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総
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現
代
文
B
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現
代
文
A

古
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■ 

ご
案
内
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書
の
特
色 

1

第
一
部 

2

第
二
部 

4

教
科
書
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト 

6

指
導
書
・
教
材 
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古 B 333 A5 判・260 ページ
古文 92 教材

教
科
書
の
特
色

古
文
に
対
す
る
認
識
を
高
め
、
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
探
究
す
る
古
文
編

■  

古
文
編
は
充
実
の
92
教
材
。
第
一
部
で
は
、
各
時
代
の
作
品
を
幅
広
く
配
列
。
第
二
部
で
は
、「
枕
草
子
」「
源
氏
物
語
」「
大

鏡
」
お
よ
び
評
論
を
特
に
充
実
さ
せ
、
圧
倒
的
な
分
量
を
収
録
し
ま
し
た
。

古
典
に
つ
い
て
の
知
識
を
広
げ
、
深
め
る
コ
ラ
ム

■  

作
品
の
時
代
背
景
や
古
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
解
説
し
た
「
古
典
の
扉
」
を
設
け
ま
し
た
。

指
導
に
役
立
つ
資
料
と
学
習
を
助
け
る
教
材
類

■  

指
導
書
に
は
、
教
材
研
究
や
評
価
に
活
用
で
き
る
資
料
は
も
ち
ろ
ん
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
テ
ス
ト
問
題
・
補
充
教
材
な
ど
を

豊
富
に
収
録
し
ま
し
た
。

■  「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
に
」
を
新
設
し
、
主
体
的
・
対
話
的
に
学
び
を
深
め
る
学
習
活
動
案
を
示
し
ま
し
た
。

古
文
編

コ
ラ
ム

指
導
書
・
教
材

教
科
書
の
編
集
方
針

1  

自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
意
欲
を
喚
起
し
、
国
際
社
会
に
生
き
る
言
語
力
を
養
う
。

2  

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
向
き
合
い
、
視
野
を
広
げ
、
想
像
力
や
感
性
を
み
が
く
。

3  

言
語
文
化
の
諸
側
面
を
幅
広
く
取
り
上
げ
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
今
日
的
意
義
を
知
り
、
言
語
生
活

を
豊
か
に
す
る
。

4  

日
常
生
活
に
お
い
て
論
理
的
に
表
現
す
る
力
を
身
に
つ
け
、高
度
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
培
う
。
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説
話︵
二
︶ 

古
今
著
聞
集
　
小
大
進
、北
野
の
神
助
を
被
る
こ
と

 
 

発
心
集 （
鴨
長
明
）　
侍
従
大
納
言
、験
者
の
改
請
を
止
む
る
こ
と

 
 

古
本
説
話
集
　
丹
後
の
国
の
成
合
の
こ
と

 

物
語︵
二
︶ 

源
氏
物
語 （
紫
式
部
）

 
 

光
源
氏
の
誕
生
／
藤
壺
の
入
内
／
北
山
の
垣
間
見

 
 

大
鏡
　
雲
林
院
の
菩
提
講
／
花
山
院
の
出
家
／
弓
争
ひ

 

日
記 

更
級
日
記 （
菅
原
孝
標
女
）　
あ
こ
が
れ
／
源
氏
の
五
十
余
巻

 
 

建
礼
門
院
右
京
大
夫
集 （
建
礼
門
院
右
京
大
夫
）

 
 

な
べ
て
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
　 

／
今
や
夢
昔
や
夢
と

 
 

 

◆
古
典
の
扉
　
平
安
時
代
の
文
学

│
女
性
と
仮
名

 

軍
記 

平
家
物
語
　
忠
度
の
都
落
ち
／
能
登
殿
の
最
期

 

和
歌
と
連
歌 

和
歌
十
六
首

 
 

水
無
瀬
三
吟
百
韻

 

近
世
の
文
学 

近
世
俳
諧

 
 

 

◆
古
典
の
扉
　
和
歌
か
ら
連
歌
へ
、連
歌
か
ら
俳
諧
へ

 
 

笈
の
小
文 （
松
尾
芭
蕉
）

 
 

西
鶴
諸
国
ば
な
し （
井
原
西
鶴
）　
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用

五六七

新

新

八九十

古文への理解を深めるコラム

古
文
に
対
す
る
認
識
を
高
め
、
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
探
究
す
る
古
文
編

古
文
編

 

説
話︵
一
︶ 
宇
治
拾
遺
物
語
　
小
野
篁
、広
才
の
こ
と

 
 

