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〈
国
語
教
育
〉

自

己

と

の

関

わ

り

を

意

識

化

す

る

古

典

学

習

指

導

の

考

察

─

大
村
は
ま
の
単
元
学
習
指
導
「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
（
昭
和
三
十
四
年
）
を
中
心
に

─

坂

東

智

子

一

本
稿
の
目
的

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
と
も
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
た
こ

と
を
受
け
て
、
古
典
教
育
に
関
す
る
論
考
や
実
践
報
告
、
授
業
提
案
が
数
多

く
な
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
一
年
に
、
『
月
刊
国
語
教
育
』
（
東
京
法
令
）
、

『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
（
明
治
図
書
）
に
掲
載
さ
れ
た
古
典
教
育
関
係
の

論
文
お
よ
び
実
践
だ
け
で
も
、
臨
時
増
刊
号
を
含
め
四
十
四
編
に
及
ぶ
。

（

１

）

こ
れ
ら
の
論
考
と
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
問
題
意
識
を
も
と
に
、
中
学
校
に

お
け
る
古
典
学
習
指
導
の
主
要
な
課
題
を
次
の
三
点
と
考
え
た
。

①
学
習
者
を
主
体
的
な
古
典
の
学
び
手
と
す
る
こ
と
。

②
古
典
を
学
ぶ
意
味
や
価
値
を
学
習
者
が
自
ら
発
見
し
、
古
典
へ
の
認
識

を
変
容
さ
せ
、
そ
の
過
程
と
成
果
を
言
語
化
さ
せ
る
こ
と
。

③
古
典
の
学
習
指
導
は
、
「

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
「

書
く
こ
と
」

A

B

及
び
、
「

読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
を
通
し
て
行
い
、
そ
れ
が
、
単

C

に
言
語
活
動
を
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
に
親
し
む
態
度
の
育
成
に

繋
が
る
こ
と
。

三
課
題
と
も
に
、
小
中
高
等
学
校
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
達
段

階
を
考
慮
す
る
と
、
中
学
校
で
は
特
に
、
②
の
言
語
化
に
よ
る
学
習
者
自
身

と
古
典
の
関
係
性
の
意
識
化
が
重
要
で
あ
る
と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
古
典

と
現
在
の
自
分
と
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
学
び
の
中
で
実
感
し
、
そ
れ
を

言
語
化
す
る
こ
と
は
、
①
の
主
体
的
な
古
典
の
学
び
を
生
み
、
学
習
者
相
互

の
古
典
を
媒
介
と
し
た
交
流
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習

者
個
人
の
古
典
と
の
交
わ
り
を
深
め
、
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
学
び
の
中
で
発
見
し
た
古
典
の
価
値
や
魅
力
、
古
典
へ

の
認
識
の
変
容
過
程
を
言
語
化
す
る
こ
と
は
、
「
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
古

典
）
を
理
解
す
る
」
こ
と
に
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
「
利
用
し
熟

考
す
る
」
こ
と
の
基
礎
作
業
と
な
る
。
「
テ
キ
ス
ト
（
古
典
）
を
利
用
し
熟

（

２

）

考
す
る
」
こ
と
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
中
学
第
二
学
年
の
「
古
典
に
表
れ

た
も
の
の
考
え
方
や
見
方
を
現
代
の
そ
れ
と
比
べ
る
」
や
第
三
学
年
の
「
古

典
の
一
節
を
引
用
し
た
感
想
文
や
手
紙
、
作
品
を
紹
介
す
る
文
章
を
書
く
」

（

３

）

を
実
現
へ
導
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
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西
尾
実
は
、
「
書
く
こ
と
こ
そ
思
考
発
展
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
（
中
略
）
言
語
教
育
に
お
い
て
は
、
書
く
こ
と
の
学
習
が
中
心

的
意
味
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
主
体
的
真
実
の
表
現
を
主
軸
と
し
た

作
文
と
、
客
観
的
知
識
の
記
録
と
報
告
を
中
軸
と
し
た
カ
ー
ド
式
学
習
ノ
ー

ト
を
作
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
記
し
、
言
語
生
活
の
向
上
に
は
作

（

４

）

文
と
学
習
記
録
を
「
書
く
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
「
考
え
る
」
こ
と
の
発

展
に
一
番
役
立
つ
の
は
「
書
く
」
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
大
村
は
ま
の
国

語
教
室
に
お
い
て
も
学
習
記
録
を
書
き
ま
と
め
る
こ
と
は
、
個
々
の
学
び
の

成
立
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
古
典
学
習
に
お
い
て
も
、
記
録
す
る
だ
け
で
な

く
発
表
や
話
し
合
い
の
準
備
の
た
め
の
「
書
く
」
活
動
や
、
意
見
文
・
感
想

文
な
ど
の
自
己
表
現
と
し
て
の
「
書
く
」
活
動
を
適
所
で
行
わ
せ
て
い
る
。

読
解
の
た
め
の
リ
ラ
イ
ト
や
読
解
後
の
表
現
活
動
は
、
古
典
学
習
で
も
従

来
か
ら
工
夫
さ
れ
、
実
践
例
も
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る

単
元
「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
は
、
単
元
の
導
入
が
「
書
く
」
活
動
に
よ
り
な

（

５

）

さ
れ
、
古
典
と
の
交
流
の
と
び
ら
を
「
書
く
」
活
動
が
開
き
、
古
典
と
の
繋

が
り
を
「
書
く
」
こ
と
に
よ
り
深
め
て
い
る
稀
有
な
実
践
事
例
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
の
学
習
記
録
を
主
な
考
察
対

