
古典学習の新しい可能性の模索
　　『明解古典講読　日本の説話』の挑戦　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊坂淳一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊坂淳一
　　　　　　　　　　　　　　　　       （『明解古典講読』編集委員）

 『明解古典講読　日本の説話』  16

　

高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
古
典
学
習
の
目

的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
世
羅
博
昭
「
古
典
」（
大

槻
和
夫
『
国
語
科
重
要
用
語
300
の
基
礎
知
識
』

明
治
図
書
二
〇
〇
一
年
）
は
、
次
の
よ
う
に

簡
潔
に
述
べ
て
く
れ
て
い
る
。

⑴
〔
総
括
的
目
標
〕
新
し
い
文
化
創
造
の
鑑
と

し
て
古
典
を
読
む
意
義
を
理
解
さ
せ
る
と
と

も
に
、
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ
と

⑵
〔
内
容
に
関
す
る
目
標
〕
古
典
の
側
か
ら
現

代
を
相
対
化
し
て
、
古
典
の
中
に
日
本
民
族

の
普
遍
的
な
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
・
生
き

方
を
発
見
し
た
り
、
ま
た
、
現
代
が
失
っ
た

も
の
を
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

現
代
を
生
き
る
た
め
の
糧
を
得
る
こ
と

⑶
〔
言
語
面
に
関
す
る
日
標
〕
古
典
の
言
語
表

現
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
言
語
に
対
す
る

感
覚
を
磨
く
と
と
も
に
、
日
本
語
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
、
言
語
生
活
の
改
善
に
役
立

て
る
こ
と

⑷
〔
技
能
面
に
関
す
る
目
標
〕
古
典
を
読
解
し

鑑
賞
す
る
基
礎
的
な
能
力
を
育
て
る
こ
と

　

そ
し
て
、「
⑷
の
目
標
は
⑵
や
⑶
、
ひ
い
て

は
⑴
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る

が
、
高
校
で
は
、
手
段
が
目
的
化
し
て
い
る
実

践
が
多
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
古
典
学
習
材
は
本
来
、
子
ど
も
た

ち
の
世
界
認
識
の
枠
組
を
広
げ
た
り
、
こ
と
ば

を
理
解
し
表
現
す
る
力
を
高
め
た
り
す
る
た
め

の
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
読
み
解
く

こ
と
自
体
が
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
危
惧
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
う
な
る
と
、
古
典
の
文
章
を
「
読
め
る
」

よ
う
に
な
る
こ
と
が
当
面
の
目
的
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の「
読
め
る
」

と
は
、
か
な
り
は
し
ょ
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、

現
代
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
（
＝
現
代
語

訳
化
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
文
単
語
や
古
典

文
法
は
覚
え
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
古
典
学
習
自
体
が
暗
記

分
野
に
ま
た
一
歩
近
づ
く
。
そ
の
結
果
、
子
ど

も
た
ち
の
古
典
離
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
在
の
古
典
教
育
の
閉
塞
状
態

を
何
と
か
し
て
打
ち
破
り
た
い
と
の
思
い
か
ら
、

今
回
の
『
明
解
古
典
講
読　

日
本
の
説
話
』
の

編
集
作
業
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
困
難
な

課
題
を
自
ら
に
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

１　

学
習
者
が
楽
し
く
読
め
て
、
古
代
人
の
世

界
に
さ
ら
な
る
興
味
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
る
教
科
書

２　

教
室
で
の
学
習
に
お
い
て
、
内
容
理
解
の

た
め
に
過
度
の
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
な

く
、ス
ム
ー
ズ
な
授
業
展
開
が
可
能
な
教
科
書
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『
明
解
古
典
講
読　

日
本
の
説
話
』――

古
典
学
習
の
新
し
い
可
能
性
の
模
索

３　

古
典
学
習
を
通
し
て
優
れ
た
言
語
表
現
の

お
も
し
ろ
さ
や
楽
し
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
、
同
時
に
学
習
者
自
身
の
言
語
運
用
能

力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
教
科
書

楽
し
い
古
典
教
科
書
を

　

第
一
の
課
題
と
し
て
あ
げ
た
、
学
習
者
が
読

ん
で
楽
し
い
古
典
教
科
書
で
あ
る
こ
と
の
最
大

の
条
件
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
素
材
」
の
お

も
し
ろ
さ
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
本
教
科
書

の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
８
年
度
版
『
古

典
講
読　

日
本
の
説
話
』
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
。

こ
こ
に
採
録
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
の
説
話
の

内
容
的
な
お
も
し
ろ
さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

　