十
訓
抄
　
安
養
の
尼
上
の
小
袖

 
 

今
物
語
　
や
さ
し
蔵
人

 

随
筆︵
一
︶ 

枕
草
子 （
清
少
納
言
）

 
 

九
月
ば
か
り
／
す
さ
ま
じ
き
も
の
／

 
 

中
納
言
参
り
給
ひ
て
／
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を

 

物
語︵
一
︶ 

竹
取
物
語
　
か
ぐ
や
姫
の
昇
天

 
 

伊
勢
物
語
　

 
 

初
冠
／
月
や
あ
ら
ぬ
／
狩
り
の
使
ひ
／
小
野
の
雪

 
 

 

（
参
考
）つ
ひ
に
ゆ
く
道

 
 

大
和
物
語
　
姨
捨

 

随
筆︵
二
︶ 

徒
然
草 （
兼
好
法
師
）

 
 

あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
／
相
模
守
時
頼
の
母
は
／

 
 

家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
／
世
に
語
り
伝
ふ
る
こ
と
／

 
 

世
に
従
は
ん
人
は

 
 

方
丈
記 （
鴨
長
明
）　

 
 

ゆ
く
河
の
流
れ
／
養
和
の
飢
饉
／
日
野
山
の
閑
居

 
 

 

◆
古
典
の
扉
　
隠
者
の
文
学

一

新

新

二三四

質・量ともに充実の古文教材

第
一
部

第
一
部

 

：

本
内
容
解
説
資
料
で
ご
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
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随
筆 

枕
草
子 （
清
少
納
言
）

 
 

木
の
花
は
／
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
／
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
／

 
 

頭
の
弁
の
、職
に
参
り
給
ひ
て
／
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
の
ち
／

 
 

宮
に
初
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
／
大
納
言
殿
参
り
給
ひ
て
／

 
 

こ
の
草
子
、目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
を

 

物
語︵
一
︶ 

源
氏
物
語 （
紫
式
部
）

 
 

高
麗
人
の
観
相
／
廃
院
の
怪
／
藤
壺
の
里
下
が
り
／
車
争
ひ
／

 
 

心
づ
く
し
の
秋
風
／
明
石
の
君
の
苦
悩
／
女
三
の
宮
の
降
嫁
／

 
 

萩
の
上
露
／
形
見
の
文
／
小
野
の
里
訪
問
／
夢
の
浮
橋

 
 

堤
中
納
言
物
語
　
虫
め
づ
る
姫
君

 
 

住
吉
物
語
　
初
瀬
の
霊
夢

 
 

し
の
び
ね
　
嵯
峨
野
わ
た
り

 
 

 

◆
古
典
の
扉
　「
声
」を
聞
く

│
物
語
の
歴
史

 

日
記 

蜻
蛉
日
記 （
藤
原
道
綱
母
）　

 
 

う
つ
ろ
ひ
た
る
菊
／
鷹
を
放
つ

 
 

和
泉
式
部
日
記 （
和
泉
式
部
）　

 
 

夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を

 
 

紫
式
部
日
記 （
紫
式
部
）　

 
 

秋
の
け
は
ひ
／
和
泉
式
部
と
清
少
納
言

一二

新
新

三

 

物
語︵
二
︶ 

大
鏡
　

 
 

東
風
吹
か
ば
／
宣
耀
殿
の
女
御
／
最
後
の
除
目
／

 
 

三
舟
の
才
／
肝
試
し
／
道
長
と
詮
子
／
鶯
宿
梅

 
 

栄
花
物
語
　
今
さ
ら
の
ご
対
面 

　
／
世
の
響
き

 
 

 

◆
古
典
の
扉
　
比
べ
読
み
で
見
え
る
古
典
の
世
界

 

評
論 

古
今
和
歌
集
仮
名
序 （
紀
貫
之
）　
や
ま
と
歌
は

 
 

俊
頼
髄
脳 （
源
俊
頼
）　
鷹
狩
り
の
歌

 
 

無
名
草
子
　
清
少
納
言
／
紫
式
部

 
 

無
名
抄 （
鴨
長
明
）　
深
草
の
里

 
 

毎
月
抄 （
藤
原
定
家
）　
心
と
詞

 
 

正
徹
物
語 （
正
徹
）　
一
字
の
違
ひ
／
亡
き
人
恋
ふ
る

 
 

風
姿
花
伝 （
世
阿
弥
）　
秘
す
れ
ば
花

 
 