象
と
し
て
、
学
習
の
過
程
で
「
書
く
」
活
動
が
ど
う
働
い
た
か
、
古
典
の
学

び
の
言
語
化
に
よ
り
何
が
実
現
さ
れ
た
の
か
を
本
稿
で
は
探
っ
て
い
く
。

二

先
行
研
究
と
研
究
仮
説

本
単
元
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
次
の
三
論
考
が
あ
る
。

．
望
月
敬
幸
『
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
研
究
』
（
修
士
論
文
平

A

成
五
年
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
）

．
佐
々
木
勝
司
『
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
研
究
Ⅰ
』
（
修
士
論

B

文
平
成
六
年
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
）

．
渡
辺
春
美
『
戦
後
に
お
け
る
中
学
校
古
典
学
習
指
導
の
考
究
』
（
平

C

成
十
九
年
渓
水
社

初
出
「
戦
後
古
典
教
育
実
践
史
の
研
究
（
一
六
）

―
昭
和
三
〇
年
代
の
大
村
は
ま
氏
の
場
合
―
」
（
『
教
育
学
研
究
紀

要
』
平
成
十
二
年
中
国
四
国
教
育
学
会
刊
）

論
考

は
教
材
編
成
に
つ
い
て
精
細
な
考
察
を
行
い
、
論
考

は
主
に
大

A

B

村
は
ま
の
指
導
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。
論
考

は
何
を
学
び
の
対
象
と
し
て

C

い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
単
元
の
構
造
を
考
察
し
、
四
層
の
構
造
に
よ
る
単

元
展
開
は
「
望
ま
れ
る
古
典
教
育
の
授
業
方
法
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
」

と
す
る
。
三
論
考
は
何
れ
も
「
教
科
書
教
材
を
用
い
な
が
ら
、
充
実
し
た
言

語
活
動
の
場
を
設
定
し
、
古
典
に
親
し
ま
せ
る
と
と
も
に
、
言
語
能
力
を
育

成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
本
単
元
を
評
価
す
る
。

こ
れ
ら
の
知
見
に
学
び
、
本
稿
で
は
、
単
元
の
導
入
教
材
で
あ
る
「
物
語

の
中
の
少
女
」
学
習
の
「
書
く
」
活
動
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
次
の
仮
説
の
も

と
に
考
察
を
行
う
。

大
村
は
ま
は
、
本
単
元
の
導
入
教
材
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
教
材
特

性
を
精
細
な
教
材
研
究
に
よ
っ
て
見
抜
き
、
そ
れ
を
最
大
限
に
生
か
す
た

め
に
、
「
書
く
」
活
動
を
中
核
に
置
い
た
古
典
指
導
を
行
っ
た
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
、
学
習
者
は
、
古
典
と
現
在
の
自
分
と
の
繋
が
り
を
実
感
し
、
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古
典
へ
の
偏
見
を
破
り
、
古
典
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
た
。

三

単
元
「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
の
学
習
の
実
際

１

単
元
設
定
の
理
由

単
元
設
定
の
理
由
は
、
六
項
目
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

（

６

）

を
分
類
す
る
と
次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
古
典
は
現
代
文
化
の
源
を

な
し
、
近
代
文
学
の
伝
統
的
背
景
を
形
造
っ
て
い
る
。
そ
の
古
典
と
現
代
社

会
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
習
者
と
を
結
ぶ
学
習
と
、
古
典
の
正

し
い
受
容
と
理
解
の
学
習
が
必
要
で
あ
る
。
②
古
典
へ
と
読
書
範
囲
を
広
げ

さ
せ
た
い
。
③
学
習
者
の
学
力
か
ら
も
、
関
西
へ
の
修
学
旅
行
を
控
え
て
い

る
と
い
う
時
期
か
ら
も
、
古
典
に
触
れ
さ
せ
る
良
い
時
期
で
あ
る
。

大
村
は
ま
は
、
古
典
学
習
を
知
識
や
教
養
を
身
に
付
け
る
た
め
の
も
の
と

は
考
え
て
い
な
い
。
古
典
学
習
は
、
学
習
者
が
現
代
社
会
を
生
き
抜
く
た
め

に
必
要
な
も
の
と
大
村
は
ま
は
捉
え
て
い
る
。

２

単
元
の
目
標

価
値
目
標
は
、
「

．
古
典
文
学
を
身
近
な
も
の
と
し
て
味
わ
わ
せ
、
古

1

典
に
深
く
親
し
み
を
持
た
せ
る
こ
と
。

．
古
典
文
学
を
読
む
こ
と
の
意
義

2

を
体
験
に
よ
っ
て
味
わ
わ
せ
、
今
の
文
学
も
古
典
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
の
文
学
も
古
典
か
ら
の
発
展
で
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
」

（

７

）

で
あ
る
。
１
の
「
身
近
な
も
の
と
し
て
味
わ
わ
せ
る
」
こ
と
な
し
に
は
、
「
古

典
に
深
く
親
し
み
を
も
た
せ
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
２
の
目
標

を
か
な
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
単
元
の
導
入
と
し
て
は
、
ま
ず
、
「
身
近

な
も
の
と
し
て
味
わ
わ
せ
る
」
が
目
あ
て
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

技
能
目
標
は
、
「
聞
く
こ
と
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
」
の
項

目
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
書
く
こ
と
」
の
目
標
は
、
「
は
っ
き
り
し

