
単
元
の
構
成

第
2
単
元 

単
元
設
定
の
ね
ら
い
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配
当

時
間
「
教
材
名
」

●
教
材
の
ね
ら
い

学
習
指
導
要
領
の
主
な
指
導
事
項

評
価
規
準

❖
言
語
活
動
例

9

「
沙
石
集　

児
の
飴
食
ひ
た
る
こ
と
」

●
物
語
を
構
成
す
る
要
素
を
捉
え
る

「
説
苑　

景
公
之
馬
」

●
物
語
の
全
体
構
成
を
捉
え
る

「
羅
生
門
」

●
物
語
の
展
開
を
把
握
す
る

言
葉
（
言
葉
の
働
き
）
ア　

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
す
る
こ
と
。

言
語
文
化
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）
ア　

我
が
国
の
言
語
文

化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に

つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

言
語
文
化
（
伝
統
的
な
言
語
文
化
）
イ　

古
典
の
世
界
に
親

し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
な

ど
を
理
解
す
る
こ
と
。

読
む
（
構
造
と
内
容
の
把
握
）
ア　

文
章
の
種
類
を
踏
ま
え

て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的

確
に
捉
え
る
こ
と
。

読
む
（
精
査
・
解
釈
）
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
。

・
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
。

・
我
が
国
の
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と

外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
し
て
い

る
。

・
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の

歴
史
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
を
理
解
し
て
い
る
。

・
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開

な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に
捉
え
て
い

る
。

・
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
イ　

作
品
の
内
容
や

形
式
に
つ
い
て
、
批
評
し

た
り
討
論
し
た
り
す
る
活

動
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む

態
度

・
各
教
材
の
「
学
習
指
導
要

領
の
指
導
事
項
」
の
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

単
元
の
概
要
と
設
定
の
意
図

　

第
2
単
元
の
単
元
名
と
単
元
目
標
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

▼
単
元
名　
　

物
語
は
無
限
に
展
開
す
る

▼
単
元
目
標　

構
成
や
展
開
に
つ
い
て
考
え
る

　

こ
の
単
元
名
・
単
元
目
標
を
支
え
る
コ
ン
セ
プ
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

物
語
や
小
説
に
は
、
時
間
と
空
間
、
登
場
人
物
が
設
定
さ
れ
、
登
場
人
物
の
お
か

れ
て
い
る
状
況
や
人
物
像
、
登
場
人
物
相
互
の
関
係
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

構
成
の
上
に
立
っ
て
、
次
々
と
で
き
ご
と
が
生
起
し
、
登
場
人
物
の
心
情
や
考
え
方

の
変
化
、
登
場
人
物
相
互
の
関
係
の
変
化
な
ど
、
展
開
が
描
か
れ
て
い
く
。

　

物
語
や
小
説
を
楽
し
ん
で
読
み
、
自
分
自
身
に
引
き
つ
け
て
考
え
、
そ
れ
を
表
現

で
き
る
こ
と
は
、
文
学
的
な
教
材
が
目
指
す
目
標
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

構
成
と
展
開
を
捉
え
、
そ
の
意
味
を
読
み
解
き
、
時
に
は
そ
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
る
伏
線
な
ど
の
し
か
け
や
、
人
の
生
き
方
に
対
す
る
問
題
提
起
を
掘
り
起
こ
し
て

い
く
こ
と
は
、
読
む
能
力
の
向
上
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
そ
れ
ら
の
も
つ
意
味
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
主
体
的
に
読
む
力
を
広
げ

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
単
元
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、「
物
語
の
構
成
や
展
開
」
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
中
心
教
材
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
ね
ら
い
を
も
っ
て
配
列
し

た
。

●
第
1
教
材
（
沙
石
集　

児
の
飴
食
ひ
た
る
こ
と
）＝
古
文
の
説
話
を
通
し
て
、登
場
人
物

の
設
定
や
そ
の
考
え
方
の
特
徴
、物
語
の
展
開
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。

●
第
2
教
材
（
説
苑　

景
公
之
馬
）
＝
漢
文
の
説
話
を
通
し
て
、
時
空
や
登
場
人
物
の
構

成
を
捉
え
、
物
語
の
展
開
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
。

●
第
3
教
材
（
羅
生
門
）
＝
現
代
の
小
説
を
通
し
て
、
物
語
の
登
場
人
物
や
展
開
の
特
異

性
、
登
場
人
物
相
互
の
関
係
と
心
情
の
変
容
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。

　

こ
の
三
教
材
を
通
し
て
、
物
語
や
小
説
の
構
成
・
展
開
を
読
み
解
く
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
単
元
扉
に
は
学
習
者
の
問
題
意
識
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な

呼
び
か
け
を
記
し
た
。

物
語
や
小
説
を
読
ん
で
、
そ
の
展
開
に

驚
い
た
り
、
夢
中
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

作
品
の
構
成
や
展
開
に
着
目
し
て
、
読
み
深
め
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
単
元
の
考
え
方
と
中
心
教
材
の
配
置
に
基
づ
い
て
、
第
2
単
元
で
は
、

主
に
、
次
の
よ
う
な
資
質
・
能
力
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。

○
物
語
や
小
説
の
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
時
空
や
登
場
人
物
な
ど
の
構
成
と
、
で
き
ご
と

の
展
開
の
お
お
よ
そ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
物
語
や
小
説
に
現
れ
る
登
場
人
物
の
人
物
像
の
特
徴
や
、
展
開
の
特
異
性
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

○
物
語
や
小
説
の
構
成
・
展
開
の
お
も
し
ろ
さ
や
作
者
の
し
か
け
、
問
題
提
起
に
つ
い
て

考
え
、
考
え
た
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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沙
石
集 

│
児
の
飴
食
ひ
た
る
こ
と  

 

◆
無
住

第
2
単
元

第
1
教
材

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら

物
語
を
構
成
す
る
要
素
を
捉
え
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
、「
ア　

文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を

基
に
的
確
に
捉
え
る
こ
と
。」
の
指
導
事
項
を
達
成
す
る
た
め
に
、『
沙
石
集
』
か
ら
一
話

を
取
り
上
げ
る
。
説
話
文
学
は
「
ま
ず
時
、
場
所
、
登
場
人
物
な
ど
を
紹
介
、
で
き
ご
と

の
経
緯
を
た
ど
り
、
必
要
に
応
じ
て
感
想
、
批
評
の
辞
句
を
添
え
る
」（『
日
本
大
百
科
全

書
』）
と
い
う
形
式
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
丁
寧
に
読
み
取
る
と
と
も
に
、
物

語
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
考
え
、
そ
こ
で
得
た
も
の
を
日
常
の
読
書
や
映
画
鑑
賞
な
ど
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら

　
『
沙
石
集
』は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
で
あ
る
。
説
話
は
口
承
さ
れ
て
き
た
短
い
話
を
文
字

化
し
た
も
の
で
、そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。『
枕
草
子
』
が
王
朝
貴
族
文
化
を
表
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
説
話
は
各
地
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
民
衆
の
文
化
を
表
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
文
字
化
さ
れ
る
前
の
口
承
文
学
も
大
切
な
言
語
文
化
で
あ
る
こ
と

を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、「
児
の
飴
食
ひ
た
る
こ
と
」
は
狂
言
「
附
子
」
の
も
と
に

な
っ
た
話
で
あ
り
、
後
に
「
一
休
咄
」
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
広
く
人
口
に
膾
炙

し
て
い
る
。『
日
本
昔
話
事
典
』
で
は
「
飴
は
毒
」
と
い
う
型
に
分
類
さ
れ
る
。

▼
中
心
と
な
る
学
習
方
法
・
学
習
活
動

人
物
設
定
を
整
理
し
、
話
し
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
物
語
を
構
成
す
る
要
素
を
捉
え

よ
う
。

　
「
児
の
飴
食
ひ
た
る
こ
と
」
で
は
、「
坊
主
」
と
「
児
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
人
物

で
あ
る
か
を
読
み
取
り
、
意
見
を
交
わ
し
合
う
こ
と
を
学
習
の
中
心
に
お
く
。
そ
の
際
に

は
、「
坊
主
」
の
発
言
の
意
図
や
「
児
」
の
言
動
の
意
図
に
つ
い
て
丁
寧
に
読
み
取
る
こ

と
、説
話
に
は
つ
き
も
の
で
あ
る
末
尾
の
評
語
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
引
き
出
す
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
か
考
え
る
こ
と
を
行
う
。こ
れ
ま
で
は
無
意
識
に
読
み
進
め
て
い
る
物
語
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
と
理
解
が
深
ま
る
の
か
、
い
っ
そ
う
楽
し
め
る
の
か
、

と
い
う
気
づ
き
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
古
文
を
読
む
た
め
の
学
習
活
動
と
し
て
は
、
音
読
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
仮
名

遣
い
の
学
習
、
古
語
辞
典
を
活
用
し
た
古
今
異
義
語
や
古
文
特
有
語
の
学
習
に
加
え
て
、

用
言
と
活
用
、係
り
結
び
の
理
解
を
目
標
と
す
る
。
教
科
書
資
料
編
の
「
古
文
の
き
ま
り
」

（
275
ペ
ー
ジ
）
や
「
基
本
古
語
辞
典
」（
284
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
し
つ
つ
、
繰
り
返
し
活
用
表

を
書
き
、
声
に
出
し
て
唱
え
る
こ
と
で
、
古
文
の
響
き
や
リ
ズ
ム
、
言
葉
づ
か
い
を
身
体

的
に
な
じ
ま
せ
た
い
。
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教
材
の
概
要

◉
作
品

○
成
立

　

無
住
一
圓
が
編
ん
だ
仏
教
説
話
集
、
十
巻
。「
さ
せ
き
し
ゅ
う
」
と
も
読
む
。
弘
安
二

（
一
二
七
九
）
年
〜
同
六
（
一
二
八
三
）
年
に
書
か
れ
た
。
巻
五
ま
で
は
比
較
的
相
違
も
少

な
く
、
巻
一
の
序
文
と
巻
五
の
結
語
に
は
対
応
関
係
も
み
ら
れ
、
お
そ
ら
く
当
初
は
こ
こ

ま
で
と
考
え
て
構
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
数
年
放
置
さ
れ
た
後
に
巻
六

以
降
が
書
か
れ
た
が
、
さ
ら
に
筆
者
自
身
に
よ
っ
て
添
削
加
除
が
行
わ
れ
た
た
め
、
伝
本

に
よ
っ
て
記
載
内
容
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
書
名
は
「
砂
（
沙
）
や
石
の
よ
う
な
世

俗
的
な
話
を
集
め
て
、
金
の
よ
う
な
仏
教
の
教
理
を
見
い
だ
す
」
と
い
う
意
味
で
つ
け
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

○
構
成

　

巻
一
・
和
光
垂
迹
と
し
て
の
神
明
説
話
、
巻
二
・
諸
仏
菩
薩
の
霊
験
譚
、
巻
三
・
偏
執

否
定
の
仏
法
・
修
道
論
、
巻
四
・
偏
執
否
定
と
当
代
仏
教
諸
宗
の
動
向
、
巻
五
・
和
歌
陀

羅
尼
説
と
歌
徳
説
話
、
巻
六
・
説
教
師
と
説
法
説
話
・
邪
命
説
法
の
戒
め
、
巻
七
・
正
直
・

忠
孝
・
義
・
礼
な
ど
の
教
訓
説
話
、
巻
八
・
鳴
呼
・
慳
貪
と
執
着
説
話
、
巻
九
・
嫉
妬
・

殺
生
等
の
妄
念
妄
執
説
話
、
巻
十
・
真
の
求
道
者
と
越
格
の
境
地
（『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
52　

沙
石
集
』
解
説
に
よ
る
）。
民
衆
教
化
の
た
め
の
話
が
多
い
が
、滑
稽
譚
や
艶
笑

譚
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

○
特
徴

　

先
行
す
る
説
話
集
が
古
き
よ
き
時
代
を
懐
か
し
み
、
王
朝
の
美
意
識
を
回
顧
す
る
傾
向

に
あ
る
中
、『
沙
石
集
』
は
同
時
代
の
説
話
、
民
衆
に
近
し
い
説
話
が
多
く
、
無
住
が
暮
ら

し
た
尾
張
国
を
行
き
来
す
る
人
々
か
ら
聞
き
取
っ
た
説
話
な
ど
、
地
方
庶
民
の
生
活
に
ま

つ
わ
る
話
も
少
な
く
な
い
。
文
体
も
他
の
説
話
集
に
比
し
て
平
俗
で
あ
り
、
当
時
の
社
会

の
一
側
面
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
中
に
は
後
世
の
笑
話
の
種
と
な
っ
た
も
の
も
あ
り
、『
き

の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
な
ど
の
滑
稽
文
学
の
先
駆
と
も
い
え
る
。

◉
要
旨

　

あ
る
山
寺
に
け
ち
な
坊
主
が
い
て
、
飴
を
一
人
で
食
べ
て
児
に
は
「
食
べ
る
と
死
ぬ
」

と
言
っ
て
い
た
。
坊
主
が
外
出
し
た
時
に
児
は
飴
を
食
べ
、
秘
蔵
の
水
瓶
を
割
っ
て
お
い

た
。
坊
主
が
帰
る
と
児
は
泣
き
な
が
ら「
水
瓶
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
死
の
う
と
思
い
、

死
ぬ
と
言
わ
れ
た
も
の
を
食
べ
た
」
と
言
っ
た
。
坊
主
に
得
る
も
の
は
な
く
、
児
の
知
恵

は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。

◉
筆
者

　

無
住
（
む
じ
ゅ
う　

一
二
二
六
年
〜
一
三
一
二
年
）

　

鎌
倉
時
代
後
期
、
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
僧
。
字
は
道
暁
、
一
円
房
と
も
い
う
。
鎌
倉
に

生
ま
れ
、
梶
原
景
時
の
一
族
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
幼
少
期
に
父
母
と
死
別
し
た
ら

し
く
、
十
五
歳
で
下
野
へ
、
十
六
歳
で
常
陸
へ
と
身
を
寄
せ
、
十
八
歳
で
得
度
し
た
。
そ

の
後
、
律
宗
、
禅
宗
、
真
言
宗
な
ど
各
宗
を
学
ぶ
。
弘
長
2
（
一
二
六
二
）
年
、
尾
張
の

長
母
寺
の
住
職
と
な
り
、
半
世
紀
に
わ
た
り
民
衆
の
教
化
に
努
め
た
。『
沙
石
集
』
の
ほ

か
、『
聖
財
集
』
三
巻
、『
妻
鏡
』
一
巻
、『
雑
談
集
』
十
巻
を
編
ん
だ
後
、
桑
名
の
蓮
華
寺

で
没
し
た
。

◉
出
典

　

渡
邊
綱
也
校
注
『
日
本
古
典
文
学
体
系
85　

沙
石
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
六
年
）
を

出
典
と
し
た
。

　

主
底
本
広
本
系
の
梵
舜
本
で
あ
る
。
そ
の
他
に
米
沢
本
、
略
本
系
の
古
活
字
本
な
ど
が

あ
る
。
広
本
を
改
編
・
簡
略
化
し
た
の
が
略
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
間
に
は
説

話
数
を
は
じ
め
と
し
て
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

◉
中
学
校
国
語
教
科
書
（
令
和
三
年
度
版
）
で
の
掲
載
状
況

　

古
典
説
話
の
掲
載
は
、
現
在
は
、
な
い
。
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◉
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
例
（
↓
分
冊
①
「
総
説
編
」
50
ペ
ー
ジ
参
照
）

（1）　
「
読
解
力
の
育
成
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

人
物
設
定
を
押
さ
え
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
①
目
的
に
応
じ
て
理
解

し
、
解
釈
す
る
能
力
の
育
成
」
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
つ
い
て
「
②
評

