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１│２ 

で
割
る

京
都
教
育
大
学
教
授　

森も
り

山や
ま

卓た
く

郎ろ
う

　

ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
作
品
に
『
お
も
ひ
で

ぽ
ろ
ぽ
ろ
』
と
い
う
ア
ニ
メ
映
画
が
あ
る
。

タ
エ
子
と
い
う
首
都
圏
住
ま
い
の
若
い
女
性

が
、
田
舎
で
小
学
校
時
代
の
自
分
を
思
い
出

し
つ
つ
夏
の
休
暇
を
過
ご
す
。
そ
の
中
で
、

小
学
校
の
算
数
で
「
分
数
で
割
る
」
こ
と
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
て
話
す
場
面
が
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
分
数
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も

「
割
っ
た
」
数
な
ん
だ
か
ら
、
分
数
で
割
る

な
ん
て
い
う
と
頭
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
く
る
。

二
分
の
一
で
割
っ
た
ら
倍
に
な
る
と
い
う
の

も
わ
か
り
に
く
い
。
考
え
て
み
る
と
「
か
け

る
」
だ
っ
て
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
り
に
く

い
。
そ
こ
で
、「
か
け
る
」「
わ
る
」
と
い
う

「
言
葉
」
か
ら
、
算
数
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、「
か
け
る
」
だ
が
、
例
え
ば
、
ト

ン
ネ
ル
を
掘
る
仕
事
で
、「
一
日
が
ん
ば
っ

て
掘
る
と
二
メ
ー
ト
ル
進
む
。
同
じ
よ
う
に

三
日
か
け
て
掘
っ
た
ら
ど
れ
だ
け
で
き
る

か
」
の
よ
う
に
考
え
る
と
コ
ト
バ
と
計
算
が

つ
な
が
る
。「
二
メ
ー
ト
ル
分
の
仕
事
に
三

日
か
け
る
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
「
２
×
３
」

と
い
う
計
算
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

　

で
は
、「
わ
る
」
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ

も
「
割
る
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
使
う
と
わ
か
り

や
す
い
。
皿
や
ガ
ラ
ス
は
だ
め
だ
が
、
区
切

り
の
入
っ
た
板
チ
ョ
コ
を
「
割
る
」
イ
メ
ー

ジ
だ
。例
え
ば
、十
個
に
区
切
ら
れ
た
板
チ
ョ

コ
を
一
人
二
個
ず
つ
に
な
る
よ
う
、
割
る
わ

け
だ
。「
十
個
分
の
板
チ
ョ
コ
を
二
個
ず
つ

に
な
る
よ
う
に
割
る
と
何
人
分
に
な
る
か
」

が
「
十
個
割
る
二
個
」
で
、
め
で
た
く
五
人

が
分
け
前
に
あ
ず
か
れ
る
と
い
う
計
算
に
な

る
。「
割
る
二
分
の
一
」
も
こ
の
パ
タ
ン
な

ら
わ
か
り
や
す
い
。「
二
分
の
一
、
つ
ま
り
、

半
分
で
割
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
一
人
半

分
個
ず
つ
に
な
る
よ
う
に
分
け
る
」
と
い
う

こ
と
。
す
な
わ
ち
、
皆
「
半
分
で
い
い
よ
」

と
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
も
ら
え
る
人
の
数
は

倍
に
な
る
。
ど
う
や
、
タ
エ
ち
ゃ
ん
。

　

ど
ん
な
数
で
も
ゼ
ロ
で
は
割
れ
な
い
と
い

う
こ
と
も
、「
０
個
ず
つ
」
な
ら
そ
も
そ
も
分

け
る
こ
と
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

イ
メ
ー
ジ
で
き
そ
う
だ
。
た
だ
、「
要
ら
な
い

な
ら
お
れ
が
も
ら
う
」
と
か
「
次
に
と
っ
て
お

こ
う
」
な
ど
と
け
ち
く
さ
い
こ
と
を
考
え
る

と
、ち
ょ
っ
と
こ
ん
が
ら
が
っ
て
く
る
の
だ
が
。

　
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
教
科
で
も
、
考
え
方

や
感
じ
方
を
話
し
合
っ
た
り
、
言
葉
で
理
解

を
深
め
た
り
す
る
こ
と
は
大
切
だ
。
国
語
は

そ
の
意
味
で
基
盤
の
教
科
だ
。
子
ど
も
の
タ

エ
ち
ゃ
ん
、
国
語
も
が
ん
ば
っ
て
ね
。
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巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

東京都出身。「伝統話芸・活弁」の継承
者として“活弁”を現代のエンターテイ
メントとして甦らせ、文化庁芸術祭優秀
賞他数々の賞を受賞。日本を代表する弁
士として、国内はもとよりフランス、アメ
リカなどの海外公演で高い評価を得てい
る。著書に『活動弁士　世界を駆ける』（東
京新聞出版局）がある。
ホームページに、活弁のサンプルが掲載
されている。
http://sawatomidori.com/

　
「
活
動
写
真
弁
士
」
を
ご
存
知
で
す
か
。
無

声
映
画
の
上
映
中
、
場
面
に
合
わ
せ
て
登
場
人

物
の
せ
り
ふ
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
語
る
人
の
こ

と
で
す
。
そ
の
語
り
の
こ
と
を「
活か
つ

弁べ
ん

」と
い
っ

た
り
も
し
ま
す
。

　

無
声
映
画
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
字
幕
が
つ

い
て
お
り
、
弁
士
は
、
こ
の
字
幕
と
字
幕
の
間

の
せ
り
ふ
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
台
本
を
自
分
た

ち
で
工
夫
し
て
書
き
、
語
っ
て
い
ま
す
。
作
品

の
本
質
を
理
解
し
、
い
か
に
お
も
し
ろ
い
台
本

を
書
く
か
が
弁
士
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
映
画
を
繰
り
返
し
見
て
、
映
画

の
内
容
を
つ
か
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
筋

立
て
だ
け
を
追
っ
て
い
く
と
、
映
像
の
細
部
を

見
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
何
回
か
全
体

を
通
し
て
見
た
後
、
シ
ー
ク
エ
ン
ス
〈
※
〉
ご

と
に
、と
き
に
は
映
像
を
一
時
停
止
し
て
、じ
っ

く
り
鑑
賞
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時
間
は
、
映

像
が
語
り
か
け
て
く
る
“
声
な
き
声
”
に
耳
を

傾
け
る
、
心
躍
る
ひ
と
と
き
。
も
と
も
と
映
画

フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
松
田
春し
ゅ
ん

翠す
い

師
匠

の
活
弁
を
聴
い
て
弁
士
を
志
し
た
私
。
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
の
無
声
映
画
に
目
を
凝
ら
す
時
間
は
、

な
ん
と
も
い
え
ず
幸
せ
な
時
間
な
の
で
す
。

　

世
界
の
喜
劇
王
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
親
友
で
、

ア
メ
リ
カ
無
声
映
画
の
大
ス
タ
ー
だ
っ
た
ダ
グ

ラ
ス
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
の
主
演
作
に
「
バ
グ

ダ
ッ
ド
の
盗
賊
」
と
い
う
大
作
が
あ
り
ま
す
。

ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
風
な
お
と
ぎ
話
で
、
バ
グ

ダ
ッ
ド
の
カ
リ
フ
（
王
様
）
の
姫
に
恋
を
し
た

若
き
盗
賊
ア
ー
メ
ッ
ド
が
、
冒
険
の
果
て
に
つ

い
に
姫
と
結
ば
れ
る
と
い
う
波
乱
万
丈
の
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
娯
楽
作
。
一
九
二
四
年
の
作
品
で
す

が
、
当
時
最
新
の
撮
影
技
術
を
駆
使
し
、
カ
リ

フ
の
宮
殿
の
華
麗
な
セ
ッ
ト
や
、
空
飛
ぶ
じ
ゅ

う
た
ん
な
ど
見
ど
こ
ろ
い
っ
ぱ
い
で
、
快
男
児

ダ
グ
ラ
ス
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
の
胸
の
す
く
活

劇
も
堪
能
で
き
ま
す
。

　

こ
う
い
う
映
画
の
語
り･

活
弁
は
、
言
葉
も

大
時
代
的
に
、
美
辞
麗
句
を
連
ね
、
リ
ア
リ
ズ

ム
で
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
楽
し
さ
を
表
現
す

る
も
の
が
画
面
に
合
っ
て
い
る
と
考
え
、
ラ
ス

ト
シ
ー
ン
に
は
こ
ん
な
言
葉
を
考
え
て
み
ま
し

た
。
主
人
公
の
盗
賊
が
真
人
間
に
な
っ
て
悪
者

を
倒
し
、
姫
と
と
も
に
空
飛
ぶ
じ
ゅ
う
た
ん
に

乗
り
大
空
へ
と
舞
い
上
が
る
場
面
で
す
。

　
「
ア
ー
メ
ッ
ド
、
英
雄
に
し
て
ま
こ
と

　

 

の
花
婿
！
」

　

轟
と
ど
ろく
凱
歌
、
祝
福
の
声
。

　
「
い
ざ
行
か
ん
、
姫
と
と
も
に
！
」

　

ア
ー
メ
ッ
ド
と
姫
を
乗
せ
た
魔
法
の
絨
じ
ゅ
う

毯た
ん

は
、
陽ひ

に
煌
き
ら
めく
宮
殿
上
を
旋
回
し
、
麗

し
き
都
を
後
に
蒼そ
う

穹き
ゅ
うへ
─
。

　

雲
を
越
え
、
ど
こ
ま
で
も
、
幸
福
と
歓

喜
を
乗
せ
て
ど
こ
ま
で
も
─
。

　

や
が
て
、
緑
濃
き
糸
杉
の
陰
、
二
人
が

手
に
す
る
は
愛
の
果
実
。
そ
の
命
は
永と
こ

久し
え

に
春
を
寿
こ
と
ほぐ
。

　

さ
て
、
で
は
所
変
わ
っ
て
日
本
の
時
代
劇
に

は
ど
ん
な
言
葉･

活
弁
が
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ

う
か
。

　

私
の
大
好
き
な
大お
お

河こ

内う
ち

傳で
ん

次じ

郎ろ
う

が
浪
人
と

水
戸
黄
門
の
二
役
を
演
じ
た
「
水
戸
黄
門
」

（
一
九
三
五
年
）
の
剣け
ん

戟げ
き

場
面
に
付
け
た
活
弁

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

紫し

電で
ん

一い
っ

閃せ
ん

、
静せ
い

謐ひ
つ

た
る
べ
き
大
江
戸
の

夜
は
、
忽
た
ち
まち

怒
号
渦
巻
く
修
羅
場
と
化
し

た
。

　

