
言
語
文
化

37 36

授
業
準
備
お
よ
び
実
際
の
授
業
に
必
要
な
資
料
・
デ
ー
タ
類
が
全
て
揃
う
セ
ッ
ト
！

　
﹇
指
導
資
料
（
三
分
冊
）
＋
教
師
用
教
科
書
＋
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
＋
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
デ
ー
タ
﹈

﹇
構
成
﹈

①
指
導
資
料
﹇
Ｂ
５
判
・『
精
選
』
四
分
冊
／
『
新
』
三
分
冊
﹈　
＊
本
文
検
索
が
で
き
る
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
も
付
属
し
ま
す
。

…
教
材
ご
と
に
丁
寧
な
解
説
を
加
え
、
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
な
授
業
展
開
例
や
、
指
導
に
役
立
つ
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

②
教
師
用
教
科
書
﹇
Ａ
５
判
﹈　
＊
セ
ッ
ト
内
に
一
冊
同
梱
。
各
五
、
五
〇
〇
円
（
税
込
）
で
分
売
可
。

…
教
科
書
と
同
じ
体
裁
の
本
に
注
釈
を
付
記
。
授
業
準
備
の
負
担
が
軽
減
し
ま
す
。

③
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
﹇
１
枚
﹈

…
原
文
テ
キ
ス
ト
、
教
科
書
紙
面
デ
ー
タ
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）
を
収
録
。

④
指
導
用
各
種
デ
ー
タ
見
本
集

﹇
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
デ
ー
タ
﹈　
＊
デ
ー
タ
類
は
、
基
本
的
に
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
と
一
太
郎
の
両
形
式
で
ご
用
意
し
ま
す
。

　

…
採
用
校
向
け
の
専
用
サ
イ
ト
「
こ
と
ま
な
学
校
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◉
テ
ス
ト
問
題

・
教
科
書
教
材
を
使
っ
た
難
易
度
別
テ
ス
ト
問
題　

・
基
本
テ
ス
ト
（
漢
字
・
語
句
）

・
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム
解
答
用
デ
ー
タ
（
テ
ス
ト
問
題
に
対
応
）

◉
素
材
デ
ー
タ

・
古
文
口
語
訳　

・
漢
文
書
き
下
し
文
／
口
語
訳

・
構
成
・
内
容
理
解
シ
ー
ト　

・
本
文
語
句
／
漢
字
シ
ー
ト　

・
古
文
品
詞
分
解
シ
ー
ト　

・
学
習
課
題
ノ
ー
ト
（
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
）

・
補
充
教
材
（
テ
ス
ト
問
題
付
き
）　

・
追
加
作
品
集

◉
提
示
用

・
提
示
用
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

・
提
示
用
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
（「
こ
と
ま
な
ビ
ュ
ー
ア
」
や
ブ
ラ
ウ
ザ
上
で
、
拡
大
表
示
や
書
き
込
み
を
行
い
な
が
ら
教
科
書
紙
面
を
提
示
で
き
ま
す
。）

◉
そ
の
他
↓
p. 

48

・
こ
と
ま
な
辞
書
（
教
師
用
）『
新
明
解
国
語
辞
典
第
八
版
』『
全
訳
読
解
古
語
辞
典
第
五
版
』『
全
訳
漢
辞
海
第
四
版
』↓
p. 

48

・
漢
文
エ
デ
ィ
タ
↓
p. 

44

・
評
価
支
援
ツ
ー
ル
（
観
点
別
評
価
・
評
定
集
計
表
）↓
p. 

42

指
導
資
料

教
師
用
教
科
書

随
筆
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❸
品
詞
分
解
と
口
語
訳

　
❶
あ
る
人
が
、
弓
を
射
る
こ
と
を
習
う
時
に
、
二
本
の
矢

を
手
に
挟
み
持
っ
て
的
に
向
か
う
。

❷
師
が
言
う
こ
と
に
は
、
❸
「
初
心
者
は
、
二
本
の
矢
を
持

っ
て
は
い
け
な
い
。

❹
（
そ
う
す
る
人
に
は
）
あ
と
の
矢
を
あ
て
に
し
て
、
初
め
の

矢
に
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
あ
る
（
か
ら
で
あ
る
）。

❺
（
的
に
向
か
う
）
そ
の
つ
ど
た
だ
当
た
る
か
当
た
ら
な
い
か

と
思
い
悩
む
こ
と
な
く
、
こ
の
一
本
の
矢
で
決
め
よ
う
と
思

え
。」
と
言
う
。

❻
わ
ず
か
に
二
つ
の
矢
（
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
）、
師
の
前

で
一
つ
を
い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、

思
わ
な
い
。

❼
（
し
か
し
）
怠
け
心
（
が
生
じ
る
こ
と
）
は
、
自
分
自
身
は

気
が
つ
か
な
く
て
も
、
師
は
こ
れ
に
気
づ
く
。

❶
あ
る
　
人ひ

と

、
弓ゆ

み

　
　
　
射い

る
　
　
　
こ
と
　
　
を
　
　
　
習な

ら

ふ
　
　
　
に
、
　

諸も
ろ

矢や

　
を
　
　
た
ば
さ
み
　
　
て
　
　
的ま

と

　
　
に
　
　
　
向む

か
ふ
。
　

❷
師し

　
　
の
　
　
い
は
く
、
　
❸
「
初し

よ

心し
ん

　
　
の
　
　
人ひ

と

、
二ふ

た

つ
　
　
の
　
　
矢や

　

　
を
　
　
　
持も

つ
　
　
こ
と
　
　
な
か
れ
。
　
❹
の
ち
　
　
の
　
　
矢や

　
　
を
　
　

　
頼た

の

み
　
　
　
て
、
　
初は

じ

め
　
　
の
　
　
矢や

　
　
に
　
　
　
な
ほ
ざ
り
　
　
　
の
　

心こ
こ
ろ　

　
あ
り
。
　
❺
毎ま

い

度ど

　
た
だ
　
得と

く

失し
つ

　
　
な
く
、
　
　
こ
　
　
　
の
　
　

一ひ
と

矢や

　
に
　
　
　
　
定さ

だ

む
　
　
　
　
べ
し
　
　
　
と
　
　
　
思お

も

へ
。」
　

　
と
　
　
　
言い

ふ
。
　
❻
　
わ
づ
か
に
　
　
二ふ

た

つ
　
　
の
　
　
矢や

、
師し

　
　
の
　
　

前ま
へ

　
　
に
て
　
　
一ひ

と

つ
　
　
を
　
　
　
お
ろ
か
に
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
ん
　
　

　
と
　
　
　
思お

も

は
　
　
　
　
ん
　
　
　
　
や
。

❼
懈け

怠だ
い

　
の
　
　
心こ

こ
ろ、

自み
づ
から

　
　
知し

ら
　
　
　
　
ず
　
　
　
　
と
　
　

連
体

動
（
ヤ
上
一
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
連
体
）

格
助
（
時
間
）

格
助
（
対
象
）

動
（
マ
四
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
終
止
）

格
助
（
主
格
）

連
語

格
助
（
体
修
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
対
象
）

動
（
タ
四
・
連
体
）

形
（
ク
・
命
令
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
対
象
）

動
（
マ
四
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
場
所
）

形
動
（
ナ
リ
・
語
幹
）

格
助
（
体
修
）

動
（
ラ
変
・
終
止
）

副

副

形
（
ク
・
連
用
）

代
名

格
助
（
体
修
）

格
助
（
手
段
）

動
（
マ
下
二
・
終
止
）

助
動
（
意
志
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
命
令
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
終
止
）

形
動
（
ナ
リ
・
連
用
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
場
所
）

格
助
（
対
象
）

形
動
（
ナ
リ
・
連
用
）

動
（
サ
変
・
未
然
）

助
動
（
意
志
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
未
然
）

助
動
（
推
量
・
終
止
）

係
助
（
反
語
）

格
助
（
体
修
）

動
（
ラ
四
・
未
然
）

助
動
（
打
消
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）
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あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

❶
大
意

初
心
者
が
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
う
と
、
一
本
目
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生
じ
る
か
ら
よ
く
な
い
、
と
弓
の
師
が
弟
子
を
戒
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
万
事
に
通
じ
る
。

仏
道
を
修
行
す
る
者
で
も
、
先
々
の
時
間
を
あ
て
に
し
て
し
ま
う
。
一
瞬
の
間
に
も
存
在
す
る
油
断
し
怠
る
心
に
気
づ
き
、
な
す
べ
き
こ
と
を
た
だ
ち
に
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
。

❷
構
成

〈
第
一
段
落
〉

初
め
〜

47
・
２
「
…
…
わ
た
る
べ
し
。」

弓
を
射
る
時
に
怠
惰
の
心
が
生
じ
る
こ
と

弓
を
習
う
時
に
、「
初
心
者
が
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
う
と
、
一
本
目
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生
じ
る
の
で
、
一
本
に

集
中
せ
よ
」
と
師
が
戒
め
た
。
そ
の
つ
も
り
が
な
く
て
も
油
断
し
怠
る
心
が
生
じ
る
こ
と
を
、
師
は
気
づ
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
戒

め
は
万
事
に
通
じ
る
。

〈
第
二
段
落
〉

47
・
３
「
道
を
学
す
る
人
、
…
…
」

〜
終
わ
り

怠
惰
の
心
を
抑
え
る
こ
と
の
難
し
さ

仏
道
修
行
で
も
、
先
々
に
時
間
が
あ
る
と
考
え
て
、
あ
と
で
修
行
し
よ
う
と
考
え
て
し
ま
う
。
ま
し
て
一
瞬
の
う
ち
に
油
断
し
怠

る
心
が
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
。
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
た
だ
ち
に
実
行
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
の
か
。
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5

問
❶
「
定
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

3
懈
怠
の
心

怠
け
心
。

問
❷
「
こ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。

4
道
を
学
す
る
人

仏
道
を
修
行
す
る
人
。

5
一
刹
那

ほ
ん
の
一
瞬
と
い
う
意
味
の
仏
教

語
。
後
出
の
「
一
念
」
も
同
じ
。

＊
語
句

お
ろ
か
な
り

ね
ん
ご
ろ
な
り

わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
一
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。
懈け

怠だ
い

の
心
、

自
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
。
こ
の
戒
め
、
万
事
に
わ
た
る
べ
し
。

道
を
学
す
る
人
、
夕
べ
に
は
朝あ
し
たあ

ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
ん
こ
と
を
思

ひ
て
、
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修し
ゆ

せ
ん
こ
と
を
期ご

す
。
い
は
ん
や
一
刹
那
の
う
ち
に
お
い
て
、

懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
す

る
こ
と
の
は
な
は
だ
難か
た

き
。

（
第
九
二
段
）

＊

3

❷

4

＊

5

一

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、「
懈
怠
の
心
」（
47
・1
）
は
ど
の
よ

う
な
形
で
表
れ
て
い
る
か
。
本
文
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明

し
て
み
よ
う
。

　
　
①
「
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
」（
46
・1
）
人
の
場
合
。

　
　
②
「
道
を
学
す
る
人
」（
47
・3
）
の
場
合
。

二

筆
者
の
い
う
「
懈
怠
の
心
」（
47
・
1
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。
自
分
の
体
験
を
も
と
に
、
話
し
合
っ
て
み
よ

う
。

課
題

一

次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
の
違
い
を
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　
ア

お
ろ
か
に
せ
ん
と
（
47
・1
）

①

イ

思
は
ん
や
。（
47
・1
）

　
　

　
　
ウ

朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、（
47
・3
）

　
　
②

ア

一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
。（
46
・3
）

イ

万
事
に
わ
た
る
べ
し
。（
47
・2
）

語
句
と
表
現

47

徒
然
草
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＊
語
句

つ
れ
づ
れ
な
り

日
暮
ら
し

あ
や
し

兼け
ん

好か
う

法
師

徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

奈良

平安

鎌倉

室町

江戸

1500

1000

1700

鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
随
筆

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し
硯す

ず
りに
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
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
。

（
序
段
）

＊

＊

＊

参
考

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、
諸も

ろ

矢や

を
た
ば
さ
み
て
的
に
向
か
ふ
。
師
の
い
は
く
、

「
初
心
の
人
、
二
つ
の
矢
を
持
つ
こ
と
な
か
れ
。
の
ち
の
矢
を
頼
み
て
、
初
め
の
矢
に
な

ほ
ざ
り
の
心
あ
り
。
毎
度
た
だ
得
失
な
く
、
こ
の
一ひ
と

矢や

に
定
む
べ
し
と
思
へ
。」
と
言
ふ
。

1

2

❶

1
諸
矢

的
に
向
か
う
時
に
作
法
と
し
て
持
つ
、

二
本
一
組
の
矢
。

2
得
失

成
功
と
失
敗
。
こ
こ
で
は
当
た
る
か

当
た
ら
な
い
か
と
い
う
迷
い
の
心
。

46

随
筆
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ね
ん
ご
ろ
に

お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。

決
着
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
。

い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
思
わ
な
い

万
事
に
通
じ
る
に
ち
が
い
な
い

◎
第
二
段（
怠
惰
の
心
を
抑
え
る
こ
と
の
難
し
さ
）
助
動（
婉
曲
・
連
体
）

（
そ
の
と
き
に
）も
う
一
度
丁
寧
に

思
い
定
め
るま

し
て（
呼
応
の
副
詞
、
文
末
の
係
助
詞「
や
」と
呼
応
）

気
づ
く
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
気
づ
か
な
い

ど
う
し
て

一
瞬

（
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
）大
変
難
し
い
の
か

懈
怠
の
心
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

①
あ
と
の
矢
を
頼
み
に
思
っ
て
、
初
め
の
矢
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
。

②
夕
方
に
は
翌
朝
が
あ
る
こ
と
を
、
翌
朝
に
は
夕
方
が
あ
る
こ
と
を

思
っ
て
、
そ
の
時
に
も
う
一
度
修
行
し
よ
う
と
思
う
心
。

略（
指
導
書
参
照
）

意
志

推
量

婉
曲意

志

当
然
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5

問
❶
「
定
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

3
懈
怠
の
心

怠
け
心
。

問
❷
「
こ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。

4
道
を
学
す
る
人

仏
道
を
修
行
す
る
人
。

5
一
刹
那

ほ
ん
の
一
瞬
と
い
う
意
味
の
仏
教

語
。
後
出
の
「
一
念
」
も
同
じ
。

＊
語
句

お
ろ
か
な
り

ね
ん
ご
ろ
な
り

わ
づ
か
に
二
つ
の
矢
、
師
の
前
に
て
一
つ
を
お
ろ
か
に
せ
ん
と
思
は
ん
や
。
懈け

怠だ
い

の
心
、

自
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
。
こ
の
戒
め
、
万
事
に
わ
た
る
べ
し
。

道
を
学
す
る
人
、
夕
べ
に
は
朝あ
し
たあ

ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
ん
こ
と
を
思

ひ
て
、
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修し
ゆ

せ
ん
こ
と
を
期ご

す
。
い
は
ん
や
一
刹
那
の
う
ち
に
お
い
て
、

懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
す

る
こ
と
の
は
な
は
だ
難か
た

き
。

（
第
九
二
段
）

＊

3

❷

4

＊

5

一

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、「
懈
怠
の
心
」（
47
・1
）
は
ど
の
よ

