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デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、
そ
の
使
い
方
に
よ
っ
て
、
古
典
の
学
習
を
さ
ま
ざ
ま
に
支

え
て
く
れ
る
強
力
な
ツ
ー
ル
に
も
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
古
典
に
親
し
む
た
め
の
活

用
の
し
か
た
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

千葉県生まれ。千葉大学
大学院修了。千葉県の公
立中学校教諭，千葉大学
教育学部附属中学校教諭
を経て，現職。共著書に『中
学生を作文好きにする！ 
新レシピ 60 ＆ワークシー
ト』（明治図書出版）など。

1
古
典
の
学
習
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
相

性
が
よ
い
？

　

意
外
に
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、古
典
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）

の
学
習
と
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
は
じ
め
と
し
た

Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
と
て
も
相
性
が
よ
い
と
、
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
文
章
、
画
像
、
動
画
な
ど
、
古
典
に

関
連
す
る
参
考
資
料
は
、
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
え
ば
簡
単
に
、
大
量
に
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
古
典
の
原
文
な
ら
著

作
権
の
心
配
は
な
し
！　

安
心
し
て
資
料
を
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
多
彩
な
学
習
活
動
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
す
。
古
典
の
授

業
を
「
音
読
し
て
→
説
明
し
て
→
終
わ
り
」
と

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
生
徒
が

さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
を
通
し
て
「
古
典
に
触

れ
、
親
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の

が
、
中
学
校
段
階
で
求
め
ら
れ
る
古
典
の
学
習

で
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
生
徒
に
と
っ
て
、
古

典
の
世
界
は
予
備
知
識
も
少
な
く
、
身
近
で
も

な
い
。
親
し
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
い

く
つ
も
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

そ
こ
で
、
古
典
に
対
す
る
抵
抗
感
を
払
拭
す
る

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
が
、
こ
れ
ま
で

に
開
発
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

以
前
、あ
る
中
学
校
で
拝
見
し
た
「
扇
の
的
」

の
授
業
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。先
生
は
こ
の『
平

家
物
語
』
の
世
界
を
生
徒
に
味
わ
わ
せ
る
た
め

に
、
あ
る
工
夫
を
し
ま
し
た
。「
十
二
束
三
伏
」

の
か
ぶ
ら
矢
を
用
意
し
て
（
も
ち
ろ
ん
複
製

で
す
が
）、
廊
下
の
奥
へ
四
十
間
あ
ま
り
（
約

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
で
古
典
の

学
習
が
ど
う
変
わ
る
？

❶
ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
く
暗
唱

　

古
典
の
学
習
で
私
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は

音
読
・
暗
唱
で
す
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
作
品
の
冒
頭
く
ら
い
は
、
暗
唱
す
る
く
ら
い

体
に
し
み
こ
ま
せ
て
卒
業
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
た
だ
「
覚
え
よ
う
」
と
指
示
す
る
だ

け
で
は
、
活
動
が
単
調
に
な
り
、
生
徒
の
興
味

を
十
分
引
き
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
私
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ

れ
て
い
る
「
暗
唱
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
ワ
ー

ク
を
使
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
本
文
の
一

部
分
を
マ
ス
キ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
暗

唱
支
援
ツ
ー
ル
と
い
え
ま
す
。
暗
唱
の
レ
ベ
ル

が
六
段
階
に
分
か
れ
て
い
て
、
マ
ス
キ
ン
グ
す

る
部
分
を
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
ち
ょ
っ

と
し
た
ゲ
ー
ム
感
覚
で
、
何
度
も
繰
り
返
し
暗

唱
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

画
面
へ
の
書
き
込
み
も
で
き
る
の
で
、
歴
史
的

仮
名
遣
い
や
係
り
結
び
な
ど
、
注
意
す
べ
き
語

句
を
示
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

七
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
）
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
扇

を
持
た
せ
た
生
徒
を
立
た
せ
て
、
様
子
を
再
現

し
ま
し
た
。「
ど
こ
ま
で
い
く
の
？
」「
お
お
ー
」

「
那
須
与
一
、
す
げ
ー
！
」
と
い
う
声
が
生
徒

か
ら
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
も
う
す
っ

か
り
『
平
家
物
語
』
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

と
、
こ
こ
ま
で
の
準
備
が
難
し
く
て
も
、
今

だ
っ
た
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
古
典
の
世
界
に
親
し
む

手
助
け
を
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
活
用
例
を
い

く
つ
か
書
き
出
し
て
み
ま
す
。

　