月
影
青
く
風
寒
く
、
地
に
は
草そ
う

木も
く

、
声

も
無
し
。
静し
じ
ま寂
に
谺
こ
だ
ます
剣
戟
の
響
き
！

　

樹
間
よ
り
漏
れ
る
月
光
が
刀
身
に
影
を
刻
み
、

風
が
殺
気
を
孕は

ら

ん
で
浪
人
（
大
河
内
傳
次
郎
）

に
迫
る
場
面
。
あ
ま
り
長
い
活
弁
で
は
緊
迫
感

が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
言

葉
で
タ
ッ
タ
ッ
タ
ッ
と
畳
み
か
け
る
よ
う
に

語
っ
た
後
は
し
ば
ら
く
沈
黙
し
ま
す
。「
剣
戟

の
響
き
！
」
を
合
図
に
チ
ャ
ン
バ
ラ
音
楽
が
流

れ
、
乱
闘
場
面
の
興
奮
が
高
ま
る
寸
法
と
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

趣
を
異
に
す
る
喜
劇
な
ど
で
は
、
活
弁
の
言

葉
は
も
っ
と
あ
っ
さ
り
と
、
声
の
ト
ー
ン
も
軽

く
、
ふ
わ
り
と
し
た
感
じ
を
醸
し
出
す
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　

活
弁
の
音
楽
的
な
調
子
が
最
も
生
か
さ
れ
る

の
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
洋
画
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
憧
れ
の
女
優
、
神
秘
的
で
威
厳
す
ら
感

じ
さ
せ
る
グ
レ
タ
・
ガ
ル
ボ
の
無
声
映
画
に
は
、

こ
ん
な
活
弁
を
贈
り
た
い
で
す
。

　

川
霧
が
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
懐
か
し
い
小

島
を
包
み
、
細さ
ざ

波な
み

ひ
そ
や
か
に
恋
の
ロ
ン

ド
を
奏
で
る
。
露
置
け
る
草
、
名
も
無
き

花
、
目
覚
め
た
ば
か
り
の
木
々
、
鳥
の
さ

え
ず
り
。
大
気
は
い
ま
だ
睡
ま
ど
ろみ
の
甘
き
夢

に
浸
り
、
東
の
空
に
曙
の
色
匂
い
立
つ
。

　

フ
ェ
リ
シ
タ
ス
、
琥
珀
の
薔
薇
…
。

（
フ
ェ
リ
シ
タ
ス
は
、
ガ
ル
ボ
の
代
表
作
「
肉
体

と
悪
魔
」
で
の
役
名
で
す
）

　

多
彩
な
無
声
映
画
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
真
摯

に
向
き
合
い
、
映
画
の
語
り
か
け
て
く
る
も
の

を
聴
き
取
り
、
画
面
に
合
っ
た
言
葉･

活
弁
を

考
え
る
時
間
は
愉た
の

し
く
、
感
受
性
が
活
性
化
さ

れ
ま
す
。
活
弁
は
言
葉
を
駆
使
す
る
芸
。
映
像

を
的
確
に
表
現
す
る
言
葉
の
選
択
こ
そ
が
弁
士

の
器
量
な
の
で
す
。

  

※ 

物
語
の
中
の
一
連
の
場
面
の
こ
と
。
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〜
生
徒
の
興
味･

関
心
を
高
め
る
ヒ
ン
ト
〜

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

古
典
の
位
置
づ
け
は

ど
う
変
わ
る
か

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
古
典

─
ま
ず
、
再
確
認
の
意
味
で
、
現
行
の
学
習
指
導

要
領
に
お
け
る
古
典
の
取
扱
い
に
つ
い
て
お
う
か

が
い
し
ま
す
。

田
中　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
に
は

「
古
典
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
い
ま
せ
ん
。「
指
導

計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
中
で
、「
読

む
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
の
留
意
事
項
と
し
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
古
典
の

指
導
と
は
「
読
む
こ
と
」
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
は
、

ほ
と
ん
ど
現
代
文
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
お
り
、

古
典
の
授
業
で
は
、
そ
れ
を
当
て
は
め
て
指
導
し

て
い
た
わ
け
で
す
。

─
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
古
典
に
関
し
て

ど
の
よ
う
な
改
訂
が
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

今
回
の
改
訂
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
古
典
の
指
導
を
中
心
と

し
た
「
ア 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

が
設
け
ら
れ
て
、
教
え
る
内
容
が
は
っ
き
り
し
た

の
で
す
。

　

現
行
で
は
「
読
む
こ
と
」
の
中
で
指
導
し
て
く

だ
さ
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
が
、
今
回
の
改
訂

で
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」、

及
び
「
読
む
こ
と
」
の
各
領
域
を
通
し
て
指
導
す

る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
の
が
大
き
な

違
い
で
す
。
今
ま
で
表
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
古

典
を
、
各
領
域
で
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。

　

ま
た
、
特
定
の
事
項
を
ま
と
め
て
指
導
し
た
り
、

繰
り
返
し
て
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
な
場

合
に
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
指
導
し

て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

─
具
体
的
に
は
ど
ん
な
指
導
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

田
中　

こ
れ
ま
で
は
古
典
の
内
容
を
理
解
す
る
だ

け
で
終
わ
っ
て
い
た
の
が
、「
話
す
こ
と・聞
く
こ
と
」

の
領
域
で
や
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
た
と

え
ば
劇
化
を
す
る
な
ど
、
表
現
と
し
て
の
音
読
・
朗

読
活
動
も
で
き
ま
す
。（「
実
践
提
案
１
」
Ｐ.

10
）

　

第
三
学
年「
書
く
こ
と
」の
言
語
活
動
例
に
、「
ア 

関
心
の
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
批
評
す
る
文
章
を
書

く
こ
と
」
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
徒
然
草
や

枕
草
子
の
中
に
表
れ
て
い
る
人
間
の
も
の
の
見

方
・
考
え
方
を
批
評
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
、
作
品
の
一
部
を
引
用
し
て
批
評

文
を
書
く
と
い
う
よ
う
な
活
動
が
可
能
に
な
る
の

で
す
。
三
年
生
の
教
科
書
教
材
「
夏
草
」
で
、
芭

蕉
に
と
っ
て
旅
と
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か

を
考
え
さ
せ
た
り
、
芭
蕉
の
人
生
観
を
批
評
す
る

文
章
を
書
か
せ
た
り
す
る
と
い
う
活
動
も
お
も
し

ろ
い
で
す
ね
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

田た

中な
か

洋よ
う

一い
ち

先
生		

（
東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
）

　新しい学習指導要領に「伝統的な
言語文化と国語の特質に関する事
項」が新設され、古典の取扱いが具
体的に示されました。それによって、
現在の「読むこと」の領域における
指導だけでなく、「話すこと ･ 聞く
こと」「書くこと」の中でも古典を
扱った指導が可能になりました。
　また、小学校低学年から古典学習
が取り入れられることになったため、
中学校では指導にいっそうの工夫が
求められることになります。
　本特集では、こうした改訂を踏ま
えて、学習指導要領の作成協力者で
ある田中洋一先生に、中学校におけ
るこれからの古典指導のあり方をお
話しいただきます。
　実践提案では、生徒の興味 ･ 関心
を高める古典指導の実際を２例紹介
します。
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こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

　

ま
た
、
第
一
学
年
「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動

例
に
あ
る
「
ア 

関
心
の
あ
る
芸
術
的
な
作
品
な

ど
に
つ
い
て
、
鑑
賞
し
た
こ
と
を
文
章
に
書
く
こ

と
」
で
は
、「
芸
術
的
な
作
品
」
と
し
て
古
典
を

選
び
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
い
う
活
動
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
古
典
の
随
筆
と
現
代
の
エ
ッ
セ
イ
を
比
べ

て
、
季
節
感
だ
と
か
、
人
間
の
も
の
の
考
え
方
だ

と
か
を
比
べ
て
み
る
よ
う
な
文
章
を
書
か
せ
る
の

も
い
い
で
す
ね
。　

  
（「
実
践
提
案
２
」
Ｐ.

12
）

　

こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
今
ま
で
に
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
読
む
こ
と
の
発
展
と
し

て
位
置
づ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
今
回
の
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
学
習
の
中
心
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

小
・
中
学
校
の
連
携

─
小
学
校
で
も
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項｣

が
盛
り
込
ま
れ
、
系
統
的

に
古
典
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

田
中　

現
行
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
高

学
年
で
文
語
調
の
文
章
に
触
れ
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
回
の
改
訂
で
、
低

学
年
か
ら
古
典
の
指
導
に
関
す
る
事
項
が
入
り
ま

し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
量
的
に
も
、
質
的
に
も
、

か
な
り
文
語
の
文
章
に
親
し
ん
で
く
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

─
今
ま
で
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
指
導
に
な
り
そ

う
で
す
が
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
工
夫
し
て
い
け

ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

あ
ま
り
難
し
く
考
え
な
い
で
い
い
の
で
は

な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
も
、
中
学
校
で
は
「
古
典
に
親
し
む
」

と
い
う
こ
と
を
主
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
は
従
来

ど
お
り
で
す
。

　

教
材
の
隅
か
ら
隅
ま
で
理
解
さ
せ
よ
う
と
思
わ

な
く
て
も
い
い
ん
で
す
。
現
代
文
の
指
導
で
も
い

え
る
こ
と
で
す
が
、
特
に
中
学
校
の
古
典
学
習
は

親
し
む
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
詳
細
に
読
解
す
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
体
の
筋
が
わ
か
れ
ば
い

い
の
で
す
。
登
場
人
物
の
生
き
方
と
か
、
心
情
と

か
を
大
き
く
と
ら
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
一

語
一
語
を
ち
ゃ
ん
と
訳
し
て
い
く
必
要
は
な
い
。

そ
れ
こ
そ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
楽
し
む
よ
う
に
作

　

で
す
か
ら
、
小
学
校
の
学
習
指

導
要
領
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
、

中
学
校
で
さ
ら
に
独
自
の
展
開
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
小
学
校
で
既
に
学
習
し
て
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
長
所
と
短

所
を
し
っ
か
り
見
極
め
る
こ
と
が

大
切
で
す
ね
。

─
小
学
校
で
古
典
を
学
ん
で
き
た

生
徒
に
対
し
て
、
中
学
校
で
は
ど

の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

今
ま
で
生
徒
た
ち
に
は
、

中
学
校
で
初
め
て
古
典
に
出
会
う

喜
び
が
あ
り
ま
し
た
。
新
た
に
ス

タ
ー
ト
す
る
難
し
さ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
興
味
・

関
心
や
好
奇
心
が
あ
る
の
で
比
較
的
指
導
が
し
や

す
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
い
う

新
鮮
な
出
会
い
は
期
待
し
に
く
く
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
ず
中
学
校
の
先
生
方
は
、
そ
れ
を
い
ち
ば
ん
意