う
な
形
で
表
れ
て
い
る
か
。
本
文
に
即
し
て
具
体
的
に
説
明

し
て
み
よ
う
。

①
「
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
」（
46
・1
）
人
の
場
合
。

②
「
道
を
学
す
る
人
」（
47
・3
）
の
場
合
。

二

筆
者
の
い
う
「
懈
怠
の
心
」（
47
・
1
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。
自
分
の
体
験
を
も
と
に
、
話
し
合
っ
て
み
よ

う
。

課
題

一

次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
の
違
い
を
調
べ
て
み
よ
う
。

ア

お
ろ
か
に
せ
ん
と
（
47
・1
）

①

イ

思
は
ん
や
。（
47
・1
）

ウ

朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、（
47
・3
）

②

ア

一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
。（
46
・3
）

イ

万
事
に
わ
た
る
べ
し
。（
47
・2
）

語
句
と
表
現

47

徒
然
草
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＊
語
句

つ
れ
づ
れ
な
り

日
暮
ら
し

あ
や
し

兼け
ん

好か
う

法
師

徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

奈良

平安

鎌倉

室町

江戸

1500

1000

1700

鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
随
筆

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に

つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し
硯す

ず
りに
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
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
。

（
序
段
）

＊

＊

＊

参
考

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
、
諸も

ろ

矢や

を
た
ば
さ
み
て
的
に
向
か
ふ
。
師
の
い
は
く
、

「
初
心
の
人
、
二
つ
の
矢
を
持
つ
こ
と
な
か
れ
。
の
ち
の
矢
を
頼
み
て
、
初
め
の
矢
に
な

ほ
ざ
り
の
心
あ
り
。
毎
度
た
だ
得
失
な
く
、
こ
の
一ひ
と

矢や

に
定
む
べ
し
と
思
へ
。」
と
言
ふ
。

1

2

❶

1
諸
矢

的
に
向
か
う
時
に
作
法
と
し
て
持
つ
、

二
本
一
組
の
矢
。

2
得
失

成
功
と
失
敗
。
こ
こ
で
は
当
た
る
か

当
た
ら
な
い
か
と
い
う
迷
い
の
心
。

46

随
筆
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つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
ら
し

あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け

大
意

　自
由
な
時
間
が
あ
る
中
で
ど
こ
か
満
た
さ
れ
な
い
感

じ
で
あ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
、
と
り
と

め
も
な
く
書
き
つ
け
る
と
、妙
に
狂
お
し
い
感
じ
が
し
て
く
る
。

◎
執
筆
の
動
機
・
内
容
・
態
度
・
心
情

退
屈
で
手
持
ち
無
沙
汰
だ

一
日
中

た
わ
い
も
な
い
こ
と

と
り
と
め
も
な
く

妙
に

大
意

初
心
者
が
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
う
と
、一
本
目
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生
じ
る

か
ら
よ
く
な
い
、
と
弓
の
師
が
弟
子
を
戒
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
万
事
に
通
じ
る
。

仏
道
を
修
行
す
る
者
で
も
、先
々
の
時
間
を
あ
て
に
し
て
し
ま
う
。
一
瞬
の
間
に
も
存
在
す
る

油
断
し
怠
る
心
に
気
づ
き
、
な
す
べ
き
こ
と
を
た
だ
ち
に
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
。

◎
第
一
段（
弓
を
射
る
時
に
怠
惰
の
心
が
生
じ
る
こ
と
）

挟
み
持
っ
て

初
歩
の
人
は

持
っ
て
は
い
け
な
い

（
そ
う
す
る
人
に
は
）

い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心

こ
の
一
本
で
決
め
よ
う
と
思
え

係

結
び（
形
・
已
然
）
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旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔は
く
が
つ
い
た

り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重
ね
て
、
薪
の
料し
ろ
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洛
中
が

そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ
り
誰
も
捨
て
て
顧
み
る
者
が
な

か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
狐こ

狸り

が
棲す

む
。
盗ぬ
す

人び
と

が
棲
む
。

と
う
と
う
し
ま
い
に
は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人
を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
き
て
、
捨
て
て
い

く
と
い
う
習
慣
さ
え
で
き
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味
を
悪

が
っ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

8

▲
上
図

平
安
京
略
図

6 

揉
烏
帽
子

　男
性
が
平
常
服

の
際
に
用
い
た
か
ぶ
り
物
。

7 

辻
風

　つ
む
じ
風
。

8 

旧
記

　古
い
記
録
。

9 

鴟
尾

　宮
殿
・
仏
殿
な
ど
の

棟
の
両
端
に
取
り
つ
け
た
魚

の
尾
の
形
の
飾
り
。

　そ
の
か
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、

た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
。
昼
間
見
る
と
、
そ

の
か
ら
す
が
、
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高

い
鴟し

尾び

の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て

い
る
。
殊
に
門
の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
赤
く

な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
胡ご

麻ま

を
ま
い
た
よ
う
に
、

は
っ
き
り
見
え
た
。
か
ら
す
は
、
も
ち
ろ
ん
、

門
の
上
に
あ
る
死
人
の
肉
を
、
つ
い
ば
み
に
来

9

砕4

読

粉
砕4

顧
み
る
意

省
み
る

す  ざく

羅城門
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教
王
護
国
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西
京
極
大
路

木
辻
大
路

道
祖
大
路

鴨
川
か
も

か
つ
ら桂
川

西
大
宮
大
路

●
西
市

●
西
市

●
東
市

●
東
市

東
寺
東
寺

西
寺
西
寺

（
教
王
護
国
寺
）羅城門

朱
雀
大
路

東
大
宮
大
路

西
洞
院
大
路

東
洞
院
大
路

東
京
極
大
路

卍卍

西
の
京
（
右
京
）

東
の
京
（
左
京
）

西
の
京
（
右
京
）

東
の
京
（
左
京
）
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73│構成や展開　羅生門

羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨あ
ま

や
み
を
待
っ
て
い

た
。広

い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
誰
も
い
な
い
。
た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
丹に

塗ぬ

り
の
剝

げ
た
、
大
き
な
円ま
る

柱ば
し
ら

に
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
止
ま
っ
て
い
る
。
羅
生
門
が
、
朱す

雀ざ
く

大お
お

路じ

に

あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
、
雨
や
み
を
す
る
市い
ち

女め

笠が
さ

や
揉も
み

烏え

帽ぼ

子し

が
、
も
う
二
、
三

人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
、
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻つ
じ
風か
ぜ
と
か
火
事
と
か
飢き

饉き
ん
と

か
い
う
災
い
が
続
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
洛ら
く

中ち
ゅ
う

の
さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
。

1

2

3

4

5

67

1

羅
生
門

平
安
京
の
正
面
に

あ
る
「
羅
城
門
」。

2

丹

朱
色
の
塗
料
。

3

き
り
ぎ
り
す

コ
オ
ロ
ギ
。

4

朱
雀
大
路

平
安
京
の
中
央

を
南
北
に
貫
く
大
通
り
。

5

市
女
笠

菅す
げ

や
竹
皮
で
編
ん

だ
女
性
用
の
笠
。

人
物
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
を
追
う
こ
と

を
通
し
て
、
物
語
の
展
開
を
把
握
し
よ
う
。

物
語
の
展
開
を
把
握
す
る

構
成
や
展
開

小
説

700

1000
平安

1500

1700

1900

室町

江戸

明治

令和

奈良

鎌倉

平成
昭和
大正

音
声
▼
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異
常
な
状
況
が
常
態
化
し
て
い
る
。
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3

き
り
ぎ
り
す

　コ
オ
ロ
ギ
。

4

朱
雀
大
路

　平
安
京
の
中
央

を
南
北
に
貫
く
大
通
り
。

5

市
女
笠

　菅す
げ

や
竹
皮
で
編
ん

だ
女
性
用
の
笠
。

人
物
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
を
追
う
こ
と

を
通
し
て
、
物
語
の
展
開
を
把
握
し
よ
う
。

物
語
の
展
開
を
把
握
す
る

構
成
や
展
開

小
説

700

1000
平安

1500

1700

1900

室町

江戸

明治

令和

奈良

鎌倉

平成
昭和
大正

音
声
▼

5

│ 722　物語は無限に展開する

大
意

飢
え
死
に
を
し
な
い
た
め
に
盗
人

に
な
る
と
い
う
決
断
が
で
き
ず
に

い
た
下
人
が
、羅
生
門
の
楼
内
で
遭

遇
し
た
老
婆
の
生
き
る
た
め
に
は

悪
行
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
発

言
を
聞
い
た
こ
と
で
勇
気
が
生
じ
、

老
婆
の
着
物
を
奪
い
、夜
の
闇
へ
と

消
え
て
い
く
。

◎
第
一
段（〈
悪
〉の
道
に
足
を
踏
み
出
せ
な
い
下
人
）

季
節
は
秋

は
な
は
だ
し
い

都
の
中

女
性

男
性

全
て「
天
災（
＝
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
）」で
あ
る
。

（矢吹申彦・画）
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◉
学
習
指
導
案
例
（
3
時
間
扱
い
）

265  第 3 教材　羅生門

学習指導案
○○高等学校国語科　○年○組

授業者　○○○○

1．学習活動　「羅生門」の続きを創作しよう
2．教材名　　『羅生門』・その他の関連資料
3．学習目標　�物語に描かれる人物や考え方の変化を追うことを通して、物語の展開を的確に把握す

ることができる。
4．評価規準

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

評価規準

言葉には、文化の継承、発
展、創造を支える働きがあ
ることを理解している。（言
葉ア）

文章の構成や展開、表
現の仕方、表現の特色
について評価してい
る。（読むことウ）

言葉には、文化の継承、発展、
創造を支える働きがあることを
理解したり、文章の構成や展開、
表現の仕方、表現の特色につい
て評価したりすることに向けた
粘り強い取り組みを行うととも
に、自らの学習を調整しようと
している。

観点別評価
の実際

表現の仕方や表現の特色に
ついて評価しながら、物語
の場面設定を正確に捉えて
いる。＜記述の確認＞

作品の展開を捉え、自
分の解釈やその根拠を
まとめている。＜記述
の分析＞

物語の展開を根拠にして、自分
なりの見方や考え方を文章に表
現しようとしている。＜行動の
観察＞

5．授業の展開（3 時間）

時 学習活動 評価

1
京都の町や羅生門の舞台設定に着目し、そこ
に描かれる当時の社会情勢と、羅生門の下の
下人のおかれた状況を整理する。

【知識・技能】表現の仕方や表現の特色につい
て評価しながら、物語の場面設定を正確に捉
えている。＜記述の確認＞

2
物語の設定を踏まえて、物語の展開や下人の
心情変化を正確に読み取る。

【思考・判断・表現】作品の展開を捉え、自分
の解釈やその根拠をまとめている。＜記述の
分析＞

3
この結末を経て、下人と老婆はどうなったと
思うか、「羅生門」の続きを短い文章にまとめ
て相互に読み合い、考えを交流する。

【主体的に学習に取り組む態度】物語の展開を
根拠にして、自分なりの見方や考え方を文章
に表現しようとしている。＜行動の観察＞
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羅
生
門

◆
芥
川
龍
之
介

第
2
単
元

第
3
教
材

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら

物
語
の
展
開
を
把
握
す
る

　
高
等
学
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
言
語
文
化
」
科
目
の
「
Ｂ
読
む
こ
と
」

に
あ
る
、「
ウ
　
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方
、
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
評
価
す
る

こ
と
。」
の
指
導
事
項
を
達
成
す
る
た
め
に
、「
羅
生
門
」
を
取
り
取
り
上
げ
る
。

　
物
語
の
設
定
や
構
成
を
、
表
現
に
即
し
て
読
み
味
わ
う
と
と
も
に
、
関
連
す
る
資
料
を

使
っ
た
読
み
比
べ
や
協
働
的
な
学
習
で
読
み
を
交
流
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
解
釈
を
深
め

る
こ
と
を
目
指
す
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら

　
お
そ
ら
く
戦
後
、
こ
れ
ほ
ど
高
校
生
に
読
ま
れ
て
き
た
小
説
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
の

高
校
生
の
親
の
世
代
も
ほ
と
ん
ど
が
授
業
で
読
ん
だ
経
験
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
社
会
の
混
乱
の
極
限
状
況
に
お
い
て
、「
盗
み
」
と
い
う
悪
を
、
生
活
の
た
め

に
は
許
容
す
る
、
と
い
っ
た
反
倫
理
的
と
も
思
え
る
こ
の
作
品
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
教
材
と
し
て
長
い
命
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　「
羅
生
門
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
下
人
」
は
、
家
も
仕
事
も
お
金
も
恋
人
も
友
人
も
、
何

も
も
た
ず
、
た
だ
「
太
刀
」
だ
け
を
持
た
さ
れ
、
永
年
勤
め
た
主
人
か
ら
解
雇
さ
れ
た
。

そ
の
「
下
人
」
が
「
羅
生
門
」
の
楼
上
で
老
婆
と
出
会
い
、「
下
人
」
は
刃
を
突
き
つ
け
て

老
婆
の
行
動
の
意
味
を
問
う
。
何
も
も
た
な
い
「
下
人
」
が
執
拗
に
問
い
続
け
る
の
は
、

「
意
味
」
で
あ
る
。
死
体
の
髪
の
毛
を
抜
く
老
婆
は
、「
生
き
る
た
め
に
は
し
か
た
が
な
い

こ
と
。」
と
答
え
る
。
そ
し
て
「（
こ
の
女
も
）
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
。」
と
い
う
弱

者
ど
う
し
の
相
互
許
容
の
論
理
。「
下
人
」は
冷
や
や
か
な
侮
蔑
を
も
っ
て
老
婆
の
着
物
を

は
ぎ
取
り
、京
の
町
の
混
沌
へ
と
向
か
っ
て
夜
の
闇
の
中
へ
と
駆
け
下
り
る
。「
下
人
」
は

老
婆
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
憎
悪
し
た
老
婆
そ
の
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
そ

れ
は
歪
ん
だ
形
と
は
い
え
、
少
年
で
あ
る
下
人
に
と
っ
て
は
、
大
人
に
な
る
た
め
の
、
社

会
に
出
て
行
く
た
め
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
全
て
を
失
っ
た
若
者
が
、
人
間
性
や
人
間
社
会
の
「
意
味
」
を
問
い
返
す
現
代
の
物
語

と
し
て
、ま
た
私
た
ち
自
身
の
変
革
の
物
語
と
し
て
読
み
た
い
。「
下
人
」
の
心
の
あ
り
よ

う
を
読
み
解
い
て
い
け
ば
、
作
品
に
描
か
れ
た
、
荒
廃
し
た
「
羅
生
門
」
の
姿
は
、
現
代

日
本
の
都
市
の
中
枢
に
、
大
き
く
影
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

▼
中
心
と
な
る
学
習
方
法
・
学
習
活
動

人
物
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
を
追
う
こ
と
を
通
じ
て
、物
語
の
展
開
を
把
握
し
よ
う
。

　
衝
動
的
と
も
い
え
る
下
人
の
心
情
・
考
え
方
の
激
し
い
変
化
は
、
平
安
末
期
の
激
動
の

社
会
変
動
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
社
会
不
安
を
背
景
と
し
て
物
語
は
展
開
し
て

い
く
。
物
語
の
結
末
は
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」
と
作
者
芥
川
龍
之
介
に

よ
っ
て
意
図
的
に
明
示
さ
れ
な
い
終
わ
り
方
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
羅
生
門
」
に
お
け
る

