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〈
国
語
教
育
〉Ｉ

Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
古
典
授
業
の
開
発
（
一
）

─

三
大
和
歌
集
（
中
三
）
─

坂

東

智

子

一

は
じ
め
に

本
研
究
は
、
平
成
二
四
年
一
一
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
筆
者
と
山
口
大
学
教

育
学
部
附
属
光
中
学
校
の
先
生
方
と
の
共
同
研
究
の
一
部
で
あ

る

。

（
１
）

最
初
に
、
本
研
究
の
基
本
的
な
考
え
方
と
背
景
を
記
す
。
秋
田
喜
代
美
（
二

〇
一
〇
）
は
、B

arnes

（
一
九
七
六
）
の
「
教
室
に
お
け
る
知
識
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
学
習
の
関
連
性
」
を
手
掛
か
り
に
、
教
室
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
様
式
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い

る

。

（
２
）

伝
え
る
こ
と
が
優
位
に
な
れ
ば
、
教
師
の
仕
事
は
生
徒
の
答
え
の
評

価
者
と
な
り
、
生
徒
は
き
ち
ん
と
し
た
答
え
（
最
終
稿
）
を
言
う
こ
と

を
重
視
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
学
校
の
み
で
通
用
す
る
学
校
知
と
い

う
文
脈
で
は
適
切
に
使
用
さ
れ
る
が
、
生
活
へ
の
つ
な
が
り
や
よ
り
高

次
な
探
索
は
生
じ
に
く
い
。
一
方
、
相
互
に
生
徒
の
考
え
方
を
解
釈
し

あ
っ
て
自
分
た
ち
で
知
識
を
構
築
し
て
い
く
過
程
と
授
業
を
捉
え
る
な

ら
ば
、
教
師
は
こ
の
意
味
の
交
渉
を
組
織
し
、
生
徒
が
協
働
し
あ
う
中

で
応
答
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
生
徒
は
仲

間
の
考
え
を
聞
き
合
い
な
が
ら
自
分
た
ち
の
考
え
を
作
り
出
し
て
い
く

た
め
に
、
た
ど
た
ど
し
く
探
索
的
な
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
日
常
生
活
と
関
連
し
た
り
、
教
科
内
容
を
よ
り
高
次
に
探
究
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
。

上
記
の
二
様
式
は
実
際
に
は
二
項
対
立
で
は
な
い
が
、
本
研
究
が
歌
合
的
手

法
を
取
り
入
れ
、IC

T

活
用
で
作
り
出
そ
う
と
し
た
の
は
、
特
に
後
者
「
相

互
に
生
徒
の
考
え
方
を
解
釈
し
あ
っ
て
自
分
た
ち
で
知
識
を
構
築
し
て
い
く

過
程
」
で
あ
る
。
三
大
和
歌
集
の
歌
風
の
変
化
を
、
教
師
か
ら
学
習
者
へ
の

知
識
の
伝
達
と
し
て
で
は
な
く
、
学
習
者
が
協
働
で
知
識
を
構
築
し
て
い
く

過
程
で
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
本
授
業
の
ね
ら
い
で
あ
る
。IC

T

は
、
班
で
の
協
働
（
探
索
的
）
学
習
過
程
と
全
体
交
流
の
場
で
活
用
し
た
。

Fuson,K
alchm

an&
B

ransford

（

二
〇
〇
五

）
は
、
子
ど
も

の
思
考
を

促
す

と
い
う
視
点
か
ら
教
室
談
話
を
四
段
階
に
整
理
し
て
い

る

。

（
３
）

（
第
一
）
教
師
が
発
問
し
、
一
人
の
生
徒
が
答
え
る
。

（
第
二
）
指
名
し
た
生
徒
の
答
え
の
背
景
に
あ
る
思
考
や
解
き
方
を
教
師
が

吟
味
す
る
よ
う
なT-C

談
話
。
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（
第
三
）
生
徒
た
ち
が
発
言
を
通
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
様
な
考
え
方
を
相

互
に
語
り
合
い
、
教
師
は
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
生
徒
が
吟
味
で
き

る
よ
う
組
織
化
し
て
い
く
談
話
。

（
第
四
）
生
徒
が
自
分
の
考
え
を
正
当
化
し
た
り
、
相
互
に
質
問
し
た
り
援

助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
が
進
め
ら
れ
て
い
く
談
話
。

本
研
究
が
作
り
出
し
た
の
は
、
主
に
第
三
の
教
室
談
話
で
あ
る
。
こ
の
談
話

は
、
「
相
互
作
用
の
あ
る
対
話
（
ト
ラ
ン
ザ
ク
テ
ィ
ブ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