識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
ま
で
以
上
に
、
教
材
と
生
徒
た
ち
と
の
出
会

わ
せ
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
は
「
読
む
こ
と
」
で
の
指
導
だ
っ
た
の
で
、

ど
う
し
て
も
内
容
理
解
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
劇
化
、
朗
読
な
ど
の

品
を
味
わ
わ
せ
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
れ
ば
と
て
も
気
楽
に
指
導
に
入
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
こ
の
作
品
で
は
、こ
こ
だ
け
は
押
さ
え
て
ほ
し

い
」と
い
う
焦
点
化
を
し
て
お
け
ば
、
後
は
ゆ
っ

た
り
し
た
授
業
を
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
。
み
ん

な
で
感
想･

知
識
の
交
流
を
す
る
な
ど
、
サ
ロ
ン

的
な
意
識
で
古
典
の
授
業
に
臨
む
の
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
作
品

の
あ
ら
す
じ
や
登
場
人
物
の
生
き
方･

考
え
方
の

お
も
し
ろ
さ
を
と
ら
え
、
教
師
自
身
が
感
動
し
た

こ
と
な
ど
を
生
徒
と
共
有
し
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。

　

あ
れ
も
こ
れ
も
と
、
い
ろ
い
ろ
な
目
標
を
盛
り

込
ん
だ
り
、
教
え
た
こ
と
を
生
徒
が
百
パ
ー
セ
ン

ト
覚
え
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
り
す
る
古
典

の
指
導
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
、
学
習
指
導
要
領
に
立
ち
戻
れ
ば
、「
古

典
に
親
し
む
」と
い
う
こ
と
こ
そ
が
目
的
な
の
で
す
。

─
古
語
や
文
法
を
詳
し
く
教
え
る
必
要
は
な
い
の

表
現
活
動
や
、
随
筆
を
書
く
と
き
の
材
料
に
す
る

な
ど
、
多
様
な
出
会
わ
せ
方
を
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

中
学
校
で
は
小
学
校
で
の
既
習
事
項
を
よ
く
理

解
し
て
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
発
展
さ
せ
る
よ

う
な
や
り
方
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
ま
で

ど
お
り
の
や
り
方
で
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
こ
と
を
意
識

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

で
し
ょ
う
か
。

田
中　
「
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り

［
一
年
（
ア
）］」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
か
ら

誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
決
し
て
文

語
文
法
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
を
知
る
こ

と
や
、
漢
文
で
は
返
り
点
な
ど
、
訓
読
す
る
た
め

の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
学
ぶ
こ
と
が
主
で
、音
読･

朗
読
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
の
知
識
と
考
え
て

い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
あ
く
ま
で
も
主
眼
は
、

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
の
生
活
の
中
に
は
、
こ
と
わ
ざ
を
は
じ
め

文
語
文
が
た
く
さ
ん
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校

六
年
生
の
音
楽
の
共
通
教
材
「
わ
れ
は
海
の
子
」

で
は
、
日
本
中
の
子
ど
も
た
ち
が
必
ず
「
煙
た
な

び
く
苫
屋
こ
そ
、
我
が
な
つ
か
し
き
住
家
な
れ
」

と
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
知
識
と
し
て
係
り
結
び

を
教
わ
ら
な
く
て
も
、「
な
ん
と
な
く
力
強
く
言
っ

て
い
る
感
じ
が
す
る
」
と
子
ど
も
た
ち
が
言
う
そ

う
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
日
本
人
と
し
て
の
言
語
感

1954 年東京都新宿区生まれ。東京女
子体育大学教授。
都内公立中学校教諭を経て、東京都教
育庁指導主事、中央教育審議会国語
専門委員など歴任。平成 20 年告示学
習指導要領中学校国語作成協力者。
主な著書に『光村ライブラリー中学
校編』（光村図書）、『新学習指
導要領詳解ハンドブック』（東
洋館出版社）、『国語力を高
める言語活動の新展開』

（同）などがある。

田
た

中
なか

 洋
よう

一
いち

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を

楽
し
む
よ
う
に
作
品
を
味
わ
わ
せ
た
い
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こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

か
ら
は
教
材
の
種
類
も
工
夫
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
能
、
狂
言
、
古
典
落
語
、

歌
舞
伎
も
教
材
に
な
り
う
る
。
そ
こ
で
は
映
像
メ

デ
ィ
ア
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
す
ね
。

ま
た
、「
国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
な
ど
の
提
示

型
ソ
フ
ト
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
歴
史

背
景
や
風
俗
を
視
覚
的
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　

お
も
し
ろ
い
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
教
科
書
に

載
っ
て
い
る
部
分
の
前
後
を
取
り
あ
げ
て
、「
古

典
を
長
く
読
ま
せ
る
」
と
い
う
指
導
が
あ
り
ま
す
。

内
容
は
大
体
わ
か
れ
ば
い
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は

現
代
語
訳
で
読
ま
せ
て
も
い
い
と
い
う
姿
勢
で
す
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
研
究
会
に
所

属
す
る
先
生
の
実
践
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　

平
家
物
語
に
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
「
扇

像
と
比
べ
て
み
る
な
ど
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画

で
描
か
れ
た
人
物
と
古
典
に
登
場
す
る
人
物
を
比

べ
て
み
る
の
で
す
。

　

古
典
と
い
う
作
品
の
枠
の
中
だ
け
で
勝
負
す
る

の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
考
え
方
や
、
現
代
の

文
章
・
映
像
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
て
指
導
す
れ
ば

と
て
も
楽
し
い
授
業
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
そ
し

て
、
古
典
の
魅
力
を
生
徒
た
ち
に
し
っ
か
り
と
伝

え
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

覚
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
語
文
に
親
し

む
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

音
読･

朗
読
は
そ
う
い
う
感
性
を
育
ん
で
く
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、「
文
語
の
き
ま
り

や
訓
読
の
仕
方
を
知
」
る
の
で
す
。

─
生
徒
を
ひ
き
つ
け
る
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

田
中　

ま
ず
、「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
と
絡
め

な
が
ら
、
生
徒
自
身
が
自
分
で
考
え
る
と
い
う
活

動
を
中
心
に
す
え
て
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
が

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
登
場
人
物
や

作
者
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
と
か
、
現
代
の

価
値
観
と
比
べ
る
と
か
の
活
動
を
前
面
に
出
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
考
え
を
も
つ
、

自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
な
ど
を
大
切

に
し
た
い
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
、新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
あ
る「
古

典
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を

知
る
こ
と
［
一
年
（
イ
）］」
に
注
目
し
て
く
だ
さ

い
。
今
ま
で
は
古
典
教
材
と
い
え
ば
物
語
、
随
筆
、

短
歌
・
俳
句
、
漢
詩
な
ど
が
中
心
で
し
た
。
こ
れ

の
的
（
那
須
与
一
）」
の
後
に
「
弓ゆ
み

流な
が
し」
と
い
う

段
が
あ
る
ん
で
す
。
激
し
い
合
戦
の
最
中
に
義
経

が
海
に
弓
を
落
と
し
ま
す
。周
り
の
兵
は
み
な「
お

捨
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
義
経
は
敵
の

攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
必
死
に
拾
い
上
げ
て

帰
り
、「
強
い
弓
な
ら
構
わ
な
い
の
だ
が
、
こ
の

ひ
弱
い
弓
を
敵
が
取
っ
て
、
こ
れ
が
源
氏
の
大
将

の
弓
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
が
残
念
だ
か
ら
命
が

け
で
と
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
す
。

　

こ
の
部
分
ま
で
を
読
ま
せ
る
の
で
す
。
そ
の
こ

と
で
、「
扇
の
的
」
だ
け
を
読
ん
で
い
た
と
き
の

義
経
観
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

た
だ
長
く
読
ま
せ
る
だ
け
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
把

握
す
る
だ
け
で
も
い
い
ん
で
す
。
複
数
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
読
み
重
ね
る
こ
と
で
、
生
徒
の
感
じ
取

り
方
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
登
場
人
物
の

多
面
性
に
触
れ
る
こ
と
で
、
生
徒
の
古
典
へ
の
親

近
感
が
増
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
典
の
お
も
し
ろ
さ
と
は

─
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
の
古
典
の
魅
力
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

古
典
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
つ
は
、
千
年
も

前
の
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
、
同
じ
よ
う
に
悩
ん
で
い
た
、
喜

ん
で
い
た
と
い
う
の
を
実
感
で
き
る
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
話
し
た
「
長

く
読
ま
せ
る
」
方
法
、ま
た
は
現
代
の
文
章
と
「
比

べ
て
読
む
」
な
ど
と
い
っ
た
方
法
を
と
る
こ
と
で
、

そ
れ
が
よ
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
先
人
の
息
吹
に
触
れ
て
、「
こ
こ
は
違
う

け
れ
ど
こ
こ
は
同
じ
だ
」
な
ど
と
感
じ
な
が
ら
、

価
値
観
、
文
化
、
風
俗
、
習
慣
な
ど
、
日
本
人
の

伝
統
的
な
姿
を
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

　

わ
た
し
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を

き
っ
か
け
に
、
古
典
指
導
の
既
成
概
念
を
少
し
取

り
払
っ
て
み
て
は
と
提
案
し
た
い
の
で
す
。「
古

典
の
文
章
か
ら
飛
び
出
せ
」
と
訴
え
た
い
。
た
と

え
ば
、
源
義
経
は
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
そ
れ
と
さ
っ
き
の
「
弓
流
」
の
人
物

古
典
の
文
章
か
ら
飛
び
出
せ

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 
　⑴「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導を通して，
　　次の事項について指導する。

　　ア　伝統的な言語文化に関する事項

（ア）昔話や神話・伝承な
どの本や文章の読み聞か
せを聞いたり，発表し合っ
たりすること。

第１学年及び第２学年

（ア）易しい文語調の短歌
や俳句について，情景を
思い浮かべたり，リズム
を感じ取りながら音読や
暗唱をしたりすること。

（イ）長い間使われてきた
ことわざや慣用句，故事
成語などの意味を知り，
使うこと。

第３学年及び第４学年

（ア）親しみやすい古文や
漢文，近代以降の文語調
の文章について，内容の
大体を知り，音読するこ
と。

（イ）古典について解説し
た文章を読み，昔の人の
ものの見方や感じ方を知
ること。

第５学年及び第６学年

小

学

校

（ア）文語のきまりや訓読
の仕方を知り，古文や漢
文を音読して，古典特有
のリズムを味わいながら，
古典の世界に触れること。

（イ）古典には様々な種類
の作品があることを知る
こと。

第１学年

（ア）作品の特徴を生かし
て朗読するなどして，古
典の世界を楽しむこと。

（イ）古典に表れたものの
見方や考え方に触れ，登
場人物や作者の思いなど
を想像すること。

第２学年

（ア）歴史的背景などに注
意して古典を読み，その
世界に親しむこと。

（イ）古典の一節を引用す
るなどして，古典に関す
る簡単な文章を書くこと。

第３学年

中

学

校

新しい学習指導要領における古典指導の体系

「
古
典
を
長
く
読
ま
せ
る
」
と
い
う
手
法
も
お
も
し
ろ
い
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特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導 登