論
理
展
開
や
人
物
設
定
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、
作
品
の
背
後
に
広
が
る
こ
と
を
想
像
し
、

学
習
者
が
続
き
を
創
作
す
る
活
動
を
学
習
の
中
心
に
お
く
こ
と
で
、
舞
台
設
定
・
人
物
の

心
情
・
物
語
の
展
開
の
三
者
が
有
機
的
に
連
動
す
る
こ
と
を
深
く
理
解
さ
せ
た
い
。
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小
説
一

一

羅生門

7

2
作
品
の
概
説

❶
作
者

芥
川
龍
之
介
（
あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け
）

小
説
家
。
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
、
東
京
市
京
橋
区
（
現
東
京
都
中
央
区
）
生

ま
れ
。
第
一
高
等
学
校
第
一
部
乙
類
（
文
科
）、
東
京
帝
国
大
学
英
吉
利
文
学
科
を
卒
業
。

大
学
在
学
中
に
久
米
正
雄
・
菊
池
寛
ら
と
「
新
思
潮
」（
第
三
次
・
第
四
次
）
を
創
刊
、

翻
訳
・
小
説
・
戯
曲
な
ど
を
発
表
。
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
、「
新
思
潮
」（
第
四
次
・

創
刊
号
）
に
発
表
し
た
小
説
「
鼻
」
が
夏
目
漱
石
の
激
賞
を
受
け
、
文
壇
に
登
場
す
る

機
縁
と
な
る
。
初
期
の
作
品
は
〈
昔
〉
を
舞
台
に
し
た
小
説
が
多
く
、
多
様
な
ス
タ
イ

ル
の
短
編
小
説
を
試
み
、
緊
密
な
文
体
と
知
的
な
構
成
に
よ
る
作
風
と
に
よ
っ
て
、
人

気
作
家
と
な
る
。
の
ち
に
作
風
を
転
じ
て
、
自
己
自
身
に
材
を
求
め
た
作
品
が
書
か
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
健
康
状
態
が
悪
化
し
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
自
殺
。
代
表

作
に
は
、「
戯
作
三
昧
」（
一
九
一
七
年
）、「
地
獄
変
」（
一
九
一
八
年
）、「
藪
の
中
」（
一

九
二
二
年
）、「
河
童
」「
歯
車
」（
一
九
二
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

一
八
九
二

（
明
治
二
五
）

三
月
一
日
、
東
京
市
京
橋
区
入
船
町
（
現

中
央
区
明
石
町
）
に
、
新
原
敏
三
・
ふ

く
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
年

の
十
月
ご
ろ
、
母
・
ふ
く
が
発
狂
し
た

た
め
、
龍
之
介
は
母
の
実
家
で
あ
る
芥

川
家
（
本
所
区
小
泉
町
、
現
墨
田
区
両

国
）
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
〇
四

（
明
治
三
七
）
八
月
、
芥
川
家
に
養
子
と
し
て
入
籍
し
、

芥
川
家
の
養
嫡
子
と
な
る
。

一
九
一
〇

（
明
治
四
三
）

三
月
、
東
京
府
立
第
三
中
学
校
を
卒
業
。

八
月
、
第
一
高
等
学
校
文
科
に
無
試
験

で
合
格
し
、
九
月
に
一
高
に
入
学
す
る
。

同
級
に
は
菊
池
寛
・
成
瀬
正
一
・
井
川

（
恒
藤
）
恭
・
松
岡
譲
・
久
米
正
雄
・
倉

田
百
三
・
藤
森
成
吉
・
山
本
有
三
・
土

屋
文
明
ら
が
い
た
。

一
九
一
三

（
大
正
二
）

七
月
、
一
高
を
卒
業
、
九
月
、
東
京
帝

国
大
学
文
科
（
英
文
科
）
に
入
学
す
る
。

一
九
一
四

（
大
正
三
）

二
月
、
菊
池
・
成
瀬
・
松
岡
・
久
米
ら

と
第
三
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊
す
る
。

5
月
「
老
年
」

9
月
「
青
年
と
死
」

一
九
一
五

（
大
正
四
）

早
春
、
吉
田
弥
生
と
の
結
婚
を
義
父
母

と
伯
母
に
反
対
さ
れ
、
結
婚
を
断
念
す

る
。
十
一
月
、「
羅
生
門
」
を
『
帝
国
文

学
』
に
発
表
す
る
。
こ
の
月
、
久
米
と

と
も
に
夏
目
漱
石
を
漱
石
山
房
に
訪
ね
、

以
後
、
木
曜
会
に
出
席
す
る
。

4
月
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」

11
月
「
羅
生
門
」

一
九
一
六

（
大
正
五
）

二
月
、
菊
池
・
成
瀬
・
松
岡
・
久
米
ら

と
と
も
に
第
四
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊

す
る
。
七
月
、
東
京
帝
国
大
学
（
英
文

科
）
を
卒
業
、
卒
業
論
文
は
「
ウ
イ
リ

ア
ム
・
モ
リ
ス
研
究
」
で
あ
っ
た
。
十

二
月
、
海
軍
機
関
学
校
教
授
嘱
託
に
就

任
す
る
。

＊
十
二
月
九
日
、
夏
目
漱
石
死
去
。

2
月
「
鼻
」

5
月
「
虱
」

9
月
「
芋
粥
」

10
月
「
手は
ん
け
ち巾

」

11
月
「
煙
草
と
悪
魔
」
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教科書
p.204～p.217

1
教
材
採
録
の
意
図

高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
の
定
番
教
材
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
教
科
書
の
指
導
資
料
・
研
究
論
文
・
授
業
実
践
報
告
と
い
う
形
で
、

あ
る
い
は
、
担
当
す
る
教
員
が
培
っ
た
独
自
の
解
釈
と
い
う
形
で
、
教
室
と
い
う
現
場

に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
〈
読
み
〉
が
提
起
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
、『
羅

生
門
』
を
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
次
の
点
に
留
意
し
て
、
教
科
書
の
脚
注
や

「
学
習
の
手
引
き
」
を
編
成
し
、
さ
ら
に
「
学
び
を
広
げ
る
」
を
設
定
し
た
。

①
「
平
安
朝
の
下
人
」
と
い
う
不
安
定
な
存
在
に
つ
い
て
、
飢
え
死
に
を
し
て
し
ま
う

直
前
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
刀
だ
け
は
手
放
そ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
注
目
し
て
考
察
を
試
み
る
。
ま
た
、
そ
の
「
下
人
」
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、「
盗

人
」
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
。

②
物
語
の
時
代
性
・
社
会
性
な
ど
に
も
配
意
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
「
下
人
」
の
視
点
か

ら
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
事
象
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
被
害
者
と
し
て
の
「
老

婆
」
の
立
場
に
な
っ
て
と
ら
え
直
す
作
業
を
し
て
い
く
。

③
物
語
の
〈
語
り
手
〉
を
、
近
代
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
あ
る
「
旧
記
」
に
問
題
意

識
を
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
参
照
し
て
、『
羅
生
門
』
と
い
う
物
語
を
構
成
・
再
構
成

し
た
存
在
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の
上
で
、
素
材
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
方

丈
記
』
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
く
。

「
永
年
、
使
わ
れ
て
い
た
主
人
」
か
ら
解
雇
さ
れ
て
路
頭
に
迷
う
状
態
、
通
常
な
ら

ば
〈
交
換
〉
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
（
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
た
薪
、
死
人
の

頭
髪
を
素
材
に
し
た
か
つ
ら
、
蛇
を
原
材
料
と
し
た
「
干
し
魚
」
）
が
商
品
化
さ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
社
会
、自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
、〈
弱
者
〉た
る「
下
人
」

が
〈
弱
者
〉
た
る
「
老
婆
」
を
否
定
的
に
差
別
し
、
暴
力
的
に
抑
圧
し
て
し
ま
う
よ
う

な
行
為
、
こ
れ
ら
は
、
物
語
の
中
の
「
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
い
た
」
地
域
・

時
代
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
物
語

か
ら
も
、
我
々
の
〈
い
ま
〉・〈
こ
こ
〉
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。〈
他
者
〉
へ
の
想

像
力
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、〈
語
り
手
〉
の
説
明
（
心
理
・
情
景
描
写
）
や
登

場
人
物
の
発
言
・
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 芥

川
龍
之
介

006-050_羅生門.indd   6 2022/01/24   18:10
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5
揉
烏
帽
子

　
男
性
が
平
常
服

の
際
に
用
い
た
か
ぶ
り
物
。

6
辻
風

　
つ
む
じ
風
。
旋
風
。

7
旧
記

　
古
い
記
録
。

8
鴟
尾

　
宮
殿
・
仏
殿
な
ど
の

棟
の
両
端
に
取
り
付
け
た
飾

り
。

い
こ
と
に
し
て
、
狐こ

狸り

が
棲す

む
。
盗ぬ

す

人び
と

が
棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人

を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
き
て
、
捨
て
て
い
く
と
い
う
習
慣
さ
え
で
き
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な

く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味
を
悪
が
っ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
か
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
。
昼
間
見
る
と
、
そ
の
か
ら

す
が
、
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴟し

尾び

の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て
い
る
。
こ
と
に

門
の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
ご
ま
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
。

か
ら
す
は
、
も
ち
ろ
ん
、
門
の
上
に
あ

る
死
人
の
肉
を
、
つ
い
ば
み
に
来
る
の

で
あ
る
。

―
も
っ
と
も
今
日
は
、
刻

限
が
遅
い
せ
い
か
、
一
羽
も
見
え
な
い
。

た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
崩
れ
か
か
っ

た
、
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
目
に
長
い
草

の
生
え
た
石
段
の
上
に
、
か
ら
す
の
く

そ
が
、
点
々
と
白
く
こ
び
り
つ
い
て
い

る
の
が
見
え
る
。
下
人
は
七
段
あ
る
石

8

す  ざく

羅城門

（
教
王
護
国
寺
）

一条大路
大内裏

朱雀門

内裏
中御門大路

二条大路

三条大路

四条大路

五条大路

六条大路

七条大路

八条大路

九条大路
西
京
極
大
路

木
辻
大
路

道
祖
大
路

鴨
川
か
も

か
つ
ら桂
川

西
大
宮
大
路

●
西
市

●
西
市

●
東
市

●
東
市

東
寺
東
寺

西
寺
西
寺

（
教
王
護
国
寺
）羅城門

朱
雀
大
路

東
大
宮
大
路

西
洞
院
大
路

東
洞
院
大
路

東
京
極
大
路

卍卍

西
の
京
（
右
京
）

東
の
京
（
左
京
）

西
の
京
（
右
京
）

東
の
京
（
左
京
）

平安京略図
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1
羅
生
門

平
安
京
の
正
門
。

朱
雀
大
路
の
南
端
に
あ
っ
た

二
階
造
り
の
大
き
な
門
。
本

来
は
「
羅
城
門
」
と
表
記
。

2
丹
塗
り

赤
色
の
顔
料
で
あ

る
丹
ま
た
は
朱
で
塗
っ
て
あ

る
こ
と
。

3
朱
雀
大
路

平
安
京
の
中
央

を
南
北
に
走
る
大
通
り
。

4
市
女
笠

菅す
げ

や
竹
で
編
ん
だ

笠
。
も
と
は
市
女
（
市
場
で

物
を
売
る
女
性
）
が
用
い
、

の
ち
に
、
女
性
の
外
出
の
際

に
多
く
着
用
さ
れ
た
。

羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨あ

ま

や
み
を
待
っ
て
い
た
。

広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
外ほ
か

に
誰
も
い
な
い
。
た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
丹に

塗ぬ

り
の
剝
げ
た
、
大

き
な
円ま
る

柱ば
し
らに

、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
止
ま
っ
て
い
る
。
羅
生
門
が
、
朱す

雀ざ
く

大お
お

路じ

に
あ
る
以
上
は
、
こ
の

男
の
外
に
も
、
雨
や
み
を
す
る
市い
ち

女め

笠が
さ

や
揉も

み

烏え

帽ぼ

子し

が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
い
な
い
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
、
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻つ
じ

風か
ぜ

と
か
火
事
と
か
飢き

饉き
ん

と
か
い
う

災
い
が
続
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
洛ら
く

中ち
ゅ
うの

さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、

仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔は
く

が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積

み
重
ね
て
、
薪た
き
ぎの

料し
ろ

に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門

の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ
り
誰
も
捨
て
て
顧
み
る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ

1

2

3

4

5

6

7

204

小
説
（
一
）
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異
常
な
状
況
が
常
態
化
し
て
い
る
。
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5
揉
烏
帽
子

男
性
が
平
常
服

の
際
に
用
い
た
か
ぶ
り
物
。

6
辻
風

つ
む
じ
風
。
旋
風
。

7
旧
記

古
い
記
録
。

8
鴟
尾

宮
殿
・
仏
殿
な
ど
の

棟
の
両
端
に
取
り
付
け
た
飾

り
。

い
こ
と
に
し
て
、
狐こ

狸り

が
棲す

む
。
盗ぬ

す

人び
と

が
棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人

を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
き
て
、
捨
て
て
い
く
と
い
う
習
慣
さ
え
で
き
た
。
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な

く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味
を
悪
が
っ
て
、
こ
の
門
の
近
所
へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
か
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
。
昼
間
見
る
と
、
そ
の
か
ら

す
が
、
何
羽
と
な
く
輪
を
描
い
て
、
高
い
鴟し

尾び

の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て
い
る
。
こ
と
に

門
の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
ご
ま
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
。

か
ら
す
は
、
も
ち
ろ
ん
、
門
の
上
に
あ

る
死
人
の
肉
を
、
つ
い
ば
み
に
来
る
の

で
あ
る
。

―
も
っ
と
も
今
日
は
、
刻

限
が
遅
い
せ
い
か
、
一
羽
も
見
え
な
い
。

た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
崩
れ
か
か
っ

た
、
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
目
に
長
い
草

の
生
え
た
石
段
の
上
に
、
か
ら
す
の
く

そ
が
、
点
々
と
白
く
こ
び
り
つ
い
て
い

る
の
が
見
え
る
。
下
人
は
七
段
あ
る
石
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1
羅
生
門

　
平
安
京
の
正
門
。

朱
雀
大
路
の
南
端
に
あ
っ
た

二
階
造
り
の
大
き
な
門
。
本

来
は
「
羅
城
門
」
と
表
記
。

2
丹
塗
り

　
赤
色
の
顔
料
で
あ

る
丹
ま
た
は
朱
で
塗
っ
て
あ

る
こ
と
。

3
朱
雀
大
路

　
平
安
京
の
中
央

を
南
北
に
走
る
大
通
り
。

4
市
女
笠

　
菅す

げ

や
竹
で
編
ん
だ

笠
。
も
と
は
市
女
（
市
場
で

物
を
売
る
女
性
）
が
用
い
、

の
ち
に
、
女
性
の
外
出
の
際

に
多
く
着
用
さ
れ
た
。

羅ら

生し
ょ
う

門も
ん

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

　
あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨あ

ま

や
み
を
待
っ
て
い
た
。

　
広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
外ほ
か

に
誰
も
い
な
い
。
た
だ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
丹に

塗ぬ

り
の
剝
げ
た
、
大

き
な
円ま
る

柱ば
し
らに

、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
止
ま
っ
て
い
る
。
羅
生
門
が
、
朱す