た
根
拠
に
基
づ
い
て
、
事
実
や
意
見
を
正
確
に
書
く
態
度
を
伸
ば
す
こ
と
。
」

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
学
習
活
動
を
通
し
て
「
こ
と
ば
の
使
い
分
け
に
つ
い

て
考
え
、
相
手
と
時
と
場
所
に
応
じ
て
適
切
に
理
解
し
、
表
現
す
る
く
ふ
う

を
す
る
こ
と
。
」
の
指
導
に
力
を
入
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
語
感

覚
を
磨
く
と
同
時
に
、
理
解
と
表
現
の
質
を
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
指
導
が
「
物
語
の
中
の
少
女
」
学
習
の
中
で
も
随
所
に
見
ら
れ
、
古
典
教

材
と
学
習
者
の
交
わ
り
を
生
み
出
し
深
め
る
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
筆

者
は
考
え
て
い
る
。
以
下
に
考
察
し
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

３

資
料

本
単
元
で
は
、
大
村
は
ま
も
編
集
に
参
加
し
た
、
西
尾
実
編
著
（
筑
摩
書

房
昭
和
三
十
一
年
版
）
の
教
科
書
「
中
学
国
語
三
上
」
が
資
料
と
し
て
用
い

（

８

）

ら
れ
た
。
単
元
は
、
四
つ
の
代
表
的
古
典
教
材
（
更
級
日
記
、
平
家
物
語
、

徒
然
草
、
枕
草
子
）
か
ら
成
っ
て
い
る
。
教
科
書
以
外
に
準
備
さ
れ
資
料
は
、

生
徒
の
作
文
、
原
文
の
プ
リ
ン
ト
（
更
級
日
記
の
一
部
、
扇
の
的
の
一
部
）
、

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
（
教
科
書
に
付
属
の
も
の
）
で
あ
っ
た
。

４

指
導
計
画

大
村
は
ま
は
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
教
材
順
に
学
習
を
進
め
、
教
材
ご
と

に
指
導
の
め
あ
て
を
定
め
そ
れ
に
応
じ
た
学
習
活
動
を
組
み
合
わ
せ
て
い

る
。
表
１
は
、
全
集
の
指
導
計
画
を
参
考
に
筆
者
が
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の

