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古文編漢文編

●
随
筆
か
ら
入
り
、
単
元
が
進
む
ご
と
に
内
容
が
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
、
高
校
国
語
の
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
、
確
実
に
身
に
つ 

　

け
ら
れ
る
構
成
に
し
ま
し
た
。　

●
文
字
を
大
き
く
、
読
み
や
す
く
理
解
を
助
け
る
デ
ザ
イ
ン
、
レ
イ
ア
ウ
ト
。

●
小
説
・
随
筆
・
評
論
・
戯
曲
と
も
教
材
数
を
増
や
し
ま
し
た
。

●
小
説
は
、
安
定
感
と
親
し
み
や
す
さ
を
兼
ね
備
え
た
教
材
を
数
多
く
掲
載
し
、
６
本
（
国
総
310
）
↓
７
本
に
増
や
し
ま
し
た
。

●
評
論
は
様
々
な
分
野
の
現
代
的
課
題
を
取
り
上
げ
６
本
（
国
総
310
）
↓
７
本
、
随
筆
を
０
本
↓
２
本
に
増
や
し
ま
し
た
。

●「
学
習
の
手
引
き
」
に
は
、
適
宜
解
き
方
の
ヒ
ン
ト
を
添
え
、
生
徒
の
自
学
自
習
を
助
け
ま
す
。

●
作
品
の
理
解
を
よ
り
深
め
ら
れ
る
よ
う
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
重
視
し
た
「
故
事
」「
史
伝
」
単
元
を
再
構
成
し
ま
し
た
。

●「
現
代
文
編
」
と
同
じ
く
「
学
習
の
手
引
き
」
に
は
「
ヒ
ン
ト
」
を
付
し
、
学
び
や
す
さ
を
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

●
入
門
教
材
は
、
二
単
元
三
段
階
の
教
材
化
（
中
学
校
教
材
を
中
心
に
音
読
↓
全
文
傍
訳
↓
部
分
傍
訳
）
で
、
よ
り
丁
寧
に
。

●
説
話
、
随
筆
、
物
語
、
和
歌
と
俳
諧
、
紀
行
文
な
ど
、
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
を
幅
広
く
バ
ラ
ン
ス
よ
く
選
定
。

●「
現
代
文
編
」
と
同
じ
く
「
学
習
の
手
引
き
」
に
は
「
ヒ
ン
ト
」
を
付
し
、
学
び
や
す
さ
を
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。

﹇
新
編　

国
語
総
合　

編
集
委
員
﹈

影
山
輝
國　

実
践
女
子
大
学
教
授

長
沼
行
太
郎　

元
関
東
短
期
大
学
教
授

室
城
秀
之　

白
百
合
女
子
大
学
教
授

青
嶋
康
文　

東
京
都
立
南
多
摩
中
等
教
育
学
校
教
諭

大
竹
智
子　

学
習
院
女
子
中
・
高
等
科
教
諭

小
野
寺
伸
一
郎　

東
京
都
立
両
国
高
等
学
校
教
諭

幸
田
国
広　

早
稲
田
大
学
教
授

小
森　

潔　

湘
北
短
期
大
学
教
授

小
山
大
地　

桐
蔭
学
園
高
等
学
校
講
師

佐
野
正
俊　

拓
殖
大
学
教
授

諏
訪
部
泰
斗　

神
奈
川
県
立
瀬
谷
西
高
等
学
校
教
諭

滝
澤
美
恵　

東
京
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
教
諭

谷
口
雅
博　

國
學
院
大
学
准
教
授

豊
澤
弘
伸　

宮
城
学
院
女
子
大
学
教
授

中
里
有
希　

東
京
都
立
武
蔵
丘
高
等
学
校
教
諭

長
谷
川
充　

千
葉
県
立
佐
倉
高
等
学
校
教
諭

保
戸
塚
朗　

東
京
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
教
諭

六
谷
明
美　

東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

新編　国語総合
編集委員

新
編 

国
語
総
合

学
習
意
欲
を
継
続
さ
せ
、
国
語
力
の
基
礎
・
基
本
が
確
実
に
身
に
つ
く
「
国
語
総
合
」。

新
鮮
で
読
み
や
す
い
教
材
と
定
評
あ
る
教
材
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
選
定

表現編 現代文編

単元数を

8 10に増量
教材数も

17 22に増量　

改
訂
の
ポ
イ
ン
ト

国
総
3
4
3

●
ワ
ー
ク
を
中
心
と
し
た
実
際
に
書
く
活
動
を
と
お
し
て
、
表
現
力
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。

●
メ
ー
ル
と
手
紙
、
ス
ピ
ー
チ
、
小
論
文
な
ど
、
基
礎
・
基
本
か
ら
本
格
的
表
現
活
動
ま
で
、
確
か
な
表
現
力
が
身
に
つ
き
ま
す
。
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頭
の
中
の
無
限
大
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茂
木
健
一
郎 

16

　  
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➊  

現
代
文
入
門
―
―
未
知
の
自
分
と
出
会
う 

22

雨　

傘
 

川
端
康
成 

24

デ
ュ
ー
ク

 

江
國
香
織 

29

ほ
ね
と
た
ね

 

川
上
弘
美 

41

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➋   
小
説
の
読
み
方
1  

人
物
の
心
情
を
捉
え
る 

54

想
像
す
る
ち
か
ら

 

松
沢
哲
郎 

56

彼
ら
が
そ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

 

内
田　

樹 

65

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➌   

評
論
の
読
み
方
1　

筆
者
の
意
見
を
理
解
す
る 

70

サ
ー
カ
ス

 

中
原
中
也 

72

わ
た
し
が
一
番
き
れ
い
だ
っ
た
と
き

 

茨
木
の
り
子 

75

二
十
億
光
年
の
孤
独

 

谷
川
俊
太
郎 

78

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➍   

詩
の
形
と
響
き
に
つ
い
て 

82

少
年
口
伝
隊
一
九
四
五

 

井
上
ひ
さ
し 

84

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➎   

戦
争
と
文
学 
 

96

一  

随
筆

二  

小
説
１

三  

評
論
１

四  

詩
五  

戯
曲

と
ん
か
つ

 

三
浦
哲
郎 

98

葉
桜
と
魔
笛

 

太
宰　

治 
111

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➏   

小
説
の
読
み
方
2　

場
面
や
状
況
を
捉
え
る  
124

水
の
東
西

 

山
崎
正
和 

126
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晴 
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ー
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142
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144
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147
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介 
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て 
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樹 

173

　  

ズ
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ア
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方
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語
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る 

178
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180
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誠 

197

　  

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
➓   

評
論
の
読
み
方
3　

異
論
・
反
論
を
想
定
し
た
論
の
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開
を
知
る 

206

④
小
論
文
を
書
こ
う

 

216

⑤
会
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と
話
し
合
い
の
技
法

 

220

⑥
詩
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を
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う 

224

六  

小
説
２

七  

評
論
２

八  
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句
・
短
歌

九  

小
説
３

十  
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論
３

①
メ
ー
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と
手
紙
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②
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を
し
よ
う

 

210

③
デ
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う

 

212

表
現
編

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

現
代
文
編
・

表
現
編 

目
次

▼「目次」P. 2 -3

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

新
規

定
番

定
番

定
番

定
番

定
番

定
番

小
説
は 

 

3
単
元
7
本
。

随
筆
・
評
論
は  

4
単
元
9
本
。

　

現
代
文
を
読
む
た
め
に
必
要
な
基
礎
的

な
事
項
を
、10
の
コ
ラ
ム
に
集
約
し
ま
し
た
。

ズ
ー
ム
ア
ッ
プ

単
元
・
教
材
を
増
量
し
、
読
み
や
す
く
、
現
代
の
課
題
に
即
し
た
作
品
を
厳
選
し
ま
し
た
。

漢
字
・
語
句
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
読
書
案
内
を
設
け
、
読
む
力
の
習
得
と
活
用
を
図
っ
て
い
ま
す
。

文
字
も
大
き
く
、
読
み
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
、
レ
イ
ア
ウ
ト
で
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
ま
す
。

　

ま
ず
は
話
し
て
み
よ
う
、書
い
て
み
よ
う
、

と
な
る
よ
う
な
、
楽
し
い
言
語
活
動
を
６
本

の
教
材
で
提
案
し
ま
し
た
。

表
現
編
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「
現
代
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

10

　

小
学
生
の
頃
、
六
畳
一
間
の
子
ど
も
部
屋
に
は
僕
、
弟
、
妹
三
人
の
机
が
並
び
、
ピ
ア
ノ
が

置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
う
満
杯
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
人
が
そ
こ
で
遊
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
い
の
で
あ
る
が
、
た
ま
に
は
一
人
で
ゆ
っ
く
り
し
た
い
な
ん
て
時
も
あ
る
。

し
か
し
、
他
に
行
く
場
所
は
な
い
。
こ
の
六
畳
一
間
で
ど
う
に
か
す
る
し
か
な
い
の
だ
。
好
き

な
よ
う
に
で
き
る
場
所
は
愛
用
の
学
習
机
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
僕
は
思
い
つ
い
た
。

　

学
習
机
し
か
な
い
の
な
ら
、
そ
こ
を
一
人
で
ゆ
っ
く
り
で
き
る
空
間
に
変
化
さ
せ
れ
ば
い
い
。

　

た
と
え
狭
く
て
も
、
視＊

点
を
変
え
さ
え
す
れ
ば
自
分
だ
け
の
空
間
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
。
そ
う
考
え
た
僕
は
、
図
画
工
作
の
授
業
で
使
っ
て
い
た
写
生
用
の
画
板
を
持
っ
て

き
て
机
と
椅
子
の
間
に
橋
の
よ
う
に
架
け
た
。
こ
れ
が
屋
根
に
な
る
。
そ
し
て
、
押
し
入
れ
か

？

　

何
を
「
思
い
つ
い
た
」
の

か
。

？

5

頭
の
中
の
無
限
大

坂さ
か

口ぐ
ち

恭き
ょ
う

平へ
い

一
九
七
八
（
昭
和
53
）
―　

作
家
。

建
築
探
検
家
。
熊
本
県
に
生
ま
れ

た
。
路
上
生
活
者
の
住
居
を
調
査

す
る
な
ど
、
独
自
の
視
点
で
社
会

を
観
察
し
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
可
能
性
を
志
向
す
る
。
著

書
に
『
０
円
ハ
ウ
ス
』『
徘は
い
徊か
い
タ
ク

シ
ー
』
な
ど
。
本
文
は
『
Ｔ
Ｏ
Ｋ

Ｙ
Ｏ
一
坪
遺
産
』（
二
○
○
九
年

刊
）
に
よ
っ
た
。

10

一　随筆11

ら
毛
布
を
取
り
出
し
て
き
て
画
板
の
上
か
ら
掛
け
た
。
い
つ
の
間
に
か
学
習
机
は
、
み
ご
と
に

洞
窟
の
よ
う
な
空
間
に
変
身
し
た
。
床
に
、
布
団
を
敷
け
ば
完
成
。
僕
は
そ
の
中
に
潜
り
込
み
、

蛍
光
灯
ス
タ
ン
ド
を
と
も
し
、
食
事
を
し
、
さ
ら
に
寝
る
こ
と
に
し
た
。
ま
る
で
そ
こ
は
潜
水

艦
の
コ1

ク
ピ
ッ
ト
の
よ
う
だ
っ
た
。

　
コ
ク
ピ
ッ
ト
の
周
り
に
は
、
自
分
に
必
要
な
機
器
、
道
具
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
自
分
の
体
を

空
間
に
合
わ
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
必
要
な
要
素
全
て
を
人
間
の
近
く
に
持
っ
て
き

て
、
設
置
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
や
り
方
だ
と
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
狭
い
場
所
で
あ
っ
て
も
、
人

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
空
間
が
で
き
上
が
る
。

　
そ
れ
は
と
て
も
衝
撃
的
な
体
験
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
は
作
業
を
し
て
い
た
机
の
下
に
入
り
込

ん
で
、
座
る
た
め
の
椅
子
を
テ
ー
ブ
ル
の
よ
う
に
使
う
だ
け
で
、
非＊

日
常
的
な
空
間
が
手
に
入

る
。
狭
い
と
思
っ
て
い
た
机
の
下
は
、
そ
こ
に
身
を
置
く
と
と
て
も
心
地
よ
い
空
間
だ
っ
た
。

さ
ら
に
洞
窟
の

間
か
ら
、
外
を
眺
め
る
と
、
い
つ
も
の2
混こ

ん

沌と
ん

と
し
た
子
ど
も
部
屋
で
は
な
く
、

ま
る
で
サ
バ
ン
ナ
の
荒
野
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。
視
点
を
変
え
る
と
、
ま
だ
ま
だ
小
さ

な
部
屋
に
は
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
は
大
き
な
発
見
だ
っ
た
。
欠
如
と
い
う
も
の
が
新
た
な
空
間
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

２
混
沌　

混
乱
し
て
い
て
な
り

ゆ
き
の
わ
か
ら
な
い
さ
ま
。

語
句

視
点
を
変
え
る

非
日
常
的

漢
字畳

　
満
杯
　
狭
い

架
け
る

　
掛
け
る

洞
窟

　
床

潜
り
込
む

　
蛍
光
灯

潜
水
艦

　
衝
撃
的

欠
如

文文
１
コ
ク
ピ
ッ
ト　

航
空
機
・
船

舶
な
ど
の
操
縦
席
・
室
。

51015

頭の中の無限大

定
評
あ
る
教
材
と
と
も
に
、
新
し
い
名
作
を
積
極
的
に
採
録
し
ま
し
た
。

生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
、
国
語
の
力
を
伸
ば
し
ま
す
。

▼「現代文編」P. 10 -11

　

本
文
の
展
開
に
即
し
て
押
さ
え
る
べ
き
記

述
を
確
認
し
ま
す
。

脚
問

　

簡
潔
で
丁
寧
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

脚
注

　

見
開
き
ペ
ー
ジ
ご
と
に
漢
字
検
定
二
級
ま

で
の
語
句
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

漢
字

　

学
習
者
が
等
身
大
の
感
覚
で
読
み
味
わ

え
ま
す
。

短
く
親
し
み
や
す
い

冒
頭
教
材

　

考
え
方
し
だ
い
で
、
世
界
は
無
限
大
に
広

く
な
る
。

坂
口
恭
平

　

本
文
の
文
字
を
大
き
く
見
や
す
く
美
し

く
し
ま
し
た
。

見
や
す
い
文
字

２
混
沌

混
乱
し
て
い
て
な
り

ゆ
き
の
わ
か
ら
な
い
さ
ま
。

　

意
味
調
べ
、
文
を
作
る
な
ど
、
学
習
活
動

を
提
示
し
て
い
ま
す
。

語
句

「
頭
の
中
の
無
限
大
」

全
文
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12

　

子
ど
も
の
頃
は
、
狭
い
か
ら
と
い
っ
て
部
屋
を
改
築
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
お
金
も
技

術
も
な
い
。
そ
れ
以
前
に
め
ん
ど
う
く
さ
い
。
時
間
を
か
け
て
そ
ん
な
大
工
事
を
や
っ
て
い
る

暇
は
な
い
の
だ
。
で
き
る
だ
け
何
も
手
を
施
さ
ず
に
、
新
し
い
世
界
を
次
々
と
作
り
出
す
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

「
目
の
前
の
空
間
に
は
実
は
無
数
の
自
分
の
知
ら
な
い
、
気
づ
い
て
い
な
い
空
間
が
隠
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
利
用
す
る
し
か
な
い
。」

　

僕
に
は
そ
れ
が
唯
一
の
方
法
に
見
え
た
。
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
新
し
く
自
分
の
欲
す
る
物

を
作
り
上
げ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
ま
た
新
し
く
限
ら
れ
た
空
間
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
大
き
な
空
間
を
体
験
し
た
い
の
な
ら
ば
、
逆
に
な
に
ひ
と
つ
作
る
こ

と
な
く
、
見
え
な
い
空
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
巣
作
り
の
体
験
は
そ
れ
を
僕
に
体
感
さ
せ
て
く
れ
た
。

　

そ
し
て
、
現
在
。
街
を
歩
く
と
、
今
日
も
ま
た
新
し
い
建
物
が
作
ら
れ
て
い
る
。
ど
ん
ど
ん

巨
大
化
、
高
層
化
し
続
け
、
も
は
や
人
間
が
作
っ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
い
っ

た
い
、
ど
れ
だ
け
の
空
間
が
あ
れ
ば
人
は
満
足
す
る
の
か
。
足
り
る
こ
と
は
永
遠
に
あ
り
え
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
き
、
僕
は
い
つ
も
あ
の
巣
を
思
い
出
す
の
で

？

51015

　

「
そ
れ
」
は
何
を
さ
す
か
。

？漢
字暇　

施
す　

隠
す

唯
一　

欲
す
る

巨
大
化

一　随筆13 頭の中の無限大

▼「現代文編」P. 12 -13

　

書
い
て
練
習
す
る
サ
ン
プ
ル
と
な
る
よ
う
、

教
育
出
版
教
科
書
体
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

漢
字
の
書
体

　

冒
頭
教
材
「
頭
の
中
の
無
限
大
」
は
、
筆

者
自
筆
の
イ
ラ
ス
ト
を
全
ペ
ー
ジ
大
で
置
い

て
い
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
・
写
真
を
多
数
掲
載

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

〔イラスト〕坂口恭平

「
頭
の
中
の
無
限
大
」

全
文

9 89 8



14

510

あ
る
。

　

空
間
の
大
き
さ
と
心
地
よ
さ
は
比
例
し
な
い
と
僕
は
思
う
。
欠
如
を
実
感
し
、
そ
れ
を
補
う

た
め
に
新
し
い
視
点
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ど
ん
な
に
狭
い
と
こ
ろ

だ
ろ
う
が
そ
こ
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
本
来
そ
れ
が
で
き
る
生
き
物
な
の
で
は
な

い
か
。

　

こ
れ
か
ら
必
要
な
の
は
、
広
い
空
間
、
巨
大
な
建
築
で
は
な
く
、
広
く
、
壮
大
に
感
じ
る
こ

と
の
で
き
る
感
覚
と
、
そ
し
て
小
さ
な
建
築
で
あ
る
。
昔
、
自
分
が
も
し
も
虫
ぐ
ら
い
の
大
き

さ
だ
っ
た
ら
、
世
界
が
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
と
い
つ
も
僕
は
空
想
し
て
い
た
。
そ

う
、
あ
の
感
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
実
は

全
て
の
人
が
も
っ
て
い
る
感
覚
な
の

で
は
な
い
か
と
僕
は
思
う
。
考
え
方

一
つ
で
、
世
界
を
無
限
大
に
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

漢
字補

う　

壮
大

「モバイルハウスの住宅展示場」より
「Mobile Window House」

一　随筆15

　
　

子
ど
も
の
頃
の
筆
者
は
、
別
の
空
間
に
変
化
さ
せ
た
「
学
習
机
」
を
何
に
た
と
え
て
い
る
か
、

抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
挿
絵
（
13
ペ
ー
ジ
）
を
見
て
筆
者
が
完
成
さ
せ
た
空
間
を
確
認
し

て
み
よ
う
。

　
　
「
欠
如
と
い
う
も
の
が
新
た
な
空
間
を
生
み
出
す
」（
11
ペ
ー
ジ
15
行
）
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

説
明
し
て
み
よ
う
。

　
　

こ
れ
ま
で
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
筆
者
の
よ
う
に
「
視
点
を
変
え
る
」（
11
ペ
ー
ジ
13
行
）
こ

と
に
よ
っ
て
大
き
な
発
見
を
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
紹
介
し
合
っ
て
み
よ
う
。

123

学
習
の
手
引
き

ヒ
ン
ト
❷
筆
者
に
と
っ
て
の
「
欠
如
」
と

は
何
か
、
確
認
す
る
。

ヒ
ン
ト
❸
筆
者
が
発
見
し
た
こ
と
だ
け
で

な
く
、

・
空
き
地
の
土
管
を
秘
密
基
地
に
す
る

・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
す
る

な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
福
島
第
一
原
発
事

故
を
き
っ
か
け
に
、「
新
政
府
の
樹
立
」
を

宣
言
。
周
囲
に
あ
る
も
の
を
活
用
し
て
、
０

円
で
避
難
民
を
受
け
入
れ
る
。
何
か
を
変
え

る
の
で
は
な
く
、
思
考
を
広
げ
る
こ
と
で
、

生
の
無
限
の
可
能
性
を
導
き
出
す
。

『
独
立
国
家
の

つ
く
り
か
た
』
坂
口
恭
平

読
書
案
内

漢
字
と
語
句
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
﹇　

﹈
1

　