雀ざ
く

大お
お

路じ

に
あ
る
以
上
は
、
こ
の

男
の
外
に
も
、
雨
や
み
を
す
る
市い
ち

女め

笠が
さ

や
揉も

み

烏え

帽ぼ

子し

が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
こ
の
男
の
外
に
は
誰
も
い
な
い
。

　
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
、
三
年
、
京
都
に
は
、
地
震
と
か
辻つ
じ

風か
ぜ

と
か
火
事
と
か
飢き

饉き
ん

と
か
い
う

災
い
が
続
い
て
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
洛ら
く

中ち
ゅ
うの

さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、

仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔は
く

が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積

み
重
ね
て
、
薪た
き
ぎの

料し
ろ

に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
洛
中
が
そ
の
始
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門

の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ
り
誰
も
捨
て
て
顧
み
る
者
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
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大
意

飢
え
死
に
を
し
な
い
た
め
に
盗
人
に
な
る
と
い
う
決
断
が
で
き
ず

に
い
た
下
人
は
、羅
生
門
の
楼
内
で
老
婆
に
遭
遇
す
る
。
生
き
る
た

め
に
は
悪
行
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
発
言
を
聞
い
て
勇
気
が
生

じ
、
老
婆
の
着
物
を
奪
い
、
夜
の
闇
へ
と
消
え
て
い
く
。

◎
第
一
段（〈
悪
〉の
道
に
足
を
踏
み
出
せ
な
い
下
人
）

季
節
は
秋

女
性

男
性

全
て「
天
災（
＝
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
も
の
）」で
あ
る
。

都
の
中

は
な
は
だ
し
い

矢吹申彦・画
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1

芥
川

所
在
不
明
。
現
在
の
大
阪
府
高た

か

槻つ
き

市
に

あ
る
川
と
す
る
説
も
あ
る
。

▼ 

問 「
か
れ
は
何
ぞ
。」
の
「
か
れ
」
は
何
を
指
す
か
。

芥あ
く
た

川が
は

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得う

ま
じ
か
り
け

る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か

ら
う
じ
て
盗
み
出い

で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。

芥
川
と
い
ふ
川
を
率ゐ

て
行
き
け
れ
ば
、
草
の
上

＊

＊＊

1

＊

文
章
と
絵
画
を
結
び
つ
け
て
捉
え
る
こ
と
を

通
し
て
、
心
情
表
現
に
つ
い
て
考
え
を
深
め

よ
う
。

伊い

勢せ

物
語 物

語
に
表
れ
た
心
情
表
現
を
考
え
る

言
語
文
化
の

継
承
と
創
造

2 

神

　こ
こ
で
は
雷
の
こ
と
。

3 

い
み
じ
う

　「い
み
じ
く
」
の
音
便
。

4 

い
た
う

　「い
た
く
」
の
音
便
。

5 

胡
簶

　矢
を
入
れ
て
背
負
う
筒
型
の
道
具
。

＊
語
句

え
～
打
消
／
わ
た
る
／
い
と
／
率
る
／
い
み
じ
／

い
た
し

に
置
き
た
り
け
る
露
を
、「
か
れ
は
何
ぞ
。」
と

な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
行
く
先
多
く
、
夜
も
更ふ

け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ

へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け

れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
押
し

入
れ
て
、
男
、
弓
・
胡や
な
簶ぐ
ひ
を
負
ひ
て
戸
口
に
を

り
、
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り

け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。「
あ

な
や
。」
と
言
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
、

▼

2

＊
3

＊
4

5

歌
物
語

700

1000
平安

1500

1700

1900

室町

江戸

明治

令和

奈良

鎌倉

平成
昭和
大正

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
も
な
か
っ

た
女
を
、

長
年

求
婚
し
続
け
て
き
た
の
だ
が
、

「
あ
れ
は
何
で
す
か
。」

道
の
り
が
遠
く
、

鬼
が
い
る
所

　

　　知
ら
な
い
で
、　雷
ま
で

荒
れ
果
て
て
い
る

早
く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い

　座
っ
て
い

る
間
に
、

『伊勢物語絵巻』（江戸時代後期の模本）
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◎
第
二
段（
男
と
女
の
逃
避
行
）

程
度
が
は
な
は
だ
し
い

た
い
そ
う
ひ
ど
く
鳴
り

た
い
そ
う降

っ
て
き

た
の
で

係

結
び

接
助（
順
・
確
）

接
助（
打
消
）

更

け
た
の
で

　
　
　
　
　
　

男
は

終
助（
他
に
対
す
る
願
望
）

ゐ
る
＝
座
る

鬼
が（
女
を
）た
ち
ま
ち
一
口
で
食
っ
て

し
ま
っ
た

（
女
は
）

（東京国立博物館／DNPアートコミュニケーションズ提供）

「
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
」の
こ
と
。こ
こ
か
ら

「
女
」は
普
段
外
に
出
て
そ
の
よ
う
な
露
を
見
た
こ

と
も
な
い
深
窓
の
姫
君
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（矢吹申彦・画）
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1

芥
川

　所
在
不
明
。
現
在
の
大
阪
府
高た

か

槻つ
き

市
に

あ
る
川
と
す
る
説
も
あ
る
。

▼
問
「
か
れ
は
何
ぞ
。」
の
「
か
れ
」
は
何
を
指
す
か
。

芥あ
く
た

川が
は

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得う

ま
じ
か
り
け

る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か

ら
う
じ
て
盗
み
出い

で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。

芥
川
と
い
ふ
川
を
率ゐ

て
行
き
け
れ
ば
、
草
の
上

＊

＊＊

1

＊

文
章
と
絵
画
を
結
び
つ
け
て
捉
え
る
こ
と
を

通
し
て
、
心
情
表
現
に
つ
い
て
考
え
を
深
め

よ
う
。

伊い

勢せ

物
語 物

語
に
表
れ
た
心
情
表
現
を
考
え
る

言
語
文
化
の

継
承
と
創
造

2

神

こ
こ
で
は
雷
の
こ
と
。

3

い
み
じ
う
「
い
み
じ
く
」
の
音
便
。

4

い
た
う
「
い
た
く
」
の
音
便
。

5

胡
簶

矢
を
入
れ
て
背
負
う
筒
型
の
道
具
。

＊
語
句

え
～
打
消
／
わ
た
る
／
い
と
／
率
る
／
い
み
じ
／

い
た
し

に
置
き
た
り
け
る
露
を
、「
か
れ
は
何
ぞ
。」
と

な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
行
く
先
多
く
、
夜
も
更ふ

け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ

へ
い
と
い
み
じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け

れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
押
し

入
れ
て
、
男
、
弓
・
胡や
な
簶ぐ
ひ
を
負
ひ
て
戸
口
に
を

り
、
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り

け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。「
あ

な
や
。」
と
言
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
、

▼

2

＊
3

＊
4

5

歌
物
語

700

1000
平安

1500

1700

1900

室町

江戸

明治

令和

奈良

鎌倉

平成
昭和
大正

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
も
な
か
っ

た
女
を
、

　　長
年

　
　
　求
婚
し
続
け
て
き
た
の
だ
が
、

「
あ
れ
は
何
で
す
か
。」

道
の
り
が
遠
く
、

鬼
が
い
る
所

知
ら
な
い
で
、
雷
ま
で

荒
れ
果
て
て
い
る

早
く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い

座
っ
て
い

る
間
に
、

『伊勢物語絵巻』（江戸時代後期の模本）
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大
意

昔
、
男
が
、
数
年
通
っ
て
い
た
女
を
盗
み
出
し
、
暗
い
夜
に
芥
川
ま

で
来
た
。
女
は
草
に
置
く
露
を
見
て「
あ
れ
は
何
で
す
か
。」と
尋
ね

る
。
そ
の
夜
は
大
雨
で
、
雷
さ
え
鳴
り
出
す
。
男
は
あ
ば
ら
屋
に
女

を
残
し
、
外
で
警
護
に
当
た
っ
た
が
、
あ
ば
ら
屋
に
は
鬼
が
い
て
女

を
食
っ
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
、
男
が
小
屋
を
見
る
と
女
が
い
な
い
。

男
は
地
団
駄
を
踏
ん
で
悔
し
が
り
、
嘆
き
の
歌
を
よ
ん
だ
。

◎
第
一
段（
女
を
盗
み
出
し
た
男
）

数
年
に
わ
た
っ
て

ず
っ
と
…
し
続
け
る

と
て
も
、
非
常
に

と
て
も
暗
い
夜
に
逃
げ
出
し
た

連
れ
て

（
女
は
）

助
動（
打
消
推
量
・
連
用
）

格
助（
同
格
）

「
え
…（
打
消
）」の
形（
不
可
能
）
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◉
品
詞
分
解
と
口
語
訳

◆
芥
川

19  第 1 教材　伊勢物語

〔
品
詞
分
解
〕

〔
口
語
訳
〕

❶
昔
、
男
が
い
た
。

❷
女
で
（
思
い
の
か
な
え
ら
れ
な
い
）、手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
そ
う
に
も
な
か
っ
た
女
を
、
数
年
に
わ
た
っ

て
求
婚
し
続
け
て
い
た
が
、
や
っ
と
の
こ
と
で
（
そ
の

女
を
）
盗
み
出
し
て
、と
て
も
暗
い
夜
に
逃
げ
出
し
た
。

❸
芥
川
と
い
う
川
の
畔
ま
で
女
を
連
れ
て
き
た
と
こ

ろ
、（
女
は
）
草
の
上
に
置
く
露
を
「
あ
れ
は
何
で
す

か
。」
と
男
に
尋
ね
た
。（
男
は
答
え
な
か
っ
た
。）

❹
（
男
は
）
道
の
り
が
遠
く
、
夜
も
す
っ
か
り
更
け
た

の
で
、
鬼
が
す
む
所
と
も
知
ら
ず
、
雷
ま
で
た
い
そ
う

ひ
ど
く
鳴
り
、
雨
も
ひ
ど
く
降
っ
て
き
た
の
で
、
荒
れ

果
て
た
蔵
に
、
女
を
奥
の
方
に
押
し
入
れ
て
、
男
は
、

弓
、
胡
簶
を
背
負
っ
て
戸
口
に
い
て
守
っ
て
い
る
。
早

く
夜
が
明
け
て
ほ
し
い
と
思
い
な
が
ら
座
っ
て
い
る
間

に
、
鬼
が
（
女
を
）
た
ち
ま
ち
一
口
で
食
っ
て
し
ま
っ

た
。

❶
昔む
か
し

、
男を

と
こ

　

あ
り

動（
ラ
変･

連
用
）　

け
り
。

助
動（
過
去･

終
止
）

❷
女を

ん
な

の
格
助（
同
格
）
　
え副

　

得う

動（
ア
下
二･

終
止
）　

ま
じ
か
り

助
動（
打
消
推
量･

連
用
）　

け
る

助
動（
過
去･

連
体
）
　

を
、

格
助（
対
象
）
　
年と

し

　

を
格
助（
時
間
）
　

経へ

動（
ハ
下
二･

連
用
）
　

て
接
助（
単
接
）
　
よ
ば
ひ
わ
た
り

動（
ラ
四･

連
用
）

　

け
る

助
動（
過
去･

連
体
）
　

を
、

接
助（
単
接
）
　
か
ら
う
じ
て

副

　
盗ぬ

す

み
出い

で

動（
ダ
下
二･

連
用
）
　

て
、

接
助（
単
接
）
　
い
と副

　

暗く
ら

き

形（
ク･

連
体
）　

に
格
助（
時
間
）
　

来き

動（
カ
変･

連
用
）　

け
り
。

助
動（
過
去･

終
止
）

❸
芥あ

く
た

川が
は

　

と
格
助（
引
用
）
　

い
ふ

動（
ハ
四･

連
体
）　
川か

は

　

を
格
助（
場
所
）
　

率ゐ

動（
ワ
上
一･

連
用
）
　

て
接
助（
単
接
）
　

行ゆ

き

動（
カ
四･

連
用
）　

け
れ

助
動（
過
去･

已
然
）
　

ば
、

接
助（
順
接
・
確
定
）
　
草く

さ

　

の
格
助（
体
修
）
　
上う

へ

　

に
格
助（
場
所
）
　

置お

き

動（
カ
四･

連
用
）　

た
り

助
動（
存
続･

連
用
）
　

け
る

助
動（
過
去･

連
体
）
　
露つ

ゆ

　

を
、

格
助（
対
象
）
　

「
か
れ

代
名

　

は
係
助（
区
別
）
　
何な

に
代
名
　

ぞ
。」

係
助（
強
意
）
　

と
格
助（
引
用
）
　

な
む

係
助（
強
意
・
係
）　
男を

と
こ

　

に
格
助（
対
象
）
　

問と

ひ

動（
ハ
四･

連
用
）　

け
る
。

助
動（
過
去･

連
体
・
結
）

❹
行ゆ

く
先さ

き

　
多お

ほ

く
、

形（
ク･

連
用
）　
夜よ

　

も
係
助（
添
加
）
　

更ふ

け

動（
カ
下
二･

連
用
）　

に

助
動（
完
了･

連
用
）
　

け
れ

助
動（
過
去･

已
然
）
　

ば
、

接
助（
順
接･

確
定
）
　
鬼お

に

　

あ
る

動（
ラ
変･

連
体
）　
所と

こ
ろ

　

と
格
助（
引
用
）
　

も
係
助（
強
意
）
　

知し

ら

動（
ラ
四･

未
然
）　

で
、

接
助（
打
消
）
　
神か

み

　

さ
へ

副
助（
添
加
）
　
い
と副

　
い
み
じ
う

形（
シ
ク･

連
用
）
　

鳴な

り
、

動（
ラ
四･

連
用
）　
雨あ

め

　

も
係
助（
強
意
）
　

い
た
う

形（
ク･

連
用･

音
便
）　

降ふ

り

動（
ラ
四･

連
用
）　

け
れ

助
動（
過
去･

已
然
）
　

ば
、

接
助（
順
接･

確
定
）
　
あ
ば
ら
な
る

形
動（
ナ
リ･

連
体
）
　
蔵く

ら

　

に
、

格
助（
場
所
）
　
女を

ん
な

　

を
格
助（
対
象
）
　

ば

係
助（
強
意
・「
は
」の
濁
音
化
）　
奥お

く

　

に
格
助（
場
所
）
　
押お

し
入い

れ

動（
ラ
下
二･

連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）
　
男を

と
こ

、
弓ゆ

み

・
胡や

な

簶ぐ
ひ

　

を
格
助（
対
象
）
　

負お

ひ

動（
ハ
四･

連
用
）　

て
接
助（
単
接
）
　
戸と

口ぐ
ち

　

に
格
助（
場
所
）
　

を
り
、

動（
ラ
変･

連
用
）　
は
や副

　
夜よ

　

も
係
助（
強
意
）
　

明あ

け

動（
カ
下
二･

未
然
）　
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◆
筒
井
筒

第 3 単元　言葉は時空をかけめぐる  18

段

　落

ペ
ー
ジ
・
行

大

　
　意

第
一
段

初
め
～
99
・
9「
あ
ひ
に
け
り
。」
幼
な
じ
み
の
男
女
の
結
婚

　
昔
、
井
戸
の
そ
ば
で
遊
ん
で
い
た
幼
な
じ
み
の
男
女
が
か
ね
て
か
ら
の
願
い
ど
お
り
結
婚
し
た
。

第
二
段

100
・
1
「
さ
て
年
ご
ろ
経
る
ほ

ど
に
、」
～
終
わ
り

妻
の
愛
と
男
の
改
心

　
年
月
が
た
っ
て
女
の
親
が
亡
く
な
り
生
活
が
心
細
く
な
る
と
、
男
に
は
他
に
通
う
女
が
で
き
た
。
し
か
し
、
男
は
も
と
の
女
の
変
わ
ら

