
を
数
え
て
嘆
く
の
は
「
な
い
な
い
ず
く
め
」
で

な
く
「
な
い
な
い
づ
く
し
」
で
す
。

＊

つ
ま
り
、
前
菜
も
主
菜
も
お
椀わ

ん

も
何
か
ら
何
ま
で
ア
ジ

を
堪
能
で
き
る
の
は
「
ア
ジ
ず
く
め
定
食
」
で
す
。
た
だ
、

あ
ま
り
お
い
し
そ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
し
ょ

う
。「
そ
れ
ば
か
り
」
の
意
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
変
化
に

乏
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
す
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。実
際
、

お
品
書
き
で
「
ず
く
め
」
と
名
付
け
て
い
る
例
は
ほ
と
ん

ど
見
か
け
ま
せ
ん
。
手
を
替
え
品
を
替
え
工
夫
を
凝
ら
し

た
調
理
法
が
メ
ニ
ュ
ー
に
並
べ
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
解
釈

す
れ
ば
、「
ア
ジ
づ
く
し
定
食
」
の
表
現
も
あ
な
が
ち
間

違
い
と
は
言
え
な
い
気
が
し
ま
す
。料
理
名
に
関
し
て
は
、

「
づ
く
し
」
の
語
釈
に
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
す
。

＊

と
こ
ろ
で
、漢
字
で
書
け
ば
ど
ち
ら
も
「
尽
く
し
」「
尽

く
め
」
で
す
が
、標
準
的
な
仮
名
遣
い
は
、「
づ
く
し
」「
ず

く
め
」
と
異
な
り
ま
す
。「
現
代
仮
名
遣
い
」（
内
閣
告
示
）

に
は
、「
二
語
の
連
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
『
づ
』」
の
例
に

「
こ
こ
ろ
づ
く
し
」
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。「
づ
く
し
」
に

は
「
あ
り
っ
た
け
の
も
の
を
出
し
切
っ
て
し
ま
う
」
と
い

う
「
尽
く
す
」
の
意
味
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
方
、「
ず
く
め
」
は
「
二
語
に
分
解
し
に
く
い
も
の

は
『
ず
』
を
用
い
て
書
く
」
の
規
定
に
該
当
し
ま
す
。「
尽

く
す
」と
の
関
係
が
薄
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。本
来「
竦す

く

む
」

に
由
来
し
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
慣
用
的
に
「
づ
」
と
表

記
し
て
き
た
だ
け
と
い
う
説（『
大
辞
林
第
四
版
、
松
村
明

編
、
三
省
堂
』）
も
あ
り
ま
す
。

＊

「
そ
れ
ば
か
り
」
の
意
味
で
は
、「
〜
づ
め
」
も
あ
り
ま

し
た
。
漢
字
を
当
て
る
な
ら
「
詰
め
」。
名
詞
に
付
く
「
ず

く
め
」
に
対
し
、「
づ
め
」
は
、「
立
ち
づ
め
」「
歩
き
づ
め
」

「
笑
い
づ
め
」
の
よ
う
に
、
動
詞
の
連
用
形
に
付
い
て
、

そ
の
動
作
・
状
態
が
続
い
て
い
る
意
を
表
し
ま
す
。
朝
か

ら
晩
ま
で
一
日
中
休
み
な
し
の
状
態
は
「
働
き
ず
く
め
」

で
は
な
く
「
働
き
づ
め
」
で
す
。

参
考
：「
現
代
仮
名
遣
い
」（
文
化
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
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た
た
き
に
フ
ラ
イ
に
南
蛮
漬
け
、
な
め
ろ
う
も
付
い
た

