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日
本
国
語
教
育
学
会

弟
六
八
回

国
語
教
育
全
国
大
会
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平
成

年
８
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９
日
）
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高
等
学
校

読
む
こ
と
（
古
典
）

現
代
語
訳
を
活
用
し
た
『
古
事
記
』
の
指
導
（
国
語
総
合
）

～
～
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
指
導
を
例
に
～
～

東
京
都
立
日
比
谷
高
等
学
校

保
戸
塚

朗

http://m
em
bers.jcom
.hom
e.ne.jp/dec.fam
ily/

〈
レ
ジ
ュ
メ
構
成
〉

１

こ
の
発
表
の
見
取
り
図

２

研
究
授
業
を
通
し
て
考
え
た
こ
と

３

平
成
十
五
年
度
「
ま
な
び
」（
中
堅
校
部
会
・
古
典
）
研
究
授
業
用
指
導
案

４

資
料

１

こ
の
発
表
の
見
取
り
図

〈
１

問
題
意
識
〉

【
Ａ

時
間
減
の
中
で
の
国
語
科
指
導
】

（
１
）
時
間
減
（
小
・
中
学
校
＋
高
校
）
と
い
う
現
実
の
中
で
、
ど
う
力
を
養
う
の
か
。

↓
①
国
語
科
と
し
て
の
明
確
な
「
指
導
目
標
」
を
持
ち
、

②
そ
れ
を
生
か
す
「（
年
間
）
指
導
計
画
」
を
立
て
、

③
そ
れ
を
生
か
す
「
教
材
」
を
厳
選
す
る
。

（
２
）
少
な
い
時
間
の
中
で
、
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
指
導
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
（「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書

く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
な
ど
）
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
指
導
を
工
夫
し
た
い
。

【
Ｂ

古
典
を
読
む
力
】

（
１
）
時
間
減
と
い
う
現
実
の
中
で
、
指
導
の
基
本
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

↓
古
典
の
指
導
の
基
本
と
は
、「
古
典
に
親
し
む
態
度
」
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
同
時
に
、「
古
典
を
読
む
力
」
を
養
い
た
い
。

（
３
）
さ
ま
ざ
ま
な
指
導
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
広
が
り
の
あ
る
古
典
の
指
導
を
目
指
し
た
い
。

【
Ｃ

現
代
語
訳
の
活
用
】

（
１
）
時
間
減
＋
多
く
の
教
材
↓
現
代
語
訳
の
計
画
的
な
活
用
。

（
２
）
現
代
語
訳
の
捉
え
方
（
ど
ん
な
現
代
語
訳
を
、
ど
の
よ
う
に
編
集
し
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か
、

な
ど
）

【
Ｄ

古
事
記
の
教
材
性
】

（
１
）
古
事
記
の
お
も
し
ろ
さ
。

（
２
）
教
室
で
扱
う
際
の
注
意
点
。

〈
参
考
〉
「
ま
な
び
」

＊
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
及
び
東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
が
平
成
十
五
年
度
か
ら
開
始
し
た
事
業
で
、
授

業
改
善
や
授
業
研
究
の
み
に
特
化
し
た
、
教
員
の
実
践
的
な
教
科
指
導
力
の
向
上
を
図
る
主
体
的
な
研
究
組

織
。
平
成
十
五
年
度
に
は
「
進
学
指
導
重
点
校
部
会
」「
中
堅
校
部
会
」「
基
礎
学
力
充
実
校
部
会
」「
定
時
制

通
信
制
部
会
」「
中
高
一
貫
教
育
校
部
会
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
科
目
ご
と
に
研
修
を
進
め
た
。

〈
２

発
表
の
内
容
〉

（
１
）「
ま
な
び
」
研
究
授
業
の
内
容

（
２
）
研
究
授
業
を
通
し
て
考
え
た
こ
と

・
現
代
語
訳
の
活
用

・
古
事
記
の
教
材
性
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２

研
究
授
業
を
通
し
て
考
え
た
こ
と

●
「
ま
な
び
」
の
研
究
授
業

「
ま
な
び
」
で
の
私
の
問
題
意
識
は
、
国
語
総
合
に
お
い
て
、「
時
間
減
と
い
う
現
実
の
中
で
」「
古
典
を
読
む
力
」

を
効
果
的
に
養
う
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
当
時
の
勤
務
校
が
い
わ

ゆ
る
基
礎
学
力
充
実
校
で
あ
っ
た
た
め
に
、
指
導
の
目
標
と
す
べ
き
「
古
典
を
読
む
力
」
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
に
つ

い
て
も
考
え
の
一
端
を
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。（
６
〜
８
頁
参
照
。
た
だ
し
、「
古
典
を
読
む
力
」
を
ど
う
捉
え
る

か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、「
関
心
・
意
欲
」
と
い
っ
た
点

を
ど
う
盛
り
込
む
か
は
重
要
な
視
点
で
あ
ろ
う
。）

さ
て
、
以
上
の
問
題
意
識
に
対
す
る
一
つ
の
具
体
的
な
指
導
と
し
て
、「
現
代
語
訳
を
活
用
し
た
古
事
記
の
指
導
」

を
提
案
し
た
。
提
案
の
理
由
は
、

①
現
代
語
訳
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
授
業
展
開
が
で
き
る
。（
↓
時
間
減
の
中
で
「
読
む
こ
と
」

の
量
を
確
保
し
た
い
。）

②
そ
の
中
で
、
話
の
内
容
を
捉
え
る
、
イ
ラ
ス
ト
を
書
く
（
読
解
を
深
め
る
）、
話
の
内
容
を
抽
象
化
し
て
ま
と

め
る
、
原
文
を
暗
誦
す
る
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
が
組
織
で
き
る
。（
↓
生
徒
の
主
体
的
な
学
習

（
言
語
）
活
動
を
授
業
の
中
心
に
据
え
た
い
。）

③
原
文
を
音
読
し
て
味
わ
う
と
い
う
（
勤
務
校
の
実
態
に
即
し
た
）
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
。（
↓
「
古
典
を

読
む
力
」
を
養
い
た
い
。）

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
を
い
え
ば
、
こ
の
提
案
の
根
本
に
あ
っ
た
の
は
、
三
浦
佑
之
『
口
語
訳
古
事
記
｛
完
全
版
｝』（
文
藝

春
秋
、
二
〇
〇
二
）
が
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
古
老
の
語
り
口
を
持
ち
、
脚
注
に
も
知
的
好
奇
心
を
刺

激
す
る
内
容
を
満
載
す
る
こ
の
「
現
代
語
訳
」
を
、
何
と
か
し
て
教
材
化
で
き
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が
、
す
べ
て
の

始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
『
口
語
訳
古
事
記
｛
完
全
版
｝』
を
教
材
化
す
る
中
で
工
夫
し
た
こ
と
は
、

①
（
現
代
語
訳
で
あ
る
こ
と
を
活
用
し
て
）
神
話
の
背
景
に
あ
る
思
想
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
古
典
の
奥
深
さ
に

触
れ
さ
せ
る
。

②
複
数
の
教
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
分
量
を
こ
な
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
の
響
き

合
い
に
よ
っ
て
、
理
解
の
深
ま
り
を
目
指
す
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

研
究
授
業
の
後
の
検
討
会
で
は
、
概
ね
指
導
の
意
図
は
達
成
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
評
価
を
い
た
だ
け

た
。
教
材
と
し
て
用
い
た
三
浦
訳
に
対
す
る
共
感
の
意
見
も
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
生
徒
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
現
代
語
訳
だ
と
用
語
に
難
し
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
も
う
少
し
短
縮
化
し
た
教
材
化
も
必
要
で

は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
も
交
換
さ
れ
、
生
徒
に
与
え
る
「
テ
キ
ス
ト
」
の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
た
。

授
業
の
ま
と
め
の
段
階
に
原
文
の
音
読
を
位
置
づ
け
た
が
、
内
容
の
理
解
を
先
に
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
短
い
時

間
の
割
に
は
予
想
以
上
に
上
手
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
音
読
の
重
要
性
、
さ
ら
に
、
教
員
に
よ
る
魅
力
的
な
範
読

の
重
要
性
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
確
認
し
あ
う
こ
と
が
で
き
た
。

●
現
代
語
訳
の
考
え
方

斎
藤
兆
史
・
野
崎
歓
『
英
語
の
た
く
ら
み
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
た
わ
む
れ
』（
東
大
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）
と
い
う
本

の
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

野
崎

柴
田
さ
ん
の
「
賞
味
期
限
」
の
説
に
つ
い
て
は
ち
ょ
っ
と
反
論
し
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
柴
田
さ
ん
は
原

作
と
い
う
の
は
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
と
は
い
わ
な
い
け
ど
、
不
変
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
、
翻
訳

は
は
る
か
に
賞
味
期
限
が
短
く
て
、
新
し
く
訳
し
直
す
必
要
が
出
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
だ

け
ど
、
で
も
『
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
・
イ
ン
・
ザ
・
ラ
イ
』
の
場
合
、
原
作
の
文
章
だ
っ
て
あ
る
意
味
賞
味
期
限
が

来
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
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ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
さ
ん
と
い
う
日
本
文
学
の
翻
訳
家
が
い
る
ん
だ
け
ど
、
彼
に
原
文
は
ど
う
な

ん
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、「
い
ま
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
、
あ
れ
は
古
い
文
体
で
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
当
然
だ
と
思
う
。
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
話
し
方
ほ
ど
あ
っ
と
い
う
ま
に
古
び
る
も
の
は

な
い
の
だ
か
ら
。
逆
に
、
絶
え
ず
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
の
は
翻
訳
の
強
味
だ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
ゲ
ー
テ
の
詩
に
は
、
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
で
枯
れ
か
か
っ
て
い
た
自
分
の
詩
が
み
ず
み
ず
し
く
蘇
っ
た

と
い
う
喜
び
を
う
た
っ
た
詩
が
あ
り
ま
す
。

日
本
に
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
訳
が
四
十
も
あ
る
、
お
れ
た
ち
は
一
種
類
し
か
読
め
な
い
ん
だ
と
イ
ギ
リ
ス

人
が
う
ら
や
ん
だ
と
い
う
話
も
あ
る
け
れ
ど
、
た
し
か
に
そ
れ
は
翻
訳
文
化
の
豊
か
さ
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
で
は
な
い
け
れ
ど
、
翻
訳
は
原
作
の
の
ち
の
人
生
、
原
作
の
未
来
な
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
新
し

い
生
命
を
つ
く
り
出
せ
る
と
い
う
の
は
幸
せ
だ
と
思
う
し
、
ま
た
そ
う
い
う
か
た
ち
で
原
作
が
生
き
延
び
た
状

態
に
出
会
え
る
翻
訳
の
読
者
と
い
う
の
も
や
っ
ぱ
り
幸
せ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

斎
藤

う
ん
。
し
か
も
、
翻
訳
に
よ
っ
て
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
の
を
見
る
こ
と
で
、
原
作
が
さ
ら
に
よ

く
分
か
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
論
文
と
し
て
見
て
も
い
い
く
ら
い
の
も
の
で
、
い
ろ

ん
な
時
代
に
い
ろ
ん
な
翻
訳
が
あ
る
の
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
原
作
が
深
く
読
め
る
と
い
う
意
味
合

い
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
典
作
品
と
現
代
語
訳
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
う
。

古
典
の
授
業
と
し
て
、
古
典
作
品
の
原
文
を
読
む
力
を
養
う
こ
と
は
、
情
報
化
が
進
み
、
古
典
作
品
の
原
文
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
ま
す
ま
す
容
易
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
や
は
り
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
目
の
前
の
生
徒
た
ち
の
状
況
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
原
文
に
触
れ
さ
せ
る
指
導
が
古
典
指
導
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

