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二
　
個
性
が
発
揮
で
き
る
四
編
の
詩

平
成
18
年
度
版
教
科
書
の
一
年
第
一
単
元
は

「
野
原
は
う
た
う
」
で
あ
る
。
し
か
も
12
年
度
版

の
教
材
よ
り
も
授
業
に
お
け
る
朗
読
活
動
を
意
識

し
た
詩
が
四
編
そ
ろ
え
て
あ
る
。
質
、
量
と
も
に

改
善
が
う
か
が
え
、
こ
の
教
科
書
全
体
の
コ
ン
セ

プ
ト
も
感
じ
ら
れ
る
。今
回
の
教
材
の
冒
頭
に
は
、

作
者
で
あ
る
工
藤
直
子
さ
ん
か
ら
生
徒
た
ち
へ
の

呼
び
か
け
の
文
章
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。作
者
は
、

海
や
山
、
野
原
の
生
き
物
た
ち
か
ら
聞
こ
え
る
声

や
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
す
ま
せ
て
こ
の
詩
を
書
き

留
め
た
そ
う
だ
。
四
編
と
も
一
人
称
形
式
で
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
呼
称
も
違
う
。
生
徒
た
ち
は
そ
れ

ぞ
れ
の
動
植
物
に
な
り
き
り
、
詩
に
詠
ま
れ
た
心

情
や
世
界
を
音
声
言
語
で
個
性
的
に
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
世
界
を
比
較
し

て
読
む
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
。「
み
な
さ
ん
も
耳

を
す
ま
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
仲
間
た

ち
と
い
っ
し
ょ
に
、
う
た
っ
て
や
っ
て
く
だ
さ

い
。」
と
作
者
が
語
り
か
け
る
。
中
学
の
勉
強
は

い
き
な
り
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
し

て
い
た
生
徒
か
ら
は
、
ほ
っ
と
し
た
た
め
息
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

三
　
国
語
の
授
業
は
対
話
づ
く
り
か
ら

国
語
の
授
業
は
対
話
づ
く
り
か
ら
始
め
た
い
。

な
る
べ
く
知
ら
な
い
者
同
士
に
対
話
の
機
会
を
与

え
、
そ
し
て
そ
の
範
囲
を
広
げ
る
。
や
が
て
は
ク

ラ
ス
の
全
員
が
だ
れ
と
で
も
対
話
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
生
徒
の
国
語
力
を

伸
ば
す
た
め
に
は
、
ク
ラ
ス
内
の
対
話
力
を
向
上

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
「
野
原

は
う
た
う
」
と
い
う
教
材
を
使
っ
た
朗
読
の
授
業

の
目
標
を
次
の
二
つ
に
し
た
。

・
一
対
一
の
対
話
で
協
力
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
聞
き
手
の
心
に
響
く
よ
う
に
、
声
全
体
で
気
持

ち
を
表
現
す
る
。

一
つ
の
目
標
に
向
か
っ
て
互
い
に
意
見
を
出

し
合
う
の
が
対
話
で
あ
る
。わ
た
し
は
な
る
べ
く
、

異
な
る
小
学
校
出
身
の
生
徒
同
士
を
ペ
ア
に
し

て
、
互
い
に
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
共
同
し

て
朗
読
す
る
授
業
計
画
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
声

全
体
で
気
持
ち
を
表
現
す
る
こ
と
を
意
識
し
な
が

ら
練
習
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
し
た
。

対
話
で
も
ス
ピ
ー
チ
で
も
、
論
理
的
な
型
を
教
え

て
言
葉
を
並
べ
た
と
し
て
も
、
聞
き
手
の
心
を
動

か
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
聞
き
手
の
心
を
つ

か
む
た
め
に
は
発
声
の
力
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

一
「
の
は
ら
う
た
」
は
授
業
開
き
に
最
適

真
新
し
い
教
科
書
を
抱
え
、
教
室
の
ド
ア
を

開
け
て
教
卓
の
前
に
立
つ
と
、
教
室
の
中
の
若
い

視
線
が
す
べ
て
わ
た
し
に
向
け
ら
れ
る
。
手
は
膝ひ

ざ

の
上
に
置
か
れ
、
期
待
と
不
安
に
輝
く
目
が
ま
ぶ

し
く
感
じ
ら
れ
る
。
一
年
生
の
授
業
開
き
は
、
い

つ
も
期
待
と
緊
張
の
中
で
始
ま
る
。
こ
の
状
況
を

早
く
、
和
や
か
で
明
る
く
、
そ
し
て
対
話
の
で
き

る
教
室
に
し
よ
う
。
国
語
の
教
師
な
ら
だ
れ
で
も

考
え
る
こ
と
か
と
思
う
。
そ
ん
な
思
い
を
抱
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
授
業
開
き
に
ト
ラ
イ
し
て
き
た
。
教