「
ア
ジ
づ
く
し
定
食
」、
刺
身
に
酢
味み

噌そ

和
え
、
ゲ
ソ
揚
げ
、

塩
辛
の
「
イ
カ
づ
く
し
御
膳
」
│
│
と
に
か
く
大
好
き
な

あ
れ
を
思
う
存
分
食
べ
た
い
！

と
矢
も
盾
も
た
ま
ら
な

く
な
っ
た
ら
、「
×
×
づ
く
し
」
で
検
索
し
て
み
て
は
い

か
が
？

お
気
に
入
り
の
食
材
を
様
々
に
調
理
し
た
メ
ニ

ュ
ー
の
あ
れ
こ
れ
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
よ
。

＊

「
尽づ

く
し
」は
、「〈
名
詞
に
付
い
て
〉同
じ
類
の
も
の
を
す

べ
て
並
べ
上
げ
る
意
を
表
す（『
明
鏡
国
語
辞
典
』）」と
き
に

使
わ
れ
ま
す
。
諸
国
の
名
を
口
調
よ
く
列
挙
し
た
の
が

「
国
尽
く
し
」。
相
撲
甚
句「
花
尽
く
し
」は
、
⾓
正
月
寿こ

と
ほ

ぐ

福
寿
草
／
二
月
に
咲
く
の
が
梅
の
花
／
三
月
桜
や

四
月

藤
…
…
と
、
花
の
名
を
次
々
に
挙
げ
て
い
き
ま
す
。

こ
こ
で
あ
る
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。「
ア
ジ
づ
く
し
定

食
」
は
、
ア
ジ
と
同
類
の
も
の
を
並
べ
上
げ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
は
と
い
う
こ
と
に
。
マ
ア
ジ
、ム
ロ
ア
ジ
、

シ
マ
ア
ジ
…
…
の
よ
う
に
、
様
々
な
種
類
を
提
供
す
る
の

で
な
け
れ
ば
、「
づ
く
し
」
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
す
。

＊

見
た
目
や
味
付
け
は
違
っ
て
も
、
使
っ
て
い
る
ア
ジ
の

種
類
は
同
じ
な
ら
、「〈
名
詞
な
ど
に
付
い
て
〉
全
体
が
そ

れ
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
表
す（
同
）」と
い
う
意
味
の「
ず

く
め
」
が
適
切
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
ず
く
め
」
は
平
た
く
言
え
ば
「
何
か
ら
何
ま
で
×
×

ば
か
り
」。
ダ
ー
ス
・
ベ
イ
ダ
ー
は
全
身
黒
一
色
の
「
黒

ず
く
め
」
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
身
を
包
ん
で
い
ま
す
。
髪

の
結
び
方
か
ら
男
女
交
際
ま
で
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り

つ
け
る
「
規
則
ず
く
め
」
の
生
活
指
導
が
問
題
に
な
っ
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
元
手
は
い
ら
な
い
、

「
ア
ジ
づ
く
し
定
食
」は

ア
ジ
ず
く
め
？

◉
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
）、『
文
章
が
フ
ツ
ー
に
う
ま
く
な
る

と

っ
て
お
き
の
こ
と
ば
術
』『
品
格
語
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）

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

コトバのひきだし
─ふさわしい日本語の選び方

第 11回

ʮ8&#国語ࣨڭʯ࿈ಈ
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さ
れ
た
。

一
九
九
六
年
九
月
、
施
設
拡
張
工
事
の
過
程
で
、
朱
然
墓
の
西
南

三
十
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
、
新
た
に
四
つ
の
墓
が
見
つ
か
っ
た
。
遺

構
が
残
っ
て
い
た
の
は
一
基
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
朱
然
の

家
族
墓
地
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
、「
全
国
重
点

文
物
保
護
単
位
」
に
認
定
。
筆
者
は
二
〇
〇
六
、
〇
八
、
一
九
年
の

三
回
訪
れ
て
い
る
が
、
す
ぐ
脇
に
こ
ぢ
ん
ま
り
し
た
「
朱
然
文
化
広

場
」
が
で
き
、
朱
然
の
像
が
立
っ
て
い
た
も
の
の
、
観
光
地
化
の
波

に
洗
わ
れ
ず
、一
貫
し
て
お
だ
や
か
で
静
か
な
一
角
を
保
っ
て
い
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
墓
そ
の
も
の
よ
り
も
、
一
四
〇
点
余
り
の
文
物

で
あ
ろ
う
。
殊
に
多
く
の
漆
器
の
出
土
は
、
こ
の
呉
越
一
帯
の
文
化

を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
豊
富
と
は
言
い
が
た
い
三
国
時
代
の

考
古
学
、
美
術
史
の
空
隙
を
埋
め
る
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
私
の
眼

に
と
ま
っ
た
の
は
、「
季き

札さ
つ

挂け
い

剣け
ん

図ず

漆し
つ

盤ば
ん

」。
直
径
二
十
五
セ
ン
チ
ほ

ど
の
漆
の
皿
に
、『
史
記
』
呉ご

太た
い

伯は
く

世せ
い

家か

に
載
せ
る
、
春
秋
時
代
の

呉
の
公プ

リ
ン
ス子

季
札
の
故
事
が
描
か
れ
て
い
る
。
劉り

ゅ
う

向き
ょ
う『

新
序
』
や『
蒙

求
』
に
も
見
え
る
有
名
な
逸
話
だ
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
説
話
の