去
来
抄 （
向
井
去
来
）　
行
く
春
を
／
岩
鼻
や

 
 

難
波
土
産
　
虚
実
皮
膜
の
間

 
 

玉
勝
間 （
本
居
宣
長
）　
師
の
説
と
違
へ
る
こ
と
多
く

 
 

源
氏
物
語
玉
の
小
櫛 （
本
居
宣
長
）　
も
の
の
あ
は
れ

四

新

新新

五 第
二
部

古
典
文
法
要
覧
／
古
典
文
学
史
年
表
／

日
本
の
古
典
芸
能

旧
国
名
・
都
道
府
県
名
対
照
図
ほ
か
／
装
束
／

住
居
・
調
度
／
陰
暦
／
古
時
刻
・
古
方
位
ほ
か

資
料

付
録

古文を読み解く力を高める評論教材 「枕草子」「源氏物語」「大鏡」は，第一部・第二部ともに収録

第
二
部



7 宇治拾遺物語 説話（一）

★
「
こ
れ
」
と
は
何
か
。

④
お
の
れ
放
ち
て
は
　
お
ま
え
以
外
に
は
。

⑤
片
仮
名
の
子
文
字
　
当
時
は
片
仮
名
の

「
ネ
」
と
し
て
「
子
」
の
字
を
用
い
る

こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。

宇
治
拾
遺
物
語

説
話
集
。
編
者
未
詳
。
鎌
倉
時
代
初
期
の

成
立
。
百
九
十
七
話
か
ら
な
る
。
仏
の
功く

徳ど
く

や
高
僧
の
逸
話
な
ど
の
仏
教
説
話
の
ほ

か
、
昔
話
や
笑
話
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
お

り
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の

人
々
の
生
活
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に

よ
っ
た
。

を
呪
ひ
参
ら
せ
て
候
ふ
な
り
。」
と
申
し
け
れ
ば
、「
こ
れ
は
、
お
の
れ
放
ち
て
は
、
誰た

れ

か

書
か
ん
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
申
し
候
は
じ
と
は
申
し
て
候
ひ
つ

れ
。」
と
申
す
に
、
帝
、「
さ
て
、
何
も
書
き
た
ら
ん
も
の
は
、
読
み
て
ん
や
。」
と
仰
せ

ら
れ
け
れ
ば
、「
何
に
て
も
読
み
候
ひ
な
ん
。」
と
申
し
け
れ
ば
、
片
仮
名
の
子ね

文
字
を
十

二
書
か
せ
給た

ま

ひ
て
、「
読
め
。」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
ね
こ
の
子
の
こ
ね
こ
、
し
し
の

子
の
こ
じ
し
。」
と
読
み
た
り
け
れ
ば
、
帝
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け

り
。

＊

★

④
⑤

＊

＊
語
句
　
お
は
す
　
仰
す
　
候
ふ
　
恐
れ

　
え
…
…（
打
消
）　
奏
す
　
よ
し

　
参
ら
す
　
給
ふ

一
　
次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

　
　
①
仰
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、（
6
・
4
）

　
　
②
え
申
し
候
は
じ
。（
6
・
6
）

　
　
③
誰
か
書
か
ん
。（
7
・
1
）

　
　
④
事
な
く
て
や
み
に
け
り
。（
7
・
6
）

二
　
小
野
篁
が
「
無
悪
善
」
の
読
み
方
を
嵯
峨
天
皇
に
言
い
た
が
ら
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

三
　「
帝
ほ
ほ
笑
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
」（
7
・
6
）

か
ら
読
み
取
れ
る
嵯
峨
天
皇
の
心
情
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
　学