傍
線
部
を
漢
字
に
直
そ
う
。

①
六
ジ
ョ
ウ
一
間
の
部
屋
を
片
づ
け
る
。

②
駅
の
駐
輪
場
は
マ
ン
パ
イ
だ
。

③
車
が
セ
マ
い
道
を
通
る
。

④
ユ
カ
暖
房
が
温
か
い
。

⑤
水
に
モ
グ
っ
て
速
く
泳
ぐ
。

⑥
シ
ョ
ウ
ゲ
キ
的
な
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
。

一

　

傍
線
部
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
集
め

よ
う
。

〈
例
〉正
確
（
確
実
・
確
認
・
的
確
・
確
信
・

明
確
・
確
立
）

①
愛
用　
　

②
視
点　
　

③
可
能
性

④
欠
如　
　

⑤
世
界　
　

⑥
体
感

⑦
巨
大
化　

⑧
補
う　
　

⑨
空
想

二

5

頭の中の無限大

▼「現代文編」P. 14 -15

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

　

筆
者
作
成
の
可
動
式
の
住
宅
。
美
術
館
で

展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
文
脚
注
で
取
り
上
げ
た
漢
字
の
う
ち
、

漢
字
検
定
三
級
・
四
級
の
漢
字
に
限
定
し
て

出
題
し
て
い
ま
す
。

　

平
易
な
活
動
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
、
確

か
な
国
語
力
が
身
に
つ
き
ま
す
。

学
習
の
手
引
き

　

解
き
方
の
ヒ
ン
ト
を
設
け
、
自
学
自
習
を

促
し
ま
す
。

ヒ
ン
ト

〔写真提供〕熊本日日新聞社

　

関
連
す
る
本
を
紹
介
し
、
学
習
し
た
こ
と

の
さ
ら
な
る
習
得
・
活
用
が
図
れ
ま
す
。

読
書
案
内

「
頭
の
中
の
無
限
大
」

全
文

SAMPLE

11 1011 10



「
現
代
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

16

「
背
表
紙
が
呼
ん
で
い
る
」

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
ま
さ

に
そ
れ
で
し
た
。
そ
れ
は
小
学
校
五
年

生
の
と
き
の
こ
と
で
す
。
学
校
の
図
書

館
で
本
棚
を
眺
め
て
い
た
ら
、
ふ
と
そ

こ
に
並
ん
で
い
た
『
赤1

毛
の
ア
ン
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
、
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
気
に
な
っ
て
手
に
取
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
っ

と
い
う
間
に
夢
中
に
な
り
、
そ
し
て
一
気
に
読
み
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
読
書
後
の
感
想
、
そ
れ
は
、「
衝
撃
」
の＊

一
言
に
尽
き
ま
す
。

１『
赤
毛
の
ア
ン
』　

原
題
は

A
nne of G

reen G
ables

。

カ
ナ
ダ
の
作
家
、
Ｌ
・
Ｍ
・

モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
の
小
説
。
一

九
〇
八
年
刊
行
。
カ
ナ
ダ
東

海
岸
の
プ
リ
ン
ス
エ
ド
ワ
ー

ド
島
を
舞
台
に
、
孤
児
院
か

5

『
赤
毛
の
ア
ン
』と
の
出
会
い

茂も

木ぎ

健け
ん

一い
ち

郎ろ
う

一
九
六
二
（
昭
和
37
）
―　

脳
科

学
者
。
東
京
都
に
生
ま
れ
た
。

「
ク
オ
リ
ア
」（
感
覚
の
持
つ
質
感
）

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
脳
と
心
の

関
係
、
脳
と
創
造
性
の
関
係
を
研

究
し
て
い
る
。
著
書
に
『
脳
と
ク

オ
リ
ア
』『
脳
と
仮
想
』
な
ど
。
本

文
は
『「
赤
毛
の
ア
ン
」
に
学
ぶ

幸し
あ
わ
せ福
に
な
る
方
法
』（
二
〇
〇
八
年

刊
）
に
よ
っ
た
。

一　随筆17

　
小
学
生
の
低
学
年
の
頃
か
ら
、
僕
は
す
で
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
乱＊

読
し
て

い
ま
し
た
。
学
校
の
図
書
館
か
ら
、
あ
る
い
は
自
宅
の
本
棚
か
ら
、
次
々
に
本
を
抜
き
取
っ
て

は
片
っ
端
か
ら
読
み
進
め
て
い
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
年
に
二
百
冊
以
上
は
読
ん
で
い
た
と
思
い

ま
す
。
空
が
晴
れ
た
ら
蝶ち

ょ
うを

捕
ま
え
に
森
へ
行
き
、
雨
が
降
っ
た
ら
室
内
で
読
書
。
ま
さ
に
、

「
晴2

耕
雨
読
」
の
生
活
で
す
。

　
け
れ
ど
も
そ
の
僕
に
と
っ
て
も
、『
赤
毛
の
ア
ン
』
は
い
ま
だ
か
つ
て
出
会
っ
た
こ
と
の
な

い
タ
イ
プ
の
作
品
で
し
た
。
主
人
公
の
ア
ン
・
シ
ャ
ー
リ
ー
は
、「
喜
び
の
白
い
道
」
と
か
「
輝

く
湖
」、
あ
る
い
は
「
恋
人
の
小
道
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
場
所
に
ど
ん
ど

ん
勝
手
に
名
前
を
つ
け
て
い
く
。
あ
ん
な
形
で
想
像
の
翼
を
自
由
に
羽
ば
た
か
せ
る
主
人
公
が

出
て
く
る
小
説
を
、
僕
は
そ
れ
ま
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
想
像
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
、
あ
そ
こ
ま
で
強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
小
説
と
い
う
も
の
に
、
出
会
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
す
。

「
や
ら
れ
た
！
」
と
い
う
感
じ
で
、
完
全
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
小
学
生
で
す
。
衝
撃
を
受
け
た
の
は
い
い
が
、
そ
の
感
情

が
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
、
は
っ
き
り
と
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
の
中
の

？

？

ら
引
き
取
ら
れ
た
少
女
ア
ン

の
成
長
を
描
い
て
い
る
。

２
晴
耕
雨
読　

晴
れ
た
日
に
は

田
畑
を
耕
し
、
雨
の
日
に
は

家
で
読
書
す
る
こ
と
。
自
分

の
思
い
の
ま
ま
に
生
活
す
る

こ
と
を
い
う
。

　

「
あ
ん
な
形
」
と
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
。

　

「
そ
の
感
情
」
と
は
、
何
か
。

語
句

…
…
の
一
言
に
尽
き
る

乱
読

漢
字本

棚　

眺
め
る

飛
び
込
む　

尽
き
る

抜
き
取
る

捕
ま
え
る　

輝
く

翼
？？

文意

51015

『赤毛のアン』との出会い

随
筆
は
、
国
語
力
を
培
う
基
礎
と
な
る
豊
か
な
想
像
力
を
育
む
作
品
を
選
び
、
教
科
書
巻
頭
に
置
き
ま
し
た
。

▼「現代文編」P. 16 -17

第
一
単
元　

随
筆

　
『
赤
毛
の
ア
ン
』
の
大
フ
ァ
ン
で
あ
る
筆
者

の
、ア
ン
と
想
像
力
と
読
書
を
た
た
え
る
随
筆
。

　

学
習
意
欲
を
高
め
ま
す
。

イ
ラ
ス
ト
・
写
真
を
多
数
掲
載

　

文
…
…
文
を
作
る
。

　

意
…
…
意
味
を
調
べ
る
。

　

重
要
な
語
句
を
取
り
立
て
、
活
動
指
示
を

添
え
て
示
し
て
い
ま
す
。

語
句

SAM
PLE

13 12
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「
好
き
」
と
い
う
気
持
ち
、
そ
の
正
体
が
つ
か
め
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
実
は
こ
の
「
正
体
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
感
覚
は
、
と
て
も
大
切
な
も
の
な
の

で
す
。
人
は
あ
る
作
品
に
魅
了
さ
れ
る
と
き
、
実
際
に
は
そ
の
正
体
が
完
全
に
は
理
解
で
き
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
恋
愛
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
が
、
つ
ま
り
相

手
を
「
好
き
」
と
い
う
感
情
は
、
自
分
で
も
ど
う
し
て
な
の
か
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
き

に
、
い
ち
ば
ん
燃
え
る
ん
で
す
。
相
手
の
正
体
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
き
こ
そ
、
い
ち
ば
ん

と
ら
わ
れ
る
。
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
魅
了
さ
れ
る
。
僕
に
と
っ
て

の
『
赤
毛
の
ア
ン
』
は
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
っ
た
の
で
す
。

　
た
と
え
て
み
れ
ば
、
胸
の
中
に
蝶
が
一
匹
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
正
体
は
わ

か
ら
な
い
。
で
も
わ
か
ら
な
い
な
り
に
、
心
の
中
で
自
由
に
そ
の
蝶
を
飛
ば
し
て
い
る
。
無
理

に
そ
の
正
体
を
暴
こ
う
と
は
せ
ず
に
、
大
切
に
自
分
の
胸
に
し
ま
っ
て
お
く
。
そ
れ
く
ら
い
僕

に
と
っ
て
は
、
こ
の
作
品
は
大
切
な
も
の
で
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
ほ
ど
「
ア
ン
」
に
は
ま
っ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僕
は
そ
の
こ
と
を
周
囲
に
は
公＊

言
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は

な
ぜ
な
の
か
。

　
例
え
ば
僕
は
、
他
に
も3
夏な

つ

目め

漱そ
う

石せ
き

や
映
画
監
督
の4小お

津づ

安や
す

二じ

郎ろ
う

が
好
き
な
の
で
す
が
、
こ
う

51015

３
夏
目
漱
石　

小
説
家
。
英
文

学
者
。
江
戸
（
現
東
京
都
）

に
生
ま
れ
た
。
日
本
近
代
文

学
の
代
表
的
作
家
。
著
書
に

『
吾わ
が

輩は
い

は
猫
で
あ
る
』『
坊ぼ

っ

ち
ゃ
ん
』『
三
四
郎
』『
こ
こ

ろ
』
な
ど
。
一八六七―
一九一六

４
小
津
安
二
郎　

映
画
監
督
。

東
京
都
に
生
ま
れ
た
。戦
前
・

戦
後
を
通
じ
て
、
家
族
や
結

婚
を
テ
ー
マ
に
数
々
の
名
作

を
生
み
出
し
た
。
作
品
に

『
晩
春
』『
東
京
物
語
』
な
ど
。

　
一九〇三―
一九六三

一　随筆19

い
っ
た
人
た
ち
は
、
世
間
で
も
あ
る
程
度
そ
の
評

価
が
確
立
し
て
い
ま
す
。
僕
が
、
彼
ら
の
業＊

績
を

「
す
ご
い
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
万
人
が
認
め

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
な
に
も
特
別
な
こ
と
で
は
な

い
。
僕
が
彼
ら
の
作
品
を
「
好
き
」
と
言
っ
て
も
、

別
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

　
け
れ
ど
も
『
赤
毛
の
ア
ン
』
の
場
合
、
少
し
事

情
が
違
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
一
般
的
に

は
児
童
文
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

名
作
と
は
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
「
大
人
」

の
文
学
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
僕
の
中
で
は

す
ば
ら
し
い
作
品
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
で
も
ま
だ
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
魅
力
の
全
て
を
把
握
し
き
れ
て
は
い

な
い
気
が
す
る
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
自
分
の
中
に
青
春
の
「
も
や
も
や
」
が
、
ま
だ
残
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僕
の
青
春
時
代
が
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。

？

51015

　

「
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
が
わ
か

ら
な
い
」
と
は
、
ど
う
い
う

こ
と
か
。

語
句

公
言

業
績

漢
字魅

了　

把
握　

匹

暴
く　

監
督　

彼
ら

違
う　

一
般
的

？
意意

『赤毛のアン』との出会い

▼「現代文編」P. 18 -19

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料
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『「赤毛のアン」との出会い』

1『赤毛のアン』の舞台となったプリンスエドワード島2

▼「現代文編」表見返し①・②
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現
代
文
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古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料
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歩
き
な
が
ら
、
私
は
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
二
十
一
に
も
な
っ
た
女
が
、
び
ょ
お
び
ょ
お

泣
き
な
が
ら
歩
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
の
人
た
ち
が
い
ぶ
か
し
げ
に
私
を
見
た
の
も
、
無
理

の
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
私
は
泣
き
や
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
デ
ュ
ー
ク
が
死
ん
だ
。

　
私
の
デ
ュ
ー
ク
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
私
は
悲
し
み
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

　
デ
ュ
ー
ク
は
、
グ
レ
ー
の
目
を
し
た
ク
リ
ー
ム
色
の
ム
ク
毛
の
犬
で
、
プ
ー
リ
ー
種
と
い
う

牧
羊
犬
だ
っ
た
。
わ
が
家
に
や
っ
て
き
た
時
に
は
、
ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
で
、
廊

下
を
走
る
と
手
足
が
滑
っ
て
ぺ
た
ん
と
開
き
、
す
ー
っ
と
お
な
か
で
滑
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

？

5

一
九
六
四
（
昭
和
39
）
―
　
小
説

家
。
東
京
都
に
生
ま
れ
た
。
軽
や

か
な
文
体
と
こ
ま
や
か
な
人
物
描

写
で
、
日
常
を
鮮
や
か
に
表
現
す

る
。『
号
泣
す
る
準
備
は
で
き
て

い
た
』
で
直
木
賞
を
受
賞
。
詩
、

エ
ッ
セ
イ
、
絵
本
の
翻
訳
な
ど
、

多
方
面
で
活
躍
し
て
い
る
。
作
品

に
『
き
ら
き
ら
ひ
か
る
』『
神
様
の

ボ
ー
ト
』
な
ど
。
本
文
は
『
つ
め

た
い
よ
る
に
』（
一
九
九
六
年
刊
）

に
よ
っ
た
。

　
「
び
ょ
お
び
ょ
お
泣
き
な
が

ら
」
と
は
ど
の
よ
う
な
様
子

か
。

漢
字涙　

赤
ん
坊　

廊
下

滑
る

？

デ
ュ
ー
ク

江え

國く
に

香か

織お
り

デューク30

が
か
わ
い
く
て
、
名
前
を
呼
ん
で
は
何
度
も
廊
下
を
走
ら
せ
た
。（
そ
の
か
っ
こ
う
が
モ
ッ
プ

に
似
て
い
る
と
言
っ
て
、
み
ん
な
で
笑
っ
た
。）
卵
料
理
と
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
、
梨
が
大
好

物
だ
っ
た
。
五
月
生
ま
れ
の
せ
い
か
、
デ
ュ
ー
ク
は
初
夏
が
よ
く
似
合
っ
た
。
新
緑
の
頃
に
散

歩
に
連
れ
て
い
く
と
、
匂
や
か
な
風
に
、
毛
を
そ
よ
が
せ
て
目
を
細
め
る
。
す
ぐ
に
す
ね
る
た

ち
で
、
す
ね
た
横
顔
は
ジ1

ェ
ー
ム
ス
・
デ
ィ
ー
ン
に
似
て
い
た
。
音
楽
が
好
き
で
、
私
が
ピ
ア

ノ
を
弾
く
と
、
い
つ
も
う
ず
く
ま
っ
て
聴
い
て
い

た
。
そ
う
し
て
、
デ
ュ
ー
ク
は
と
て
も
、
キ
ス
が

う
ま
か
っ
た
。

　
死
因
は
老
衰
で
、
私
が
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
帰
る

と
、
ま
だ
か
す
か
に
温
か
か
っ
た
。
膝
に
頭
を
載

せ
て
な
で
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
固
く

な
っ
て
、
冷
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
デ
ュ
ー
ク

が
死
ん
だ
。

　
次
の
日
も
、
私
は
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
玄
関
で
、
妙
に
明
る
い
声
で

？

51015

１
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
デ
ィ
ー
ン　

ア
メ
リ
カ
の
映
画
俳
優
。

一九三一―
一九五五

　
な
ぜ
「
明
る
い
声
」
で
言
っ

た
の
か
。

？

二　小説 1

小
説
は
新
鮮
で
読
み
や
す
く
、
学
習
者
の
心
を
打
つ
名
作
を
そ
ろ
え
ま
し
た
。

小
説
の
三
つ
の
単
元
は
そ
れ
ぞ
れ
、
心
情
を
読
む
／
状
況
を
読
む
／
語
り
を
重
視
し
て
読
む
と
、
系
統
的
な
配
列
に
し
ま
し
た
。

▼「現代文編」P. 29 -30

第
二
単
元　

小
説
１

〔イラスト〕山本容子

 

『
デ
ュ
ー
ク
』
は
、
多
く
の
先
生
が
た
か
ら

掲
載
の
ご
要
望
を
受
け
ま
し
た
。
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須す

貝が
い

は
る
よ
。
三
十
八
歳
。
主
婦
。

　
同

　
直な

お

太た

郎ろ
う

。
十
五
歳
（
今
春
中
学
卒
業
）。

　
宿
泊
カ
ー
ド
に
は
痩
せ
た
女
文
字
で
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
住
所
は
、
青
森
県
三さ

ん
の
へ戸

郡
下
の

村
。
番
地
の
下
に
、
光
林
寺
内
と
あ
る
。

　
近
く
に
景＊

勝
地
を
控
え
た
北
陸
の
城
下
町
で
も
、
裏
通
り
に
あ
る
目
立
た
な
い
和
風
の
宿
だ

か
ら
、
こ
う
い
う
遠
来
の
客
は
珍
し
い
。

　
日
が
暮
れ
て
間
も
な
く
、
女1

中
が
二
人
連
れ
の
客
だ
と
い
う
の
で
、
ど
う
せ
素
泊
ま
り
の
若

い
男
女
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
出
て
み
る
と
、
案＊

に
相
違
し
て
地
味
な
和
装
の
四
十
年
配
の
女

が
一
人
、
戸
口
に
ひ
っ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
連
れ
の
姿
は
見
え
な
い
。

１
女
中　

旅
館
な
ど
に
雇
わ
れ

て
炊
事
・
配
膳
・
掃
除
な
ど

に
従
事
す
る
女
性
の
こ
と
。

5

と
ん
か
つ

三み

浦う
ら

哲て
つ

郎お

一
九
三
一
（
昭
和
６
）
―
二
〇
一

〇
（
平
成
22
）　

小
説
家
。
青
森

県
に
生
ま
れ
た
。
肉
親
の
相
次
ぐ

死
、
失
踪
の
体
験
が
契
機
と
な
っ

て
創
作
を
始
め
る
。
太だ

宰ざ
い
治お
さ
む、
井い

伏ぶ
せ
鱒ま
す
二じ

の
影
響
を
受
け
、
人
生
の

喜
怒
哀
楽
を
静せ
い
謐ひ
つ
で
淡
々
と
し
た

私
小
説
的
手
法
で
描
く
。
作
品
に

『
忍
ぶ
川
』『
拳
銃
と
十
五
の
短た
ん

篇ぺ
ん
』『
白
夜
を
旅
す
る
人
々
』
な

ど
。
初
出
は
『
三
浦
哲
郎
自
選
全

集
第
七
巻
』（
一
九
八
八
年
刊
）
の

月
報
。
本
文
は
『
み
ち
づ
れ
』（
一

九
九
一
年
刊
）
に
よ
っ
た
。

10

六　小説 299

　
女
は
、
空
き
が
あ
れ
ば
二
泊
し
た
い
の
だ
が
、
と
言
っ
た
。
言
葉
に
、
日
頃
聞
き
慣
れ
な
い

訛な
ま

り
が
あ
っ
た
。

「
お
一
人
様
で
？
」

「
い
え
、
二
人
で
す
け
ん
ど
。」

　
女
は
振
り
返
っ
て
、
半
分
開
け
た
ま
ま
の
戸
の
外
へ
鋭
く
声
を
か
け
た
。
ち
ゃ
ん
づ
け
で
名

を
呼
ん
だ
の
が
、
な
お
ち
ゃ
、
と
聞
こ
え
た
。
青
白
い
顔
の
、
ひ
ょ
ろ
り
と
し
た
、
ひ
よ
わ
そ

う
な
少
年
が
戸
の
陰
か
ら
現
れ
て
、
は
に
か
み
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
ぺ
こ
り
と
頭
を
下
げ
た
。

両
手
に
膨
ら
ん
だ
ボ
ス
ト
ン
バ
ッ
グ
を
提
げ
て
い
る
。
も
う
三
月
も
下
旬
だ
と
い
う
の
に
、
ま

だ
重
そ
う
な
冬ふ

ゆ

外が
い

套と
う

の
ま
ま
で
、
襟
元
か
ら
黒
い
学
生
服
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、