場
人
物
に
な
り
き
っ
て
心
情
を
語
る　
　
　
　

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

─
「
扇
の
的
」（
二
年
）
─

実
践

提
案

1
は
じ
め
に

　

生
徒
た
ち
は
、
難
解
な
解
釈
中
心
の
古
典
の
授

業
に
は
抵
抗
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
る
と
、

決
し
て
古
典
が
嫌
い
な
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に

自
分
の
感
情
を
古
語
で
表
現
し
た
い
な
ど
、
む
し

ろ
古
語
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、「
登
場
人
物
の
台
詞
を
考
え

『
Ｎ
Ｅ
Ｗ
平
家
物
語
』
を
創
作
す
る
」
課
題
を
設

定
し
た
。
作
品
中
に
自
分
が
入
り
込
む
感
覚
で
創

作
す
る
こ
と
で
、
生
き
生
き
と
し
た
古
典
の
世
界

を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
自
分
た
ち

な
り
の
ド
ラ
マ
を
加
え
て
新
た
な
演
出
を
し
て
音

声
に
の
せ
る
こ
と
で
、“
語
り
物
”
の
楽
し
さ
を

体
感
さ
せ
る
。

　

古
典
の
中
の
人
物
は
、
み
な
魅
力
的
で
あ
る
。

源
平
の
戦
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
自
ら
の
人
生
を
精

一
杯
生
き
抜
い
た
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
「
平

家
物
語
」
の
世
界
に
ひ
た
ら
せ
た
い
。

実
践
報
告
（
全
４
時
間
）

（
１
）
学
習
計
画

（
２
）
２
次
の
詳
細

ア　
（
全
体
で
）
登
場
人
物
の
性
格
が
は
っ
き
り

し
て
お
り
、
台
詞
も
多
い
こ
と
か
ら
、
巻
第

十
一
「
先
帝
入
水
」
の
場
面
を
紹
介
し
、
登
場

人
物
（
安
徳
天
皇
・
建
礼
門
院
・
二
位
の
尼
・

平
知
盛
・
平
家
方
の
武
士
・
女
房
な
ど
）
に
な

り
き
っ
て
、
台
詞
を
考
え
て
み
る
。

イ　
（
各
自
で
）「
扇
の
的
」
の
登
場
人
物
の
心
情

を
想
像
し
、
台
詞
を
考
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

書
き
入
れ
る
。（
資
料
１
）

　

※「
口
語
か
ら
文
語
へ
プ
リ
ン
ト（
筆
者
作
）」や「
古

語
辞
典
」「
国
語
便
覧
」
を
参
考
に
し
て
、
で

き
る
生
徒
に
は
文
語
を
使
わ
せ
て
み
る
。

ウ　
（
全
体
で
）「
扇
の
的
」
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
の
場

面
に
分
け
、
場
面
ご
と
に
台
詞
を
考
え
て
い

く
。（
資
料
２
）

エ　
（
グ
ル
ー
プ〈
四
人
〉で
）朗
読
劇
台
本
を
作
る
。

　
　

物
語
を
わ
か
り
や
す
く
感
動
的
に
伝
え
る
た

め
に
は
、
ど
の
場
面
で
、
だ
れ
の
台
詞
を
入
れ

る
べ
き
か
を
発
表
し
合
う
。

　

※
台
詞
を
考
え
る
際
、
原
文
か
ら
か
け
離
れ
た
勝

手
な
解
釈
に
陥
ら
な
い
よ
う
気
を
配
る
。
台
詞

は
、
感
情
だ
け
で
な
く
、
場
面
の
状
況
も
わ
か

る
よ
う
に
工
夫
す
る
。

オ　
（
グ
ル
ー
プ
で
）
朗
読
の
役
割
分
担
・
工
夫
・

練
習
を
す
る
。

　

原
文
も
台
詞
も
場
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い

朗
読
に
な
る
よ
う
、
ど
ん
な
気
持
ち
を
込
め
、

声
の
調
子
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
話
し
合

い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
入
れ
る
。

カ　
（
グ
ル
ー
プ
で
）
台
本
を
も
と
に
練
習
を
す

る
。
聞
き
合
い
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
合
い
、
よ

り
良
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
。

　

※
朗
読
は
、
源
平
の
役
割
分
担
・
群
読
な
ど
の
工

夫
を
す
る
。「
平
家
物
語
」
特
有
の
調
子
の
良

さ
を
出
せ
る
よ
う
、
よ
く
練
習
す
る
。

お
わ
り
に

  

台
詞
を
書
く
た
め
に
は
、
ま
ず
状
況
や
行
動
の

正
確
な
理
解
が
不
可
欠
な
の
で
、
生
徒
は
真
剣
に

読
み
取
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
個
人
で
考
え
る

段
階
で
は
理
解
が
困
難
な
生
徒
も
、
人
物
の
立
ち

位
置
や
表
情
を
話
し
合
う
中
で
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
内
容
を
理
解
し

て
い
く
に
つ
れ
、
人
物
の
心
情
を
想
像
し
、
そ
の

気
持
ち
が
伝
わ
る
言
葉
を
考
え
る
こ
と
に
、
楽
し

ん
で
取
り
組
ん
で
い
た
。
文
語
の
調
べ
を
好
み
、

積
極
的
に
古
語
や
係
り
結
び
を
使
う
生
徒
も
お
り
、

文
語
へ
の
抵
抗
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

  

台
詞
を
声
に
出
す
こ
と
で
、
物
語
の
中
の
人
物

に
な
り
き
っ
た
快
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
り
、

友
人
の
発
表
が
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
た
声

色
や
語
調
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
物
像
や
感
情
の

と
ら
え
方
が
微
妙
に
違
う
こ
と
に
気
づ
い
た
り
し

て
、
意
見
交
換
を
通
し
、
さ
ら
に
深
い
鑑
賞
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
登
場
人
物
に
な
り
き
る
学
習
は
、「
平
家

物
語
」
の
理
解
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
文
学

作
品
の
心
情
や
情
景
を
読
み
取
る
力
や
、
表
現
す

る
力
の
習
得
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

▶
資
料
１

▶
資
料
２

全
体
で

全
体
で

グ
ル
ー
プ〈
四
人
〉で

グ
ル
ー
プ
で

グ
ル
ー
プ
で

各
自
で

1 次〔1 時間〕

①
「
平
家
物
語
」
の
お
お
よ
そ
の
あ
ら
す

じ
を
知
る
。

②
源
平
合
戦
・
軍
記
物
語
・
語
り
物
に
つ

い
て
学
習
す
る
。

③
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
文
語
文
特
有
の
言

葉
や
語
形
、
助
詞
を
省
い
た
表
現
、
七
五

調
、
和
漢
混こ

ん

淆こ
う

文
、
対
句
表
現
を
理
解
す

る
。

2 次〔2 時間〕

①
古
文
と
口
語
訳
を
読
ん
で
、
場
面
の
状

況
・
登
場
人
物
の
行
動
と
心
情
を
想
像
す

る
。

②
場
面
の
状
況
と
人
物
の
心
情
を
表
す
台

詞
を
考
え
る
。

③
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
朗
読
劇
「
Ｎ
Ｅ
Ｗ

平
家
物
語
」
の
台
本
を
作
る
。

④
練
習
を
す
る
。

3 次〔1 時間〕

①
物
語
の
情
景
や
心
情
が
伝
わ
る
よ
う
工

夫
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
朗
読
発
表
を
す

る
。
互
い
の
発
表
を
聞
き
合
う
。

②
意
見
・
感
想
を
交
流
す
る
。

1

23
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特
集

こ
れ
か
ら
の
古
典
指
導

実
践

提
案▼ワークシート２

▲ワークシート４

▼ワークシート１

▲ワークシート３

は
じ
め
に

　

現
代
生
活
に
お
い
て
は
季
節
感
が
薄
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
中
学
生
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
感

じ
取
る
鋭
い
感
性
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

豊
か
な
感
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
表
現
す

る
方
法
を
十
分
に
身
に
つ
け
て
は
い
な
い
。
今
回

の
実
践
で
は
、
平
安
時
代
に
清
少
納
言
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
「
枕
草
子
」
の
冒
頭
部
分
（
以
下
「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
表
記
）
と
、
現
代
作
家
・
川
上

弘
美
の
季
節
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
『
あ
る
よ
う
な

な
い
よ
う
な
』（
中
央
公
論
新
社
）
を
読
み
比
べ
さ

せ
、
古
典
と
現
代
の
世
界
を
比
較
し
、
も
の
の
見

方
や
考
え
方
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
、
登
場
人
物

や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
随
筆
を
書
く
こ
と
で
、
客
観
的
な
視
点

で
人
間
の
心
の
中
や
自
然
を
見
つ
め
、
イ
メ
ー
ジ

豊
か
に
表
現
す
る
力
も
身
に
つ
く
と
考
え
た
。
古

典
の
表
現
や
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
と
ら
え
参

考
に
す
る
こ
と
は
、
表
現
を
豊
か
で
多
様
な
も
の

に
す
る
上
で
も
大
切
で
あ
る
。
自
分
が
伝
え
た
い

事
柄
や
心
情
が
、
相
手
に
効
果
的
に
伝
わ
る
よ
う

に
描
写
を
工
夫
で
き
る
よ
う
、
古
典
の
文
章
と
現

代
の
文
章
を
比
較
す
る
の
は
意
味
が
あ
る
。

指
導
上
の
工
夫
・
ポ
イ
ン
ト

（
全
５
時
間
）

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
古
典
の
代
表
的
な
作
品

で
、
指
導
す
る
側
も
つ
い
力
が
入
り
暗
唱
や
解
釈

に
時
間
を
か
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
今
回
は
音

読
・
語
釈
に
深
く
入
ら
な
い
よ
う
に
し
、
現
代
語

訳
も
生
徒
が
理
解
で
き
る
程
度
に
と
ど
め
た
。
た

だ
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
に
、

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
原
文
の
表
現
技
法
の
体
言

止
め
や
助
詞
の
省
略
は
丁
寧
に
確
認
し
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
季
節
の
具
体
例
は
〈
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
１
〉
を
使
っ
て
整
理
さ
せ
た
。
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
自
分
の
具
体
的
な
表
現
で
説

明
し
て
み
る
〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
２
〉
も
用
意
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
四
季
に
対
す
る
自
分
の
感
覚
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
、
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
上
で
表