他
に
も
ま
だ
あ
り
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
を

う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
学
習
活
動
を
作
り
上
げ

て
い
け
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
、
楽
し
く
古
典
に

親
し
む
授
業
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

古
典
に
親
し
む
た
め
の
学
習
活
動
の
例

①
身
体
で
味
わ
う

　
音
読
・
朗
読
・
暗
唱

　
群
読
・
劇
化

②
書
き
換
え
る

　「
現
代
版
〇
〇
」

　
な
り
き
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
日
記
・
新
聞
・
ニ
ュ
ー
ス
番
組

古
典
学
習
を
支
援
す
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
例

・
関
連
資
料
（
映
像
・
文
章
）
を
見
る
。

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
集
め
る
。

・
音
読
・
朗
読
の
音
声
を
聴
く
。

・
音
読
・
朗
読
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
撮
る
。

・─

写
真
、
動
画
な
ど
と
古
典
作
品
を
組
み
合
わ

せ
て
発
信
・
交
流
す
る
。

・─

フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
ク
イ
ズ
、
か
る
た
な

ど
の
ゲ
ー
ム
で
遊
ぶ
。

　
続
き
話
、
歌
物
語

　
現
代
語
訳

③
古
典
の
世
界
を
知
る

　
時
代
背
景
な
ど
を
調
べ
る

　
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
語
訳
を
読
む

　
解
説
書
、
注
釈
を
読
む

　
他
の
章
段
、
場
面
を
読
む

　
当
時
の
生
活
を
体
験
す
る

④
遊
ぶ

　
こ
と
わ
ざ
、
百
人
一
首
な
ど
の
か
る
た

　
パ
ロ
デ
ィ
ー
づ
く
り

な
ど▲「蓬萊の玉の枝──

『竹取物語』から」（１
年）のワーク「暗唱し
てみよう」に書き込み
を入れた画面。
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❷
「
原
文
と
現
代
語
訳
」
ツ
ー
ル
で
音
読
練
習

　

も
う
一
つ
、
音
読
練
習
に
便
利
な
の
が
「
原

文
と
現
代
語
訳
」
と
い
う
ツ
ー
ル
で
す
。
こ
れ

は
、
右
に
原
文
、
左
に
そ
の
現
代
語
訳
が
並
べ

て
表
示
さ
れ
、
原
文
に
添
え
ら
れ
た
ス
ピ
ー

カ
ー
マ
ー
ク
を
押
す
こ
と
で
、
そ
の
部
分
の
朗

読
音
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の

で
す
。
現
代
語
訳
は
、
初
期
画
面
で
は
全
て
マ

ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
、
マ
ス
キ
ン
グ
部
分
や

「
全
て
表
示
」
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
で
、
そ
の

マ
ス
キ
ン
グ
を
外
す
こ
と
も
で
き
ま
す
（
右
下

図
）。

　

こ
の
ツ
ー
ル
は
、
指
導
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
上
で
、
教
室
全
体
で
示
す
よ
う
に
使
っ
て
も

よ
い
の
で
す
が
、
や
は
り
一
人
一
台
環
境
で
学

習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
使
え
る
状
態
だ
と
、

よ
り
効
果
的
な
活
用
が
期
待
で
き
ま
す
。
生
徒

は
そ
れ
ぞ
れ
に
音
読
練
習
を
し
な
が
ら
現
代
語

訳
を
参
照
し
ま
す
。
音
読
で
つ
か
え
た
と
こ
ろ

や
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
ス
ピ
ー

カ
ー
ボ
タ
ン
を
押
し
て
そ
の
部
分
の
読
み
方
を

確
認
し
ま
す
。
特
に
引
っ
か
か
る
と
こ
ろ
や

チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
は
、
ス
タ
ン

プ
で
印
を
付
け
た
り
書
き
込
み
を
入
れ
た
り
し

て
後
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
ま
す
。

こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
す
中
で
、
音
読
に
習
熟

し
、
言
葉
の
意
味
も
自
然
に
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
人
一
台
と
い
う
環
境
さ
え

整
え
ば
、
よ
り
個
に
応
じ
た
学
習
が
で
き
る
と

い
う
の
も
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
優
れ
た
点
だ
と

思
い
ま
す
。

❸
課
題
を
も
っ
た
動
画
視
聴
で

　
作
品
世
界
を
イ
メ
ー
ジ

　