価
し
な
が
ら
読
む
能
力
の
育
成
」
を
目
指
す
。

（2）　
「
言
語
能
力
の
育
成
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

歴
史
的
仮
名
遣
い
や
助
詞
の
省
略
と
い
っ
た
古
文
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
音
読
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
③
言
語
文
化
に
関
す
る
理
解
」
を
深
め
る
と
と
も
に
、「
⑤
言
葉
に
よ
っ
て

感
じ
た
り
想
像
し
た
り
す
る
力
、
感
情
や
想
像
を
言
葉
に
す
る
力
」
を
育
成
し
、
こ
れ
ま

で
語
り
継
が
れ
読
み
継
が
れ
て
き
た
説
話
と
い
う
も
の
に
思
い
を
致
し
、「
⑬
言
語
文
化
の

担
い
手
と
し
て
の
自
覚
」
を
深
め
る
こ
と
を
目
指
す
。

（3）　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
指
導
方
法
の
視
点

　
「
④
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
取
り
入
れ
て
、人
物
設
定
に
つ
い
て
意
見
を
出

し
合
っ
て
交
流
し
、
理
解
を
深
め
る
。
ま
た
、
物
語
を
お
も
し
ろ
く
す
る
構
成
要
素
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
、
意
見
交
流
を
す
る
。

学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
（
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
）

知
識
及
び
技
能

言
語
文
化
イ　

古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景

な
ど
を
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
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に

的
確
に
捉
え
る
こ
と
。

◉
観
点
別
の
評
価
規
準

知
識
・
技
能

・
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
を
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
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に

捉
え
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
作
品
や
文
章
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
な
ど
を
理
解

し
た
り
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基

に
的
確
に
捉
え
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
。
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◉
学
習
指
導
案
例
（
3
時
間
扱
い
）

203  第 1 教材　沙石集

学習指導案
 ○○高等学校国語科　○年○組
 授業者　○○○○
1．学習活動　物語を構成する要素を捉えよう
2．教材名　　『沙石集』（「児の飴食ひたること」）
3．学習目標　 『沙石集』に描かれている人物設定を読み取り、内容や構成、展開を的確に把握するこ

とができる。また、語り継がれ読み継がれてきた説話を読むことで、言語文化の担い
手としての自覚を持つことができる。

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

古典の世界に親しむため
に、作品や文章の歴史的・
文化的背景などを理解する
ことができる。（言語文化
イ）

文章の種類を踏まえて、内
容や構成、展開などについ
て叙述を基に的確に捉える
ことができる。（読むこと
ア）

古典の世界に親しむため
に、作品や文章の歴史的・
文化的背景などを理解した
り、文章の種類を踏まえて、
内容や構成、展開などにつ
いて叙述を基に的確に捉え
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

作品の背景について理解
し、自らも語り継がれた文
学の受け手であることを認
識している。＜記述の確
認＞

本文の叙述を基にして、人
物設定を自分なりにまとめ
ている。＜記述の確認＞

物語の構成要素について意
見交流し、他の物語にあて
はめるなど、発展的に考察
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

説話文学が語り継がれた文学であることを理
解する。また、全文を音読し、歴史的仮名遣
いや古文のリズムに親しむとともに、話の概
要を把握する。

【知識・技能】作品の背景について理解し、自
らも語り継がれた文学の受け手であることを
認識している。＜記述の確認＞

2
それぞれがどのような人物として設定されて
いるかをまとめ、グループで意見を交流する
とともに、人物を批評的に捉えなおす。

【思考・判断・表現】本文の叙述を基にして、
人物設定を自分なりにまとめている。＜記述
の確認＞

3

物語のおもしろさを引き出す構成要素につい
て考え、グループで意見を交流する。また、そ
こで得られた結論を身近な物語にあてはめて
考えてみる。

【主体的に学習に取り組む態度】物語の構成要
素について意見交流し、他の物語にあてはめ
るなど、発展的に考察しようとしている。
＜行動の観察＞
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◉
指
導
展
開
例

時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
説
話
文
学
が
語
り
継
が

れ
た
文
学
で
あ
る
こ
と

を
理
解
す
る
。
ま
た
、

全
文
を
音
読
し
、
歴
史

的
仮
名
遣
い
や
古
文
の

リ
ズ
ム
に
親
し
む
と
と

も
に
、
話
の
概
要
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
学
習
課
題
】

・
説
話
文
学
は
ど
の
よ
う

に
し
て
成
立
し
、
ど
の

よ
う
に
し
て
現
代
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。

導
入

展
開
1

展
開
2

ま
と
め

1　
『
沙
石
集
』
を
例
に
し
て
、
説
話
文
学
が
成
立
し
た
背
景
を
知
る
。

2　

全
文
を
音
読
す
る
。

〇
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
正
し
く
読
む
。

○
助
詞
の
省
略
や
係
り
結
び
な
ど
か
ら
生
じ
る
古
文
特
有
の
リ
ズ
ム

を
味
わ
う
。

3　

話
の
概
要
を
把
握
す
る
。

○
主
語
を
確
認
し
な
が
ら
、
人
物
の
行
動
を
把
握
す
る
。

○
古
文
特
有
語
や
古
今
異
義
語
の
意
味
を
確
認
す
る
。必
要
に
応
じ
て

古
語
辞
典
で
調
べ
る
。

○
係
り
結
び
に
つ
い
て
理
解
す
る
。（
古
文
を
読
む
た
め
に
②
）

4　
「
コ
ラ
ム
」
を
読
み
、
現
代
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
。

・
口
承
文
学
と
し
て
民
間
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
話
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、『
枕
草
子
』
な
ど
と
比
較
し
つ
つ
理
解
さ
せ
る
。

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
さ
せ
る
。

・
語
句
の
切
れ
目
を
意
識
し
つ
つ
読
ま
せ
る
。

・
格
助
詞
「
が
」「
の
」
に
注
意
し
て
主
語
を
読
み
取
ら
せ
る
。

・
動
詞
や
形
容
詞
は
基
本
形
で
、形
容
動
詞
は
語
幹
で
調
べ
る
よ
う
に
指

示
す
る
。

・
係
り
結
び
に
印
を
つ
け
さ
せ
る
。

・
絵
本
や
紙
芝
居
な
ど
、昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
に
ま
つ
わ
る
経
験

に
つ
い
て
意
見
交
流
す
る
。

評
価
と

方
法

知
識
・
技
能

・
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
理
解
し
、
自
ら
も
語
り
継
が
れ
た
文
学
の
受
け
手
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。〈
記
述
の
確
認
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
口
承
文
学
・
説
話
文
学
・
伝
統
芸
能
・
そ
れ
ら
の
受
け
手
で
あ
る
自
分
を
図
式
化
し
て
理
解
さ
せ
る
。
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時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う

な
人
物
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
か
を
ま
と

め
、
グ
ル
ー
プ
で
意
見

を
交
流
す
る
と
と
も

に
、
人
物
を
批
評
的
に

捉
え
な
お
す
こ
と
が
で

き
る
。

【
学
習
課
題
】

・
坊
主
と
児
は
ど
の
よ
う

な
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

導
入

展
開
1

展
開
2

ま
と
め

1　

全
文
を
音
読
し
、
概
要
を
復
習
す
る
。

2　
〔
羅
針
盤　

課
題
1
・
課
題
2
〕
に
取
り
組
む
。

○
坊
主
と
児
の
発
言
を
も
と
に
、
人
物
設
定
を
考
え
る
。

〇
坊
主
が
外
出
し
た
後
の
児
の
行
動
の
意
味
を
理
解
す
る
。

〇
語
り
手
の
児
に
対
す
る
評
価
を
読
み
取
る
。

3　
〔
羅
針
盤　

協
働
的
な
学
び
の
た
め
に
〕
に
取
り
組
む
。

○
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
坊
主
と
児
の
人
物
設
定
を
ま
と
め
る
。

○
同
じ
く
坊
主
と
児
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
を
ま
と
め
る
。

○
グ
ル
ー
プ
で
人
物
に
つ
い
て
意
見
を
交
流
す
る
。

4　

意
見
を
共
有
す
る

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
人
物
設
定
に
つ
い
て
発
表
す
る
。

○
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
人
物
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
を
発
表
す
る
。

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
語
句
の
切
れ
目
を
意
識
さ
せ
る
。

・「
慳
貪
」
が
仏
教
で
は
罪
に
あ
た
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。

・
水
瓶
を
割
っ
た
理
由
を
説
明
さ
せ
る
。

・「
ゆ
ゆ
し
」
の
意
味
を
確
認
さ
せ
る
。

・
説
話
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。

・
そ
の
人
物
を
自
分
が
ど
の
よ
う
に
思
う
か
を
考
え
さ
せ
る
。

・
他
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
も
と
に
、
自
分
の
ま
と
め
を
修
正
さ
せ
る
。

評
価
と

方
法

思
考
・
判
断
・
表
現

・
本
文
の
叙
述
を
基
に
し
て
、
人
物
設
定
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
い
る
。〈
記
述
の
確
認
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
交
流
し
た
他
の
生
徒
の
意
見
の
う
ち
、
ど
れ
に
一
番
納
得
し
た
か
を
ま
と
め
さ
せ
る
。
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◉
品
詞
分
解
と
口
語
訳
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〔
品
詞
分
解
〕

〔
口
語
訳
〕

❶
あ
る
山
寺
の
坊
主
で
、欲
深
く
け
ち
で
あ
っ
た
者
が
、

❷
飴
を
作
っ
て
た
だ
一
人
で
食
べ
て
い
た
。
❸
し
っ
か

り
と
管
理
し
て
、
棚
に
置
い
て
い
た
の
を
、

❹
一
人
（
寺
に
）
い
た
児
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
で
、

❺
「
こ
れ
は
人
が
食
べ
て
し
ま
う
と
死
ぬ
も
の
だ
ぞ
。」

と
言
っ
て
い
た
が
、

❻
こ
の
児
は
、
あ
あ
、
食
べ
た
い
も
の
だ
、
食
べ
た
い

も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
❼
坊
主
が
外
出
し
て
い

る
間
に
、
❽
棚
か
ら
取
り
下
ろ
し
た
時
に
、

❾
こ
ぼ
し
て
、
小
袖
に
も
髪
に
も
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

10
常
日
頃
か
ら
（
児
は
飴
を
）
食
べ
て
み
た
い
と
思
っ

て
い
た
の
で
、

11
二
、
三
杯
十
分
食
べ
て
、

12
坊
主
の
大
事
に
し
て
い
た
水
瓶
を
、
13
雨
垂
り
の
石

に
打
ち
当
て
て
、
割
っ
て
お
い
た
。

❶
あ
る

連
体　

山
寺　

の
格
助（
体
修
）　

坊
主
、
慳け
ん

貪ど
ん

な
り

形
動（
ナ
リ
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

が
、

格
助（
主
）　

❷
飴　

を
格
助（
対
象
）　

治ぢ

し

動（
サ
変
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

た
だ副
　

一
人　

食
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

け
り
。

助
動（
過
去
・
終
止
）　

❸

よ
く

形（
ク
・
連
用
）　

し
た
た
め

動（
マ
下
二
・
連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）　

棚　

に
格
助（
場
所
）　

置
き
置
き
し

動（
サ
変
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

を
、

格
助（
対
象
）　

❹
一
人　

あ
り

動（
ラ
変
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

小こ

児ち
ご　

に
格
助（
対
象
）　

食
は

動（
ハ
四
・
未
然
）　

せ

助
動（
使
役
・
未
然
）　

ず

助
動（
打
消
・
連
用
）　

し
て
、

接
助（
単
接
）　

❺
「
こ
れ　

は
係
助（
区
別
）　

人　

の
格
助（
主
）　

食
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

つ
れ

助
動（
完
了
・
已
然
）　

ば

接
助（
順
接
確
定
）　

死
ぬ
る

動（
ナ
変
・
連
体
）　

物　

ぞ
。」

終
助（
念
押
）　

と
格
助（
引
用
）　

言
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

を
、

接
助（
逆
接
確
定
）　

❻
こ代

名　

の
格
助（
体
修
）　

児
、　

あ
は
れ
、

感
動

　

食
は

動（
ハ
四
・
未
然
）　

ば
や
、

終
助（
願
望
）　

食
は

動（
ハ
四
・
未
然
）　

ば
や

終
助（
願
望
）　

と
格
助（
引
用
）　

思
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

に
、

接
助（
順
接
確
定
）　

❼
坊
主　

他た

行ぎ
や
う　

の
格
助（
体
修
）　

隙ひ
ま　

に
、

格
助（
時
間
）　

❽
棚　

よ
り

格
助（
起
点
）　

取
り
下
ろ
し

動（
サ
四
・
連
用
）　

け
る

助
動（
過
去
・
連
体
）　

ほ
ど　

に
、

格
助（
時
間
）　

❾
う
ち
こ
ぼ
し

動（
サ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）　

小
袖　

に
格
助（
対
象
）　

も
係
助（
並
列
）　

髪　

に
格
助（
対
象
）　

も
係
助（
並
列
）　

つ
け

動（
カ
下
二
・
連
用
）　

た
り

助
動（
完
了
・
連
用
）　

け
り
。

助
動（
過
去
・
終
止
）　

10
日
ご
ろ

副

　

欲
し

形（
シ
ク
・
終
止
）　

と
格
助（
引
用
）　

思
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

け
れ

助
動（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助（
順
接
確
定
）　

11
二
、
三
杯　

よ
く
よ
く

副

　

食
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）　

12
坊
主　

が
格
助（
体
修
）　

秘ひ

蔵さ
う　

の
格
助（
体
修
）　

水み
づ

瓶が
め　

を
格
助（
対
象
）　

13
雨あ

ま

垂だ

り
の
石　

に
格
助（
対
象
）　
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打
ち
当
て

動（
タ
下
二
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

打
ち
割
り

動（
ラ
四
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

お
き

動（
カ
四
・
連
用
）　

つ
。

助
動（
完
了
・
終
止
）

14
坊
主　

帰
り

動（
ラ
四
・
連
用
）　

た
り

助
動（
完
了
・
連
用
）　

け
れ

助
動（
過
去
・
已
然
）　

ば
、

接
助（
順
接
確
定
）　

15
こ代

名　

の
格
助（
体
修
）　

児
、　

さ
め
ほ
ろ
と

副

　

泣
く
。

動（
カ
四
・
終
止
）　

16
「
何
事　

に
格
助（
理
由
）　

泣
く

動（
カ
四
・
連
体
）　

ぞ
。」

終
助（
強
意
）　

と
格
助（
引
用
）　

問
へ

動（
ハ
四
・
已
然
）　

ば
、

接
助（
順
接
確
定
）　

17
「

大
事

形
動（
ナ
リ
・
語
幹
）　

の
格
助（
体
修
）　

御お
ん

水
瓶　

を
、

格
助（
対
象
）　

あ
や
ま
ち　

に
格
助（
理
由
）　

打
ち
割
り

動（
ラ
四
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

候さ
う
ら

ふ

動（
丁
寧
・
ハ
四
・
連
体
）　

時　

に
、

格
助（
時
間
）　

18
い
か
な
る

形
動（
ナ
リ
・
連
体
）　

御ご

勘か
ん

当だ
う　

か

係
助（
疑
問
・
係
）　

あ
ら

動（
ラ
変
・
未
然
）　

ん
ず

助
動（
推
量
・
終
止
）　

ら
ん

助
動（
推
量
・
連
体
・
結
）　

と
、

格
助（
引
用
）　

19
口
惜
し
く

形（
シ
ク
・
連
用
）　

お
ぼ
え

動（
ヤ
下
二
・
連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）　

20

命
生
き

動（
カ
上
二
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

も
係
助（
強
意
）　

よ
し
な
し

形（
ク
・
終
止
）　

と
格
助（
引
用
）　

思
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

て
、

接
助（
単
接
）　

21
人　

の
格
助（
主
）　

食
へ

動（
ハ
四
・
已
然
）　

ば

接
助（
順
接
確
定
）　

死
ぬ

動（
ナ
変
・
終
止
）　

と
格
助（
引
用
）　

仰お
ほ

せ

動（
尊
敬
・
サ
下
二
・
未
然
）　

ら
れ

助
動（
尊
敬
・
連
用
）　

候
ふ

動（
丁
寧
・
ハ
四
・
連
体
）　

物　

を
、

格
助（
対
象
）　

22
一
杯　

食
へ

動（
ハ
四
・
已
然
）　

ど
も

接
助（
逆
接
確
定
）　

死
な

動（
ナ
変
・
未
然
）　

ず
、

助
動（
打
消
・
連
用
）　

23
二
、
三
杯　

ま
で

格
助（
範
囲
）　

食
べ

動（
バ
下
二
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

候
へ

動（
丁
寧
・
ハ
四
・
已
然
）　

ど
も
、

接
助（
逆
接
確
定
）　

24
お
ほ
か
た

副

　