：transactive
discussion

）

」
と
換
言
で
き
る
。
い
わ
ば
、
「
相
手
の
考
え
方

（
４
）

や
推
論
の
仕
方
に
働
き
か
け
、
相
手
の
思
考
を
深
め
た
り
す
る
よ
う
な
相
互

作

用

」
の
あ
る
教
室
談
話
で
あ
る
。

（
５
）

実
際
の
教
室
で
は
、
学
習
者
同
士
が
多
様
な
考
え
方
を
相
互
に
語
り
合
う

水
平
的
な
相
互
作
用
と
教
師
が
介
在
す
る
垂
直
的
な
相
互
作
用
と
が
交
錯
し

て
授
業
が
進
行
す
る
。
ま
た
水
平
的
な
相
互
作
用
に
も
諸
相
が
あ
る
。
発
言

や
記
述
に
よ
っ
て
外
在
化
さ
れ
教
師
や
他
の
学
習
者
に
見
え
や
す
い
も
の
も

あ
れ
ば
、
全
体
学
習
の
中
で
教
師
と
他
の
学
習
者
と
の
問
答
を
聞
い
て
い
る

学
習
者
の
個
人
内
部
で
生
じ
て
は
い
て
も
外
在
化
さ
れ
ず
見
え
に
く
い
も
の

も
あ
る
。
こ
の
学
習
者
同
士
の
水
平
的
相
互
作
用
を
一
部
で
は
あ
っ
て
も
何

ら
か
の
形
で
外
在
化
さ
せ
、
教
師
に
も
他
の
学
習
者
に
も
見
え
や
す
い
も
の

に
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
本
授
業
で
は

IC
T

を
活
用
し
、
ま
と
め
の
レ
ポ

ー
ト
を
書
く
と
い
う
課
題
設
定
を
行
っ
た
。
協
働
学
習
に
お
け
る
相
互
作
用

の
過
程
や
成
果
を
可
能
な
限
り
可
視
化
す
る
こ
と
。
学
習
者
が
よ
り
多
様
な

解
釈
、
考
え
方
と
出
会
う
た
め
の
全
体
発
表
で
の

IC
T

活
用
。
さ
ら
に
は
、

教
師
が
そ
れ
ら
多
様
な
解
釈
を
整
理
し
て
、
学
習
者
が
解
釈
を
吟
味
、
比
較

し
た
り
再
構
築
し
た
り
す
る
過
程
を
作
り
出
す
こ
と
。
こ
れ
ら
に

IC
T

活
用

の
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
研
究
の
仮
説
で
あ
る
。

本
研
究
の
背
景
と
し
て
は
、
平
成
二
六
年
度
附
属
光
中
学
校
の
研
究
主
題

「
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
子
ど
も
を
育
て
る
～
思
考
を
活
性
化
す
る
学
び

の
フ
ィ
ー
ル
ド

～

」
が
あ
る
。
全
教
科
で
思
考
を
活
性
化
さ
せ
る
か
か
わ

（
６
）

り
合
い
の
あ
り
方
に
注
目
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
質
の
高
い
か
か
わ

り
合
い
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、

小
集
団
活
動
を
効
果
的
に
組
み
込
む
、

(1)

多
様
性
に
注
目
し
た
か
か
わ
り
合
い
を
仕
組
む
、

個
の
学
び
が
充
実
し

(2)

(3)

て
い
る
、
の
三
条
件
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
本
研
究
で
は
、

の
た
め
に

(1)
(2)

IC
T

を
活
用
し
、

個
の
学
び
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
と
め
の
レ
ポ
ー

(3)

ト
を
書
く
課
題
を
設
定
し
た
。

二

研
究
の
目
的
と
方
法

本
稿
で
は
、
平
成
二
六
年
一
二
月
に
安
部
教
諭
が
実
践
し
た
歌
合
的
手
法

を
用
い
た
三
大
和
歌
集
の
ま
と
め
の
レ
ポ
ー
ト
を
主
な
分
析
対
象
と
し
て
、

IC
T

を
活
用
し
た
協
働
学
習
の
過
程
を
、
ト
ラ
ン
ザ
ク
テ
ィ
ブ
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
対
話
分
析
手
法
に
よ
り
検
討
し
、
学
習
者
が
協
働
で
知
識
を
構
築

し
て
い
く
過
程
に
お
け
る

IC
T

活
用
の
有
効
性
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

具
体
的
に
は
、
後
掲
（
表

１

）
の
操
作
的
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
五
つ

（
７
）

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
個
々
の
レ
ポ
ー
ト
の
記
述
分
析
に
用
い
る
。
レ
ポ
ー
ト
の

記
述
は
、
実
際
の
対
話
と
は
異
な
る
が
、
本
授
業
全
体
の
協
働
学
習
の
プ
ロ

セ
ス
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
個
々
の
対
話
分
析
よ
り
も
レ
ポ
ー
ト
の
記
述
分
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析
が
適
当
だ
と
判
断
し
た
。