女
の
ほ
う
も
厚
ぼ
っ
た
い
防
寒
コ
ー
ト
で
、
首
に
ス
カ
ー
フ
ま
で
巻
い
て
い
た
。

「
こ
れ
、
息
子
で
や
ん
し
て
…
…
。」

　
女
も
は
に
か
む
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
、
ひ2

っ
つ
め
髪
の
ほ
つ
れ
毛
を
後
ろ
へ
か
き
上
げ
た
。

　
初
め
は
、
近
在
か
ら
市
内
の
高
校
へ
受
験
に
出
て
き
た
親
子
か
と
思
っ
た
が
、
女
中
に
よ
れ

ば
、
高
校
の
入
学
試
験
は
半
月
も
前
に
済
ん
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
ら
、
進
学
準
備
の
買
物
だ
ろ

う
か
。
下
宿
探
し
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
卒
業
記
念
の
観
光
旅
行
だ
ろ
う
か
―
―
い
ず
れ
に

２
ひ
っ
つ
め
髪　

引
き
つ
め
て

後
ろ
で
束
ね
た
髪
。

語
句

景
勝
地
を
控
え
る

案
に
相
違
し
て

漢
字宿

泊　

控
え
る

珍
し
い　

鋭
い

陰　

提
げ
る　

下
旬

襟
元

文文

51015

とんかつ

仏
門
に
入
る
息
子
と
そ
れ
を
見
守
る
母
親
を
温
か
く
描
く
『
と
ん
か
つ
』。

教
育
出
版
が
発
掘
し
て
以
来
、
高
校
一
年
生
向
け
と
し
て
評
価
の
高
い
小
説
で
す
。

▼「現代文編」P. 98 -99

第
六
単
元　

小
説
2

 

『
と
ん
か
つ
』
は
、
多
く
の
先
生
が
た
か
ら

復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
ご
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

SAM
PLE
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人
間
を
他
の
霊
長
類
と
区
別
す
る
最
も
大
き
な
特
徴
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
究
極
的
に
い
え
ば
、

そ
れ
は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
想
像
す
る
ち
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
絵
を
描
く
。
色
を
選
ば
せ
る
と
、
自
分
で
適
当
に
色
を
選
ぶ
。
ま
ず
は
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
が
描
い
た
絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
図
１
ａ
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ア
イ
の

な
ぐ
り
描
き
だ
。
け
っ
こ
う
す
て
き
で
、
気
に
入
っ
て
い
る
。
荒
々
し
い
筆
遣
い
が
い
い
。

　

ｂ
は
カ
ン
ジ
と
い
う
ボ1

ノ
ボ
が
描
い
た
絵
。
カ
ン
ジ
だ
っ
て
似
た
よ
う
な
も
の
を
描
い
て
い

る
。
ｃ
は
コ
コ
と
い
う
ゴ
リ
ラ
が
描
い
た
。
こ
れ
を
見
て
、
花
と
い
う
手
話
サ
イ
ン
を
し
た
と

い
う
。
ｄ
は
、
ワ
シ
ュ
ー
と
い
う
有
名
な
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
描
い
た
も
の
。
ワ
シ
ュ
ー
も
こ
れ

を
描
い
た
ら
何
か
手
話
で
言
っ
た
は
ず
だ
。

  

し
か
し
、
基
本
的
に
は
み
ん
な
同
じ
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
具＊

象
物
を
描
か
な
い
。

１
ボ
ノ
ボ　

動
物
分
類
で
、
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
と
と
も
に
ヒ
ト

科
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
属
に
属
す

る
動
物
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ

り
上
半
身
と
脳
容
量
が
小
さ

い
が
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ
り

よ
く
直
立
二
足
歩
行
を
す
る
。

5

一
九
五
〇
（
昭
和
25
）
―
　
霊
長

類
学
者
。
愛
媛
県
に
生
ま
れ
た
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
心
の
研
究
を
通

し
て
人
間
の
心
の
進
化
を
探
求
し

て
い
る
。
著
書
に
『
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
か
ら
見
た
世
界
』『
お
か
あ
さ

ん
に
な
っ
た
ア
イ
』
な
ど
。
本
文

は
『
想
像
す
る
ち
か
ら
―
―
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
が
教
え
て
く
れ
た
人
間

の
心
』（
二
〇
一
一
年
刊
）
に
よ
っ

た
。

10

想
像
す
る
ち
か
ら

松ま
つ

沢ざ
わ

哲て
つ

郎ろ
う

三　評論 157

語
句

具
象
―
抽
象

漢
字霊

長
類　

特
徴

筆
遣
い

対

図 1a　チンパンジーのアイ

図 1b　 ボノボのカンジ図 1d　 チンパンジーのワシュー

図 1c　 ゴリラのココ

想像するちから

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
切
り
開
い
て
い
く
学
習
者
に
と
っ
て
、

現
代
的
課
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
評
論
教
材
を
精
選
し
て
い
ま
す
。

▼「現代文編」P. 56 -57

　

学
習
の
助
け
と
な
る
資
料
写
真
を
豊
富

に
添
え
て
い
ま
す
。

豊
富
な
写
真
資
料

　

見
開
き
ペ
ー
ジ
ご
と
に
漢
字
検
定
二
級
ま

で
の
語
句
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

漢
字

　

意
味
調
べ
、
文
を
作
る
な
ど
、
学
習
活
動

を
提
示
し
て
い
ま
す
。

　

対
義
語
・
類
義
語
は
解
答
を
示
し
、
習
得

と
活
用
を
促
し
て
い
ま
す
。

語
句

第
三
単
元　

評
論
１

〔写真提供〕松沢哲郎23 22



「
現
代
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

188

　
私
が
「
環
境
倫
理
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
の
は
、
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時
、
哲
学
や
倫
理
学
を
専
攻
し
て
い
た
私
は
、
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
文
系
の
学
問
が
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
と
、

環1

境
倫
理
学
、
生2

態
系
倫
理
学
と
い
う
も
の
が
ち
ょ
う
ど
成
立
し
始
め
た
と
こ
ろ
ら
し
い
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
は
貴
重
な
自
然
景
観
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
手
を
付

け
ず
に
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
、
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の

滝
は
そ
の
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
滝
の
岩
石
を
少
し
ず
つ
崩
し
て
い
る
。
で
あ
る
か

ら
、
時
が
た
て
ば
、
滝
の
形
は
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
や
が
て
こ
の
美
し
い
景
観
は
崩
壊

１
環
境
倫
理
学　

地
球
環
境
問

題
に
対
し
て
倫
理
学
的
観
点

か
ら
考
察
す
る
学
問
の
こ
と
。

２
生
態
系
倫
理
学　

生
物
群
集

や
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
に

対
し
て
倫
理
学
的
観
点
か
ら

考
察
す
る
学
問
の
こ
と
。

510

自
然
保
護
の
二
面
性

森も
り

岡お
か

正ま
さ

博ひ
ろ

一
九
五
八
（
昭
和
33
）
―　

哲
学

者
。
高
知
県
に
生
ま
れ
た
。
生
命
、

倫
理
、
科
学
を
研
究
の
テ
ー
マ
と

し
、
従
来
の
学
問
の
枠
組
み
を
超

え
た
思
索
を
展
開
す
る
。
著
書
に

『
無
痛
文
明
論
』『
生
命
学
を
ひ
ら

く
』
な
ど
。
本
文
は
『
生
者
と
死

者
を
つ
な
ぐ
―
―
鎮
魂
と
再
生
の

た
め
の
哲
学
』（
二
〇
一
二
年
刊
）

に
よ
っ
た
。

十　評論 3189

し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ

と
し
た
ら
、
そ
の
景
観
を
守
る
た

め
に
、
人
間
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を

使
っ
て
、
滝
が
崩
れ
な
い
よ
う
に

保
全
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
補
強
し
た
ナ

イ
ア
ガ
ラ
の
滝
と
い
う
の
は
、
も

は
や
貴
重
な
自
然
景
観
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
美
し
い
貴
重
な

自
然
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
守
ろ
う

と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
人
間
が

手
を
入
れ
て
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
自
然
保
護
と
い
う

営
み
に
、
人
間
に
よ
る
自
然
支
配

51015

漢
字環

境
倫
理

　
哲
学

専
攻

　
強
烈

　
崩
壊

営
み

ナイアガラの滝

自然保護の二面性

教
育
出
版
の
評
論
は
、
現
代
の
最
先
端
の
課
題
を
、
平
易
で
簡
潔
な
表
現
で
述
べ
、

論
理
的
思
考
力
を
養
う
の
に
適
し
た
作
品
を
厳
選
し
て
い
ま
す
。

▼「現代文編」P. 188 -189

　

新
し
い
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
語
句

を
丁
寧
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

丁
寧
な
語
注

　

見
開
き
ペ
ー
ジ
ご
と
に
漢
字
検
定
二
級
ま

で
の
語
句
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

漢
字

第
十
単
元　

評
論
３

　

自
然
環
境
の
保
護
を
哲
学
的
に
考
え
る
。

〔写真提供〕アマナイメージズ
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「
現
代
文
編
」

教
材
紹
介
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代
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編
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編

漢
文
編
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絵
・
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教
材
品
・
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84

少
年
口
伝
隊
一
九
四
五

井
上
ひ
さ
し

一
九
三
四（
昭
和
９
）―
二
〇
一
〇

（
平
成
22
）　

劇
作
家
。
小
説
家
。

山
形
県
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
作
品

は
奇
抜
な
構
成
、
奔
放
な
言
葉
遊

び
、
鋭
い
批
評
精
神
に
あ
ふ
れ
る
。

戯
曲
に
『
表
裏
源げ
ん
内な
い
蛙か
え
る合
戦
』『
頭

痛
肩
こ
り
樋ひ

口ぐ
ち
一い
ち
葉よ
う
』、
小
説
に

『
手
鎖
心
中
』『
吉き

里り

吉き

里り

人じ
ん
』
な

ど
。
初
出
は
二
〇
〇
八
年
五
月
号

の
「
す
ば
る
」。
本
文
は
『
井
上

ひ
さ
し
全
芝
居 

そ
の
七
』（
二
〇

一
〇
年
刊
）
に
よ
っ
た
。

人
物

　
英ひ

で

彦ひ
こ

　
正ま

さ

夫お

　
勝か

つ

利と
し

　
花は

な

江え

　
段だ

ん

原ば
ら

一
丁
目
の
老
人

　
　
　
　
ギ
タ
ー
奏
者
に
よ
る
序
曲
。

こ
れ
か
ら
お
聞
き
い
た
だ
く
の
は

広
島
の
、
三
人
の
少
年
の
話
で
す
。

三
人
は
と
も
に
国1

民
学
校
の
六
年
生
、

そ
の
時
た
ま
た
ま
、
疎2

開
先
か
ら
帰
っ
て
い
ま
し
た
。

五　戯曲85

【
あ
ら
す
じ
】
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
、夏
休
み
の
さ
な
か
の
月
曜
の
朝
、

比ひ

治じ

山や
ま

の

3

麓
。
小
さ
な
家
の
庭
で
、
英
彦
が
妹
と
か
く
れ
ん
ぼ
う
を
し
て

い
る
。
英
彦
の
両
親
は
学
校
の
先
生
を
し
て
い
て
出
か
け
た
と
こ
ろ
だ
。

正
夫
は
下げ

駄た

屋
さ
ん
の
店
先
で
お
ば
あ
さ
ん
の
肩
を
た
た
い
て
い
る
。
勝

利
は
澄
ん
だ
小
川
の
流
れ
の
中
で
お
母
さ
ん
と
お
芋
を
洗
っ
て
い
る
。

　

そ
の
時
、
米
軍
機
か
ら
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
、
一
瞬
の
大
光
量
と
と

も
に
、
青
空
が
裂
け
、
天
地
が
砕
け
た
。

　

英
彦
の
妹
、
両
親
も
、
正
夫
の
お
ば
あ
さ
ん
も
、
勝
利
の
お
母
さ
ん
も
、

み
な
亡
く
な
っ
た
。
数
十
秒
の
う
ち
に
広
島
市
の
半
分
が
消
え
失
せ
、
そ

の
日
の
う
ち
に
十
二
万
人
が
亡
く
な
り
、
二
十
万
の
人
々
が
傷
つ
い
た
。

　

顔
見
知
り
だ
っ
た
英
彦
、
正
夫
、
勝
利
の
三
人
は
、
生
き
る
た
め
一
つ

に
固
ま
る
こ
と
に
し
た
。
校
庭
端
に
転
が
る
土
管
が
ね
ぐ
ら
だ
。

　

明
く
る
朝
三
人
が
学
校
の
井
戸
近
く
へ
行
く
と
、
若
い
女
の
人
が
来
て
、

メ
ガ
ホ
ン
で
演
説
の
よ
う
な
も
の
を
始
め
た
。
英
彦
の
お
母
さ
ん
の
教
え

子
で
、
家
に
も
よ
く
来
て
い
た
花
江
さ
ん
だ
。
彼
女
は
中
国
新
聞
社
に
勤

め
て
い
た
が
、
輪
転
機
が
焼
け
て
新
聞
を
発
行
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に

口
で
伝
え
て
歩
く
新
聞
、
口4
伝
隊
の
仕
事
を
し
て
い
た
。

　

花
江
さ
ん
は
、「
あ
れ
、
高
野
先
生
ン
と
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
か
っ

た
ん
？
」
と
英
彦
に
話
し
か
け
る
と
、
三
人
を
新
し
い
寝
場
所
と
な
る
、

新
聞
社
近
く
の
焼
け
た
ト
タ
ン
板
の
小
屋
へ
案
内
し
た
。

１
国
民
学
校
　
一
九
四
一
年
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
の
初
等
教
育
機
関
の

名
称
。
　
２
疎
開
　
空
襲
か
ら
の
被
害
防
止
の
た
め
に
住
民
や
建
物
を
分

散
さ
せ
た
こ
と
。
　
３
比
治
山
　
広
島
市
の
市
街
地
東
部
に
あ
る
小
高
い

丘
。
　
４
口
伝
隊
　
新
聞
、
放
送
な
ど
の
報
道
機
関
が
機
能
を
失
っ
た
と

き
、
ニ
ュ
ー
ス
を
口
頭
で
伝
え
る
た
め
に
編
成
さ
れ
た
も
の
。

少年口伝隊一九四五

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
対
応
し
て
戯
曲
を
教
材
化
し
ま
し
た
。

▼「現代文編」P. 84 -85

　

広
島
出
身
の
画
家
、
ヒ
ラ
ノ
ト
シ
ユ
キ
の

挿
絵
を
豊
富
に
添
え
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
用
語
も
広
島
の
言
葉
も
丁
寧
に

解
説
し
、
朗
読
の
実
践
を
助
け
ま
す
。

〔イラスト〕ヒラノトシユキ

　

井
上
ひ
さ
し
に
よ
る
、
少
年
が
主
人
公
の

平
和
教
材
。

SAM
PLE
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学
習
の
ポ
イ
ン
ト

目標

208

　

メ
ー
ル
は
手
軽
な
通
信
手
段
で

あ
る
が
、
手
紙
と
は
異
な
る
注
意

点
も
あ
る
。

◉
送
信
前
の
チ
ェ
ッ
ク

・
メ
ー
ル
で
問
題
な
い
か
。

・ 

カ
ー
ボ
ン
・
コ
ピ
ー
（
Ｃ
Ｃ
）

先
は
必
要
か
。

◉
返
信
前
の
チ
ェ
ッ
ク

・
す
ぐ
に
返
信
す
べ
き
か
。

・ 

返
信
に
相
手
の
メ
ー
ル
本
文
を

残
し
て
よ
い
か
。

・ 

返
信
の
件
名
が
「Re:

〜
」
で

よ
い
か
。

メ
ー
ル
の
書
き
方

1

メ
ー
ル
と
手
紙

1
簡
潔
に
要
点
を
伝
え
る
。

2
手
紙
の
形
式
を
学
ぶ
。

510

メ
ー
ル
を
書
く
た
め
に

❶
件
名
は
具
体
的
に
書
く

　

件
名
を
曖
昧
に
す
る
と
、
相
手
に
読
ん
で
も
ら
え

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
初
め
て
の
メ
ー
ル
で
は
、
氏

名
や
所
属
を
件
名
の
あ
と
に
明
記
す
る
と
よ
い
。

　

×
お
知
ら
せ　
　

×
こ
ん
に
ち
は　
　

×
連
絡

　

○
広
報
委
員
会
開
催
の
お
知
ら
せ

　

○
集
合
時
間
変
更
の
連
絡

❷
本
文
は
左
寄
せ
で
書
く

　

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
読
む
も
の
な
の
で
、
不
必
要
な

ス
ク
ロ
ー
ル
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
本
文
は
左
寄
せ

で
書
く
。

❸
本
文
は
簡
潔
に
書
く

　

メ
ー
ル
で
は
手
紙
の
よ
う
に
時
候
の
挨
拶
を
書
く

必
要
は
な
い
。
本
文
も
簡
潔
な
短
い
文
で
書
く
よ
う

❶

❷

❸

宛先：   山田明子；木村健；坂上桃香；石野拓

 C C  ：   田村悦子先生

件名：   修学旅行委員会開催のお知らせ

第2回の修学旅行委員会を、20××年5月20日（金）
15時30分から、視聴覚室で開きますので集合して
ください。
前回配布した資料を持参してください。
以上
水元潤

表現編209

　

電
話
や
メ
ー
ル
や
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
と
い
っ
た

便
利
な
通
信
手
段
が
数
あ
る
現
代
に
あ
っ
て
も
、

手
紙
に
は
格
別
の
存
在
感
が
あ
る
。
そ
の
長
所

を
生
か
す
要
点
を
確
認
し
よ
う
。

◉
目
的
に
応
じ
て
形
式
を
活
用
す
る

　

改
ま
っ
た
挨
拶
状
な
ど
で
は
、
形
式
や
言
葉

づ
か
い
を
整
え
る
の
も
大
切
な
配
慮
の
一
つ
だ
。

書
き
出
し
で
悩
ま
ず
に
す
む
の
だ
か
ら
、
型
が

あ
る
の
は
む
し
ろ
便
利
な
こ
と
だ
。

◉
で
き
る
だ
け
手
書
き
に
す
る

　

心
を
こ
め
て
書
い
た
文
字
の
印
象
深
さ
は
、

活
字
の
遠
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
だ
。
少
な
く
と

も
署
名
と
宛
名
は
手
書
き
が
望
ま
し
い
。

◉
読
み
直
し
て
か
ら
投と
う

函か
ん

す
る

　

手
紙
は
保
管
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
だ
け
に
、

誤
り
の
な
い
表
現
を
心
が
け
よ
う
。
下
書
き
を

し
て
か
ら
書
く
と
確
実
だ
。

手
紙
の
書
き
方

51015

に
し
よ
う
。

手
紙
を
書
く
た
め
に

❶
基
本
の
形
式

①
頭
語

②
時
候
の
挨
拶
（
日
付
と
呼
応
）

③
安
否
の
挨
拶
（
相
手
が
先･

自
分
が
あ
と
）

④
主
文

⑤
結
び
の
挨
拶

⑥
結
語
（
頭
語
と
呼
応
）

⑦
日
付
（
正
式
に
は 

○
年
か
ら
書
く
。）

⑧
署
名　
　

⑨
宛
名
（
敬
称
を
つ
け
る
。）

⑩
副
文
（
書
き
忘
れ
た
事
が
あ
る
と
き
）

❷
頭
語
と
結
語
の
呼
応

・
拝
啓
↓
敬
具　

・
拝
復
↓
敬
具 （
返
信
の
場
合
）

・
前
略
↓
草
々
（
②
と
③
を
省
略
し
た
場
合
）

❸
敬
称
の
付
け
方

・
―
様　
　

・
―
御
中
（
団
体
宛
て
）

④⑤

⑥

⑧

⑨⑩

⑦

①
②

③

改
ま
っ
た
礼
状
の
例

拝
啓

　
早
春
の
候
、
お
健
や
か
に
お

過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

私
も
元
気
に
が
ん
ば
っ
て
お
り

ま
す
。

　
さ
て
、
先
日
は
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
で
は
、
末
筆
な
が
ら
、
い
っ

そ
う
の
ご
健
康
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

 

　
　
　    

敬
具

　
　
三
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
○
川
△
子 

○
山
△
朗
様

追
伸
　
写
真
を
同
封
し
ま
し
た
。

課
題

　

時
候
の
挨
拶
の
き
ま
り
を
、
調
べ
て
み

よ
う
。

メールと手紙

簡
単
な
ワ
ー
ク
を
重
ね
る
教
材
を
開
発
し
ま
し
た
。
楽
し
い
活
動
を
通
し
て
、
確
実
に
表
現
力
が
身
に
つ
き
ま
す
。

▼「表現編」P. 208 -209

連
絡　

簡
潔
に
ポ
イ
ン
ト
を

示
し
ま
す
。
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古
文
編

古
典
の
一
節
を
音
読
し
よ
う

 

230

　  