流
伝
を
考
え
る
と
興
味
は
尽
き
な
い
。「
木
刺
」
は
十
四
枚
出
土
し

て
い
る
。
長
さ
二
十
四
・
八
セ
ン
チ
、
幅
三
・
四
セ
ン
チ
、
厚
さ
〇
・

六
セ
ン
チ
で
、
中
国
最
古
の
名
刺
と
さ
れ
て
い
る
。
表
面
に
は
楷
書

で
「
弟
子
朱
然
再
拜

問
起
居

字
義
封
」
な
ど
と
墨
書
し
て
あ
る
。

一
九
九
六
年
に
出
土
し
た
「
青せ

い

瓷じ

羊よ
う

」
は
、
長
さ
三
十
三
セ
ン
チ
、

高
さ
二
十
一
セ
ン
チ
の
青
緑
色
の
磁
器
製
の
羊
で
あ
る
。
蠟
燭
を
立

て
る
た
め
の
生
活
用
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
そ
う
だ
が
、こ
の
時
代
、

器
物
を
し
ば
し
ば
動
物
で
象
る
作
法
が
採
ら
れ
、
技
術
が
大
い
に
発

展
し
た
と
い
う
（
実
物
は
南
京
博
物
院
で
展
示
さ
れ
て
い
た
）。
あ
ま

り
に
可
愛
い
の
で
、
等
身
大
の
レ
プ
リ
カ
を
購
入
し
、
割
れ
な
い
よ

う
に
苦
労
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
。

˛ุࣨͱʢù÷÷ÿࡱӨʣ

˛गવุશܠʢù÷÷ÿࡱӨʣ

˛गવͷʢù÷øĀࡱӨʣ

˛੨ᙁ༽ʢù÷øĀࡱӨʣ
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朱し
ゅ

然ぜ
ん

（
一
八
二
〜
二
四
九
）。
三
国
時
代
、
呉
の
孫
権
に
仕
え
た
武

将
。
字
は
義ぎ

封ほ
う

。
呉
の
創
業
を
支
え
た
豪
族
朱し

ゅ

治ち
（
一
五
六
〜
二
二
四
）

の
甥
（
姉
の
子
）
で
、
十
三
歳
で
叔
父
の
養
嗣
子
に
迎
え
ら
れ
た
。

若
年
の
頃
、
後
に
呉
の
初
代
皇
帝
と
な
る
孫
権
と
机
を
並
べ
て
勉
強

し
た
仲
で
、
生
涯
強
い
連
帯
感
で
結
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
十
九
歳
で

官
に
就
い
て
以
来
順
調
に
地
歩
を
築
き
、
徐
々
に
呉
軍
の
中
核
を
担

う
よ
う
に
な
り
、
数
々
の
勲
功
を
立
て
た
。
そ
の
中
で
も
印
象
的
な

活
躍
は
、
蜀
軍
と
の
戦
い
で
敵
将
関
羽
を
捕
虜
に
し
た
こ
と
（
二
一

九
）
と
、
そ
れ
に
続
く
夷い

陵り
ょ
う

の
戦
い
（
二
二
二
）
で
、
別
動
隊
の
将

と
し
て
劉
備
の
退
路
を
断
ち
、大た

い

捷し
ょ
うに

貢
献
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う（
ち

な
み
に
、
小
説
『
三
国
志
演
義
』
第
八
十
四
回
で
は
、
蜀
の
趙
雲
の
槍
に

一
撃
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
）。
創
業
世
代
の
功
臣

の
中
で
最
後
ま
で
生
存
し
、
武
官
の
最
高
位
で
あ
る
左
大
司
馬
、
右

軍
師
ま
で
陞の

ぼ

り
つ
め
た
。
晩
年
は
病
が
ち
で
、
そ
の
死
を
孫
権
は
大

い
に
悼
ん
だ
と
い
う
。

「
三
国
志
」
で
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
人
物
で

あ
る
が
、「
朱
然
墓
」
の
考
古
学
的
価
値
は
、
同
時
代
随
一
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
六
月
、
長
江
下
流
の
南
岸
、
安
徽
省
馬
鞍
山
市
街
の
雨