現
を
す
る
練
習
に
も
な
っ
た
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
現
代
の
エ
ッ
セ
イ
を
比

較
す
る
と
き
は
、
比
較
す
る
項
目
を
整
理
し
て
言

葉
や
表
現
の
工
夫
に
着
目
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
３
〉

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
簡
潔
で
、
季
節
に
対

す
る
現
代
人
の
感
覚
を
上
手
に
表
現
し
て
い
て
中

学
生
に
も
分
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
現
代
の
季
節

に
対
す
る
感
性
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
自
然

観
と
対
照
的
で
も
あ
る
。エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
比
較
す
る
学
習
で
は
、
共
通
部

分
と
相
違
部
分
を
考
え
な
が
ら
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
表
現
技
法
に
つ
い
て
は
資
料
集
な
ど
を

使
っ
て
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。

　

川
上
弘
美
の
エ
ッ
セ
イ
は
会
話
や
人
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
多
く
登
場
す
る
。
ま
た
、

気
持
ち
を
表
現
す
る
場
合
、
比
較
的
否
定
的
な
表

現
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、

そ
れ
が
「
を
か
し
」「
あ
わ
れ
」
な
ど
肯
定
的
な

表
現
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
は
、
自
然
に
焦
点
を
当
て
て
、
自
然
へ
の
気

持
ち
を
表
現
す
る
言
葉
が
多
様
で
、
自
然
を
楽
し

ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ

の
筆
者
の
視
点
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
作
品
の
表
現
を
通
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
古
典
特
有
の
省
略
や
短

い
文
体
な
ど
、
自
分
が
書
く
際
、
表
現
の
参
考
と

す
る
部
分
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

比
較
し
た
あ
と
、
四
百
字
程
度
で
季
節
に
関
す

る
エ
ッ
セ
イ
を
書
か
せ
た
。〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
４
〉

学
習
し
た
表
現
を
使
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性

で
文
章
を
書
く
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
、
日
ご
ろ

書
く
こ
と
が
苦
手
な
生
徒
も
抵
抗
な
く
書
き
始
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

で
学
ん
だ
体
言
止
め
や
、
擬
音
語
・
擬
態
語
な
ど

も
使
い
、
表
現
を
工
夫
す
る
生
徒
も
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
で
き
あ
が
っ
た
他
の
生
徒
の
作
品
も
気
に

な
り
、
お
互
い
に
読
み
合
っ
た
り
、
発
表
し
合
っ

た
り
も
し
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

古
典
の
作
品
を
通
し
て
表
現
技
法
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
生
徒
も
意
外
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
現
代
文
と
の
比
較
で
古
典
の
作
品
を

よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
た
。

　

比
較
す
る
現
代
の
文
章
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
季
節
感
が
は
っ
き
り
出

る
よ
う
な
、
詩・短
歌・俳
句
で
も
よ
い
。
書
く
テ
ー

マ
は
季
節
だ
け
で
な
く
、「
植
物
・
動
物
・
昆
虫
・

心
と
き
め
く
と
き
・
両
極
端
な
も
の
・
め
っ
た
に

な
い
も
の
」
な
ど
の
「
も
の
づ
く
し
」
を
考
え
さ

せ
る
手
法
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
典
と
現
代
の
も
の
の
見
方･

考
え
方
を
比
べ
、

     

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

 

季
節
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
く 

─
「
枕
草
子
」（
二
年
）
─

2

１
時
間
目

音
読

２
時
間
目

現
代
語
訳
・
表
現

３
時
間
目

季
節
の
具
体
例
の
分
類
・
四
季

を
自
分
の
感
性
で
説
明
す
る

４
時
間
目
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
エ
ッ
セ
イ

を
比
較
す
る

５
時
間
目

四
百
字
程
度
で
エ
ッ
セ
イ
を
書

い
て
み
る

1

2

3

1213



7

1415

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

教
科
書
を
教
え
る		

教
科
書
で
教
え
る

A

Q　

先
日
、「
ク
ジ
ラ
た
ち
の
声
」
の
授

業
を
終
え
た
と
き
で
し
た
。
ひ
と
り

の
生
徒
が
「
一
回
読
ん
で
わ
か
る
こ
と
を
、

な
ん
で
ま
た
授
業
で
繰
り
返
し
や
る
ん
だ
ろ

う
」
と
、
つ
ま
ら
な
さ
そ
う
に
つ
ぶ
や
き
ま

し
た
。
わ
た
し
は
、
て
い
ね
い
に
指
導
す
る

こ
と
で
理
解
も
深
ま
り
、
生
徒
が
自
分
で
は

気
づ
か
な
か
っ
た
お
も
し
ろ
さ
も
わ
か
る
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
に
相
談
す
る

と
、「
あ
な
た
の
授
業
は
『
教
科
書
を
教
え
る
』

こ
と
で
あ
っ
て
、『
教
科
書
で
教
え
る
』
観
点

が
抜
け
て
い
る
。
だ
か
ら
生
徒
も
つ
ま
ら
な

く
感
じ
る
の
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

教
科
書
の
内
容
を
し
っ
か
り
理
解
さ
せ
る

だ
け
の
授
業
で
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
も
若
い
と
き
勉
強
会
に
行
く
た
び

に
、「
何
が
目
標
な
の
か
」「
ど
ん
な
力
を

つ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
の
か
」
と
、
何

度
も
何
度
も
先
輩
の
先
生
方
に
聞
か
れ

ま
し
た
。
な
ん
で
そ
ん
な
細
か
い
こ
と
を

言
う
の
か
、
こ
の
教
科
書
の
内
容
を
理
解

さ
せ
る
こ
と
が
目
標
で
は
い
け
な
い
の

か
、
と
そ
の
都
度
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

　

教
師
は
、「
何
を
」
教
え
、「
ど
ん
な
力
」

を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
か
を
考
え
て
授

業
の
組
み
立
て
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
教
科
書
の
内
容
を
理
解
さ
せ
、

な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
い
わ
ゆ
る
「
教
科

書
を
教
え
る
」
こ
と
は
大
切
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
、
こ
の
教
科
書

で
ど
ん
な
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
か—

—

「
教
科
書
で
教
え
る
」
と
い
う
発
想
が
国

語
科
と
い
う
教
科
で
は
重
要
な
の
で
す
。

　

私
が
行
っ
た
「
ク
ジ
ラ
た
ち
の
声
」
の

授
業
を
例
に
、「
教
科
書
で
教
え
る
」
こ

と
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
を
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
。

　

つ
ね
づ
ね
私
は
「
問
い
を
立
て
る
」
こ

と
が
物
事
を
考
え
る
う
え
で
と
て
も
重
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
の

学
習
や
生
活
の
た
め
に
「
問
い
を
立
て
る

力
」
を
、
ぜ
ひ
早
い
時
期
に
つ
け
て
お
き

た
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
い
う
観
点
で

文
章
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、「
問
い
」

と
い
う
概
念
を
教
え
る
に
適
し
た
教
材
だ

と
わ
か
り
ま
し
た
。

　

こ
の
単
元
で
は
、
Ｑ
＆
Ａ
の
形
式
で
、

「
ク
ジ
ラ
た
ち
の
声
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
る
活
動
を
設
定
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

「
文
章
の
中
に
問
い
を
見
つ
け
な
さ
い
」

と
指
示
し
て
も
、
生
徒
た
ち
は
、
た
い
て

い
は
ど
う
す
る
こ
と
か
が
分
か
ら
な
い
は

ず
で
す
。
そ
こ
で
究
極
の
説
明
文
と
い
っ

て
も
よ
い
百
科
事
典
を
使
い
、
練
習
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
事
典
の
説
明
を
も
と
に
、
そ

れ
が
答
え
と
な
る
よ
う
な
問
い
を
立
て
る

学
習
を
考
え
ま
し
た
（
次
ペ
ー
ジ
資
料
２
）。

　

ほ
ん
の
十
分
く
ら
い
の
学
習
で
す
が
、

　

ど
ん
な
授
業
に
し
よ
う
か
と
考
え
る
と

き
、
研
究
授
業
の
と
き
の
よ
う
な
指
導
案

を
作
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
指

導
案
の
項
目
に
あ
る
「
単
元
の
目
標
」
や

「
単
元
設
定
の
理
由
」「
教
材
観
」
は
考
え

て
お
く
と
い
い
の
で
す
。
時
数
に
合
わ
せ

た
計
画
も
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
自
分
の
授
業
用
の
ノ
ー
ト
に
そ
れ

ら
の
項
目
に
関
す
る
こ
と
を
必
ず
書
く
こ

と
に
し
て
い
ま
す
（
資
料
１
）。
メ
モ
程
度

の
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、「
こ
の
教
材

で
何
を
教
え
る
の
が
一
番
い
い
か
、
そ
れ

は
な
ぜ
か
」
と
考
え
、
そ
れ
に
答
え
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
ど
ん
な
活

動
が
い
い
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
と
い
う

こ
と
も
考
え
ま
す
。
考
え
た
こ
と
に
言
葉

を
与
え
て
い
く
作
業
は
と
て
も
重
要
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
、
内

容
を
吟
味
す
る
た
め
の
教
材
研
究
に
入
っ

て
し
ま
う
と
、
何
を
教
え
る
た
め
の
授
業

な
の
か
と
い
う
核
に
な
る
部
分
を
欠
い
た

ま
ま
授
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
「
ク
ジ
ラ
た
ち
の
声
」
と
い
う
文

章
は
、
中
学
生
で
初
め
て
の
説
明
文
教
材

ま
ず
は
授
業
計
画
を
形
に

目
標
や
つ
け
た
い
力
に
合
わ
せ

た
練
習
や
活
動
を
考
え
る

7
▶
資
料
１　
「
ク
ジ
ラ
た
ち
の
声
」
の
授
業
ノ
ー
ト

■単元名　クジラたちの声
　　　　　—説明文を読み、説明文を書く—

■単元設定の理由
　・１年最初の説明文
　・説明文とは何か？
　・説明文を読み解く際に、「問い」の視点で読む
　・説明文には筆者の立てた「問い」があるはず
　・説明文を読んだことが、説明文を書くこと（表現）に生きる
　・わかりやすい説明文を書こうということで定着を

■文章
　・はっきりと見える「問い」もあるので、隠れた「問い」
　を見つけるにも都合がよい
　・適度な長さと内容の難易度
　・映像的にもパンフレット向き

■流れ
　▼第１部「クジラたちの声」を読む
　　①説明文とは何か？——問いと答え（練習）
　　②「クジラたちの声」を読む
　　　⑴「問い」を見つけ出す
　　　⑵パンフレットを作る（Q&Aの形で）
　▼第２部　わかりやすい説明文を書こう
　　①何について説明するか
　　②「問い」を生かして、構成を考える
　　③文章を書く　製本（文集）　400字で
　　④発表会・メッセージ
　　⑤学習のふりかえり