三

学
習
の
実
際
（
授
業
者

安
部
要
治
教
諭
）

表１ トランザクティブディスカッションの類型

カテゴリー 分類基準

1-a 課題の提示 話し合いのテーマや論点を提示する。

表 象 的 1-b フィ ー ド バッ ク 提示された課題や発話内容に対して、コメン

ト ラ ン の要請 トを求める。

ザ ク シ 1-c 正当化の要請 主張内容に対して、正当化する理由を求める。

ョン 1-d 主張 自分の意見や解釈を提示する。

1-e 言い換え 自己の主張や他者の主張と同じ内容を繰り返

して述べる。

2-a 拡張 自己の主張や他者の主張に、別の内容をつけ

加えて述べる。

2-b 矛盾 他者の主張の矛盾点を根拠を明らかにして述

操 作 的 べる。

ト ラ ン 2-c 比較的批判 自己の主張が他者の示した主張と相いれない

ザ ク シ 理由を述べながら、反論する。

ョン 2-d 精緻化 自己の主張や他者の主張に、新たな根拠をつ

け加えて説明し直す。

2-e 統合 自己の主張や他者の主張を理解し、共通基盤

の視点から説明し直す。

１

単
元
の
目
標

音
読
や
群
読
を
通
し
て
、
五
七
調
、
七
五
調
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
歌
合
の
手
法
を
用
い
、
共
通
の
モ
チ
ー
フ
の
和
歌
を
比
較

す
る
活
動
を
通
し
て
、
和
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
や
情
景
を
理
解
し
、
昔
の

人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
良
さ
や
特
徴

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

単
元
構
成
（
総
時
間
数

九
時
間
）

（
一
次
）
一
時
間
。
古
今
和
歌
集
「
仮
名
序
」
を
読
む
。
古
人
の
和
歌
へ
の

思
い
を
さ
ぐ
る
。

（
二
次
）
二
時
間
。
万
葉
集
「
天
地
の
（
長
歌
）
」
「
田
子
の
浦
ゆ
（
反
歌
）
」

の
意
味
を
考
え
、
群
読
台
本
を
作
成
し
て
群
読
す
る
。

（
三
次
）
五
時
間
。
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
の
鑑
賞
。
同

じ
モ
チ
ー
フ
の
和
歌
を
比
較
す
る
活
動
を
通
し
て
、
和
歌
の
良
さ
を
探
る
。

（
四
次
）
一
時
間
。
レ
ポ
ー
ト
作
成
。
単
元
を
振
り
返
り
、
和
歌
集
の
特
徴

を
把
握
さ
せ
、
和
歌
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
繋
い
で
い
く
か
を
考
え
る
。

三
次
で
取
り
上
げ
た
和
歌
を
以
下
に
記
す
。

①
「
春
の
訪
れ
」
・
石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
い
づ
る
春
に

な
り
に
け
る
か
も
（
万
葉

志
貴
皇
子
）
・

袖
ひ
ち
て
結
び
し
水
の
こ
ほ

れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
（
古
今

紀
貫
之
）

②
「
秋
」
・
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ

か
れ
ぬ
る
（
古
今

藤
原
敏
行
）
・
見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け

り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ
（
新
古
今

藤
原
定
家
）

③
「
夢
」
・
み
を
尽
く
し
心
尽
く
し
て
思
へ
か
も
こ
こ
に
も
も
と
な
夢
に
し
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見
ゆ
る
（
万
葉

読
み
人
し
ら
ず
）
・
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ

ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
（
古
今

小
野
小
町
）

④
「
別
れ
」
・
防
人
に
行
く
は
た
が
背
と
問
ふ
人
を
見
る
が
羨
も
し
さ
物
思

ひ
も
せ
ず
（
万
葉

防
人
の
妻
）
・
君
往
な
ば
月
待
つ
と
て
も
な
が
め
や

ら
む
東
の
方
の
夕
暮
れ
の
空
（
新
古
今

西
行
）

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
用
し
た
学
習
の
様
子
（
安
部
教
諭
の
考
察
か
ら
）

3
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
違
う
和
歌
集
か
ら
選
ん
だ
二
首
の
和
歌
を
各
班
が
担
当

し
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
他
の
班
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
モ
チ
ー
フ

に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
和
歌
に
投
票
す
る
歌
合
的
手
法
を
用
い
た
。
生
徒
は

大
変
楽
し
く
、
意
欲
的
に
学
習
に
取
組
ん
だ
。
「
競
う
」
と
い
う
要
素
と
「
新

た
な
機
器
を
使
う
」
こ
と
で
、
興
味
が
わ
き
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
班
は
電
子
黒
板
を
使
用
し
た
が
、
実
物
投
影
機

を
併
用
し
た
班
も
あ
っ
た
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
作
成
し
た
資
料
を
電
子
黒

板
で
説
明
し
た
り
寸
劇
な
ど
意
欲
的
な
取
組
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

４

生
徒
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
後
の
教
師
の
は
た
ら
き
か
け

生
徒
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
集
の
特
徴

を
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
さ
ら
な
る
思
考
へ
と
促
す
発
問
を
行
っ
た
。
モ
チ
ー