同
時
に
、
そ
の
原
文
に
至
る
指
導
の
過
程
で
、
ど
の
よ
う
に
現
代
語
訳
を
活
用
す
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研

究
も
、
さ
ら
に
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。「
ま
な
び
」
研
究
授
業
後
の
検
討
会
で
は
、

「
入
門
期
以
外
に
、
ど
の
よ
う
に
現
代
語
訳
を
使
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
」

「
こ
ん
な
に
多
く
の
（
と
い
う
か
、
教
材
す
べ
て
の
）
現
代
語
訳
を
与
え
て
い
い
の
か
自
信
が
な
か
っ
た
」

「
ど
ん
な
現
代
語
訳
が
効
果
的
な
の
か
」

と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
た
。
総
合
国
語
の
「
国
語
Ⅰ
」「
国
語
Ⅱ
」
の
時
代
か
ら
、
現
代
語
訳
の
活
用
が
工
夫
さ
れ
続

け
て
い
る
が
、
実
際
に
現
代
語
訳
を
使
う
場
面
で
は
、
ま
だ
ま
だ
有
効
な
見
通
し
を
持
て
な
い
で
い
る
教
員
も
多
い
の

か
も
知
れ
な
い
。

現
代
語
訳
を
活
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

①
年
間
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
配
当
す
る
の
か
。

↓
年
間
学
習
指
導
計
画
の
中
で
位
置
づ
け
る
。

②
現
代
語
訳
を
活
用
す
る
の
に
ど
の
教
材
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
。

↓
年
間
学
習
指
導
計
画
の
中
で
位
置
づ
け
る
。

③
単
元
の
中
で
ど
の
程
度
の
比
重
で
用
い
る
の
か
。

↓
年
間
学
習
指
導
計
画
の
中
で
位
置
づ
け
る
。

④
現
代
語
訳
を
い
つ
示
す
の
か
（【
導
入
】
で
、【
展
開
】
で
、【
ま
と
め
】
で
、
宿
題
と
し
て
、
な
ど
）。

↓
各
教
材
ご
と
の
指
導
案
で
位
置
づ
け
る
。

⑤
全
体
の
訳
な
の
か
部
分
訳
な
の
か
（
地
の
文
は
現
代
語
訳
＋
会
話
文
は
原
文
で
、
な
ど
）。

↓
各
教
材
ご
と
の
指
導
案
で
位
置
づ
け
る
。

⑥
ど
の
訳
を
示
す
の
か
（
学
者
の
訳
、
作
家
の
訳
、
教
員
や
生
徒
の
訳
、
マ
ン
ガ
訳
、
英
訳
、
な
ど
）。

↓
指
導
目
標
と
の
連
携
に
よ
っ
て
工
夫
す
る
。

⑦
複
数
の
訳
を
組
み
合
わ
せ
る
指
導
は
ど
う
か
（
解
釈
の
比
較
、
な
ど
）。

↓
指
導
目
標
と
の
連
携
に
よ
っ
て
工
夫
す
る
。

⑧
関
連
教
材
の
現
代
語
訳
は
ど
う
か
。

↓
指
導
目
標
と
の
連
携
に
よ
っ
て
工
夫
す
る
。

⑨
鑑
賞
文
な
ど
の
活
用
は
ど
う
か
（
和
歌
教
材
で
現
代
語
訳
で
は
な
く
鑑
賞
文
を
活
用
す
る
、
な
ど
）。

↓
指
導
目
標
と
の
連
携
に
よ
っ
て
工
夫
す
る
。

と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
計
画
が
必
要
に
な
ろ
う
。
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さ
て
、
現
代
語
訳
の
活
用
が
想
定
さ
れ
る
場
合
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
、

（
１
）「
国
語
総
合
」
の
入
門
期
に
、
説
話
教
材
で
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
原
文
を
何

度
も
音
読
す
る
こ
と
に
時
間
を
か
け
る
べ
き
で
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
現
代
語
訳
で
与
え
る
方
が

よ
い
だ
ろ
う
。（
現
在
の
国
語
総
合
の
教
科
書
は
そ
う
な
っ
て
い
る
）

（
２
）
同
じ
く
入
門
期
に
、『
竹
取
物
語
』
で
、
辞
書
の
引
き
方
を
練
習
し
な
が
ら
、
か
ぐ
や
姫
が
普
通
の
人
間
と

は
異
な
っ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
辞
書
で
引
か
せ
た
い
語
の
訳
の
部
分
を
空
欄
に
し
た
現

代
語
訳
を
使
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
の
描
か
れ
方
の
分
析
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
辞
書
の
学
習
も
展
開
す
る
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
入
門
期
に
、『
今
昔
物
語
集
』
の
「
馬
盗
人
」
を
使
い
、
現
代
と
は
異
な
る
武
士
た
ち
の
生
き
方
に
触
れ
さ

せ
る
こ
と
で
、
古
典
の
世
界
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
喚
起
す
る
授
業
を
計
画
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、

福
永
武
彦
訳
を
使
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
逐
語
的
で
あ
る
よ
り
も
、
読
み
や
す
さ
や
臨
場
感
と
い
っ
た
要
素

を
優
先
し
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
長
め
の
作
品
で
あ
り
、
す
べ
て
原
文
で
扱
う

必
要
は
な
い
。
音
読
も
採
り
入
れ
る
な
ら
、
会
話
部
分
の
み
原
文
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
方
法
も
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

（
４
）
古
典
に
慣
れ
て
き
た
時
期
に
、『
徒
然
草
』
の
あ
る
章
段
の
版
本
の
挿
し
絵
を
使
っ
て
、
話
の
内
容
と
そ
こ

か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
授
業
を
展
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
想
像
し
た
結
果
に
つ
い
て
意

見
を
交
換
し
あ
っ
た
後
、
そ
の
章
段
の
現
代
語
訳
を
示
し
て
内
容
を
つ
か
み
、
音
読
を
し
て
授
業
を
ま
と
め
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
原
文
の
読
解
を
逐
語
的
に
進
め
る
よ
う
で
は
、
挿
し
絵
に
親
し
ん
で
い

た
生
徒
た
ち
の
リ
ズ
ム
が
狂
っ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

（
５
）
二
年
次
の
「
古
典
」
で
、『
大
鏡
』
の
「
花
山
院
の
出
家
」
を
扱
い
、
内
容
と
共
に
助
動
詞
「
つ
」
と
「
ぬ
」

の
用
法
の
違
い
を
考
え
る
と
い
う
文
法
の
学
習
を
中
心
に
置
い
た
場
合
で
も
、
先
ず
は
現
代
語
訳
を
利
用
し
て

実
は
「
つ
」
も
「
ぬ
」
も
現
代
語
訳
で
は
「
〜
タ
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
学
習
の
き
っ
か
け
に
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
上
で
現
代
語
訳
で
内
容
を
理
解
さ
せ
、
同
じ
「
〜
タ
」
と
い
う
訳
で
あ
り
な
が
ら
、

「
つ
」
と
「
ぬ
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
が
違
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、『
大
鏡
』
の
持
つ
批

判
意
識
を
、
文
法
（
表
現
）
と
印
象
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
原
文
の
終
助
詞
と
、
そ

の
部
分
の
現
代
語
訳
を
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。）

（
６
）
三
年
次
の
「
古
典
講
読
」
で
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壷
」
巻
の
更
衣
の
死
の
場
面
を
扱
っ
て
、『
源
氏
物
語
』

の
人
間
像
に
迫
る
と
い
う
授
業
を
構
想
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
面
ま
で
の
内
容
を
、
円
地
文
子
訳
（
あ
る

い
は
「
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
」
な
ど
）
で
読
ま
せ
る
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

と
い
っ
た
事
例
が
思
い
つ
く
。「
国
語
総
合
」
か
「
古
典
」
か
「
古
典
講
読
」
か
と
い
う
こ
と
で
も
違
っ
て
く
る
が
、

「
古
典
に
親
し
ま
せ
る
」
と
い
う
視
点
と
と
も
に
、「
時
間
減
の
中
で
多
読
を
目
指
す
」、「
古
文
を
読
み
解
く
力
を
養

う
」
と
い
う
面
か
ら
も
、
指
導
目
標
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
現
代
語
訳
の
活
用
を
積
極
的
に
考
え
た
い
。

な
お
、
何
を
「
よ
い
現
代
語
訳
」
と
考
え
る
の
か
と
い
う
点
だ
が
、
そ
れ
は
指
導
目
標
に
と
も
な
っ
て
変
化
す
る
こ

と
に
な
る
。
古
典
学
習
の
場
面
で
は
、
基
本
的
に
は
正
確
な
逐
語
訳
、
例
え
ば
新
編
全
集
な
ど
の
学
者
の
訳
が
「
よ
い

訳
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
表
現
学
習
と
か
ら
め
る
な
ら
、
例
え
ば
橋
本
治
『
窯
変
源
氏
物
語
』（
全
十
四
卷
、

中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
〜
九
三
、
現
在
は
中
公
文
庫
）
を
「
よ
い
訳
」
と
認
定
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
現
代
語
訳
と
い
う
も
の
を
固
定
的
に
捉
え
ず
、
広
が
り
の
あ
る
指
導
を
目
指
し
た
い
。

●
古
事
記
と
現
代
語
訳

「
原
文
で
読
む
」
と
は
い
っ
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
校
訂
本
文
を
使
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
に
校
訂
者

の
読
み
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
特
に
古
事
記
の
場
合
は
、
も
と
も
と
は
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
原
文
で
読
む
」
と
い
う
「
原
文
」
が
、
既
に
「
原
文
」
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
か
な
り
大
雑
把
な
言
い
方
に
は
な
る
が
、
古
事
記
の
場
合
、「
原
文
」
も
「
現
代
語
訳
」
も
大
差
な
い
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。（
三
浦
佑
之
先
生
は
、
原
漢
文
＋
現
代
語
訳
の
プ
リ
ン
ト
で
講
義
を
な
さ
っ
て
い
る
由
）

こ
れ
を
古
典
学
習
の
面
か
ら
考
え
み
る
と
、「
内
容
の
理
解
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、「
古
事
記
」
で
は
あ
ま

り
「
原
文
」
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
文
体
は
、
も
と
も
と
語
り
の
要
素
を
色
濃
く
残
す
も
の
で
あ
り
、「
故
」「
し
か
く
し
て
」
な
ど
の
繰

り
返
し
に
よ
る
美
し
い
リ
ズ
ム
感
に
は
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
校
訂
者
に
よ
っ
て
異
な
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
古
代
の
思
想
を
支
え
る
古
典
の
リ
ズ
ム
と
し
て
、
授
業
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
。
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●
古
事
記
の
教
材
性
と
政
治
性

古
事
記
の
教
材
性
に
つ
い
て
は
、
８
〜
９
頁
を
参
照
。

古
事
記
を
扱
う
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
古
事
記
の
政
治
性
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
「
こ
の
授
業

は
政
治
性
と
は
無
縁
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
お
も
し
ろ
さ
に
注
目
し
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
か
ら
…
」
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
歴
史
教
科
書
の
著
作
者
た
ち
が
、「
政
治
性

と
は
無
縁
で
あ
る
。
歴
史
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
た
い
だ
け
だ
。」
と
主
張
す
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
指
導
者
は
『
古
事
記
』
が
政
治
性
を
持
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し