　習

　の

　手

　引

　き

5
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6宇治拾遺物語 説話（一）

第
一
部

①
小
野
篁

　八
〇
二
年
～
八
五
二
年
。
平

安
時
代
前
期
の
貴
族
。
漢
詩
文
や
和

歌
・
書
な
ど
に
優
れ
て
い
た
。

②
嵯
峨
の
帝

　七
八
六
年
～
八
四
二
年
。

第
五
二
代
天
皇
。
在
位
八
〇
九
年
～

八
二
三
年
。
漢
詩
文
に
通
じ
、『
凌り
ょ
う

雲う
ん

集
』『
文
華
秀
麗
集
』
の
編へ

ん

纂さ
ん

を
命
じ

た
。
能
書
家
で
、
三
筆
の
一
人
。

③
さ
が

　生
来
の
性
分
の
こ
と
。
こ
こ
で

は
、
悪
い
性
質
の
こ
と
。

小を

野の
の

篁た
か
む
ら

、
広
才
の
こ
と

　今
は
昔
、
小
野
篁
と
い
ふ
人
お
は
し
け
り
。
嵯さ

峨が

の
帝み

か
どの

御
時
に
、
内だ

い

裏り

に
札
を
立
て
た
り
け
る

に
、「
無
悪
善
」
と
書
き
た
り
け
り
。
帝
、
篁
に
、

「
読
め
。」
と
仰お

ほ

せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、「
読
み
は

読
み
候さ

ぶ
らひ
な
ん
。
さ
れ
ど
、
恐
れ
に
て
候
へ
ば
、

え
申
し
候
は
じ
。」
と
奏
し
け
れ
ば
、「
た
だ
申

せ
。」
と
た
び
た
び
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
さ
が
な

く
て
よ
か
ら
ん
と
申
し
て
候
ふ
ぞ
。
さ
れ
ば
、
君

説
話（
一
）

宇う

治ぢ

拾し
ふ

遺ゐ

物
語

①

＊

②

＊

＊

＊

＊

＊

③

＊

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

鎌
倉
時
代
初
期
成
立
の
説
話
集

小野篁（江戸時代後期　『古画類
るい

聚
じゅう

』）

5
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7 6

冒
頭
に
は
、
導
入
と
し
て
説
話
を
配
置
。
国
語
総
合
で
の
学
習
の

成
果
を
受
け
て
、
よ
り
深
く
古
文
を
学
ん
で
い
こ
う
と
す
る
意
欲

を
も
て
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

教
材
名
の
下
に
「
成
立
年
代
バ
ー
」
を

お
き
、
ひ
と
め
で
作
品
の
成
立
時
期
が

わ
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

文
法
を
理
解
す
る
た
め
の
問
い
と
内
容
を
理
解
す
る

た
め
の
問
い
を
教
材
に
応
じ
て
設
け
ま
し
た
。

教
科
書
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト



81 更級日記 日記

⑥
十
三
に
な
る
年
　
一
〇
二
〇
（
寛か
ん

仁に
ん

四
）
年
。

⑦
い
ま
た
ち
　
地
名
か
。

⑧
こ
ほ
ち
散
ら
し
て
　「
こ
ほ
つ
」
は
「
壊

す
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、
御
簾
や
几
帳

な
ど
を
取
り
払
っ
て
。

聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま
ま
に
、
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え

語
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬や

く

師し

仏ほ
と
け

を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し

て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、「
京
に
疾と

く
上
げ
給
ひ
て
、
物
語
の
多
く
候さ

ぶ
らふ
な
る
、

あ
る
限
り
見
せ
給
へ
。」
と
、
身
を
捨
て
て
額ぬ

か

を
つ
き
、
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な

る
年
、
上
ら
む
と
て
、
九な

が

月つ
き

三み

日か

門
出
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
に
移
る
。

　年
ご
ろ
遊
び
な
れ
つ
る
所
を
、
あ
ら
は
に
こ
ほ
ち
散
ら
し
て
、
た
ち
騒
ぎ
て
、
日
の
入

り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧き

り
わ
た
り
た
る
に
、
車
に
乗
る
と
て
う
ち
見
や
り
た
れ
ば
、

人
ま
に
は
参
り
つ
つ
額
を
つ
き
し
薬
師
仏
の
立
ち
給
へ
る
を
、
見
捨
て
奉
る
悲
し
く
て
、

人
知
れ
ず
う
ち
泣
か
れ
ぬ
。

＊

＊
＊

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

＊

＊
語
句
　
あ
や
し
　
い
か
で
…
…
ば
や

　
い
と
ど
　
ゆ
か
し
さ
　
心
も
と
な
し

　
す
ご
し

一
　「
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
」（
80
・
4
）、「
多
く
候
ふ
な

る
」（
81
・
3
）
の
傍
線
部
で
助
動
詞
「
な
り
」
が
使
わ
れ
て
い

る
理
由
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

二
　「
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
」（
80
・
2
）
に
は
作
者

の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ

う
。

三
　
作
者
が
物
語
に
強
く
憧
れ
て
い
っ
た
経
過
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
　学