解
釈
の
た
め
に
1⃞   

古
典
の
言
葉 

233

徒
然
草

一  

古
文
入
門

二  

説
話

三  

随
筆

児
の
そ
ら
寝

 
 
 
 
 

〔
宇
治
拾
遺
物
語
〕 

236

老
僧
の
水
練

 

〔
古
今
著
聞
集
〕 

238

　  

解
釈
の
た
め
に
2⃞   

現
代
語
訳
の
仕
方 

 

241

　
高
名
の
木
登
り
と
い
ひ
し
男
（
第
一
〇
九
段
） 

 

244

　
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
（
第
五
二
段
） 

 

246

　  

助
動
詞
「
き
」
と
「
け
り
」 

247

　
奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
（
第
八
九
段
） 

 

248

　
花
は
盛
り
に
（
第
一
三
七
段
） 

 

250

　  

係
り
結
び 

251

　 

解
釈
の
た
め
に
3⃞   

用
言
の
活
用 

252

兼
好

　

宇
治
川
の
先
陣
争
い

 
256

　  

解
釈
の
た
め
に
4⃞  

助
動
詞
の
は
た
ら
き 
262

　  

古
典
の
窓   

武
士
と
馬 

264

平
家
物
語

四
季
の
歌

 

266

心
の
歌

 

270

　  

解
釈
の
た
め
に
5⃞   

和
歌
の
修
辞 

274

奥
の
細
道

　

旅
立
ち

 

276

　

平
泉

 

279

俳
諧

 

281

四  

物
語
１

五  

和
歌
と
俳
諧

六  

物
語
２

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

　

か
ぐ
や
姫
の
昇
天

 
 

284

　

芥
川
（
第
六
段
） 

 

288

　

さ
ら
ぬ
別
れ
（
第
八
四
段
） 

 

290

　 

表
現
コ
ラ
ム   

古
典
の
世
界
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う 

291

　 

解
釈
の
た
め
に
6⃞   

敬
語 

293

松
尾
芭
蕉

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

「
古
文
編
」

目
次

▼「目次」P. 4 -5

　

古
文
の
解
釈
の
た
め
に
必
要
な
基
礎
的

な
事
項
を
コ
ラ
ム
に
ま
と
め
ま
し
た
。

解
釈
の
た
め
に

心奥

　

古
文
の
内
容
理
解
を
深
め
る
た
め
の
豆
知

識
を
コ
ラ
ム
に
ま
と
め
ま
し
た
。

古
典
の
窓

　

古
文
の
学
習
を
広
げ
る
言
語
活
動
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

表
現
コ
ラ
ム

ス
ト
ー
リ
ー
性
を
重
視
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
掲
載
。

読
む
楽
し
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
文
学
習
の
基
本
を
身
に
つ
け
ま
す
。
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「
古
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

230

　
今
は
昔
、
竹た

け

取と
り

の
翁お

き
なと

い
ふ
者
あ
り
け
り
。
野
山
に
交
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、

よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
讃さ

ぬ
き岐

の
造

み
や
つ
こと

な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の

中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の

中
光
り
た
り
。そ
れ
を
見
れ
ば
、三
寸
ば
か
り
な
る
人
、い
と
う
つ
く
し
う
て
居ゐ

た
り
。

 
（『
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り』）

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
い
う
者
が
い
た
。

イ
ウ

野
山
に
分
け
入
っ
て

竹
を
取
っ
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に

ヨ
ロ
ズ

使
っ
て
い
た
。

ツ
カ
イ

名
は
、

讃
岐
の
造
と
い
っ
た
。 ナ

ン

イ
イ

（
あ
る
日
）そ
の
竹
の

中
に
、

根
も
と
が
光
る
竹
が

ナ
ン

一
本
あ
っ
た
。

不
思
議
に
思
っ
て

近
寄
っ
て
見
る
と
、

筒
の

中
が
光
っ
て
い
る
。

そ
れ（
筒
の
中
）を
見
る
と
、
三
寸
ぐ
ら
い
で
あ
る
人
が
、

た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
座
っ
て
い
る
。

ウ
ツ
ク
シ
ュ
ウ

イ

　
い
づ
れ
の
御

お
ほ
む

時と
き

に
か
、
女に

よ
う御ご

・
更か

う

衣い

あ
ま
た
候さ

ぶ
らひ

給た
ま

ひ
け
る
中
に
、
い
と
や
む
ご

と
な
き
際き

は

に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給た

ま

ふ
あ
り
け
り
。 

（『
源げ

ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』）

ど
の
帝（
み
か
ど
）の
御
代（
み
よ
）で
あ
っ
た
か
、
女
御
や
更
衣
が
大
勢
お
仕
え
申
し
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
中
に
、
そ
れ
ほ
ど

イ
ズ
レ

オ
オ
ン

ニ
ョ
ウ
ゴ

コ
ウ
イ

サ
ブ
ラ
イ

タ
マ
イ

ヤ
ン
ゴ

ト
ナ
キ

高
貴
な

キ
ワ

身
分
で
は
な
い
か
た
で
、

と
り
わ
け
ご
寵
愛（
ち
ょ
う
あ
い
）を
得
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
た
が
い
た
。

タ
モ
ウ

古
典
の
一
節
を
音
読
し
よ
う

土
と

佐
さ

光
みつ

吉
よし

筆「源氏物語絵色紙
若紫」（京都国立博物館蔵）

「竹取翁
ならびに

かぐや姫絵巻物」
（宮内庁書陵部蔵）
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春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山や

ま

際ぎ
は

、
少
し
明
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。 
（『
枕

ま
く
ら
の

草さ
う

子し

』）

春
は
あ
け
ぼ
の
。

 

だ
ん
だ
ん
と
白
ん
で
ゆ
く
山
の
稜
線（
り
ょ
う
せ
ん
）の
辺
り
の
空
が
、
少
し
明
る
く
な
っ
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が（
そ
の
山
の
辺
り
に
）細
く
た
な
び
い
て
い
る（
の
は
趣
が
あ
る
）。

ヨ
ウ

ヨ
ウ

ヤ
マ
ギ
ワ

ソ
ウ
シ

　
遊
び
を
せ
む
と
や
生う

ま
れ
け
む
　
戯た

は
ぶれ

せ
む
と
や
生む

ま
れ
け
む
　
遊
ぶ
子
ど
も
の
声こ

ゑ

聞
け
ば
　
わ
が
身
さ
へ
こ
そ
揺
る
が
る
れ

 

（『
梁

り
や
う

塵ぢ
ん

秘ひ

抄せ
う

』）

遊
び
を
し
よ
う
と
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ン

ケ
ン

タ
ワ
ブ
レ

戯
れ
を
し
よ
う
と
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

ン

ン
マ
レ

ケ
ン

遊
ぶ
子
ど
も
の
声
を
聞
く
と
、

コ
エ

わ
が
身
ま
で
も
が
揺
さ
ぶ
り
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
。

サ
エ

リ
ョ
ウ
ジ
ン
ヒ
シ
ョ
ウ

　
行ゆ

く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
淀よ

ど

み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
、
か
つ
結
び
て
、

久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
例た

め
しな

し
。
世
の
中
に
あ
る
、
人
と
栖す

み
かと

、
ま
た
、
か
く
の
ご
と
し
。 

（『
方
丈
記
』）

行
く
川
の
流
れ
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
で
い
て
、
（
水
は
）も
と
の
水
で
は
な
い
。

淀
み
に
浮
か
ぶ

水
の
泡
は
、

一
方
で
消
え
る
と
、
一
方
で
で
き
て
、

い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
で
い
る
た
め
し
が
な
い
。

世
の
中
に
存
在
す
る
、

人
と
住
居
も
、

ま
た
、

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
祇ぎ

園を
ん

精し
や
う

舎じ
や

の
鐘
の
声こ

ゑ

、
諸し

よ

行ぎ
や
う無

常
の
響
き
あ
り
。
娑し

や

羅ら

双さ
う

樹じ
ゆ

の
花
の
色
、
盛

じ
や
う

者し
や

必
衰
の
理

こ
と
わ
りを

あ
ら
は
す
。
お
ご
れ
る
人
も
、
久

し
か
ら
ず
。
た
だ
、
春
の
夜よ

の
夢
の
ご
と
し
。
猛た

け

き
者
も
、
つ
ひ
に
は
滅
び
ぬ
。
ひ
と
へ
に
、
風
の
前
の
塵ち

り

に
同
じ
。 （『
平
家
物
語
』）

ギ
オ
ン

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
は
、

シ
ョ
ウ
ジ
ャ

コ
エ

シ
ョ
ギ
ョ
ウ

諸
行
無
常
の
響
き
が
あ
る
。

シ
ャ
ラ

娑
羅
双
樹
の
花
の
色
は
、
盛
者
必
衰
と
い
う
真
理
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
権
勢
を
誇
っ
て
い
る
人
も
、（
そ
の
状
態

ソ
ウ
ジ
ュ

ジ
ョ
ウ
シ
ャ

ア
ラ
ワ
ス

は
）長
続
き
し
な
い
。
全
く
、（
短
い
）春
の
夜
の
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
勢
力
の
盛
ん
な
者
も
、 し
ま
い
に
は
滅
ん
で
し
ま
う
。
全
く
、

ツ
イ
ニ

ヒ
ト
エ
ニ

風
の
前
に
舞
う
塵
と
同
じ
で
あ
る
。

古典の一節を音読しよう

▼「古文編」P. 230 -231

　

逐
語
訳
を
基
本
と
し
て
、（　

）
内
に
主

語
な
ど
を
補
っ
た
全
文
傍
訳
。

傍
訳

巻物」

　

現
代
と
異
な
る
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
は
、

片
仮
名
で
現
代
仮
名
遣
い
の
振
り
仮
名
を

振
り
ま
し
た
。

現
代
仮
名
遣
い
の
振
り
仮
名

さ
へ
こ
そ
揺
る
が
る
れ

で
もももももももももも
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
が
揺
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ
さ
ぶ

動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
り
動
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
か
さ
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て
れ
て

まま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
し
ま
ううううううううう
。
う
。

サ
エ
　

読
解
に
役
立
ち
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
写

真
・
図
版
な
ど
を
、
適
切
に
掲
載
。

図
版
・
写
真

　
一　

古
文
入
門
…
…
①
中
学
校
で
学
習
し
た
「
竹
取
物
語
」「
枕
草
子
」「
徒
然
草
」「
平
家
物
語
」
な
ど
の
冒
頭
文
を
音
読
、

　

二　

説
話
…
…
②「
児
の
そ
ら
寝
」
＝
全
文
傍
訳
↓
③「
老
僧
の
水
練
」
＝
部
分
傍
訳

の
三
段
階
で
、
入
門
を
よ
り
丁
寧
に
。
文
法
教
材
を
高
校
生
の
実
態
に
合
わ
せ
て
大
幅
改
訂
。

SAMPLE
SAMPLE
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

232

　
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮く

ら
し
、
硯す

ず
りに

向
か
ひ
て
、
心
に
映
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ

ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。 

（『
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

こ
れ
と
い
っ
て
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
一
日
中
、

硯
に
向
か
っ
て
、

ム
カ
イ

心
に
浮
か
ん
で
は
消
え
て
ゆ
く
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
、 

と
り
と
め
も
な
く
書
き
つ
け
る
と
、

（
我
な
が
ら
）な
ん
と
も
妙
に 

も
の
狂
お
し
い
気
持
ち
が
す
る
こ
と
だ
。

ア
ヤ
シ
ュ
ウ

モ
ノ
グ
ル
オ
シ
ケ
レ

　
こ
の
世
の
名な

ご
り残

夜よ

も
名
残
、
死
に
に
行ゆ

く
身
を
た
と
ふ
れ
ば
、
あ
だ
し
が
原
の
道

の
霜
、
一ひ

と

足あ
し

づ
つ
に
消
え
て
ゆ
く
、
夢
の
夢
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
あ
れ
数
ふ
れ
ば
暁

あ
か
つ
き

の
、
七
つ
の
時
が
六
つ
鳴
り
て
、
残
る
一
つ
が
今こ

ん

生じ
や
うの

、
鐘
の
響
き
の
聞
き
納
め
、
寂じ

や
く

滅め
つ

為ゐ

楽ら
く

と
響
く
な
り
。 

（『
曽そ

根ね

崎ざ
き

心し
ん

中ぢ
ゆ
う』）

こ
の
世
の
最
後
、
夜
も
最
後
、

死
に
に
行
く
身
を
例
え
て
み
る
と
、 タ

ト
ウ
レ

あ
だ
し
が
原
の
道
の

霜
が
、
一
足
踏
む
た
び
に
消
え
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
、
夢
の
中
の
夢
の
よ
う
に
は
か
な
く
も
の
悲
し
い
。
あ
あ
、
数
え
る
と
暁

ズ
ツ

ア
ワ
レ
ナ
レ

カ
ゾ
ウ
レ

の
七
つ（
午
前
四
時
頃
）を
告
げ
る
鐘
が
六
つ
鳴
っ
て
、
残
る
一
つ
が
今
こ
の
世
で
の
、
鐘
の
音
の
聞
き
納
め
、

コ
ン
ジ
ョ
ウ

ジ
ャ
ク

寂

滅
為
楽（
往
生
も
近
い
）と
響
い
て
い
る
。

メ
ツ
イ
ラ
ク

シ
ン
ジ
ュ
ウ

小
学
校
、
中
学
校
で
ど
ん
な
古
典
の
作
品
を
学
ん
だ
か
、
発
表
し
よ
う
。

現
代
仮
名
遣
い
と
発
音
が
異
な
る
部
分
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

❶❷

学
習
の
手
引
き

歌
か

舞
ぶ

伎
き

「曽根崎心中」

一　古文入門233

51015

◉
歴
史
的
仮
名
遣
い

　
古
典
の
文
章
は
、
平
安
時
代
の
発
音
に
基
づ
い
た
歴
史
的
仮
名
遣

い
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
ゐ
た
り
」（
230
ペ
ー
ジ
4
行
）

の
よ
う
な
現
代
仮
名
遣
い
で
は
使
わ
れ
な
い
仮
名
や
、「
使
ひ
け
り
」

（
230
ペ
ー
ジ
2
行
）
の
よ
う
な
現
代
の
発
音
と
は
異
な
る
表
記
が
見

ら
れ
る
。
私
た
ち
が
古
典
の
文
章
を
読
む
と
き
に
は
、
次
の
よ
う
な

点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴　

「
ゐ
・
ゑ
・
を
」
は
「
イ
・
エ
・
オ
」
と
読
む
。

　
　
ゐ
な
か
（
イ
ナ
カ
） 

　
こ
ゑ
（
コ
エ
）

　
　
か
を
り
（
カ
オ
リ
）

⑵　

語
頭
以
外
の
ハ
行
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
ワ
・
イ
・

ウ
・
エ
・
オ
」
と
読
む
。

　
　
あ
は
れ
（
ア
ワ
レ
）　
言
ふ
（
イ
ウ
）

　
　
に
ほ
ひ
（
ニ
オ
イ
）

⑶　

助
動
詞
「
む
」「
ら
む
」「
け
む
」、
助
詞
「
な
む
」
な
ど
の
「
む
」

は
「
ン
」
と
読
む
。

　
　
書
か
む
（
カ
カ
ン
）　
…
…
と
な
む
（
ト
ナ
ン
）

⑷　

①
「
ア
段
音
＋
う
（au

）」
は
「
オ
ー
（ô

）」、

　
　
②
「
イ
段
音
＋
う
（iu

）」
は
「
ユ
ー
（yû

）」、

　
　
③
「
エ
段
音
＋
う
（eu

）」
は
「
ヨ
ー
（yô

）」
と
読
む
。

　
　
　
①
申
す
＝
ま
う
す
（m

ausu

）
↓
モ
ー
ス
（m

ôsu

）

　
　
　
②
昼
夜
＝
ち
う
や
（tiuya

）
↓
チ
ュ
ー
ヤ
（tyûya

）

　
　
　
③
今
日
＝
け
ふ
（kehu

）
↓
（keu

）
↓
キ
ョ
ー
（kyô

）

⑸　

促
音
、
例
え
ば
「
あ
つ
ぱ
れ
」
は
、「
ア
ッ
パ
レ
」
と
読
む
。
拗よ

う

音お
ん

、
例
え
ば
「
に
や
・
に
ゆ
・
に
よ
」
は
、「
ニ
ャ
・
ニ
ュ
・

ニ
ョ
」
と
読
む
。

　
　
七
宝
＝
し
つ
ぽ
う
（
シ
ッ
ポ
ウ
）

　
　
女
御
＝
に
よ
う
ご
（
ニ
ョ
ウ
ゴ
）

⑹　

「
く
わ
・
ぐ
わ
」
は
「
カ
・
ガ
」
と
読
む
。

　
　
火
事
＝
く
わ
じ
（
カ
ジ
）

　
　
二
月
＝
に
ぐ
わ
つ
（
ニ
ガ
ツ
）

　
こ
れ
ら
は
原
則
で
あ
り
、
例
外
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
は
は
」（
母

例例

例
例

例例

解
釈
の
た
め
に

古
典
の
言
葉

1

古典の一節を音読しよう／古典の言葉

▼「古文編」P. 232 -233

　

仮
名
遣
い
↓
辞
書
の
引
き
方
↓
現
代
語

訳
の
仕
方
↓
用
言
↓
助
動
詞
↓
和
歌
の
修
辞

↓
敬
語
を
、
学
習
者
の
視
点
で
解
説
。

解
釈
の
た
め
に

〔写真提供〕松竹株式会社

SAMPLE
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234

51015

＝
ハ
ハ
）、「
あ
ふ
ひ
」（
葵
＝
ア
オ
イ
）
な
ど
で
あ
る
。

　
昔
の
発
音
ど
お
り
に
読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
規
則
に

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
よ
り
も
、
何
度
も
音
読
を
し
て
慣
れ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。

◉
い
ろ
は
歌
と
古
典
語
の
五
十
音
図

　
い
ろ
は
歌
は
、
平
安
時
代
中
期
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
四
十
七

文
字
の
仮
名
を
、
重
複
を
避
け
て
全
て
用
い
た
七
五
調
の
歌
で
あ
る
。

　
五
十
音
図
は
、
仮
名
を
、
同
じ
母
音
を
も
つ
も
の
を
横
に
、
同
じ

子
音
を
も
つ
も
の
を
縦
に
並
べ
た
表
で
あ
る
。
横
の
並
び
を
段
と
い

い
、
縦
の
並
び
を
行
と
い
う
。
古
典
語
で
は
、
ヤ
行
・
ワ
行
に
現
代

語
と
の
違
い
が
あ
る
。

　
い
ろ
は
歌
に
も
古
典
語
の
五
十
音
図
に
も
、「
ん
」
が
な
い
。
現

代
の
「
ん
」
に
あ
た
る
音
は
、
実
際
の
発
音
で
は
古
く
か
ら
あ
っ
た

い
ろ
は
に
ほ
へ
と

　
ち
り
ぬ
る
を

わ
か
よ
た
れ
そ

　
つ
ね
な
ら
む

う
ゐ
の
お
く
や
ま

　
け
ふ
こ
え
て

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

　
ゑ
ひ
も
せ
す

色
は
匂
へ
ど  

散
り
ぬ
る
を 

わ
が
世
誰
ぞ  

常
な
ら
む

有
為
の
奥
山  

今
日
越
え
て 

浅
き
夢
見
じ  

酔
ひ
も
せ
ず

ら
し
い
が
、
表
記
の
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
表
記

を
略
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

古
典
語
の
五
十
音
図wa ra ya ma ha na ta sa ka a

wi ri (yi) mi hi ni ti si ki i

(wu) ru yu mu hu nu tu su ku u

we re (ye) me he ne te se ke e

wo ro yo mo ho no to so ko o

＊
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
、
発
音
で
は
な
く
、
五
十
音
の
構
造
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ワ
行
の
「
ヰ
」
「
ヱ
」
は
片
仮
名
で
あ
る
。

（
ヰ
）

（
ヱ
）

オ
段

エ
段

ウ
段

イ
段

ア
段

ア
行

カ
行

サ
行

タ
行

ナ
行

ハ
行

マ
行

ヤ
行

ラ
行

ワ
行

あ

い

う

え

お

か

き

く

け

こ

さ

し

す

せ

そ

た

ち

つ

て

と

な

に

ぬ

ね

の

は

ひ

ふ

へ

ほ

ま

み

む

め

も

や

い

ゆ

え

よ

ら

り

る

れ

ろ

わ

ゐ

う

ゑ

を

一　古文入門

二
　
説
話

児
の
そ
ら
寝

老
僧
の
水
練

二
つ
の
説
話
を
読
み
、
当
時
の
人
々
の
も
の
の
感
じ
方
、

考
え
方
に
思
い
を
は
せ
て
み
よ
う

　
説
話
は
、
神
話
・
伝
説
・
昔
話
な
ど
の
よ
う
な
、
古
く
か

ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
話
の
総
称
で
あ
る
。

▼「古文編」P. 234 -235

　