フ
「
春
の
訪
れ
」
で
は
、
「
見
て
創
っ
た
和
歌
と
想
像
し
て
創
っ
た
和
歌
で

は
、
読
み
手
は
ど
の
よ
う
な
感
じ
方
に
な
る
か
」
と
問
い
か
け
た
。

５

レ
ポ
ー
ト
作
成
の
手
引
き
（
第
四
次
）

は
じ
め
に

・
和
歌
集
や
和
歌
に
つ
い
て
、
学
習
前
の
イ
メ
ー
ジ

(1)
和
歌
集
の
特
徴
に
つ
い
て
わ
か
っ
た
こ
と

(2)
・
自
分
が
担
当
し
た
和
歌
や
他
の
班
の
発
表
を
聞
い
て
感
じ
た
こ
と
、

考
え
た
こ
と
、
見
出
し
た
こ
と

・
便
覧
の
三
大
和
歌
集
の
特
徴
と
関
連
付
け
て
、
考
え
た
こ
と

和
歌
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
繋
い
で
い
け
ば
よ
い
と
思
う
か

(3)
こ
の
学
習
を
通
し
て
、
学
ん
だ
こ
と

（
一
部
割
愛
）

(4)

四

レ
ポ
ー
ト
の
分
析

１

レ
ポ
ー
ト
の
字
数

研
究
授
業
を
実
施
し
た
三
年
二
組
（
33

名
）
の
レ
ポ
ー
ト
総
字
数
を
字
数
の
多
い

順

に
並

べ

替
え

た

（
表

２

）
。
最

も
字

数

の
多
か
っ
た
の
が

2134

字
、
最
も
少
な
い

生
徒
で
も

348

字
で
あ
っ
た
。
未
提
出
者

は
１
名
。

名
中

名
が
原
稿
用
紙
一
枚

32

31

以
上
書
い
て
い
る
。
安
部
教
諭
に
よ
る
と
、

普
段
あ
ま
り
国
語
が
得
意
で
は
な
い
生
徒

も
、
便
覧
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
写
す
だ
け

と
い
う
も
の
は
お
ら
ず
、
学
習
経
験
を
も

と
に
書
い
て
い
る
。
千
字
以
上
は

名
で
あ
っ
た
。
提
出
者
全
員
が
、
具
体

15

的
な
和
歌
を
挙
げ
て
記
述
し
、
四
段
落
中
最
も
多
く
の
字
数
を
さ
い
て
い
る
。

こ
れ
は
、
三
大
和
歌
集
の
歌
風
の
変
化
を
、
教
師
か
ら
学
習
者
へ
の
知
識

の
伝
達
と
し
て
で
は
な
く
、
学
習
者
が
協
働
で
解
釈
や
知
識
を
構
築
し
て
い

く
過
程
で
感
じ
取
り
、
便
覧
等
か
ら
得
た
知
識
と
統
合
さ
せ
て
、
「
行
為
の
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知
」
を
獲
得
し
た
証
左
の
一
つ
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４

ト
ラ
ン
ザ
ク
テ
ィ
ブ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
対
話
分
析
を
用
い
た
検
討

表
１
「
操
作
的
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
」
の
五
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
レ
ポ
ー
ト

分
析
に
用
い
、
協
働
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
。
い
く
つ
か
の
記
述
例

を
挙
げ
る
。
（
下
線
、
カ
タ
カ
ナ
記
号
、
山
括
弧
は
筆
者
が
付
記
し
た
）

①
【
比
較
→
拡
張
→
統
合
】

（
前
略
）
他
の
班
の
「
秋
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌
の
発
表
で
「
秋
来
ぬ

と
」
と
「
見
わ
た
せ
ば
」
の
２
つ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ア
秋
に
つ
い
て
の

着
目
点
が
違
っ
て
い
た
事
に
注
目
し
て
学
び
ま
し
た
。<

比
較>

「
秋
」
に

つ
い
て
の
感
じ
方
が
通
常
、
紅
葉
や
い
ち
ょ
う
、
く
り
の
木
、
柿
の
木
と

い
う
単
純
に
目
に
入
る
視
覚
的
な
秋
で
は
な
く
、
同
じ
目
に
感
じ
る
秋
で

も
夕
暮
れ
と
い
う
ふ
せ
い
の
あ
る
表
現
を
秋
と
感
じ
と
れ
る
よ
う
歌
わ
れ

マ

マ

て
い
る
。
イ
ま
た
、
こ
の
夕
暮
れ
１
つ
に
お
い
て
も
、
枕
草
子
な
ど
で
は

マ

マ

明
る
い
歌
と
し
て
の
夕
暮
れ
が
あ
っ
た
り
、
今
回
学
ん
だ
よ
う
な
も
の
悲

し
く
寂
し
い
夕
暮
れ
イ
コ
ー
ル
「
秋
」
だ
っ
た
り
と
同
じ
言
葉
を
使
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
に
か
か
る
感
情
が
違
う
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。<
拡
張>