科
書
の
教
材
を
使
っ
た
こ
と
も
、
そ
う
で
な
い
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
最
も
効
果
が
あ
っ
た

授
業
は
、
光
村
図
書
平
成
12
年
度
版
の
教
科
書

教
材
「
野
原
は
う
た
う
」
を
使
っ
た
朗
読
の
授
業

だ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
三
つ
あ
る
。

・
朗
読
の
際
に
花
や
昆
虫
に
な
り
き
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
感
情
移
入
が
し
や
す
い
。

・
ゼ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
を
交
え
な
が
ら
楽
し
く
朗
読

で
き
る
。

・
生
徒
の
表
現
力
と
読
解
力
の
判
定
が
で
き
る
。

三
点
目
の
判
定
は
、
声
の
大
き
さ
や
発
音
な

ど
の
言
語
事
項
と
読
解
力
や
表
現
力
に
関
す
る
評

価
で
あ
る
。
生
徒
の
緊
張
感
を
取
り
除
き
、
楽
し

く
学
習
が
行
え
る
「
の
は
ら
う
た
」
は
、
授
業
開

き
に
最
適
な
教
材
だ
っ
た
。

1年
―ペア朗読での読み取りを通して対話力と朗読力の向上を―

新しい学習指導を考える会

18年度版教科書で生徒にこんな力をつけたい

▼「国語」1   P.14-15「野原はうたう」

▲「国語」1   P.16-17

▲「国語」1   P.18
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古
典
学
習
に
親
し
ま
せ
る
一
つ
の
工
夫
と
し

て
、
百
人
一
首
の
源
平
戦
に
取
り
組
ま
せ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
二
〜
三
人
で
一
チ
ー
ム
。
五
十
枚

ず
つ
を
並
べ
、
早
く
な
く
な
っ
た
側
が
勝
ち
と
い

う
団
体
戦
で
あ
る
。
新
年
の
一
月
の
第
二
・
三
週

に
、
学
年
百
人
一
首
大
会
を
開
催
す
る
。
近
所
に

百
人
一
首
の
名
人
が
い
れ
ば
、「
読
み
人
」
と
し

て
招
待
し
て
み
る
の
も
一
興
だ
ろ
う
。
生
徒
た
ち

に
、
百
人
一
首
大
会
の
ク
ラ
ス
対
抗
戦
と
い
う
意

識
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
自
然
に
古
典
を
学
ぶ
姿

勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

二
年
生
に
な
る
と
、
そ
の
源
平
戦
の
様
子
を
描

い
た
『
平
家
物
語
』
が
教
科
書
に
登
場
し
て
く
る
。

生
徒
は
、
小
学
校
で
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
平
家
と
源

氏
の
争
い
を
学
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
歴
史
的
背
景

の
説
明
を
す
る
と
き
に
、
18
年
度
版
の
Ｂ
５
判
で

ゆ
っ
た
り
し
た
紙
面
は
有
効
だ
と
思
う
。
ま
ず
、
今

ま
で
は
巻
頭
に
あ
っ
た
カ
ラ
ー
写
真
が
、
そ
の
単
元

の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
つ
い
忘
れ
が
ち
に
な
る

資
料
が
、
学
習
時
に
わ
か
り
や
す
い
位
置
に
あ
る
。

源
平
合
戦
図
屏び

ょ
う

風ぶ

が
特
に
い
い
。
白
旗
が
源
氏
方
、

赤
旗
が
平
家
方
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
本

編
の「
扇
の
的
」の
場
面
も
中
央
に
描
か
れ
て
お
り
、

説
明
し
や
す
い
。
与
一
の
か
ぶ
ら
矢
、
弓
の
大
き
さ

も
加
え
る
と
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。

冒
頭
部
分
を
暗あ

ん

誦し
ょ
う

さ
せ
た
い
。
合
わ
せ
て
平

曲
の
Ｃ
Ｄ
、
テ
ー
プ
な
ど
を
聞
か
せ
る
こ
と
も

大
切
で
あ
ろ
う
。

五
〜
六
人
の
群
読
を
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
聞

き
合
う
こ
と
も
生
徒
の
興
味
を
深
め
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、「
扇
の
的
」
の
部
分
は