単
元
の
学
習
目
標
と
、
学
習
す
る
文
種
・
作
品

の
解
説
を
簡
潔
に
示
し
ま
し
た
。

単
元
扉

(wu)u

e

wo ro

音
の
構
造
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

る
。

（
ヱ
）
ヱ れ

ろ

re

ru

を

we

wu

ゑ

　

教
材
に
直
結
し
た
文
法
事
項
は
、
2
本
の

コ
ラ
ム
で
解
説
。

・ 

助
動
詞
「
き
」
と
「
け
り
」
＝
「
仁
和
寺

に
あ
る
法
師
」

・
係
り
結
び
＝
「
花
は
盛
り
に
」

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料
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「
古
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

236

　
今1

は
昔
、2
比ひ

叡え

の
山
に
児3

あ
り
け
り
。
僧
た
ち
、
宵
の
つ＊

れ
づ
れ
に
、「
い＊

ざ
、
か

い
も
ち
ひ
せ
む
。」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
寄
せ
に
聞
き
け
り
。
さ
り
と
て
、

し
出い

だ
さ
む
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
む
も
、＊
悪わ

ろ

か
り
な
む
と
思
ひ
て
、
片か

た

方か
た

に
寄
り
て
、

寝
た
る
よ
し
に
て
、
出
で
来
る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
出
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
、

ひ4

し
め
き
合
ひ
た
り
。

　
こ
の
児
、
定
め
て
お＊

ど
ろ
か
さ
む
ず
ら
む
と
待
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、「
も5

の
申＊

し

候
＊
さ
ぶ
らは

む
。
お＊

ど
ろ
か
せ＊
給た

ま

へ
。」
と
言
ふ
を
、
う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
た
だ
一
度
に

今
で
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
比
叡
の
山
に
児
が
い
た
。

僧
た
ち
が
、

宵
の
手
持
ち
ぶ
さ
た
に
、

「
さ
あ
、

ぼ
た
餅
を
作
っ
て
食
べ
よ
う
。」
と
言
っ
た
の
を
、

こ
の
児
が
、

期
待
し
て
聞
い
た
。

そ
う
か
と
い
っ
て
、

作
り
あ
げ
る
の
を
待
っ
て

寝
な
い
の
も
、

き
っ
と
み
っ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
片
隅
に
寄
っ
て
、

寝
て
い
る
ふ
り
で
、

で
き
あ
が
る
の
を
待
っ
た
と
こ
ろ
、

早
く
も
作
り
あ
げ
た
様
子
で
、

集
ま
り
騒
ぎ
合
っ
て
い
る
。

こ
の
児
が
、

き
っ
と
起
こ
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
待
っ
て
い
る
と
、

僧
が
、

「
も
し
も
し
。

お
起
き
く
だ
さ
い
。」

と
言
う
の
を
、

う
れ
し
い
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、

た
っ
た
一
度
で

5

児ち
ご

の
そ
ら
寝

〔
宇う

治ぢ

拾し
ふ

遺ゐ

物
語
〕

１
今
は
昔　

説
話
の
冒
頭
の
慣
用
表
現
。

２
比
叡
の
山　

京
都
府
と
滋
賀
県
と
の
境
に

あ
る
山
。
こ
こ
は
、
そ
の
山
に
あ
る
延え
ん

暦り
ゃ
く

寺じ

を
い
う
。

３
児　

学
問
や
行
儀
作
法
を
習
う
た
め
に
寺

院
に
預
け
ら
れ
た
、
貴
族
や
武
士
な
ど
の

子
弟
。
雑
用
に
も
従
事
し
た
。

４
ひ
し
め
き
合
ひ
た
り　

「
合
ひ
（
合
ふ
）」

は
、
み
ん
な
で
〜
す
る
の
意
。

５
も
の
申
し
候
は
む　

相
手
に
丁
寧
に
呼
び

か
け
る
と
き
に
い
う
言
葉
。

６
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ　

「
も
ぞ
」
は
、

危
惧
の
念
を
表
す
表
現
。

●
宇
治
拾
遺
物
語　

鎌
倉
時
代
初
期
の
説
話

集
。
編
者
未
詳
。
仏
教
的
な
説
話
や
世
俗

的
な
説
話
な
ど
百
九
十
七
話
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

二　説話237

い＊

ら
へ
む
も
、
待6

ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
今
一
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
む
と
、

念＊

じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、「
や7

、
な8

起
こ
し
奉＊

り
そ
。
幼
き
人
は
、
寝
入
り
給
ひ
に
け

り
。」
と
言
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、
あ＊

な
わ＊

び
し
と
思
ひ
て
、
今
一
度
起9

こ
せ
か
し
と
思

ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
食10

ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、
す
べ
な
く
て
、

無む

期ご

の
後の

ち

に
、「
え
い
。」
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。

 

（
巻
第
一
）

返
事
を
す
る
の
も
、

待
っ
て
い
た
の
か
と
思
う
と
困
る
と
思
っ
て
、

も
う
一
度
呼
ば
れ
て
返
事
を
し
よ
う
と
、

我
慢
し
て
寝
て
い
る
う
ち
に
、

「
お
い
、
お
起
こ
し
申
し
あ
げ
て
は
い
け
な
い
。
幼
い
人
は
、
寝
入
っ
て
お
し
ま
い
に

な
っ
た
。」
と
言
う
声
が
し
た
の
で
、

あ
あ
困
っ
た
と
思
っ
て
、

も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
よ
と
思
い

な
が
ら
寝
て
い
て
聞
く
と
、
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
、

た
だ
も
う
盛
ん
に
食
べ
る
音
が
し
た
の
で
、

し
か
た
が
な
く
て
、

長
い
時
間
の
後
に
、

「
は
い
。」
と
返
事
を
し
た
の
で
、

僧
た
ち
が
笑
う
こ
と
は
こ
の
う
え
な
い
。

5

７
や　

相
手
に
呼
び
か
け
る
と
き
に
い
う
言

葉
。

８
な
起
こ
し
奉
り
そ　

「
な
〜
そ
」
は
、
や

わ
ら
か
い
禁
止
の
気
持
ち
を
表
す
表
現
。

９
起
こ
せ
か
し　

「
か
し
」
は
、
文
末
に
つ

き
、
念
を
押
す
表
現
。

10
食
ひ
に
食
ふ　

同
じ
動
詞
を
重
ね
て
、
意

味
を
強
め
る
表
現
。

＊
つ
れ
づ
れ
・
い
ざ
・
悪
か
り
（
悪
し
）・

お
ど
ろ
か
さ
（
お
ど
ろ
か
す
）・
申
し

（
申
す
）・
候
は
（
候
ふ
）・
お
ど
ろ
か
（
お

ど
ろ
く
）・
給
へ
（
給
ふ
）・
い
ら
へ
（
い

ら
ふ
）・
念
じ
（
念
ず
）・
奉
り
（
奉
る
）・

あ
な
・
わ
び
し

ヒ
ン
ト
❶
現
代
と
読
み
方
の
違
う
仮
名
遣
い

を
見
つ
け
て
お
こ
う
。

ヒ
ン
ト
❷
引
用
の
「
と
」
に
注
目
し
よ
う
。

原
文
を
繰
り
返
し
音
読
し
て
、
古
文
の
口
調
に
慣
れ
よ
う
。

「
児
」
が
心
の
中
で
思
っ
た
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
全
て
抜
き
出
し
て
、
そ
の
心
情
の

変
化
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

僧
た
ち
に
は
、「
児
」
が｢

そ
ら
寝｣

を
し
て
い
る
こ
と
が
い
つ
わ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
。
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
考
え
て
、
こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
を
読
み
味
わ
っ
て
み
よ
う
。

❶❷❸

学
習
の
手
引
き

児のそら寝

▼「古文編」P. 236 -237

定
番
の
入
門
教
材
を
、
全
文
傍
訳
で
掲
載
し
ま
し
た
。

　
「
現
代
文
」
と
同
様
に
、
解
法
の
ヒ
ン
ト

を
示
し
ま
し
た
。

学
習
の
手
引
き

ら
れ
た

貴
族
や
武
士
な
ど
の

用
に
も
従
事
し
た
。

　

傍
訳
の
補
足
情
報
を
示
し
ま
し
た
。

脚
注
語
句
（
入
門
単
元
）

に
呼
び
か
け
る
と
き
に
い
う
言

奉

「

、

　

辞
書
を
引
か
ず
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
、

難
し
い
部
分
は
直
訳
を
掲
載
。

脚
注
語
句
（
入
門
以
降
）
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訓
読
の
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礎

 

296

名
言

 

300

　  
漢
文
コ
ラ
ム   

漢
字
の
音
と
訓 

302

一  

漢
文
入
門

二  

故
事

三  

史
伝

四  

唐
詩

助
長

 

〔
孟
子
〕 

304

虎
の
威
を
借
る
狐

 

〔
戦
国
策
〕 

306

蛇
足

 

〔
戦
国
策
〕 

308

　  

漢
文
コ
ラ
ム   
再
読
文
字 

310

春
暁

 

孟
浩
然 

320

登
鸛
鵲
楼

 

王
之
渙 

320

江
雪

 

柳
宗
元 

321

涼
州
詞

 

王
翰 

322

送
元
二
使
安
西

 

王
維 

323

早
発
白
帝
城

 

李
白 

324

管
鮑
の
交
わ
り

 

〔
十
八
史
略
〕 

312

晏
子
の
御
者

 

〔
史
記
〕 

314

死
せ
る
孔
明
生
け
る
仲
達
を
走
ら
す

 

〔
十
八
史
略
〕 

316

漢
文
編

五  

思
想

古
典
文
法
要
覧 

342

重
要
古
語
一
覧 

350

時
刻
と
方
位
・
月
の
異
名 

353

月
齢
表 

354

故
事
成
語

 

355

漢
文
基
本
句
型
の
整
理 

357

古
典
文
学
史
年
表 

361

近
現
代
文
学
史
年
表 

366

常
用
漢
字
表 

372

日
本
の
色 

巻
末
①

室
内
調
度
図 

巻
末
②

服
飾
図 

巻
末
③

平
安
京
復
元
模
型 

巻
末
⑤

京
都
付
近
略
図 

巻
末
⑦

旧
国
名
地
図 

巻
末
⑧

漢
文
参
考
地
図 

巻
末
⑨

春
望

 

杜
甫 

325

香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁

 

白
居
易 
326

　   

漢
文
コ
ラ
ム   

唐
詩
に
つ
い
て 
328

論
語

 
 

330

老
子
と
荘
子

　
大
道
廃
れ
て
、
仁
義
有
り 

〔
老
子
〕 

334

　
胡
蝶
の
夢

 

〔
荘
子
〕 

335

知
っ
て
い
る
こ
と
、 

知
ら
な
い
こ
と 

中
野
孝
次 

336

付
録

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

「
漢
文
編
」

目
次

▼「目次」P. 6 -7

ス
ト
ー
リ
ー
性
を
重
視
し
た
「
故
事
」

「
史
伝
」
単
元
に
再
構
成
し
ま
し
た
。

　

漢
文
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
基
礎

的
な
事
項
を
コ
ラ
ム
に
ま
と
め
ま
し
た
。

漢
文
コ
ラ
ム

入
門
教
材
を
大
き
く
改
訂
、
表
や
練
習
問
題
も
増
や
し
て
、

効
率
的
な
学
習
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
習
の
確
実
な
定
着

や
、
理
解
を
深
め
る
た

め
の
資
料
を
豊
富
に
そ

ろ
え
て
い
ま
す
。

付
録

　

現
代
文
領
域
全
体
と
関
連
す
る
、
論
語
に

つ
い
て
の
中
野
孝
次
の
評
論
。

41 40



「
漢
文
編
」

教
材
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

296

　
日
本
人
は
、
中
国
の
文
章
で
あ
る
漢
文
を
、
原
文
の
形
を
残
し
た
ま
ま
、
日
本
語
と
し
て
翻
訳

し
な
が
ら
読
む
方
法
を
考
え
出
し
た
。
こ
れ
を
訓
読
と
い
う
。

　
例
え
ば
、

　
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
漢
字
以
外
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
こ
れ
を
白
文
と
い

う
。
こ
の
文
を
「1
寧む

し

ろ2
鶏け

い

口こ
う

と
為な

る
と
も
、3
牛ぎ

う

後ご

と
為な

る4無な

か
れ
。」
と
日
本
語
と
し
て
読
む
た
め

に
、「
レ
」
や
「
一
・
二
」
な
ど
読
む
順
番
を
示
す
符
号
で
あ
る
返
り
点
、
片
仮
名
の
送
り
仮
名
、

「
。」「
、」
と
い
っ
た
句
読
点
を
つ
け
た
も
の
が

　
で
あ
る
。
ま
た
、

　
の
よ
う
に
返
り
点
・
送
り

仮
名
・
句
読
点
（
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
訓
点
と
い
う
）
に
従
っ
て
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
書
き
改

め
た
も
の
を
書
き
下
し
文
と
い
う
。

◉
訓
読
と
はＡ

Ｂ

Ｃ

訓
読
の
基
礎

１
寧
ろ　

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
〜
の
ほ
う
が

望
ま
し
い
。

２
鶏
口　

鶏
の
く
ち
ば
し
。

３
牛
後　

牛
の
尻
。

４
無
か
れ　

〜
し
て
は
い
け
な
い
。

　
寧
為
鶏
口
無
為
牛
後

白
文

　
寧ロ

為ル
ト
モ

鶏
口ト
、無カ

レ

為ル

牛
後ト
。

二

一

レ

二

一

訓
点
を
施
し
た
文

5

ＡＢ
送
り
仮
名
返
り
点

読
点

句
点

訓
点

一　漢文入門297

１
狗
肉　

犬
の
肉
。

　
寧
ろ
鶏
口
と
為
る
と
も
、
牛
後
と
為
る
無
か
れ
。
書
き
下
し
文

◉
返
り
点

⑴
　
レ
点

　
す
ぐ
下
の
一
字
か
ら
返
っ
て
読
む
た
め
の
符
号
。

読ム

書ヲ
。

不ず

好マ

学ヲ
。

レ

書
を
読
む
。

レ

レ

学
を
好
ま
ず
。

⑵
　
一
・
二
点

　
二
字
以
上
を
隔
て
た
文
字
に
返
っ
て
読
む
た
め
の
符
号
。

借か

虎ノ

威ヲ
。

ル二

一

虎
の
威
を
借
る
。

懸ケ
テ

羊
頭ヲ

売ル

狗く

肉に
く
ヲ
。

二

一

二

一

羊
頭
を
懸
け
て
狗1
肉
を
売
る
。

Ｃ

①

②③

②

①②

①

③

②

①

③③

①

②

⑥

④

⑤

⑶
　
上
・
中
・
下
点
　
一
・
二
点
を
つ
け
た
句
を
挟
ん
で
、
更
に
上
に
返
っ
て
読
む
た
め
の
符
号
。

有リ

能よ

為
狗
盗ヲ

者
。

下

ク

ス二

一

上

能
く
狗
盗
を
為
す
者
有
り
。

⑥

①

④

②

③

⑤

訓読の基礎

▼「漢文編」P. 296 -297

解
説
の
仕
方
を
丁
寧
に
見
直
し
、
よ
り
高
校
生
に
伝
わ
り
や
す
い
表
現
に
改
訂
。

学
習
し
た
こ
と
を
後
で
振
り
返
る
と
き
に
役
立
つ
、
一
覧
表
を
多
く
掲
載
。

　

記
号
や
符
号
を
用
い

て
、
よ
り
わ
か
り
や
す

い
紙
面
に
。

よ
り
見
や
す
く

43 42



299

⑶
　
訓
読
の
際
に
読
ま
な
い
字
（
置
き
字
）
は
書
か
な
い
。

朝あ
し
た
ニ

三ニ
シ
テ

而
暮レ

ニ

四ニ
ス。

朝
に
三
に
し
て
暮
れ
に
四
に
す
。

※ 

置
き
字

　
訓
読
の
際
、
そ
の
文
字
の
は
た
ら
き
が
送
り
仮
名
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
り
、
そ
の
文

字
に
相
当
す
る
訓
が
な
か
っ
た
り
す
る
た
め
に
読
ま
な
い
文
字
。

書
き
下
し
文
に
す
る
際
、

平
仮
名
に
す
る
主
な
漢
字

漢
字

読
み
方

不

ず

助動詞

見
・
被

る
・
ら
ル

可

べ
シ

如
・
若

ご
と
シ

也

な
り

為

た
リ

使
・
教
・
令
・
遣

し
ム

之

の

助詞

自
・
従

よ
リ

与

と
・
よ
リ
・
か

者

は

也
・
邪
・
耶

や
・
か

耳
・
已
・
爾

の
み

矣

か
な

乎
・
哉
・
夫

か
な
・
や
・
か

練
習

　

　

読
む
順
に
従
っ
て
番
号
を
つ
け
よ
う
。

　

　

置
き
字
に
○
を
つ
け
、書
き
下
し
文
に
す
る
際
、平
仮
名
に
す
る
漢
字
に
は
△
を
つ
け
て
み
よ
う
。

一
　
　

漢
文
を
次
の
順
序
で
読
む
場
合
の　

・　

に
あ
て
は
ま
る
返
り
点
を
答
え
よ
う
。

ア

イ

⑴　⑵　

１
４

３

２

ア

イ

１
４

２

ア

イ

３

二三 ⑴

少
年
易や

す
ク

老
イ

学
難

シ

成
リ
。

レ

レ

⑵

不
患う

れ

人
之の

不
ル
ヲ

己
ヲ

知
ラ
。

レ

ヘ三

二

一

⑴

青
ハ

取
ル

之
ヲ

於
藍

ヨ
リ。　

⑵

病
ハ

従よ

口
入い

、禍
ヒ
ハ

従
リ

口
出い

。

⑶

千
里
之の

行
モ
、始
マ
ル

於
足
下

ヨ
リ。

二

一

リレ

リ

わ
ざ
は

レ

ヅ

二

一

訓読の基礎

▼「漢文編」P. 298 -299

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

　

学
習
を
振
り
返
り
、
知
識
の
習
得
を
進
め

る
た
め
の
問
題
を
設
け
ま
し
た
。

練
習

　

学
習
者
の
視
点
か

ら
、
解
説
の
仕
方
を

大
き
く
改
め
ま
し
た
。

　

学
習
の
要
点
・
留
意

点
を
一
覧
表
に
。

45 4445 44



現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

「
口
絵
・
付
録
」

紹
介

縹は
な
だ

檜ひ

皮わ
だ

秘ひ

色そ
く

二ふ
た

藍あ
い

紫

萌も
え

黄ぎ

色

山や
ま

吹ぶ
き

鈍に
び

色

橡
つ
る
ば
み

蘇す

芳お
う

鳥と
り

の
子こ

紅
く
れ
な
い色

丹に

色

紫し

苑お
ん

丁
ち
ょ
う
じ字
色

紅こ
う

梅ば
い

胡く
る
み桃
色

葡え

萄び

染ぞ
め

麹き
く

塵じ
ん

薄
（
浅
）
紅
梅

朽く
ち

葉ば

唐か
ら（
韓か
ら

）
紅
く
れ
な
い

梔く
ち
な
し子（
支く
ち

子な
し

）

薄う
す

鈍に
び

色

今
様
色

青あ
お

青あ
お

丹に

浅あ
さ

葱ぎ

色

茜あ
か
ね

薄う
す

色

浅あ
さ（
薄う
す

）
縹は
な
だ

浅
緑

日本の色

1

「源氏物語絵巻　柏
かしわ

木
ぎ

（二）」（徳川美術館蔵）

室内調度図

●2

●1

障し
ょ
う子じ

　
　
　
屛び
ょ
う風ぶ

御み

す

　
　
　
几き

帳ち
ょ
う

下し
も

長な
げ
し押

　
　
畳た
た
み

壁か
べ

代し
ろ

　
　
　
几き

帳ち
ょ
う

●1●3●5●7

●2●4●6●8

●3

●4

●5
●6

●7

●8

上
の
図
は
、
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
で
、

夕ゆ
う

霧ぎ
り

が
病
床
の
柏か
し
わ木ぎ

を
見
舞
っ
た
場
面
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
。

画
面
の
中
央
に
、
母も

屋や

の
中
で
、
烏え

帽ぼ

子し

を
か
ぶ
っ
た
柏
木
が
、
静
か
に
目
を
閉

じ
て
横
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
枕
も
と
で
、

下し
も

長な
げ
し押
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
廂ひ
さ
しの
間ま

か
ら
、

冠
か
ん
む
り
直の
う
し衣
姿
の
夕
霧
が
見
下
ろ
し
て
い
る
。

二
人
の
頭
の
上
に
は
、
御み

す

が
巻
き
上
げ

ら
れ
、
左
半
分
に
は
壁
代
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。
母
屋
と
東
の
廂ひ