死
な

動（
ナ
変
・
未
然
）　

ず
。

助
動（
打
消
・
終
止
）　

25
果
て　

は
係
助（
区
別
）　

小
袖　

に
格
助（
対
象
）　

つ
け
、

動（
カ
下
二
・
連
用
）　

26
髪　

に
格
助（
対
象
）　

つ
け

動（
カ
下
二
・
連
用
）　

て
接
助（
単
接
）　

は
べ
れ

動（
丁
寧
・
ラ
変
・
已
然
）　

ど
も
、

接
助（
逆
接
確
定
）　

27
い
ま
だ

副

　

死
に

動（
ナ
変
・
連
用
）　

候
は

動（
丁
寧
・
ハ
四
・
未
然
）　

ず
。」

助
動（
打
消
・
終
止
）　

と
格
助（
引
用
）　

ぞ

係
助（
強
意
・
係
）　

言
ひ

動（
ハ
四
・
連
用
）　

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

児
↓
坊
主

14
坊
主
が
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
15
こ
の
児
は
さ
め
ざ

め
と
泣
く
。

16
（
坊
主
が
）「
何
事
が
あ
っ
て
泣
い
て
い
る
の
だ
。」

と
問
う
と
、

17
（
児
は
）「
大
事
な
水
瓶
を
、あ
や
ま
っ
て
割
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
時
に
、

18
ど
ん
な
お
と
が
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
、

19
情
け
な
く
思
わ
れ
て
、
20
生
き
な
が
ら
え
て
も
仕
方

が
な
い
と
思
い
、

21
人
が
食
べ
る
と
死
ぬ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
も
の

を
、

22
一
杯
食
べ
て
も
死
な
ず
、

23
二
杯
、
三
杯
ま
で
食
べ
ま
し
た
が
、

24
い
っ
こ
う
に
死
に
ま
せ
ん
。25
あ
げ
く
の
は
て
に
は
、

小
袖
に
つ
け
、

26
髪
に
つ
け
て
お
り
ま
す
が
、

27
ま
だ
死
に
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
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ん
。「
候
へ
」
は
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
、
話
し
手
で
あ
る
児
か
ら
聞
き
手
で
あ
る
坊
主
へ
の
敬
意
。「
ど
も
」
は
逆
接
確

定
条
件
の
接
続
助
詞
。「
お
ほ
か
た
」
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
と
呼
応
し
て
「
い
っ
こ
う
に
〜
な
い
」
な
ど
と
訳
す
陳

述
の
副
詞
。
飴
を
食
べ
て
か
ら
水
瓶
を
割
っ
た
の
だ
が
、
水
瓶
を
割
っ
た
お
わ
び
に
死
の
う
と
し
て
飴
を
食
べ
た
こ
と

に
し
て
い
る
。
↓
発
問

4　
果
て
は　

あ
げ
く
の
は
て
に
は
。「
果
て
」
は
「
最
後
」
の
意
。

4　
小
袖
に
つ
け
、
髪
に
つ
け
て
は
べ
れ
ど
も　

小
袖
に
つ
け
、
髪
に
つ
け
て
お
り
ま
す
が
。「
は
べ
れ
（
侍
れ
）」
は
丁
寧

の
補
助
動
詞
で
、
話
し
手
で
あ
る
児
か
ら
聞
き
手
で
あ
る
坊
主
へ
の
敬
意
。
飴
を
こ
ぼ
し
た
時
に
つ
い
た
の
だ
が
、
死

ぬ
た
め
に
飴
を
つ
け
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
↓
発
問

5　
い
ま
だ
死
に
候
は
ず　

ま
だ
死
に
ま
せ
ん
。「
候
は
」
は
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
、
話
し
手
で
あ
る
児
か
ら
聞
き
手
で
あ

る
坊
主
へ
の
敬
意
。

5　
と
ぞ
言
ひ
け
る　

と
言
っ
た
。「
ぞ
」
は
強
意
の
係
助
詞
、「
け
る
」
は
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形
で
「
ぞ
」

の
結
び
。
児
の
言
葉
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
そ
の
し
た
た
か
さ
を
称
え
て
い
る
。

6　
飴
は
食
は
れ
て
、
水
瓶
は
割
ら
れ
ぬ　

飴
は
食
わ
れ
て
、
水
瓶
は
割
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。「
れ
」
は
ど
ち
ら
も
受
身
の

助
動
詞
「
る
」
の
連
用
形
、「
ぬ
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
。
水
瓶
を
割
ら
れ
た
の
は
坊
主
に
と
っ
て
意
図

し
な
い
こ
と
な
の
で
「
ぬ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

6　
慳
貪
の
坊
主
、
得
る
と
こ
ろ
な
し　

け
ち
な
坊
主
は
、
得
る
も
の
が
な
い
。「
慳
貪
」
は
ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
「
慳

貪
な
り
」
の
語
幹
。
連
体
修
飾
格
の
「
の
」
を
伴
っ
て
「
坊
主
」
に
連
体
修
飾
し
て
い
る
。「
と
こ
ろ
」
は
形
式
名
詞
で

「
と
き
、
こ
と
、
も
の
」
な
ど
の
意
を
表
す
。
飴
を
惜
し
ん
だ
た
め
に
水
瓶
ま
で
失
っ
た
坊
主
を
通
し
て
、
自
ら
の
慳
貪

さ
は
自
ら
に
は
ね
返
る
こ
と
を
説
き
、
慳
貪
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
戒
め
て
い
る
。
↓
脚
問

7　
児
の
知
恵
ゆ
ゆ
し
く
こ
そ　

児
の
知
恵
は
尋
常
で
は
な
い
。「
ゆ
ゆ
し
」
は
、
良
く
も
悪
く
も
程
度
が
甚
だ
し
い
こ
と

で
、「
恐
れ
多
い
、
不
吉
だ
、
尋
常
で
な
い
」
の
意
。
こ
こ
で
は
坊
主
と
対
比
し
な
が
ら
、
尋
常
で
な
く
す
ぐ
れ
て
い
る

と
ほ
め
て
い
る
。「
こ
そ
」
は
強
意
の
係
助
詞
で
、
結
び
「
あ
れ
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
↓
発
問

7　
学
問
の
器
量
も
、む
げ
に
は
あ
ら
じ
か
し　

学
問
の
才
能
も
き
っ
と
並
大
抵
で
は
な
い
こ
と
だ
ろ
う
よ
。「
学
問
」
は
、

こ
こ
で
は
仏
典
に
関
わ
る
教
養
を
指
す
。「
器
量
」
は
「
才
能
」
の
意
。「
む
げ
に
」
は
ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
「
む
げ

な
り
」
の
連
用
形
で
、
ま
っ
た
く
ひ
ど
い
さ
ま
を
表
す
。「
あ
ら
」
は
補
助
動
詞
、「
じ
」
は
打
消
推
量
の
助
動
詞
「
じ
」

の
終
止
形
、「
か
し
」
は
念
押
し
の
終
助
詞
。
否
定
的
表
現
の
「
む
げ
な
り
」
に
「
あ
ら
じ
」
が
続
く
こ
と
で
二
重
否
定

と
な
り
、
逆
に
強
い
肯
定
、
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
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た
め
に
食
べ
た
と
言
わ
れ
た
の
で
は
坊
主
も
言
い

返
せ
な
い
。

脚
問　
「
得
る
と
こ
ろ
な
し
」（
6
）
と
は
ど
の
よ
う

な
意
味
か
。

・
飴
を
惜
し
ん
だ
た
め
に
水
瓶
ま
で
失
い
、
け
ち

を
し
て
得
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
。

（
解
説
）
慳
貪
さ
は
自
ら
に
は
ね
返
る
こ
と
を
述

べ
、
戒
め
て
い
る
。

問　

語
り
手
は
児
の
知
恵
を
ど
う
評
価
し
て
い
る

か
。

・
尋
常
で
は
な
く
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
評
価
し
て

い
る
。

（
解
説
）「
ゆ
ゆ
し
」
は
良
い
場
合
に
も
悪
い
場
合

に
も
使
う
が
、
こ
こ
で
は
ほ
め
て
い
る
。

「
羅
針
盤
」
の
解
説

課
題
1　

坊
主
が
「
こ
れ
は
人
の
食
ひ
つ
れ
ば
死
ぬ
る
物
ぞ
。」（
58
・
3
）
と
述
べ

た
の
は
な
ぜ
か
、
考
え
よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
食
べ
る
と
死
ぬ
も
の
だ
と
言
っ
て
脅
か
し
て
、
児
に
飴
を
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ

う
と
考
え
た
か
ら
。

・
飴
を
一
人
で
食
べ
る
た
め
に
、
児
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
思
わ
せ
よ
う
と
考
え

た
か
ら
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

坊
主
の
人
物
設
定
を
読
み
取
る
。
坊
主
に
つ
い
て
は
「
慳
貪
な
り
け
る
」
と
説
明
し
て

あ
る
が
、そ
れ
が
「
た
だ
一
人
食
ひ
け
り
」「
一
人
あ
り
け
る
小
児
に
食
は
せ
ず
し
て
」
と

い
う
記
述
に
表
れ
て
い
る
こ
と
、
飴
を
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
児
を
脅
し
て
い
る
こ
と
を

読
み
取
ら
せ
る
。

　

物
語
に
お
い
て
、
冒
頭
部
分
は
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
が
提
示
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
場
所
の
設
定
と
し
て
「
あ
る
山
寺
」、人
物
の
設
定
と
し
て
「
慳
貪
な
り
け
る
」
坊
主

が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
坊
主
が
常
「々
こ
れ
は
人
の
食
ひ
つ
れ
ば
死
ぬ
る
物
ぞ
」と
言
っ

て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
物
設
定

で
あ
る
と
同
時
に
状
況
設
定
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
が
意
識
的
な
行
動
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ

は
児
が
食
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、「
ば
」
は
「
〜
す
る
と

必
ず
」
と
い
う
恒
常
条
件
を
表
し
て
い
る
こ
と
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
こ
の
言
葉
は
児
が
飴
を
食
べ
た
言
い
訳
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
物
語
の

伏
線
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

課
題
2　

児
が
、「
あ
は
れ
、
食
は
ば
や
、
食
は
ば
や
」（
58
・
4
）
と
思
っ
て
い
た

の
は
な
ぜ
か
、
考
え
よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
坊
主
の
言
葉
が
嘘
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
そ
れ
が
飴
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た

か
ら
。

・
坊
主
が
食
べ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
食
べ
て
も
死
な
な
い
と
わ
か
っ
て

い
た
か
ら
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

児
の
人
物
設
定
を
読
み
取
る
。
坊
主
の
「
食
べ
る
と
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
の
後
に
「
食

は
ば
や
」
と
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
坊
主
の
言
葉
を
信
じ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
児
を
だ
ま
せ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
坊
主
と
、
は
な
か
ら
坊
主
の
嘘
を
見
抜
い
て

い
る
児
と
い
う
対
照
的
な
人
物
設
定
を
押
さ
え
る
こ
と
が
、
こ
の
文
章
を
読
む
上
で
肝
の

部
分
で
あ
る
。

　

な
お
、
物
語
を
読
む
う
え
で
は
、

⑴　

語
り
手
の
み
が
知
っ
て
い
る
こ
と

⑵　

語
り
手
と
読
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と

⑶　

語
り
手
も
読
者
も
登
場
人
物
も
知
っ
て
い
る
こ
と

が
提
示
さ
れ
る
。

　

児
が
坊
主
の
嘘
を
見
抜
い
て
い
る
こ
と
は
⑵
に
あ
た
り
、
坊
主
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い

て
い
な
い
。
ゆ
え
に
読
者
は
、
児
の
目
線
に
立
ち
つ
つ
、
坊
主
を
観
察
す
る
よ
う
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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説
苑
│
景
公
之
馬  

 

◆
劉
向

第
2
単
元

第
2
教
材

採
録
の
ね
ら
い

◉
資
質
・
能
力
の
観
点
か
ら

物
語
の
全
体
構
成
を
捉
え
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
「
ア　

文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を

基
に
的
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
及
び
、「
伝
統
的
言
語
文
化
」
の
「
ア　

我
が
国

の
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」
の
指
導
事
項
を
達
成
す
る
た
め
に
『
説
苑
』
か
ら
採
録
し
た
。

　

た
だ
し
、
内
容
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
漢
文
の
基
礎
事
項
の
理
解
も
必
要
と
な
る

た
め
、「
伝
統
的
言
語
文
化
」
の
「
ウ　

古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
古
典
を
読
む
た

め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
、
古
典
特
有
の
表
現
な
ど
に
つ
い
て
理
解

す
る
こ
と
」
も
意
識
し
て
い
く
。

◉
テ
ー
マ
の
観
点
か
ら

　

こ
の
『
説
苑
』
第
九
篇
「
正
諫
」
は
臣
下
が
君
主
の
過
っ
た
行
い
を
諫
め
た
事
例
集
で

あ
る
。
君
主
の
過
ち
を
正
す
の
が
臣
下
の
役
目
で
あ
り
、
ま
た
、
各
国
の
君
主
が
思
想
家

を
招
聘
し
た
の
は
己
の
過
失
を
正
す
た
め
だ
が
、
歴
史
上
の
王
に
と
っ
て
も
、
現
代
に
生

き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
過
誤
を
認
め
る
こ
と
、
そ
の
う
え
で
行
い
を
改
め
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
。
ど
う
伝
え
れ
ば
諫
言
が
相
手
に
届
く
の
か
、
晏
子
の
説
得
を
ど
う
感
じ

た
か
な
ど
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
相
互
に
意
見
交
換
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
き
た
い
。

▼
中
心
と
な
る
学
習
方
法
・
学
習
活
動

　

人
物
の
言
動
を
整
理
し
、
紹
介
し
合
う
こ
と
を
通
し
て
、
物
語
の
全
体
構
成
を
捉

え
よ
う
。

　

漢
文
学
習
は
と
も
す
る
と
句
法
・
語
法
の
習
得
に
偏
り
が
ち
だ
が
、
こ
こ
で
は
句
法
は

内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
最
低
限
を
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
内
容
理
解
と
そ
れ
に
つ
い
て

自
分
な
り
の
考
え
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
相
互
に
交
換
す
る
こ
と
で
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
中
心
に
据
え
た
い
。

　

ま
た
、
漠
然
と
「
言
動
を
整
理
し
、
紹
介
し
合
う
」
と
指
示
さ
れ
て
も
学
習
者
の
混
乱

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
学
習
者
の
思
考
を
整
理
す
る
た
め
に
授
業
で
は
な
る
べ
く
発

問
事
項
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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教
材
の
概
要