　習

　の

　手

　引

　き

『更級日記』参考地図

信濃

甲斐

あす
だ川

井太
川

琵
琶
湖

天
富
士
山

竜
川

武蔵

下総

上総
安房

相模

伊豆

駿河三河

浜
名
の
橋

小
夜
の
中
山

清
見
が
関

に
し
と
み

足
柄
山

横
走
の
関

八
橋鳴

海
の
浦

野
洲瀬

田
の
橋

逢
坂
の
関

不
破
の
関野上

す
の
ま
た

京

高師の浜

国
府

松
里

竹
芝

い
ま
た
ち美濃

尾張

伊勢

大和

伊
賀

近
江

山
城

河
内

志摩

遠江

5
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80更級日記 日記

①
東
路
の
道
の
果
て
　
東
海
道
の
果
て
の

常ひ
た
ち陸

の
国
（
現
在
の
茨
城
県
）。「
東
路

の
道
の
果
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば

か
り
も
あ
ひ
み
て
し
が
な
」（『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

六ろ
く

帖じ
ょ
う

』
紀き
の

友と
も

則の
り

）
を
ふ
ま
え
る
。

②
な
ほ
奥
つ
方
　
も
っ
と
奥
の
ほ
う
。
こ

こ
は
上か
ず
さ総

の
国（
現
在
の
千
葉
県
中
部
）

を
指
す
。

★「
生
ひ
出
で
た
る
人
」と
は
誰
の
こ
と
か
。

③
等
身
　
願
掛
け
を
す
る
人
と
同
じ
身
の

丈
。

④
薬
師
仏
　
薬
師
瑠
璃
光
如
来
。
願
い
を

か
な
え
病
苦
を
救
う
仏
。

⑤
人
ま
　
人
の
い
な
い
間
。

あ
こ
が
れ

　東あ
づ
ま

路ぢ

の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に 

生お

ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し

か
り
け
む
を
、
い
か
に
思
ひ
始
め
け
る
こ
と
に

か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る

を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ

な
る
昼
間
、
宵よ

ひ

居ゐ

な
ど
に
、
姉
、
継ま

ま

母は
は

な
ど
や

う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光ひ

か
る

源げ
ん

氏じ

の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を

日
記

更さ
ら

級し
な

日
記

菅す
が

原は
ら
の

孝た
か

標す
ゑ
の

女む
す
め

①

②

★

＊

＊

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

平
安
時
代
後
期
成
立
の
日
記

『薬師仏に祈る』（昭和時代中期　佐
さ

多
た

芳
よし

郎
ろう

筆）

5
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9 8

第
一
部
は
、
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
の
両
観
点
か
ら
幅
広
く

作
品
を
選
定
。
日
本
の
古
典
文
学
の
全
体
像
に
迫
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



107 水無瀬三吟百韻 和歌と連歌

に
仕
え
た
が
剃て
い

髪は
つ

し
て
一い
っ

休き
ゅ
う

宗そ
う

純じ
ゅ
ん

の
門
に

入
り
、
宗
祇
の
門
人
と
な
る
。
著
書
に

『
宗
長
手
記
』
な
ど
が
あ
る
。

④
川
風
に
…
…
　
第
三
（
第
三
句
目
）。

脇
に
付
け
て
、
第
三
と
脇
で
短
歌
と
な

る
。
以
下
同
様
に
続
く
。

⑤
舟
さ
す
　
船
頭
な
ど
が
棹さ
お

を
さ
し
て
舟

を
出
す
こ
と
。
な
お
、
四
句
目
以
下
は

一
括
し
て
平ひ
ら

句く

と
い
う
。

⑥
月
や
猶
…
…
　
月
・
霧
は
秋
季
を
示
す
。

舟
の
句
を
間
に
し
て
春
か
ら
秋
へ
季
節

を
転
じ
て
い
る
。

⑦
心
と
も
な
く
　
心
に
か
ま
う
こ
と
な
く
。

⑧
垣
根
を
訪
へ
ば
…
…
　
こ
こ
ま
で
を
表

八
句
と
呼
び
、
懐
紙
一
枚
め
の
表
に
記

す
。
四
枚
の
懐
紙
の
裏
表
に
百
句
が
記

さ
れ
、
最
後
の
句
を
挙あ
げ

句く

と
い
う
。

　霜
お
く
野
原
秋
は
暮
れ
け
り	

長

鳴
く
虫
の
心
と
も
な
く
草
枯
れ
て	

祇

　垣
根
を
訪と

へ
ば
あ
ら
は
な
る
道	

柏

⑦

⑧

一
四
八
八
（
長ち
ょ
う

享き
ょ
う

二
）
年
一
月
二
十
二
日
成

立
。
後
鳥
羽
院
の
二
百
五
十
年
忌
に
、
ゆ
か

り
の
地
で
あ
る
水
無
瀬
（
現
在
の
大
阪
府
三

島
郡
）
で
行
わ
れ
た
百
韻
連
歌
。
当
時
の
連

歌
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
宗
祇
と
、
そ
の
高

弟
で
あ
る
肖
柏
、
宗
長
の
三
人
で
詠
ま
れ
、

連
歌
の
手
本
と
さ
れ
る
。
本
文
は
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

水
無
瀬
三
吟
百
韻

一
　
連
歌
の
構
成
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

二
　
自
分
の
好
き
な
二
句
の
組
を
選
ん
で
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
情