て
意
識
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
自
分
の
指
導
に
お
け
る
政
治
性
に
対
し
て
も
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど
う
政
治
性
を
克
服
す
る
の
か
と
い
う
の
は
、
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

神
話
と
し
て
表
現
さ
れ
た
古
代
の
人
々
の
思
想
、
例
え
ば
、「
人
の
寿
命
の
起
源
」、「
自
然
の
脅
威
に
対
し
て
知
恵

で
挑
む
こ
と
」
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
指
導
を
展
開
し
た
い
と
い
う
の
が
、
今
回
の
研
究
授
業
の
提

案
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
生
徒
が
ま
と
め
た
も
の
の
中
に
は
、

「
・
天
皇
が
民
を
支
配
す
る
根
拠
づ
け
。
天
皇
の
知
恵
と
力
を
表
し
て
い
る
。」（
都
立
Ｈ
高
等
学
校
）

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
今
ま
で
に
学
習
し
た
日
本
史
や
文
学
史
の
知
識
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
た
の
で
あ

ろ
う
し
、「
支
配
す
る
」
と
い
う
部
分
に
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
授
業
者
の
意

図
と
は
異
な
る
読
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

都
立
Ｈ
高
校
で
の
実
践
は
、
た
ま
た
ま
考
査
前
に
余
裕
が
あ
っ
た
ク
ラ
ス
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
充
分
な
事

後
の
指
導
を
行
っ
て
い
な
い
。
実
際
の
授
業
で
あ
れ
ば
、
生
徒
の
ま
と
め
た
読
み
を
プ
リ
ン
ト
化
し
て
配
付
し
、
い
く

つ
か
の
代
表
的
な
例
を
紹
介
す
る
中
で
鑑
賞
を
深
め
る
と
い
っ
た
展
開
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程

で
、
こ
の
例
の
よ
う
な
読
み
も
採
り
上
げ
な
が
ら
、
読
み
の
広
が
り
を
保
証
は
し
つ
つ
も
、
授
業
者
と
し
て
の
指
導
の

意
図
を
伝
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

結
局
、
政
治
性
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
行
い
、
そ
の
中
で
生
徒
た
ち
が
何
を
学
ん
だ
の
か

と
い
う
こ
と
で
答
え
て
ゆ
く
し
か
な
い
。
学
習
活
動
の
ま
と
め
の
段
階
で
、
生
徒
た
ち
の
感
想
や
自
己
評
価
に
注
目
し
、

自
分
の
目
指
し
た
実
践
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
、
そ
の
都
度
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

●
主
な
参
考
文
献

○
『
古
事
記
』
の
本
文
＝
新
編
全
集
、
古
典
集
成
、
講
談
社
学
術
文
庫
な
ど
。

○
『
古
事
記
注
釈
』
全
四
巻
（
西
郷
信
綱
、
平
凡
社
、
一
九
七
五
～
八
九
）

＊
ち
く
ま
学
芸
文
庫
よ
り
刊
行
中

○
『
口
語
訳

古
事
記
｛
完
全
版
｝
』
（
三
浦
佑
之
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）

○
『
古
事
記
講
義
』
（
三
浦
佑
之
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
三
）

○
『
古
事
記
の
世
界
』
（
西
郷
信
綱
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
）

○
『
ら
く
ら
く
読
め
る
古
事
記
』
（
島
崎
晋
、
廣
済
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
）

○
『
楽
し
い
古
事
記
』
（
阿
刀
田
高
、
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
三
）

○
『
カ
イ
エ
・
ソ
バ
ー
ジ
ュ
Ⅰ

人
類
最
古
の
哲
学
』
（
中
沢
新
一
、
講
談
社
、
二
〇
〇
二
）

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
神
話
と
昔
話

三
浦
佑
之
宣
伝
板
」
（http://hom

epage1.nifty.com
/m

iuras-tiger/

）
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３

平
成
十
五
年
度
「
ま
な
び
」
研
究
授
業
用

指
導
案

授
業
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
な
び

中
堅
校
部
会
（
古
典
）

第
六
回
研
修
会

（
平
成

年

月

日
）

15

11

21

『
古
事
記
』
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
指
導
案

東
京
都
立
桐
ヶ
丘
高
等
学
校

保
戸
塚

朗

●
古
典
を
読
む
力

古
典
の
授
業
で
大
切
な
こ
と
は
、「
古
典
を
読
む
力
を
養
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
典
を
読
む
こ

と
で
初
め
て
「
古
典
に
親
し
む
態
度
」
が
養
え
る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
語
訳
の
活
用
や
マ
ン
ガ
の
活
用
、
調
べ
学
習
と

い
っ
た
学
習
材
や
指
導
法
の
工
夫
も
、
結
局
は
「
古
典
を
読
む
力
を
養
う
」
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
近
は
、
目
新
し
い
学
習
材
・
指
導
方
法
と
い
っ
た
面
に
ば
か
り
関
心
が
集
ま
り
、
本
来
の
目
標
で
あ
る
「
古
典
を
読

む
力
を
養
う
」
と
い
う
点
に
対
す
る
配
慮
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
実
際
の
指
導
と
い
う
観
点
か
ら
古
典
を
読
む
力
を

古
典
の
原
文
を

（
１
）
音
読
を
通
し
て
味
わ
い
、

（
２
）
辞
書
や
注
釈
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、

（
３
）
正
確
に
解
釈
す
る
力

と
定
義
し
て
み
た
い
。

こ
の
三
つ
は
、
本
来
総
合
的
な
も
の
と
し
て
養
わ
れ
る
べ
き
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
各
学
校
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
に
応
じ
て
、
到
達
す
べ
き
目
標
を
ど
こ
に
設
定
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
差
が
出
て
こ
ざ
る
を
得

な
い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
進
学
校
で
あ
れ
ば
、
入
試
と
い
う
現
実
が
あ
る
以
上
、（
３
）
を
こ

と
さ
ら
目
指
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
一
方
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
学
力
充
実
校
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
古
典
に

触
れ
さ
せ
、
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、「
正
確
に
音
読
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
最
低
限
の
指
導
目
標
と
す
る

と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
の
原
文
を
読
む
力
の
指
導
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。

先
ず
、（
１
）「
音
読
を
通
し
て
味
わ
い
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
言
語
を
学
ぶ
際
の
基
本
と
な
る
力
で
あ

る
。
昨
今
の
音
読
ブ
ー
ム
で
は
な
い
が
、
古
典
教
育
の
分
野
で
も
音
読
の
重
要
性
は
か
ね
て
か
ら
強
調
さ
れ
続
け
て
き

た
。「
国
語
総
合
」
の
学
習
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
古
典
独
特
の
リ
ズ
ム
を
体
得
す
る
こ
と
（
身
体
で
学
習
す
る
こ

と
）
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
リ
ズ
ム
を
統
御
す
る
文
法
を
体
得
す
る
こ
と
（
身
体
で
学
習
す
る
こ
と
）
に
つ
な
が
り
、
そ

れ
が
文
法
を
理
論
的
に
学
習
す
る
こ
と
（
頭
で
学
習
す
る
こ
と
）
の
根
本
に
な
る
と
い
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

古
典
の
表
現
の
美
し
さ
に
魅
力
を
感
じ
る
生
徒
も
多
く
、
教
材
選
択
と
か
ら
め
な
が
ら
、
特
に
意
識
し
て
育
て
た
い
重

要
な
力
と
い
え
る
。

な
お
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
の
学
習
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
昔
の
発
音
が
正
確
に
は
確
定
で
き
な
い

以
上
、
必
要
以
上
に
公
式
的
な
読
み
方
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
聞
い
て
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
読
め
ば
い
い
の
で

あ
っ
て
、
必
要
以
上
に
生
徒
を
萎
縮
さ
せ
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

語
句
を
正
確
に
読
む
こ
と
（
漢
字
学
習
）
や
、
言
葉
の
強
弱
・
抑
揚
・
速
度
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
も
、「
話
す
こ
と

・
聞
く
こ
と
」
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
適
切
に
指
導
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、（
２
）「
辞
書
や
注
釈
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
流
行
の
言
葉
で
い
え
ば
、
古

典
分
野
に
お
け
る
情
報
検
索
能
力
・
情
報
活
用
能
力
の
育
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
学
び
方
」
を
学
ぶ

学
習
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
従
来
こ
の
部
分
の
指
導
に
関
し
て
は
、
暗
記
に
重
き
を
置
く
傾
向
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
「
国
語
総
合
」
で
は
、
暗
記
す
べ
き
知
識
を
精
選
す
る
こ
と
と
、
そ
の
知
識
を
活
用
し
な
が
ら



- 7 -

的
確
に
語
句
・
文
法
の
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
養
う
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
指
導
が
課
題
と
な
っ
て

く
る
。

例
え
ば
、
原
文
を
ノ
ー
ト
に
書
写
し
て
現
代
語
訳
す
る
と
い
う
学
習
法
も
、
①
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
慣
れ
る

②
辞

書
を
活
用
し
て
語
句
の
意
味
・
用
法
を
知
る

③
文
法
的
知
識
を
身
に
つ
け
る

④
自
宅
で
の
古
典
学
習
の
習
慣
を
つ

け
る
、
と
い
っ
た
点
で
効
果
的
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る
（
３
）「
正
確
に
解
釈
す
る
力
」
を
到
達
目
標
と
す
る
学
校
で

は
、
導
入
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
指
導
法
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
の
古
語
辞
典
は
、
例
え
ば
「
に
ふ

だ
う
（
入
道
）」
と
い
う
古
典
の
仮
名
遣
い
を
知
ら
ず
に
「
に
ゅ
う
ど
う
」
と
引
い
て
も
、
目
的
の
「
入
道
」
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
電
子
辞
書
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
教
科
書
の
テ
キ
ス

ト
も
、
特
に
「
国
語
総
合
」
の
場
合
は
、
生
徒
の
余
計
な
負
担
を
減
ら
す
べ
く
、
底
本
が
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
て
も
、

意
味
の
取
り
や
す
い
漢
字
に
校
訂
し
た
本
文
を
載
せ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
①
調
べ
て
分
か
る
こ
と

②
調
べ
る
た
め
に
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と

を
明
確
化
し
、
①
に
つ
い
て
は
そ
の
具
体
的
な
検
索
方
法
を
繰
り
返
し
演
習
し
、
②
に
つ
い
て
は
プ
リ
ン
ト
学
習

な
ど
を
通
し
て
、
知
識
の
定
着
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
指
導
の
中
心
と
な
る
。
多
義
語
や
基
本
的
な
助
詞
・
助
動
詞
に

つ
い
て
は
、
そ
の
語
の
基
本
的
な
語
感
・
用
法
を
、
文
脈
の
中
で
し
っ
か
り
と
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
段
階
で
の

目
標
と
な
ろ
う
。

最
終
的
に
は
、（
３
）「
正
確
に
解
釈
す
る
力
」
が
育
成
す
べ
き
目
標
と
な
る
が
、
こ
の
力
に
つ
い
て
は
、
ア
「
語

学
的
理
解
の
力
」（
語
彙
・
文
法
・
修
辞
な
ど
）

イ
「
内
容
的
理
解
の
力
」（
構
成
・
テ
ー
マ
・
思
想
心
情
・
批
評

鑑
賞
な
ど
）

ウ
「
歴
史
的
理
解
の
力
」（
文
学
史
、
古
典
常
識
な
ど
）
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
る
こ
と
が
一

般
的
で
あ
る
。

実
際
の
授
業
で
は
、
易
し
い
も
の
か
ら
難
し
い
も
の
へ
と
配
列
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
・
内
容
の
教
材
作
品