◉
作
品

　
『
説
苑
』は
春
秋
時
代
か
ら
漢
代
ま
で
の
故
事
説
話
集
。
優
れ
た
人
物
の
逸
話
が
集
め
ら

れ
て
お
り
、
儒
家
思
想
が
根
底
に
あ
る
。
漢
の
劉
向
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
『
新
序
』
と
と

も
に
皇
帝
の
教
育
に
用
い
ら
れ
た
。
も
と
も
と
あ
っ
た
『
説
苑
雑
事
』
と
い
う
書
物
に
劉

向
が
手
を
加
え
て
内
容
を
整
理
し
、
大
幅
に
増
補
を
加
え
て
各
篇
に
序
文
を
つ
け
た
。
全

20
篇
。（
君
道
・
臣
術
・
建
本
・
立
節
・
貴
徳
・
復
恩
・
政
理
・
尊
賢
・
正
諫
・
敬
慎
・
善

説
・
奉
使
・
権
謀
・
至
公
・
指
武
・
談
叢
・
雑
言
・
弁
物
・
修
文
・
反
質
）

◉
時
代
背
景

「
春
秋
時
代
」

　

前
七
七
〇
年
、
統
制
力
を
失
い
か
け
て
い
た
周
の
王
室
は
、
犬
戎
の
侵
入
を
受
け
、
平

王
が
都
を
東
の
書
の
洛
邑
（
現
在
の
洛
陽
）
に
移
し
た
。
そ
れ
以
後
、
秦
の
始
皇
帝
が
天

下
を
統
一
す
る
ま
で
を
、
東
周
時
代
と
い
う
。
こ
の
東
周
時
代
を
普
通
、
前
期
を
春
秋
、

後
期
を
戦
国
の
二
つ
の
時
代
に
分
け
る
。

　

春
秋
時
代
の
初
め
に
諸
侯
は
王
室
の
統
制
を
離
れ
て
互
い
に
争
っ
て
い
た
が
、
そ
の
間

に
、
周
辺
に
斉
・
晋
・
楚
な
ど
の
有
力
な
諸
侯
が
出
現
し
た
。
名
目
的
に
は
、
周
の
宗
主

権
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
、
斉
の
桓
公
、
次
い
で
晋
の
文
公
な
ど
の
「
覇

者
」
が
諸
侯
を
統
制
し
て
い
っ
た
。
後
に
覇
業
を
成
し
遂
げ
た
、
宋
の
襄
公
・
秦
の
穆
公
・

楚
の
荘
王
を
合
わ
せ
て
、「
春
秋
の
五
覇
」
と
い
う
（
他
説
も
あ
る
）。
そ
れ
ぞ
れ
が
天
下

に
号
令
し
よ
う
と
、
血
み
ど
ろ
の
抗
争
を
繰
り
返
し
た
。
中
で
も
呉
・
越
の
争
い
は
激
烈

を
き
わ
め
た
。

　

春
秋
時
代
は
、
以
上
の
よ
う
に
強
国
が
出
現
し
て
も
、
依
然
と
し
て
氏
族
的
血
統
主
義

が
残
っ
て
い
て
、
礼
的
秩
序
が
存
し
て
い
た
の
だ
が
、
末
期
に
な
る
と
諸
侯
の
権
威
は
衰

え
、
そ
の
下
の
卿
・
大
夫
が
実
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
。
晋
で
は
、
前
四
〇
三
年
、
卿

で
あ
っ
た
韓
・
魏
・
趙
の
三
氏
が
分
立
し
て
諸
侯
に
列
し
た
。
こ
の
年
を
、
春
秋
時
代
と

戦
国
時
代
の
境
と
し
て
い
る
。

◉
要
旨

　

景
公
は
自
分
の
馬
を
死
な
せ
た
飼
育
係
の
役
人
を
殺
そ
う
と
し
た
が
、
晏
子
は
景
公
に

代
わ
っ
て
飼
育
係
の
罪
状
を
並
べ
立
て
て
飼
育
係
に
罪
を
理
解
さ
せ
た
う
え
で
、
罰
を
与

え
る
こ
と
を
申
し
出
た
。

　

飼
育
係
を
責
め
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
て
、
晏
子
の
真
意
は
景
公
に
飼
育
係
の
処
罰

を
や
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
景
公
は
晏
子
の
飼
育
係
へ
の
言
葉
か
ら
己
の
非
に
気
づ

き
、
自
ら
の
名
誉
を
守
る
た
め
に
飼
育
係
を
釈
放
し
た
。

◉
作
者

劉
向
（
り
ゅ
う
き
ょ
う
）

　

前
七
七
〜
前
六
。
前
漢
の
思
想
家
。
字
は
子
政
。
初
名
は
更
生
。
広
く
学
問
を
修
め
各

学
派
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
成
帝
の
命
を
受
け
子
の
劉り
ゅ
う

歆き
ん

と
と
も
に
宮
中
の
図
書
を

整
理
・
校
訂
し
、
解
題
を
加
え
た
。
こ
の
業
績
に
よ
っ
て
劉
向
は
中
国
目
録
学
の
祖
と
い

わ
れ
る
。
著
書
に
『
新
序
』『
戦
国
策
』『
列
女
伝
』『
列
仙
伝
』
が
あ
る
。

◉
出
典

　
『
説
苑
』
第
九
篇
正
諌

　

本
文
は
『
説
苑
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
一
九
）
に
よ
る
。

◉
中
学
校
教
科
書
（
令
和
三
年
度
版
）
で
の
掲
載
状
況

　
『
説
苑
』
を
出
典
と
し
た
教
材
は
な
い
が
、
故
事
成
語
に
関
連
し
た
教
材
と
し
て
は
、
次

の
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
矛
盾
」　

三
省
堂
・
東
京
書
籍
・
教
育
出
版
・
光
村
図
書
（
い
ず
れ
も
1
年
）

　
「
助
長
」　

教
育
出
版
（
1
年
）

233  第 2 教材　説苑 景公之馬05高 内容解説資料 新 言語文化　指導書『指導資料』見本



◉
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
例
（
↓
分
冊
①
「
総
説
編
」
50
ペ
ー
ジ
参
照
）

（1）　
「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

登
場
人
物
の
言
動
を
ま
と
め
る
過
程
で
「
方
法
③
概
念
・
法
則
・
意
図
な
ど
を
解
釈
し
、

説
明
し
た
り
活
用
し
た
り
す
る
」
や
「
目
標
①
事
実
等
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
」、「
目

標
③
事
実
等
を
解
釈
し
、
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
の
実
現

を
目
指
す
。

（2）　
「
言
語
能
力
の
育
成
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

漢
文
の
基
本
的
な
句
形
を
学
び
訓
読
を
す
る
過
程
で
「
①
言
葉
の
働
き
や
役
割
に
関
す

る
理
解
」
を
促
し
、
登
場
人
物
の
言
動
か
ら
そ
の
意
図
を
考
え
た
り
、
そ
れ
に
対
す
る
自

分
の
考
え
を
書
き
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
⑤
言
葉
に
よ
っ
て
感
じ
た
り
想
像
し
た
り

す
る
力
、
感
情
や
想
像
を
言
葉
に
す
る
力
」
及
び
、「
⑩
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を

広
げ
深
め
よ
う
と
す
る
態
度
」
の
育
成
を
目
指
す
。

（3）　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
指
導
方
法
の
視
点

　
「
⑨
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
取
り
入
れ
て
、登
場
人
物
の
言
動
か
ら
そ
の
人
柄
を
考

え
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
評
価
を
述
べ
合
い
、
意
見
交
流
を
す
る
。
こ
の
こ
と
を

通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
、
相
手
の
話
を
理
解
し
、
相
互
に
教
材
理
解
の
深
化
を
図

る
態
度
の
育
成
を
目
指
す
。

学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
（
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
）

知
識
及
び
技
能

言
語
文
化
ア　

我
が
国
の
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
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
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に

的
確
に
捉
え
る
こ
と
。

◉
観
点
別
の
評
価
規
準

知
識
・
技
能

・
我
が
国
の
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
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
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に

捉
え
て
い
る
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
我
が
国
の
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理

解
し
た
り
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を

基
に
的
確
に
捉
え
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
。
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◉
学
習
指
導
案
例
（
3
時
間
扱
い
）
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学習指導案
 ○○高等学校国語科　○年○組
 授業者　○○○

1．学習活動　人物のセリフを整理し、発言の意図を考えよう
2．教材名　　『説苑』景公の馬
3．学習目標　 登場人物の言動を整理し、人物の発言の意図を理解することができる。また、その発

言についての感想や意見をまとめ、述べ合うことができる。
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

我が国の言語文化の特質や
我が国の文化と外国の文化
との関係について理解して
いる。（言語文化ア）

文章の種類を踏まえ
て、内容や構成、展開
などについて叙述を基
に的確に捉えている。
（読むことア）

我が国の言語文化の特質や我
が国の文化と外国の文化との
関係について理解したり、文章
の種類を踏まえて、内容や構
成、展開などについて叙述を基
に的確に捉えたりすることに
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

漢文の文法事項を整理し、
適切な書き下し文を書き、
現代語訳している。
＜記述の確認＞
漢文の訓読特有のリズムや
語感を理解し、正確に音読
している。＜行動の観察＞

登場人物の言動をそれ
ぞれ整理し、人物の発
言の意図を理解するこ
とができる。
＜記述の確認＞

人物の発言について理解した
ことをまとめ、それについての
意見や感想をグループ内で発
表し合おうとしている。＜行動
の確認＞

5．授業の展開（3時間）

時 学習活動 評価

1

本文を音読し、正しく訓読できるように
する。
再読文字と難読漢字を確認し、本文の内
容理解を進める。

【知識・技能】
漢文の文法事項を整理し、適切な書き下し文を書
き、現代語訳している。＜記述の確認＞
漢文の訓読特有のリズムや語感を理解し、正確に
音読している。＜行動の観察＞

2

使役の助字の役割・禁止の副詞を確認し、
本文の内容理解を深める。
登場人物を確認しセリフを列記し整理す
る。
整理したセリフから発言者の意図を想像
し、まとめる。

【思考・判断・表現】
登場人物の言動をそれぞれ整理し、人物の発言の
意図を理解することができる。
＜記述の確認＞

3

晏子の発言の意図、景公が圉人を許した
理由を考え、自分なりの評釈を加えて意
見及び感想を交流する。

【主体的に学習に取り組む態度】
人物の発言について理解したことをまとめ、それ
についての意見や感想をグループ内で発表し合お
うとしている。＜行動の確認＞
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◉
指
導
展
開
例

時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
再
読
文
字
・
使
役
の
助

字
・
置
き
字
な
ど
の
文

法
事
項
を
確
認
し
、
本

文
を
正
し
く
訓
読
し
て

内
容
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

【
学
習
課
題
】

・
訓
読
の
基
本
事
項
を
学

び
、
音
読
を
通
し
て
漢

文
の
リ
ズ
ム
を
体
感
し

よ
う
。

・
登
場
人
物
と
歴
史
背
景

を
学
ぼ
う
。

1　

教
科
書
上
段
・
中
段
・
下
段
が
そ
れ
ぞ
れ
訓
読
文
・
書
き
下
し
文
・

現
代
語
訳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
訓
点
の
種
類
を
理
解
す

る
。

2　

教
科
書
上
段
の
訓
読
文
中
に
あ
る
文
法
事
項
を
確
認
す
る
。

○
再
読
文
字
「
将
に
〜
す
」
の
含
ま
れ
た
文
を
書
き
下
し
、訳
を
確
認

す
る
。

○
「
而
」「
於
」「
也
」
は
置
き
字
で
書
き
下
し
に
影
響
し
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。

3　

中
段
の
書
き
下
し
文
を
音
読
す
る
。

4　

登
場
人
物
や
歴
史
的
な
背
景
を
確
認
す
る
。
景
公
・
晏
子
・
圉
人
の

身
分
差
に
注
目
し
、
人
物
の
関
係
を
理
解
す
る
。

5　

教
科
書
上
段
の
訓
読
文
に
あ
る
難
読
漢
字
や
語
句
を
拾
い
、下
段
の

現
代
語
訳
と
見
比
べ
て
語
句
の
意
味
を
理
解
し
、本
文
全
体
の
内
容
理

解
へ
の
一
助
と
す
る
。

・
漢
文
の
表
記
に
関
す
る
3
種
類
の
文
、3
種
類
の
訓
点
（
読
み
仮
名
を

い
れ
て
4
種
）
を
説
明
す
る
。

・
基
本
的
な
語
法
・
句
法
に
注
目
さ
せ
る
。
七
種
の
再
読
文
字
に
触
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
授
業
時
間
が
圧
迫
さ
れ
る
場
合
は
、本
文
中
の
「
将
に

〜
す
」
に
の
み
触
れ
、あ
と
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
を
使
っ
て
授
業
時

間
外
で
の
活
動
に
す
る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
。朝
三
暮
四
Ｐ
35
の
6
行

め
に
も
同
じ
再
読
文
字
が
あ
る
。

・
範
読
に
続
い
て
斉
読
を
行
う
な
ど
、
正
確
に
音
読
さ
せ
る
。

・
景
公
や
晏
子
が
い
た
春
秋
時
代
の
中
国
の
列
国
の
位
置
・
斉
の
位
置

を
、
地
図
を
使
っ
て
示
し
、
春
秋
時
代
の
状
況
を
簡
単
に
説
明
す
る
。

三
人
の
登
場
人
物
の
身
分
を
理
解
さ
せ
る
。

・「
援
る
」「
数
む
」「
釈
す
」
な
ど
の
動
詞
の
読
み
に
注
意
し
、
意
味
を

理
解
さ
せ
る
。

評
価
と

方
法

知
識
・
技
能

・
漢
文
の
文
法
事
項
を
整
理
し
、
適
切
な
書
き
下
し
文
を
書
き
、
現
代
語
訳
し
て
い
る
。〈
記
述
の
確
認
〉

・
漢
文
の
訓
読
特
有
の
リ
ズ
ム
や
語
感
を
理
解
し
、
正
確
に
音
読
し
て
い
る
。〈
行
動
の
観
察
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
何
度
も
声
に
出
し
て
読
ま
せ
る
こ
と
で
リ
ズ
ム
を
体
感
さ
せ
、
本
文
理
解
に
つ
な
げ
る
。
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時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
本
文
の
内
容
を
理
解
・

整
理
し
、
登
場
人
物
の

発
言
の
意
図
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

【
学
習
課
題
】

・
句
法
の
基
本
事
項
を
学

び
、
漢
文
の
表
現
を
楽

し
も
う
。

・
登
場
人
物
の
言
動
を
整

理
し
、
そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
意
図
を
考
え
よ

う
。

1　

教
科
書
上
段
の
訓
読
文
中
に
あ
る
文
法
事
項
を
確
認
す
る
。

○
助
字
「
使
」
に
注
目
し
、「
人
に
〜
を
さ
せ
る
」
と
い
う
使
役
の
訳

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
動
作
の
主
体
・
客
体
、
登
場
人
物
の
関
係

性
を
確
認
す
る
。

○
禁
止
の
副
詞
「
勿
」
に
注
目
し
、下
の
動
詞
を
強
く
否
定
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、景
公
が
強
く
否
定
し
た
か
っ
た
事
柄

を
理
解
す
る
。

2　

前
時
の
復
習
と
し
て
春
秋
時
代
が
ど
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
か
を