山
（
海
抜
八
十
二
メ
ー
ト
ル
）
南
側
一
キ
ロ
の
地
点
に
あ
る
小
高
い

丘
で
、
紡
績
会
社
の
倉
庫
を
建
て
て
い
た
際
に
発
見
さ
れ
た
。
規
模

は
、
長
さ
八
・
七
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル
と
わ
り
と
小

ぶ
り
で
あ
る
が
、
墓
道
や
墓
室
を
備
え
た
遺
構
や
木
棺
が
現
存
し
て

い
る
。
一
九
八
七
年
に
は
、
漢
代
の
建
築
を
模
し
た
「
三
国
朱
然
文

物
陳
列
館
」（
の
ち
に
「
朱
然
家
族
墓
地
博
物
館
」
に
改
称
）
が
併
設

੨
ࢁ
͋
Γ
ʂ

த
ࠃ

ุ
ل
ߦ
ʮ8&#国語ࣨڭʯ࿈ಈ

第
八
回

朱し
ゅ

然ぜ
ん

墓ぼ

（
安あ

ん

徽き

省
馬ば

鞍あ
ん

山ざ
ん

市
）

文
ͱ
ࣸ
ਅ
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ら
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新
課
程
に
お
い
て
存
在
感
を
増
す

総
合
・
探
究
学
習
。
高
校
に
お
い
て

も「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が「
総

合
的
な
〝
探
究
〞
の
時
間
」
と
名
称

を
変
え
、
さ
ら
な
る
充
実
が
は
か
ら

れ
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
総

合
・
探
究
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
と

海
外
の
歴
史
と
現
状
を
検
討
・
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
大
き
く
二
部
構
成
に
な
っ