そ
れ
か
ら
、
ウ
も
う
１
つ
は
聴
覚
か
ら
の
秋
で
風
の
音
や
肌
寒
い
と
い
う

表
し
方
で
秋
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
隠
れ
て
い
る
秋
を
う
ま
く
ひ
き
出

し
て
い
る
所
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

エ
三
大
和
歌
集
の
中
の
万
葉
集
に
は
「
素
朴
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
が<

統
合>

、
私
た
ち
の
班
が
担
当
し
た
「
み
を
尽
く
し
」
に
は
、
作
者

の
思
い
が
率
直
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
歌
は
そ
れ
に

ひ
っ
て
き
す
る
と
思
い
ま
し
た
。
（
Ａ
Ｙ
さ
ん
）

Ａ
Ｙ
さ
ん
が
担
当
し
た
の
は
夢
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
万
葉
集
「
み
を
尽
く

し
」
歌
で
あ
る
。
他
班
の
秋
の
歌
二
首
の
着
目
点
の
違
い
に
注
目
し
た
と
記

し
て
い
る
。IC

T

を
活
用
し
た
発
表
は
、
音
声
情
報
だ
け
で
な
く
、
視
覚
的

資
料
も
提
示
さ
れ
、
ウ
二
首
の
着
想
の
相
違
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
。
こ
の

場
合
の
「
比
較
」
は
厳
密
に
は
「
比
較
的
批
判
」
で
は
な
い
が
、
万
葉
集
の

歌
風
を
再
考
す
る
際
の
比
較
検
討
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
イ
は
こ
れ
ま
で
の

学
習
経
験
を
思
い
出
し
つ
つ
、
古
典
作
品
の
中
の
秋
に
関
わ
る
様
々
な
表
現

や
感
情
の
違
い
に
つ
い
て
の
実
感
を
伴
っ
た
理
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
便
覧
か
ら
得
た
万
葉
集
の
「
素
朴
」
と
い
う
知
識
と
学
習
過
程
を
通

し
た
経
験
的
学
び
の
「
統
合
」
か
ら
エ
以
降
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

②
【
比
較
→
精
緻
化
→
統
合
】

私
た
ち
の
担
当
し
た
和
歌
「
み
を
つ
く
し
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
反
復

や
掛
詞
な
ど
多
く
の
技
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、「
こ
こ
」

や
「
み
」
な
ど
ひ
ら
が
な
で
表
す
こ
と
で
、
多
く
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
こ
の
句
は
、
妻
か
ら
作
者
へ
の
愛
情
の
深
さ
が
表
さ
れ
て
い

マ
マ

る
。
「
こ
こ
に
も
も
と
な
」
の
と
こ
ろ
で
特
に
強
く
表
さ
れ
て
い
る
と
思

っ
た
。
オ
「
思
い
つ
つ
」
と
い
う
同
じ
恋
や
夢
を
テ
ー
マ
と
し
た
句
を
比

べ
て
み
る
と
、
作
者
の
恋
へ
の
満
足
感
や
片
想
い
、
両
想
い
な
ら
で
は
の

感
情
が
す
っ
と
心
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
た
。<

比
較>

カ
私
た
ち
の

担
当
し
た
万
葉
集
の
和
歌
や
他
の
班
の
同
じ
万
葉
集
の
和
歌
を
聞
い
た
と

き
、
作
者
に
共
感
が
す
ご
く
で
き
た
。
万
葉
集
な
ら
で
は
の
素
朴
さ
が
私

を
そ
う
感
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。<

精
緻
化>

私
た
ち
の
句
で

は
、
尽
く
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
夢
に
み
て
し
ま
う
と
い
う
作
者
の
あ
り
の
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ま
ま
の
感
情
が
よ
く
伝
わ
っ
て
き
た
。
（
中
略
）
だ
か
ら
、
キ
「
ま
こ
と
」

は
、
あ
り
の
ま
ま
や
素
直
さ
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
読
み
手
に
伝
わ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。<

統
合>

（
Ｍ
Ａ
さ
ん
）

Ｍ
Ａ
さ
ん
の
担
当
は
万
葉
集
「
み
を
つ
く
し
」
歌
で
あ
る
。
オ
同
じ
モ
チ

ー
フ
の
古
今
集
「
思
い
つ
つ
」
歌
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
当
歌
の
特

徴
が
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
た
。IC

T

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
比
較
す
る
と

い
う
思
考
が
促
さ
れ
て
い
る
。
他
班
の
万
葉
歌
に
も
共
感
し
た
こ
と
を
、
カ

「
万
葉
集
な
ら
で
は
の
素
朴
さ
」
と
い
う
便
覧
か
ら
の
知
識
と
結
び
つ
け
て

説
明
し
て
い
る
。
学
習
経
験
と
知
識
が
結
び
つ
き
「
精
緻
化
」
が
行
わ
れ
た
。

③
【
比
較
→
精
緻
化
→
統
合
】

自
分
た
ち
の
班
が
担
当
し
た
和
歌
は
、
「
秋
来
ぬ
と
」
だ
っ
た
。
こ
の

歌
は
視
覚
と
聴
覚
を
対
比
さ
せ
て
、
秋
の
訪
れ
を
表
現
し
て
い
た
。
視
覚

で
は
秋
の
訪
れ
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
聴
覚
で
秋
の
訪
れ
を
感
じ
て
い
る