振
り
返
る
。

3　
〔
羅
針
盤　

課
題
1
・
2
〕
に
取
り
組
む
。

○
晏
子
の
言
葉
を
整
理
し
、
圉
人
の
罪
を
理
解
す
る
。

4　

景
公
の
目
の
前
で
圉
人
の
罪
を
数
え
上
げ
、圉
人
に
聞
か
せ
る
こ
と

に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
考
え
る
。

・
基
本
的
な
語
法
・
句
法
に
注
意
さ
せ
る
。
た
だ
し
文
法
事
項
の
学
習
は

あ
く
ま
で
も
文
脈
理
解
の
た
め
に
行
う
の
で
、指
導
の
比
重
に
つ
い
て

は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
虎
の
威
を
借
る
の
Ｐ
34
の
4
行
め
に
使
役
の
助
字
「
使
」
が
あ
り
、Ｐ

34
の
3
行
め
に
も
「
敢
へ
て
」
を
と
も
な
っ
た
禁
止
の
句
法
が
あ
る
。

・
周
王
室
が
統
制
力
を
失
い
か
け
、都
を
洛
邑
（
現
在
の
洛
陽
）
に
移
し

た
東
周
時
代
の
前
期
を
春
秋
時
代
と
い
う
。
こ
の
時
代
、隙
を
見
せ
れ

ば
周
辺
の
諸
侯
に
侵
略
さ
れ
か
ね
な
い
。領
土
内
の
安
定
と
周
辺
諸
侯

へ
の
警
戒
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。こ
の
時
代
に
宰
相
と
し
て
君
主
を
思

い
、
領
民
を
案
じ
る
晏
子
の
言
動
に
注
目
さ
せ
た
い
。

・「
馬
を
以
て
の
故
に
」
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
理
由
を
考
え
さ
せ
る
。

晏
子
は
馬
の
貴
重
さ
を
理
解
し
て
い
る
が
そ
れ
を
人
間
の
命
と
比
較

し
、人
の
命
を
奪
う
価
値
が
馬
に
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
を
読

み
取
ら
せ
る
。
ま
た
、
君
主
と
い
え
ど
も
、
私
情
で
人
の
命
を
奪
う
こ

と
は
領
土
の
秩
序
を
失
う
こ
と
で
、
周
辺
諸
侯
に
軽
蔑
さ
れ
、
つ
け
込

ま
れ
る
要
因
と
な
る
こ
と
を
晏
子
は
危
惧
し
て
い
る
。

・
圉
人
が
既
に
犯
し
た
罪
は
最
初
の
一
つ
だ
け
で
、晏
子
が
圉
人
に
述
べ

て
い
る
後
の
二
点
は
今
後
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
事
柄
で
あ
り
、実
際

に
は
圉
人
の
罪
で
は
な
い
と
い
う
点
を
理
解
さ
せ
る
。

評
価
と

方
法

思
考
・
判
断
・
表
現

・
登
場
人
物
の
言
動
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
、
人
物
の
発
言
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
記
述
の
確
認
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
を
、
順
番
通
り
に
箇
条
書
き
で
列
記
さ
せ
る
。
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◉
展
開
図

景公が圉人を処刑しようとする。

・圉人は馬の飼育係だが景公の馬
を死なせてしまった。

・圉人は「馬の命」のために景公
を「人の命」を奪った君主にす
る。

・圉人は「馬の命」のために「人
の命」を奪った君主だという評
判を周辺諸侯に知らしめる。

・君主が私情で人の命を奪っては
ならない。

・君主が人の命と馬の命とを秤に
かけて、人の命を軽んじてはな
らない。

・馬を失ったことを理由に圉人を
殺害することが周辺諸侯に知ら
れることによって景公が顰蹙を
かい、侮られることになる。

・軽んじられる君主がいることで
他国からの干渉や侵略の対象に
なるかもしれない。

景公の愛馬を圉人が死なせてしまう。

発端

圉人に己の罪を理解させてから処刑したいと晏子が景公に請う。

展開

景公が晏子の意図を理解し圉人の処刑を取りやめた。

結末

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説

第
一
段

﹇
6
4
ペ
ー
ジ
﹈

1　
景
公　

？
〜
前
四
九
〇
年　

春
秋
時
代
の
斉
の
君
主
。
斉
は
現
在
の
山
東
省
に
あ
っ
た
国
で
、周
の
武
王
の
臣
下
で
あ

る
太
公
望
（
呂
尚
）
が
封
ぜ
ら
れ
た
国
。
都
は
臨
淄
（
り
ん
し
）。『
史
記
』
斉
大
公
世
家
に
景
公
と
晏
子
に
関
す
る
叙

述
が
あ
る
。

1　
有
馬　

馬
を
持
っ
て
い
る
。
馬
を
飼
っ
て
い
る
。「
有
」
は
所
有
を
表
す
。

2　
圉
人　

馬
を
飼
育
す
る
人
。
馬
の
飼
育
係
を
表
す
周
代
の
官
名
。

2　
殺
之　

馬
を
死
な
せ
た
。「
殺
」
と
あ
る
が
圉
人
が
君
主
の
馬
を
故
意
に
殺
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、「
死
な
せ
て
し

ま
っ
た
」
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
。

3　
戈　

武
器
の
一
つ
。
長
い
柄
の
先
に
か
ぎ
型
の
両
刃
を
つ
け
、
敵
を
引
っ
掛
け
て
殺
傷
す
る
。
ほ
こ
。

3　
援　

手
に
と
る
。
持
つ
。

3　
将
自
撃
之　
「
将
」
は
再
読
文
字
。「
将
に
之
を
撃
た
ん
と
す
」
と
訓
読
し
、「
今
に
も
殺
そ
う
と
す
る
」
と
訳
す
。「
撃
」

に
は
「
突
き
刺
す
」、「
殺
す
」
の
意
味
が
あ
る
。

﹇
6
5
ペ
ー
ジ
﹈

1　
晏
子　

？
〜
前
五
〇
〇
年　

春
秋
時
代
の
政
治
家
・
思
想
家
。
名
は
嬰
。
字
は
平
仲
。
斉
の
霊
公
・
荘
公
・
景
公
の
三

代
に
宰
相
と
し
て
仕
え
た
。
質
素
倹
約
を
み
ず
か
ら
実
行
し
、
博
識
と
合
理
性
、
道
徳
を
重
視
し
、
君
主
か
ら
の
信
頼

も
あ
つ
か
っ
た
。
晏
子
の
言
行
録
『
晏
子
春
秋
』
が
あ
る
。
春
秋
時
代
に
お
け
る
最
も
優
れ
た
人
物
と
し
て
鄭
の
子
産

（
し
さ
ん
）・
晋
の
叔
向
（
し
ゅ
く
き
ょ
う
）・
呉
の
季
札
（
き
さ
つ
）・
衛
の
遽
伯
玉
（
き
ょ
は
く
ぎ
ょ
く
）
と
並
び
称

さ
れ
て
い
る
。『
論
語
』
公
冶
長
第
五
に
は
晏
子
を
賞
賛
す
る
孔
子
の
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
、『
説
苑
』
に
は
他
に
も
晏

子
の
活
躍
が
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。（
第
二
篇
臣
術
・
第
七
篇
政
理
・
第
十
二
篇
奉
使
）。

3　
臣　

わ
た
し
。
臣
下
が
君
主
に
対
し
て
へ
り
く
だ
っ
て
使
う
一
人
称
。

3　
請　

対
話
中
に
用
い
、
相
手
に
対
す
る
敬
意
を
含
む
表
現
と
な
る
。「
請
ふ
」
で
は
じ
ま
り
、「
せ
ん
／
せ
ん
こ
と
を
」

で
終
わ
る
こ
と
が
多
く
、自
分
が
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
の
許
し
を
求
め
る
。「
ど
う
ぞ
／
ど
う
か
…
…
さ
せ
て
く
だ
さ

い
」「
ど
う
か
…
…
す
る
の
を
お
許
し
く
だ
さ
い
」
と
訳
す
。

3　
数　

ひ
と
つ
ひ
と
つ
罪
状
を
か
ぞ
え
挙
げ
て
責
め
る
こ
と
。

4　
令　

使
役
の
助
字
。「
使
」
と
同
じ
使
い
方
を
す
る
。「
使
／
令　

対
象　

動
詞
二　

目
的
語
一

」「
対
象
を
し
て
目
的
語
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脚
問
・
発
問

問　

各
ペ
ー
ジ
に
あ
る
指
示
語
「
之
」
も
し
く
は

「
此
」
は
何
を
指
す
か
。

﹇
6
4
ペ
ー
ジ
﹈

殺
之
（
2
）　

馬
。（
圉
人
が
馬
を
殺
し
た
。）

撃
之（
3
） 

圉
人
。（
景
公
が
圉
人
を
殺
そ
う
と
し
た
。）

﹇
6
5
ペ
ー
ジ
﹈

此
（
2
）〈
脚
問
〉　

圉
人
。

数
之
（
3
）　

圉
人
。（
晏
子
が
圉
人
を
罪
状
を
数

え
上
げ
て
責
め
る
。）

殺
之（
4
） 

圉
人
。（
晏
子
が
圉
人
を
殺
そ
う
と
思
う
。）

﹇
6
6
ペ
ー
ジ
﹈

臨
之（
1
）　

圉
人
。（
晏
子
が
圉
人
に
向
か
っ
て
）

殺
之
（
3
）　

馬
。（
圉
人
が
馬
を
殺
し
た
。）

﹇
6
7
ペ
ー
ジ
﹈

釈
之
（
5
）〈
脚
問
〉
圉
人
。（
晏
子
に
命
じ
て
景

公
が
圉
人
を
許
す
。）

問　
「
臣
請
」（
65
・
3
）（
臣
請
ふ
）
は
誰
が
誰
に
ど

ん
な
こ
と
を
請
う
の
か
。ま
た
そ
の
目
的
は
何
か
。

・
晏
子
が
景
公
に
圉
人
に
圉
人
自
身
の
罪
を
理
解

さ
せ
、
死
刑
を
執
行
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
許
可

を
求
め
た
。
圉
人
に
語
っ
て
聞
か
せ
て
い
る
よ
う

に
見
せ
か
け
て
実
は
景
公
が
圉
人
の
死
刑
を
取
り

下
げ
る
よ
う
説
得
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

問　

晏
子
は
「
以
馬
之
故
」（
66
・
5
、
67
・
1
）（
馬

を
以
て
の
故
に
）
と
二
度
繰
り
返
し
て
述
べ
る
。
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●
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
作
成
例
④
（
第
3
時
限
）

問　

景
公
が
圉
人
を
許
し
た
の
は
な
ぜ
か
考
え
よ
う
。

問　

晏
子
と
景
公
の
行
動
を
そ
れ
ぞ
れ
振
り
返
り
、
ど
の
よ
う
な
性
格
か
を
考
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
物
を
ど
う
思
う
か
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
。

●
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
作
成
例
（
解
答
例
）

問　

景
公
が
圉
人
を
許
し
た
の
は
な
ぜ
か
考
え
よ
う
。

晏
子
が
圉
人
を
責
め
る
言
葉
を
聞
き
、
そ
れ
が
実
際
に
は
自
分
を
諭
す
た
め
の
言
葉
だ
と
気

が
つ
い
た
。
ま
た
、
そ
の
内
容
か
ら
、
自
分
の
行
動
が
今
後
の
自
国
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は

自
分
の
評
判
に
と
っ
て
有
益
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
体
面
を
保
つ
た
め
に
圉
人

を
釈
放
す
る
こ
と
に
し
た
。

問　

晏
子
と
景
公
の
言
動
を
そ
れ
ぞ
れ
振
り
返
り
、
ど
の
よ
う
な
性
格
か
を
考
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
物
を
ど
う
思
う
か
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
。
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景
公
の
行
動

晏
子
の
行
動

第一場面第二場面第三場面人柄・性格印象・感想

景
公
の
言
動

晏
子
の
言
動

第一場面

・
圉
人
が
自
分
の
馬
を
死
な
せ
た
こ
と
を

知
り
、
処
刑
し
よ
う
と
す
る
。

・
圉
人
に
自
分
の
犯
し
た
罪
を
理
解
さ
せ

て
か
ら
刑
を
執
行
し
た
い
と
願
い
出
る
。

第二場面

・
晏
子
が
圉
人
に
向
け
て
発
す
る
言
葉
を

聞
い
て
い
る
。

・
圉
人
に
向
け
て
罪
を
挙
げ
連
ね
る
。

・
圉
人
に
向
け
て
責
め
る
よ
う
に
言
い
な

が
ら
実
は
景
公
へ
の
諫
言
で
あ
っ
た
。

第三場面

・
晏
子
の
行
動
が
自
分
へ
の
説
諭
・
諫
言
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
圉
人
の
処
刑
を
と

り
や
め
る
。

・
景
公
か
ら
圉
人
の
無
罪
を
勝
ち
取
る
。

人柄・性格

・
感
情
が
た
か
ぶ
る
と
軽
率
な
行
動
を
取

る
こ
と
が
あ
る
。

・
晏
子
の
言
葉
を
聞
い
て
内
省
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

・
景
公
の
様
子
を
理
解
し
、
景
公
が
納
得
し

て
行
動
を
改
め
る
よ
う
諫
言
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
道
理
を
説
く
た
め
に
取
る
行
動
が
大
胆
。

印象・感想

「
羅
針
盤
」
の
解
説

課
題
1　

晏
子
が
、
圉
人
に
そ
の
罪
を
わ
か
ら
せ
て
か
ら
殺
さ
せ
て
ほ
し
い
と
願
い

出
た
の
は
な
ぜ
か
、
考
え
よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
景
公
に
圉
人
の
処
刑
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
。

・
馬
を
失
っ
て
冷
静
さ
を
失
っ
て
い
る
景
公
に
、
直
接
的
な
言
葉
で
処
刑
を
し
て
は
な
ら

な
い
と
述
べ
て
も
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
晏

子
は
一
連
の
で
き
ご
と
の
原
因
、景
公
が
私
情
で
処
刑
を
行
っ
た
後
の
社
会
的
な
影
響
、

周
囲
か
ら
下
さ
れ
る
評
価
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
景
公
に
冷
静
さ
を
取
り
戻
さ
せ
、

圉
人
を
許
す
方
向
に
導
こ
う
と
考
え
た
た
め
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

愛
馬
を
失
っ
た
ば
か
り
で
感
情
の
た
か
ぶ
っ
て
い
る
景
公
に
直
接
的
な
諫
言
が
効
果
を

も
た
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
景
公
の
性
質
と
現
状
と
を
理
解
し
、
景
公
が

納
得
で
き
る
論
法
で
晏
子
が
圉
人
の
「
無
罪
判
決
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
芝
居
で

あ
る
。
内
容
理
解
の
た
め
の
発
問
で
は
あ
る
が
、
自
分
の
感
情
が
た
か
ぶ
っ
て
い
る
時
に

正
論
の
注
意
を
受
け
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
か
を
学
習
者
に
考
え
さ
せ
る

こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

課
題
2　

晏
子
が
述
べ
た
罪
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
ま
と
め
よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
圉
人
は
馬
を
飼
育
す
る
官
吏
で
あ
り
な
が
ら
君
主
の
馬
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
罪
。

・
圉
人
が
景
公
に
「
馬
を
理
由
に
飼
育
係
を
殺
さ
せ
る
」
罪
。

・
圉
人
が
景
公
を
「
馬
を
理
由
に
人
を
殺
し
た
君
主
だ
と
周
囲
の
諸
侯
に
知
ら
し
め
る
」

罪
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

文
法
事
項
と
し
て
使
役
の
構
文
が
二
度
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
圉
人

の
行
い
が
君
主
の
名
声
を
損
な
わ
せ
る
こ
と
が
罪
だ
と
言
っ
て
い
る
。
圉
人
が
馬
を
死
な

せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
ひ
い
て
は
景
公
の
非
道
な
振
る
舞
い
を
周
辺
諸
国
に
知
ら
し
め
る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
圉
人
の
罪
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
晏
子
の
言
葉
が
学
習
者
に
と
っ
て
「
罪
」
と
し
て
認
識
・
受
容
で
き
る
も
の
か
を