景
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
　学

　習

　の

　手

　引

　き
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106水無瀬三吟百韻 和歌と連歌

【
宗
祇
】
一
四
二
一
年
～
一
五
〇
二
年
。

連
歌
師
。
近お
う
み江

の
大
名
佐さ

さ々

木き

六ろ
っ

角か
く

家
の

重
臣
伊い

庭ば

家
出
身
。
三
十
余
歳
か
ら
連
歌

の
道
に
入
り
、『
新し
ん

撰せ
ん

菟つ

玖く

波ば

集
』
を
編

集
す
る
な
ど
、
当
時
の
連
歌
の
第
一
人
者
。

①
雪
な
が
ら
…
…
　
発
句
（
連
歌
の
第
一

句
め
）。
本
歌
は
「
見
渡
せ
ば
山
も
と

霞
む
水
無
瀬
川
夕
べ
は
秋
と
何
思
ひ
け

む
」（『
新
古
今
和
歌
集
』
春
上
　
後ご

鳥と

羽ば

院
）。

②
山
も
と
霞
む
　
山
の
麓
が
霞
ん
で
い
る
。

「
霞
む
」
は
春
季
を
示
す
。
発
句
は
当

季
（
そ
の
季
節
）
を
詠
む
の
が
き
ま
り
。

【
肖
柏
】
一
四
四
三
年
～
一
五
二
七
年
。

連
歌
師
。
内
大
臣
中な
か
の

院い
ん

通み
ち

秀ひ
で

の
弟
。
別
号

に
牡ぼ

丹た
ん

花か

・
弄
花
老
人
な
ど
。
宗
祇
の
門
人
。

③
行
く
水
…
…
　
脇
（
第
二
句
め
）。
発

句
に
付
け
て
、
合
わ
せ
て
短
歌
と
な
る
。

【
宗
長
】
一
四
四
八
年
～
一
五
三
二
年
。

連
歌
師
。
鍛
冶
職
の
子
。
駿す
る
が河
の
今い
ま

川が
わ

家

雪
な
が
ら
山
も
と
霞か

す

む
夕
べ
か
な	

宗そ
う

祇ぎ

　行
く
水
遠
く
梅
に
ほ
ふ
里	

肖せ
う

柏は
く

川
風
に
一
む
ら
柳
春
見
え
て	

宗そ
う

長ち
や
う

　舟
さ
す
音
も
し
る
き
明
け
が
た	
祇

月
や
猶な

ほ

霧
わ
た
る
夜
に
残
る
ら
ん	

柏

和
歌
と
連
歌

水み

無な

瀬せ

三
吟
百
韻

①

②

③
④

⑤
⑥

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

室
町
時
代
中
期
成
立
の
百
韻
連
歌

KKO027_p106-107_水無_2C_30古B.indd   106 17/03/09   9:13

11 10

和
歌
と
近
世
俳
諧
の
間
に
連
歌
を
取
り
上
げ
て
教
材
化
。
和
歌
か
ら
連
歌
へ
、

連
歌
か
ら
俳
諧
へ
、
そ
し
て
現
在
の
俳
句
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
感
じ
ら
れ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