さ
しの
間
は
、
大
和
絵

の
襖ふ

す
ま障
子
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。

画
面
の
左
の
几き

帳ち
ょ
うの
奥
や
西
の
廂
の
間

に
は
、
侍
女
た
ち
が
す
わ
っ
て
い
る
。
看

病
を
し
て
い
た
侍
女
た
ち
で
あ
ろ
う
。

2

▼「付録」巻末口絵①・②

「
漢
文
基
本
句
型
の
整
理
」
で
は
、「
句
型
・
例
文
・
現
代
語
訳
・
教
科
書
掲
載
ペ
ー
ジ
（
出
典
）」
を
掲
載
。

「
古
典
文
学
要
覧
」
で
は
、
年
表
と
解
題
を
組
み
合
わ
せ
、
文
学
史
の
知
識
を
系
統
立
て
て
習
得
。

　

古
典
の
作
品
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る

資
料
を
、
写
真
や
図
版
を
中
心
に
充
実
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

図
版
を
掲
載
す
る

だ
け
で
な
く
、
コ
ラ
ム

と
と
も
に
掲
載
し
ま
し

た
。

SAMPLE

47 4647 46



現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

立た
て

烏え

帽ぼ

子し

袍ほ
う

　
帖た

と
う
が
み紙

　 ひ
と
え単　　 あ

こ
め衵　

指さ
し

貫ぬ
き

袍ほ
う

　 （
う
え
の
き
ぬ
）

　
　
　

　 し
ゃ
く笏　

平ひ
ら

緒お

飾
り
太た

刀ち

　
表う

え
の
は
か
ま袴

大お
お

口く
ち
ば
か
ま
袴
　

　
襪

し
と
う
ず　

　 か
ん
む
り
冠
（
垂す

い

纓え
い

）

下し
た
が
さ
ね

襲
の
裾き

ょ

（
し
り
）

　 う
ち
ば
か
ま

打
袴
　

　 う
ち
き袿　

　 ひ
と
え単　

小こ

袖そ
で

直の

う

し衣
束そ

く

帯た

い

袿う
ち
き 裳も

・
唐か

ら

ぎ

ぬ衣
唐か

ら

衣ぎ
ぬ　

帖た
と
う
が
み紙

　

　
小こ

腰ご
し

　

表う
わ

着ぎ

　
う
ち
ぎ
ぬ

打
衣
　

　 ひ
と
え単　

裳も

　 う
ち
ば
か
ま

打
袴
　

　 う
ち
き袿　

裳・唐か
ら
ぎ
ぬ衣

引ひ
き

腰ご
し

服飾図

（
前
）

（
後
）

3

狩か
り

衣ぎ
ぬ

蝙か
わ

蝠ほ
り

　 ひ
と
え単　

指さ
し

貫ぬ
き

立た
て

烏え

帽ぼ

子し

汗か

ざ

み衫

狩か

り

衣ぎ

ぬ

　
表

う
え
の
は
か
ま

袴

　 あ
こ
め衵　

汗か
ざ
み衫

　 ひ
と
え単　

写真提供　風俗博物館

平
安
時
代
の
男
性
官
人
の
正
装
は
束そ
く

帯た
い

で
、
参
内
す
る
時
や
儀
式
な
ど
の
際
に
着

用
し
た
。
袍ほ

う

と
い
う
表う
わ

着ぎ

を
着
て
、
大お
お

口く
ち

袴ば
か
ま
と
表う
え
の

袴は
か
ま

を
穿は

き
、
石
帯
を
締
め
た
。

袍
の
内
側
に
は
裾き

ょ

を
長
く
引
い
た
下し
た

襲が
さ
ね

を
着
て
、
冠
を
か
ぶ
り
、
手
に
は
笏し
ゃ
くを
持

つ
。
袍
は
位
階
に
よ
っ
て
そ
の
色
が
決
ま

っ
て
い
て
、
位い

袍ほ
う

と
も
い
っ
た
。

男
性
官
人
の
平
常
服
は
直の

う
し衣
で
、
袍
を

着
て
、
指さ

し

貫ぬ
き

を
穿
き
、
冠
や
烏え

帽ぼ

子し

を
か

ぶ
っ
た
。
直
衣
は
、 

位
階
に
よ
る
色
の
定

め
が
な
か
っ
た
の
で
、
雑ざ

っ

袍ぽ
う

と
も
い
っ
た
。

狩か
り

衣ぎ
ぬ

は
、
も
と
は
狩
り
の
際
に
着
た
衣

だ
っ
た
が
、
活
動
的
な
た
め
に
、
従
者
た

ち
が
日
常
的
に
着
た
。
ま
た
、
男
性
官
人

た
ち
も
、 

旅
に
行
く
時
や
お
忍
び
の
外
出

な
ど
の
際
に
着
た
。

女
性
の
平
常
服
は
袿う

ち
きで
、
単ひ
と
えの
上
に
何

枚
も
重
ね
て
着
て
、
そ
の
配
色
の
美
し
さ

を
楽
し
む
場
合
も
あ
っ
た
。
多
く
、
砧き

ぬ
たで

打
っ
て
光
沢
を
出
し
た
紅
の
打う

ち

袴ば
か
ま

を
穿は

き
、 

表う
わ

着ぎ

を
着
た
。

女
性
が
貴
人
の
前
に
出
る
時
に
は
、
更

に
上
に
唐か

ら

衣ぎ
ぬ

を
着
て
、 

腰
か
ら
下
に
裳も

を

つ
け
て
背
面
を
覆
っ
た
。
こ
れ
が
、
女
性

の
正
装
で
あ
る
。

童
女
の
正
装
の
表
着
は
汗か

ざ
み衫
で
、
衵あ
こ
めの

上
に
着
て
、
表う

え
の

袴は
か
ま

を
穿
い
た
。

平
安
時
代
の
装
束

4

▼「付録」巻末口絵③・④

SAMPLE SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

頭の中の無限大 2

　
　

脚
段
の
語
句
を
用
い
て
文
を
作
ろ
う
。

⑴　

文
視
点
を
変
え
る
（
10
）

B

一
　
随 

筆

教 科 書

Ｐ10～15

坂
口
恭
平

頭
の
中
の
無
限
大

　
　

漢
字
と
語
句
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

A①③

い

⑤

っ
て

②④ 　

 

傍
線
部
を
漢
字
に
直
そ
う
。

①
六
ジ
ョ
ウ
一
間
の
部
屋
を
片
づ
け
る
。

②
駅
の
駐
輪
場
は
マ
ン
パ
イ
だ
。

③
車
が
セ
マ
い
道
を
通
る
。

④
ユ
カ
暖
房
が
温
か
い
。

⑤
水
に
モ
グ
っ
て
速
く
泳
ぐ
。

⑥
シ
ョ
ウ
ゲ
キ
的
な
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
。

一

　

 

傍
線
部
の
漢
字
を
使
っ
た
熟
語
を
集
め
よ
う
。

①
愛
用　
　

②
視
点　
　

③
可
能
性

④
欠
如　
　

⑤
世
界　
　

⑥
体
感

⑦
巨
大
化　

⑧
補
う　
　

⑨
空
想

二

愛
・

愛
・

愛

視
・

視
・

視

⑤

界
・

界
・

界

感
・

感
・

感

補
・

補
・

補

想
・

想
・

想

能
・

能
・

能

① 
愛

・
愛

・
愛

② 

視

・
視

・
視

⑥ 

感

・
感

・
感

⑧ 

補

・
補

・
補

⑨ 

想

・
想

・
想

⑦ 

巨

・
巨

・
巨

③ 

能

・
能

・
能

④
如

・
如

頭の中の無限大 4
　
　

｢

そ
こ
で
僕
は
思
い
つ
い
た
。」（
10
・
6
）
と
あ
る
が
、
何
を
「
思
い

つ
い
た
」
の
か
。

　
　

好
き
な
よ
う
に
で
き
る
場
所
と
し
て
与
え
ら
れ
た
〔　

①　

〕
を
、 

〔　

②　

〕
で
ゆ
っ
く
り
で
き
る
空
間
に
〔　

③　

〕
さ
せ
る
こ
と
。

　
　

｢

学
習
机
」（
10
・
7
）
に
つ
い
て
、

⑴　

小
学
生
の
頃
の
筆
者
は
、
ど
の
よ
う
に
「
学
習
机
」
を
変
化
さ
せ
て

い
っ
た
か
。
空
欄
に
適
切
な
言
葉
を
入
れ
よ
う
。

　
　
〔　

①　

〕
を
机
と
椅
子
の
間
に
〔　

②　

〕
の
よ
う
に
架
け
、
そ

れ
を
〔　

③　

〕
に
し
た
。
そ
し
て
、〔　

④　

〕
を
そ
の
上
か
ら
掛

け
て
床
に
〔　

⑤　

〕
を
敷
い
た
。

⑵　

筆
者
は
、
別
の
空
間
に
変
化
さ
せ
た
「
学
習
机
」
を
何
に
た
と
え
て

い
る
か
。
二
つ
抜
き
出
そ
う
。

12

　
　

｢

こ
の
や
り
方
」（
11
・
7
）
と
は
ど
ん
な
や
り
方
か
。

　
　
〔　

①　

〕
を
空
間
に
合
わ
せ
て
い
く
の
で
は
な
く
、必
要
な
〔　

②　

〕

や
〔　

③　

〕
な
ど
全
て
の
要
素
を
〔　

④　

〕
に
持
っ
て
く
る
や
り
方
。

　
　

｢

子
ど
も
の
頃
は
、
狭
い
か
ら
と
い
っ
て
部
屋
を
改
築
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。」（
12
・
1
）
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
あ
て
は
ま
ら
な

い
も
の
を
選
ぼ
う
。

ア　

部
屋
を
改
築
す
る
た
め
に
時
間
を
か
け
て
い
る
暇
は
な
い
か
ら
。

イ　

部
屋
を
改
築
す
る
た
め
に
新
し
い
空
間
が
必
要
だ
か
ら
。

ウ　

部
屋
を
改
築
す
る
た
め
の
お
金
や
技
術
が
な
い
か
ら
。

エ　

部
屋
を
改
築
す
る
の
が
め
ん
ど
う
く
さ
い
か
ら
。

　
　
「
欠
如
と
い
う
も
の
が
新
た
な
空
間
を
生
み
出
す
」（
11
・
15
）に
つ
い
て
、

⑴　
「
欠
如
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
筆
者
の
小
学
生
の
頃
の
体
験
か

ら
具
体
的
に
抜
き
出
そ
う
。

　
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

⑵　
「
新
た
な
空
間
」
を
言
い
か
え
た
言
葉
を
二
つ
抜
き
出
そ
う
。

345

①
①

①

③
③

③

⑤

② ②

②④

④

の
空
間
・

な
空
間

　
　

Ｐ
11
Ｌ
10
「
非
日
常
」
の
よ
う
に
、「
非
○
○
」
と
い
う
構
成
の
熟
語

を
三
つ
あ
げ
な
さ
い
。

　
　

Ｐ
14
Ｌ
12
「
考
え
方
一
つ
で
、
世
界
を
無
限
大
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
空
欄
に
適
切
な
言
葉
を
本
文

中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　

自
分
が
も
し
も
〔　

①　

〕
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
だ
っ
た
ら
と
空
想
す
る

よ
う
に
、
空
間
や
建
築
を
〔　

②　

〕
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
を

も
つ
こ
と
で
、
人
間
は
た
と
え
ど
ん
な
に
〔　

③　

〕
だ
ろ
う
が
そ
こ
で

〔　

④　

〕
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

　
　

筆
者
は
小
学
生
の
頃
の
体
験
を
何
に
た
と
え
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら

三
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

一二三
診
断
テ
ス
ト

50

三

6×1

一

非

・

非

・

非

4×3

二
①

②

③

④

8×4

学
習
課
題

ノ
ー
ト

▼「新編国語総合 学習課題ノート」P. 2 -5

教
科
書
完
全
準
拠
の
問
題
集
。
教
科
書
の
手
引
き
や
脚
問
を
ほ
ぼ
全
て
取
り
上
げ
、
そ
の
考
え
方
の
道
筋
に
そ
っ
て
問
い
を
設
け
ま
す
。

予
習
と
し
て
、
復
習
と
し
て
、
定
期
考
査
前
の
確
認
と
し
て
、
多
様
に
活
用
で
き
る
一
冊
で
す
。・

界
・

界

　

教
科
書
教
材
以
外
の
作
品
を
取
り
上
げ

た
「
実
力
ア
ッ
プ
問
題
」
を
、現
代
文
4
本
、

古
文
3
本
、
漢
文
3
本
、
計
10
本
設
け
て
い

ま
す
。

　

別
冊
「
解
答
・
解
説
」
に
は
、
高
校
生
に

向
け
た
丁
寧
な
筆
致
で
解
説
を
添
え
ま
す
。

　

教
材
末
の「
漢
字
や
語
句
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」

や
脚
注
の
語
句
を
は
じ
め
に
確
認
し
ま
す
。

漢
字
・
語
句

④

　

選
択
式
、穴
う
め
式
、記
述
式
な
ど
、

多
様
な
形
式
の
問
題
で
す
。

読
み
取
り

【
　

新
編
　

国
語
総
合
　

】
新
編
国
語
総
合
完
全
準
拠

学
習
課
題
ノ
ー
ト

国総　343

新編国語総合
学習課題ノート
国総343 B5 200p
本体 636円＋税（予価）

い
の
大
き
さ
だ
っ
た
ら
と
空
想
す
る

〕
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
感
覚
を

な
に
〔

③

〕
だ
ろ
う
が
そ
こ
で

　

各
教
材
に
設
け
ま
し
た
。
50
点
満

点
で
配
点
し
て
い
ま
す
。

診
断
テ
ス
ト

３
〜
６
掲
載
略

第
１
段
落　

Ｐ
10
Ｌ
１
〜
Ｐ
12
Ｌ
11　

■ 

小
学
生
の
頃
の
体
験

　

六
畳
一
間
の
子
ど
も
部
屋
〈
僕
、
弟
、
妹
三
人
の
机　

+　

ピ
ア
ノ
〉

　
　
　

↓
た
ま
に
は
一
人
で
〔　

①　

〕
し
た
い
。

　
　
　
　
　

←

　
　

愛
用
の
〔　

②　

〕
を
自
分
だ
け
の
空
間
に
変
化
さ
せ
る
。

　
　
　

＝
洞
窟
・
潜
水
艦
の
〔　

③　

〕
の
よ
う

　
　
　
　
　

←　

大
き
な
発
見

　
　
〔　

④　

〕
が
新
た
な
空
間
を
生
み
出
す
。

第
２
段
落　

Ｐ
12
Ｌ
12
〜
Ｐ
14
Ｌ
5　

■ 

現
在

　
　

街
を
歩
く
と
新
し
い
建
物
が
作
ら
れ
て
い
る
。

←

　
　

①
〜
⑫
に
入
る
語
を
書
き
入
れ
よ
う
。

C① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

〜
⑫
に
入
る
語
を
書
き
入
れ
よ
う
。

　

段
落
の
分
け
方
は
、
教
授
資
料
と
も
齟
齬

の
な
い
よ
う
編
集
し
ま
す
。

文
章
構
成

51 50



現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

一　　評　論（一）　　1－20

要
　
旨

■
ユ
ビ
キ
タ
ス
化
す
る
と
時
間
と
空
間
の
制
約
を
気
に
せ
ず
教
育
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
た
め
に
は
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
。
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
学
ぶ
者
の
目
的
に
沿
っ
た
学
習
を
可
能
に
す
る
す

ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
の
有
用
性
や
価
値
に
つ
い
て
語
る
言
葉
を
ま
だ

持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
学
ぶ
こ
と
の
理
由
だ
か
ら
だ
。
ユ
ビ
キ
タ
ス
的
視
点
に

立
つ
こ
と
は
教
育
の
本
質
に
悖
る
行
為
だ
。（
百
九
十
七
字
）

■
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
学
ぶ
者
の
目
的
に
沿
っ
た
学
習
を
可
能
に
す
る
す
ば
ら

し
い
こ
と
だ
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
問
題
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と

の
有
用
性
や
価
値
に
つ
い
て
語
る
言
葉
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
学
ぶ
こ

と
の
理
由
だ
か
ら
だ
。（
九
十
九
字
）

■
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
教
育
の
本
質
に
悖
る
無
知
を
助
長
す
る
行
為
で
あ
る
。

 

（
三
十
字
）

ペ
ー
ジ
・
行

段　

落

段　
　

意

構
　
成初

め
〜
一
六
・
10
（
も
ら
っ
て

は
困
る
。）

一
六
・
11
（
子
ど
も
た
ち
は
）

〜
一
七
・
５
（
構
造
化
さ
れ
て

い
る
。）

一
七
・
６
（
教
育
を
）
〜
終
わ

り

教
育
の
「
ユ
ビ
キ
タ
ス
」
化
の
功
罪

　

一
般
に
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
ら
時
間
や
空
間
の
制
約
を
受
け
ず
に
必
要
な
学
習
が
で
き
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、

カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
て
い
な
い
学
習
は
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
教
育
の
本
質

に
悖
る
行
い
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

教
育
の
本
質
と
は

　

つ
ま
り
、
教
育
の
本
質
と
は
、
そ
れ
を
学
ん
だ
後
で
、
初
め
て
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
順
序
が

転
倒
し
た
構
造
に
あ
る
。

ユ
ビ
キ
タ
ス
の
広
が
り
は
無
知
の
広
が
り

　

し
た
が
っ
て
、
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
間
は
ユ
ビ
キ
タ
ス
的
視
点
に
立
つ
べ
き
で
は
な
い
。
カ
タ
ロ
グ
の
中
に

し
か
知
が
な
い
か
の
よ
う
な
無
知
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

第
一
段
落

第
二
段
落

第
三
段
落

ペ
ー
ジ
・
行

段

落

段

意

構

成初
め
〜
一
六
・
10
（
も
ら
っ
て

は
困
る
。）

一
六
・
11
（
子
ど
も
た
ち
は
）

〜
一
七
・
５
（
構
造
化
さ
れ
て

い
る
。）

一
七
・
６
（
教
育
を
）
〜
終
わ

り

教
育
の
「
ユ
ビ
キ
タ
ス
」
化
の
功
罪

一
般
に
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
ら
時
間
や
空
間
の
制
約
を
受
け
ず
に
必
要
な
学
習
が
で
き
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
、

カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
て
い
な
い
学
習
は
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
教
育
の
本
質

に
悖
る
行
い
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

教
育
の
本
質
と
は

つ
ま
り
、
教
育
の
本
質
と
は
、
そ
れ
を
学
ん
だ
後
で
、
初
め
て
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
が
わ
か
る
と
い
う
順
序
が

転
倒
し
た
構
造
に
あ
る
。

ユ
ビ
キ
タ
ス
の
広
が
り
は
無
知
の
広
が
り

し
た
が
っ
て
、
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
間
は
ユ
ビ
キ
タ
ス
的
視
点
に
立
つ
べ
き
で
は
な
い
。
カ
タ
ロ
グ
の
中
に

し
か
知
が
な
い
か
の
よ
う
な
無
知
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

第
一
段
落

第
二
段
落

第
三
段
落

それを学ばなければならない理由

よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
か
調
べ
て
み
よ
う
。

答
「
サ
イ
バ
ー
大
学
」、「
ビ
ジ
ネ
ス
・
ブ
レ
ー

ク
ス
ル
ー
大
学
」
な
ど
は
完
全
通
学
不
要
。「
放
送

大
学
」、「
早
稲
田
大
学
」
の
オ
ン
デ
マ
ン
ド
授
業
、

「
立
教
大
学
」
の
Ｖ
キ
ャ
ン
パ
ス
、「
明
治
大
学
」
の

ユ
ビ
キ
タ
ス
教
育
推
進
事
務
室
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
授

業
・
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
、「
慶
応
大
学
」
湘
南
藤
沢
キ
ャ

ン
パ
ス
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
講
義
配
信
な
ど
。

解
説
「
Ｖ
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
Ｖ
は
「
バ
ー
チ
ャ
ル
」、

「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
の
ｅ
は
「electronic

」
の
略
で

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
高
校
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
を
借

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
さ
せ
て
み
る
と
よ
い
。

（
☟「
読
む
こ
と
の
レ
ッ
ス
ン
」、「
解
釈
と
解
説
」、「
学

習
の
手
引
き　

課
題
１
」
参
照
）

問
【
●？
1
】「
空
間
的
隔
絶
」（
一
五
・
４
）
と
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答