を
題
材
に
、
①
歴
史
的
仮
名
遣
い

②
辞
書
の
活
用
法

③
基
本
的
な
語
彙
・
語
法

④
基
本
的
な
文
法
知
識

⑤
基

本
的
な
修
辞
法

⑥
古
典
常
識

と
い
っ
た
事
項
を
採
り
上
げ
な
が
ら
作
品
を
読
み
進
め
、
授
業
の
ま
と
め
段
階
で
批

評
・
鑑
賞
す
る
、
と
い
っ
た
指
導
を
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
語
学
的
理
解
の
力
」
と
「
歴

史
的
理
解
の
力
」
を
段
階
的
に
養
い
、
そ
れ
を
「
内
容
的
理
解
の
力
」
に
ま
と
め
上
げ
、
そ
の
「
内
容
的
理
解
の
力
」

を
、
さ
ら
に
高
度
な
「
語
学
的
理
解
の
力
」「
歴
史
的
理
解
の
力
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
深
く
正
確
な

も
の
へ
と
育
て
て
ゆ
く
、
と
考
え
る
の
が
古
典
指
導
の
骨
格
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
指
導
法
な
が
ら
も
、
従
来
は
「
語
学
的
理
解
の
力
」
の
養
成
を
重
視
す
る
指
導
が
「
古
典
」
の
授
業
の

一
般
的
な
姿
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
訓
詁
注
釈
型
」
の
授
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
徒
が
多
様
化
し
、
授
業
時
数
も

減
る
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、「
語
学
的
理
解
の
力
」
の
養
成
に
重
点
を
置
い
て
コ
ツ
コ
ツ
と
暗
記
知
識
を
積
み
重
ね
る

指
導
法
は
、
特
に
入
門
期
の
「
国
語
総
合
」
に
お
い
て
は
、
多
く
の
現
場
で
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
基
本
的
な
作
品
を
あ
る
程
度
多
読
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
内
容
的
理
解
の
力
」
と
「
歴
史
的
理

解
の
力
」
の
幅
を
広
げ
な
が
ら
、
総
合
的
に
「
原
文
を
読
む
」
力
を
養
っ
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
、「
語
学
的
理
解
の
力
」

を
「
内
容
的
理
解
の
力
」
に
結
実
さ
せ
る
と
い
う
方
向
で
の
指
導
で
は
な
く
、
先
ず
「
内
容
的
理
解
の
力
」
を
養
う
こ

と
を
中
心
に
置
き
、
そ
の
過
程
で
「
語
学
的
理
解
の
力
」
を
養
う
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
続
く
「
古
典
」「
古

典
講
読
」
と
い
っ
た
科
目
の
学
習
に
結
び
つ
け
る
と
い
っ
た
方
向
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
現
代
語
訳
の
効
果
的
な
活
用
法
を
工
夫
し
、
そ
こ
に
原
文
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
と
い
っ
た
観
点

か
ら
指
導
を
計
画
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
現
代
語
訳
を
い
つ
示
す
の
か

②
全
体
の
訳
な
の
か

部
分
訳
な
の
か

③
ど
の
訳
を
示
す
の
か
（
新
編
全
集
か
、
作
家
の
訳
か
、
教
員
や
生
徒
の
訳
か
、
マ
ン
ガ
訳
か
、
英

訳
か
、
な
ど
）

④
複
数
の
訳
を
組
み
合
わ
せ
る
指
導
は
ど
う
か
（
解
釈
の
比
較
な
ど
）

⑤
関
連
教
材
の
現
代
語
訳

は
ど
う
か

⑥
鑑
賞
文
な
ど
の
活
用
は
ど
う
か
と
い
っ
た
視
点
で
の
工
夫
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

「
歴
史
的
理
解
の
力
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
充
分
に
指
導
法
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
作
品
と
関
連
さ
せ

て
便
覧
を
活
用
し
た
り
、
文
学
史
の
副
読
本
を
自
習
さ
せ
た
り
と
い
え
っ
た
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、「
内
容
的
理
解
の
力
」
を
養
う
指
導
を
前
面
に
押
し
出
し
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
中
で
総
合
的
に
「
原
文
を

読
む
」
力
を
養
う
た
め
に
は
、
背
景
的
知
識
の
効
果
的
・
印
象
的
な
提
示
が
必
要
と
な
る
。
特
に
、
現
代
と
異
な
る
古

典
世
界
の
風
俗
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
教
材
・
資
料
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
授
業

に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
工
夫
し
た
い
。

「
語
学
的
理
解
の
力
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
が
、
①
調
べ
れ
ば
分
か
る
こ
と
の
調
べ
方
を
習
熟
さ
せ
る

②

調
べ
る
た
め
に
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
実
に
身
に
つ
け
さ
せ
る

と
い
っ
た
指
導
が
「
国
語
総

合
」
の
場
合
は
先
ず
基
本
と
な
る
。
そ
の
上
で
、「
語
学
的
理
解
の
力
」
が
よ
り
深
い
読
解
・
鑑
賞
に
結
び
つ
く
場
面
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を
丁
寧
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
語
学
的
理
解
の
力
」
の
重
要
性
を
体
験
さ
せ
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
「
古
典
」

「
古
典
講
読
」
へ
と
学
習
を
進
め
る
生
徒
に
対
し
て
は
、
知
識
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
方
法
（
具
体
的
に
は
、
文
法

の
体
系
的
指
導
な
ど
）
を
示
す
こ
と
が
重
要
と
な
ろ
う
。

ま
た
、「
語
学
的
理
解
の
力
」
と
す
る
と
見
落
と
し
が
ち
だ
が
、
動
作
主
を
特
定
し
た
り
、
文
の
係
り
受
け
構
造
を

捉
え
る
と
い
っ
た
総
合
力
を
養
う
指
導
を
心
が
け
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。そ
の
た
め
の
音
読
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
、

改
め
て
注
意
を
払
い
た
い
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
進
学
校
で
は
、
重
要
な
多
義
語
や
基
本
的
な
助
詞
・
助
動
詞
に
関
す

る
分
析
的
な
指
導
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
基
本
的
な
語
感
・
用
法
の

理
解
を
前
提
に
す
べ
き
で
あ
り
、い
た
ず
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
知
識
の
暗
記
を
強
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
た
い
。

●
こ
の
指
導
案
に
つ
い
て

こ
の
指
導
案
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

１

『
古
事
記
』
を
入
門
期
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
の
想
像
力
豊
か
な
世
界
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
。

２

現
代
語
訳
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
的
抵
抗
感
な
く
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
。

３

原
文
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
の
文
体
の
美
し
さ
に
触
れ
る
こ
と
。

の
三
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
語
訳
を
活
用
し
て
「
古
典
に
親
し
む
態
度
」
を
養
う
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
す
る
が
、

同
時
に
「（
１
）
音
読
を
通
し
て
味
わ
い
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
「
原
文
を
読
む
」
力
を
養
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
ア
ニ
メ
的
と
も
い
え
る
幻
想
的
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
背
後
に
、
現
実
へ
の
強
烈
な
関
心
と
そ
の
世
界
を

知
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
哲
学
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
を
「
人
類
最
古
の
哲
学
と
し
て
の

神
話
」（
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
）
と
し
て
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
古
典
世
界
の
つ
き
な
い
魅
力
を
知
的
に
伝
え
よ
う

と
す
る
意
図
も
あ
る
。
生
徒
の
感
性
と
知
的
興
味
に
訴
え
、
古
典
に
親
し
む
態
度
を
養
う
指
導
を
、
あ
る
程
度
ス
ピ
ー

ド
感
を
持
っ
て
目
指
し
た
い
。

な
お
、
指
導
案
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

①
具
体
的
な
発
問
例

②
評
価
規
準

に
対
し
て
も
工
夫
を
試
み
た
。
特
に
、
評
価
規
準
に
関
し
て
は
、
具
体
的
な
行
動
目
標
（
イ
ラ
ス
ト
を
書
く
・
現
代
語

訳
と
原
文
を
読
む
・
自
分
で
考
え
る
・
暗
誦
す
る
）
＋
具
体
的
な
評
価
判
断
の
仕
方
（
イ
ラ
ス
ト
を
完
成
で
き
る
・
内

容
が
理
解
で
き
る
・
考
え
を
書
い
て
ま
と
め
ら
れ
る
・
歌
を
暗
誦
で
き
る
）
と
い
う
書
き
方
を
と
り
、
指
導
目
標
と
の

関
連
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

●
古
事
記
の
教
材
性

（
１
）『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
の
教
材
性

『
口
語
訳

古
事
記
｛
完
全
版
｝』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）
の
著
者
三
浦
佑
之
氏
は
、
同
書
が
受
け
入
れ
ら
れ

た
背
景
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

「
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
で
し
た
が
、
『
口
語
訳

古
事
記
｛
完
全
版
｝
』
（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）
と
い
う

本
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
な

ぜ
今
、
古
事
記
が
読
ま
れ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
質
問
者
の
意
図
と

し
て
は
、
近
年
の
保
守
化
傾
向
と
重
ね
て
、
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
へ
の
違
和
感
と
つ
な
げ
て
、
今
、

古
事
記
が
読
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
た
し
か
に
、

そ
う
し
た
解
読
も
可
能
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
一
方
で
、
も
っ
と
す
な
お
に
、
神
話
の
楽
し
さ
に
気
づ
い
て
も
ら

え
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。

古
事
記
と
い
う
作
品
に
語
ら
れ
て
い
る
神
や
人
の
考
え
や
行
動
が
、
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
わ
た
し
た
ち
に
と

っ
て
共
振
で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
の
が
魅
力
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は

突
拍
子
も
な
い
出
来
事
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
は
、
こ
の
大
地
の
上
に
生
き
た
人
び
と
の
息
づ
か
い
が
聞

こ
え
て
き
そ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
古
事
記
に
登
場
す
る
神
や
人
が
い
ず
れ
も
個
性
的
で
、
喜
怒
哀
楽

に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
堅
苦
し
い
本
か
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
現
代
の
小
説
や
マ
ン
ガ
を
読

む
の
と
お
な
じ
よ
う
に
古
事
記
も
楽
し
め
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
気
づ
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
」

（
三
浦
佑
之
『
古
事
記
講
義
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
三
、
７
頁
）

こ
こ
に
は
、『
古
事
記
』
の
教
材
性
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
今
回
の
指
導
案
で
は
提
案
し
て
い
な
い
が
、
も
と
も
と
『
古
事
記
』
が
同
書
で
三
浦
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
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に
、
口
と
耳
に
よ
る
伝
承
の
累
積
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
と
の
密
接
な
連
携
を
模

索
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
２
）『
古
事
記
』
の
入
門
期
教
材
と
し
て
の
教
材
性

入
門
期
の
教
材
と
し
て
は
、
言
語
的
な
面
か
ら
も
内
容
的
な
面
か
ら
も
、
我
々
の
生
き
て
い
る
時
代
に
近
い
近
世
の

諸
作
品
を
活
用
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
や
、
破
綻
の
な
い
基
本
的
な
文
法
に
も
と
づ
く
安
定
し
た
作
品
が
よ
い

と
い
っ
た
考
え
方
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。『
古
事
記
』
は
そ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
代
か
ら
は
最
も
遠
く
隔
た
っ

た
時
代
の
作
品
で
あ
り
、
ま
た
、
上
代
の
（
教
育
現
場
で
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
）
文
法
に
則
っ
て
い
る
と
い
っ

た
点
か
ら
、
入
門
期
の
作
品
と
し
て
は
扱
い
に
く
い
と
さ
れ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
国
語
総
合
」