胸
高
鳴
る
有
名
な
場
面
で
あ
り
、
文
章
は
七
五
調

で
テ
ン
ポ
が
よ
い
。
読
み
や
す
い
と
い
う
体
験
を

積
ま
せ
る
こ
と
は
、
大
い
に
生
徒
の
学
習
意
欲
を

高
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。社
会
科
で
の
学
習
は
、

「国語」2   P.109-110「扇の的」

▼

2年 ─ ─
―百人一首の源平戦から古典へいざなう―

新しい学習指導を考える会

18年度版教科書で生徒にこんな力をつけたい 四
　
ペ
ア
朗
読
で
朗
読
力
を
つ
け
た
い

ペ
ア
朗
読
と
は
、
二
人
一
組
で
、
詩
の
一
行

ず
つ
を
繰
り
返
し
て
朗
読
す
る
方
法
と
す
る
。
例

え
ば
、
Ａ
君
が
「
お
う
　
あ
つ
い
ぜ
」
と
言
っ

た
あ
と
、
す
ぐ
Ｂ
君
が
「
お
う
、
あ
つ
い
ぜ
」
と

続
け
て
い
く
朗
読
。
教
材
は
「
う
ち
ゅ
う
・
い
る

か
」「
あ
し
た
こ
そ
」「
お
れ
は
か
ま
き
り
」
の
ど

れ
か
と
、「
ひ
か
る
」
は
必
ず
朗
読
す
る
こ
と
に

す
る
。
こ
の
朗
読
の
目
標
は
三
点
あ
る
。

・
二
人
の
音
量
や
声
の
響
き
を
そ
ろ
え
る
。

・
二
人
の
声
全
体
で
気
持
ち
を
表
現
す
る
。

・
腹
式
呼
吸
で
口
を
し
っ
か
り
と
開
け
、
切
れ
の

よ
い
な
め
ら
か
な
発
音
を
す
る
。

発
表
の
際
に
ゼ
ス
チ
ャ
ー
を
入
れ
て
も
よ
い
こ

と
に
す
る
。
二
人
で
声
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
よ
り
、

一
人
の
と
き
よ
り
も
思
い
切
っ
て
声
を
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
お
互

い
に
表
現
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
朗
読
に
お

け
る
表
現
力
を
磨
き
合
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

五
　
ペ
ア
朗
読
で
楽
し
も
う

授
業
は
二
時
間
計
画
。
最
初
の
授
業
で
は
つ

い
い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
た
く
な
り
が
ち
だ
が
、
必

要
な
と
き
に
説
明
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
早
速
授

業
を
始
め
た
い
。
そ
う
で
な
く
て
も
生
徒
た
ち
は

説
明
ば
か
り
の
緊
張
し
た
数
日
間
を
過
ご
し
て
き

て
い
る
と
思
う
か
ら
だ
。

授
業
者
の
自
己
紹
介
と
こ
れ
か
ら
行
う
授
業

に
つ
い
て
の
説
明
〔
5
分
〕。

ペ
ア
は
出
席
番
号
の
前
後
で
男
女
別
。
同
じ

小
学
校
出
身
同
士
が
組
ん
だ
場
合
は
、
前
後
で
組

み
合
わ
せ
を
変
え
る
。
人
数
の
都
合
で
男
女
で
組

ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
グ
ル
ー
プ
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
は
男
女
で
も
グ
ル
ー
プ