の
を
表
現
し
て
い
る
の
が
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
視
覚
だ
け
で
な
く
い
ろ

い
ろ
な
人
間
の
感
覚
を
使
っ
て
表
現
す
る
と
、
歌
を
よ
ん
で
い
る
人
に
は
、

印
象
深
く
伝
わ
る
と
思
っ
た
。
ク
他
の
班
の
発
表
で
は
、
「
見
て
創
作
」

す
る
の
と
「
想
像
し
て
創
作
」
の
は
歌
を
よ
ん
で
い
る
人
の
と
ら
え
方
が

変
わ
っ
て
い
た
。
言
葉
を
う
ま
く
使
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌

を
よ
ん
で
い
る
人
の
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
自
分
な
り
の
イ
メ

ー
ジ
が
広
が
っ
て
そ
の
歌
の
世
界
観
を
広
げ
て
想
像
し
た
り
も
で
き
る
。

<

比
較>

ケ
学
ん
で
き
た
歌
は
、
た
く
さ
ん
の
技
法
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、

あ
る
班
は
、
わ
ざ
と
技
法
を
使
わ
ず
に
、
一
般
人
ら
し
い
ス
ト
レ
ー
ト
な

思
い
が
伝
わ
る
と
い
う
考
え
に
私
は
と
て
も
納
得
し
た
。
だ
か
ら
、
わ
ざ

と
技
法
を
使
わ
な
い
の
も
、
一
つ
の
技
で
あ
る
こ
と
も
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
た
。
〈
精
緻
化
〉
（
中
略
）
新
古
今
和
歌
集
は
、
頭
の
中
で
く
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
た
世
界
で
詠
ん
で
い
て
、
美
し
さ
は
あ
る
が
、
万
葉
集
の
よ
う

に
力
強
さ
は
な
い
。
現
実
に
背
を
む
け
、
和
歌
を
通
じ
て
、
美
し
い
世
界

を
追
究
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
中
略
）
「
見
わ
た
せ
ば
」
の
歌
は
、

「
秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
美
し
い
光
景
を
芸
術
と
し
て
表
現
し
た
の
だ
と

私
は
思
っ
た
。<

統
合>

（
Ｋ
Ｍ
さ
ん
）

「
秋
来
ぬ
と
」
歌
の
視
覚
と
聴
覚
の
対
比
は
、
プ
レ
ゼ
ン
で
図
式
化
し
て

説
明
さ
れ
た
。IC

T

を
活
用
し
た
全
体
発
表
は
、
歌
の
特
徴
や
工
夫
を
視
覚

的
に
も
示
す
こ
と
で
実
感
を
伴
っ
た
理
解
を
促
し
た
。
ク
は
、
学
習
者
同
士

の
水
平
的
な
相
互
作
用
と
、
教
師
が
介
在
す
る
垂
直
的
な
相
互
作
用
が
交
錯

し
て
生
ま
れ
た
記
述
だ
と
い
え
よ
う
。
プ
レ
ゼ
ン
後
の
教
師
の
は
た
ら
き
か

け
に
よ
り
具
体
的
な
比
較
か
ら
一
般
化
が
行
わ
れ
納
得
を
根
拠
に
「
技
法
を

使
わ
な
い
の
も
一
つ
の
技
で
あ
る
」
と
い
う
「
精
緻
化
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

④
【
比
較
→
統
合
】

今
回
の
授
業
で
僕
が
担
当
し
た
和
歌
は
、
紀
貫
之
の
春
の
訪
れ
を
歌
っ

た
「
袖
ひ
ち
て
」
で
し
た
。
コ
初
め
に
こ
の
歌
を
読
ん
だ
時
に
は
、
た
だ

単
純
に
、
今
は
凍
っ
て
い
る
以
前
袖
を
ぬ
ら
し
て
す
く
っ
た
み
ず
を
、
春

の
風
が
と
か
し
て
い
る
と
い
う
実
事
を
よ
ん
だ
だ
け
の
つ
ま
ら
な
い
歌
だ

マ

マ

と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
歌
に
は
「
結

び
し
」
と
「
と
く
」
の
対
比
＋
「
春
」
（
張
る
）
と
「
立
つ
」
（
裁
つ
）

と
い
う
掛
詞
に
よ
る
着
物
の
暗
示
な
ど
多
く
の
技
法
が
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
技
法
を
読
み
解
く
こ
と
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で
、
作
者
の
春
の
訪
れ
を
思
う
心
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
サ
こ
の
段
階
で
、
和
歌
に
対
す
る
深
い
意
味
を
持
た
な
い
、

つ
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

歌
一
つ
を
理
解
す
る
の
に
も
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
シ
和
歌
は
わ