ぬ
愛
を
知
り
、
男
は
他
の
女
の
元
に
通
わ
な
く
な
っ
た
。

【
第
一
段
】
幼
な
じ
み
の
男
女
の
恋

─
成
就＝

つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り

　
㊚
こ
の
女
を
こ
そ
得
め

㊛
こ
の
男
を
（
こ
そ
得
め
）

　
　
「
筒
井
筒
…
…
」
の
歌

　「
比
べ
来
し
…
…
」
の
歌

〈
過
去
〉
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け

比
べ
来
し
振
り
分
け
髪

〈
現
在
〉
過
ぎ
に
け
ら
し
な

肩
過
ぎ
ぬ

＝

大
人
に
な
っ
た

⇐

〈
未
来
〉　
　
結
婚

君
な
ら
ず
し
て
誰
か
上
ぐ
べ
き

＝

あ
な
た
と
結
婚
し
た
い

【
第
二
段
】
夫
婦
の
危
機

回
避

　
女
の
親
の
死
　
→
　
経
済
的
困
窮

㊚
も
ろ
と
も
に
言
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は

　
高
安
の
郡
に
、
行
き
通
ふ
所
出
で
来
に
け
り

妻
の
浮
気
を
疑
い
、
前
栽
に
隠
れ
様
子
を
う
か
が
う限

り
な
く
か
な
し

㊛
悪
し
と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
、
出
だ
し
や
り
け
れ
ば

　
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
眺
め
て

　
「
風
吹
け
ば
…
…
」
の
歌
…
夫
の
安
全
を
祈
る

◉
展
開
図
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●精選

●精選●新

●新

※
『
教
師
用
教
科
書
』
の
み
を
除
く
、

「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
版
」
の

ご
用
意
も
ご
ざ
い
ま
す
。

▪
各
二
七
、
五
〇
〇
円
（
税
込
）

「
指
導
と
評
価
」を
支
え
る
指
導
書・教
材

『
精
選
言
語
文
化
』『
新
言
語
文
化
』

指
導
書　
各
三
三
、
〇
〇
〇
円(

税
込)

［
内
容
解
説
資
料
］



言
語
文
化

39 38

付
属
教
材
集

提
示
用
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

教
科
書
教
材
を
使
っ
た
難
易
度
別
テ
ス
ト
問
題

構
成
・
内
容
理
解
シ
ー
ト

古
文
品
詞
分
解
シ
ー
ト

『精選』は標準・発展の2段階、『新』は基礎・標準・発展の3段階のテス
ト問題をお使いいただけます（各段階の中に複数のテストがある教材もご
ざいます）。Googleフォームで使える解答用フォームもご用意します。

幅広いカリキュラム・授業展開にお使いいただけるよう、付属教材集を
ご用意しています。また、それぞれに実力問題がついています。

教材文の構成や内容を、書き込みながら
理解していくことができるワークシート
です。予習・復習用としてもご利用いた
だけます。

古文教材に品詞を書き込んでいけるよう、
本文の行間をあけたワークシートです。
正解を赤字で入れたシートもご用意して
います。

教材本文を提示できるパワーポイント
データです。古文・漢文の口語訳・訓
点のオンオフも可能です。板書代わり
の提示や、オリジナルのスライド作り
にご利用いただけます。

－ 1 －

 
 

借
虎
威 

 

� 

�
次
の
文
章
を
読
ん
で
�
後
の
問
い
に
答
え
よ
� 

 

�
標
準
問
題
� 

 

 

問
一 

二
重
傍
線
ａ
�
ｃ
の
読
み
を
�
送
り
仮
名
も
含
め
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
て
全
て
平
仮
名
で
記
せ
� 

問
二 

傍
線
１
・
４
・
５
・
６
が
指
す
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
�
記
号
で
答
え
よ
�
同
じ
も
の
を
何
度
選
ん

で
も
良
い
� 

 
 

 

① 

虎 
 

② 

狐 
 

③ 

百
獣 

問
三 

空
欄
� 

Ａ 

�
�
� 

Ｃ 

�
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
�
記
号
で
答
え

よ
� 

 
 

 

Ａ 

① 

友 
 

② 

命 
 

③ 

詐 
 

④ 

然 
 

⑤ 

長 
 

 
 

Ｂ 

① 

得 
 

② 

食 
 

③ 

畏 
 

④ 

侮 
 

⑤ 

求 
 

 
 

Ｃ 

① 

走 
 

② 

畏 
 

③ 

行 
 

④ 

食 
 

⑤ 

侮 

問
四 

傍
線
２
に
�
敢
へ
て
我
を
食
ら
ふ
こ
と
無
か
れ
�
と
い
う
書
き
下
し
文
に
従
�
て
返
り
点
を
施
せ
� 

問
五 

傍
線
３
を
�
１
�
書
き
下
し
文
に
し
�
�
２
�
口
語
訳
せ
よ
� 

問
六 

傍
線
７
を
口
語
訳
せ
よ
� 

問
七 

�
虎
の
威
を
借
る
�
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
記
せ
� 

 

羅
生
門 

● 

次
の
空
欄
を
文
章
中
の
語
句
で
補
え
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
初
め
～
p.
27
・
l
・
4
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
p.
27
・
l
・
5
～
p.
30
・
l
・
1
） 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
し
ご
か
ら
上
へ
飛
び
上
が
っ
た
。 

  

京
都
の
町
… 

災
い
続
き
で
ひ
と
と
お
り
で 

な
く
さ
び
れ
て
い
る
。 

 

門
の
修
理
な
ど
顧
み
る
者
は 

な
い
。 

 
 

↓
荒
れ
は
て
た
羅
生
門 

 

・
狐
狸
や
○ア

〔 
 

 
 

〕

が
棲
む
。 

 

・
○イ

〔 
 

 
 

〕
を
捨
て

て
い
く
。 

 

・ 

主
人
か
ら
○ウ

〔 
 

 
 

 
 

 
 

〕
た
め
に

帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
。 

・ 

○エ

〔 
 

 
 

 
 

 
 

〕
を
ど
う
に
か
し
よ

う
と
い
う
考
え 

 
 

↓ 

 
 
 
 
 
 

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 

 
 

 

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
ど
う
に
か
す

る
に
は
、
○オ

〔 
 
 
 

〕
を
選
ん
で
い
る

い
と
ま
は
な
い
。 

 
 
 

 

 
 
 

＝
○カ

〔 
 
 
 

〕
に
な
る
よ
り
な
い
。 

   
 

肯
定
す
る
だ
け
の
○キ

〔 
 
 
 

〕
が
出
な
い
。

舞台：羅生門 

主人公：下人 

羅生門の下

で雨やみを

待つ下人。 

門の上で夜を

明かそうと、

楼に登る。 

○ク

〔 
 
 
 

〕
ば
か
り
か
と
思
っ
て 

い
た
楼
の
内
に
老
婆
を
見
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

死
人
の
○サ

〔 
 
 
 
 

〕
を
抜
く 

 
 

 

老
婆
。 

六
分
の
○ケ

〔 
 
 
 

〕
と
四
分
の
○コ

〔 
 
 
 
 
 

〕。

 
 

○シ

〔 
 
 
 

〕
は
消
え
る
。 

激
し
い
○ス

〔 
 
 
 

〕

を
覚
え
始
め
る
。 

   

あ
ら
ゆ
る
○セ

〔 
 
 

〕
に
対
す
る
反
感
。 

  

 

○ソ

〔 
 
 
 

〕
に
な
る
と
い
う
さ
っ
き
ま
で
の 

考
え
は
忘
れ
て
い
る
。 

飢
え
死
に

＜ 
 

盗
人 

楼
の
内
部
を
の
ぞ
く
下
人 

 

羅
生
門
と
下
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

伊
勢
物
語 

  
 

芥
川 

   

昔

、

男

あ

り

け

り

。

女

の

 

 

え

得

ま

じ

か

り

け

る

を

、

年

を

 

 

経

て

よ

ば

ひ

わ

た

り

け

る

を

、

か

ら

う

じ

て

 

 

盗

み

出

で

て

、

い

と

暗

き

に

来

け

り

。

 

 

芥

川

と

い

ふ

川

を

率

て

 

 

行

き

け

れ

ば

、

草

の

上

に

 

 

置

き

た

り

け

る

露

を

、

「

か

れ

は

何

ぞ

。

」

 

 

と

な

む

男

に

問

ひ

け

る

。

行

く

先

多

く

、

 

 

夜

も

更

け

に

け

れ

ば

、

鬼

あ

る

 

 

所

と

も

知

ら

で

、

神

さ

へ

い

と

い

み

じ

う

 

 
鳴

り

、

雨

も

い

た

う

降

り

け

れ

ば

、

 

 

あ

ば

ら

な

る

蔵

に

、

女

を

ば

奥

に

押

し

入

れ

て

、

 

 

男

、

弓

・

胡

簶

を

負

ひ

て

戸

口

に

を

り

、

は

や

 

 

夜

も

明

け

な

む

と

思

ひ

つ

つ

 

 

ゐ

た

り

け

る

に

、

鬼

は

や

一

口

に

 

 

食

ひ

て

け

り

。

「

あ

な

や

。

」

と

 

 

借
虎
威

●

次
の
空
欄
を
文
章
中
の
語
句
で
補
え
。 

  
                                          

〔

プ
ロ
セ
ス

〕 

虎
が
、
之
（
＝
○カ

〔

〕
）
の
後
ろ
か
ら
歩
い
て
い
く
と
、 

○キ

〔

〕
は
之
（
＝
○ク

〔

〕）
を
見
て
、
皆
逃
げ
て
い
っ
た
。 

多
く
の
獣
を
つ
か
ま
え
て
食
べ
る 

虎
の
思
い
込
み

…

獣
は
○ケ

〔

〕
を
恐
れ
て
逃
げ
た
。 

狐
の
知
恵 

食
わ
れ
ま
い
と
し
て
だ
ま
す 

虎…強い 

狐…弱い 

信
じ
ら
れ
な
い
な
ら 

 

○ウ

〔

〕
（
＝
虎
）
の
前
を
歩
こ
う
。 

私
の
後
に
つ
い
て
よ
く
見
な
さ
い
。 

○エ

〔

〕
は
皆
、
○オ

〔

〕
（
＝
狐
）
を
見
て
、
逃
げ
る

に
違
い
な
い
。 

 

○ア

〔

〕
が
私
を
○イ

〔

〕
の
王
に 

し
て
い
る
の
で
私
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。 

＝ 

伊
勢
物
語 

  
 

芥
川 

   
 
 

 
 

動
（
ラ
変
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
終
止
） 

 
 

格
助
（
同
格
） 

 

 

昔
、
男 

あ
り 

 
 

 
 
 
 

け
り
。 

 
 
 

 
 
 

女 

の 
 
 

 
 

 
 

 

副 

動
（
ア
下
二
・
終
止
） 

助
動
（
打
消
推
量
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
連
体
） 

格
助
（
対
象
） 

 

格
助
（
時
間
） 

 

え 

得 
 

 
 
 

 
 

 
 

ま
じ
か
り 

 
 

 
 

 
 
 

け
る 

 
 
 

 
 

 
 

を
、 

 
 
 

年 

を 
 
 
 

 
 

 

 

動
（
ハ
下
二
・
連
用
） 

接
助
（
単
接
） 

動
（
ラ
四
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
連
体
） 

接
助
（
単
接
） 

副 
 
 

 
 

 

経 
 

 
 

 
 
 

 
 

て 
 
 

 
 

 

よ
ば
ひ
わ
た
り 

 
 

け
る 

 
 
 

 
 
 
 

を
、 

 
 

 
 

か
ら
う
じ
て 

 

 

動
（
ダ
下
二
・
連
用
） 

接
助
（
単
接
） 

副 
 

形
（
ク
・
連
体
） 

格
助
（
時
間
） 

動
（
カ
変
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
終
止
） 

盗
み
出
で 

 
 
 

 
 

て
、 

 
 
 

 

い
と 

暗
き 

 
 

 
 

 

に 
 
 

 
 
 

来 
 

 
 
 

 
 

 

け
り
。 

 
 
 
 

 

  
 
 

格
助
（
引
用
） 

動
（
ハ
四
・
連
体
） 

 

格
助
（
場
所
） 

動
（
ワ
上
一
・
連
用
） 

接
助
（
単
接
） 

 

芥
川 

と 
 
 
 

 
 

い
ふ 

 
 
 

 
 

川 

を 
 
 
 

 
 

率 
 

 
 

 
 
 
 

 

て 
 
 

 
 

 
 

 

動
（
カ
四
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
已
然
） 

接
助
（
順
接
・
確
定
） 

 

格
助
（
体
修
） 

 

格
助
（
場
所
） 

 

行
き 

 
 

 
 
 

 

け
れ 

 
 

 
 

 
 
 

ば
、 

 
 
 

 
 

 

草 

の 
 

 
 
 

上 

に 
 

 
 

 
 
 

 

動
（
カ
四
・
連
用
） 

助
動
（
存
続
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
連
体
） 

 

格
助
（
対
象
） 

代
名 

係
助
（
区
別
） 

代
名 

終
助
（
強
意
） 

置
き 

 
 

 
 
 

 

た
り 

 
 

 
 

 
 
 

け
る 

 
 
 

 
 

 

露 

を
、 

 
 
 

「
か
れ 

は 
 

 
 
 
 

何 
 

ぞ
。
」 

 
 
 

 

格
助
（
引
用
） 

係
助
（
強
意
・
係
） 

 

格
助
（
対
象
） 

動
（
ハ
四
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
連
体
・
結
） 

 
 

 

形
（
ク
・
連
用
） 

と 
 

 
 

 
 

な
む 

 
 
 
 

 

男 

に 
 
 

 
 
 

問
ひ 

 
 
 

 
 

 

け
る
。 

 
 
 
 

 
 

 

行
く
先 

多
く
、 

 
 

 
 

  
 

係
助
（
添
加
） 

動
（
カ
下
二
・
連
用
） 

助
動
（
完
了
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
已
然
） 

接
助
（
順
接
・
確
定
） 

 

動
（
ラ
変
・
連
体
） 

夜 

も 
 

 
 
 

 

更
け 

 
 

 
 

 
 
 

に 
 

 
 
 

 
 

 
 

け
れ 

 
 
 
 

 
 

 

ば
、 

 
 

 
 
 
 

鬼 

あ
る 

 
 

 
 

 

  
 

格
助
（
引
用
） 

係
助
（
強
意
） 

動
（
ラ
四
・
未
然
） 

接
助
（
打
消
） 

 

副
助
（
添
加
） 

副 
 

形
（
シ
ク
・
連
用
・
音
便
） 

 

所 

と 
 

 
 
 

 

も 
 
 
 

 
 

知
ら 

 
 

 
 
 
 

で
、 

 
 

 

神 

さ
へ 

 
 

 
 

い
と 

い
み
じ
う 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

動
（
ラ
四
・
連
用
） 

 

係
助
（
添
加
） 

形
（
ク
・
連
用
・
音
便
） 

動
（
ラ
四
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
已
然
） 

接
助
（
順
接
・
確
定
） 

鳴
り
、 

 
 