考
え
せ
た
い
。
ま
た
、こ
の
問
い
で
は
「
以
馬
之
故
」（
馬
を
以
て
の
故
に
）
と
二
度
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。
脚
問
で
考
え
た
「
馬
の
価
値
」
と
「
人
の
命
」
に
つ
い
て
の
晏
子
の
考

え
と
と
も
に
扱
い
、
晏
子
の
意
見
を
整
理
さ
せ
た
い
。

　

な
お
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
罪
状
は
軽
微
な
も
の
か
ら
重
大
な
も
の
へ
と
段
階
を

踏
ん
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
漸
層
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
漸
層
法
は
語
句
を
重
ね
て
用
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
詩
や
文
章
の
意
味
を
強
め
て
い
き
、
読
者
の
印
象
を
絶
頂
に

導
き
、
最
大
の
効
果
を
上
げ
よ
う
と
す
る
方
法
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
景
公
の
心
を
動
か
す

た
め
の
論
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

課
題
3　

景
公
が
圉
人
を
許
す
こ
と
に
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
と
め
よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
諸
侯
か
ら
の
評
価
、
外
聞
を
気
に
し
た
た
め
。

・
馬
の
命
を
人
の
命
で
贖
わ
せ
る
の
は
仁
徳
の
あ
る
者
の
行
い
で
は
な
い
と
、
晏
子
の
言

葉
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
か
ら
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

晏
子
は
君
主
の
私
情
に
よ
る
処
刑
の
危
険
性
を
訴
え
て
い
る
。
群
雄
割
拠
の
春
秋
時
代
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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
、「
飢
え
死
に
を
す
る
じ
ゃ
て
、
し
か

た
な
く
す
る
」
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
し
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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教
材
の
概
要

◉
作
品

○
主
題
に
つ
い
て
の
考
察

　
「
羅
生
門
」は
輻
輳
し
た
コ
ー
ド
か
ら
な
る
多
義
的
な
意
味
を
包
含
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
の
読
み
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
世
界
が
開
け
て
く
る
。
し
た
が
っ

て
そ
の
「
主
題
」
や
「
意
味
内
容
」
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
。

　

古
く
は
「
下
人
の
心
理
の
推
移
を
主
題
と
し
、
あ
わ
せ
て
生
き
ん
が
た
め
に
、
各
人
各

様
に
持
た
ざ
る
を
得
ぬ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
あ
ば
い
て
い
る
。」
と
し
た
吉
田
精
一
説
が
あ
る

が
、
三
好
行
雄
は
そ
れ
を
進
め
て
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
ど
と
い
う
概
念
で
は
決
し
て
律
し
き

れ
な
い

│
日
常
的
な
救
済
を
す
べ
て
断
た
れ
た
存
在
悪
の
か
た
ち
」を
下
人
の
姿
に
見
、

そ
れ
を
「
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
永
遠
に
担
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
痛
み
」
で
あ
る
、

と
し
た
。「
人
間
内
部
に
お
け
る
矛
盾
の
並
存
と
い
う
命
題
」に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
す
る

駒
尺
喜
美
の
説
。
そ
し
て
闇
に
消
え
て
い
く
下
人
に
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
、

「
己
を
緊
縛
す
る
も
の
か
ら
の
解
放
の
叫
び
」
に
主
題
を
見
る
関
口
安
義
の
見
方
も
あ
る
。

　

結
末
部
分
で
作
者
が
行
っ
た
改
稿
も
ま
た
読
み
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の

是
非
に
関
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
吉
田
俊
彦
は
、
上
記
の
関
口
の
説
を
踏
ま

え
、
初
稿
に
お
け
る
結
末
部
の
「
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
」
ぐ
下
人
の
姿
の
中
に

「『
他
者
中
心
』
の
抑
圧
体
制
か
ら
の
人
間
解
放
」
を
目
指
す
作
者
の
意
気
込
み
を
見
、
し

か
し
そ
れ
を
、「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」
と
改
稿
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川

の
中
に
「
底
知
れ
な
い
存
在
不
安
」
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
闇
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
ま

た
新
し
く
は
、「
語
り
手
」（
書
き
手
）
に
注
目
し
、「
下
人
の
行
方
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
」

と
改
稿
さ
れ
た
結
末
部
に
お
い
て
、「
語
り
手
」
が
、sentim

entalism
e

を
振
り
捨
て
、

荒
ぶ
る
世
界
へ
と
飛
び
出
し
て
い
っ
た
下
人
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た

点
を
重
視
す
る
長
谷
川
達
哉
の
見
解
も
あ
る
。

　
「
主
題
」
を
考
え
る
上
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
下
人
の
心
理
の
移
り
変
わ
り
の
ス
ト
ー

リ
ー
分
析
か
ら
だ
け
で
な
く
、
作
品
構
造
か
ら
の
分
析
、
さ
ら
に
不
気
味
な
動
物
の
比
喩

や
、
不
在
性
を
表
す
表
現
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
負
の
世
界
で
あ
る
「
羅
生
門
」
自

体
に
象
徴
的
意
味
を
見
い
だ
す
よ
う
な
読
み
な
ど
、
多
面
的
な
読
み
が
存
在
し
う
る
。

　
「
羅
生
門
」
の
授
業
に
際
し
て
は
、
予
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
固
定
し
た
意
味
に
収
斂
さ
せ

な
い
自
由
な
読
み
が
保
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

◉
表
現
の
特
色

1　

構
成

　

羅
生
門
の
下
で
途
方
に
暮
れ
て
い
た
主
人
公
で
あ
る
下
人
が
、
羅
生
門
の
楼
の
上
で
老

婆
と
出
会
い
、
そ
れ
を
契
機
に
ま
た
、
楼
か
ら
駆
け
下
り
て
闇
の
中
へ
と
消
え
て
い
く
。

羅
生
門
の
楼
上
と
い
う
異
空
間
（
境
界
）
を
通
過
す
る
こ
と
で
変
貌
を
遂
げ
る
下
人
の
姿

を
、①
門
の
下
↓
②
楼
の
上
↓
③
門
の
下
と
い
う
場
の
転
換
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
。

2　

比
喩

　

下
人
の
変
貌
を
決
定
づ
け
る
「
老
婆
」
を
中
心
に
、「
猿
の
親
が
猿
の
子
の
し
ら
み
を
取

る
よ
う
に
」「
肉
食
鳥
の
よ
う
な
、鋭
い
目
」「
か
ら
す
の
鳴
く
よ
う
な
声
」「
蟇
の
つ
ぶ
や

く
よ
う
な
声
」
な
ど
、
気
味
の
悪
い
動
物
の
直
喩
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
極
限
状
況

の
中
で
理
性
や
人
間
性
を
失
い
、
ま
さ
に
獣
の
よ
う
に
生
き
る
し
か
な
い
人
間
の
生
の
あ

り
よ
う
を
、
読
者
の
感
性
に
直
接
的
に
訴
え
か
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
は
直
喩
、
暗
喩
、
擬
人
法
の
ほ
か
に
も
、
提
喩
、
換
喩
等
、
多
様
な

比
喩
表
現
に
特
色
が
あ
る
。

3　

心
象
風
景

　
「
門
の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
（
か
ら
す
）
が
ご
ま
を
ま
い
た

よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
見
え
た
。」
の
よ
う
に
、
血
の
よ
う
な
夕
焼
け
の
赤
と
死
骸
を
ね
ら

う
か
ら
す
の
黒
の
対
比
に
よ
っ
て
不
気
味
さ
を
き
わ
立
た
せ
る
な
ど
、
風
景
描
写
を
通
じ

て
主
人
公
の
心
理
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
。

4　

そ
の
他

　

一
匹
の
「
き
り
ぎ
り
す
」、主
人
公
の
「
に
き
び
」
な
ど
の
小
物
を
う
ま
く
主
人
公
の
心

理
に
結
び
つ
け
て
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。
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◉
学
習
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
例
（
↓
分
冊
①
「
総
説
編
」
50
ペ
ー
ジ
参
照
）

（1）　
「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

作
品
の
背
後
に
広
が
る
こ
と
を
想
像
し
、物
語
の
続
き
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
方

法
③
概
念
・
法
則
・
意
図
な
ど
を
解
釈
し
、
説
明
し
た
り
活
用
し
た
り
す
る
」
こ
と
を
通

し
て
、「
目
標
③
事
実
等
を
解
釈
し
、
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ

と
」
の
実
現
を
目
指
す
。

（2）　
「
言
語
能
力
の
育
成
」
を
踏
ま
え
た
指
導
方
法
の
視
点

　

物
語
の
解
釈
や
創
作
物
を
お
互
い
に
読
み
合
っ
て
意
見
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
⑤
言

葉
に
よ
っ
て
感
じ
た
り
想
像
し
た
り
す
る
力
、
感
情
や
想
像
を
言
葉
に
す
る
力
」、「
⑥
言

葉
を
通
じ
て
伝
え
合
う
力
」、「
⑧
考
え
を
形
成
し
深
め
る
力
」、「
⑩
自
分
の
も
の
の
見
方

や
考
え
方
を
広
げ
深
め
よ
う
と
す
る
態
度
」
の
育
成
を
目
指
す
。

（3）　

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
指
導
方
法
の
視
点

　
「
④
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
取
り
入
れ
て
、書
い
た
文
章
を
お
互
い
に
読
み

合
い
、
意
見
交
流
を
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
、
相
手
の
話
を

理
解
し
て
、
自
分
自
身
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
を
図
っ
て
い
く
。

学
習
指
導
の
展
開

◉
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
（
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
）

知
識
及
び
技
能

言
葉
ア　

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

す
る
こ
と
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

読
む
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
。

◉
観
点
別
の
評
価
規
準

知
識
・
技
能

・
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
。

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

・
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
。

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

・
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
。
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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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◉
指
導
展
開
例

時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

・
京
都
の
町
や
羅
生
門
の

描
写
の
仕
方
や
表
現
の

特
色
に
つ
い
て
評
価
し

な
が
ら
、
そ
こ
に
描
か

れ
る
当
時
の
社
会
情
勢

と
、
羅
生
門
の
下
で
下

人
の
お
か
れ
た
状
況
に

つ
い
て
正
確
に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
学
習
課
題
】

・
物
語
の
舞
台
設
定
と
人

物
設
定
を
正
確
に
捉
え

よ
う
。

導
入

展
開

1　

全
文
を
通
読
し
、
作
品
を
七
段
落
に
分
け
る
。

2　
〔
羅
針
盤　

課
題
1
〕
に
取
り
組
む
。

○
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

平
安
末
期
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

○
下
人
が
羅
生
門
の
下
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
整
理
す
る
。

○
羅
生
門
の
下
で
下
人
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
ま
と
め
る
。

3　

広
が
る
読
書
「
作
家
と
よ
む
『
今
昔
物
語
』」
を
読
ん
で
、
当
時
の

社
会
状
況
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
。

4　

自
分
が
下
人
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
、意
見
を
交

流
す
る
。

・
時
間
の
経
過
や
場
所
の
移
動
に
注
目
さ
せ
る
。

・
Ｐ
266
「
物
語
を
読
む
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
「
人
物
設
定
・
舞
台
設

定
」
を
参
考
に
、
情
報
を
整
理
す
る
。

・
芥
川
龍
之
介
が
古
典
を
題
材
と
し
て
「
羅
生
門
」
を
創
作
し
た
こ
と
を

確
認
し
、古
典
の
世
界
か
ら
近
代
文
学
へ
と
継
承
さ
れ
る
言
葉
の
働
き

が
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
。

・
下
人
が
孤
独
で
、
安
定
し
た
職
も
住
む
と
こ
ろ
も
な
く
、
空
腹
で
、
社

会
情
勢
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
福
祉
や
共
助
も
期
待
で
き
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

評
価
と

方
法

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
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
個
々
の
叙
述
を
取
り
上
げ
て
下
人
が
置
か
れ
た
状
況
や
そ
の
心
理
を
確
認
さ
せ
る
。
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時
間

本
時
の
ね
ら
い
と
学
習
課
題

学
習
活
動
と
指
導
内
容

指
導
上
の
留
意
点

第2時限

・
物
語
の
設
定
を
踏
ま
え

て
、
そ
の
展
開
や
下
人

の
心
情
変
化
を
正
確
に

読
み
取
り
、
自
分
の
解

釈
や
そ
の
根
拠
を
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
学
習
課
題
】

・
設
定
を
踏
ま
え
て
、
物

語
の
展
開
や
心
情
の
変

化
を
正
確
に
読
み
取
ろ

う
。

展
開

1　
〔
羅
針
盤　

課
題
2
〕
に
取
り
組
む
。

○
表
現
を
通
し
て
、
下
人
の
心
情
を
正
確
に
追
う
。

①
「
勇
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
」

②
「
あ
る
強
い
感
情
が
〜
嗅
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
」

③
「
老
婆
に
対
す
る
激
し
い
憎
悪
が
、
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
」

④
「
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
」

2　
〔
羅
針
盤　

協
働
的
な
学
び
の
た
め
に
〕
に
取
り
組
む
。

○
下
人
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
ま
た
、そ
の
よ
う
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
話
し
合
う
。

3　

下
人
の
心
情
の
変
化
と
そ
の
き
っ
か
け
を
、
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
や

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ン
な
ど
の
思
考
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
一
枚
の
紙
に
簡

潔
に
ま
と
め
て
共
有
す
る
。

・
①
〜
④
を
普
通
の
表
現
に
言
い
換
え
た
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
で
、表

現
の
効
果
や
作
者
の
工
夫
を
よ
り
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
例
）
①
決
断
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

 

②
恐
怖
と
好
奇
心
が
湧
い
て
き
た
。

　
　

 

③
徐
々
に
老
婆
が
憎
た
ら
し
く
感
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
　

 

④
迷
い
は
な
く
な
っ
た
。

・
Ｐ
268
「
物
語
を
読
む
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
「
転
換
点
」
を
参
考

に
、
下
人
の
心
情
が
何
に
よ
っ
て
ど
う
変
化
し
た
か
を
整
理
す
る
。

・「
現
代
の
国
語
」
で
の
学
習
事
項
を
活
用
さ
せ
た
い
。

評
価
と

方
法

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
〉

（
支
援
）
Ｃ
評
価
の
生
徒
へ
の
手
立
て

・
ど
の
よ
う
な
表
現
技
法
や
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
整
理
し
、
文
脈
に
即
し
て
具
体
化
さ
せ
る
。
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◉
展
開
図

はしごの上 死骸の髪の毛を抜く老婆を見いだす … 「六分の恐怖と四分の好奇心」
 　　　見ているうちに …………… 「悪を憎む心」が燃え上がる

楼の上 ・老婆をねじ倒し ………………………「安らかな得意と満足」
 ・太刀を突きつけ
　 　「何をしていた。言え。」と脅す
　 ・老婆の答え「かつらに……」を聞いて
 　　　平凡な答えに失望 ……………「憎悪＋冷ややかな侮

ぶ

蔑
べつ

」

 ・老婆の言い訳 「冷然と」聞いている
 　「飢え死にするじゃて」 
 　を聞いて

 　「きっと、そうか。」と念を押す ……… 「嘲るような声で」
 ・老婆の着物を剝ぎ取る
 　　　　　　「夜の底へ駆け下りた」

時代　平安朝末期
場所　京都　天災（地震・辻

つじ

風
かぜ

・火事・飢
き

饉
きん

）により　「ひととおりならず衰微」
季節　秋　
　　　　　　火桶が欲しいほどの寒さ
　　　　　　風が、夕闇とともに
　　　　　　　　　遠慮なく吹き抜ける

（
小
さ
な
余
波
）

「どうにもならないことを、どうにかしようとして」
「手段を選ばないとすれば……」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「盗人になるよりほかに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかたがない。」