か
り
に
く
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
他
の
班

の
和
歌
、
例
え
ば
、
同
じ
春
の
訪
れ
を
歌
っ
た
歌
で
あ
る
「
石
ば
し
る
」

は
、
は
っ
き
り
と
し
た
情
景
描
写
に
よ
っ
て
、
作
者
の
思
い
を
率
直
に
伝

え
る
と
い
う
、
技
巧
に
よ
っ
て
作
者
の
思
い
を
伝
え
る
ス
僕
の
班
の
他
と

正
反
対
の
性
質
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
〈
比
較
〉
セ
後
に
、
こ
の
違
い
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
載
っ
て
い
る
和
歌
集
の
特
徴
に
準
ず
る
も
の
だ
と
知
り

ま
し
た
。
〈
統
合
〉
（
後
略
）
（
Ｔ
Ａ
さ
ん
）

Ｔ
Ａ
さ
ん
が
担
当
し
た
の
は
古
今
集
「
袖
ひ
ち
て
」
歌
で
あ
る
。
コ
実
事

マ

マ

を
詠
ん
だ
だ
け
の
「
つ
ま
ら
な
い
歌
」
と
い
う
の
が
初
発
の
感
想
で
あ
る
。

そ
の
後
、
班
内
で
の
協
働
（
探
索
的
）
学
習
過
程
で
、
サ
へ
と
変
容
し
て
い

く
。
こ
の
変
容
は
、
班
員
が
協
働
で
調
べ
発
表
資
料
を
作
成
す
る
過
程
で
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
首
を
理
解
す
る
の
に
時
間
が
か
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
シ
「
和
歌
は
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
ま

し
た
」
と
自
身
の
和
歌
に
対
す
る
認
識
を
メ
タ
認
知
し
て
い
る
。
Ｔ
Ａ
さ
ん

の
二
段
落
に
は
「
し
か
し
」
が
三
度
登
場
す
る
。
こ
の
三
度
の
「
し
か
し
」

が
学
習
過
程
で
の
Ｔ
Ａ
さ
ん
の
変
容
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
班
内
の
活
動

過
程
、
全
体
発
表
を
通
し
て
の
他
班
の
和
歌
と
の
出
会
い
、
こ
こ
で
再
度
和

歌
に
対
す
る
認
識
の
変
容
が
起
こ
っ
て
い
る
。
和
歌
と
い
っ
て
も
ど
れ
も
同

じ
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
実
感
を
伴
っ
た
理
解
が
、
ス
「
僕
の
班
の
歌
と
正

反
対
の
性
質
を
持
っ
て
い
ま
し
た
」
の
記
述
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。
三
度
の
「
し

か
し
」
は
学
習
過
程
で
の
心
の
動
き
が
活
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記

述
か
ら
も

IC
T

を
活
用
し
て
発
表
し
他
班
の
説
明
を
聞
く
こ
と
は
、
興
味
が

湧
か
な
い
つ
ま
ら
な
い
学
習
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
興
味
関
心
を

も
っ
て
主
体
的
に
学
習
活
動
に
取
り
組
み
、
そ
の
後
に
「
和
歌
集
の
特
徴
」

と
い
っ
た
い
わ
ば
「
学
校
知
」
と
の
「
統
合
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
モ
チ
ー
フ
の
二
つ
の
和
歌
を
違
う
グ
ル
ー
プ
が
担
当
し
、IC

T

を
活

用
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
歌
合
的
手
法
と
、
多
様
な
解
釈

を
教
師
が
整
理
し
て
比
較
吟
味
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
後
に
、
便
覧

の
知
識
と
関
連
付
け
て
ま
と
め
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
い
う
手
引
き
に
よ
っ

て
、【
比
較
→
拡
張
→
統
合
】
、【
比
較
→
精
緻
化
→
統
合
】
、【
比
較
→
統
合
】

と
い
う
、「
自
分
た
ち
で
知
識
を
構
築
し
て
い
く
過
程
」
が
生
み
出
さ
れ
た
。

五

お
わ
り
に

本
研
究
の
第
一
の
成
果
と
し
て
、
学
習
者
が
楽
し
く
か
つ
意
欲
的
に
三
大

和
歌
集
の
授
業
に
取
組
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
歌
合
の
手
法
で
、
共
通

の
モ
チ
ー
フ
の
和
歌
を

IC
T

を
活
用
し
て
比
較
し
吟
味
す
る
活
動
を
通
し

て
、
ほ
ぼ
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
良
さ
や
特
徴
を
見
出
し
、
原
稿
用
紙

一
枚
以
上
の
ま
と
め
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
上
げ
た
。
三
大
和
歌
集
の
歌
風
の
変

化
を
、
教
師
か
ら
の
知
識
伝
達
と
し
て
で
は
な
く
、
学
習
者
が
協
働
で
知
識

を
構
築
し
て
い
く
過
程
で
学
び
と
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
授
業
の
ね
ら
い
は
達