学
校
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。

〈
解
説
〉「
遠
隔
地
」（
一
五
・
３
）
に
あ
っ
て
も

教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
「
ユ
ビ
キ
タ

ス
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
さ
せ

の
ラ
テ
ン
語
か
ら
き
た
英
語
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
通
じ
て
、
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
い
つ
で

も
ど
こ
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
教
育
環
境
に
関
し
て
言

え
ば
、
現
在
、
様
々
な
大
学
で
そ
の
よ
う
な
環
境

を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、一
九
八
三（
昭

和
58
）
年
に
設
立
さ
れ
た
放
送
大
学
は
、
当
初
、

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
一
方
向
性
し
か
持
た
な

い
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
に
し
て
授
業
が
展
開
さ
れ
て

い
た
が
、
現
在
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、

様
々
な
双
方
向
的
情
報
交
換
を
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
大
学
に
は
二
〇
一
二
（
平
成
24
）
年

現
在
、「
ユ
ビ
キ
タ
ス
教
育
推
進
事
務
室
」
が
設

置
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
七
（
平
成
19
）
年
か
ら

始
め
た
メ
デ
ィ
ア
授
業
を
配
信
し
て
い
る
。
二
〇

〇
七
（
平
成
19
）
年
に
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
た
サ
イ
バ
ー
大
学
は
携
帯
端
末
で
授
業

を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
切
、
登
校
不
要
。

二
〇
一
〇
（
平
成
22
）
年
に
大
前
研
一
が
設
立
し

た
ビ
ジ
ネ
ス
・
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
大
学
も
同
様
の

コ
ン
セ
プ
ト
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
立

な
ど
も
、
そ
の
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

1
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　
「netw

ork

」。直
訳
す
れ
ば「
網

状
組
織
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、

情
報
通
信
網
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
介

し
た
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
略

で
使
う
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。

3
ネ
ッ
ト　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
こ
と
。

3
ア
ク
セ
ス　
「access

」。
本
来
は
「
近
づ
く
こ
と
、

あ
る
い
は
、
そ
の
方
法
」
を
表
す
。
転
じ
て
、「
交

通
手
段
」
や
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
で
情
報
の
や

り
と
り
を
す
る
こ
と
」
な
ど
を
指
す
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
こ
で
は
、
後
者
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

4
空
間
的
隔
絶　
「
隔
絶
」
は
「
ひ
ど
く
離
れ
て
い

る
こ
と
」。
多
く
の
大
学
が
集
ま
る
都
市
部
か
ら

離
れ
た
場
所
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
。
そ
う
い
う

遠
隔
地
か
ら
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

通
信
教
育
な
ら
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
備

校
な
ど
に
関
し
て
も
地
方
な
ど
で
講
師
の
派
遣
が

困
難
な
地
域
に
は
「
サ
テ
ラ
イ
ト
授
業
」
な
ど
と

称
し
て
ビ
デ
オ
で
講
座
を
流
し
た
り
し
て
い
る
。

六
五

六
五

教
授
資
料

「
本
冊
」

朱
書
編
、
音
声
C
D
2
枚
、
豊
富
な
ワ
ー
プ
ロ
デ
ー
タ
を
収
載
し
た
C
D
―
R
O
M
1
枚
を
同
梱
。

▼「現代文編」教授資料

　

上
段
に
発
問
と
そ

の
解
答
例
・
解
説
を
、

下
段
に
語
釈
・
補
足
を

掲
載
。

　

要
旨
・
大
意
は
、

ワ
ー
プ
ロ
デ
ー
タ
を

収
載
。
要
旨
は
、
二
百

字
・
百
字
・
三
十
字
の

三
種
。

一　　評　論（一）　　1－14

教
材
の
ね
ら
い

　

本
教
材
は
「
国
語
総
合
」
に
お
け
る
現
代
文
の
最
初
の
教
材
と
な
る
。
中
学
校

で
学
ん
で
き
た
読
解
の
基
礎
を
確
認
し
な
が
ら
、
高
校
生
と
し
て
、
さ
ら
に
一
歩

進
ん
だ
読
解
力
を
付
け
て
い
く
の
に
格
好
の
教
材
で
あ
る
。

　

内
田
樹
は
、
難
し
い
こ
と
を
易
し
く
言
う
。
彼
の
論
理
は
明
快
だ
。
だ
か
ら
、

易
し
い
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
た
い
へ
ん
高
度
な
内
容
の
こ
と
を
語
れ
る
の
だ
。

一
般
的
に
疑
っ
た
こ
と
も
な
い
常
識
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
い
つ
の
ま
に
か
彼

の
論
理
で
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
を
読
者
は
す
る
。

　

内
田
は
、
ラ
カ
ン
の
言
葉
が
難
し
い
の
は
「
わ
か
り
や
す
く
書
く
と
あ
り
が
た

み
が
な
く
な
る
か
ら
」（『
先
生
は
え
ら
い
』
二
〇
〇
五
）
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
は
あ
る
種
の
「
誤
解
の
幅
」
が
「
訂
正
へ
の
道
」
を
開
い
て
お
い
て
く
れ
る
か

ら
だ
と
言
う
。
し
か
し
、
ず
る
い
大
人
は
、
と
も
す
る
と
易
し
い
こ
と
を
難
し
く

言
う
こ
と
で
人
々
を
惑
わ
し
、
意
図
的
に
自
分
へ
の
非
難
を
か
わ
そ
う
と
す
る
。

論
理
が
あ
い
ま
い
で
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
、
難
し
い
言
葉
で
権
威
付
け
て
、
無
理

矢
理
、
反
論
を
封
じ
込
め
よ
う
と
強
弁
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
人
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
（
意
見
）
と
、

ど
う
い
う
論
拠
で
そ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
（
理
由
）
を

し
っ
か
り
と
意
識
し
て
、
そ
の
人
の
言
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
だ
。
こ
の
単
元
で
は
、
こ
の
読
解
方
法
を
生
徒
の
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
。

　

さ
て
、
そ
の
論
理
を
読
み
解
き
、
考
え
方
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
す
る
際
、

一
般
的
に
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
通
り
の
話
だ
と
、
ど
う
し
て
も
先
入
観
で
読
め
て

し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
で
一
つ
ず
つ
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
点
、
内
田
の
論
は
、
世
間
的
な
常
識
を
う
ま
く
裏
切
っ
て
く
れ
て

い
る
。
一
か
ら
自
分
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
読
み
解
け
な
い
。

　

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
学
べ
る
と
い
う
教
育
サ
ー
ビ
ス
「
ユ
ビ
キ
タ
ス
」
の
教
育

は
、
情
報
化
社
会
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
理
想
と
し
て
目
指
さ
れ
る
べ
き
教

育
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
そ
れ
を
目
指
し
て
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改

革
を
行
っ
て
い
る
大
学
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
大
き

な
問
題
を
内
田
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
教
育
と
は
何
か
」
と
い
う
本
質
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

学
習
指
導
目
標

①
情
報
化
社
会
と
い
う
文
脈
で
よ
く
使
わ
れ
る
用
語
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

②
学
生
が
学
び
た
い
と
考
え
る
も
の
を
学
び
や
す
く
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
筆
者

が
否
定
す
る
の
は
な
ぜ
か
に
つ
い
て
整
理
さ
せ
る
。

③
筆
者
の
文
が
ど
う
論
理
的
に
展
開
し
て
い
る
か
確
認
し
、
筆
者
の
意
見
主
張
の

仕
方
の
特
徴
を
捉
え
さ
せ
る
。

彼
ら
が
そ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
理
由

 

内
田
　
樹

一
　
評
論
（一）

三

1

理

理由

学
習
の
目
標

学　

習　

活　

動

指
導
上
の
留
意
点
・
観
点
別
評
価
の
規
準
と
方
法

時

１□　
論
理
的
文
章
の
読

み
方
を
理
解
す
る
。

２□　
全
文
を
通
読
し
、

構
成
と
概
要
を
把
握

す
る
。

導

入

１　

本
単
元
が
、
意
見
と
根
拠
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
論
理

的
文
章
を
読
解
す
る
と
い
う
練
習
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

２　

構
成
を
確
認
す
る
。（「
構
成
」
参
照
）

　
　

教
育
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
化
の
功
罪
、
反
対
す
る
根
拠
（
教

育
の
本
質
）、
全
体
の
ま
と
め
と
い
う
形
で
三
つ
の
段
落

に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

１　

具
体
的
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
感
想
（
主
観
的
主
張
）

と
論
（
客
観
的
主
張
）
と
の
違
い
を
認
識
さ
せ
た
い
。

２　

余
裕
が
あ
れ
ば
、
情
報
化
社
会
の
文
脈
で
よ
く
出
て
く

る
言
葉
を
解
説
し
な
が
ら
、
句
点
ご
と
に
区
切
っ
て
生
徒

に
音
読
さ
せ
、
最
後
に
視
点
を
示
し
て
段
落
分
け
さ
せ
る

と
い
う
の
が
望
ま
し
い
。
時
間
が
な
け
れ
ば
、
最
初
に
三

段
落
に
区
切
っ
て
範
読
し
て
も
よ
い
。

◇
関　

意
欲
的
に
評
論
文
の
読
解
に
取
り
組
ん
で
い
る
。（
発

言
・
ノ
ー
ト
）

１

授
業
展
開
例

　

授
業
の
流
れ
を
簡
潔

に
表
組
み
で
掲
載
。
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

二　　随　筆　　48

学
習
目
標

●
『
徒
然
草
』
の
文
章
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
情
景
を
表
現
に
即
し
て
読

み
味
わ
う
。

●
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
な
が
ら
読
み
、
作
者
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方

を
把
握
す
る
。

【
学
習
の
流
れ
】

①
中
世
の
随
筆
文
学
に
ふ
れ
、
当
時
の
も
の
の
考
え
方
や
価
値
観
を
学
ぶ
。

②
作
者
の
人
間
観
察
の
深
さ
や
鋭
さ
を
読
み
取
る
。

③
古
文
読
解
に
必
要
な
基
本
単
語
や
文
法
を
身
に
つ
け
る
。

授
業
展
開
例
（
３
時
間
）

１□　
『
徒
然
草
』に

関
す
る
基
礎
知

識
を
得
る
。

２□　
兼
好
が
、
取

り
上
げ
た
人
々

の
ど
の
よ
う
な

考
え
を
優
れ
た

も
の
と
し
て
評

価
し
た
の
か
を

と
ら
え
る
。

３□　
読
解
に
必
要

導　

入

展
開
一

１　
『
徒
然
草
』
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
す
る
。

２　

音
読
を
繰
り
返
し
、
注
意
す
べ
き
語
句
を
指
摘
す
る
。

●
高
名
の
木
登
り

１　

主
語
を
確
認
し
な
が
ら
読
解
す
る
。

１　

中
学
校
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
の
内
容
を

思
い
出
し
、
簡
単
に
説
明
さ
せ
る
。

２　

句
読
点
ご
と
に
区
切
り
、
５
Ｗ
１
Ｈ
を
あ
て
は
め
さ
せ
る
。

２　

読
み
に
慣
れ
た
ら
、
地
の
文
・
会
話
文
で
読
み
手
を
分
け
て

読
ま
せ
る
。

◇
関　

随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
を
理
解
し
た
う
え
で
、
作

者
の
も
の
の
考
え
方
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。（
発
言
・

ノ
ー
ト
・
演
習
・
考
査
な
ど
）

１　

達
人
と
さ
れ
る
人
々
の
行
動
と
発
言
に
注
目
さ
せ
、
そ
れ
に

対
す
る
兼
好
の
感
想
を
読
み
取
ら
せ
る
。

１

学
習
の
目
標

学　

習　

活　

動

指
導
上
の
留
意
点
・
観
点
別
評
価
の
規
準
と
方
法

時 徒
然
草

二　

随
筆

三

価
し
た
の
か
を

と
ら
え
る
。

□３

読
解
に
必
要

展
開
一

●
高
名
の
木
登
り

１

主
語
を
確
認
し
な
が
ら
読
解
す
る
。

１

達
人
と
さ
れ
る
人
々
の
行
動
と
発
言
に
注
目
さ
せ
、
そ
れ
に

対
す
る
兼
好
の
感
想
を
読
み
取
ら
せ
る
。

品
詞
分
解
と
現
代
語
訳

構　

成

第
一
段
落

第
二
段
落

ペ
ー
ジ
・
行

段　

落

段　
　

意

初
め
〜
二
一
七
・
３
（
仕
ま
つ

る
こ
と
に
候
ふ
。」
と
言
ふ
。）

二
一
七
・
４
（
あ
や
し
き
下
臈
）

〜
終
わ
り

・
木
登
り
の
注
意

　

名
人
が
、
木
に
登
ら
せ
た
男
に
対
し
て
、
飛
び
下
り
ら
れ
る
く
ら
い
の
高
さ
に
な
っ
て
か
ら
注
意
し
た
。

・
す
べ
て
に
通
じ
る
教
え

　

失
敗
は
油
断
し
た
と
き
に
起
こ
る
と
い
う
教
え
は
、
す
べ
て
に
通
じ
る
。　

　

❶
（
世
間
の
人
が
）
名
高
い
木
登
り
と

言
っ
た
男
が
、
人
を
指
図
し
て
、
高
い
木

に
登
ら
せ
て
、
梢
を
切
ら
せ
た
時
に
、
❷

と
て
も
危
険
に
見
え
た
間
は
言
う
こ
と
も

な
い
の
に
、
❸
下
り
る
時
に
、
家
の
軒
く

　
❶
高か
う

名み
や
う

　
　

の　
　
　

木き

登の
ぼ

り　

と　
　
　

い
ひ　

し　

男を
の
こ、
人ひ
と　

を　
　
　

掟お
き

て　

て
、

高た
か

き　

木き　

に　
　
　

登の
ぼ

せ　

て
、　

梢こ
ず
ゑ　

を　
　
　

切き

ら　

せ　
　

し　
　

に
、　

❷
い
と

危あ
や

ふ
く　

見み

え　

し　

ほ
ど　

は　
　
　

言い

ふ　

こ
と　

も　
　
　

な
く　

て
、　

❸
下お

る
る

形
動
・
語
幹

格
助
・
体
格

格
助
・
引
用

四
・
用

過
・
体

格
助
・
対
象

下
二
・
用
接
助
・
単
純

ク
・
体

格
助
・
場
所

下
二
・
用
接
助
・
単
純

格
助
・
対
象

四
・
未

使
・
用

過
・
体

格
助
・
時
間

副

ク
・
用

下
二
・
用
過
・
体

係
助
・
対
比

四
・
体

係
助
・
強
調

ク
・
用

接
助
・
逆
接

上
二
・
体

二
四
五
・
５

二
四
五
・
６

77　　唐詩を味わう

学
習
目
標

●
漢
詩
（
近
体
詩
）
の
基
本
的
な
形
式
を
学
ぶ
。

●
漢
詩
の
表
現
の
特
色
を
学
び
、
漢
詩
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
。

●
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
情
景
と
心
情
を
理
解
し
味
わ
う
。

●
漢
詩
か
ら
う
か
が
え
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
読
み
取
る
。

【
学
習
の
流
れ
】

①
漢
詩
の
き
ま
り
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

②
各
詩
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

③
繰
り
返
し
朗
読
し
、
詩
を
暗
唱
す
る
。

授
業
展
開
例
（
４
時
間
）

学
習
の
目
標

学　

習　

活　

動

指
導
上
の
留
意
点
・
観
点
別
評
価
の
規
準
と
方
法

時

１□　
漢
詩
の
基
本

知
識
を
理
解
す

る
と
と
も
に
、

漢
詩
へ
の
興
味

を
喚
起
す
る
。

〈
各
詩
共
通
〉

１□　
詩
型
・
押
韻

を
押
さ
え
る
。

導

入

展

開

１　

漢
詩
の
き
ま
り
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
　

教
科
書
三
〇
二
ペ
ー
ジ
の
「
漢
文
コ
ラ
ム
③　

唐
詩
の

き
ま
り
」
を
読
み
、
絶
句
や
律
詩
の
詩
型
に
つ
い
て
理
解

す
る

●
〈
各
詩
共
通
〉

①
範
読
を
聴
く
。
ま
た
は
音
読
す
る
。

②
詩
型
・
押
韻
・
対
句
の
確
認
を
す
る
。

③
作
者
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
。

１　

中
学
校
の
時
の
既
習
の
教
材
等
、
学
習
状
況
を
聞
く
。

２　

詩
型
・
押
韻
・
対
句
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

３　

五
言
詩
は
、
切
れ
目
が
「
○
○
＋
○
○
○
」
と
な
り
、
七
言

詩
は
「
○
○
・
○
○
＋
○
○
○
」
と
な
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
。

◇
知　

漢
詩
の
き
ま
り
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。（
発
言
・
小

テ
ス
ト
・
考
査
）

１　

音
読
を
で
き
る
だ
け
取
り
入
れ
、
漢
詩
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
る

よ
う
に
す
る
。
好
き
な
漢
詩
の
暗
唱
も
よ
い
。

２　

主
題
は
字
数
を
決
め
て
、
作
者
の
心
情
を
中
心
に
ま
と
め
さ

せ
る
。
書
い
た
も
の
を
発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。

１ 唐
詩
を
味
わ
う

四
　
唐
詩
を
味
わ
う

四　

唐
詩

三
二
八

65

　「
ユ1

ビ
キ
タ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
教
育
理
念
が
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
と
ネ2

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て

行
う
教
育
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
遠
隔
地
か
ら
も
ネ
ッ
ト
さ
え
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
教
育
機
会
に
ア＊

ク
セ
ス
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
空
間
的
隔
絶
を
勘
定
に
入
れ
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
学
ぶ
側
に
は
計
り

し
れ
な
い
メ＊

リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
ネ
ッ
ト
上
に
教
材
を
置
い
て
お
け
ば
、
学
生
が
好
き
な
時
、
好
き
な
場
所
で
自
習
し

た
り
教
員
と
や
り
と
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
時
間
に
同
一
場
所
で
出
会
わ
な
け
れ
ば
授

業
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
「
時
間
の
制
約
」
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。

　
ユ
ビ
キ
タ
ス
な
ら
時
空
を
自
在
に
行
き
来
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
情
報
に
主
体
的
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
。
い
い
こ
と
ず
く
め
の
よ
う
で
あ
る
が
、
サ3

イ
バ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
を
キ
ャ
ン
パ
ス
と
す
る

？

5

彼
ら
が
そ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
理
由

内う
ち

田だ

　
樹た

つ
る

一
九
五
〇
（
昭
和
25
）
―　

思
想

家
。
武
道
家
。
東
京
都
に
生
ま
れ

た
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
研
究

を
は
じ
め
、
教
育
論
、
武
道
論
な

ど
幅
広
く
活
動
し
て
い
る
。
著
書

に
『
下
流
志
向
』『
日
本
辺
境
論
』

『
武
道
的
思
考
』
な
ど
。
本
文
は

『
昭
和
の
エ
ー
ト
ス
』（
二
〇
〇
八

年
刊
）
に
よ
っ
た
。

１
ユ
ビ
キ
タ
ス　

ubiquitous

　

　「
遍
在
す
る
」
と
い
う
意
の

ラ
テ
ン
語
か
ら
き
た
英
語
。

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
環
境
を
実
現
し
よ
う
と
す

る
こ
と
。

10

彼らがそれを学ばなければならない理由

▼「漢文編」教授資料

▼「古文編」教授資料教
授
資
料

「
朱
書
編
」

▼「現代文編」教授資料「朱書編」

■
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
学
ぶ
者
の
目
的
に
沿
っ
た
学
習
を
可
能
に
す
る
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
問
題
だ
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
の
有
用
性
や
価
値
に
つ
い
て
語
る
言
葉
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
学
ぶ
こ
と
の
理
由
だ
か
ら
だ
。

（
九
十
九
字
）

ひ
ど
く
離
れ
て
い
る
こ
と

■
教
育
の
カ
タ
ロ
グ
化
は
教
育
の
本
質
に
悖
る
無
知
を
助
長
す
る
行
為
で
あ
る
。

へ
ん

ざ
い

か
く

ぜ
つ

か
ん

じ
ょ
う

は
か

答学校から遠いところにあるということ。 ▢一（～p66ℓ6）

①
漢
字
に
振
り
仮
名
を
つ
け
る
。

②
語
句
の
意
味
を
調
べ
る
。

③
三
つ
の
段
落
に
分
け
る
。

▢一
教
育
の
「
ユ
ビ
キ
タ
ス
」
化
の
功
罪

ユ
ビ
キ
タ
ス 

⇔

     