暮れ方
雨

S
サ ン チ マ ン タ リ ス ム

entimentalisme
に影響

肯定する勇気が出ない

「暇を出された」

門の外

語り手の判断を超える世界へ

羅生門の
様子

荒れ果てた……
狐
こ

狸
り

が棲む
盗人
死人が捨てられる

⇒

「黒
こ く

洞
と う

々
と う

たる夜」
「下人の行方は、誰も知らない。」

羅生門

門の下

下
人
vs
老
婆

一人の下人 「途方にくれていた」

永年使われていた主人から

ある勇気が生まれ

⇒

◉
語
句
・
文
脈
の
解
説

﹇
7
2
ペ
ー
ジ
﹈

〇
第
一
段
（
初
め
〜
76
・
11
）
の
大
意

 　

羅
生
門
の
下
で
途
方
に
く
れ
る
下
人

 　

平
安
時
代
末
期
の
、
あ
る
日
の
暮
れ
方
、
一
人
の
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
が
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
。

途
方
に
く
れ
た
下
人
は
、
羅
生
門
に
一
夜
の
宿
を
借
り
よ
う
と
楼
の
上
へ
登
る
は
し
ご
に
足
を
か
け
た
。

1　
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
や
み
を
待
っ
て
い
た　

物
語
性
を
も
っ
た
起

句
で
あ
る
。「
あ
る
日
」
と
日
を
特
定
せ
ず
に
入
る
。
読
者
の
想
像
を
か
き
立
て
る
と
と
も
に
、短
い
セ
ン
テ
ン
ス
の
中

に
「
い
つ
・
ど
こ
で
・
だ
れ
が
」
の
最
低
限
の
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
の
作
品
に
は
、「
蜜
柑
」「
杜
子
春
」

「
神
神
の
微
笑
」
な
ど
、
夕
暮
れ
の
設
定
か
ら
入
る
も
の
が
多
い
。

1　
下
人　

身
分
の
低
い
者
。
貴
族
な
ど
に
仕
え
て
種
々
の
雑
役
に
あ
た
っ
た
者
。
ま
た
、『
日
本
国
語
大
辞
典（
第
二
版
）』

（
小
学
館
）
に
よ
る
と
、「
平
安
以
後
の
隷
属
民
。
荘
園
の
地
主
・
荘
官
や
地
頭
な
ど
に
隷
属
し
て
、
家
事
、
農
業
、
軍

事
な
ど
主
家
の
雑
役
に
つ
か
わ
れ
、
財
産
と
し
て
土
地
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
る
い
は
別
々
に
売
買
質
入
や
譲
渡
の
対
象

と
な
っ
た
。」
と
あ
る
。
こ
の
作
品
の
「
下
人
」
も
、
ま
だ
若
い
の
に
暇
を
出
さ
れ
る
ま
で
「
永
年
、
使
わ
れ
て
い
た
」

（
74
・
10
）
こ
と
、
帰
る
家
も
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
人
身
売
買
で
売
ら
れ
て
き
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
原
典
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
盗ヌ
ス
ミセ
ム
ガ
為
ニ
京
ニ
上ノ
ボ
リケ
ル
男
」
と
あ
り
、
ま
た
、
下
書
き
ノ
ー
ト
や
推

移
稿
で
は
「
交
野
（
の
）
平
六
」
と
固
有
名
詞
に
な
っ
て
い
た
の
を
、
最
終
稿
で
「
下
人
」
と
し
た
点
に
、
結
末
部
分

の
改
稿
と
並
ん
で
、
作
者
の
意
図
が
感
じ
取
れ
る
。
ま
た
、
太
刀
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
貴
族
や
豪
族
等
の
警

護
に
あ
た
っ
た
侍
と
も
考
え
ら
れ
る
。

1　
羅
生
門　

平
安
京
の
正
門
。
羅
城
門
。
本
来
は
「
羅
城
門
」
と
表
記
し
た
が
、江
戸
時
代
以
降
「
羅
生
門
」
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
羅
城
」と
は
古
代
中
国
の
都
を
囲
ん
で
い
た
外
郭
の
こ
と
。
平
安
京
に
は
羅
城
は
築
か
れ
な
か
っ

た
。「
平
安
京
略
図
」（
73
ペ
ー
ジ
）、「
平
安
京
条
坊
図
」（
300
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

3　
丹　

朱
色
の
塗
料
。「
丹
塗
り
」
と
は
赤
色
の
顔
料
で
あ
る
丹
ま
た
は
朱
で
塗
っ
て
あ
る
こ
と
。
丹
は
鉛
に
硫
黄
と
硝

石
を
加
え
て
焼
い
て
つ
く
っ
た
も
の
。
朱
は
辰
砂
と
し
て
産
し
、
成
分
は
硫
化
水
銀
。

4　
き
り
ぎ
り
す　

原
文
は
「
蟋き
り
　
ぎ
り
す蟀
」
と
あ
り
、
古
語
で
は
「
こ
お
ろ
ぎ
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
柱
に
止
ま
っ
て
い
る

点
、
習
性
か
ら
今
言
う
「
き
り
ぎ
り
す
」
に
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
無
人
の
強
調
、
周
囲
が
寂
れ
て
い
る
雰
囲
気
、
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脚
問
・
発
問

﹇
7
2
ペ
ー
ジ
﹈

問　

最
初
の
一
行
「
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
や
み
を

待
っ
て
い
た
。」
で
提
示
さ
れ
て
い
る
4
Ｗ
（
い

つ
・
誰
が
・
ど
こ
で
・
な
に
を
）
を
指
摘
し
よ
う
。

・
い
つ　
　

あ
る
日
の
暮
れ
方

　

・
誰
が　

一
人
の
下
人
が

　

・
ど
こ
で　

羅
生
門
の
下
で

　

・
な
に
を　

雨
や
み
を
待
っ
て
い
た

問　
「
羅
生
門
が
、朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
…
市
女

笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う

な
も
の
で
あ
る
。」（
4
）
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う

こ
と
か
。

・「
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
」（
5
）
と
は
こ
こ
で
は

「
こ
の
男
（
下
人
）
の
外
に
も
、」
と
下
人
と
同
列

に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
貴
族
な
ど
で
は
な
く
、

一
般
の
女
と
男
の
こ
と
を
比
喩
（
提
喩
）
と
し
て

言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
も
う
二
、三
人
は

あ
り
そ
う
」
な
の
は
、
羅
生
門
が
平
安
京
の
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上

は
、
本
来
な
ら
も
っ
と
賑
わ
っ
て
い
て
も
良
い
は

ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

問　

主
人
公
の
下
人
の
身
な
り
や
外
見
は
ど
う
か
、

指
摘
し
よ
う
。
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季
節
な
ど
を
暗
示
す
る
絶
妙
な
小
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
色
彩
の
面
か
ら
見
て
も
、「
丹
塗
り
の
円
柱
」
の
鮮
や

か
な
朱
色
と
補
色
関
係
の
緑
の
方
が
合
う
。

4　
朱
雀
大
路　

平
安
京
の
中
央
を
南
北
に
貫
く
大
通
り
。「
平
安
京
略
図
」（
73
ペ
ー
ジ
）、「
平
安
京
条
坊
図
」（
300
ペ
ー

ジ
）
参
照
。
京
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
、
道
幅
は
八
十
四
メ
ー
ト
ル
。

5　
市
女
笠　

菅す
げ

や
竹
皮
で
編
ん
だ
笠
。
こ
こ
で
は
、そ
れ
を
か
ぶ
っ
た
女
性
の
こ
と
。
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
用
に
多
く
着
用
さ
れ
た
。

5　
揉
烏
帽
子　

柔
ら
か
く
も
ん
だ
烏
帽
子
。
こ
こ
で
は
、そ
れ
を
か
ぶ
っ
た
男
性
の
こ
と
。
男
性
が
平
常
服
の
際
に
着
用

し
た
。

7　
辻
風　

つ
む
じ
風
。
旋
風
。

8　
洛
中　

都
の
中
。
平
安
京
の
市
中
。「
洛
」
は
中
国
の
都
「
洛
陽
」
に
由
来
す
る
。

↔

洛
外

﹇
7
3
ペ
ー
ジ
﹈

1　
旧
記　

古
い
記
録
。『
方
丈
記
』
に
同
じ
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
記
事
は
『
方
丈
記
』（
鴨
長
明
・

一
二
一
二
年
）
に
、「
あ
や
し
き
事
は
、
薪
の
中
に
、
赤
き
丹
着
き
、
箔
な
ど
所
々
に
見
ゆ
る
木
、
あ
ひ
ま
じ
は
り
け
る

を
尋
ぬ
れ
ば
、
す
べ
き
か
た
な
き
も
の
、
古
寺
に
至
り
て
仏
を
盗
み
、
堂
の
物
の
具
を
破
り
取
り
て
、
割
り
砕
け
る
な

り
け
り
。」
と
あ
る
。『
方
丈
記
』
の
該
当
部
分
は
で
き
れ
ば
生
徒
に
み
せ
て
お
き
た
い
。

〔
話
題
源
〕

○
「
方
丈
記
」
に
描
か
れ
た
天
災

　
「
方
丈
記
」
に
は
、
元
暦
二
（
一
一
八
五
）
年
七
月
九
日
、
近
畿
地
方
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
ク
ラ
ス
の
地

震
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
を
髣
髴
と
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
辻
風
、
火
事
、
飢
饉
に
つ

い
て
の
記
載
も
あ
る
。
古
文
書
か
ら
先
人
の
経
験
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
だ
。

　

…
…

　
〈
元
暦
の
大
地
震
〉

　
「
大
地
震
ふ
る
こ
と
侍
り
き
。
そ
の
さ
ま
世
の
常
な
ら
ず
、
山
は
崩
れ
て
河
を
埋
み
、
海
は
傾
き
て
陸
地
を
ひ
た

せ
り
。
土
裂
け
て
水
湧
き
出
で
、
巌
割
れ
て
谷
に
ま
ろ
び
入
る
。
…
…
都
の
ほ
と
り
に
は
、
在
々
所
々
堂
舎
塔
廟

ひ
と
つ
と
し
て
全
か
ら
ず
、
…
…
」
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①
右
の
頰
に
大
き
な
に
き
び
が
あ
る
。

　

②
洗
い
ざ
ら
し
た
紺
の
襖
を
着
て
い
る
。

　

③
山
吹
の
汗
袗
（
黄
色
の
汗
取
り
用
の
下
着
）

を
着
け
て
い
る
。

　

④
聖
柄
の
太
刀
を
腰
に
下
げ
て
い
る
。

　

⑤
わ
ら
草
履
を
履
い
て
い
る
。

問　
「
こ
の
男
の
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
い
。」（
6
）
の

は
な
ぜ
か
。

・
京
都
の
町
が
う
ち
続
く
天
災
で
衰
微
し
、
羅
生

門
が
荒
れ
果
て
て
狐
狸
な
ど
が
住
み
、
死
体
が
捨

て
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
不
気
味
な
場
所
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
夜
に
な
る
と
だ
れ
も
気
味
が
悪

く
て
近
づ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

問　
「
こ
の
二
、
三
年
」（
7
）
と
は
ど
の
時
点
か
ら

見
て
の
二
、
三
年
な
の
か
。

・「
あ
る
日
の
暮
れ
方
」
の
「
あ
る
日
」

問　
「
洛
中
」（
8
）
と
は
ど
こ
の
こ
と
か
。

・
京
都
の
町
の
中
の
こ
と
。

（
解
説
）　

上
段
の
解
説
参
照
。

﹇
7
3
ペ
ー
ジ
﹈

問　
「
旧
記
」（
1
）
と
は
何
か
。
ま
た
、
い
つ
の
時

点
か
ら
見
て
の
「
旧
」
な
の
か
。

・
旧
記
と
は
『
方
丈
記
』
の
こ
と
で
あ
る
（
上
段

の
解
説
参
照
）。「
地
震
・
辻
風
・
火
事
・
飢
饉
」

の
記
録
が
あ
る
。

・
作
者
の
執
筆
時
点
か
ら
見
て
の
「
旧
」。（
物
語

の
現
在
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
舞
台
と

　
〈
治
承
の
辻
風
〉
一
一
八
〇
（
治
承
四
）
年

　
「
中
御
門
京
極
の
ほ
ど
よ
り
、
大
き
な
る
辻
風
お
こ
り
て
、
六
條
わ
た
り
ま
で
、
吹
け
る
事
侍
り
き
。
三
四
町
を

吹
き
ま
く
る
あ
ひ
だ
に
、
こ
も
れ
る
家
ど
も
、
大
き
な
る
も
、
小
さ
き
も
、
ひ
と
つ
と
し
て
破
れ
ざ
る
は
な
し
。」

　
〈
安
元
の
大
火
〉
一
一
七
七
（
安
元
三
）
年

　
「
風
烈
し
く
吹
き
て
、
静
か
な
ら
ざ
り
し
夜
、
戌
の
時
ば
か
り
、
都
の
東た
つ
み南
よ
り
火
出
で
来
て
、
西い
ぬ
ゐ北
に
至
る
。

は
て
に
は
、
朱
雀
門
、
大
極
殿
、
大
学
寮
、
民
部
省
な
ど
ま
で
移
り
て
、
一
夜
の
う
ち
に
塵
灰
と
な
り
に
き
。
…

惣す
べ

て
都
の
う
ち
三
分
が
一
に
及
べ
り
と
ぞ
。
男
女
死
ぬ
る
も
の
数
十
人
、
馬
牛
の
た
ぐ
ひ
辺
際
を
知
ら
ず
。」

　
〈
養
和
の
飢
饉
〉
一
一
八
一
（
養
和
元
）
年
〜
一
一
八
二
（
養
和
二
）
年
。

　
「
二
年
が
あ
ひ
だ
、
世
の
中
飢
渇
し
て
、
あ
さ
ま
し
き
事
侍
り
き
。
或
は
春
夏
ひ
で
り
、
或
は
秋
大
風
、
洪お
ほ

水み
ず

な

ど
、
よ
か
ら
ぬ
事
ど
も
う
ち
つ
づ
き
て
、
五
穀
こ
と
ご
と
く
な
ら
ず
。
…
京
の
う
ち
一
條
よ
り
は
南
、
九
條
よ
り

北
、
京
極
よ
り
は
西
、
朱
雀
よ
り
は
東
の
路
の
ほ
と
り
な
る
頭
、
す
べ
て
四
万
二
千
三
百
余
り
な
ん
あ
り
け
る
。」
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』
神
田
秀
夫
他
（
一
九
九
五
年　

小
学
館
）

4　
狐
狸　

狐
と
狸
。
人
を
騙
す
妖
怪
と
信
じ
ら
れ
た
。

5　
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　
「
引
き
取
り
手
の

な
い
死
人
」
と
は
ど
う
い
う
死
人
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
道
ば
た
で
野
垂
れ
死
に
し
た
身
元
不
明
死
体
等
で
あ
ろ
う
。

こ
の
物
語
に
登
場
す
る
「
下
人
」
も
、「
老
婆
」
も
、
恐
ら
く
死
ね
ば
同
じ
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

6　
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と　

暗
く
な
る
と
。「
日
の
目
」
は
日
の
光
。

7　
足
踏
み　

足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
。

11　
鴟
尾　

宮
殿
・
仏
殿
な
ど
の
棟
の
両
端
に
取
り
付
け
た
魚
の
尾
の
形
の
飾
り
。

12　
門
の
上
の
空
が
、
夕
焼
け
で
赤
く
な
る
時
に
は
、
そ
れ
が
胡
麻
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た　

羅
生
門
の
全

景
描
写
で
あ
る
が
、
高
い
鴟
尾
の
周
り
を
飛
ぶ
か
ら
す
が
ご
ま
の
よ
う
な
黒
い
粒
に
し
か
見
え
な
い
、
と
い
う
描
写
は