に
す
る
〔
5
分
〕。

グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
ら
、
本
時
の
授
業
目
標

と
評
価
規
準
を
伝
え
る
。

①
読
み
方
の
工
夫
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

（
観
察
、
ノ
ー
ト
）

②
朗
読
の
練
習
が
で
き
た
か
。

二
人
と
も
暗
唱
し
た：

Ａ

ど
ち
ら
か
一
方
が
暗
唱
し
た：

Ｂ

二
人
と
も
暗
唱
し
て
い
な
い：

Ｃ

次
に
朗
読
の
作
品
決
め
に
移
る
〔
1
分
〕。

挙
手
に
よ
る
調
査
を
す
る
。
次
に
、
ペ
ア
で

ど
う
読
む
か
、
強
弱
の
つ
け
方
や
ス
ピ
ー
ド
の
調

整
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
る
。
こ
の
と
き
、
ま
ず

は
ア
イ
デ
ア
だ
け
を
互
い
に
出
し
合
い
、
相
手

の
意
見
を
批
判
し
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
で
行
う
ブ

レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
を
さ
せ
る
。
出
た
意
見
は

す
べ
て
ノ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
よ
う
に
指
示
す
る

〔
5
分
〕。

そ
の
後
、
詩
を
視
写
し
、
メ
モ
を
見
な
が
ら

読
み
方
原
稿
を
作
っ
て
い
く
〔
15
分
〕。

原
稿
が
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
練
習
を
す
る

〔
15
分
〕。

最
後
に
本
時
の
反
省
と
、
次
回
の
連
絡
を

行
う
〔
5
分
〕。

評
価
規
準
①
に
つ
い
て
は
、
観
察
と
ノ
ー
ト

の
点
検
で
評
価
で
き
る
。
②
に
つ
い
て
は
今
回

は
手
を
挙
げ
る
だ
け
に
し
て
記
憶
に
と
ど
め
、

次
回
の
ペ
ア
朗
読
で
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
生

徒
一
人
一
人
の
音
声
表
現
力
も
判
定
す
る
予
定

で
あ
る
。
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冒
頭
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
に
始
ま
る
部

分
も
、
18
年
度
版
の
教
科
書
で
は
大
き
く
丁
寧
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
、「
平
家
物
語
」
と
い

え
ば
こ
の
冒
頭
部
分
を
暗
誦
さ
せ
て
き
た
。
最
近

は
、
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
こ
の
部
分
を
暗
誦
で
き

る
生
徒
も
い
る
よ
う
だ
。
七
五
調
の
調
べ
と
、
も

と
も
と
平
曲
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
教
え
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
。

そ
し
て
、
出
席
番
号
順
に
発
表
さ
せ
る
。
自
分

の
番
が
来
る
と
い
う
胸
の
苦
し
さ
や
緊
張
感
は
、

国
語
の
授
業
で
は
め
っ
た
に
な
い
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
由
な
発
想
で

「
平
家
物
語
新
聞
」
を
作
ら
せ
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
。
義
経
を
薄
命
な
英
雄
と
し
て
愛
惜
し
同
情

す
る
こ
と
を
、「
判
官
び
い
き
」
と
い
う
が
、
こ

の
あ
た
り
を
自
分
で
調
べ
た
り
物
語
に
し
た
り
し

て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
弁
慶
に
つ
い
て

の
言
葉
は
多
い
。
弁
慶
の
泣
き
所
、
弁
慶
の
七
つ

道
具
、
弁
慶
蟹が

に

、
弁
慶
縞じ

ま

、
弁
慶
草
、
弁
慶
遣や

り

手て

な
ど
で
あ
る
。
武
蔵
坊
弁
慶
伝
説
な
ど
を
研
究
さ

せ
、
自
由
に
物
語
に
さ
せ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
も
授
業
時
間
と
の
戦
い
が
あ
る
が
、

朝
学
習
や
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
で
の
協
力

が
得
ら
れ
れ
ば
、
大
い
に
内
容
理
解
は
深
ま
る
で

あ
ろ
う
。
新
聞
形
式
に
す
る
利
点
は
、
写
真
、
イ

ラ
ス
ト
、
四
コ
マ
マ
ン
ガ
、
詩
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
表
現
が
で
き
て
、
一
覧
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
習
は
、
三
年
生
の
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
る「
お
く
の
ほ
そ
道
」の
平
泉
の
段
に
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。

▼「国語」2   P.111「扇の的」

▼「国語」1   P.106「いろは歌」

「
平
家
物
語
」
が
一
つ
の
読
み
物
、
平
曲
と
し
て

語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
教
え
て
く
れ
る

だ
ろ
う
。『
吾
妻
鏡
』『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
が
あ

る
こ
と
も
ひ
と
言
添
え
た
い
。
軍
記
物
語
で
は
あ

る
が
、
華
や
か
な
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
人
の
世

の
無
常
観
も
底
流
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
今
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で「
義
経
」

が
放
映
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
中
学
生
に
と
っ

て
、
な
じ
み
の
な
い
時
代
劇
で
あ
る
が
、
主
人
公
に

人
気
の
若
者
を
起
用
し
て
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の「
扇
の
的
」の
場
面
を
芝
居
に
仕
立

て
て
み
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
群
読
に
加
え
、
役
柄
を
決
め
て
セ
リ
フ

だ
け
の
ラ
ジ
オ
劇
風
に
し
て
み
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
効
果
音
や
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
も
加
え
て
み
よ
う