 
 

雨 

も 
 
 

 
 

 

い
た
う 

 
 
 
 

 
 

 

降
り 

 
 

 
 
 

 

け
れ 

 
 
 

 
 
 
 

ば
、 

 
 

 
 

 
 
 

 

形
動
（
ナ
リ
・
連
体
） 

 

格
助
（
場
所
） 

 

格
助
（
対
象
） 

係
助
（
強
意
） 

 

格
助
（
場
所
） 

動
（
ラ
下
二
・
連
用
） 

接
助
（
単
接
） 

あ
ば
ら
な
る 

 
 

 

蔵 

に
、 

 
 

 

女 

を 
 

 
 
 

 

ば 
 
 

 
 

奥 

に 
 
 

 
 
 

押
し
入
れ 

 
 
 

 
 

て
、 

  
 
 

 
 

 
 

格
助
（
対
象
） 

動
（
ハ
四
・
連
用
） 

接
助
（
単
接
） 

 
 

 

格
助
（
場
所
） 

動
（
ラ
変
・
連
用
） 

副 
 

 

男
、
弓
・
胡
簶 

を 
 

 
 
 
 

負
ひ 

 
 

 
 

 
 

て 
 
 

 
 
 

戸
口 

に 
 

 
 

 
 

を
り
、 

 
 
 

 
 

は
や 

 

  
 
 

係
助
（
強
意
） 

動
（
カ
下
二
・
未
然
） 

終
助
（
他
に
対
す
る
願
望
） 

格
助
（
引
用
） 

動
（
ハ
四
・
連
用
） 

接
助
（
並
列
） 

 

夜 
 

も 
 
 
 

 
 

明
け 

 
 
 

 
 
 

 

な
む 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

と 
 
 

 
 

 

思
ひ 

 
 

 
 
 

 

つ
つ 

 
 
 

 
 

 

動
（
ワ
上
一
・
連
用
） 

助
動
（
存
続
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
連
体
） 

接
助
（
順
接
・
確
定
） 

 
 

副 
 
 
 

 

格
助
（
手
段
） 

ゐ 
 

 
 

 
 
 

 
 

た
り 

 
 
 

 
 
 

 

け
る 

 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 

鬼 
 

は
や 

一
口 

に 
 
 

 
 

 

動
（
ハ
四
・
連
用
） 

助
動
（
完
了
・
連
用
） 

助
動
（
過
去
・
終
止
） 

感
動 

 
 
 

格
助
（
引
用
） 

食
ひ 

 
 

 
 
 

 

て 
 
 
 

 
 

 
 
 

け
り
。 

 
 

 
 

 

「
あ
な
や
。
」 

と 
 

 
 
 

 

 

－ 1 － 

 
 

羅
生
門 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

芥
川
龍
之
介 

 

〔 

〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

【
発
展
問
題
１
】 

  

そ
れ
か
ら
、
何
分
か
の
後
で
あ
る
。

ら羅
し
ょ
う

生
も
ん門

の
楼
の
上
へ
出
る
、
幅
の
広
い
は
し
ご
の
中
段
に
、
一
人
の
男
が

 

１、
猫
の
よ
う
に
身
を

縮
め
て
、
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
楼
の
上
か
ら
さ
す
火
の
光
が
、
か
す
か
に
、
そ
の
男
の
右
の
頰
を
ぬ
ら

し
て
い
る
。
短
い
ひ
げ
の
中
に
、
赤
く
う
み
を
持
っ
た
に
き
び
の
あ
る
頰
で
あ
る
。
下
人
は
、
初
め
か
ら
、
こ
の
上
に
い
る
者
は
、
死
人

ば
か
り
だ
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
は
し
ご
を
二
、
三
段
上
っ
て
み
る
と
、
上
で
は
誰
か
火
を
と
ぼ
し
て
、
し
か
も
そ
の
火

を
そ
こ
こ
こ
と
、
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
濁
っ
た
、
黄
色
い
光
が
、
隅
々
に
く
も
の
巣
を
か
け
た
天
井
裏
に
、
揺
れ
な

が
ら
映
っ
た
の
で
、
す
ぐ

 

２に
そ
れ
と
知
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
い
る
か
ら
は
、
ど

う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
。 

 

下
人
は

 

３、
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
、
や
っ
と
急
な
は
し
ご
を
、
い
ち
ば
ん
上
の
段
ま
で
は
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
。

そ
う
し
て
体
を
で
き
る
だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
、
首
を
で
き
る
だ
け
、
前
へ
出
し
て
、
恐
る
恐
る
、
楼
の
内
を
の
ぞ
い
て
み
た
。 

 

見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
う
わ
さ
に
聞
い
た
と
お
り
、
幾
つ
か
の
死
骸
が

 

４、
無
造
作
に
捨
て
て
あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
囲
が
、

思
っ
た
よ
り
狭
い
の
で
、
数
は
幾
つ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
知
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
裸
の
死
骸
と
、
着
物
を

着
た
死
骸
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
女
も
男
も
ま
じ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
死
骸
は
皆
、
そ

れ
が
、
か
つ
て
、
生
き
て
い
た
人
間
だ
と
い
う
事
実
さ
え
疑
わ
れ
る
ほ
ど
、
土
を
こ
ね
て
造
っ
た
人
形
の
よ
う
に
、
口
を
開
い
た
り
手
を

伸
ば
し
た
り
し
て
、
ご
ろ
ご
ろ
床
の
上
に
転
が
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
肩
と
か
胸
と
か
の
高
く
な
っ
て
い
る
部
分
に
、
ぼ
ん
や
り
し
た
火

の
光
を
受
け
て
、
低
く
な
っ
て
い
る
部
分
の
影
を
い
っ
そ
う
暗
く
し
な
が
ら
、
永
久
に
お
し
の
ご
と
く
黙
っ
て
い
た
。 

 

下
人
は
、
そ
れ
ら
の
死
骸

 

ａの
腐
乱
し
た
臭
気
に
思
わ
ず
、
鼻

 

ｂを
覆
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
手
は
、
次
の
瞬
間
に
は
、
も
う
鼻
を
覆
う

こ
と
を
忘
れ
て
い
た

 

５。
あ
る
強
い
感
情
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の
嗅
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

下
人
の
目
は
、
そ
の
時
、
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
人
間
を
見
た
。

ひ檜
わ
だ皮
い
ろ色

の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、

痩
せ
た
、
白
髪
頭
の

 

６、
猿
の
よ
う
な
老
婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、
右
の
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の
木
切
れ
を
持
っ
て
、
そ
の
死
骸
の

一
つ
の
顔
を
の
ぞ
き
こ
む
よ
う
に
眺
め
て
い
た
。
髪
の
毛
の
長
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
た
ぶ
ん
女
の
死
骸
で
あ
ろ
う
。 

 

下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
、
暫
時
は
息
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。
旧
記
の
記
者
の
語
を
借
り
れ

ば
、
「
頭
身
の
毛
も
太
る
」
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
老
婆
は
、
松
の
木
切
れ
を
、
床
板
の
間

 

ｃに
挿
し
て
、
そ
れ
か
ら
、

今
ま
で
眺
め
て
い
た
死
骸
の
首
に
両
手
を
か
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
、
猿
の
親
が
猿
の
子
の
し
ら
み
を
取
る
よ
う
に
、
そ
の
長
い
髪
の
毛
を

一
本
ず
つ
抜
き
始
め
た
。
髪
は
手
に
従
っ
て
抜
け
る
ら
し
い
。 

 

そ
の
髪
の
毛
が
、
一
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
消
え
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
と
同

時
に
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
激
し

 

ｄい
憎
悪
が
、
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
。―

―

い
や
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
と
言
っ
て
は

 

ｅ、
語
弊
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
ご
と
に
強
さ
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
誰
か
が
こ
の

下
人
に
、
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え
て
い
た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か

盗
人

ぬ
す
び
と

に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
、
改
め
て
持
ち
出
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
下
人
は
、
な
ん
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
心
は
、
老
婆
の
床

に
挿
し
た
松
の
木
切
れ
の
よ
う
に
、
勢
い
よ
く
燃
え
上
が
り
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

問
一 

二
重
傍
線
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
示
せ
。 

問
二 

波
線
部
「
暫
時
」
を
、
同
じ
意
味
を
表
す
和
語
に
言
い
換
え
よ
。 

問
三 

傍
線
１
「
猫
の
よ
う
に
身
を
縮
め
て
」
、
傍
線
３
「
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
」
、
傍
線
６
「
猿
の
よ
う
な
老
婆
」
な
ど

の
動
物
を
使
っ
た
比
喩
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
。
説
明
せ
よ
。 

問
四 

傍
線
２
「
そ
れ
と
知
れ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
説
明
せ
よ
。 

問
五 

傍
線
４
「
無
造
作
に
捨
て
て
あ
る
」
と
同
じ
様
子
を
示
す
別
の
表
現
を
、
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。 

－ 1 － 

 
 

伊
勢
物
語 

芥
川 

 

〔 

〕
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

【
基
礎
問
題
】 

  

昔
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え

得う

ま
じ
か
り
け
る
を
、
年

 

ａを
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み

出い

で

て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。

芥
あ
く
た

川が
は

と
い
ふ
川

 

ｂを
率
て
行
き
け
れ
ば
、
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、
「
か
れ
は
何

ぞ
。
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
行
く
先
多
く
、
夜

 

ｃも
更
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
知
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み

じ
う
鳴
り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
押
し
入
れ
て
、
男
、
弓
・

や
な胡
ぐ
ひ簶

を
負
ひ
て

戸
口
に
を
り

、

 

Ⅰ

は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、  

Ⅱ鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。
「
あ
な
や
。
」
と

言
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
騒
ぎ
に
、
［ 

 
 

］
聞
か
ざ
り
け
り

 

Ⅲ。
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て

来こ

し

女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど

も

 

Ⅳ

か
ひ
な
し
。 

 
 

白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
答
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の
を 

 

問
一 

二
重
傍
線
ａ
～
ｃ
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
で
書
き
な
さ
い
。 

問
二 

波
線
Ⅰ
・
Ⅱ
の
「
は
や
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

① 

も
と
も
と 

 

② 

た
ち
ま
ち 

 

③ 

早
く 

問
三 

波
線
Ⅲ
・
Ⅳ
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

問
四 

［ 
 

 

］
に
入
る
平
仮
名
一
字
を
、
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

問
五 

傍
線
部
「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

① 

消
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
に
な
あ
。 

 
 

 

② 

消
え
て
し
ま
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
。 

 
 

 

③ 

消
え
て
し
ま
う
は
ず
だ
っ
た
の
に
な
あ
。 

 

年 
 

 

組 
 

 

番 
 

名
前
（ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

 

一 

ａ
［ 

 
 

 
 

 
 

 

］ 

ｂ
［ 

 
 

 
 

 
 

 

］ 

ｃ
［ 

 
 

 
 

 
 

 

］ 

二 

Ⅰ
［ 

 
 

］ 

Ⅱ
［ 

 
 

］ 

三 

Ⅲ
［ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

］ 

Ⅳ
［ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

］ 

四
［ 

 
 

］ 

五
［ 

 
 

］ 

◉
付
属
古
典
教
材
集
（「
言
語
文
化
」2
書
名
共
通
）

　　

• 

枕
草
子　
五
月
ば
か
り
な
ど
に

　

• 

徒
然
草　
花
は
盛
り
に

　

• 

伊
勢
物
語　
筒
井
筒

　

• 

晏
子
之
御
（
史
記
）

　

• 

孟
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◉
付
属
文
学
教
材
集
（
三
省
堂
国
語
教
科
書
共
通
）

　　

• 

な
め
と
こ
山
の
熊
（
宮
沢
賢
治
）

　

• 

夢
十
夜   

第
一
夜
・
第
六
夜
（
夏
目
漱
石
）

　

• 

富
嶽
百
景
（
太
宰
治
）

　

• 

羅
生
門
（
芥
川
龍
之
介
）

　

• 

汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
…
…
（
中
原
中
也
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
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文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う	

人
物
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
を
追
う
こ
と
を
通
し
て
、
物
語
の

展
開
を
把
握
し
よ
う
。

1

作
品
の
舞
台
設
定
を
確
認
し
よ
う
。

1
　
京
都
の
町
や
羅
生
門
の
描
写
に
着
目
し
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
当
時
の

社
会
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
な
さ
い
。

①
　
京
都
の
町
の
様
子
は
、
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て

は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・
ａ

朝
の
あ
る
時
期
、
京
都
で
は
こ
の
二
、
三
年
の
間
に
、

ｂ

や
ｃ

、
ｄ

、

ｅ

な
ど
の
災
い
が
続
け
ざ
ま
に
起
こ
り
、
洛ら

く

中ち
ゅ
う

の

ｆ

は
ひ
と
と
お
り
で
な
か
っ
た
。
仏
像
や

仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
木
を
ｇ

と
し
て
売
っ
て
い
る

者
も
い
た
と
い
う
。

②
　
羅
生
門
の
様
子
は
、
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は

ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・
ａ

を
必
要
と
し
て
も
誰
も
顧
み
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
荒
廃
が

進
み
、
引
き
取
り
手
の
な
い
ｂ

を
捨
て
て
い
く
習
慣
さ
え
で
き
、

暗
く
な
る
と
人
が
寄
り
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り

ｂ

を
め
あ
て
に

ｃ

が
集
ま
っ
た
。

2
　「
下
人
」
が
羅
生
門
の
下
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
門
の
下
で
の
下

人
の
お
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
な
さ
い
。

①
　
下
人
が
羅
生
門
の
下
に
至
る
経
緯
は
、
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
。
次

の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・「
下
人
」
は
永
年
、
ａ

に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
京
都
の
町
の

ｂ

の
余
波
で
、
四
、
五
日
前
に
ｃ

を
出
さ
れ
た
。

②
　
羅
生
門
の
下
に
い
る
「
下
人
」
は
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
か
。
次
の
空
欄
に
あ

て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・
ａ

が
な
く
、
途
方
に
く
れ
、
さ
し
あ
た
り

ｂ

を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
、
考

え
て
い
る
状
況
。

羅
生
門

23 ───教科書［P.72～P.86］

目標

検印

書
科
教

羅
生
門
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
芥あ

く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

◉
物
語
の
展
開
を
把
握
す
る

P.72
～

P.86

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う	

漢
字
を
確
認
し
よ
う	

1

次
の
　
　
線
部
の
漢
字
は
読
み
を
、
片
仮
名
は

漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①
　
重
機
で
岩
を
砕［
　
　
　
］く
。

②
　
歴
史
を
カ
エ
リ［
　
　
　
］み
る
。

③
　
ス
ル
ド［
　
　
　
］い
目
つ
き
。

④
　
砂
上
の
楼
閣［
　
　
　
］。

⑤
　
靴
を
ハ［
　
　
　
］い
て
外
に
出
る
。

⑥
　
鼻
を
つ
く
臭
気［
　
　
　
］。

⑦
　
暫
時［
　
　
　
］休
憩
す
る
。

⑧
　
悲
願
が
ジ
ョ
ウ
ジ
ュ［ 

　
　
］す
る
。

⑨
　
緊
張
が
和［
　
　
　
］ら
ぐ
。

⑩
　
ヘ
イ
ボ
ン［
　
　
　
］な
光
景
。

羅
生
門
の
下
で

途
方
に
く
れ
る
下
人

（
初
め
～
76
・
11
）

主
人
に
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
。
こ
の
ま
ま
で
は
飢
え
死
に
す
る
か
、
盗
人
に
な
る
よ