や
「
古
典
講
読
」
で
は
『
古
事
記
』
を
採
り
上
げ
た
教
科
書
は
な
い
し
、
読
む
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
「
古
典
」
で
も
、

い
わ
ゆ
る
「
難
し
め
」
の
教
科
書
の
一
部
に
し
か
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

確
か
に
、
原
文
だ
け
を
用
い
た
授
業
を
す
る
場
合
は
、
か
な
り
言
語
的
な
抵
抗
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
現
代
語
訳
を
中
心
に
据
え
た
授
業
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
語
訳
の
使
用
を
前
提
と
す
る
と
、
言
語
的

な
抵
抗
の
問
題
は
当
然
軽
減
さ
れ
る
し
、
い
わ
ゆ
る
「
昔
話
」
と
も
考
え
ら
れ
る
『
古
事
記
』
の
一
部
の
話
は
、
生
徒

た
ち
に
と
っ
て
子
ど
も
の
時
か
ら
親
し
ん
で
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
「
現
代
の
小
説

や
マ
ン
ガ
を
読
む
の
と
お
な
じ
よ
う
に
」（
三
浦
前
掲
書
）
楽
し
め
こ
と
も
、
入
門
期
向
け
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
音
読
を
中
心
に
し
て
原
文
に
取
り
組
む
こ
と
を
考
え
る
と
、
語
り
の
文
体
を
持

つ
『
古
事
記
』
は
、
そ
の
独
特
な
語
り
口
の
魅
力
を
持
っ
て
お
り
、
内
容
と
も
ど
も
生
徒
の
感
性
に
訴
え
る
教
材
性
を

備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

●
対
象

東
京
都
立
Ｋ
高
等
学
校
（
い
わ
ゆ
る
基
礎
学
力
充
実
校
の
レ
ベ
ル
）

「
国
語
総
合
」（
４
単
位
）
選
択
者
（
在
籍

名
）

古
典
入
門
期
の
生
徒

18

●
生
徒
の
実
態

現
任
校
は
、
東
京
都
の
高
等
学
校
改
革
の
中
で
四
年
前
に
開
設
さ
れ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
高
等
学
校
（
チ
ャ
レ
ン
ジ

ス
ク
ー
ル
）
で
、
三
部
制
単
位
制
総
合
学
科
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
不
登
校
な
ど
を
経
験
し
た
生
徒
を
積
極
的

に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
内
申
書
や
試
験
に
よ
る
選
抜
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
面
接
と
作
文
を
中

心
に
し
て
入
学
者
を
決
定
し
て
い
る
。（
現
在
、
在
校
生
の
約
七
割
が
不
登
校
経
験
者
）

そ
の
た
め
、
人
間
関
係
の

構
築
や
、
自
ら
の
生
活
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
苦
手
と
す
る
生
徒
が
多
い
。
ま
た
、
基
本
的
な
学
力
や
学
習
習

慣
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
学
力
充
実
校
の
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
が
、
学
習

そ
の
も
の
に
対
す
る
意
欲
は
比
較
的
高
く
、
課
題
な
ど
は
概
し
て
ま
じ
め
に
取
り
組
む
。

な
お
、
前
期
に
「
説
話
」
作
品
（「
鳩
と
蟻
の
こ
と
」「
母
子
猿
」「
児
の
空
寝
」「
養
老
の
滝
」）
を
８
時
間
で
扱
っ

て
お
り
、
そ
の
際
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
に
関
す
る
基
本
的
な
指
導
は
終
わ
っ
て
い
る
。
今
回
の
授
業
ま
で
に

時
間
が
空
い
て
し
ま
っ
た
が
、
入
門
指
導
に
続
く
指
導
と
な
る
。

●
授
業
タ
イ
ト
ル

神
話
の
世
界

「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
」

〜
神
話
の
背
景
に
あ
る
も
の
〜

●
教
材

①
『
口
語
訳

古
事
記
｛
完
全
版
｝』（
三
浦
佑
之
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）
四
九
〜
五
三
頁

②
『
口
語
訳

古
事
記
｛
完
全
版
｝』（
三
浦
佑
之
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
二
）
百
三
〜
百
五
頁

③
「
須
佐
之
男
命
の
大
蛇
退
治
」（
教
育
出
版
「
精
選
古
典
」）
百
四
〜
百
七
頁

●
教
材
観

前
述
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
は
従
来
か
ら
二
年
次
後
半
、
ま
た
は
三
年
次
に
学
ぶ
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
中
で
、
最
も
多
く
教
材
化
さ
れ
て
い
る
の
は
「
倭
建
命
」
の
話
で
あ
る
。「
ス
サ
ノ
ヲ
の
大
蛇
退
治
」

が
そ
れ
に
続
き
、
他
に
「
海
幸
山
幸
」、「
沙
本
毘
古
と
沙
本
毘
売
」、「
高
行
く
や
（
速
総
別
王
と
女
鳥
王
）」、「
枯
野

の
琴
」
と
い
っ
た
個
所
が
教
材
化
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
中
で
、
英
雄
物
語
と
い
え
る
の
は
倭
建
命
の
話
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
話
で
あ
る
が
、
英
雄
と
し
て
の
姿
が
最
も
印
象
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的
に
描
か
れ
る
の
は
「
倭
建
命
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
物
語
の
基
調
が
悲
劇
的
な
味
わ
い
に
あ
り
、
あ
ら
す
じ
を
挿

入
し
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
う
と
し
て
も
、入
門
期
の
生
徒
に
と
っ
て
は
分
量
が
多
い
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
ス
サ
ノ
ヲ
の
大
蛇
退
治
」
の
場
合
は
、
英
雄
が
活
躍
す
る
冒
険
譚
で
あ
り
、
そ
の
場
面
だ
け
を

取
り
出
せ
る
ま
と
ま
り
が
あ
る
（
教
科
書
ペ
ー
ジ
に
し
て
、
見
開
き
４
頁
に
お
さ
ま
る
）。
ま
た
、
物
語
に
象
徴
さ
れ

る
内
容
を
読
み
取
る
お
も
し
ろ
さ
や
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
＝
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
型
と
い
っ
た
英
雄
神
話
類
型
の
話
に
発
展
さ
せ

ら
れ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
、『
淮
南
子
』『
捜
神
記
』
に
も
類
話
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
八
雲
立
つ
」
の
韻
律
的

な
表
現
の
持
つ
抒
情
性
に
触
れ
ら
れ
る
点
な
ど
も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
教
材
と
し
て
さ
ら
に
検
討
が
深
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
と
い
え
よ
う
。

●
指
導
目
標

（
１
）
古
文
に
親
し
む
態
度
を
養
う
。

（
２
）「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
」
の
話
を
理
解
す
る
。

（
３
）
神
話
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
理
解
し
、
古
典
の
奥
深
さ
を
学
ぶ
。

（
４
）
音
読
・
暗
誦
に
よ
り
、
古
典
の
文
体
に
触
れ
る
。

●
時
数

４
時
間
（
２
時
間
連
続
×
２
回
、
１
授
業
時
間
は

分
）

45

【
導
入
】

～
【
展
開
１
】

２
時
間

【
展
開
２
】
～
【
ま
と
め
】

２
時
間
（
本
時
）

●
指
導
過
程

時

重
点
目
標

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点
・
板
書
例

１

【
導
入
】

（
漢
字
演
習
）

１
神
話
の
特
質
①
「
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
」
の
現
・『
口
語
訳
古
事
記
｛
完
全
版
｝』

〜

頁

103

105

を
理
解
す
る

代
語
訳
プ
リ
ン
ト
を
範
読
す
る
。

・
登
場
人
物
（
神
）
や
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
、
発
問

②
指
名
音
読
す
る
。

し
な
が
ら
確
認
し
て
ゆ
く
。

③
話
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

・
こ
の
神
話
は
、
人
間
の
寿
命
の
起
源
に
つ
い
て
語

④
こ
の
神
話
が
表
し
て
い
る
こ
と
は
何

っ
て
い
る
。

２
「
古
事
記
」

か
、
考
え
る
。

・
神
話
＝
自
然
の
秩
序
や
人
生
の
意
味
な
ど
に
つ
い

に
つ
い
て
理
⑤
神
話
の
特
質
を
ま
と
め
る
。

て
の
哲
学
的
思
考
。

解
す
る
。

⑥
「
古
事
記
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
・
便
覧
な
ど
を
活
用
す
る
。

２

【
展
開
１
】

１
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
①
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
」
の
現
代
語
訳
・『
口
語
訳
古
事
記
｛
完
全
版
｝』

〜

頁

49

53

ロ
チ
の
話
を

プ
リ
ン
ト
を
範
読
す
る
。

読
む
。

②
指
名
音
読
す
る
。

２
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
③
話
の
内
容
を
確
認
す
る
。

・
登
場
人
物
（
神
）
や
、
大
蛇
退
治
の
経
緯
に
つ
い

ロ
チ
の
姿
を
④
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
が
描
か
れ
て

て
発
問
し
な
が
ら
確
認
し
て
ゆ
く
。

イ
ラ
ス
ト
で

い
る
部
分
を
確
認
す
る
。

・
自
由
に
描
か
せ
る
。

表
現
す
る
。
⑤
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
を
イ
ラ
ス
ト
・
回
収
し
て
プ
リ
ン
ト
し
、
次
回
の
授
業
時
に
提
示

で
表
現
す
る
。

す
る
旨
伝
え
る
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
可
）。

３

【
展
開
２
】

（
漢
字
演
習
）

１
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
①
前
時
に
学
習
し
た
こ
と
を
復
習
す
る
・
特
に
、
神
話
の
特
質
に
つ
い
て
思
い
出
さ
せ
る
。

ロ
チ
の
話
の
②
現
代
語
訳
プ
リ
ン
ト
を
音
読
す
る
。

内
容
を
理
解
③
イ
ラ
ス
ト
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
講
・
講
評
に
あ
た
っ
て
は
、
親
し
む
態
度
を
養
う
観
点

す
る
。

評
す
る
。

か
ら
よ
い
点
を
積
極
的
に
採
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、

２
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
④
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
大
き
さ
が
ど
う

恐
怖
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
認
識
さ
せ
る
。
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ロ
チ
の
話
を

描
か
れ
て
い
る
か
、
注
意
を
喚
起
す
・
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
表
し
て
い
る
も
の
を
考
え
る

批
評
・
鑑
賞

る
。

際
、
関
連
づ
け
る
。

す
る
。

⑤
こ
の
神
話
が
表
し
て
い
る
こ
と
を
考
・
登
場
人
物
（
神
）
の
名
前
や
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ

え
る
。

の
形
象
に
注
目
さ
せ
る
。

⑥
自
分
の
考
え
を
三
十
〜
五
十
字
程
度
・
回
収
し
て
プ
リ
ン
ト
し
、
次
回
の
授
業
時
に
配
布

に
ま
と
め
る
。

す
る
旨
伝
え
る
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
可
）。

４

【
ま
と
め
】

１
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
①
原
文
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
。

・
教
育
出
版
「
精
選
古
典
」

〜

頁

104

107

ロ
チ
の
話
を
②
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
簡
単
に
・「
ゐ
」「
ゑ
」
の
読
み
方
、「
追
は
え
て
」
の
「
は
」