　目標
　◆文章の中に「問い」を見つける
　◆「問い」を立てる
　◆わかりやすい説明文を書く（「問い」を生かす）

３
時
間

４
時
間
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■「七厘とも書く」
　→どんな字で書くのか？

■「家庭での炊飯に用いられる」
　→どのようなときに使うのか？

■「わずか７厘で買える木炭〜」
　→なぜ「しちりん」という名前
　　なのか？

◀
資
料
２

　

百
科
事
典
の
記
述
か
ら

　

問
い
を
立
て
る
練
習

▲資料３　「クジラたちの声」をＱ＆Ａの形でまとめたパンフレット

▲資料４　ワークシート「わかりやすい説明文を書こう」

▲資料５　生徒の書いた説明文

こ
の
練
習
が
よ
か
っ
た
の
か
、
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
る
た
め
と
い
う
目
的
が
あ
っ

た
か
ら
か
、
す
ぐ
に
生
徒
た
ち
は
教
科
書

の
文
章
か
ら
問
い
を
見
つ
け
出
し
て
い
ま

し
た
。
資
料
３
が
Ｑ
＆
Ａ
の
形
で
ま
と
め

た
生
徒
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。

　

こ
の
学
習
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
は

「
問
い
を
見
つ
け
る
」「
問
い
を
立
て
る
」

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、「
ク
ジ
ラ
た
ち

の
声
」
と
い
う
文
章
の
内
容
を
把
握
し
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。
単
元
と
し
て
は
こ
こ

ま
で
で
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

が
、「
問
い
を
立
て
る
」
と
い
う
力
は
こ

れ
か
ら
の
学
習
の
最
も
基
本
的
な
力
と
考

え
て
い
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
そ
の
力
を

実
際
に
生
か
す
学
習
を
す
る
こ
と
で
定
着

を
は
か
り
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　

次
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
資
料
４
が
「
わ
か

り
や
す
い
説
明
文
を
書
こ
う
」
と
い
う

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
す
。
今
回
の
目
標
は
問

い
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の

こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
よ
し
、
と
い
う
こ

と
に
し
ま
し
た
。
問
い
と
答
え
が
ペ
ア
に

な
っ
て
存
在
す
る
こ
と
で
説
明
文
が
形
づ

く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ば
せ
た
か
っ

た
の
で
す
。

　

実
際
に
生
徒
が
書
い
た
説
明
文
（
資
料

５
）
を
見
る
と
、
問
い
を
柱
と
し
た
文
章

構
成
が
し
っ
か
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。

う
。
一
読
し
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
文
章
を

取
り
上
げ
て
、
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
聞
か
れ

る
の
は
い
や
だ
と
思
う
生
徒
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
内
容
や
段
落

構
成
に
つ
い
て
少
し
突
っ
込
ん
だ
授
業
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
が
よ
り
深
ま

る
の
も
事
実
で
す
。

　

た
だ
、
目
標
を
持
た
ず
に
、
内
容
理
解

の
た
め
だ
け
に
授
業
を
す
る
と
、
教
科
書

を
な
ぞ
っ
て
い
る
だ
け
、
こ
な
し
て
い
る

だ
け
に
な
る
危
険
性
が
あ
り
、
生
徒
も
退

屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

目
標
を
明
確
に
し
た
り
、
つ
け
た
い
力

を
実
現
す
る
た
め
に
こ
の
文
章
を
使
っ
て

い
る
の
だ
と
自
覚
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

つ
ま
り
、「
教
科
書
で
教
え
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
人
で
学
ぶ
の
で
は
な
く
、「
教

室
で
学
ぶ
」
こ
と
の
意
味
も
生
ま
れ
、「
先

生
が
い
る
」
意
味
も
生
ま
れ
ま
す
。

　

教
材
研
究
を
す
る
と
き
に
、
こ
の
文
章

は
何
を
教
え
る
の
に
適
し
て
い
る
か
、
と

い
う
視
点
で
検
討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
教
科
書
を
教
え
る
」
だ
け
で
な
く
、「
教

科
書
で
教
え
る
」
こ
と
の
中
身
が
き
っ
と

見
え
て
く
る
は
ず
で
す
か
ら
。

　

教
科
書
の
説
明
文
の
文
章
は
確
か
に
わ

か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
程

度
の
学
力
が
あ
れ
ば
内
容
を
読
み
取
る
こ

と
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

学
習
し
た
こ
と
を

定
着
さ
せ
る
た
め
に

「
教
科
書
で
教
え
る
」

と
い
う
こ
と
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こ
の
教
材
で
筆
者
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、

私
た
ち
人
間
の
生
活
に
お
け
る
微
生
物
の
有
効

性･

可
能
性
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
読
す
れ

ば
容
易
に
確
認
で
き
、
極
め
て
わ
か
り
や
す
い

文
章
で
す
。
そ
の
「
わ
か
り
や
す
さ
」
は
何
に

起
因
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
用
語
や
文
体
等
の

平
易
さ
な
ど
も
確
か
に
一
因
と
な
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
が
、
本
稿
で
は
、「
文
章
の
構
成
」
に

焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
教
材
は
、
十
八
の
段
落
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
学
習
」
欄
の
「
２
」
の
課
題
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
き
く
三
つ
の
ま
と

ま
り
（
序
論･

本
論･

結
論
）
に
集
約
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

文
章
構
成
を
先
に
示
せ
ば
、序
論
（
①
〜
④
）、

本
論
（
⑤
〜
⑰
）、結
論
（
⑱
）
と
な
り
ま
す
が
、

第
四
段
落
と
第
十
七
段
落
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
、
生
徒
の
中
に
異
論
が
生
ま
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
国
語
の
授
業
と
し
て

は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
じ
っ
く
り
生

徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
新

し
い
学
習
指
導
要
領
で
も
「
文
章
の
構
成
や
展

開
、
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を

も
つ
こ
と
。」（
Ｃ
・
第
一
学
年
・
⑴
・
エ
）
と

い
う
指
導
事
項
を
示
し
、「
自
分
の
考
え
」
を

も
た
せ
る
対
象
と
し
て
「
文
章
の
構
成
」
を
も

明
記
し
、
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。

　

文
章
を
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

序
論
で
は
、
第
一
段
落
か
ら
第
三
段
落
に
か

　

説
明
的
な
文
章
（
以
下
、「
説
明
文
」
と
呼
ぶ
）

教
材
に
つ
い
て
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
四
回
で
、

「
モ
ア
イ
は
語
る
─
地
球
の
未
来
」を
例
に
、「
意

見
性
の
強
い
説
明
文
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

私
見
を
述
べ
ま
し
た
。
今
回
は
、「
事
実
性
の

強
い
説
明
文
」
と
し
て
標
題
の
教
材
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
事
実
性
の
強
い
説
明
文
」
に
お
い
て
は
、

見
た
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
、
調
査
し
た
こ
と

な
ど
を
、
正
確
に
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
く
伝

え
る
た
め
に
、
表
現
上
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
さ

れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
を
中
心
に

学
習
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

る
の
で
す
が
、
前
半
（
⑥
〜
⑫
）
で
は
、「
微

生
物
を
利
用
し
て
環
境
問
題
を
起
こ
さ
な
い
製

品
を
作
る
例
」
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
主
と
し

て
「
生
分
解
性
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」
に
つ
い
て
、

そ
の
原
料
、
分
解
の
仕
組
み
、
製
品
化
の
状
況

等
が
述
べ
ら
れ
、
エ
タ
ノ
ー
ル
の
生
産
に
つ
い

て
も
触
れ
て
い
ま
す
。

　

後
半
（
⑬
〜
⑯
）
で
は
、「
汚
染
さ
れ
た
環

境
を
微
生
物
の
力
で
元
の
状
態
に
戻
す
例
」
が

示
さ
れ
、
二
つ
の
方
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、「
そ
こ
に
も
と
も
と
存
在
す
る
微
生

物
に
栄
養
や
酸
素
を
あ
た
え
、
活
発
に
活
動
し

て
も
ら
う
」
方
法
（
⑭
）、
も
う
一
つ
は
、「
廃

棄
物
を
分
解
す
る
能
力
の
高
い
微
生
物
を
ほ
か

の
場
所
で
増
や
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
汚
染
地

域
に
注
入
す
る
」
方
法
（
⑮
）
で
す
。
第
十
六

段
落
は
後
半
部
分
の
ま
と
め
、
第
十
七
段
落
は

本
論
全
体
の
ま
と
め
、
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
第
十
七
段
落
を
文
章
全
体

の
結
論
部
分
と
み
る
生
徒
が
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
生
徒
た
ち
に
考
え
を
十
分
述
べ
さ
せ
る

点
に
配
慮
し
つ
つ
、
こ
の
部
分
が
「
環
境
問
題

の
解
決
」
に
関
す
る
ま
と
め
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

本
論
部
分
の
構
成
を
整
理
し
て
み
る
と
、「
⑤

本
論
全
体
の
問
題
提
起
／
⑥
〜
⑪
問
題
の
解
決

策
⑴
／
⑫
問
題
の
解
決
策
⑴
補
足
／
⑬
〜
⑮
問

題
の
解
決
策
⑵
／
⑯
問
題
の
解
決
策
⑵
ま
と
め

／
⑰
本
論
全
体
の
ま
と
め
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
構
成
の
明
快
さ
が
、
文
章
の
わ

か
り
や
す
さ
の
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

一
つ
は
、
説
明
内
容
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
形

成
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
「
例
示
」
へ
の

着
目
と
、「
図
版･

写
真
」
の
活
用
で
す
。
紙

幅
の
関
係
で
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、

い
ず
れ
も
内
容
の
具
体
的
理
解
と
い
う
観
点
か

ら
重
視
し
た
い
事
柄
で
す
。

　

二
つ
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
四
回
で
も
強
調

し
た
事
柄
で
す
が
、「『
書
く
』
へ
の
能
力
転
移
」

に
つ
い
て
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
教
材
の
読
み

で
学
ん
だ
「
構
成
の
工
夫
」
を
、
わ
か
り
や
す

い
「
説
明
文
を
書
く
」
と
い
う
学
習
や
活
動
の

中
で
生
か
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
教

科
書
に
は
、
次
に
「
調
べ
た
こ
と
を
正
確
に
伝

え
よ
う
」
と
い
う
「
書
く
」
学
習
が
設
定
さ
れ

て
い
ま
す
。「
構
成
の
工
夫
」
を
強
く
意
識
さ

せ
て
取
り
組
ま
せ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

け
て
、
微
生
物
の
定
義
や
微
生
物
と
私
た
ち
人

間
と
の
一
般
的
な
か
か
わ
り
、
と
り
わ
け
「
発

酵
」
と
い
う
働
き
を
人
類
が
昔
か
ら
利
用
し
て

き
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

問
題
の
第
四
段
落
で
は
、こ
の「
発
酵
」が「
地

球
環
境
を
支
え
る
う
え
で
も
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
微
生
物
と
環
境
と
の