羅
生
門
の
壮
大
さ
を
表
現
し
、
ま
た
、
夕
方
の
赤
い
血
の
色
の
よ
う
な
空
に
舞
う
黒
い
か
ら
す
の
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
と
、

そ
れ
を
背
景
に
浮
か
び
上
が
る
羅
生
門
は
、
巨
大
な
黒
い
影
と
な
っ
て
我
々
の
脳
裏
に
焼
き
つ
く
。
こ
の
小
説
に
お
い
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な
っ
た
平
安
朝
末
期
は
も
ち
ろ
ん
『
方
丈
記
』
よ

り
前
で
あ
る
。）

（
解
説
）　

こ
の
小
説
の
語
り
の
方
法
は
、「
語
り

手
」
が
主
人
公
の
下
人
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、
下

人
と
同
じ
時
代
、
同
じ
場
所
か
ら
語
る
と
い
う
方

法
を
取
っ
て
お
り
、冒
頭
で
あ
れ
ば
「（
平
安
時
代

の
）
あ
る
日
の
暮
れ
方
」
が
物
語
の
中
の
現
在
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
物
語
は
作
者
芥
川
が
、
過
去

形
の
昔
物
語
や
歴
史
小
説
と
い
っ
た
形
式
で
は
な

く
、
平
安
朝
に
場
を
借
り
た
近
代
小
説
と
し
て
描

い
て
い
る
た
め
に
、
時
折
執
筆
当
時
を
現
在
と
す

る
描
写
が
入
っ
て
く
る
。

問　
「
そ
の
か
わ
り
」（
8
）
と
あ
る
が
、
何
の
か
わ

り
か
。

・
人
々
が
羅
生
門
に
近
づ
か
な
く
な
っ
た
か
わ
り

に
、　

と
い
う
こ
と
。

﹇
7
4
ペ
ー
ジ
﹈

問　
「
右
の
頰
に
で
き
た
、大
き
な
に
き
び
を
気
に
し

な
が
ら
」（
4
）
と
あ
る
が
、こ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
を
表
し
て
い
る
か
。　

・「
に
き
び
」
は
、ま
だ
精
神
的
に
未
熟
な
若
い
下

人
の
象
徴
的
な
表
現
。
主
人
公
が
恐
ら
く
未
だ
十

代
の
若
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
絶
え

ず
に
き
び
に
手
を
や
っ
て
気
に
し
て
い
る
下
人
の

姿
か
ら
は
、
あ
て
の
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い

現
状
に
対
す
る
不
安
が
感
じ
取
れ
る
。

問　

74
ペ
ー
ジ
の
文
章
の
中
で
、「
語
り
手
」
が
平
安
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【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

重
要
な
場
面
に
お
け
る
下
人
の
心
情
を
表
現
に
即
し
て
読
み
取
る
課
題
で
あ
る
。「
羅
生

門
」
は
、
下
人
の
心
情
の
移
り
変
わ
り
が
中
心
と
し
て
描
か
れ
る
作
品
で
あ
り
、
こ
こ
を

整
理
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
展
開
そ
の
も
の
を
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
①
〜
④
は
、
下
人
の
心
情
が
移
り
変
わ
る
起
点
と
な
る
場
面

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
心
情
が
何
で
あ
っ
た
か
と
、
何
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に

そ
の
心
情
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
い
。

課
題
3　
「
な
る
ほ
ど
な
、
死
人
の
…
…
」（
82
・
9
）
と
話
し
だ
す
「
老
婆
」
は
、

自
分
が
行
っ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
ま
と
め
て
み

よ
う
。

▼
課
題
解
決
例

　

老
婆
の
発
言
は
次
の
二
点
に
整
理
で
き
る
。

①
羅
生
門
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
死
人
た
ち
は
、
み
な
、
生
き
て
い
る
時
に
悪
い
こ
と
を

し
て
き
た
人
間
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
羅
生
門
の
死
人
た
ち
は
、
髪
の
毛

を
抜
か
れ
て
も
し
か
た
の
な
い
人
間
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自
分
の
し
た
こ
と
は
悪
い

こ
と
で
は
な
い
。

②
蛇
を
干
し
魚
だ
と
偽
っ
て
売
っ
て
い
た
女
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
飢
え
死
に
を
す
る

の
で
、
し
か
た
な
く
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は

な
い
。
ま
た
、
自
分
が
死
体
の
髪
の
毛
を
抜
い
た
の
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
飢
え
死

に
す
る
の
で
、
し
か
た
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自
分
の
し
た
こ
と
も
悪
い

こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
の
老
婆
の
発
言

│
特
に
②
に
相
当
す
る
部
分

│
を
受
け
て
、下
人
に
は
「
勇
気
」

│
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
発
見
し
た
者
に
生
ず
る
勇
気
で
あ
り
、
悪
を
行
う
こ
と
を

積
極
的
に
肯
定
す
る
勇
気

│
が
生
じ
、「
で
は
、
お
れ
が
引
剝
ぎ
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い

な
。
お
れ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
」
と
い
う
発
言
と
、
引
剝

ぎ
の
実
行
と
な
っ
て
表
れ
た
。

　

老
婆
の
発
言
を
受
け
た
下
人
の
心
情
、
そ
れ
に
基
づ
く
発
言
と
行
動
に
つ
い
て
整
理
す

る
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

こ
こ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
、
表
現
か
ら
老
婆
の
心
情
や
意
図
を
読
み
取
る
力
を
伸

ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
よ
い
。
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【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　

こ
こ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
、考
え
方
だ
け
で
な
く
、そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
き
っ

か
け
と
と
も
に
整
理
さ
せ
た
い
。

〈
協
働
的
な
学
び
の
た
め
に
〉

　

下
人
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た

ら
し
た
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
話
し
合
お
う
。

　

そ
の
際
、「
物
語
を
読
む
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
の
「
転
換
点
」
も
参
考
に
し
よ

う
。 

資
料
編
268
ペ
ー
ジ

▼
課
題
解
決
例

◉
展
開
図
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ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
い
た
京
都
の
町

⬇

荒
廃
し
た
羅
生
門

⬇

か
つ
ら
の
材
料
を
集
め
に
来
た
老
婆

雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
下
人

・
自
ら
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に

羅
生
門
の
楼
へ
登
る

・
行
き
所
が
な
く
途
方
に
暮
れ
て

い
る

・
身
の
振
り
方
に
つ
い
て
思
案
す

る
・
盗
人
に
な
る
勇
気
が
出
ず
に
い

る
・
寝
場
所
を
求
め
て
楼
へ
登
る

⬇

・
火
を
と
も
し
て
楼
内
で
死
体
を

物
色
し
て
い
る

・
女
の
死
体
か
ら
髪
の
毛
を
一
本

・
人
の
気
配
を
察
知
す
る
【
警
戒

心
】

・
老
婆
を
目
撃
す
る
【
恐
怖
心
・

⎛ 

⎞

⎝ 

⎠

ず
つ
抜
く

好
奇
心
】

・
行
為
を
確
認
す
る
【
憎
悪
・
悪

へ
の
反
感
】

⬇

・
突
然
の
事
態
に
動
転
す
る

・
問
い
か
け
に
黙
っ
て
い
る
【
恐

怖
心
】

・
老
婆
を
取
り
押
さ
え
、
太
刀
を

突
き
つ
け
る

・
老
婆
の
表
情
を
見
る
【
得
意
・

・
問
い
か
け
に
答
え
る
（
必
死
の

弁
明
）

・
男
の
表
情
の
変
化
を
見
る
【
恐

怖
心
】

・
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
語
る

 　

満
足
】

・
老
婆
の
答
え
を
聞
く
【
失
望
・

憎
悪
・
侮
蔑
】

・
老
婆
の
話
を
聞
く
【
冷
然
】

・
盗
人
に
な
る
勇
気
が
生
ま
れ
て

く
る

⬇

・
男
の
足
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す

る
・
門
の
下
を
の
ぞ
き
こ
む

・
老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
取
り
、
老

婆
を
蹴
倒
し
て
夜
の
闇
へ
と
消

え
て
い
く
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と
は
視
点
を
変
え
て
、
老
婆
の
側
か
ら
こ
の
物
語
の
続
き
を
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
、

生
徒
の
意
見
も
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
。「
コ
ラ
ム　

羅
城
門
に
は
鬼
が
棲
む
」
の
内
容
や
、老

婆
の
行
動
や
表
情
、
言
葉
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
多
様
な
意
見
を
期
待
し
た
い
。

語
彙
を
広
げ
る

〇
比
喩

　

比
喩
と
は
、
物
事
の
説
明
に
、
類
似
し
た
も
の
を
借
り
て
表
現
す
る
技
法
で
あ
る
。

　
「
雨
や
み
を
す
る
人
々
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
書
か
ず
に

「
市
女
笠
」
や
「
揉
烏
帽
子
」
と
い
う
換
喩
（
メ
ト
ニ
ミ
ー
）
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平

安
時
代
の
庶
民
の
風
俗
や
男
女
の
区
別
を
説
明
的
に
な
ら
ず
に
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
松
の
木
は
火
つ
き
が
よ
い
た
め
焚
き
つ
け
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、

火
持
ち
は
悪
く
、長
時
間
燃
や
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
松
の
木
切
れ
の
火
に
、

下
人
の
心
情
を
喩
え
る
こ
と
で
、
先
ほ
ど
ま
で
必
死
に
苦
悩
し
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
急
に
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
下
人
の
心

情
も
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

〇
擬
人
法

　

擬
人
法
と
は
、
動
物
・
事
物
あ
る
い
は
抽
象
概
念
な
ど
の
人
で
な
い
も
の
を
、
人
に
見

立
て
て
表
現
す
る
修
辞
法
で
あ
る
。「
羅
生
門
」で
は
こ
の
技
法
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
雨
音
が
す
る
」
で
は
な
く
、
意
志
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
雨
が
羅
生
門
を
包
み
、
雨
音

を
集
め
て
く
る
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
下
人
が
必
然
的
な
展
開
で
精
神
的
に
も
身
体

的
に
も
羅
生
門
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
そ
の
意
識
（
老
婆
の
生
死
は
自
分
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
優
越
感
）
が
、
老

婆
に
対
す
る
憎
悪
の
心
を
冷
ま
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
は
、
下
人
が
理
性
に
従
っ
て

自
分
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
突
発
的
な
で
き
ご
と
や
感
情
に

左
右
さ
れ
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

探
究
的
な
学
び

　

こ
の
結
末
を
経
て
、下
人
と
老
婆
は
ど
う
な
っ
た
と
思
う
か
。意
見
を
出
し
合
お
う
。

▼
課
題
解
決
例

・
下
人
も
老
婆
も
生
き
る
た
め
に
盗
人
に
な
り
、
自
己
の
悪
を
正
当
化
す
る
論
理
で

暗
躍
し
た
。

・
下
人
は
京
都
の
外
で
盗
賊
に
な
り
、
老
婆
は
下
人
ほ
ど
の
悪
に
は
な
り
き
れ
な
い

ま
ま
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
よ
う
な
生
活
を
続
け
る
。

・
下
人
は
盗
人
に
な
っ
た
が
、
下
人
よ
り
強
い
悪
に
よ
っ
て
悪
を
成
さ
れ
る
側
と
な

り
、
悪
の
弱
肉
強
食
が
連
鎖
し
た
。

・
ふ
て
ぶ
て
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
老
婆
は
、
こ
の
あ
と
も
た
め
ら
わ
ず
に
悪

の
道
を
進
ん
だ
が
、
流
さ
れ
や
す
い
性
格
の
下
人
は
、
す
ぐ
ま
た
自
分
が
悪
の
道

に
進
む
こ
と
に
疑
念
を
感
じ
始
め
た
。

【
課
題
設
定
の
ね
ら
い
と
解
説
】

　
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
人
は
こ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
て
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
生
徒
は

自
由
に
発
想
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
疲
弊
し
た
都
に
下
人
の
再
就

職
先
や
、下
人
を
受
け
入
れ
る
家
族
の
よ
う
な
存
在
が
唐
突
に
現
れ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。

「
悪
に
対
し
て
は
悪
を
成
し
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
老
婆
の
論
理
や
、下
人
の
変
化
し
や
す

い
心
情
と
い
っ
た
本
文
の
読
解
、
歴
史
・
社
会
状
況
を
根
拠
に
、
闊
達
な
議
論
を
期
待
し

た
い
。
な
お
、
そ
の
際
、
末
尾
の
一
文
の
改
訂
の
問
題
や
、
芥
川
龍
之
介
の
短
編
「
偸
盗
」

な
ど
を
、
参
考
に
す
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
下
人
の
側
か
ら
し
か
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
結
末
近
い

部
分
に
な
っ
て
か
ら
「
語
り
手
」
の
視
線
は
下
人
を
離
れ
、
老
婆
の
側
に
立
つ
。
今
ま
で
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〔
話
題
源
〕

○
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
の
形

　
「
羅
生
門
」は
比
喩
の
宝
庫
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
比
喩
表
現
の
形
を
覚
え
て
お

こ
う
。

①
直
喩
（
〜
の
よ
う
）

　
「
胡
麻
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
。」 

（
73
・
13
）

②
暗
喩
（
隠
喩
）

　
「
急
な
は
し
ご
を
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
た
。」 

（
84
・
9
）

③
擬
人
法
（
活
喩
）

　
「
門
の
屋
根
が
…
重
た
く
薄
暗
い
雲
を
支
え
て
い
る
。」 

（
75
・
5
）

④
換
喩　
「
市
女
笠
」

　
　
　
　
　
　
　

↓ 

女
性
一
般
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
市
女
笠
」
と
表
現
。

　
「
雨
や
み
を
す
る
市
女
笠
」 

（
72
・
5
）

⑤
提
喩　
「
白
い
鋼
の
色
」
↓
「
刃
」
の
か
わ
り
。

　
　
　
　
「 

白
い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
。」 

（
80
・
15
）

学
習
の
振
り
返
り

□
物
語
の
展
開
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
…
①

□
人
物
の
心
情
や
考
え
方
の
変
化
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
た
か
…
②

□
新
た
に
気
づ
い
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
、
こ
れ
か
ら
深
め
て
い
き
た
い
こ
と
な
ど
を
書

き
出
そ
う
。
…
③

【「
学
習
の
振
り
返
り
」
設
定
の
ね
ら
い
】

　

教
科
書
に
は
①
〜
③
の
番
号
は
付
し
て
い
な
い
が
、こ
こ
で
は
便
宜
的
に
番
号
を
付
け
、

次
の
よ
う
な
ね
ら
い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

・
振
り
返
り
①
…
…
教
材
の
「
身
に
つ
け
た
い
言
葉
の
力
」（
能
力
目
標
）
で
あ
る
「
物
語

の
展
開
を
把
握
す
る
力
」
に
対
応
す
る
振
り
返
り

・
振
り
返
り
②
…
…
教
材
の
「
中
心
と
な
る
言
語
活
動
」（
学
習
活
動
）
で
あ
る
「
人
物
の

心
情
や
考
え
方
の
変
化
に
つ
い
て
話
し
合
う
」
に
対
応
す
る
振
り
返
り

・
振
り
返
り
③
…
…
こ
の
教
材
の
学
習
を
通
し
た
「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
」

に
つ
い
て
の
振
り
返
り

　

い
ず
れ
も
「
学
習
者
自
身
が
行
う
自
己
評
価
」
で
あ
り
、授
業
者
が
行
う
「
学
習
評
価
」

で
は
な
い
。
学
習
者
自
身
が
自
分
の
学
習
に
対
し
て
、
成
果
と
課
題
を
意
識
し
、
次
の
学

習
へ
と
つ
な
げ
る
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
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