て
お
り
、
第
一
部
で
は
、
総
合
・
探

究
学
習
の
成
り
立
ち
を
、
二
〇
世
紀

初
頭
以
降
の
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・

日
本
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
で
検
討

し
て
い
く
。
続
く
第
二
部
で
は
、
欧

米
八
か
国
の
総
合
・
探
究
学
習
の
現

状
を
、
具
体
的
な
実
践
事
例
と
あ
わ

せ
て
紹
介
し
て
い
る
。

総
合
・
探
究
的
な
学
習
の
入
試
へ

の
導
入
や
、
民
間
企
業
と
の
連
携
な

ど
、
各
国
の
取
り
組
み
に
刺
激
を
受

け
る
一
方
で
、
教
師
と
生
徒
と
の
関

係
や
教
科
間
の
連
携
、
授
業
の
質
の

確
保
な
ど
、
ど
の
国
も
悩
み
を
抱
え

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

現
在
と
過
去
、
日
本
と
世
界
を
俯

瞰
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
あ
ら
た

め
て
「
総
合
・
探
究
学
習
と
は
何
か
」

と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
一
冊
で

あ
る
。

薔
薇
と
憂
鬱
。
手
本
を
見
る
こ
と

な
く
書
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
尊
敬

の
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
間

違
い
な
し
の
漢
字
の
代
表
格
だ
ろ

う
。
海
外
で
「
鬱
」
を
書
い
て
見
せ

た
と
こ
ろ
、
現
地
の
人
が
目
を
丸
く

し
た
と
い
う
話
も
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
に
あ
る
。

こ
と
ほ
ど
左
様
に
「
画
数
の
多
い

漢
字
」
に
関
す
る
人
々
の
興
味
関
心

は
高
い
。
本
書
は
収
録
漢
字
５
万
字

を
誇
る
大
漢
和
辞
典
よ
り
、
最
大
画

数
64
画
か
ら
32
画
ま
で
の
121
字
を
抽

出
。
語
釈
は
も
ち
ろ
ん
、
編
著
者
で

あ
る
笹
原
宏
之
先
生
が
、
最
新
の
研

究
成
果
や
調
査
に
基
づ
く
漢
字
の
由

̗
̑
ม
ܕ

ɾ
ฒ

ɾ
Ұ
ೋ
ീ
ϖ
ồ
δ

ఆ
Ձ
ử
Ұ

ീ
ʓ
ԁ

変
動
す
る
総
合・探
究
学
習

│
│
欧
米
と
日
本
歴
史
と
現
在

ҏ
౻
࣮
า
ࢠ
ฤ
ஶ

ධ
ऀ
ử
ߥ


৴

̖
̑

ɾ
ฒ

ɾ
ೋ
ࡾ
࢛
ϖ
ồ
δ

ఆ
Ձ
ử
ೋ
࢛
ೋ
ʓ
ԁ
ớ
੫
ࠐ
Ờ

来
を
コ
ラ
ム
「
さ
さ
ひ
ろ
・
ポ
イ
ン

ト
」
で
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
お

り
、
漢
字
の
奥
深
い
世
界
へ
誘
っ
て

く
れ
る
。
何
よ
り
な
ぞ
り
書
き
用
の

マ
ス
が
用
意
さ
れ
、
画
数
が
〝
夥
し

い
〞
漢
字
を
実
際
に
書
く
こ
と
が
で

き
る
。
漢
字
を
「
知
る
・
読
む
」
だ

け
で
な
く
、「
書
く
」
楽
し
み
も
味
わ

え
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
「
鬱
」
は
常
用
漢
字
最

大
画
数
の
29
画
。
本
書
掲
載
の
漢
字

は
ど
れ
も
「
鬱
」
を
超
え
る
画
数
を

持
つ
。
人
前
で
書
い
た
時
の
反
応
を

想
像
し
な
が
ら
手
書
き
す
れ
ば
、
脳

も
活
性
化
す
る
だ
ろ
う
。

ධ
ऀ
ử
ޚ
ਆ

า


ݪ

೭
ฤ
ஶ

な
ぞ
り
書
き
で
脳
を
活
性
化

画
数
が
夥
し
い
漢
字
121
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森
鷗
外
「
舞
姫
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
、

エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
を
特
定
し
、
そ
の

写
真
も
発
見
し
て
一
躍
脚
光
を
浴
び

た
六
草
い
ち
か
氏
に
よ
り
、「
舞
姫
」

作
品
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
解
明
し

た
快
著
が
刊
行
さ
れ
た
。

「
舞
姫
」
探
究
の
最
新
成
果
と
し

て
、
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
、
エ
リ
ー
ゼ
・

ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト
の
日
本
行
き
を
裏
付

け
る
資
料
等
、
い
く
つ
も
の
新
発
見

が
披
瀝
さ
れ
て
興
味
深
い
。
ま
た
、

ベ
ル
リ
ン
在
住
30
年
以
上
の
作
家
な

ら
で
は
の
、
表
現
レ
ベ
ル
か
ら
創
作

の
裏
側
の
事
実
に
至
る
ま
で
の
緻
密

な
精
査
を
通
し
て
本
文
記
述
の
真
の

意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
こ

ろ
に
は
無
類
の
面
白
さ
が
あ
る
。

第
４
章
「「
舞
姫
」ル
ー
ペ
」
で
は
、

豊
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
経
路
で
エ
リ

ス
と
出
会
っ
た
か
、
ま
た
一
体
ど
の

教
会
で
出
会
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
何

時
頃
だ
っ
た
の
か
等
、
当
時
の
情
報

を
博
捜
し
、
作
品
世
界
を
再
現
し
て

い
く
。そ
の
手
際
は
実
に
鮮
や
か
だ
。

ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、

授
業
の
よ
い
参
考
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

「
舞
姫
」と
い
う
文
学
作
品
の
底
深

さ
を
改
め
て
思
い
知
ら
せ
て
く
れ

る
、
高
校
国
語
教
師
は
ぜ
ひ
と
も
読

み
た
い
一
冊
で
あ
る
。

国
民
を
鼓
舞
し
戦
争
の
不
当
性
を

世
界
に
訴
え
る
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統

領
の
ス
ピ
ー
チ
、
か
つ
て
の
不
人
気

を
払
拭
し
た
元
首
相
の
弔
辞
、
ま
す

ま
す
高
度
化
す
る
振
り
込
め
詐
欺
の

手
口
。
良
く
も
悪
く
も
こ
と
ば
の
偉

力
を
見
せ
つ
け
る
実
例
に
は
事
欠
か

な
い
。
そ
の
偉
力
を
支
え
て
い
る
の

が
レ
ト
リ
ッ
ク
、
い
わ
ば
こ
と
ば
の

調
理
法
。
食
材
が
生
き
る
か
ど
う
か

は
料
理
人
の
腕
次
第
だ
が
、
こ
と
ば

が
効
果
的
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
は
レ

ト
リ
ッ
ク
次
第
。

本
事
典
で
は
、村
上
春
樹
か
ら「
こ

ち
亀
」
ま
で
、
生
気
あ
ふ
れ
る
実
例

の
中
に
多
彩
な
レ
ト
リ
ッ
ク
技
法
を

探
り
、
そ
れ
ら
を
メ
タ
フ
ァ
ー
・
擬

人
法
な
ど
72
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
整
理

し
、
そ
れ
が
及
ぼ
す
効
果
を
認
知
科

学
の
知
見
も
駆
使
し
て
解
明
。
考
察

の
対
象
は
こ
と
ば
に
と
ど
ま
ら
ず
漫

画
、
絵
画
、
音
楽
に
も
及
ぶ
。

「
こ
と
ば
は
世
界
を
認
識
す
る
た

め
の
必
須
の
手
立
て
」
で
あ
り
「
学

力
の
基
盤
は
言
語
力
」
と
い
う
認
識

が
広
ま
る
今
、
そ
の
能
力
育
成
を
担

う
国
語
の
先
生
方
に
と
っ
て
、
日
本

語
の
可
能
性
を
広
げ
る
本
書
は
、
頼

り
が
い
が
あ
り
嚙
み
応
え
も
あ
る
示

唆
に
富
ん
だ
伴
侶
と
な
ろ
う
。

﹇
例
解
﹈現
代
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
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す
べ
て
の
ナ
ゾ
が
こ
れ
で
解
け
た
‼

鷗
外「
舞
姫
」徹
底
解
読
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教
科
21
科
目
へ
）
試
験
時
間
な
ど
に
も

変
更
が
あ
る
。

「
શ
国
学
ੜ
ௐ
ࠪ
」݁
Ռ
ެ
ද

大
学
生
対
象
の
全
国
的
な
調
査
で
あ
る
「
全
国

学
生
調
査
」
の
第
二
回
試
行
調
査
の
結
果
が
10
月

21
日
に
公
表
さ
れ
た
。

こ
の
調
査
は
中
教
審
の
提
言
を
受
け
、
全
国
共

通
の
質
問
項
目
に
よ
り
、
学
生
目
線
か
ら
大
学
教

育
や
学
び
の
実
態
を
把
握
し
、
大
学
の
教
育
改
善

な
ど
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
大
学
で
の
学
び
を
ど
う
思
う
か
、
生

活
時
間
は
ど
う
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
状
況
な

ど
の
設
問
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

今
回
は
、
大
学
、
短
大
な
ど
７
３
９
校
を
対
象

と
し
、
11
万
９
３
７
２
の
有
効
回
答

（
対
象
者
の
12
・
2
％
）
を
得
た
。

̖
̞
খ
આ
ੜ

π
ồ
ϧ

用
࡞

の
文
学


10
月
31
日
、「
第
一
回
Ａ
Ｉ
の
べ
り
す
と
文
学

賞
」
が
発
表
さ
れ
た
。
Ａ
Ｉ
小
説
を
作
成
す
る
た

め
の
ツ
ー
ル（
数
行
の
文
章
を
入
力
す
る
こ
と
で
、

小
説
を
自
動
作
成
す
る
）
を
用
い
て
作

成
し
た
小
説
の
文
学
賞
は
初
め
て
。

「
ੜ
ె
ࢦ
ಋ
ఏ
ཁ
」の
վ
గ

文
科
省
は
12
月
６
日
、
12
年
ぶ
り
に
生
徒
指
導

に
関
す
る
学
校
・
教
職
員
向
け
の
基
本
書
で
あ
る

「
生
徒
指
導
提
要
」を
改
訂
し
た
。
生
徒
指
導
の
基

本
的
な
考
え
方
や
取
り
組
み
の
方
向
性
等
を
再
整

理
し
、
今
日
的
な
課
題
に
対
応
す
る
た

め
の
改
訂
と
い
う
。

ྩ

̑


େ
学
ೖ
学
ڞ
௨
ς
ε
τ
࣮
ࢪ

２
０
２
３
年
１
月
14
・
15
日
の
二
日
間
、
大
学

入
学
共
通
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
た
。

志
願
者
は
51
万
２
５
８
１
人
、
実
際
の
受
験
者

は
47
万
４
０
５
１
人
（
追
・
再
試
験
含
む
）
で
前

年
よ
り
減
少
、
受
験
率
は
92
・
５
％
だ
っ
た
。

本
試
験
受
験
者
は
47
万
５
８
０
人
。
追
試
験
、

再
試
験
等
を
受
け
た
者
は
３
４
７
１
人
（
本
試
験

に
加
え
て
受
け
た
者
も
含
む
。
昨
年
の
追
・
再
試

験
者
は
１
５
３
６
名
）。

国
語
の
平
均
点
は
１
０
５
・
７
４
点
（
２
０
０

点
満
点
）、
教
科
選
択
率
は
94
・
5
％
。

得
点
調
整
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

研
究
会
・
展
覧
会
だ
よ
り

［
場
所
］島
根
大
学
松
江
キ
ャ
ン
パ
ス

（
対
面
）

全
国
漢
文
教
育
学
会

第
úÿ
回
大
会

［
日
時
］２
０
２
３
年
６
月
３
日
（
土
）・
４
日
（
日
）

［
場
所
］横
浜
国
立
大
学
（
対
面
）

創
立
１
５
０
年
記
念
特
集

王
羲
之
と
蘭
亭
序

［
会
期
］（
開
催
中
）〜
２
０
２
３
年
４
月
ùú
日
（
日
）

［
場
所
］東
京
国
立
博
物
館
・
台
東
区
立

書
道
博
物
館

※
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
変
更
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
方
言
研
究
会