関
係
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
本
論
部
分
の
キ
ー

ワ
ー
ド
が
「
環
境
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す

か
ら
、
こ
の
「
地
球
環
境
」
と
い
う
言
葉
の
提

示
を
根
拠
に
、
こ
の
段
落
か
ら
本
論
が
始
ま
る

と
考
え
る
生
徒
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
す
。
し
か
し
、
本
論
は
、「
環
境
問
題
、
特

に
廃
棄
物
を
処
理
す
る
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、

微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
」

を
二
例
紹
介
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
第
四
段

落
は
、「
発
酵
と
い
う
微
生
物
の
働
き
」
の
例

と
し
て
、
自
然
界
に
お
け
る
「
地
球
の
掃
除
」

の
働
き
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
段
落
は
、
序
論
の
ま
と
め
的
役
割
を

果
た
す
と
と
も
に
、
微
生
物
と
環
境
と
の
関
係

に
視
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
序
論
と
本

論
と
を
つ
な
ぐ
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

本
論
は
、
第
五
段
落
で
問
題
を
提
起
し
、
以

後
、
前
述
の
「
解
決
策
」
を
二
例
紹
介
し
て
い

文
章
構
成
の
工
夫
を
読
む
　
─
「
未
来
を
ひ
ら
く
微
生
物
」（
一
年
）
を
例
に
─

は
じ
め
に

1

　
　
重
視
し
た
い
こ
と（
補
遺
）

3

　
　
文
章
構
成
を
精
査
す
る

2

（
注
）・
引
用
文
中
の
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
。　

・
丸
数
字
は
、
段
落
の
番
号
を
示
す
。

1819

7
教
材
の
径こ

み
ち
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「
毛
筆
」
は
す
で
に
日
常
の
筆
記
具
で
は
な

い
と
い
う
明
確
な
認
識
か
ら
、
書
写
の
授
業
づ

く
り
を
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
に
使

わ
れ
て
い
た
毛
筆
と
後
で
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
硬
筆
と
を
関
連
づ
け
て
学
ぶ
と
い
う
と

ら
え
方
か
ら
、
毛
筆
に
よ
る
学
び
は
硬
筆
に
よ

る
学
び
に
ど
の
よ
う
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
と
ら
え
方
へ
、
発
想
を
転
換
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

大
学
生
に
「
書
写
の
授
業
で
は
な
ぜ
毛
筆
を

使
う
の
か
」
と
問
い
か
け
て
み
る
と
、
真
っ
先

に
返
っ
て
く
る
意
見
の
多
く
が
「
集
中
し
て
活

動
で
き
る
か
ら
」「
大
き
く
書
く
と
気
持
ち
が

い
い
か
ら
」
と
い
っ
た
非
日
常
性
の
利
点
に
注

目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
毛
筆
使
用
の
現

状
を
象
徴
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

他
に
も
「
成
果
が
出
や
す
く
、
指
導
し
や
す

い
か
ら
」
と
い
う
授
業
者
の
立
場
を
理
解
し
た

意
見
や
「
毛
筆
の
難
し
さ
を
知
り
、
硬
筆
の
便

ま
な
筆
記
具
を
使
っ
た
「
相
手
・
目
的
を
意
識

し
て
」
書
く
学
び
の
一
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

お
気
に
入
り
の
漢
詩
を
「
今
月
の
詩
」
と
し

て
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
紹
介
す
る
と
い
う
場
面
を

設
定
し
、
そ
の
た
め
の
掲
示
作
品
を
制
作
す
る

活
動
の
な
か
で
、
文
字
の
大
き
さ
と
配
列
に
つ

い
て
の
ま
と
め
学
習
を
行
い
ま
す
。

　

共
通
の
資
料
（
漢
詩
「
江
南
春
絶
句
」

と
そ
の
読
み
下
し
、
解
説
文
）
を
用
意

し
て
、そ
の
上
で
書
式
（
レ
イ
ア
ウ
ト
）

や
筆
記
具
に
つ
い
て
は
生
徒
の
選
択
に

任
せ
ま
す
。「
今
月
の
詩
」
の
題
名
・

作
者
及
び
原
詩
に
つ
い
て
は
、
必
ず
小

筆
を
使
う
こ
と
と
し
、あ
と
は
筆
ペ
ン
・

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
（
太
・
細
）
を
選
択
し

て
書
写
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
レ
イ
ア
ウ

ト
を
模
索
す
る
段
階
で
は
鉛
筆
も
使
用

し
ま
す
。

　

色
上
質
紙
に
書
写
し
た
パ
ー
ツ
を
白

い
台
紙
（
Ａ
３
）
に
貼
る
方
法
を
と
る

こ
と
で
、
書
き
直
し
が
で
き
な
い
と
い

う
負
荷
の
大
き
さ
を
や
わ
ら
げ
て
い
ま

す
。
生
徒
た
ち
に
は
先
行
す
る
単
元
で
、

同
じ
漢
詩
を
題
材
と
し
て
文
字
の
組
み

立
て
方
に
つ
い
て
小
筆
で
学
ば
せ
た
の

で
、
安
心
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
よ
う

で
す
。

　

国
語
科
書
写
の
学
び
の
基
底
に
は
、
ま
ず
学

習
者
自
身
が
自
分
の
書
く
文
字
に
愛
着
を
も
つ

こ
と
が
定
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
手

書
き
文
字
を
見
つ
め
続
け
よ
う
と
す
る
文
字
意

識
、
ま
た
そ
れ
ら
を
支
え
る
に
十
分
な
文
字
感

覚
は
、
ま
ず
自
己
を
認
め
よ
う
と
す
る
態
度
な

し
に
は
身
に
つ
き
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
書
写
力
は

生
活
の
た
め
の
技
能
で
す
が
、
手
書
き
さ
れ
た

文
字
に
は
否
応
な
く
書
者
の
「
個
」
が
表
わ
れ

る
こ
と
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

使
う
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
筆
記
具
の
特
徴
を
生
か
す
こ
と
は
も
と
よ

り
大
切
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た

情
報
の
や
り
と
り
を
念
頭
に
置
い
た
筆
記
具
の

運
用
能
力
を
考
え
る
前
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
筆
記

具
を
使
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
の
楽
し
み
を

想
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。
筆
記
具
に
対
す
る
自

分
自
身
の
得
手
不
得
手
を
知
る
、
た
だ
そ
れ
だ

け
で
も
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
具
を
使
っ
て
み
る
だ
け
で
、

自
分
の
書
く
文
字
に
対
す
る
見
方
や
感
じ
方
が

変
化
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
経
験
的
に
よ
く

知
っ
て
い
る
事
実
で
す
。

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
常
的
な
メ

モ
を
と
る
場
面
で
は
、
謹
直
な
楷
書
に
よ
ら
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
筆
先
の
太
い
フ
ェ

ル
ト
ペ
ン
を
使
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

掲
示
文
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
草そ
う

卒そ
つ

な
行

書
に
よ
る
こ
と
は
な
い
し
、
鉛
筆
で
書
き
つ
け

る
は
ず
も
な
い
の
で
す
。
筆
記
具
の
適
切
な
選

択
は
、
中
学
校
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
大
切

な
学
習
内
容
で
す
。

　

中
学
二
年
生
に
お
け
る
実
践
か
ら
、
さ
ま
ざ

　
「
毛
筆
」
の
対
義
語
と
し
て
、
新
興
の
筆
記

具
の
総
称
で
あ
る
「
硬
筆
」
の
語
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け

て
の
時
期
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

毛
筆
の
威
光
の
大
き
さ
と
同
時
に
、「
硬
」
に

対
応
す
る
「
軟
」、
つ
ま
り
筆
毛
の
柔
軟
さ
に

毛
筆
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
質
が
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
書
写
教
育
は
、こ
の
「
硬
」
と
「
軟
」

の
間
を
埋
め
よ
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を

重
ね
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、

は
た
し
て
毛
筆
の
「
軟
」
は
十
分
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
の
か
、「
軟
」
へ
の
郷
愁
が
む
し

ろ
「
軟
」
の
役
割
を
あ
い
ま
い
な
も
の
に
し
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
─
そ
ん
な
危
惧
の
念

を
抱
い
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

利
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
」
と
い
う

学
習
者
の
痛
み
を
感
じ
さ
せ
る
意
見
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
回
答
が
出
て
き
ま
す
が
、「
文
字
の

形
、
と
く
に
細
か
な
部
分
の
形
に
つ
い
て
意
識

し
、理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
」
と
か
「
腕

全
体
で
文
字
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
く
と

き
の
動
き
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
た
め
」
と

い
っ
た
“
正
解
”
は
意
外
に
少
な
い
の
で
す
。

　

点
画
の
形
の
明
瞭
性
、
運
筆
の
リ
ズ
ム
と
そ

の
連
続
性
は
、
筆
毛
の
柔
軟
さ
と
強
く
結
び
つ

い
て
い
ま
す
。「
軟
」
の
利
点
を
生
か
す
こ
と

の
で
き
る
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
、
小
筆
、
筆
ペ
ン
な

ど
を
学
習
指
導
の
な
か
で
積
極
的
に
使
っ
て
い

き
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
高
学

年
の
事
項
に
「
目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る
筆
記

具
を
選
び
、そ
の
特
徴
を
生
か
し
て
書
く
こ
と
」

の
一
項
が
入
り
ま
し
た
。
児
童
自
身
が
さ
ま
ざ

ま
な
筆
記
具
の
特
徴
を
知
り
、
活
用
で
き
る
能

力
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

中
学
校
で
は
第
二
学
年
の
事
項
に
「
目
的
や

必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
ま
た
は
行
書
を
選
ん
で

書
く
こ
と
」
と
し
て
、
生
活
の
場
面
に
お
け
る

書
体
の
使
い
分
け
が
明
記
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

の
こ
と
は
筆
記
具
の
使
い
分
け
と
連
動
し
て
考

鳥
取
大
学
教
授　

住す
み

川か
わ

英ひ
で

明あ
き

さ
ま
ざ
ま
な
筆
記
具
を

使
お
う

2021

「
軟
」
の
利
点
を
生
か
す

使
う
こ
と
の
楽
し
み

筆
記
具
を
使
い
分
け
る

「
文
字
の
大
き
さ
と
配
列
の
学
習
」

（
五
十
分
×
全
三
時
間
）
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書
写
と
い
う
と
、
教
科
書
を
も
と
に
毛
筆
、