と
提
案
す
れ
ば
、
生
徒
の
発
想
も
豊
か
に
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
紙
芝

居
に
仕
立
て
て
み
た
り
、
紙
人
形
劇
に
仕
立
て
た

り
、
寸
劇
と
し
て
実
際
に
や
っ
た
り
し
た
ら
お
も
し

ろ
い
だ
ろ
う
。
学
年
で
話
し
合
っ
て
、「
総
合
的
な
学

習
の
時
間
」で
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
授
業
時
数
の

確
保
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
各
ク
ラ
ス
代
表

の
班
を
選
び
出
し
て
、
学
年
全
体
で
発
表
で
き
れ

ば
、
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
を
大
き
く
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
、
社
会
科
、
音
楽
科
な
ど
と
と
も
に
、
総

合
的
な
取
り
組
み
と
し
て
成
立
で
き
る
と
思
う
。

18年度版教科書の古典単元の冒頭には、
各学年ともに音読に適した作品を掲載して
います。声に出して読むことで、古文の言
葉の響きや調子に親しむことができます。

▲「国語」3  P.114-115「古今和歌集　仮名序」

▼「国語」2  P.106「枕草子」

言
葉
を
身
に
つ
け
、
楽
し
む
こ
ん
な
工
夫
も
し
て
い
ま
す

そ
の
3
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「
フ
ラ
ン
ス
人
の
く
せ
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
知
ら

ず
、
ア
メ
リ
カ
人
の
く
せ
に
ワ
シ
ン
ト
ン
を
知
ら

ぬ
…
」
と
い
う
の
は
三
年
生
の
教
材
で
あ
る
「
故

郷
」
の
一
節
だ
が
、「
日
本
人
の
く
せ
に
（
こ
の

言
い
方
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
の
で
、『
日
本
語
を

学
ん
で
い
る
者
の
く
せ
に
』
と
改
め
る
）
漱
石
を

知
ら
な
い
」
ま
ま
に
中
学
校
を
卒
業
し
て
い
た
時

代
が
や
っ
と
終
わ
り
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
教
科

書
に
帰
っ
て
き
た
。

ま
ず
は
歓
迎
の
気
持
ち
を
生
徒
に
（
滑こ

っ

稽け
い

と
思

わ
れ
る
ほ
ど
に
大
げ
さ
に
）
表
現
し
よ
う
。
漱
石

や

外
の
作
品
が
教
科
書
か
ら
消
え
て
い
た
間
に

も
生
徒
た
ち
の
活
字
離
れ
は
い
っ
そ
う
進
み
、
千

円
札
の
肖
像
画
の
座
も
野
口
英
世
に
譲
っ
て
、
我

ら
の
文
豪
の
知
名
度
は
風
前
の
灯
火
で
あ
っ
た
。

難
し
い
講
釈
は
抜
き
に
し
て
、
こ
の
二
人
が
近
代

文
学
の
中
で
き
わ
め
て
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
当

然
読
ま
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
生

徒
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
授
業
に
入
っ
て

い
き
た
い
。

昨
今
の
社
会
や
教
育
課
題
の
変
遷
を
脳
裏
に
浮

か
べ
な
が
ら
、
教
材
文
と
し
て
の
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
を
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容

に
共
有
・
共
感
で
き
る
生
徒
た
ち
は
む
し
ろ
以
前

よ
り
も
増
え
て
い
る
の
で
は
、
と
思
う
。
一
例
を

挙
げ
れ
ば
、
両
親
と
も
に
不
在
な
家
庭
。
ま
た
は

兄
弟
の
中
で
不
当
に
虐
げ
ら
れ
て
い
る
者
。
生
徒

の
目
か
ら
見
れ
ば
、「
乱
暴
で
乱
暴
で
行
く
先
が

案
じ
ら
れ
る
」
と
思
え
る
よ
う
な
級
友
も
増
え
て

い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
作
品
全
体
の
内
容
に
思
い

を
は
せ
れ
ば
、
松
山
と
い
う
異
郷
の
地
へ
と
一
人

向
か
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
く
、
言
葉
も
文
化
も

ま
っ
た
く
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
異
国
よ
り
教
室
へ
と

や
っ
て
き
た
生
徒
た
ち
も
大
勢
こ
の
教
科
書
を
開

い
て
い
る
。

「
名
作
」
と
言
わ
れ
る
作
品
の
も
つ
時
代
を
超

え
た
普
遍
性
を
語
り
、
生
涯
を
通
じ
て
文
学
を
楽

し
ん
で
い
け
る
生
徒
を
育
て
た
い
。

こ
の
教
材
を
学
ば
せ
る
う
え
で
の
い
ち
ば
ん
の

目
標
は
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、「『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の