（

９

）

で
あ
る
。
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表
１

「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
の
概
要

＊
（
時
間
）
は
指
導
計
画
時
間
数

教

材

指
導
の
ね
ら
い

主
な
学
習
活
動
（
傍
線
は
筆
者
）

導
入

古
典
学
習
へ
の
期
待
を
書
き
、
話
し
合

（
一
時
間
）

う
。
図
書
委
員
か
ら
図
書
館
に
あ
る
古

典
の
本
に
つ
い
て
の
紹
介
を
聞
く
。

物

語

の

中

古
典
へ
の
偏
見
を

短
作
文
を
書
く
。
「
物
語
の
中
の
少
女
」

の
少
女
（
更

破
り
、
ぐ
っ
と
古

を
読
む
。
今
ま
で
「
古
典
」
に
対
し
て

級
）
創
作

典
に
ひ
き
よ
せ
る

持
っ
て
い
た
考
え
を
比
べ
て
み
る
。
発

（
四
時
間
）

表
す
る
。
手
引
き
に
よ
り
、
ま
と
め
と

し
て
「
古
典
と
私
た
ち
」
を
書
く
。

扇
の
的
（
平

古
典
を
自
分
た
ち

調
査
を
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
読
む
。
「
扇

家

）

現

代

の
身
の
内
の
も
の

の
的
」
を
読
ん
で
新
し
く
知
っ
た
内
容

語

訳

（

三

と
感
じ
さ
せ
る

を
箇
条
書
き
に
す
る
。
調
査
結
果
の
集

時
間
）

計
と
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
。
発
表
。

木

の

ぼ

り

こ
れ
ま
で
進
め
て

手

引

き

に

よ

り

読

む

。
「

木

の

ぼ

り

」

（
徒
然
草
）

き
た
心
持
ち
を
こ

に
似
た
話
を
思
い
出
す
。
グ
ル
ー
プ
で

原

文

と

現

こ
で
さ
ら
に
も
り

話

し

合

う

。
「

馬

乗

り

」

か

ら

学

ん

だ

代
語
訳
（
五

あ
げ
る

こ

と

を

標

語

に

す

る

。
「

え

の

き

の

僧

時
間
）

正
」
の
結
び
を
書
き
発
表
し
あ
う
。

う

つ

く

し

別
の
面
か
ら
も
う

共
鳴
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
文
章
に
ま

き
も
の
（
枕

一
度
古
典
と
自
分

と
め
る
。
徒
然
草
と
枕
草
子
か
ら
こ
と

草

子

）

原

達
と
の
間
に
通
じ

ば
（
古
今
異
義
語
、
古
今
同
義
語
、
使

文

と

注

釈

る
も
の
の
多
い
こ

わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
）
を
拾
う
。

（
二
時
間
）

と
を
味
わ
い
返
す

ま
と
め

・
古
典
文
学
を
味

三
つ
の
題
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
「
古
典

（
二
時
間
）

わ
わ
せ
古
典
に
親

学
習
の
結
び
」
の
作
文
を
書
く
。

し

み

を

も

た

せ

中
学
生
に
は
古
典
の
学
習
は
、
む
り

A

る
。

だ
と
い
う
意
見
に
対
し
て
。

・
古
典
文
学
を
読

古
典
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
、
い
や

B

む
意
義
を
体
験
に

だ
な
と
い
っ
て
い
る
二
年
生
に
対
し
て
。

よ
っ
て
味
わ
わ
せ

古
典
の
学
習
か
ら
学
び
え
た
こ
と
、

C

る
。

興
味
を
も
っ
た
こ
と
。

導
入
、
四
教
材
、
ま
と
め
の
学
習
の
全
て
で
、
「
書
く
」
活
動
が
行
わ
れ

て
い
る
。
導
入
で
は
発
表
の
た
め
の
書
く
。
更
級
で
は
短
作
文
と
、
手
引
き

に
よ
る
ま
と
め
の
作
文
を
書
く
。
平
家
で
は
箇
条
書
き
と
、
「
書
く
」
も
の

の
種
類
も
学
習
に
よ
っ
て
異
な
り
、
変
化
を
も
た
せ
て
、
学
習
者
を
飽
き
さ

せ
な
い
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
の
活
動
と
し
て
は
、
導
入
の
「
図
書
委
員
か
ら
図
書
館
に
あ
る
古

典
の
本
に
つ
い
て
の
紹
介
を
聞
く
」
が
注
目
さ
れ
る
。
全
集
本
単
元
の
最
終

頁
に
は
、
学
習
後
に
図
書
委
員
が
自
発
的
に
掲
示
板
に
貼
り
出
し
た
「
古
典

紹
介
」
の
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。
本
単
元
の
学
び
が
、
主
体
的
な
古
典
の

学
び
手
を
育
て
た
証
左
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

５

「
物
語
の
中
の
少
女
」
（
更
級
日
記
）
の
教
材
特
性

本
単
元
最
初
の
教
材
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
出
典
は
堀
辰
雄
の
「
姥
捨
」

で
あ
る
。
大
村
は
ま
は
、
全
集
の
教
材
研
究
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

（
１
０
）

・
生
徒
は
、
多
く
、
古
典
を
近
づ
き
に
く
い
も
の
、
教
訓
の
書
か
れ
た
も
の
、
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ま
た
は
、
武
勇
物
語
と
思
っ
て
い
る
。
「
物
語
の
中
の
少
女
」
は
、
そ
の

気
持
ち
を
や
わ
ら
げ
、
こ
ん
な
の
も
古
典
か
と
い
う
よ
う
な
気
持
に
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
古
典
の
認
識
を
改
め
さ
せ
、
古
典
に
近
づ
か
せ

る
と
思
う
。

望
月
敬
幸
は
、
教
材
の
選
択
理
由
を
「
細
か
い
描
写
、
心
に
し
み
と
お
っ

て
く
る
よ
う
な
静
か
な
あ
わ
れ
な
調
子
に
気
づ
か
せ
る
た
め
に
は
、
美
し
く

繊
細
な
描
写
、
澄
ん
だ
作
者
の
心
も
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
う
し
た
こ

と
を
考
え
た
と
き
、
た
だ
の
現
代
語
訳
を
学
習
者
に
ぶ
つ
け
る
よ
り
は
、
堀

辰
雄
の
文
章
を
採
り
あ
げ
た
方
が
よ
い
と
氏
（
大
村
は
ま
＝
筆
者
補
記
）
は

考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
堀
辰
雄
の
文
章
と
『
日
本
古
典

文
学
全
集
更
級
日
記
』
（
小
学
館
昭
和
四
十
六
年
）
の
現
代
語
訳
を
比
較
し

て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
「
甲
文
（
堀
辰
雄
の
文
章
）
は
、
乙
文
（
現
代
語
訳
）

（
１
１
）

に
比
べ
て
、
①
表
現
が
や
さ
し
く
美
し
い
、
②
こ
と
ば
が
わ
か
り
や
す
い
、

③
文
章
内
容
が
わ
か
り
や
す
い
」
と
三
観
点
に
よ
る
具
体
例
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
①
の
観
点
か
ら
一
例
の
み
引
用
す
る
と
、
「
（
甲
）
驚
い
て
見
る
と
、

か
わ
い
い
子
ね
こ
が
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
少
女
の
か
た
わ
ら
に
来
て
い

た
。
（
乙
）
は
っ
と
し
て
、
よ
く
見
る
と
い
か
に
も
可
愛
げ
な
猫
が
そ
こ
に

い
る
。
」
が
あ
る
。
確
か
に
、
乙
の
「
そ
こ
に
い
る
」
と
甲
の
「
少
女
の
か

た
わ
ら
に
来
て
い
た
」
で
は
、
想
像
さ
れ
る
情
景
の
画
質
ま
で
が
変
わ
る
よ

う
に
筆
者
は
感
じ
た
。
な
ぜ
、
西
尾
実
や
大
村
は
ま
が
、
古
典
単
元
の
導
入

教
材
と
し
て
、
「
物
語
の
中
の
少
女
」
を
配
し
た
の
か
が
、
こ
の
一
点
の
違

い
か
ら
も
見
え
て
く
る
。

筆
者
は
、
望
月
氏
の
論
を
受
け
て
、
こ
の
文
体
・
表
現
を
最
大
限
に
生
か

す
学
習
活
動
が
大
村
は
ま
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
こ
と
を
以
下
で
論
じ
る
。