原
文
で
読
み

復
習
す
る
。

な
ど
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

味
わ
う

③
範
読
す
る
。

２「
八
雲
立
つ
」
④
音
読
・
指
名
音
読
す
る
。

・
読
点
ご
と
に
区
切
っ
て
次
々
に
読
ま
せ
る
。
短
い

の
歌
を
暗
誦
⑤
「
八
雲
立
つ
」
の
歌
を
鑑
賞
す
る
。

の
で
不
得
意
で
も
取
り
組
み
や
す
く
、
か
つ
、
緊

す
る

⑥
全
員
で
「
八
雲
立
つ
」
の
歌
を
暗
誦

張
感
が
持
続
す
る
。

す
る
。

⑦
自
己
評
価
す
る
。

●
具
体
的
な
展
開
例

∧
導
入
１
∨
神
話
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る

１
「
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
」
の
現
代
語
訳
プ
リ
ン
ト
を
範
読
す
る
。

＊
三
浦
訳
古
事
記
の
文
体
に
慣
れ
さ
せ
る
。

＊
難
し
い
語
に
つ
い
て
、
読
み
や
意
味
を
確
認
す
る
。

２
音
読
す
る
。

３
話
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

発
問
例

登
場
人
物
（
神
）
を
挙
げ
よ
。

＊
ア
マ
ツ
ヒ
コ
ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
、
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
（
カ
ム
ア
タ
ツ
ヒ
メ
）、

イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ

発
問
例

ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
結
婚
を
申
し
込
ま
れ
た
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
は
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か

れ
て
い
る
か
）

＊
父
が
決
め
る
こ
と
だ
と
伝
え
た
。

発
問
例

オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
さ
ま
ざ
ま
な
結
納
品
と
と
も
に
、
姉
の
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
も
添
え
て
嫁
が
せ
た
。

発
問
例

ヒ
コ
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
姉
を
親
元
に
送
り
返
し
て
し
ま
い
、
妹
と
の
み
契
り
を
交
わ
し
た
。

発
問
例

イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
送
り
返
さ
れ
た
オ
ホ
ヤ
マ
ツ
ミ
は
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
天
つ
神
の
御
子
の
命
は
短
く
な
る
だ
ろ
う
と
呪
い
の
言
葉
を
送
っ
た
。

４
こ
の
神
話
が
表
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
考
え
る
。

＊
人
間
の
寿
命
の
短
さ
、
寿
命
（
死
）
の
起
源
。

５
神
話
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

∧
板
書
例
∨

●
神
話
＝
自
然
の
秩
序
や
人
生
の
意
味
な
ど
に
つ
い
て
の
深
い
哲
学
の
は
じ
ま
り
。

∧
導
入
２
∨
『
古
事
記
』
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る

６
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

∧
板
書
例
∨

『
古
事
記
』

●
成
立

七
一
二
年
（
奈
良
時
代
）
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稗
田
阿
礼
が
暗
誦
し
て
い
た
帝
紀
（
天
皇
の
系
譜
な
ど
）
と
旧
辞
（
伝
説
や
歌
謡
な
ど
）
を
、
太
安
万
侶
が
文

字
で
記
録
し
た
も
の
。

●
ジ
ャ
ン
ル

歴
史
書

●
皇
室
の
由
来
を
天
地
創
造
の
は
じ
め
か
ら
跡
づ
け
る
こ
と
で
、
支
配
の
正
当
性
を
述
べ
て
い
る
。

●
諸
氏
族
に
伝
わ
る
伝
承
や
歌
謡
を
集
め
て
あ
り
、
古
代
の
人
々
の
生
活
感
情
や
考
え
方
が
う
か
が
え
る
。

＊
入
門
期
な
の
で
、
例
え
ば
日
本
書
紀
と
の
比
較
を
す
る
な
ど
と
い
っ
た
扱
い
は
必
要
は
な
い
が
、
古
代
の
伝
承
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
点
を
理
解
さ
せ
る
。

＊
「
皇
室
の
由
来
を
〜
」
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
適
宜
扱
い
方
を
そ
の
場
で
判
断
す
る
。

∧
展
開
１
∨
話
の
内
容
を
理
解
し
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る

１
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
現
代
語
訳
プ
リ
ン
ト
を
範
読
す
る
。

２
指
名
し
て
音
読
す
る
。

＊
難
し
い
語
に
つ
い
て
、
読
み
や
意
味
を
確
認
す
る
。

３
話
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

発
問
例

出
雲
の
国
は
現
在
の
何
県
か
。

＊
島
根
県
。

発
問
例

登
場
人
物
（
神
）
を
挙
げ
て
み
よ
。

＊
ス
サ
ノ
ヲ
、
ア
シ
ナ
ヅ
チ
、
テ
ナ
ヅ
チ
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ

発
問
例

出
会
い
の
き
っ
か
け
は
何
か
。

＊
箸
が
川
上
か
ら
流
れ
て
く
る
こ
と
。

発
問
例

な
ぜ
足
名
椎
と
手
名
椎
は
泣
い
て
い
る
の
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
毎
年
娘
を
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い
、
今
年
も
間
も
な
く
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
が
食
べ
ら
れ
て
し
ま

い
そ
う
だ
か
ら
。

発
問
例

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
ど
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
「
そ
の
目
は
ア
カ
カ
ガ
チ
の
ご
と
く
に
〜
血
を
垂
ら
し
て
お
り
ま
す
」

発
問
例

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
を
聞
い
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
ど
の
よ
う
な
提
案
を
し
た
か
、
ま
た
、
そ
の
提
案
を
聞
い

た
足
名
椎
は
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
倒
す
か
わ
り
に
娘
が
ほ
し
い
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
身
分
を
確
か
め
た
上
で
承
諾
し
た
。

発
問
例

櫛
名
田
比
売
を
得
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
比
売
を
ど
う
し
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
美
し
い
櫛
に
変
え
て
、
自
ら
の
髪
に
刺
し
た
。

発
問
例

ス
サ
ノ
ヲ
は
ど
う
し
ろ
と
指
示
し
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
後
に
ど
う
す
る
予
定
だ
っ
た
か
ら
か
。

＊
垣
根
を
巡
ら
し
、
そ
の
八
つ
の
入
口
に
、
そ
れ
ぞ
れ
強
く
醸
し
た
酒
を
入
れ
た
酒
船
を
置
い
て
待
て
。
ヤ
マ
タ

ノ
オ
ロ
チ
を
酔
わ
せ
て
抵
抗
で
き
な
く
し
て
か
ら
切
り
刻
も
う
と
し
た
。

発
問
例

ス
サ
ノ
ヲ
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
か
ら
何
を
手
に
入
れ
た
か
。（
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
）

＊
ツ
ム
ガ
リ
の
刀
。

発
問
例

宮
を
つ
く
っ
て
、
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
。

＊
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
結
婚
す
る
。

発
問
例

な
ぜ
「
須
賀
」
と
い
う
地
名
が
つ
い
た
の
か
。

＊
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
の
地
に
至
っ
た
時
に
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
か
ら
。

４
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
指
摘
す
る
。

５
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
を
イ
ラ
ス
ト
で
表
現
す
る
。

＊
文
章
の
内
容
を
絵
画
化
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
絵
の
巧
拙
は
問
わ
な
い
こ
と
を
伝
え
る
。

＊
回
収
し
て
プ
リ
ン
ト
し
、
次
回
の
授
業
に
提
示
す
る
。

∧
展
開
２
∨
話
の
内
容
を
批
評
（
鑑
賞
）
す
る

１
前
回
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
（
特
に
神
話
の
特
質
に
つ
い
て
）、
簡
単
に
復
習
す
る
。

２
現
代
語
訳
プ
リ
ン
ト
を
音
読
す
る
。

３
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
イ
ラ
ス
ト
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
簡
単
に
講
評
す
る
。
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発
問
例

ど
の
絵
が
本
文
と
読
み
比
べ
て
よ
く
描
け
て
い
る
と
思
う
か
。

＊
古
典
の
時
代
に
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
絵
画
化
し
た
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
。
出
雲
・
石
見
地
方
で
行
わ
れ
て
い

る
「
大
蛇
退
治
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
神
楽
が
、
唯
一
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
に
関
す
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
情
報
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
も
幕
末
程
度
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

＊
講
評
に
あ
た
っ
て
は
、
親
し
む
態
度
を
養
う
観
点
か
ら
よ
い
点
を
評
価
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ

ロ
チ
は
恐
怖
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
し
っ
か
り
と
認
識
さ
せ
た
い
。

４
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
大
き
さ
が
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
、
考
え
る
。

発
問
例

「
谷
を
八
つ
、
山
の
尾
根
を
八
つ
」
と
あ
る
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
場
面
で
は
、
ヤ
マ
タ
ノ

ヲ
ロ
チ
は
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
だ
と
想
像
さ
れ
る
か
。

＊
絵
画
化
の
ヒ
ン
ト
と
し
た
部
分
に
は
、「
谷
を
八
つ
、
山
の
尾
根
を
八
つ
も
渡
る
ほ
ど
大
き
く
」
と
あ
る
が
、
酒

船
か
ら
酒
を
飲
む
場
面
や
切
り
刻
ま
れ
る
場
面
か
ら
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
は
想
像
さ
れ
な

い
。
そ
こ
に
は
、
普
段
は
静
か
な
流
れ
の
川
が
、
増
水
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
印
象
を
変
え
る
こ
と
が
形
象
さ
れ
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
合
理
的
な
説
明
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
、
後
に
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
表
し
て
い
る
も
の
を
考
察
す
る
際
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
す
る
。

５
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
が
「
奇
稲
田
姫
」
と
も
表
記
さ
れ
、「
稲
を
育
て
る
田
を
象
徴
す
る
女
神
」
と
読
み
取
れ
る
こ
と
を

紹
介
す
る
。

＊
『
古
事
記
』
は
「
櫛
名
田
比
売
」、『
日
本
書
紀
』
は
「
奇
稲
田
姫
」
と
す
る
。

６
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
と
い
う
名
は
、
ど
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
か
考
え
る
。

発
問
例

足
・
手
と
あ
り
、「
チ
」
が
二
人
が
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
言
葉
（「
チ
」
は
、
イ
カ
ズ
チ
（
雷
）
の
「
チ
」、

イ
ノ
チ
（
命
）
の
「
チ
」
で
霊
的
な
威
力
を
示
す
）
だ
と
す
る
と
、
こ
の
二
人
の
名
は
ど
ん
な
意
味
を
表
し
て

い
る
と
想
像
さ
れ
る
か
。

＊
「
足
を
撫
で
、
手
を
撫
で
し
て
娘
を
育
て
る
者
と
い
う
意
か
」（
三
浦
佑
之
『
口
語
訳
古
事
記
｛
完
全
版
｝』）

＊
「
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
」
に
関
し
て
は
、「
ナ
」
は
「
イ
ナ
（
稲
）」
で
、「
ア
サ
イ
ナ
↓
ア
シ
ナ
」
の
「
ア

サ
」
は
「
オ
ソ
（
遅
）」
の
転
、「
テ
イ
ナ
↓
テ
ナ
」
の
「
テ
」
は
「
ト
（
疾
）」
の
転
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
「
晩
生
の
稲
の
精
霊
・
早
生
の
稲
の
精
霊
」
の
意
と
す
る
説
も
あ
る
。（
新
潮
古
典
集
成
『
古
事
記
』
西
宮

一
民
、
一
九
七
九
）

７
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
表
し
て
い
る
も
の
を
考
え
る
。

発
問
例

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
。

＊
「
八
つ
の
頭
と
尾
は
い
く
つ
に
も
分
か
れ
た
河
口
や
支
流
の
さ
ま
を
、
体
に
生
え
た
コ
ケ
や
木
は
両
岸
の
さ
ま

を
、
谷
や
尾
根
を
渡
る
姿
は
蛇
行
す
る
揖
斐
川
の
流
れ
を
、
爛
れ
流
れ
る
血
は
崩
れ
落
ち
た
両
岸
の
山
肌
の
さ