第
１
１
６
回
研
究
発
表
会

［
日
時
］２
０
２
３
年
�
月
øĀ
日
（
金
）

［
場
所
］青
山
学
院
大
学
（
対
面
）

日
本
語
学
会
２
０
２
３
年
度
春
季
大
会

［
日
時
］２
０
２
３
年
�
月
ù÷
日
（
土
）・
ùø
日
（
日
）

［
場
所
］青
山
学
院
大
学
（
対
面
）

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会

第
１
４
４
回
島
根
大
会

［
日
時
］２
０
２
３
年
５
月
ùþ
日
（
土
）・
ùÿ
日
（
日
）
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国
語
に
ؔ
͢
る
ੈ
論
ௐ
ࠪ

文
化
庁
は
９
月
30
日
、
令
和
３
年
度
の
「
国
語

に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
を
公
表
し
た
。

今
回
の
調
査
で
は
、
情
報
入
力
機
器
や
ロ
ー
マ

字
表
記
に
関
す
る
意
識
も
調
査
さ
れ
た
。

「
情
報
機
器
の
普
及
で
言
葉
や
言
葉
の
使
い
方

が
影
響
を
受
け
る
と
思
う
か
」
の
問
い
に
は
、90
・

6
％
が
「
受
け
る
と
思
う
」
と
答
え
た
。
そ
の
影

響
と
し
て
「
手
で
字
を
書
く
こ
と
が
減
る
（
89
・

4
％
）」「
漢
字
を
手
で
正
確
に
書
く
力
が
衰
え
る

（
89
・
0
％
）」
な
ど
の
答
え
が
多
か
っ
た
。

情
報
機
器
に
お
け
る
入
力
方
法
で
ロ
ー
マ
字
入

力
を
使
用
す
る
割
合
は
54
・
7
％
だ
っ
た
。
ま
た
、

ロ
ー
マ
字
表
記
方
法
に
複
数
の
種
類
が
あ
る
場
合

（「A
ichi

」
と
「A

iti

」
な
ど
）、
自
分
で
書
く
際

の
表
記
は
単
語
ご
と
に
訓
令
式
、
ヘ
ボ

ン
式
を
用
い
る
割
合
が
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
。

େ
学
ೖ
学
ڞ
௨
ς
ε
τ
の
ࢼ
࡞


ެ
ද

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
は
、
11
月
９
日
、
令
和
７

年
度
入
試
か
ら
実
施
さ
れ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス

ト
の
試
作
問
題
を
公
表
し
た
。
令
和
７
年
度
入
試

か
ら
は
、新
教
科
「
情
報
」
が
追
加
さ
れ
る
な
ど
、

教
科
・
科
目
が
再
編
さ
れ
（
６
教
科
30
科
目
↓
７

ҭʹؔΘΔใͱڭɾޠࠃ
तۀʹཱͭΛूΊ·͠ ͨɻ





教育行政関係
文科省「全国学生調査」結果公表
ʢ�����ʣ
大学入試センター、「情報」含む令和７
年度以降用の試作問題を公表ʢ����ʣ
都教委、都立高入試に「スピーキング
テスト」実施ʢ�����ʣ
文科省、「生徒指導提要」改訂ʢ����ʣ
中教審「『令和の日本型学校教育』を担
う教師の育成・採用・研修等の在り方
について」答申ʢ�����ʣ
令和５年度大学入学共通テスト実施
ʢ������ʣ

国語関係・時事
「国語に関する世論調査」結果公表ʢ����ʣ
ノーベル文学賞はアニー・エルノー氏
ʢ����ʣ
AI 文章生成ツールを使った小説の文
学賞、結果発表ʢ�����ʣ
ユネスコ無形文化遺産に「風流踊り」
など登録ʢ�����ʣ
「今年の漢字」は「戦」ʢ�����ʣ
芥川賞は『この世の喜びよ』（井戸川射
子）、『荒地の家族』（佐藤厚志）、直木
賞は『地図と拳』（小川哲）、『しろがね
の葉』（千早茜）が受賞。ʢ����ʣ
永井路子死去。97歳ʢ����ʣ
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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
！