＝

（
時
空
を
自
在
に
行
き
来
）

空
間
的
隔
絶

時
間
的
制
約

を
押
さ
え
る

②
詩
型

押
韻

対
句
の
確
認
を
す
る

③
作
者
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
。

２

主
題
は
字
数
を
決
め
て

作
者
の
心
情
を
中
心
に
ま
と
め
さ

せ
る
。
書
い
た
も
の
を
発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。

●
詩
風　

王
維
は
自
然
詩
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
自
然
を
愛
し
、
山
水
を
詠
じ
た

名
作
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
特
に
五
言
詩
に
優
れ
て
い
た
。
唐
の
自
然
詩
人
に
は
、

王
維
・
孟も
う

浩こ
う

然ね
ん

・
韋い

応お
う

物ぶ
つ

・
柳

り
ゅ
う

宗そ
う

元げ
ん

（
い
わ
ゆ
る
王
孟
韋
柳
）
の
四
人
が
い
る
。

王
維
は
そ
の
筆
頭
の
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然
詩
の
多
く
は
、
彼
の
別
荘

で
あ
る

川
荘
で
作
ら
れ
て
い
る
。『
唐
詩
選
』
に
も
み
え
る
五
言
絶
句
「
鹿ろ
く

柴さ
い

」

や
五
言
絶
句
「
竹ち
く

里り

館か
ん

」
な
ど
に
は
、
俗
塵
を
超
越
し
た
澄
み
切
っ
た
閑
寂
な
世

界
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
博
学
多
芸
の
人
で
も
あ
っ
た
。
画
家
と
し
て
も

主　

題

　

は
る
か
遠
い
西
域
に
赴
く
友
人
を
見
送
る
際
の
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
惜
別
の

情
。

詩
型
と
韻
字

●
詩
型
…
七
言
絶
句
。　

●
韻
字
…
塵
・
新
・
人
（
上
じ
ょ
う

平ひ
ょ
う

声
「
真
」
韻
）

書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳

　
　

元げ
ん

二じ

の
安あ
ん

西せ
い

に
使つ
か

ひ
す
る
を
送お
く

る　

王わ
う

維ゐ

渭ゐ

城じ
や
うの

朝て
う

雨う

軽け
い

塵ぢ
ん

を
浥う

る
ほし

客か
く

舎し
や

青せ
い

青せ
い

柳り
う

色し
よ
く

新あ
ら
たた
な
り

君き
み

に
勧す
す

む
更さ
ら

に
尽つ

く
せ
一い
つ

杯ぱ
い

の
酒さ
け

西に
し

の
か
た
陽や
う

関く
わ
んを
出い

づ
れ
ば
故こ

人じ
ん

無な

か
ら
ん

　
　

元
二
が
安
西
に
使
者
と
し
て
赴
く
の
を
見
送
る

渭
城
に
降
っ
た
朝
の
雨
は
、
軽
く
舞
い
上
が
る
土
埃
を
し
っ
と
り
湿
ら
せ
、

旅
館
の
あ
た
り
の
柳
の
色
が
（
雨
に
洗
わ
れ
て
）、
あ
お
あ
お
と
し
て
鮮
や
か
で
あ
る
。

さ
あ
君
よ
、
も
う
一
杯
飲
み
尽
く
し
た
ま
え
。

（
こ
こ
か
ら
）
西
の
方
に
あ
る
陽
関
を
出
て
し
ま
え
ば
、
も
う
（
こ
う
し
て
杯
を
交
わ
す
よ
う
な
）
古

く
か
ら
の
友
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。

　

品
詞
分
解
や
書
き
下

し
文
と
現
代
語
訳
を
見

や
す
く
上
下
段
に
対
応

し
て
提
示
。 

「
朱
書
編
」
で
は
、
カ
ラ
ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
し
て
、
解
説
部
分
を
青
色

で
表
示
。
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

323

渭ゐ

城じ
や
う
ノ

朝
雨
浥う

る
ほ
シ

軽け
い

塵ぢ
ん
ヲ

客か
く

舎し
や

青
青
柳
色
新タ

ナ
リ

勧ム

君ニ

更ニ

尽ク
セ

一
杯ノ

酒

西ノ
カ
タ

出い
ヅ
レ
バ

陽
関ヲ

無カ
ラ
ン

故
人

 

3

4

二

一

5

？

6

レ

二

7

一

二

8

一

〔
三
体
詩
〕

送ル

　
元
　
二ノ

　
使ヒ

ス
ル
ヲ　

安
　
西

三

1

二

2

ニ一

王わ
う 

維ゐ

安あ
ん

西せ
い

に
赴
く
元げ
ん

二じ

を
見
送
っ
て

１
元
二　

「
元
」は
姓
、「
二
」は
排は
い

行こ
う

。
排
行

は
、
一
族
の
同
世
代
の
男
子
の
出
生
順
位
。

２
安
西　

現
在
の
新し
ん

疆き
ょ
うウ
イ
グ
ル
自
治
区
庫ク

車チ
ャ

県
。
唐
代
に
西
域
の
治
安
を
つ
か
さ
ど

る
役
所
（
都
護
府
）
が
置
か
れ
た
。

３
渭
城　

唐
の
都
長
ち
ょ
う

安あ
ん

（
現
在
の
陝せ
ん

西せ
い

省
西せ
い

安あ
ん

市
）
の
北
西
、
渭い

水す
い

（
現
在
の
渭い

河が

）

の
北
岸
の
町
。
当
時
西
域
に
行
く
人
を
こ

こ
で
見
送
っ
た
。

４
浥
軽
塵　

軽
い
土
ぼ
こ
り
を
し
っ
と
り
と

湿
ら
す
。

５
客
舎　

旅
館
。

　
「
青
青
」
と
は
何
の
色
か
。

６
柳
色
新　

柳
の
葉
が
雨
に
洗
わ
れ
て
、
鮮

や
か
だ
。
中
国
で
は
、
送
別
の
際
、
柳
の

枝
を
折
っ
て
、
旅
人
の
無
事
を
祈
る
習
慣

が
あ
っ
た
。

７
陽
関　

関
所
の
名
。
甘か
ん

粛し
ゅ
く省
敦と
ん

煌こ
う

市
の
南

西
に
あ
っ
た
。

８
故
人　

古
く
か
ら
の
友
人
。

？

❶
安
西
・
渭
城
・
陽
関
の
位
置
を
、
地
図
で
確
か
め
よ
う
。

❷
第
三
句
・
第
四
句
に
は
、
作
者
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
。

学
習
の
手
引
き

ヒ
ン
ト
❶
巻
末
の
地
図
を
利
用
す
る
。

ヒ
ン
ト
❷
特
に
、
第
四
句
に
着
目
す
る
。
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高1

名
の
木
登
り
と
い
ひ
し
男
、
人
を

掟お
き

て

2

て
、
高
き
木
に
登
せ
て
、
梢こ

ず
ゑを

切

ら
せ
し
に
、
い＊

と
危
ふ
く
見
え
し
ほ
ど

は
言
ふ
こ
と
も
な
く
て
、
下お

る
る
時
に
、

軒の
き

丈た
け

ば

3

か
り
に
な
り
て
、

「4

過あ
や
まち

す
な
。
心
し
て
下
り
よ
。」

と
言5

葉
を
か
け＊
侍は

べ

り
し
を
、

？

１
高
名
の　

名
高
い
。
有
名
な
。

２
掟
て
て　

指
し
図
し
て
。

■
徒
然
草　

鎌
倉
時
代
の
随
筆
。
作
者
は
、

兼
好
。
序
段
以
下
、
二
百
四
十
三
段
か
ら

成
る
。
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
に
よ
っ
た
。

●
兼
好　

歌
人
・
随
筆
作
者
。
俗
名
は
、
卜う
ら

部べ

兼か
ね

好よ
し

。
三
十
歳
頃
出
家
し
た
。

　（
一二八三？
―
一三五二？
）

5

徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

兼け
ん

好か
う

高か
う

名み
や
う

の
木
登
り
と
い
ひ
し
男を

の
こ

　
「
下
る
」
は
、
誰
の
動
作
か
。

３
軒
丈　

家
の
軒
く
ら
い
の
高
さ
。

４
過
ち　

け
が
。

５
言
葉
を
か
け
侍
り
し
を　

言
葉
を
か
け
ま

し
た
と
こ
ろ
。

６
か
ば
か
り
に　

こ
れ
く
ら
い
（
の
高
さ
）

に
。

？

狩か
の
う野
探た
ん

幽ゆ
う

筆
「
兼
好
法
師
画
像
」

（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
蔵
）

住
すみ

吉
よし

具
ぐ

慶
けい

筆「徒然草画
が

帖
じよう

」（東京国立博物館蔵）

三　随筆

▼「漢文編」教授資料「朱書編」 ▼「古文編」教授資料「朱書編」

問　
こ
の
詩
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
。

答　

送
別
の
宴
会
を
し
た
翌
朝
、
渭
城
に
あ
る
旅
館
で
詠
ま
れ
た
。

？　

問　

柳
の
葉
の
色

手
引
き
１　

③
参
照

手
引
き
２

答　

 

友
と
の
別
れ
を
惜
し
む
気
持
ち
と
、
友
人
の
孤
独
な
旅
を
思
い
や
る
気
持
ち

①
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
な
が
ら
音
読
す
る
。

②
主
語
を
確
認
す
る
。

③「
高
名
の
木
登
り
と
い
ひ
し
男
」
の
発
言
の
ど
こ
に

兼
好
は
感
心
し
た
の
か
考
え
る
。

①
範
読（
音
声
Ｃ
Ｄ
の
朗
読・詩
吟・中
国
語
音
読
な
ど
）

を
聞
く
。

②
書
き
下
し
文
を
ノ
ー
ト
に
書
く
。

③
巻
末
の
「
漢
文
参
考
地
図
」
で
、
安
西
・
渭
城
・
陽

関
の
位
置
を
確
認
す
る
。
…
…
手
引
き
１　

安
西
は
北

西
、
渭
城
は
左
下
「
西
安
・
洛
陽
付
近
図
」
内
、
陽
関

は
安
西
の
東
南
に
あ
る
。

④
旅
立
つ
友
人
に
対
す
る
作
者
の
思
い
を
理
解
す
る
。

問　
『
徒
然
草
』
が
書
か
れ
た
時
代
は
い
つ
か
。

答　

鎌
倉
時
代
末
期
（
鎌
倉
幕
府
滅
亡
は
、
一
三
三
三
年
）

問　

4
行
め
「
言
ふ
」
の
主
語
は
誰
か
。

答　

高
名
の
木
登
り
と
い
ひ
し
男

　
（
世
間
の
人
が
）
名
高
い
木
登
り
と
言
っ
た
男
が
、
人
を

指
図
し
て
、
高
い
木
に
登
ら
せ
て
、
梢
を
切
ら
せ
た
時
に
、

と
て
も
危
険
に
見
え
た
間
は
言
う
こ
と
も
な
い
の
に
、
下

り
る
時
に
、
家
の
軒
く
ら
い
の
高
さ
に
な
っ
て
、「
け
が
を

す
る
な
。
注
意
し
な
が
ら
下
り
ろ
。」
と
言
葉
を
か
け
ま
し

た
と
こ
ろ
、

元げ
ん
二じ

の
安あ
ん

西せ
い
に
使つ
か
ひ
す
る
を
送お
く

る

渭ゐ

城じ
や
うの
朝て
う

雨う

軽け
い

塵ぢ
ん
を
浥う
る
ほし

客か
く

舎し
や

青せ
い

青せ
い

柳り
う

色し
よ
く

新あ
ら
た
な
り

君き
み

に
勧す

す

む
更さ

ら
に
尽つ

く
せ
一い

つ

杯ぱ
い

の
酒さ

け

西に
し

の
か
た
陽や

う

関く
わ
んを

出い

づ
れ
ば
故こ

人じ
ん

無な

か
ら
ん

元
二
が
安
西
に
使
者
と
し
て
赴
く
の
を
見
送
る

渭
城
に
降
っ
た
朝
の
雨
は
、
軽
く
舞
い
上
が
る
土
埃
を
し
っ

と
り
湿
ら
せ
、

旅
館
の
あ
た
り
の
柳
の
色
が
（
雨
に
洗
わ
れ
て
）、
青
々
と

し
て
鮮
や
か
で
あ
る
。

さ
あ
君
よ
、
ど
う
か
も
う
一
杯
飲
み
干
し
た
ま
え
。

（
こ
こ
か
ら
）
西
へ
向
か
っ
て
陽
関
を
出
て
し
ま
え
ば
、
も

う
（
こ
う
し
て
杯
を
交
わ
す
よ
う
な
）
親
し
い
友
も
い
な

い
だ
ろ
う
か
ら
。

コ
ウ
ミ
ョ
ウ

ケ
ン
コ
ウ

答
「
人
」。

イ

イ

イ

ジ
ョ
ウ

ズ

オ

ジ

オ
ウ

イ

高
名
の
木
登
り
が
人
を

▢主
人

▢主
高
名
の
木
登
り

イ

エ

ウ

ウ

直接体験の過去③参照

答
友
と
の
別
れ
を
〜
。

答
柳
の
葉
の
色

57 56



教
授
資
料

「
Ｃ
Ｄ-
Ｒ
Ｏ
Ｍ
」

収
録
内
容
紹
介

現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

教
材
の
原
文
・
評
価
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、
学
習
課
題
ノ
ー
ト
、
主
題
・
要
旨
、
発
問
例
、
さ
ら
に
は
漢
字
・
敬
語
の
確
認
テ
ス
ト
な
ど
、

た
く
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
デ
ー
タ
化
し
ま
し
た
。

現
代
文
編

学
習
課
題
ノ
ー
ト
（
P
D
F
）

主
題
・
要
旨
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

原
文
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

発
問
例
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

小
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
P
D
F
）

評
価
問
題　

標
準
・
発
展
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

古
文
編

学
習
課
題
ノ
ー
ト
（
P
D
F
）

原
文
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

発
問
例
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

品
詞
分
解
・
現
代
語
訳
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

小
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

評
価
問
題　

標
準
・
発
展
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

文
法
小
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

漢
文
編

学
習
課
題
ノ
ー
ト
（
P
D
F
）

原
文
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
漢
文
工
房
デ
ー
タ
）

発
問
例
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

白
文
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

書
き
下
し
文
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

現
代
語
訳
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
テ
キ
ス
ト
）

小
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

評
価
問
題　

標
準
・
発
展
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

付
録

漢
文
参
考
地
図
（
P
D
F
・
J
P
G
）

教
科
書
付
録
デ
ー
タ
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

古
典
文
学
資
料
集
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

古
文
元
号
対
照
表
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

古
文
の
基
礎
小
テ
ス
ト
（
P
D
F
）

漢
字
実
力
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
P
D
F
）

漢
字
頻
出
テ
ス
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
・
P
D
F
）

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
ワ
ー
ド
・
一
太
郎
）

封
筒

便
箋

は
が
き

一
筆
箋

原
稿
用
紙
（
百
字
・
二
百
字
・
四
百
字
・
六
百
字
）

俳
句
・
短
歌
用
短
冊

履
歴
書

手
紙
を
書
く
（
基
礎
知
識
）

敬
語
確
認
問
題

　

教
授
資
料
「
本
冊
」

の
発
問
例
を
ワ
ー
プ
ロ

デ
ー
タ
に
し
ま
し
た
。

発
問
例

　

小
テ
ス
ト
・
標
準
問
題
（
選
択
式
）・
発

展
問
題
（
記
述
式
を
含
む
）
の
三
種
類
を
準

備
し
ま
し
た
。

評
価
問
題
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

　

教
授
資
料
「
本
冊
」
の
主
題
・
要
旨
（
要

旨
は
、
二
百
字
・
百
字
・
三
十
字
の
三
種
）

を
ワ
ー
プ
ロ
デ
ー
タ
に
し
ま
し
た
。

主
題
・
要
旨

　

授
業
に
役
立
つ
た
く
さ
ん
の
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
を
準
備
し
ま
し
た
。

各
種
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

　

漢
文
編
の
白
文
・
書
き
下
し
文
（
歴
史
的

仮
名
遣
い
の
総
ル
ビ
）・
現
代
語
訳
も
、
ワ
ー

プ
ロ
デ
ー
タ
に
し
ま
し
た
。

白
文
・
書
き
下
し
文
・
現
代
語
訳

　

高
校
配
当
音
訓
を
中
心
に
漢
字
テ
ス
ト

を
作
り
ま
し
た
。

漢
字
実
力
テ
ス
ト

　

古
文
編
の
品
詞
分
解
と
現
代
語
訳
を
、
文

番
号
を
付
し
て
、
ワ
ー
プ
ロ
デ
ー
タ
に
し
ま

し
た
。

品
詞
分
解
と
現
代
語
訳
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現
代
文
編

古
文
編

漢
文
編

口
絵
・
付
録

教
材
品
・

教
授
資
料

　

入
試
問
題
に
多
く
出
題
さ
れ
る
も
の
で

漢
字
テ
ス
ト
を
作
り
ま
し
た
。

漢
字
頻
出
テ
ス
ト

　

実
生
活
や
面
接
な
ど
の
際
に
役
立
つ
、
敬

語
の
テ
ス
ト
を
作
り
ま
し
た
。

敬
語
確
認
問
題

　

古
文
の
学
習
に
役
立
つ
、
学
習
内
容
ご
と

の
小
テ
ス
ト
で
す
。
教
科
書
「
解
釈
の
た
め

に
」
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

文
法
小
テ
ス
ト

　

手
紙
や
履
歴
書
、
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
を
準
備
し
ま
し
た
。便
箋
や
一
筆
箋
、

原
稿
用
紙
の
デ
ー
タ
も
準
備
し
ま
し
た
。

表
現
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

63 62



検討の観点 新編　国語総合（17教出　国総 343）

項目 観点 特色等

1
内容の選択

学習指導要領，教科の目
標を達成するために必要
な教材

●  教育基本法・学習指導要領の目標を押さえ，学習指導要領に示された学習項
目を網羅し，偏りなく構成されている。

●  現代文編，表現編，古文編，漢文編に分かれており，いずれの領域も「国語総合」
の学習事項を獲得するために十分な教材数である。

2
内容の程度

基礎的・基本的事項の理
解や習得のための配慮

●  文・語句レベルの設問が脚注に，より深い作品理解のための設問が手引きに
おかれている。

●  古典領域においては，文法・句型についてコラムとして教材化されている。

3
内容の組織・
配列・分量

学習指導を有効に進める
ための組織 ･配列 ･分量

●  現代文領域では，評論は３単元７教材。文化論から科学論まで，多岐にわた
るテーマが取り上げられている。今日的な問題提起に富み，論理構造の明快
な評論作品を通して論理的な読解力と思考力を育成することが期待できる。
小説は３単元７教材。古典的な作品から現代を代表する作家・作品まで，バ
ラエティに富んだ構成である。随筆は1単元 2教材。教科書冒頭に置かれ，
高校生として新しい生活が始まった生徒たちにふさわしい内容である。いずれ
も，学習目標が初めに掲げられ，手引きはその目標を達成するためのワークと
して構成されている。何をどのように学習するのかが，学習者にわかりやすい
構成である。また，すべての単元に「ズームアップ」が付されており，応用・
発展的な学習も可能である。表現編は６教材，見開きを基本にした構成で，
他教科の学習の際にも活用できるよう工夫されている。

●  古文領域では，中学校での古典学習を押さえ，さらに高校生の興味をひく章
段を厳選した，古文学習に慣れ親しむ態度を養う構成である。説話・随筆・
物語・和歌・俳諧が採録してあり，幅広い時代・文種の豊富な教材にふれる
ことができる。文法学習のための「解釈のために」が段階的に設置してあり，
生徒の自学自習にも役立つよう配慮されている。

●  漢文領域では，基礎的な訓読知識を身につける入門単元は「訓読の基礎」「名言」
に分けられており，ゆったりと構成されている。入門以外の単元では，故事・史伝・
唐詩・思想が取り上げられており，リード文や豊富な写真が，漢文で描かれた
作品世界への興味関心を引き出すよう工夫されている。

4
創意工夫

学習意欲を高めるための
配慮，用語・記号の取り
上げ方および記述の方法

●  教材理解に必要な地図・説明図などの図版が，教材に密接して掲載されており，
授業で扱いやすいよう配慮されている。

●  付録では，古典の文法理解を助ける資料から文学史年表・故事成語まで，豊
富に掲載されている。日本の色・服飾図など，ビジュアルな資料も豊富である。

5
印刷・造本等

印刷の鮮明度，活字の大
きさ，行間，製本など

●  紙質は白く，大きい活字を使用している。印刷は鮮明で，適所にあるカラー図
版も生徒の学習意欲を高める。表紙はコーティングが施され，製本も堅牢である。

6
総合所見

●国語科の基礎的・基本的な内容を取り上げ，確かな読解力と思考力を身につけることが意図されている。

●親しみやすく新鮮な教材で構成し，生徒の知的好奇心を刺激し，学習意欲を高めることが重視されている。