例
え
ば
、「
百
鬼
夜
行
」「
桜
の
精
」「
亀
の

恩
返
し
」「
夢
を
買
う
」「
呪
い
を
知
ら
せ
た
犬
」

「
玄
象
の
琵
琶
」「
舞
茸
」
な
ど
、
人
間
世
界
と

異
形
の
世
界
と
の
接
点
を
描
い
た
り
、
怪
奇
現

象
や
非
現
実
的
世
界
を
描
い
た
り
す
る
作
品
は
、

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
そ
の
も
の
に
思
わ
ず
引
き
込

ま
れ
て
し
ま
う
。「
蜂
飼
い
の
大
臣
」「
袴
垂
と

保
昌
」「
歌
詠
み
の
徳
」「
絵
仏
師
の
執
心
」「
絵

師
と
大
工
」「
笛
吹
き
成
方
」
な
ど
に
描
か
れ
た
、

際
だ
っ
た
人
間
の
興
味
深
い
行
動
や
考
え
方
に

は
、
驚
い
た
り
、
納
得
し
た
り
の
連
続
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
応
天
門
炎
上
」「
義
家
と
宗
任
」「
行

成
と
実
方
」
な
ど
は
、
歴
史
的
な
人
物
や
事
件

に
取
材
し
、
そ
れ
に
対
す
る
鋭
い
観
察
や
時
に

は
辛
口
の
批
評
を
含
ん
で
い
る
。「
恵
心
僧
都

の
母
」「
後
の
千
金
」「
姨
母
捨
山
」
な
ど
に
は
、

人
間
の
感
情
の
機
微
や
言
動
の
規
範
、
人
生
に

対
す
る
教
訓
な
ど
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
を
含
め
た
多
く
の
学
習
材
は
、
古
代

人
の
思
考
世
界
や
超
越
的
存
在
へ
の
思
い
も
含

め
た
世
界
観
、
あ
る
い
は
歴
史
的
事
実
の
背
景

や
そ
の
文
学
的
作
品
化
へ
の
熟
成
過
程
な
ど
に

焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
的
な

学
習
へ
と
発
展
し
て
い
く
、
そ
の
き
っ
か
け
に

も
な
り
え
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
素
材
が
そ
ろ
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
あ
と
は
料
理
人
の
腕
次
第
で
あ
る
。
学
習

材
の
単
純
な
羅
列
に
終
止
す
る
こ
と
な
く
学
習

の
進
展
を
考
慮
し
て
全
体
の
構
成
を
整
え
る
こ

と
、
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
を
拡
張
し
て
学
習
に
役
立

つ
写
真
や
図
版
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
る
こ

と
、
活
字
の
ポ
イ
ン
ト
を
大
き
く
す
る
こ
と
も

含
め
て
見
や
す
い
レ
イ
ア
ウ
ト
を
試
行
す
る
こ

と
な
ど
な
ど
、
課
題
は
尽
き
な
か
っ
た
。
そ
の

多
く
は
形
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

新
し
い
学
習
活
動
を
提
案
す
る
古
典
教
科
書
を

　

第
二
の
課
題
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
世
羅
博

昭
が
挙
げ
る
古
典
学
習
の
目
標
の
⑴
〜
⑶
を
実

現
で
き
る
教
科
書
を
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
は
、
授
業
時
間
の
多
く
を
現
代
語
訳
と

古
文
単
語
・
古
典
文
法
に
割
か
れ
て
い
る
実
状

に
代
わ
る
、
新
し
い
授
業
形
態
を
提
案
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
古
典
学
習
の
導
入
段

階
に
お
い
て
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
「
現
代
語
訳

傍
注
」
を
、
さ
ら
に
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
現
代
語
訳
を
横
目
で
に
ら
み
な
が
ら
で
あ

れ
ば
、
古
文
本
文
を
あ
る
程
度
は
す
ら
す
ら
と

読
み
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

進
学
受
験
指
導
の
ク
ラ
ス
や
国
文
学
方
面
を

目
指
す
子
ど
も
の
指
導
に
お
い
て
は
、
物
足
り

な
さ
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実

の
「
古
典
講
読
」
教
科
書
は
、
そ
の
採
録
さ
れ

て
い
る
素
材
に
こ
そ
違
い
は
あ
れ
、
多
く
は
ほ

ぼ
同
じ
よ
う
な
つ
く
り
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
多
様
な
選
択
肢
を
提
供
す
る
こ
と
も
教
科

書
編
集
者
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
と
思
う
。

　
「
古
典
講
読
」
は
、
必
ず
し
も
大
学
進
学
を

目
指
さ
な
い
子
ど
も
た
ち
や
、
高
校
二
年
生
以

前
を
対
象
と
す
る
科
目
で
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
に
こ
そ
、
日

本
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
へ
の
水
先
案
内
役
と
な

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
本
文
の
「
解
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読
」
で
つ
ま
づ
い
た
り
、
古
文
単
語
や
文
法
の

暗
記
で
厭
気
を
起
こ
し
た
り
さ
せ
た
く
な
い
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
授
業
時
間
の
多
く
を
内
容