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

郵
送
も
可
。

Ӧ
ۀ
ͩ
Α
Γ
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大
修
館
出
版
販
売
に
入
社
し
て
は
や
数
か
月
、
商
品
の
知
識
を
勉
強
し

て
少
し
で
も
先
生
方
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
と
研
鑽
に
励
む
日
々
で

す
。
そ
ん
な
若
輩
者
の
私
に
学
校
の
先
生
方
は
様
々
な
情
報
を
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
仕
事
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
最
新
時
事
や
地
域
の
こ
と
、

ス
ポ
ー
ツ
ニ
ュ
ー
ス
、
は
た
ま
た
ご
当
地
名
物
ま
で
。
日
々
、
多
様
な
ニ

ュ
ー
ス
に
ア
ン
テ
ナ
を
伸
ば
し
て
情
報
を
収
集
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ

と
感
服
い
た
し
ま
し
た
。
私
も
新
し
い
仕
事
を
覚
え
る
の
は
勿
論
こ
と
、

積
極
的
に
世
間
に
目
を
向
け
て
ア
ン
テ
ナ
を
伸
ば

し
、
日
々
勉
強
し
て
一
人
前
の
営
業
マ
ン
に
な
る
べ

く
、
精
進
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

東
北
支
店

鈴
木
智
大

先
日
、
高
校
サ
ッ
カ
ー
大
阪
大
会
決
勝
を
観
戦
し
ま
し
た
。
延
長
戦
に

突
入
し
、
終
了
の
笛
が
鳴
る
ま
で
頻
繁
に
好
守
が
入
れ
替
わ
る
大
接
戦
で

し
た
。
そ
の
試
合
中
、
一
方
の
チ
ー
ム
の
監
督
が
「
パ
ラ
パ
ラ
し
よ
う
」

と
選
手
に
声
掛
け
し
て
い
ま
し
た
。
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
に
速
読
脳
ト
レ
を

取
り
入
れ
て
い
る
学
校
で
、
パ
ラ
パ
ラ
と
本
を
め
く
る
よ
う
に
常
に
試
合

中
ま
わ
り
を
見
て
情
報
を
頭
に
入
れ
集
中
力
を
高
め
る
こ
と
を
指
し
ま

す
。
ス
ポ
ー
ツ
で
は
瞬
時
の
状
況
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
を
高

め
る
た
め
速
読
脳
ト
レ
を
導
入
し
て
い
る
プ
ロ
選
手
や
部
活
動
が
多
い
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。

最
近
の
体
力
面
の
衰
え
を
補
う
た
め
、
私
も
速
読

脳
ト
レ
に
取
り
組
み
、
情
報
処
理
能
力
を
少
し
で
も

高
め
、
延
長
戦
目
指
し
て
抗
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

関
西
支
店

福
士
俊
浩

家
の
近
く
に
、
約
六
五
〇
本
も
の
梅
の
木

の
あ
る
公
園
が
あ
り
ま
す
。
小
誌
の
編
集
が

始
ま
っ
た
こ
ろ
に
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ
び
始

め
、
校
了
が
近
づ
い
た
今
、
ま
さ
に
満
開
を

迎
え
て
い
ま
す
。

一
年
前
、
転
職
を
機
に
現
在
の
住
所
に
引

っ
越
す
ま
で
、
じ
っ
く
り
と
梅
を
眺
め
る
機

会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
桜
に
比
べ
て
地
味
な
印
象
を

も
っ
て
い
た
私
は
、
紅
、
ピ
ン
ク
、
白
と
色

と
り
ど
り
な
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
品

種
に
よ
っ
て
花
び
ら
の
形
や
数
、
香
り
ま
で

も
が
異
な
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
何
度
も
通
う
う
ち
に
、
そ
の
違
い
や
そ

の
中
に
自
分
の
お
気
に
入
り
の
木
を
見
つ
け

る
楽
し
さ
に
、
す
っ
か
り
取
り
つ
か
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

さ
て
、
新
学
期
が
始
ま
り
、
こ
れ
か
ら
先

生
方
が
新
し
い
教
科
書
で
色
と
り
ど
り
の
授

業
を
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
号

で
は
、
編
集
部
に
届
い
た
新
課
程
の
授
業
に

つ
い
て
の
お
困
り
の
声
を
取
り
上
げ
、
そ
れ

ぞ
れ
に
対
す
る
授
業
実
践
案
を
ご
紹
介
し
ま

し
た
。
新
学
期
の
授
業
づ
く
り
の
一
助
に
し

て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。（
明
）
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