全
文
を
読
ま
せ
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ど

の
よ
う
に
し
て
生
徒
た
ち
を
こ
の
作
品
の
世
界
に

引
き
つ
け
て
い
く
か
。

冒
頭
部
分
の
幼
少
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
読
み
取

り
を
通
じ
て
主
人
公
の
人
物
像
を
と
ら
え
、
読
書

す
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
体
験
さ
せ
る
、
と
い

う
正
門
か
ら
入
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
前
出
し
た

「
千
円
札
の
顔
」
と
し
て
の
作
者
漱
石
を
き
っ
か

け
に
、
教
材
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
幾
度
と
な

く
登
場
す
る
お
金
の
価
値
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

方
法
も
お
も
し
ろ
い
。「
後
架
の
中
へ
落
と
し
て

し
ま
っ
た
」（
水
洗
ト
イ
レ
以
外
全
く
知
ら
な
い

生
徒
に
は
さ
ら
な
る
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
）

お
金
は
い
く
ら
な
ら
取
り
出
し
て
洗
っ
て
使
う
気

に
な
る
か
。「
三
年
間
は
勉
強
で
き
る
」
と
い
う

六
百
円
。
そ
し
て
中
学
校
の
新
任
教
師
の
月
給
の

四
十
円
。
こ
れ
ら
が
今
な
ら
「
夏
目
漱
石
何
人

分
？
」
と
い
う
問
い
か
け
も
、
あ
え
て
教
材
末
の

語
注
に
そ
の
あ
た
り
の
記
述
が
一
切
な
い
こ
と
で

可
能
に
な
る
。

前
半
の
「
無
鉄
砲
」
な
人
物
が
、
後
半
で
「
生

来
ど
れ
も
こ
れ
も
好
き
で
な
い
」
は
ず
の
「
学

問
」
を
修
め
て
、「
教
師
に
な
る
気
も
、
田
舎
へ

行
く
考
え
も
な
に
も
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
即
座
に
」
四
国
行
き
を
決
意
し
た
場
面
で
、

現
代
の
大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
「
ニ
ー
ト
」
の

話
も
持
ち
出
し
て
み
た
い
。
そ
の
場
の
決
断
（
と

い
う
か
無
鉄
砲
な
思
い
つ
き
）
で
行
動
し
て
い
る

点
で
、
今
日
の
若
者
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
学
問
や
就
労
に
対
す
る

意
識
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
を
語
ろ

う
。
た
だ
、
道
徳
的
な
説
教
で
は
な
く
、
こ
れ
ら

も
名
作
は
多
様
な
読
み
が
で
き
る
こ
と
の
紹
介
と

い
う
形
に
し
た
い
。

全
文
読
破
へ
の
意
欲
を
喚
起
す
る
に
は
あ
ら
す

じ
の
紹
介
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
作
品
の
随
所
に

地
方
蔑べ

っ

視し

的
な
表
現
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必

要
か
と
思
う
。
舞
台
が
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
も

っ
と
も
身
近
な
「
学
校
」
で
あ
る
と
い
う
点
と
、

「
勧
善
懲
悪
」
と
い
う
大
変
に
わ
か
り
や
す
い
展

開
を
通
し
て
読
書
の
楽
し
さ
を
経
験
し
て
ほ
し
い

と
い
う
強
い
気
持
ち
を
伝
え
た
い
。

書
斎
が
な
い
家
に
住
み
、
親
が
読
書
し
て
い
る

姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
生
徒
を
、
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー

ム
、
さ
ら
に
は
メ
ー
ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
前

か
ら
引
き
は
が
し
、
読
書
の
世
界
へ
誘
う
に
は
、

な
に
よ
り
も
、
そ
の
魅
力
を
語
る
教
師
自
身
の
思

い
入
れ
の
大
き
さ
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
坊
っ

ち
ゃ
ん
と
清
と
の
関
係
と
同
じ
く
、
共
感
と
愛
情

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
本
と
自
分
と
の
関
係
を
熱
く

語
ろ
う
。

1年
―現代に通じる話題を共有し、名作を味わう楽しさを―

新しい学習指導を考える会

18年度版教科書で生徒にこんな力をつけたい

▲「国語」1   P.226-227「坊っちゃん」

▼「国語」1   P.234-235
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