硬
筆
で
書
く
だ
け
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
が

ち
で
あ
る
が
、
毛
筆
で
学
習
し
た
こ
と
を
硬
筆

へ
、
硬
筆
で
学
習
し
た
こ
と
を
日
常
生
活
へ
と

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

本
実
践
で
は
、「
読
む
こ
と
」
や
「
書
く
こ

と
」
の
学
習
、
言
語
感
覚
を
磨
く
学
習
の
一
環

と
し
て
書
写
学
習
を
行
っ
た
。
自
分
の
好
き
な

詩
や
言
葉
を
選
ん
だ
り
、
イ
ラ
ス
ト
を
入
れ
た

り
す
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
の
作
品
が
で
き
る

と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
大
変
意
欲
的
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
。
小
学
校
の
先
生
へ
の
手
紙

も
、
懐
か
し
い
気
持
ち
や
自
分
の
成
長
を
知
ら

せ
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
て
い
ね
い
に
書
こ

う
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
て
い
ね
い
に
書

こ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
時
間

が
か
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
生

徒
も
お
り
、
日
常
化
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
場
面
も
見
ら

れ
た
。
今
後
は
時
間
を
計
っ

て
書
く
書
写
活
動
を
入
れ
る

な
ど
し
て
、
日
常
の
書
写
活

動
に
生
か
せ
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
。

場
合
は
、
読
み
仮
名
や
意
味
を
付
け
加
え

る
よ
う
に
す
る
。

イ　

自
分
が
担
当
す
る
日
を
決
め
る
。
卒
業

ま
で
何
日
な
の
か
、
そ
の
日
の
行
事
な
ど

も
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
く
。

ウ　

必
要
な
言
葉
が
す
べ
て
入
る
よ
う
に
レ

イ
ア
ウ
ト
を
考
え
る
。

エ　

Ａ
４
ま
た
は
Ｂ
４
判
の
用
紙
を
準
備
す

る
。
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を
考
え
て
下

書
き
を
す
る
。

オ　

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
な
ど
用
具
を
選
ん
で
清

書
を
し
、
ふ
さ
わ
し
い
イ
ラ
ス
ト
を
書
く
。

カ　

で
き
あ
が
っ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
は
学
級
に

掲
示
し
、
一
日
ご
と
め
く
っ
て
い
く
。

　

国
語
の
授
業
で
カ
レ
ン
ダ
ー
に
書
い
た
言
葉

を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
。

う
。
そ
の
依
頼
の
手
紙
や
お
礼
の
手
紙
を
書
く

と
き
に
こ
の
学
習
が
生
き
る
。

❸ 

「
日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
作
る

　

 （
資
料
３
）

　

三
年
生
で
卒
業
が
近
づ
い
た
こ
ろ
、
一
日
ご

と
に
め
く
っ
て
い
く「
日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
」

を
一
人
一
枚
ず
つ
作
成
す
る
活
動
で
あ
る
。
一

枚
の
紙
の
中
に
配
置
よ
く
書
く
こ
と
を
目
標
に

し
、
選
ん
だ
言
葉
を
い
ち
ば
ん
大
き
く
書
く
よ

う
に
指
示
し
て
お
く
。

ア　

こ
と
わ
ざ
、
故
事
成
語
、
四
字
熟
語
な

ど
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
お
く
。
そ
の
中
か

ら
自
分
の
好
き
な
言
葉
、
み
ん
な
に
伝
え

た
い
言
葉
を
選
ぶ
。
あ
ら
か
じ
め
予
告
し

て
お
き
、
自
分
の
好
き
な
言
葉
を
事
前
に

決
め
て
お
い
て
も
よ
い
。
難
し
い
言
葉
の

　

今
年
の
一
月
の
こ
と
、
入
学
願
書
を
手
に
し

た
生
徒
が
、「
自
分
の
名
前
の
バ
ラ
ン
ス
が
う

ま
く
と
れ
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
書
い
た
ら
い

い
で
す
か
？
」
と
尋
ね
て
き
た
。
パ
ソ
コ
ン
が

普
及
し
た
現
在
だ
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
日
常

生
活
で
も
授
業
中
で
も
、
自
分
で
文
字
を
書
く

場
面
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
し
て
、自
然
に「
て

い
ね
い
に
」「
読
み
や
す
い
字
で
」「
少
し
で
も

う
ま
く
」
と
い
う
気
持
ち
が
わ
き
起
こ
る
場
面

が
あ
る
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
場
面
を

書
写
の
学
習
の
中
で
も
作
ろ
う
と
心
が
け
、「
読

む
こ
と
」
や
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
や
総
合
的

な
学
習
と
の
関
連
を
図
っ
た
計
画
を
立
て
て
い

る
。
そ
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
紹

介
す
る
。

❶ 

「
野
原
は
う
た
う
」
を
書
く
（
資
料
１
）

　

一
年
生
国
語
の
巻
頭
教
材
で
あ
る
「
野
原
は

う
た
う
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
す
べ
て

平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
活
用

し
、
平
仮
名
を
書
く
指
導
と
配
置
よ
く
詩
を
書

く
授
業
を
行
っ
た
。

ア　

平
仮
名
の
練
習
を
す
る
。
文
字
の
成
り

立
ち
を
学
習
す
る
と
と
も
に
正
し
い
字

形
で
書
け
る
よ
う
に
す
る
。

イ　

学
習
の
ま
と
め
と
し
て
「
の
は
ら
う

た
」
の
ほ
か
の
詩
を
紹
介
し
、
教
科
書

の
詩
も
含
め
た
中
か
ら
、
好
き
な
詩
を

選
ぶ
。

ウ　

文
字
の
大
き
さ
を
考
え
て
練
習
す
る
。

エ　

用
紙
に
配
列
を
考
え
て
下
書
き
を
し
、

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
清
書
す
る
。

オ　

書
き
終
え
た
ら
、
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
絵

を
描
き
、
色
鉛
筆
で
色
を
塗
る
。

カ　

教
室
に
掲
示
す
る
。

　

二
年
生
の
国
語
で
は
、
最
初
の
教
材
で
あ
る

「
春
に
」
の
学
習
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
春
の
詩

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
同
じ
要
領
で
書
い
た
。

 

❷ 

手
紙
を
書
く
（
資
料
２
）

　

一
年
生
の
国
語
教
材
「
手
紙
を
書
こ
う
」
の

学
習
を
生
か
し
て
、
小
学
校
の
先
生
に
手
紙
を

書
く
活
動
で
あ
る
。
文
字
の
大
き
さ
、
楷
書
と

か
な
の
調
和
に
気
を
つ
け
、
行
の
中
心
を
そ
ろ

え
て
書
く
よ
う
に
指
導
す
る
。

ア　

手
紙
の
書
き
方
を
知
る
。

イ　

小
学
校
の
先
生
に
近
況
報
告
を
す
る

手
紙
の
内
容
を
考
え
る
。

ウ　

便
箋
を
使
っ
て
清
書
を
す
る
。

エ　

封
筒
に
表
書
き
を
す
る
。

　

本
校
で
は
二
年
生
で
職
場
体
験
学
習
を
行

1
実
践
の
趣
旨

2
指
導
の
実
際

◀
資
料
１

▶
資
料
２

▶
資
料
３

広
島
県
広
島
市
立
大
塚
中
学
校
教
諭　

澤さ
わ

井い

美み

由ゆ

貴き

連
載

新
し
い
書
写
実
践
の
試
み

11

意
欲
的
に
楽
し
く
取
り
組
む

硬
筆
指
導
の
実
際

3
成
果
と
課
題



教科書編集部便り

平成22年度「言語教育振興財団」研究助成金一般公募
　言語教育（国語教育・外国語教育等）の充実・発展を図るために、理論と実践の分野について優
れた研究開発を行う団体または個人に対して助成します。

お知らせ

遠いようで近い古典
　高校生に古典に関するアンケートをとっ
たところ、「『掃除』よりも苦手」という結
果が出たことがあるそうです。光源氏の波
乱に満ちた華麗な生涯も、高校生にとって
は、校内の掃除より苦手ということになっ
てしまいました。
　では、中学校現場では？と、先生方にう
かがってみると、やはりここでも、生徒た
ちの古典に対する苦手意識が見受けられま
した。その要因としては、語彙や仮名遣い
がわからない、という表現上の問題や、時
代背景がわからないために、自分とは関係
のない別世界の話だと思ってしまうことが
多いようでした。
　次のような文章があります。
　にくきもの　急ぐ事あるをりに来て、
　長
なが

言
ごと

するまらうど
（にくらしいもの  急用のある時にやってきて、長話をする客）

　思わず「ある、ある」とうなずいてしま
うような状況ではないでしょうか。これは、
生徒たちが「春はあけぼの」として学習す
る「枕草子」の中にある章段の一部です。
言葉遣いは違うけれど、どうやら清少納言
の時代の人々も、今の人々と同じように、「も
う、この忙しいときに！」と憤ってしまう
気持ちに変わりはなかったようです。そう
考えると、遠かった古典の世界も少し近づ
いてくるのではないでしょうか。
　今号の特集にもあるように、中学校では
古典に「親しむ」ことが学習の主眼となり
ます。編集部では、生徒にとって親しみや
すい様々な古典作品の提出を目指していま
す。そして、それらの作品をきっかけに、
別の章段に読み広げたり、古典の一節を引
用して文章を書いたりしていけるような教
材化を検討し、編集を進めています。

助成内容 ①言語教育の内容・方法に関するもの（教育内容・方法部門）
②言語教育教材の質的向上に関するもの（教材部門）
③教育機器を利用した言語教育の在り方に関するもの（教育機器部門）

研究期間 平成 22 年４月〜 23 年３月（原則１年間）

応募資格 言語教育（国語、英語、日本語等）に関して研究開発を行う教員及び教育開発を行う小・
中・高等学校・大学・教育研究団体（学校の学年・教科単位を含む）

助成件数及び金額 助成件数は 80 件まで。助成金額は１件につき 20 万〜 50 万円

応募方法・
締め切り

・所定の申請用紙に記入の上、研究開発活動についての企画書または実施した実践報告書
等の参考書類を添えて、平成 21 年 12 月 25 日（金）必着で、当財団事務局に郵送。

・申請用紙を希望される方は、直接又は返信用封筒を同封の上、当財団事務局までお申し
込みください。

・この応募要項については、都道府県教育委員会等推薦の場合も同様に扱います。

決定・発表 当財団「選考委員会」にて選考を行い、選考結果を平成 22 年２月末までに通知。
平成 22 年３月末に銀行振り込みで交付します。

問い合わせ先 財団法人「言語教育振興財団」事務局
〒 141-0021  東京都品川区上大崎 2-19-9  TEL 03-3493-7340　FAX 03-3493-2174