成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
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「
統
合
」
を
仮
に
理
解
を
伴
っ
た
知
識
獲
得
の
相
と
す
る
と
、
二
タ
イ
プ

の
「
統
合
」
が
創
出
さ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー
間
で
共
通
理
解
し
た
意
味
構
成
と

新
し
い
別
の
意
味
構
成
と
の
出
会
い
を
契
機
に
既
有
知
識
等
が
結
び
つ
く

「
拡
張
」
を
経
て
学
校
知
（
共
通
基
盤
）
の
観
点
か
ら
説
明
し
直
す
タ
イ
プ

の
「
統
合
」
と
、
個
人
で
の
意
味
構
成
が
メ
ン
バ
ー
と
の
協
働
の
意
味
構
成

過
程
で
変
容
し
、
さ
ら
に
別
の
意
味
構
成
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
さ
ら
に
変

容
が
起
こ
り
、
新
た
な
根
拠
を
付
け
加
え
て
説
明
し
直
す
と
い
う
「
精
緻
化
」

を
経
て
、
学
校
知
と
の
統
合
が
な
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
「
統
合
」
に
至

ま
で
の
多
様
な
意
味
構
成
と
の
出
会
い
を
生
み
出
す
た
め
に
、
比
較
を
よ
り

意
識
的
に
促
す
歌
合
的
手
法
と
、
協
働
学
習
に
お
け
る
相
互
作
用
の
過
程
や

成
果
を
可
視
化
す
るIC

T

活
用
は
有
効
に
働
い
た
と
い
え
る
。

課
題
と
し
て
は
、
操
作
的
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
の
「
矛
盾
」
（
他
者
の
主

張
の
矛
盾
点
を
根
拠
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
指
摘
す
る
）
や
、
「
比
較
的
批

判
」
（
自
己
の
主
張
が
他
者
の
示
し
た
主
張
と
相
い
れ
な
い
理
由
を
述
べ
な

が
ら
反
論
す
る
）
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
思

考
を
深
め
、
協
働
で
構
築
し
た
知
識
を
学
習
者
の
日
常
生
活
と
関
連
さ
せ
た

り
、
学
習
内
容
の
よ
り
高
次
な
探
索
に
導
く
た
め
に
は
、
多
様
な
意
味
構
成

と
の
出
会
い
を
準
備
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
矛
盾
」
や
「
比
較
的
批
判
」
と

い
っ
た
過
程
を
潜
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
ど
の
和
歌
を
組
み

合
わ
せ
る
か
と
い
う
教
材
選
択
の
課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
後
は
、
こ

う
い
っ
た
点
も
視
野
に
入
れ
た
授
業
開
発
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

注（

）
坂
東
智
子
・
岩
本
清
子
・
安
部
要
治
「IC

T

環
境
を
活
用
し
た
中
学

1

校
古
典
授
業
の
開
発
」
『
学
部
・
附
属
教
育
実
践
研
究
紀
要
』
第
13

号
、
平
成
二
六
年
山
口
大
学
教
育
学
部
（
八
九
頁
～
一
〇
〇
頁
）
、

安
部
要
治
・
岩
本
清
子
・
沖
津
秀
一
郎
・
坂
東
智
子
「IC

T

環
境
を

活
用
し
た
中
学
校
国
語
科
の
授
業
開
発
」
『
学
部
・
附
属
教
育
実
践

研
究
紀
要
』
第

号
、
平
成
二
七
年
山
口
大
学
教
育
学
部
（
五
七
頁

14

～
六
六
頁
）

（

）
秋
田
喜
代
美
「
リ
テ
ラ
シ
ー
の
習
得
と
談
話
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

2

『
授
業
研
究
と
学
習
過
程
』
平
成
二
二
年
放
送
大
学
教
育
振
興
会
（
一

一
八
頁
～
一
一
九
頁
）

（

）
（

）
に
同
じ
、
（
一
一
九
頁
）

3

2

（

）
高
垣
マ
ユ
ミ
「
第
７
章

協
同
の
学
習
過
程
の
研
究
」
『
授
業
研
究

4

法
入
門
』
（
河
野
義
章
編
著
）
平
成
二
一
年
図
書
文
化
（
七
八
頁
）

（

）
（

）
に
同
じ
、
（
七
九
頁
）

5

4

（

）
山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
小
学
校
・
中
学
校
『
新
た
な
価
値
を
創

6

造
す
る
子
ど
も
を
育
て
る
～
思
考
を
活
性
化
す
る
学
び
の
フ
ィ
ー
ル

ド
～
』
平
成
二
六
年
小
中
連
携
研
究
・
研
究
紀
要
（
三
頁
）

（

）
（

)

に
同
じ
、
（
七
九
頁
）

7

4

【
附
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
七
年
五
月
第
一
二
八
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
兵
庫

大
会
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
大
会

で
は
多
く
の
先
生
方
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
る
。

（
ば
ん
ど
う
・
と
も
こ
／
山
口
大
学
教
育
学
部
）