四

教
材
特
性
を
生
か
す
学
習
活
動
の
実
際

１

学
習
活
動
の
実
際

大
村
は
ま
は
、
教
科
書
教
材
「
物
語
の
中
の
少
女
」
（
堀
辰
雄
）
の
教
材

研
究
に
よ
っ
て
教
材
の
特
性
を
見
極
め
、
そ
れ
を
最
大
限
に
生
か
し
た
学
習

指
導
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
１
２
）

【
学
習
活
動
ａ
】
（
第
一
時
）
単
元
「
古
典
に
親
し
む
」
へ
の
期
待
を
話
し

あ
う
。

○
十
分
ほ
ど
、
書
い
て
用
意
す
る
時
間
を
と
っ
た
。

○
「
古
典

に
親
し
む
」
へ
の
―
へ
の
の
と
こ
ろ
を
扱
っ
て
「
古
典
に
親
し
む
」
に
寄
せ

る
と
い
う
こ
と
ば
を
指
導
し
た
。
（
傍
線
は
全
集
に
拠
る
。
）

【
学
習
活
動
ｂ
】
（
第
一
時
）
次
の
中
か
ら
三
―
四
題
選
ん
で
書
く
。
○
私

の
好
き
な
こ
と

○
ほ
し
い
も
の

○
こ
わ
か
っ
た
こ
と

○
悲
し
か
っ
た

こ
と

○
美
し
い
と
思
っ
た
景
色

○
あ
る
日
の
空
想
（
第
五
時
に
資
料
と

し
て
使
用
す
る
。
）

○
時
間
三
十
分

【
学
習
活
動
ｃ
】
（
第
二
時
）
文
章
「
私
の
今
ま
で
描
い
て
い
た
古
典
の
イ

メ
ー
ジ
に
照
ら
し
て
」
を
書
く
。

○
は
じ
め
、
「
め
い
め
い
、
今
ま
で
古

典
と
い
う
も
の
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
考
え
に
比
べ
て
、
今
の
考
え
を
書
い

て
み
よ
う
」
と
話
し
、
「
私
の
今
ま
で
古
典
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
考
え
に

比
べ
て
」
と
い
う
題
に
ま
と
め
た
。
そ
れ
か
ら
こ
う
い
う
場
合
の
考
え
を
表

わ
す
こ
と
ば
と
し
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
与
え
、
そ
れ
を
中
心
に
、
「
も
っ
て

い
た
」
を
「
描
い
て
い
た
」
に
、
「
比
べ
て
」
を
「
照
ら
し
て
」
と
考
え
さ
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せ
た
。

○
書
き
だ
し
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
生
徒
が
多
い
。

書
き
だ
し
の

ヒ
ン
ト
と
し
て
、
「
私
は
今
ま
で
古
典
と
い
う
も
の
を
こ
う
こ
う
い
う
も
の

と
考
え
て
い
た
。
い
ま
、
こ
の
『
物
語
の
中
の
少
女
』
を
読
ん
で
、
今
ま
で

の
考
え
と
比
べ
て
み
る
と
…
…
」
と
い
う
ふ
う
に
書
く
と
よ
い
と
話
し
た
。

○
書
き
時
間
十
五
分

【
学
習
活
動
ｄ
】
（
第
四
時
）
「
物
語
の
中
の
少
女
」
を
左
の
よ
う
な
点
に

つ
い
て
考
え
な
が
ら
味
わ
う
。

①
題

②
構
想

③
こ
の
少
女
は
ど
ん
な

少
女
か

④
物
語
風
な
空
想
、
少
女
ら
し
い
空
想
は
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る

か
。

⑤
細
か
い
描
写
、
美
し
い
絵
の
よ
う
な
場
面
は
ど
こ
に
書
か
れ
て
い

る
か
。

【
学
習
活
動
ｅ
】
（
第
五
時
）
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
一
節
を
原
文
で
読

む
。

○
プ
リ
ン
ト
を
与
え
、
指
導
者
が
読
む
。
非
常
に
興
味
を
も
っ
た
ら

し
く
、
教
室
に
い
つ
も
と
ち
が
っ
た
し
ん
と
し
た
空
気
が
流
れ
た
。

【
学
習
活
動
ｆ
】
（
第
五
時
）
第
四
時
に
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
て
文
章
に

書
く
。

教
科
書
と
、
更
級
日
記
の
原
文
と
第
一
時
の
次
の
予
備
の
時
間
に

書
い
た
作
文
と
を
お
も
な
資
料
と
し
て
書
く
。
自
由
な
形
、
構
想
で
書
く
が
、

思
い
つ
か
な
い
場
合
は
、
次
の
て
び
き
の
始
め
の
よ
う
な
順
序
で
書
く
。

(

て
び
き
プ
リ
ン
ト)

題
「
…
…
…
…
」

内
容
に
合
っ
た
題
を
つ
け
る
。

こ
と
ば
の
か
べ
が
と
れ
る
と
、
古
典

（ 1）
は
自
分
た
ち
に
直
接
つ
な
が
っ
て
く

る
。

た
と
え
ば
、
「
物
語
の
中
の
少
女
」

原
文
か

ら
一

節
を
と
り

あ
げ
、
そ

(2）

の
一
節
で
も
…
…
…
…
。

の

部
分

に
あ
た

る
「
物
語
の

中
の

ま
た
、
こ
の
少
女
は
、
自
分
の
生
活

少
女
」
の
一
節
と
比
べ
て
、

(3)
を
物
語
風
に
考
え
る
空
想
的
な
少
女

の
例
と
す
る
。

（ 1）

で
あ
る
と
、
み
ん
な
で
考
え
た
が
、

そ
う
い
う
こ
と
は
、
こ
の
間
書
い
た
、

私
た
ち
の
作
文
に
も
よ
く
出
て
い
る
。

物
語
風
の
空
想
は
…
…
に
出
て
い
る

「

物
語

の
中
の

少
女
」
の
、

物
語

(4)
が
、
ク
ラ
ス
の
作
文
に
は
、
こ
ん
な

風

の
空

想
の
書

か
れ
て
い
る

と
こ

の
が
あ
っ
た
。
…
…

ろ

を
挙
げ

、
あ

と
に
出
て
い

る
作

ま
た
、
少
女
ら
し
い
空
想
は
…
…
書

文

か
ら
適

当
な

も
の
を
と
り

あ
げ

(5)
か
れ
て
い
る
が
、
ク
ラ
ス
の
作
文
に

る
。

は
こ
ん
な
の
が
あ
っ
た
。
…
…

こ
ん
な
ふ
う
に
み
て
く
る
と
…
…

こ
の
よ

う
に

書
き
は
じ

め
て
、
自

(6)