理
解
と
批
判
的
な
読
み
に
あ
て
て
欲
し
い
と
の

思
い
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
解
読

の
負
担
軽
減
と
引
き
替
え
に
、「
学
習
の
手
引

き
」
を
大
幅
に
拡
充
す
る
こ
と
に
し
た
。
原
則

と
し
て
一
ペ
ー
ジ
を
ま
る
ま
る
手
引
き
に
あ
て

る
と
い
う
の
は
、「
古
典
講
読
」
教
科
書
に
お

い
て
は
、
あ
る
意
味
で
異
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
、
注
目
し
て
欲
し
い
の
は
、
そ
の
量

的
な
拡
充
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
内
容
で
あ
る
。

こ
の
点
は
次
に
述
べ
る
、
第
三
の
課
題
と
密
接

に
か
ら
ん
で
い
る
。

こ
と
ば
の
力
を
つ
け
る
古
典
教
科
書
を

　

本
教
科
書
の
編
修
作
業
が
相
当
進
ん
で
い
た

段
階
で
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（O

ECD

）

が
二
〇
〇
四
年
に
実
施
し
た
国
際
学
習
到
達
度

調
査
（PISA

）
に
よ
る
と
、
日
本
の
学
力
が

著
し
い
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
と
い
う
こ
と
が

報
じ
ら
れ
、
話
題
と
な
っ
た
。
特
に
八
位
か
ら

十
四
位
に
大
き
く
転
落
し
た
と
い
う
の
が
「
読

解
力
」
で
あ
っ
た
。

PISA

調
査
の
対
象
と
な
っ
た
「
読
解
力
」

と
は
、「
自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知

識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会
に

参
加
す
る
た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理

解
し
、
利
用
し
、
熟
考
す
る
能
力
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
む
し
ろ
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に

よ
っ
て
育
て
よ
う
と
し
た
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
で

あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
解

釈
し
た
り
価
値
づ
け
た
り
批
判
し
た
り
し
つ
つ
、

そ
の
理
解
を
も
と
に
自
分
が
考
え
た
こ
と
を
論

述
し
た
り
、
表
現
し
た
り
す
る
力
で
あ
る
。

　

こ
の
「
読
解
力
」
は
国
語
科
の
中
だ
け
で
育

成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
文
部
科
学

省
『
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
』（
二

〇
〇
五
年
十
月
）
も
、
そ
の
指
導
例
と
し
て
他

教
科
の
例
を
豊
富
に
挙
げ
て
い
る
。
現
在
で
は

「PISA
型
読
解
力
」
と
い
う
用
語
も
か
な
り

浸
透
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

国
語
科
以
外
の
教
科
でPISA

型
読
解
力
を

高
め
る
指
導
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
国
語
科
の

中
の
古
典
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
で
き
な
い

は
ず
は
な
い
。
新
し
い
『
明
解
古
典
講
読　

日

本
の
説
話
』
の
「
学
習
の
手
引
き
」
が
目
指
し

た
こ
と
ば
の
力
と
は
、
こ
のPISA
型
読
解
力

で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、「
学
習
の
手
引
き
」
を
順
次
行
う

こ
と
に
よ
り
、
各
説
話
の
内
容
を
簡
潔
に
要
約

し
た
り
要
点
を
端
的
に
書
き
出
し
た
り
す
る
こ

と
、
ま
た
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
古
代
人
の

物
の
見
方
・
考
え
方
を
批
判
的
に
受
け
止
め
た

り
、
古
代
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
対
比
的
に

と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
物
語
の

描
か
れ
方
そ
の
も
の
の
特
徴
や
説
話
採
録
者
の

視
点
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
、
な
ど
な
ど
が
授

業
の
中
で
自
然
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
学
習
課

題
の
提
示
に
努
め
た
。

　

そ
し
て
、
自
分
が
考
え
た
こ
と
の
表
現
方
法

を
明
示
的
に
示
す
こ
と
、
情
報
を
分
析
す
る
た

め
の
視
点
や
考
え
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
具
体
的

に
示
す
こ
と
、
学
習
者
同
士
の
意
見
の
交
流
を

促
す
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
な
ど
に
も
意
を
注

い
だ
。

「
古
典
講
読
」
の
新
し
い
可
能
性
を
模
索
す

る
試
み
は
、
ま
だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

多
く
の
方
の
忌
憚
な
い
ご
意
見
に
よ
り
、
こ
の

教
科
書
が
さ
ら
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

そ
れ
こ
そ
教
科
書
編
集
者
と
し
て
の
無
上
の
喜

び
で
あ
る
。

伊
坂
淳
一
（
い
さ
か
じ
ゅ
ん
い
ち
）
千
葉
大
学
教

育
学
部
と
教
育
学
研
究
科
で
担
当
し
て
い
る
授
業

の
中
で
、
古
典
教
育
の
現
状
を
克
服
し
て
新
し
い

方
向
を
目
指
す
学
習
材
に
つ
い
て
、
学
生
諸
君
と

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
教
科

書
に
も
、
多
く
の
意
見
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
。