ま
を
表
し
、
赤
い
目
は
そ
の
妖
怪
性
を
強
調
す
る
」（
三
浦
前
掲
書
）

＊
土
石
流
や
溶
岩
流
の
よ
う
な
自
然
の
猛
威
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

発
問
例

年
ご
と
に
来
て
娘
（
＝
田
を
象
徴
す
る
女
神
）
を
食
べ
る
と
い
う
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
、
い
っ
た
い
何
を

表
し
て
い
る
と
思
う
か
。

８
ス
サ
ノ
ヲ
が
表
し
て
い
る
も
の
を
考
え
る
。

発
問
例

ス
サ
ノ
ヲ
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
ど
の
よ
う
に
退
治
し
た
か
。

＊
力
で
は
な
く
、
知
恵
で
退
治
し
た
。

＊
具
体
的
な
方
法
の
解
答
が
出
た
ら
、
抽
象
化
し
て
ま
と
め
る
。

発
問
例

そ
こ
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
ど
ん
な
神
で
あ
る
と
い
え
る
か
。

＊
巨
大
な
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
に
立
ち
向
か
う
勇
気
と
、
知
略
を
備
え
た
神
。

＊
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
の
結
婚
も
含
め
「
愛
と
知
と
勇
の
三
徳
兼
備
の
英
雄
」（
新
潮
集
成
）
と
評
価
さ
れ
る
。

９
こ
の
神
話
が
表
し
て
い
る
も
の
を
考
え
る
。

発
問
例

ス
サ
ノ
ヲ
が
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
打
ち
負
か
し
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
ノ
ー
ト
に
三
十
〜
五
十
字
程
度
で
ま
と
め
よ
。

＊
自
然
の
猛
威
か
ら
稲
田
を
守
り
え
た
人
間
の
知
恵
の
勝
利
。
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∧
板
書
例
∨

【
こ
の
神
話
が
表
現
し
て
い
る
こ
と
】

●
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
（
↓
稲
田
を
表
す
）

「
奇
・
稲
田
・
姫
」
＝
稲
田
を
象
徴
す
る
女
神

神
秘
的

女
神

●
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
（
↓
稲
田
を
育
て
る
人
々
を
表
す
）

「
足
（
手
）・
撫
づ
・
ち
」
＝
娘
の
足
（
手
）
を
撫
で
育
て
る
神

（
娘
を
）

霊
的
な
力

●
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
（
↓
（
イ
メ
ー
ジ
）
蛇
行
し
て
流
れ
る
川
の
姿
を
表
す
）

「
八
叉
の
・
尾
・
ろ
・
ち
」
＝
八
つ
に
別
れ
た
尾
の
力

〜
の

霊
的
な
力

←

◎
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
食
べ
る
＝
川
の
氾
濫

◎
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
＝
川
の
氾
濫
を
制
御
す
る

＊
智
恵
で
退
治
す
る

∧
ま
と
め
∨
原
文
を
読
み
味
わ
う

１
原
文
の
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
。

２
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
簡
単
に
復
習
す
る
。

発
問
例

「
汝
が
泣
く
ゆ
ゑ
は
、
何
ぞ
」
の
「
ゑ
」
は
、
何
と
読
む
か
。

発
問
例

「
鳥
髪
と
い
ふ
地
」「
思
ひ
て
」「
問
ひ
た
ま
ひ
し
く
」「
な
む
ち
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
と
読
む
か
。

＊
細
か
い
読
み
方
の
原
則
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。

３
範
読
す
る
。

４
音
読
・
指
名
音
読
す
る
。

＊
読
点
ご
と
に
区
切
っ
て
次
々
に
読
ま
せ
る
。
短
い
の
で
不
得
意
で
も
取
り
組
み
や
す
く
、
緊
張
感
も
持
続
す
る
。

５
「
八
雲
立
つ
」
の
歌
の
内
容
を
確
認
す
る
。

発
問
例

「
宮
」（
神
の
住
む
家
）
は
何
の
た
め
に
作
る
の
か
。

＊
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
暮
ら
す
た
め
。

発
問
例

「
須
賀
と
い
ふ
地
に
至
り
ま
し
て
」
と
あ
る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
須
賀
に
着
い
た
時
、
そ
の
地
は
「
須
賀
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
か
。

＊
地
名
起
源
譚
で
あ
る
こ
と
の
確
認
。

発
問
例

雲
が
わ
き
立
ち
の
ぼ
る
の
は
縁
起
が
い
い
こ
と
か
、
悪
い
こ
と
か
。

発
問
例

「
八
雲
立
つ
」
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
ら
歌
わ
れ
た
歌
か
、
現
代
語
訳
プ
リ
ン
ト
か
ら
指
摘
せ
よ
。

＊
「
喜
び
の
歌
」

発
問
例

こ
の
歌
は
主
と
し
て
何
に
つ
い
て
（
何
を
題
材
に
し
て
）
歌
っ
て
い
る
か
。

＊
「
八
重
垣
」

発
問
例

「
八
重
垣
」
が
素
晴
ら
し
い
と
歌
う
こ
と
で
、
結
局
何
が
素
晴
ら
し
い
と
い
い
た
い
の
か
。

＊
八
重
垣
に
囲
ま
れ
た
宮
と
、
そ
こ
で
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
生
活
す
る
こ
と
。

６
「
八
雲
立
つ
」
の
歌
を
暗
誦
す
る
。

７
授
業
の
感
想
を
ま
と
め
、
自
己
評
価
す
る
。

●
評
価
規
準

（
１
）
積
極
的
に
各
作
業
に
取
り
組
み
、
他
の
意
見
を
参
照
し
な
が
ら
読
み
を
深
め
て
い
る
。（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

◇
取
り
組
み
状
況
・
授
業
態
度
・
提
出
さ
れ
た
感
想
・
自
己
評
価
表
な
ど
。

（
２
）
現
代
語
訳
を
参
照
し
て
、
イ
ラ
ス
ト
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ス
ト
に
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の

恐
ろ
し
さ
が
表
現
で
き
て
い
る
。（
知
識
・
理
解
、
読
む
能
力
）

◇
取
り
組
み
状
況
・
提
出
さ
れ
た
イ
ラ
ス
ト
・
自
己
評
価
表
な
ど
。

（
３
）
現
代
語
訳
や
原
文
を
「
読
む
こ
と
」
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
内
容
が
理
解
で
き
る
。（
知
識
・
理
解
、
読
む

能
力
）
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◇
発
言
・
ノ
ー
ト
・
自
己
評
価
表
な
ど
。

（
４
）
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
が
象
徴
す
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
「
書
い
て
」
ま
と
め
ら
れ
る
。（
知
識
・

理
解
、
読
む
能
力
、
書
く
能
力
）

◇
取
り
組
み
状
況
・
提
出
さ
れ
た
ま
と
め
、
自
己
評
価
表
な
ど
。

（
５
）
積
極
的
に
「
暗
誦
」
に
取
り
組
み
、「
八
雲
立
つ
」
の
歌
が
暗
誦
で
き
る
。（
知
識
・
理
解
、
話
す
・
聞
く
能

力
）◇

取
り
組
み
状
況
・
態
度
・
暗
誦
の
実
際
・
自
己
評
価
表
な
ど
。

●
そ
の
他

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
そ
の
背
景
に
込
め
ら
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
取
る
指
導
が
な
さ

れ
て
き
た
。
た
だ
、
原
文
を
扱
う
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
原
文
自
体
の
難
し
さ
も
あ
っ
て
、
な
か
な

か
作
品
を
題
材
に
し
て
考
え
を
深
め
る
と
い
っ
た
部
分
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
例
え
ば
、
文
法
的
な

題
材
で
い
え
え
ば
、

①
「
故
」「
し
か
く
し
て
」
と
い
っ
た
接
続
詞

②
奈
良
時
代
の
助
動
詞
「
ゆ
」「
す
」
の
用
法

③
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
用
法

④
ク
語
法

と
い
っ
た
内
容
の
学
習
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
入
門
期
で
扱
う
と
す
る
な
ら
、
①
②
④
に
つ
い
て
は
、
語

彙
の
指
導
と
し
て
簡
潔
に
扱
う
こ
と
が
可
能
だ
し
、
③
に
つ
い
て
は
、
特
に
こ
こ
で
採
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
話
を
経
験
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
を
用
い
て
語
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
助
動
詞
「
き
」
の
学
習
と
か
ら
め

な
が
ら
鑑
賞
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
入
門
期
で
は
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
の
学
習
で
『
古

事
記
』
を
扱
う
際
に
構
想
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

現
代
語
訳
を
活
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

①
ど
の
程
度
の
比
重
（
原
文
・
現
代
語
訳
）
で
用
い
る
の
か

②
現
代
語
訳
を
い
つ
示
す
の
か

③
全
体
の
訳
な
の
か
部
分
訳
な
の
か

④
ど
の
訳
を
示
す
の
か
（
学
者
の
訳
、
作
家
の
訳
、
教
員
や
生
徒
の
訳
、
マ
ン
ガ
訳
、
英
訳
、
な
ど
）

⑤
複
数
の
訳
を
組
み
合
わ
せ
る
指
導
は
ど
う
か
（
解
釈
の
比
較
な
ど
）

⑥
関
連
教
材
の
現
代
語
訳
は
ど
う
か

⑦
鑑
賞
文
な
ど
の
活
用
は
ど
う
か

⑧
年
間
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
配
当
す
る
の
か

⑨
ど
の
教
材
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か

と
い
っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
現
任
校
の
実
態
や
、「
古
典
に
親
し
む
」
と
い
う
指

導
目
標
か
ら
、
内
容
理
解
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
授
業
の
最
初
か
ら
全
面
的
に
現
代
語
訳
を
活
用
し
た
。
な
お
、
最
新

の
研
究
成
果
を
盛
り
込
み
、
古
老
が
語
る
文
体
を
採
用
し
た
三
浦
訳
を
用
い
た
が
、
多
少
難
し
め
と
い
っ
た
印
象
が
な

い
で
も
な
い
。

こ
の
実
践
は
「
中
堅
校
指
導
充
実
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
中
堅
校
」
は
そ
の
想
定
さ
れ
る
範
囲
も

広
く
、
受
験
対
策
が
必
要
と
さ
れ
る
学
校
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、『
古
事
記
』
と
い
う
作
品
が
、
少
な
い
授
業

時
間
内
で
扱
う
の
に
適
当
な
作
品
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
文
法
指
導
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
っ
た
課

題
が
さ
ら
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
神
話
の
背
後
に
あ
る
哲
学
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
は
、
古
典
に
対
す
る
興
味
を
喚
起

す
る
と
と
も
に
、
現
代
と
の
結
び
つ
き
を
考
察
さ
せ
る
上
で
は
有
効
な
方
法
と
な
り
う
る
の
で
、
入
門
期
の
教
材
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
や
、
現
代
文
教
材
・
小
論
文
教
材
と
の
連
携
な
ど
も
視
野
に
入
れ
た
教
材
化
も
模
索
し
た
い
。（
な

お
、
使
う
現
代
語
訳
の
種
類
や
、
教
材
化
す
る
範
囲
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
中
学
校
で
の
実
践
も
可
能
と
考
え
る
。）

今
回
は
、
神
話
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触

れ
ず
に
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
が
広
が
る
要
素
を
備
え
た
教
材
だ
け
に
、
さ
ら
に
教
材
研
究
・
指
導
法
の
研
究
を

深
め
た
い
。
ま
た
、
現
代
語
訳
の
具
体
的
活
用
法
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
①
〜
⑨
の
視
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
さ
ら
に