分
の
考
え
を
書
く
。

作
文
資
料
か
ら

①
す
ご
く
大
き
く
、
り
っ
ぱ
な
屋
敷
が
あ
る
。
自
分
は
そ
の
家
の
主
人
で
あ

る
。
外
へ
出
か
け
る
時
は
、
自
動
車
が
迎
え
に
く
る
。
使
っ
て
い
る
人
が

み
ん
な
並
ん
で
あ
い
さ
つ
す
る
。
そ
の
あ
い
さ
つ
に
答
え
な
が
ら
自
動
車

に
乗
る
。
み
ん
な
「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
と
あ
い
さ
つ
す
る
。
自

動
車
は
音
も
な
く
す
う
っ
と
出
て
い
く
…
…
あ
る
日
の
空
想
で
あ
る
。（
②

～
⑧
は
省
略
）

《
考
察
》

学
習
活
動
ａ
ｃ
は
、
「
書
く
」
活
動
の
前
に
、
「
こ
と
ば
の
指
導
」
が
行
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わ
れ
て
い
る
。
「
こ
と
ば
の
使
い
分
け
」
に
つ
い
て
考
え
、
「
書
く
」
時
に

も
、
あ
り
あ
わ
せ
の
表
現
で
は
な
く
自
分
の
言
い
表
し
た
い
こ
と
に
ぴ
っ
た

り
あ
っ
た
表
現
を
す
る
よ
う
に
意
識
を
向
け
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

学
習
活
動
ｂ
で
は
、
六
つ
の
題
か
ら
三
～
四
題
を
選
ば
せ
て
短
作
文
を
書

か
せ
て
い
る
。
「
か
な
し
か
っ
た
こ
と
」
や
「
あ
る
日
の
空
想
」
な
ど
、
学

習
活
動
ｆ
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

学
習
活
動
ｄ
は
、
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
教
材

の
読
み
を
深
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
学
習
活
動
ａ
～
ｅ
は
、
一
つ
一
つ
が

独
立
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
学
習
活
動
ｆ
の
準
備
学
習
と
も
な
っ
て
い

る
。
学
習
者
個
人
個
人
が
、
自
由
に
書
い
た
作
文
と
、
読
み
取
っ
た
も
の
を

学
習
記
録
に
書
き
写
し
た
も
の
が
、
ｆ
の
活
動
で
ま
と
ま
り
、
こ
こ
で
、
学

習
者
は
、
古
典
を
身
近
な
も
の
と
し
て
味
わ
い
、
そ
れ
を
言
語
化
す
る
こ
と

に
な
る
。

２

学
習
者
は
「
物
語
の
中
の
少
女
」
と
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
か

文
海
中
学
校
三
年
Ｃ
組
の
学
習
者
Ｆ
Ｎ
さ
ん
の
学
習
記
録
を
考
察
対
象
と

（
１
３
）

し
、
学
習
者
が
教
材
を
媒
介
と
し
て
古
典
世
界
と
出
会
い
、
そ
れ
を
言
語
化

し
、
何
が
実
現
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
（
丸
字
、
傍
線
は
筆
者
）

○あ
（
一
時
間
目
）
私
は
昔
の
た
と
え
ば
平
安
時
代
な
ど
の
事
に
つ
い
て
大

い
に
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
古
典
の
そ
う
い
う
勉
強
を
し
て
い

る
と
そ
の
世
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
頭
に
浮
か
び
上
っ
て
く
る
よ
う
な
の
で

す
。
昔
の
世
の
静
か
さ
、
美
し
さ
、
ま
た
は
げ
し
さ
が
私
は
大
好
き
で
す
。

今
の
よ
う
な
洋
服
よ
り
き
れ
い
な
着
物
を
き
て
み
た
い
。

○い
（
二
時
間
目
）
「
物
語
の
中
の
少
女
」
は
ち
ょ
う
ど
①
私
た
ち
ぐ
ら
い
の

少
女
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
た
い
へ
ん
興
味
を
も
ち
お
も
し
ろ
い
な

と
思
い
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
古
典
の
文
学
は
い
い
。
②
昔
は
髪
の
長
い
の

が
ほ
こ
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
今
は
案
外
反
対
。
（
後
略
）

○う
（
三
時
間
目
）
（
私
の
今
ま
で
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
照
ら
し
て
）

③
私
は
今
ま
で
古
典
と
い
う
も
の
は
た
だ
昔
の
こ
と
ば
使
い
で
む
ず
か
し

く
か
い
て
あ
り
、
そ
れ
を
鑑
賞
し
た
り
訳
し
た
り
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
物
語
の
中
の
少
女
」
を
読
ん
で
④
こ
ん
な
も
の
も
古