私
が
古
典
の
授
業
で
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る

の
が
、
そ
の
作
品
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う

や
っ
て
つ
か
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

こ
で
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る

多
様
な
資
料
が
役
に
立
ち
ま
す
。

　

例
え
ば
「
枕
草
子
」（
二
年
）
に
は
、「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
の
朗
読
と
と
も
に
イ
メ
ー
ジ
画
像

が
流
れ
る
映
像
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
左
下
図
）。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
が

多
少
わ
か
ら
な
く
て
も
、
情
景
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た

る
が
」
と
い
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
は
雁
の

姿
を
見
た
こ
と
も
な
い
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

た
り
す
る
の
で
、
こ
う
し
た
映
像
は
と
て
も
助

か
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
蓬
萊
の
玉
の
枝
─
─
『
竹
取
物
語
』

か
ら
」（
一
年
）
で
は
こ
ん
な
学
習
を
し
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
、「
か
ぐ
や
姫
と
五
人

の
貴
公
子
」
と
い
う
映
像
資
料
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
か
ぐ
や
姫
の
望
み
の
品
を
手
に
入
れ

る
と
い
う
難
題
に
挑
む
五
人
の
貴
公
子
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
、
四
分
間
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。

私
は
、「
こ
の
五
人
の
中
で
、
か
ぐ
や
姫
へ
の

思
い
が
い
ち
ば
ん
強
い
の
は
ど
の
貴
公
子
だ
ろ

う
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
か
ら
、
生
徒

に
こ
の
映
像
を
見
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
生

徒
は
必
死
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
課
題
に
向

か
っ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
映
像
を
眺
め
て
い
る
の
も
楽
し
い
の
で

す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
課
題
や
目
的
を
も
っ
て

映
像
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
学
習
へ
の
意

欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
扇
の
的
─
─
『
平
家
物
語
』
か
ら
」（
二
年
）

で
あ
れ
ば
、
琵
琶
奏
者
に
よ
る
弾
き
語
り
の
映

像
（
右
下
図
）
は
ぜ
ひ
と
も
見
せ
た
い
も
の
で
す
。

『
平
家
物
語
』
が
ど
ん
な
人
た
ち
に
よ
っ
て
受

け
継
が
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
姿
を
琵
琶
の
響

き
と
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

映
像
も
お
す
す
め
で
す
。

❹
意
外
に
便
利
！
　
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

　

最
後
に
、
こ
れ
も
便
利
だ
な
と
思
っ
て
い
る

の
が
「
古
典
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
」
で
す
（
左

下
図
）。
全
学
年
・
全
教
材
共
通
で
使
う
こ
と

が
で
き
、
毎
時
間
、
こ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
で
、

歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
語
、
百
人
一
首
な
ど
の

基
礎
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
短
時
間

で
取
り
組
め
る
の
で
、
学
習
の
合
間
の
ち
ょ
っ

と
し
た
息
抜
き
に
も
な
り
ま
す
。

古
典
の
多
彩
な
学
習
活
動
を

支
え
る
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

　

今
回
は
、
古
典
教
材
に
関
連
し
た
デ
ジ
タ
ル

教
科
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
の
し
か
た
を
ご
紹

介
し
ま
し
た
。
多
様
な
資
料
や
ツ
ー
ル
が
収
録

さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
を
使
え
ば
よ
い
か
迷
っ

て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
ね
ら
い

の
下
で
、
ど
ん
な
学
習
活
動
の
中
に
こ
れ
ら
を

位
置
づ
け
る
か
が
授
業
づ
く
り
の
腕
の
見
せ
所

だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
古
典
を
読
む
」「
古
典
の
世
界
を
知
る
」「
古

典
を
自
分
の
考
え
や
生
活
に
生
か
す
」
な
ど
、

古
典
の
学
習
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
あ
り

ま
す
。
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
古
典
を
楽

し
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

ま
ず
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
自
分
で
も
触
っ

て
み
て
、
教
師
自
身
が
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
楽

し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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▲「枕草子」（２年）の資料「『枕草子』─四季を味わう」 ▲「蓬萊の玉の枝──『竹取物語』から」（１年）の「原文と現代語訳」の画面。▲「扇の的──『平家物語』から」（２年）の
資料「琵琶奏者による弾き語り『扇の的』」

▲古典のフラッシュカード「歴史的仮名遣い」