り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
。

　
　
　
　
　
↓

積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
勇
気
が
出
ず
に
い
た
。

羅
生
門
の
上
で

老
婆
と
出
会
う

（
76
・
12
～
80
・
2
）  

老
婆 

…
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。

　
→ 

下
人 

…
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
。

　
　 

↓

 

老
婆 

…
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
き
始
め
た
。

　
→ 

下
人 

…
恐
怖
が
消
え
、
激
し
い
憎
悪
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
増
す
。

老
婆
の
弁
明

（
80
・
3
～
83
・
5
）
死
人
の
髪
を
抜
く
こ
と
は
悪
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
飢
え
死
に
し
な
い

た
め
に
は
し
か
た
が
な
い
こ
と
だ
。

下
人
の
決
断

（
83
・
6
～
終
わ
り
）

下
人
の
心
に
、
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
↓

「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」

老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
取
り
、
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
た
。

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。

構
成
や
展
開

2 物語は無限に展開する　羅生門 ─── 22

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う	

物
語
に
表
れ
た
心
情
表
現
に
つ
い
て
、
考
え
を
深
め
よ
う
。

1

女
に
「
か
れ
は
何
ぞ
。」（
97
・
1
）
と
問
い
か
け
ら
れ
、
男
は
ど
う
い
う
行

動
を
と
っ
た
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
女
の
声
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
で
、
問
い
か
け
に
は
答
え
な
か
っ
た
。

イ
　
暗
い
中
を
逃
げ
る
の
に
必
死
だ
っ
た
の
で
、
無
言
で
い
た
。

ウ
　
問
い
か
け
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
考
え
こ
ん
だ
。

エ
　
女
が
白
玉
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
、
黙
り
こ
ん
だ
。

2
「
白
玉
か･･･

」（
98
・
3
）
の
和
歌
に
は
、「
男
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が

表
れ
て
い
る
か
。
次
の
1
・
2
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

1
　「
白
玉
か
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
空
欄

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

・
草
の
上
の
①

を「
②

で
す
か
」と

③

が
聞
い
た
と
き
。

2
　
こ
の
歌
に
は
、「
男
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
。
次

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
や
っ
と
手
に
入
れ
た
女
に
逃
げ
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
自
分
で
女
を
消
し

て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
。

イ
　
女
に
求
婚
を
断
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
自
分
の
恋
心
を
消
し
て
し
ま
え
ば

よ
か
っ
た
。

ウ
　
や
っ
と
手
に
入
れ
た
女
に
裏
切
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
、
女
と
の
思
い
出
を

消
し
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
。

エ
　
女
が
い
な
い
悲
し
み
を
味
わ
う
く
ら
い
な
ら
、
自
分
も
死
ん
で
し
ま
え
ば

よ
か
っ
た
。

文
法
を
確
認
し
よ
う	

1

次
の
　
　
線
部
の
助
動
詞
に
つ
い
て
、
ａ
終
止
形
、
ｂ
活
用
形
を
書
き
、
ｃ

意
味
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
夜
も
更ふ

け
に
け
れ
ば
。	

a［
　
］　
b［
　 

形
］　
c

②
　
え
聞
か
ざ
り
け
り
。	

a［
　
］　
b［
　 

形
］　
c

ア
　
打
消
　
　
イ
　
打
消
推
量
　
　
ウ
　
完
了
　
　
エ
　
過
去

2

次
の
　
　
線
部
の
助
詞
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

①
　
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を	

②
　
人
の
問
ひ
し
時	

　
ア
　
主
格
　
　
イ
　
同
格
　
　
ウ
　
比
喩

3

次
の
　
　
線
部
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

①
　「
か
れ
は
何
ぞ
。」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。	

②
　
は
や
夜
も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ	

　
ア
　
添
加
の
副
助
詞
　
　
イ
　
強
意
の
係
助
詞
　
　
ウ
　
願
望
の
終
助
詞

伊
勢
物
語

　芥
川
／
筒
井
筒
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語
句
を
確
認
し
よ
う	

1

次
の
　
　
線
部
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
の
平

仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
か
ら
う
じ
て	

［
　 

　
　
］

②
　
率
て
行
き
け
れ
ば
、	

［
　 

　
　
］

2

次
の
語
句
の
意
味
を
調
べ
な
さ
い
。

①
　
え
～
打
消	

［
　 

　
　
］

②
　
わ
た
る	

［
　 

　
　
］

③
　
率
る	

［
　 

　
　
］

④
　
い
み
じ	

［
　 

　
　
］

⑤
　
い
た
し	

［
　 

　
　
］

⑥
　
や
う
や
う	

［
　 

　
　
］

⑦
　
か
ひ
な
し	

［
　 

　
　
］

目標

検印

書
科
教

よ
り
よ
く
読
む

水
の
東
西
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
◆
山や

ま

崎ざ
き

正ま
さ

和か
ず

◉
説
明
の
方
法
を
理
解
す
る
。

P.91
～

P.95

目標

検印

書
科
教

伊
勢
物
語

　芥
川
／
筒
井
筒

◉
物
語
に
表
れ
た
心
情
表
現
を

考
え
る

P.96
～

P.103

【
芥あ

く
た

川が
は

】

全
体
の
構
成
を
理
解
し
よ
う	

女
を
盗
み
出
し
た
男

（
初
め
～
97
・
2
）

男
…
長
年
に
わ
た
り
求
婚
し
続
け
て
き
た
女
（
高
貴
な
姫
君
）
を

　
　
盗
み
出
す
。

　
　
　
　
↓

女
…
草
の
上
の
光
る
露
を
見
て
、「
か
れ
は
何
ぞ
。」
と
問
う
。

男
…
無
言
（
早
く
逃
げ
た
い
と
い
う
必
死
の
思
い
）。

男
と
女
の
逃
避
行

（
97
・
2
～
終
わ
り
）

男
…
天
候
や
行
程
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
↓

男
…
女
を
蔵
の
中
へ
押
し
入
れ
、
戸
口
を
守
る
。

　
　
　
　
↓

女
…
鬼
に
一
口
で
食
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
↓

男
…
翌
朝
、
女
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
嘆
く
。

言
語
文
化
の
継
承
と
創
造
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『
精
選 
言
語
文
化
』
学
習
課
題
ノ
ー
ト　
七
一
五
円(

税
込)

『
新 

言
語
文
化
』
学
習
課
題
ノ
ー
ト　
七
一
五
円
（
税
込
）

[

Ｂ
５
判

128
ペ
ー
ジ
＋
別
冊
解
答
解
説]

[

Ｂ
５
判
96
ペ
ー
ジ
＋
別
冊
解
答
解
説]

各
教
材
の
漢
字
・
語
句
や
文
法
・
句
法
、
お
よ
び

内
容
理
解
の
た
め
の
問
題
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
教
材
の
漢
字
・
語
句
や
文
法
・
句
法
問
題
と
、

文
章
構
成
や
内
容
を
順
を
追
っ
て
理
解
し
て
い

け
る
問
題
演
習
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
精
選 

言
語
文
化
』

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

一
、
六
五
〇
円(

税
込)

↓
p. 

45

『
新 

言
語
文
化
』

学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書　

一
、
六
五
〇
円(

税
込)

↓
p. 
45

生
徒
用
教
材

文
章
の
理
解
を
深
め
よ
う

1

①
「
あ
ま
た
誘
ひ
て
、」（
48
・
2
）、
②
「
言
は
れ
け
れ
ば
、」（
49
・
4
）

の
主
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①

②

2
「
こ
の
獅
子
の
立
ち
や
う
、」（
48
・
8
）
を
見
た
と
き
の
上
人
の
感
慨
を
端

的
に
表
し
た
部
分
を
、
上
人
の
会
話
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

3
「
無
下
な
り
。」（
48
・
12
）
と
あ
る
が
、
何
に
対
す
る
、
ど
の
よ
う
な
気
持

ち
を
表
し
て
い
る
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア

あ
り
が
た
い
い
わ
れ
が
あ
る
に
違
い
な
い
獅
子
の
立
て
方
に
対
す
る
感
動
。

イ

獅
子
の
立
て
方
の
珍
し
さ
に
気
づ
い
た
人
々
の
反
応
に
対
す
る
期
待
。

ウ

人
々
が
獅
子
の
立
て
方
の
珍
し
さ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
。

エ

常
識
外
れ
な
獅
子
の
立
て
方
を
し
て
い
る
神
官
に
対
す
る
不
審
。

4
「
つ
か
ま
つ
り
け
る
、」（
49
・
4
）
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
何
を
ど
う
し

た
の
か
。
次
の
文
の
空
欄
に
入
る
五
字
以
内
の
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か

ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

•

①

を

②

に
立
て
た
。

①

②

5
「
据
ゑ
直
し
て
」（
49
・
5
）
と
あ
る
が
、
誰
が
据
え
直
し
た
の
か
。
本
文

中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

6
「
上
人
の
感
涙
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
。」（
49
・
6
）
と
あ
る
が
、
筆
者

が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

上
人
は
、
珍
し
い
獅
子
の
立
て
方
に
は
あ
り
が
た
い
い
わ
れ
が
あ
る
に
違

い
な
い
と
感
動
し
た
の
に
、
実
は
子
ど
も
の
い
た
ず
ら
に
過
ぎ
な
い
と
わ

か
っ
た
か
ら
。

イ

上
人
は
、
珍
し
い
獅
子
の
立
て
方
に
は
深
い
わ
け
が
あ
る
に
違
い
な
い
と

考
え
て
感
動
し
た
の
に
、
神
官
が
獅
子
を
動
か
し
て
通
常
の
立
て
方
に
し
て

し
ま
っ
た
か
ら
。

ウ

上
人
は
、
珍
し
い
獅
子
の
立
て
方
に
感
動
し
て
そ
の
あ
り
が
た
い
い
わ
れ

を
知
り
た
か
っ
た
の
に
、
神
官
が
子
ど
も
の
せ
い
に
し
て
教
え
て
く
れ
な

か
っ
た
か
ら
。

エ

上
人
は
、
社
殿
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動
し
て
信
仰
心
を
ま
す
ま
す
強
く
し

た
の
に
、
子
ど
も
が
社
殿
の
前
の
獅
子
に
い
た
ず
ら
を
し
て
い
る
姿
を
見
て

し
ま
っ
た
か
ら
。
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語
句
・
文
法
を
確
認
し
よ
う

◆
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り

1

次
の
―
―
線
部
の
語
句
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
し
だ
の
某
と
か
や
し
る
所
な
れ
ば
、（
48
・
1
）

ア

知
っ
て
い
る

イ

領
有
す
る

ウ

な
じ
み
の

②
い
ざ
給
へ
、
出
雲
拝
み
に
。（
48
・
2
）

ア

さ
あ
い
ら
っ
し
ゃ
い

イ

さ
あ
行
こ
う

ウ

さ
あ
お
与
え
く
だ
さ
い

③
ゆ
ゆ
し
く
信
起
こ
し
た
り
。（
48
・
4
）

ア

不
吉
な
ほ
ど

イ

並
々
で
な
く

ウ

恐
れ
多
く
も

④
お
と
な
し
く
も
の
知
り
ぬ
べ
き
顔
し
た
る
（
49
・
2
）

ア

控
え
目
で

イ

穏
や
か
で

ウ

年
配
で

2

次
の
―
―
線
部
の
助
動
詞
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
め
で
た
く
造
れ
り
。（
48
・
1
）

②
か
い
も
ち
ひ
召
さ
せ
ん
。（
48
・
3
）

③
も
の
知
り
ぬ
べ
き
顔
し
た
る
神
官
（
49
・
2
）

④
言
は
れ
け
れ
ば
、（
49
・
4
）

ア

推
量

イ

意
志

ウ

完
了

エ

強
意

オ

受
身

カ

尊
敬

3

次
の
―
―
線
部
の
文
法
的
な
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
具
し
も
て
行
き
た
る
に
、（
48
・
3
）

②
そ
の
こ
と
に
候
ふ
。（
49
・
4
）

③
奇
怪
に
候
ふ
こ
と
な
り
。（
49
・
5
）

④
据
ゑ
直
し
て
往
に
け
れ
ば
、（
49
・
5
）

⑤
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
。（
49
・
6
）

ア

完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形

イ

断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形

ウ

ナ
リ
活
用
形
容
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾

エ

ナ
変
動
詞
の
連
用
形
活
用
語
尾

オ

接
続
助
詞

4

次
の
―
―
線
部
の
「
の
」
の
中
か
ら
他
と
意
味
の
異�

な�

る�

も�

の�

を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

こ
の
獅
子
の
立
ち
や
う
、（
48
・
8
）

イ

都
の
つ
と
に
語
ら
ん
。（
49
・
1
）

ウ

童
べ
ど
も
の
つ
か
ま
つ
り
け
る
、（
49
・
4
）

エ

上
人
の
感
涙
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
。（
49
・
6
）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

16

☆亜細亜印刷☆　　　／さ０６　三省堂／精選言語文化　課題ノート／本文／古文編＿２－２　徒然草 2021.12.14 14.57.52 印刷:2021.12.17/11: 7:38 Page 44(1)

9
「『
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
…
…
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と
思
う
た
の
じ
ゃ
。』」

（
213
・
12
）
を
受
け
て
、
下
人
の
心
情
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
次
の
文

の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

•

老
婆
の
答
え
が
存
外
、

①

な
の
に
失
望
す
る
。

↓
憎
悪
の
心
と

②

を
覚
え
る
。

①

②

10
「『
な
る
ほ
ど
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
…
…
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ

ろ
。』」（
214
・
1
〜
11
）
と
い
う
老
婆
の
主
張
に
つ
い
て
ま
と
め
た
次
の
文
の

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
二
十
五
字
以
内
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

•

死
体
の
髪
の
毛
を
抜
く
こ
と
は
、
悪
い
こ
と
と
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

髪
を
抜
か
れ
た
女
も
、
生
前
、
蛇
を
魚
と
偽
っ
て
売
っ
て
い
た
。
自
分
も
女

も
、

の
だ
か
ら
、
女
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

11
「
あ
る
勇
気
」（
214
・
15
）
と
は
ど
の
よ
う
な
勇
気
か
。
適
切
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
「
悪
」
が
自
分
に
も
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
勇
気
。

イ
「
悪
」
と
い
う
も
の
の
本
質
的
部
分
を
見
き
わ
め
る
勇
気
。

ウ
「
悪
」
へ
の
嫌
悪
感
を
確
実
に
選
び
取
っ
て
い
く
勇
気
。

エ
「
悪
」
を
行
う
こ
と
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
勇
気
。

12

下
人
が
「
嘲
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
」（
215
・
6
）
の
は
な
ぜ
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

老
婆
の
言
葉
だ
け
で
は
、自
分
を
正
当
化
で
き
る
と
思
え
な
か
っ
た
か
ら
。

イ

老
婆
の
言
質
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
悪
用
す
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
か
ら
。

ウ

生
き
延
び
る
た
め
に
は
、
老
婆
の
了
解
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
。

エ

行
動
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
、
老
婆
の
気
を
そ
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
。

13

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

下
人
は
老
婆
の
発
言
に
よ
っ
て
悪
の
道
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
そ