典
に
入
る
の
か
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
も
の

も
あ
る
の
な
ら
こ
れ
か
ら
ど
し
ど
し
読
も
う
と
思
う
。
（
後
略
）

○え
（
感
想
）
「
物
語
の
中
の
少
女
」
な
ど
は
⑤
古
い
こ
と
ば
を
使
用
し
な
い

で
私
た
ち
の
読
み
い
い
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
が
主
人
公
の
少
女
の
気
持
と

私
た
ち
現
代
の
少
女
の
気
持
が
直
結
す
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
（
後
略
）

○お
（
四
時
間
目
）
（
作
文
）
「
昔
の
人
」
「
今
の
人
」

⑥
こ
と
ば
の
か
べ
が
と
れ
る
と
、
古
典
は
自
分
た
ち
に
直
接
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
／
た
と
え
ば
、
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
一
説

で
も
原
文
の
方
で
、

マ

マ

「
こ
の
猫
を
北
面
に
の
み
あ
ら
せ
て
呼
ば
ね
ば
、
か
し
が
ま
し
く
な
き
の
の

し
れ
ど
も
、
な
ほ
さ
る
に
て
こ
そ
は
と
思
ひ
て
あ
る
に
、
…
」
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
け
ん
と
う

も
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
教
科
書
に
で
て
い
る
訳
し
た
ほ
う
を
み
る
と
こ
う

い
う
意
味
な
の
で
す
。
（
中
略
）
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
ば
の
か
べ
が
と
れ
る
と

な
ん
と
よ
く
わ
か
り
、
お
も
し
ろ
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
⑦
そ
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し
て
、
た
し
か
に
物
語
の
主
人
公
の
少
女
と
私
た
ち
の
気
持
が
つ
な
が
っ
て

い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
（
中
略
）
／

ま
た
⑧
少
女
ら
し
い
空
想
は
、

今
ま
だ
自
分
は
幼
く
て
、
容
姿
も
よ
く
は
な
い
が
、
も
っ
と
お
と
な
に
な
っ

た
ら
髪
も
ず
っ
と
長
く
な
り
、
夕
顔
、
浮
舟
の
よ
う
に
き
れ
い
に
な
れ
る
か

も
し
れ
な
い
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
ク
ラ
ス
の
作
文
に
は
こ
ん
な
も
の

が
あ
っ
た
。
①
つ
は
花
が
一
面
に
咲
き
み
だ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
小
鳥
た
ち

と
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
⑨
自
然
に
対
し
て
の
あ
こ
が
れ
を

空
想
化
し
た
も
の
。
②
つ
目
は
、
昔
の
十
二
単
衣
の
き
も
の
を
着
、
美
し
い

花
園
を
散
歩
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
ほ
ん
と
う
に
⑩
少
女
だ
け
が
空
想
す
る

所
が
あ
り
、
⑪
や
っ
ぱ
り
昔
の
少
女
も
現
代
の
少
女
も
考
え
が
一
致
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
な
と
思
っ
て
な
ん
だ
か
そ
う
い
う
事
が
わ
か
る
と
古

典
に
つ
い
て
ま
す
ま
す
興
味
が
わ
い
て
く
る
よ
う
で
す
。
／
こ
の
よ
う
に
古

典
と
私
た
ち
は
な
ん
だ
か
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

マ

マ

⑫
こ
と
ば
の
か
べ
が
と
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
、

ま
た
物
語
の
少
女
な
ど
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
だ
い
た
い
同
じ
だ
と
い
う
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
「
物
語
の
中
の
少
女
」
の
ほ
か
の
古
典
を
も
っ

と
よ
み
、
直
接
私
た
ち
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
さ
が
し

だ
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
（
太
字
は
大
村
は
ま
の
手
引
き
）

学
習
者
Ｆ
Ｎ
さ
ん
は
、
学
習
前
か
ら
古
典
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

興
味
が
、
①
の
理
由
か
ら
さ
ら
に
深
ま
り
、
②
の
現
代
と
の
違
い
の
気
づ
き

が
生
ま
れ
て
い
る
。
③
で
は
、
古
典
や
古
典
学
習
へ
の
偏
見
が
自
分
の
こ
と

ば
で
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
④
は
ま
だ
大
雑
把
で
抽
象

的
な
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
⑤
で
は
「
び
っ
く
り
」
「
お
も

し
ろ
い
」
を
、
現
代
の
こ
と
ば
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公

の
気
持
と
現
代
の
私
た
ち
の
気
持
が
直
結
す
る
よ
う
に
思
っ
た
と
学
習
者
自

身
の
こ
と
ば
で
よ
り
正
確
に
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
が
、
⑥
の
大
村
は
ま
の
手

引
き
の
こ
と
ば
に
よ
り
、
学
習
者
に
明
確
に
自
覚
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
と

ば
の
か
べ
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
た
と
え
ば
以
下
の
原
文
と

教
科
書
と
の
対
照
で
具
体
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
⑦
で
は
、
「
た
し
か
に

～
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
、
自
分
と
古
典
と
の
繋
が
り
が
意
識
化
さ
れ
た
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
⑧
少
女
ら
し
い
空
想
で
は
、
ク
ラ
ス
作
文
を
、
⑨

自
然
に
対
し
て
の
あ
こ
が
れ
を
空
想
化
し
た
も
の
と
⑩
少
女
だ
け
が
空
想
す

る
も
の
に
分
類
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
的
で
精
緻
な
読
み
が
、
⑪

⑫
の
表
現
に
繋
が
っ
て
い
る
。

以
上
の
学
習
記
録
か
ら
、
前
項
で
示
し
た
よ
う
に
、
学
習
活
動
ａ
～
ｆ
へ

と
学
習
が
進
み
、
学
び
や
感
想
を
言
語
化
す
る
こ
と
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ

て
、
学
習
者
の
教
材
の
読
み
が
深
ま
り
、
質
の
高
い
読
解
が
、
さ
ら
に
、
細

や
か
な
表
現
を
生
み
出
し
、
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
が
深
め
ら

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

五

結
論
と
今
後
の
課
題

大
村
は
ま
は
、
教
材
特
性
を
精
細
な
教
材
分
析
、
教
材
研
究
に
よ
り
見
抜

き
、
学
習
者
の
現
在
の
生
活
と
教
材
を
結
ぶ
手
立
て
と
し
て
、
「
書
く
」
活

動
を
行
わ
せ
た
。
大
村
は
ま
は
、
学
習
者
に
古
典
の
学
習
と
は
思
わ
せ
ず
に

自
分
の
空
想
や
心
情
を
自
由
に
書
か
せ
、
堀
辰
雄
の
文
章
を
仲
立
ち
と
し
て
、
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古
典
文
学
（
原
文
の
一
部
を
含
む
）
に
学
習
者
ひ
と
り
ひ
と
り
を
出
会
わ
せ
、

身
近
な
も
の
と
し
て
味
わ
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
「
書
く
」
活
動

が
万
能
な
の
で
は
な
く
、
教
材
と
学
習
者
の
実
態
の
両
方
を
見
る
指
導
者
の

眼
が
、｢

書
く
」
学
習
活
動
を
選
択
し
、
学
習
者
を
古
典
に
ひ
き
よ
せ
た
。

古
典
学
習
導
入
で
リ
ラ
イ
ト
教
材
と
原
文
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
れ
ば
よ
い

の
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
示
唆
が
得
ら
れ
た
。
手
引
き
を
用
い
て
、
「
古

典
を
引
用
し
た
文
章
を
書
く
」
こ
と
に
よ
り
、
読
解
力
と
表
現
力
が
高
め
ら

れ
る
可
能
性
も
見
え
て
き
た
。
学
び
の
過
程
と
成
果
を
言
語
化
す
る
こ
と
は
、

古
典
学
習
に
限
ら
ず
、
教
材
と
学
習
者
の
関
係
性
を
意
識
化
す
る
こ
と
に
機

能
す
る
と
い
え
よ
う
。

本
単
元
が
実
践
さ
れ
た
昭
和
三
十
四
年
は
、
大
村
は
ま
が
作
文
指
導
に
力

を
い
れ
た
年
度
で
あ
る
。
古
典
学
習
が
年
間
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
こ
と
ば
の
力
」
に
培
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

注（

）
調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
、
『
月
刊
国
語
教
育
』
（
平
成
二
十
一
年

1

一
月
号
～
十
二
月
号
東
京
法
令
）
、
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
（
平
成

二
十
一
年
一
月
号
～
十
二
月
号
、
平
成
二
十
一
年
五
月
、
八
月
臨
時

増
刊
号
明
治
図
書
）
で
あ
る
。

（

）

に
お
け
る
「
読
解
力
」
は
、
「
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、

2

P
I
S
A

自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に
参
加
す
る

た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
す
る
能

力
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
国
立
教
育
政
策
研
究
所
編
『
生
き
る
た

め
の
知
識
と
技
能
３
』
平
成
二
十
一
年
ぎ
ょ
う
せ
い
（
一
七
二
頁
）

（

）
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
』
平
成
二
十
一
年
東
洋
館
出

3

版
（
一
一
五
頁
）

（

）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集
第
六
巻

国
語
教
育
理
論
集
説

4

（
二
）
』
昭
和
五
十
年
教
育
出
版
（
一
〇
〇
頁
）

（

）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
第
三
巻

古
典
に
親
し
ま
せ
る
学

5

習
指
導
』
昭
和
五
十
八
年
筑
摩
書
房
（
九
一
頁
～
一
三
五
頁
）

（

）(
)

に
同
じ
（
九
一
頁
～
九
二
頁
）

6

5

（

）(
)

に
同
じ
（
九
二
頁
～
九
三
頁
）

7

5

（

）
昭
和
三
十
一
年
度
版
西
尾
実
編
『
国
語
三
上
』
（
復
刻
「
中
学
国
語

8

・
学
習
指
導
の
研
究
全
十
八
冊
）
平
成
四
年
（
三
三
頁
～
五
四
頁
）

（

）(
)

に
同
じ
（
九
八
頁
～
一
〇
一
頁
）

9

5

（

）(
)

に
同
じ
（
九
四
頁
～
九
五
頁
）
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
た
。

10

5

（

）
望
月
敬
幸
『
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
研
究
』
（
修
士
論
文
平

11

成
五
年
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
）(

二
一
九
頁
～
二
二
八
頁)

（

）(
)

に
同
じ
（
一
〇
二
頁
～
一
一
三
頁
）
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
た
。

12

5

（

）
学
習
記
録
番
号
（

Ｃ

）
文
海
中
学
校
三
年
Ｃ
組
（
鳴

13

3
4
3
1

5
9

門
教
育
大
学
図
書
館
大
村
は
ま
文
庫
所
蔵
）

【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
解
釈
学
会
全
国
大
会
（
平
成
二
十
一

年
八
月
二
十
六
日
）
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
際
の
草
稿
の
一
部
を
加
筆

・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
ば
ん
ど
う
・
と
も
こ
／
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合
学
校
教
育
学
研
究
科

博
士
課
程
）