研
究
を
深
め
た
い
。

（
以
上
）
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（
資
料
）

○
都
立
Ｋ
高
等
学
校
の
資
料
は
、「
ま
な
び
」
の
指
導
案
に
従
っ
て
作
成
さ
せ
た
も
の
。

○
都
立
Ｈ
高
等
学
校
の
資
料
は
、
授
業
の
空
き
時
間
に
二
授
業
時
間
（
一
授
業
時
間
は

分
）
で
三
年
生
に
対
し

45

て
行
っ
た
も
の
。
な
お
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
話
を
学
ん
だ
後
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
の
初
読
で
書

か
せ
た
も
の
が
「
当
初
」、
内
容
を
確
認
し
た
後
に
書
か
せ
た
も
の
が
「
分
析
後
」
で
あ
る
。

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
が
表
し
て
い
る
こ
と

（
都
立
Ｋ
高
等
学
校
）

2003

●
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
す
ご
さ
（
困
っ
た
人
々
を
助
け
る
ヒ
ー
ロ
ー
）

●
・
農
業
に
か
か
わ
る
お
話
！
？
と
か
。

・
稲
田
を
育
て
て
い
る
人
々
が
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
す
る
。

・
苦
労
と
か
（
智
恵
を
使
っ
て
退
治
す
る
か
ら
）
し
て
い
た
。

・
神
秘
的
な
お
話
。

・
農
家
の
人
の
稲
に
対
す
る
愛
情
み
た
い
な
も
の
。

●
・
雨
と
か
で
川
が
氾
濫
し
ち
ゃ
う
か
ら
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
自
分
の
力
で
水
の
力
を
止
め
よ
う
と
し
た
。

・
川
が
氾
濫
し
て
稲
田
を
荒
ら
さ
な
い
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。

・
自
然
の
力
は
す
ご
く
て
、
恐
い
も
の
だ
と
い
う
話
。

・
み
ん
な
に
水
の
恐
さ
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
も
ら
う
話
。

●
・
自
然
の
力
に
智
恵
で
立
ち
向
か
っ
て
、
川
の
氾
濫
を
止
め
た
人
（
＝
ス
サ
ノ
ヲ
に
当
た
る
人
）
が
、
神
様

に
見
え
た
。

…
…
ダ
ム
み
た
い
な
も
の
が
初
め
て
作
ら
れ
た
、
ま
た
は
、
作
ら
れ
た
時
代
の
様
子
…
か
な
？
と
思
っ
た
。

●
・
稲
作
を
川
の
氾
濫
で
ダ
メ
に
さ
れ
て
い
た
の
を
、
知
恵
を
使
っ
て
守
る
話
。

●
・
知
恵
を
使
っ
て
大
切
な
稲
田
を
守
る
。

・
体
力
的
に
ム
リ
な
ら
頭
を
使
い
な
さ
い
…
…
っ
て
こ
と
か
な
（
苦
し
い
！
）

●
・
自
然
災
害
も
、
知
恵
で
な
ん
と
か
な
る
。

・
（
人
々
の
進
化
！
？
）

・
人
々
の
知
恵
の
素
晴
ら
し
さ
。

●
・
力
で
か
な
わ
な
い
も
の
に
は
智
恵
を
使
っ
て
た
た
か
う
、
か
な
？

・
力
ま
か
せ
で
は
よ
く
な
い
。

●
・
川
が
た
と
え
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
き
っ
と
川
の
よ
う
に
人
間
も
時
に
は
氾
濫
（
暴
言
を
は
い
て
し
ま

っ
た
り
）
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
そ
の
や
る
せ
な
い
思
い
を
周
り
の
も
の
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ

と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
暴
動
を
ど
う
に
か
し
て
止
め
よ
う
と

し
て
、
必
死
に
そ
の
た
め
の
手
立
て
を
考
え
、
そ
れ
を
実
行
す
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
も
読
み
取
れ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

●

川
（
自
然
）
の
氾
濫
に
、
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
知
恵
を
使
っ
て
ど
う
に
か
し
よ
う
と
頑
張
る
お
話
。
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ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
話
が
表
し
て
い
る
こ
と

（
都
立
Ｈ
高
等
学
校
）

2005

（
当
初
）

●
草
薙
の
大
刀
の
起
源
と
須
賀
と
い
う
地
名
の
起
源
。
（
多
数
）

●
貴
重
な
も
の
や
素
晴
ら
し
い
も
の
は
、
困
難
を
乗
り
越
え
な
い
と
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
。
（
多
数
）

●
危
険
を
か
え
り
み
な
い
勇
気
と
知
恵
が
幸
せ
を
手
に
入
れ
る
カ
ギ
。
（
多
数
）

●
正
義
は
勝
つ
。

●
見
か
け
に
だ
ま
さ
れ
な
い
で
知
恵
を
使
え
ば
、
ど
ん
な
に
強
い
相
手
に
対
し
て
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。

●
世
の
中
が
平
和
に
な
っ
た
起
源
。

●
地
方
成
立
の
歴
史
。
治
水
の
歴
史
。

●
天
皇
が
民
を
支
配
す
る
根
拠
づ
け
。
天
皇
の
知
恵
を
力
を
表
し
て
い
る
。

●
自
然
は
驚
異
で
は
あ
る
が
、
人
の
文
化
に
は
抑
圧
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

●
人
間
の
知
恵
は
、
何
か
を
得
る
た
め
の
手
助
け
に
な
る
。

●
策
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
手
強
い
相
手
に
も
勝
つ
機
会
は
あ
る
。

●
人
間
の
知
恵
と
い
う
も
の
が
、
自
然
を
上
回
る
。

●
酒
に
は
よ
い
こ
と
が
な
い
。

●
自
然
界
に
も
神
の
力
が
及
ぶ
こ
と
で
、
ヲ
ロ
チ
の
よ
う
な
超
常
的
存
在
が
滅
ぼ
さ
れ
、
人
間
と
そ
の
よ
う
な
神
が

生
き
る
時
代
が
終
わ
り
、
人
間
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
。

●
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
と
い
う
神
話
に
お
け
る
哲
学
は
、
資
本
主
義
に
似
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
娘
を

く
れ
な
け
れ
ば
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

●
人
は
得
た
い
の
知
れ
な
い
モ
ノ
に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
過
剰
に
誇
張
す
る
が
、
そ
の
実
体
を
知
っ
た
途
端
、

自
ら
が
恣
意
的
に
創
り
上
げ
た
空
想
と
の
差
異
に
驚
き
呆
れ
る
生
き
物
で
あ
る
。

（
分
析
後
）

●
自
然
に
勝
つ
文
明
の
誕
生
。

●
農
業
が
盛
ん
に
な
り
、
米
が
た
く
さ
ん
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●
洪
水
を
防
ぐ
土
地
整
備
を
し
て
、
中
か
ら
砂
金
か
何
か
、
高
価
な
も
の
が
出
て
き
た
。

●
洪
水
か
ら
農
作
物
を
守
る
方
法
（
堤
防
を
作
る
方
法
）
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

●
自
然
を
も
知
略
で
支
配
で
き
る
。

●
農
民
た
ち
が
洪
水
を
克
服
し
た
こ
と
。
（
だ
が
、
そ
れ
で
良
い
の
か
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
ナ
イ
ル
川
の
氾
濫

に
よ
り
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
を
形
成
し
て
繁
栄
し
た
。
洪
水
を
防
ぐ
の
で
は
な
く
、
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
）

●
ス
サ
ノ
オ
は
、
洪
水
を
知
恵
・
工
夫
に
よ
っ
て
克
服
し
、
稲
田
を
守
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

●
人
間
は
、
洪
水
な
ど
の
自
然
現
象
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
力
だ
け
で
な
く
、
人
に
は
知
恵
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

●
知
恵
（
人
間
）
が
力
（
自
然
）
に
打
ち
勝
っ
た
。

●
実
際
の
洪
水
も
う
ま
く
工
夫
す
れ
ば
静
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
（
堤
防
作
り
と
か
）

●
当
時
の
農
民
は
洪
水
を
恐
れ
て
い
た
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
知
恵
で
自
衛
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

●
人
間
は
知
恵
に
よ
っ
て
自
然
現
象
（
洪
水
）
に
も
ま
さ
る
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●
人
間
の
知
恵
は
、
何
か
を
得
る
手
助
け
に
な
る
。

●
田
畑
を
荒
ら
し
て
し
ま
う
洪
水
を
止
め
る
。

●
毎
年
の
洪
水
に
悩
む
農
民
た
ち
を
救
う
話
。

●
洪
水
な
ど
の
農
民
を
悩
ま
せ
る
災
害
か
ら
、
知
恵
を
使
っ
て
工
夫
す
る
こ
と
で
、
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●
ほ
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
自
然
の
驚
異
も
人
間
の
文
化
に
よ
っ
て
押
さ
え
ら
れ
る
。
稲
田
に
と
っ
て
大
敵
で
あ
る
洪
水
と
ど
う
向
き
合
う
か
。

治
水
の
大
切
さ
。

●
農
民
は
苦
労
・
工
夫
を
重
ね
て
稲
作
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
。

●
洪
水
に
よ
っ
て
農
民
が
大
切
に
育
て
た
稲
田
が
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
川
の
ま
わ
り
を
整
備
し
た
。

●
堤
防
な
ど
を
作
る
な
ど
、
知
恵
を
使
っ
て
洪
水
を
防
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●
洪
水
に
よ
る
水
を
利
用
し
た
水
田
作
り
の
は
じ
ま
り
。
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■図１ 「古典に親しむ態度」の概念図

（書く） Ｈ 原文を読む

Ｇ 現代語訳を読む 学 生

校 涯

で に

親 わ

Ｆ マンガ・エッセイ・小説など し た

Ⅳ 読む 古典に取材した作品を読む む っ

て

Ｅ 展示や観光で触れる（記録する） 親

Ⅲ 見る・聞く し

（日常生活の中で親しむ） Ｄ テレビ・ラジオなどで視聴する む

（観劇する）

Ｃ 思い出した表現を生かす

（引用する）

Ⅱ 思い出す

（日常生活の中で思い出す） Ｂ ふとした一瞬に思い出す

（口ずさむ）

Ⅰ 知っている Ａ 日常生活で身につけている

■表１ 概念図をもとにした「古典に親しむ態度」を養う指導の例

Ⅳ 読む段階 ○現代語訳（マンガなども含む）の活用

○古典に取材した作品の活用（読み比べなど）

Ⅲ 見る・聞く段階 ○行事との連携（古典芸能鑑賞会、百人一首大会、校外学習など）

○古典関係の番組ビデオ、映画、CD-ROM、ホームページなど

○時事話題、スポーツ新聞の見出し、新聞の川柳欄など

○生徒自身に題材を探させる（長期休業中の課題など）

Ⅱ 思い出す段階 ○暗誦（朗読、群読など）、名文句・決まり文句の暗記

○現代文・漢文教材との連携、語彙指導など

○「その日の出来事」的連携（例：12 月 14 日＝赤穂浪士討ち入り）

■表２ これからの学習指導の方向
○学習材 ＝現代語訳の活用（原文中心主義からの脱却）

○文法指導＝「暗記」から「活用する力」の育成へ

○授業形態＝表現活動、課題解決学習（調べ学習）など、生徒の活動を中心に据えた授業

↓

◎従来行われてきたさまざまな指導（上記「Ⅲ 見る・聞く段階」「Ⅱ 思い出す段階」）

を、意識的に「古典に親しむ態度」を養う指導として位置づける。