の
最
初
の
被
害
者
が
老
婆
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

イ

同
時
代
に
位
置
す
る
語
り
手
の
存
在
を
置
き
、
入
れ
子
構
造
を
用
い
る
こ

と
で
、
文
章
を
よ
り
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

ウ

こ
の
時
代
特
有
の
弱
者
の
あ
り
よ
う
を
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
下
人
が
弱

者
で
あ
る
老
婆
を
否
定
的
に
差
別
し
、
暴
力
に
訴
え
か
け
る
内
容
で
表
現
し

て
い
る
。

エ

下
人
は
、
死
骸
や
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
に
恐
怖
心
を
抱
き
な
が
ら
も
な

ん
と
か
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
、
ど
の
時
代
に
も
普
遍
的
に
通
じ
る
よ
う
な

人
間
の
し
た
た
か
さ
を
体
現
し
た
存
在
で
あ
る
。

✔

振
り
返
ろ
う

☐
小
説
に
描
か
れ
た
場
面
や
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

☐
登
場
人
物
の
心
情
を
理
解
し
、
作
品
世
界
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ

と
が
で
き
た
。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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3

①
「
同
じ
道
」（
208
・
5
）、
②
「
こ
の
局
所
」（
208
・
5
）
が
指
し
て
い
る

部
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
①
は
初
め
と

終
わ
り
の
八
字
ず
つ
を
記
し
な
さ
い
。

①

~

②
4
「
こ
の
『
す
れ
ば
』
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
『
す
れ
ば
』
で
あ
っ

た
。」（
208
・
6
）
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

下
人
は
、
抽
象
的
な
考
え
を
巡
り
続
け
る
だ
け
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

そ
こ
か
ら
進
め
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ

下
人
は
、
具
体
的
な
行
動
は
考
え
つ
い
た
も
の
の
、
抽
象
的
次
元
で
の
勇

気
が
出
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

下
人
は
、
抽
象
的
次
元
で
の
決
意
は
つ
い
た
も
の
の
、
具
体
的
な
行
動
に

は
踏
み
切
れ
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ

下
人
は
、
具
体
的
な
手
段
を
選
ば
な
い
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
の
、
抽
象

的
な
思
考
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

5
「
一
人
の
男
」（
209
・
4
）
と
あ
る
が
、
①
誰
の
こ
と
か
。
ま
た
、
②
そ
れ

が
わ
か
る
部
分
を
、
本
文
中
か
ら
十
五
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

①

②

6
「
あ
る
強
い
感
情
」（
210
・
9
）
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ

て
は
ま
る
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
字
数
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、

初
め
と
終
わ
り
の
五
字
ず
つ
を
記
し
な
さ
い
。

•

こ
の
感
情
は
、
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
た

①（
三
十
一
字
）
が
、

木
ぎ
れ
に
火
を
と
も
し
、

②（
二
十
一
字
）
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
。

①

~

②

~

7
「
あ
る
強
い
感
情
」
と
は
ど
の
よ
う
な
感
情
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な

さ
い
。

8
「
老
婆
の
腕
を
つ
か
ん
で
、
無
理
に
そ
こ
へ
ね
じ
倒
し
た
」（
212
・
9
）
と

き
、
下
人
の
心
情
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま

る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

•

老
婆
の
生
死
が
自
分
の
意
志
に

①

と
意
識
し
た
。

↓
険
し
く
燃
え
て
い
た

②

が
冷
め
る
。

↓
安
ら
か
な
得
意
と

③

を
感
じ
る
。

①

②

③

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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令
和
４
年
度
版
以
降
の
三
省
堂
教
科
書
の
指
導
用
デ
ー
タ
は
、

学
校
ご
と
に
ロ
グ
イ
ン
で
き
る

「
こ
と
ま
な
学
校
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
」
を
通
じ
て
配
信
し
ま
す
。

・
三
省
堂
の
教
科
書
ほ
か
教
材
・

学
参
な
ど
に
合
わ
せ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
商
品
の
付
属
指
導

用
デ
ー
タ
や
資
料
、
準
拠
の

デ
ジ
タ
ル
教
材
な
ど
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、
ご
利
用
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
ご
採
用
校
ご
と
に
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
を
発
行
し
ま
す
の

で
、
学
校
内
で
あ
れ
ば
複
数

端
末
で
利
用
可
能
で
す
。

・
教
科
書
関
係
で
は
、
指
導
書

付
属
と
し
て
提
供
す
る
全
て

の
デ
ー
タ
を
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
ま
た
、
追
加
デ
ー

タ
が
あ
る
場
合
も
随
時
更
新

し
て
い
き
ま
す
。

・「
こ
と
ま
な
Ｄ
」
は
、
先
生
方
が
お
持
ち
の
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
ア
カ
ウ
ン

ト
と
連
携
し
て
指
導
用
デ
ー
タ
や
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム
デ
ー
タ
を

当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
の
「
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
ド
ラ
イ
ブ
」
に
コ
ピ
ー
し
、
利

用
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

・
上
記
「
こ
と
ま
な
学
校
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
」
と
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
採
用
の
商
品
に
合
わ
せ
た
デ
ー
タ
を
閲
覧
・
ご
利
用
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

1 学期 A B C
3 2 1

クラス 番号 名前 知識・技
能

思考・判
断・表現

主体的
に学習
に取り組
む態度

評定 知識・技
能

思考・判
断・表現

主体的
に学習
に取り組
む態度

達成度 評定

1 1 サンプル１ B A A 4 B A A 8 4 達成度 評定
1 2 サンプル２ A B B 4 A B B 7 4 9 5
1 3 サンプル３ B B B 3 B B B 6 3 8 4
1 4 サンプル４ B B B 3 B B B 6 3 7 4
1 5 サンプル５ A A A 5 A A A 9 5 6 3
1 6 サンプル６ B B B 3 B B B 6 3 5 3
1 7 サンプル７ B B B 3 B B B 6 3 4 2
1 8 サンプル８ A B B 4 A B B 7 4 3 1
1 9 サンプル９ B B B 3 B B B 6 3
1 10 サンプル１０ B B B 3 B B B 6 3
1 11 サンプル１１
1 12 サンプル１２
1 13 サンプル１３
1 14 サンプル１４
1 15 サンプル１５
1 16 サンプル１６
1 17 サンプル１７
1 18 サンプル１８
1 19 サンプル１９
1 20 サンプル２０
1 21 サンプル２１
1 22 サンプル２２
1 23 サンプル２３
1 24 サンプル２４
1 25 サンプル２５
1 26 サンプル２６
1 27 サンプル２７
1 28 サンプル２８
1 29 サンプル２９
1 30 サンプル３０
1 31 サンプル３１

最終評価 システム集計評価

検討用資料 

- 2 -

月 
単

元 

配
当
時
間 

「教材名」 

●教材のねらい 
学習活動 

学習指導要領の指導事項 

❖言語活動例 
評価規準 

４
～
５ 

１ 

わ
か
り
合
う
た
め
に 

８ 「伝え合いに大事なことを考え

る」 
●情報を読み解く 

1 「国語に関する世論調査」

によると、相手との伝え合い

（コミュニケーション）では何

が重視されているか考える。 
2 相手との伝え合い（コミュニ

ケーション）の中で自分が重

視していることは何か、考え

る。 
3 考えたことをまわりの人と話

し合う。 
 
※表現テーマ例集「コミュニケ

ーション」 

知識及び技能 

言葉の特徴や使い方 

ア 言葉には、認識や思考を支

える働きがあることを理解する

こと。 
ウ 常用漢字の読みに慣れ、

主な常用漢字を書き、文や文

章の中で使うこと。 
情報 

ア 主張と論拠など情報と情報

との関係について理解するこ

と。 
 
思考力、判断力、表現力等 

読む 

ア 文章の種類を踏まえて、内

容や構成、論理の展開などに

ついて叙述を基に的確に捉

え、要旨や要点を把握するこ

と。 
 
❖イ 異なる形式で書かれた複

数の文章や、図表等を伴う文

章を読み、理解したことや解

釈したことをまとめて発表した

り、他の形式の文章に書き換

えたりする。 

知識・技能 

・言葉には、認識や思考を支える働

きがあることを理解している。 
・常用漢字の読みに慣れ、主な常

用漢字を書き、文や文章の中で

使うことができる。 
・主張や論拠など情報と情報との関

係について理解している。 
 
思考・判断・表現 

・文章の種類を踏まえて、内容や構

成、論理の展開などについて叙

述を基に的確に捉え、要旨や要

点を把握している。 
 
主体的に学習に取り組む態度 

・〔知識･技能の評価規準〕+〔思考･判

断･表現の評価規準〕+「粘り強い取

り組みを行うとともに、自らの学習を

調整しようとしている」。 
例）言葉には、認識や思考を支える

働きがあることを理解したり、文

章の種類を踏まえて、内容や構

成、論理の展開などについて叙

述を基に的確に捉え、要旨や要

点を把握したりすることに向けた

粘り強い取り組みを行うとともに、

自らの学習を調整しようとしてい

る。 
※知識及び技能(1)ア、読む(1)ア、の

場合 

 

「届く言葉、届かない言葉」 
●情報を要約する 

1 文章を読み、概要を把握す

る。 
2 三つの事例を中心に三段

落に分ける。 
3 主張と事例の関係を捉え直

す。 

 

「わかりあえないことから」 
「聞く力」 
●情報を関連づけてまとめる 

1 二つの文章を読み、それぞ

れの内容を要約する。 
2 二人の筆者のコミュニケー

ションに対する考え方の特徴

を指摘する。 
 

「振り返る」 1 適宜、課題に取り組む。 
 
  

三
省
堂
教
科
書
は
、学
校
ご
と
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
く

「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」に
資
す
る
授
業
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

「
こ
と
ま
な
学
校
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
」か
ら
、

三
省
堂
教
科
書・教
材
へ
の
世
界
が
広
が
り
ま
す
。

教
科
書
上
で
「
振
り
返
り
」を
明
示
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
↓
振
り
返
り
で

自
己
評
価
も
！ 

観
点
別
評
価
に
対
応
し
た
、

単
元
ご
と
の
評
価
規
準
例
を

ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

Ｇｏｏｇ
ｌｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
連
携
「
こ
と
ま
な
Ｄ
」

観
点
別
評
価
の
記
録
、

お
よ
び
評
定
へ
の
換
算
が
で
き
る

エ
ク
セ
ル
シ
ー
ト
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

※上記はいずれもサンプルです。それぞれの具体や全体像は、ウェブサイトおよび指導書にてご確認ください。

・指導書やワークブックにて、豊富なテスト問題を用意しています。
　Googleフォームを使うことで、集計も管理できます。

※単元ごとの観点別評価を記録し、
集計できます。

　CPや評定への換算式をカスタ
マイズできます。

（「精選 現代の国語」の例）

（「新 現代の国語」の例）

1 学期 以上　A 7.2 80% 以上　A 7.7 80% 以上　A 7.2 80% 達成度 A B C
未満　C 3.6 40% 未満　C 3.8 40% 未満　C 3.6 40% 3 2 1

達成度計 9 達成度計 9.6 達成度計 9 重み付け→ 1 1 1

クラス 番号 名前 A B C 達成度 評価 A B C 達成度 評価 A B C 達成度 評価 知識・技
能

知識・技
能

思考・判
断・表現

思考・判
断・表現

主体的
に学習
に取り組
む態度

主体的
に学習
に取り組
む態度

1 1 サンプル１ 1 2 0 7.0 B 2 1 0 8.6 A 2 1 0 8.0 A B 2 B 2 A 3
1 2 サンプル２ 2 1 0 8.0 A 0 0 0 6.4 B 1 2 0 7.0 B A 3 B 2 B 2
1 3 サンプル３ 0 0 3 3.0 C 0 0 0 5.4 B 0 1 2 4.0 B C 1 C 1 B 2
1 4 サンプル４ 1 2 0 7.0 B 0 0 0 7.4 B 1 2 0 7.0 B B 2 A 3 B 2
1 5 サンプル５ 3 0 0 9.0 A 0 0 0 9.6 A 3 0 0 9.0 A A 3 A 3 A 3
1 6 サンプル６ 0 3 0 6.0 B 0 0 0 4.2 B 0 2 1 5.0 B B 2 B 2 C 1
1 7 サンプル７ 0 3 0 6.0 B 0 0 0 4.2 B 0 2 1 5.0 B B 2 B 2 C 1
1 8 サンプル８ 2 1 0 8.0 A 0 0 0 6.4 B 1 2 0 7.0 B A 3 B 2 B 2
1 9 サンプル９ 0 0 3 3.0 C 0 0 0 5.4 B 0 1 2 4.0 B C 1 C 1 B 2
1 10 サンプル１０ 0 3 0 6.0 B 0 0 0 6.4 B 0 3 0 6.0 B B 2 B 2 B 2
1 11 サンプル１１
1 12 サンプル１２
1 13 サンプル１３
1 14 サンプル１４
1 15 サンプル１５
1 16 サンプル１６
1 17 サンプル１７
1 18 サンプル１８
1 19 サンプル１９
1 20 サンプル２０
1 21 サンプル２１
1 22 サンプル２２
1 23 サンプル２３
1 24 サンプル２４
1 25 サンプル２５
1 26 サンプル２６
1 27 サンプル２７
1 28 サンプル２８
1 29 サンプル２９
1 30 サンプル３０
1 31 サンプル３１

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 ぐうぜん、うたがう、読書のススメ

評
価
の
サ
ポ
ー
ト
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よ
り
便
利
に
、

さ
ら
に
手
軽
に
、

漢
文
の
編
集
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
主
な
機
能
﹈

・
文
字
ご
と
の

　

訓
点
、
句
読
点
、

　

振
り
仮
名
、
送
り
仮
名

　

な
ど
の
設
定

・
行
間
の
設
定

・
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
／
一
太
郎
へ
の

　

書
き
出
し
（
再
編
集
可
）

Word／一太郎上で漢
文をクリックするとエ
ディタが立ち上がり、
すぐに修正できる！

漢文エディタは「言語文化」指導書の付属データとして、「こ
とまな学校サポートサイト」からプログラムをダウンロード
してお使いいただけます（Windows版のみのご提供です）。

１人あたり1,650円（税込）
１ユーザー１ライセンス
　　　　　　　　［在学期間］
●アプリ版（オフライン利用可能）
　Windows 10/11　iPadOS最新版
●Webブラウザ版（オンラインのみ）
　Chrome、Edge、Safari(iPad)推奨

﹇
主
な
機
能
﹈　

・
教
科
書
紙
面
表
示

・
本
文
・
課
題
拡
大
表
示

・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
コ
ン
テ
ン
ツ
の
閲
覧

・ 

書
き
込
み
（
ペ
ン
、
マ
ス
ク
、
マ
ー
カ
ー
、

　

ス
タ
ン
プ
、
付
箋
テ
キ
ス
ト
等
）

・ 

任
意
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク
の
追
加

デジタル教科書を
体験！

※体験版のページに
リンクします。

よ
り
便
利
に
、よ
り
使
い
や
す
く
。「
漢
文
エ
デ
ィ
タ
」が
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
！

〝
一
人
一
台
端
末
〞時
代
の
授
業
を
支
え
る『
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
』

ご
要
望
の
多
か
っ
た
、
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
／
一
太
郎
へ
の

書
き
出
し
後
の
再
編
集
に
対
応
し
ま
し
た
！

●
教
科
書
紙
面
表
示

●
本
文
・
課
題
拡
大
表
示

編集後、ボタン一つで
Word／一太郎に書き
出し可能！