121 枕草子 随筆

⑤
楊
貴
妃
の
、
帝
の
御
使
ひ
に
会
ひ
て
　

玄げ
ん

宗そ
う

皇
帝
が
亡
き
楊
貴
妃
を
訪
ね
に
遣

わ
し
た
道
士
が
、
楊
貴
妃
と
出
会
っ
た

と
い
う
伝
説
に
よ
る
。
白は
く

居き
ょ

易い

（
七七二～

八四六）
の
「
長ち
ょ
う

恨ご
ん

歌か

」
で
知
ら
れ
る
。

⑥
梨
花
一
枝
、
春
雨
を
帯
び
た
り
　「
長

恨
歌
」
の
一
節
。
道
士
と
会
っ
た
楊
貴

妃
が
帝
を
思
っ
て
泣
く
様
子
を
、「
玉

容
寂せ
き

寞ば
く

涙
闌ら
ん

干か
ん

、
梨
花
一
枝
春
帯ブ 

雨ヲ

」

と
詠
ん
だ
。

⑦
こ
と
ご
と
し
き
名
つ
き
た
る
鳥
　
仰
々

し
い
名
前
の
つ
い
た
鳥
。
こ
こ
で
は
鳳ほ
う

凰お
う

の
こ
と
。
鳳
凰
は
中
国
の
想
像
上
の

鳥
。

z

　梨
の
花
、
よ
に
す
さ
ま
じ
き
も
の
に
て
、
近
う
も
て
な
さ
ず
、
は
か
な
き
文ふ

み

つ
け
な
ど

だ
に
せ
ず
、
愛あ

い

敬ぎ
や
う

後お
く

れ
た
る
人
の
顔
な
ど
を
見
て
は
、
た
と
ひ
に
言
ふ
も
、
げ
に
、
葉
の

色
よ
り
は
じ
め
て
あ
い
な
く
見
ゆ
る
を
、
唐も

ろ

土こ
し

に
は
限
り
な
き
物
に
て
文
に
も
作
る
、
な

ほ
さ
り
と
も
様や

う

あ
ら
む
と
、
せ
め
て
見
れ
ば
、
花
び
ら
の
端
に
を
か
し
き
に
ほ
ひ
こ
そ
、

心
も
と
な
う
つ
き
た
め
れ
。
楊や

う

貴き

妃ひ

の
、
帝み

か
どの

御
使
ひ
に
会
ひ
て
、
泣
き
け
る
顔
に
似
せ

て
、「
梨り

花く
わ

一い
つ

枝し

、
春は

る

雨あ
め

を
帯
び
た
り
。」
な
ど
言
ひ
た
る
は
、
お
ぼ
ろ
け
な
ら
じ
と
思
ふ

に
、
な
ほ
い
み
じ
う
め
で
た
き
こ
と
は
、
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
お
ぼ
え
た
り
。

　桐き
り

の
木
の
花
、
紫
に
咲
き
た
る
は
、
な
ほ
を
か
し
き
に
、
葉
の
広
ご
り
ざ
ま
ぞ
、
う
た

て
こ
ち
た
け
れ
ど
、
異こ

と

木き

ど
も
と
等
し
う
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
唐
土
に
こ
と
ご
と
し

き
名
つ
き
た
る
鳥
の
、
選え

り
て
こ
れ
に
の
み
居ゐ

る
ら
む
、
い
み
じ
う
心
異
な
り
。
ま
い
て

琴
に
つ
く
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
音ね

の
出
で
く
る
な
ど
は
、
を
か
し
な
ど
世
の
常
に
言
ふ

④

★
⑤

⑥
＊

⑦
＊

＊
語
句
　
あ
さ
ぼ
ら
け
　
こ
ち
た
し

　
世
の
常

藤

橘

梨

桐

楝

510
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120枕草子 随筆

第
二
部

①
し
な
ひ
　
こ
こ
は
、
し
な
や
か
に
垂
れ

下
が
っ
て
い
る
花
房
の
こ
と
。

★
「
心
あ
る
さ
ま
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。

②
黄
金
の
玉
　
橘
の
実
の
た
と
え
。
前
年

に
な
っ
た
実
が
残
っ
て
い
る
状
態
。

③
ほ
と
と
ぎ
す
の
よ
す
が
　「
け
さ
来
鳴

き
い
ま
だ
旅
な
る
ほ
と
と
ぎ
す
花
橘
に

宿
は
借
ら
な
む
」（『
古
今
和
歌
集
』夏
　

よ
み
人
し
ら
ず
）
な
ど
と
詠
ま
れ
た
よ

う
に
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
橘
の
木
を
好
ん

で
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

④
文
つ
け
　
手
紙
を
花
の
咲
い
た
木
の
枝

に
つ
け
て
贈
る
こ
と
。

★
「
せ
め
て
見
れ
ば
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。

木
の
花
は

　木
の
花
は
、
濃
き
も
薄
き
も
紅
梅
。

　桜
は
花
び
ら
大
き
に
、
葉
の
色
濃
き
が
、
枝
細
く
て
咲
き
た
る
。
藤
の
花
は
、
し
な
ひ

長
く
、
色
濃
く
咲
き
た
る
、
い
と
め
で
た
し
。

　四う
づ
き月

の
つ
ご
も
り
、
五さ

つ
き月

の
つ
い
た
ち
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
橘

た
ち
ば
なの

葉
の
濃
く
青
き
に
、
花
の

い
と
白
う
咲
き
た
る
が
、
雨
う
ち
降
り
た
る
つ
と
め
て
な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま

に
を
か
し
。
花
の
中
よ
り
、
黄こ

金が
ね

の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る

な
ど
、
朝
露
に
ぬ
れ
た
る
、
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜
に
お
と
ら
ず
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
よ
す
が
と

さ
へ
思
へ
ば
に
や
、
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
う
も
あ
ら
ず
。

随
筆

枕
草
子

清
少
納
言

①

★

②
＊

③

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

平
安
時
代
中
期
成
立
の
随
筆

5
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第
二
部
は
、第
一
部
に
も
収
録
し
た「
枕
草
子
」「
源
氏
物
語
」

「
大
鏡
」
を
再
度
取
り
上
げ
、
特
に
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
個
性
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
、
古
文

を
読
む
体
験
を
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



213 栄花物語

①
北
の
方

　こ
こ
は
、
藤
原
道
隆
の
正
妻

で
、
伊
周
・
定
子
・
隆
家
・
原げ
ん

子し

ら
の

母
、
高た
か

階し
な
の

貴き

子し

の
こ
と
。
後
出
の
「
上
」

も
同
じ
。

②
帥
殿

　藤
原
伊
周
。
208
ペ
ー
ジ
注
③
参

照
。

③
宮
の
御
前

　こ
こ
は
、
一
条
天
皇
の
中

宮
、
藤
原
定
子
の
こ
と
。

今
さ
ら
の
ご
対
面

　九
九
六
（
長ち
ょ
う

徳と
く

二
）
年
四
月
、
花
山
法
皇
へ
の
不
敬
な
ど
に
よ
り
、
藤
原
伊こ
れ

周ち
か

・

隆た
か

家い
え

兄
弟
は
失
脚
し
、
伊
周
は
筑ち
く

前ぜ
ん

の
国
の
大
宰
府
（
現
在
の
福
岡
県
太
宰
府
市
）

に
、
隆
家
は
出
雲
の
国
（
現
在
の
島
根
県
東
部
）
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
朝
廷
か
ら
の
命
に
よ
り
、
伊
周
は
播は
り

磨ま

の
国
（
現
在
の
兵
庫
県
南
西
部
）、

隆
家
は
但た
じ

馬ま

の
国
（
現
在
の
兵
庫
県
北
部
）
に
留
め
置
か
れ
て
い
た
。

　は
か
な
く
秋
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
世
の
中
い
と
ど
あ
は
れ
に
、
荻を

ぎ

吹
く
風
の
音
も
、
遠

き
ほ
ど
の
御
け
は
ひ
の
そ
よ
め
き
に
思
し
よ
そ
へ
ら
れ
け
り
。

　播
磨
よ
り
も
但
馬
よ
り
も
、
日
々
に
人
参
り
通
ふ
。
北
の
方
の
御
心
地
い
や
ま
さ
り
に

重
り
に
け
れ
ば
、
こ
と
ご
と
な
し
、「
帥そ

ち

殿ど
の

今
一ひ

と

度た
び

見
奉
り
て
死
な
む
、
帥
殿
今
一
度
見

奉
り
て
死
な
む
。」
と
い
ふ
こ
と
を
、
寝
て
も
覚
め
て
も
の
た
ま
へ
ば
、
宮
の
御お

前ま
へ

も
い

み
じ
う
心
苦
し
き
こ
と
に
思お

ぼ

し
召
し
、
こ
の
御
は
ら
か
ら
の
主
た
ち
も
、
い
か
な
る
べ
き

物
語（
二
）

栄え
い

花ぐ
わ

物
語

①

②

③

④

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

平
安
時
代
後
期
成
立
の
歴
史
物
語

道み
ち

隆た
か

（
殿
）

▲
道
長

（
殿
の
御お

前ま
え

）

藤
原

兼か
ね

家い
え

▲

高た
か

階し
な
の

貴き

子し

（
北
の
方
・
上
）

定
子

（
宮
の
御お

前ま
え

・
宮
）

伊
周

（
帥そ

ち

殿ど
の

・
殿
）

原げ
ん

子し

（
御
方
々
）

隆
家

敦あ
つ

康や
す

親
王

（
か
の
宮
）

彰
子

（
中
宮
）

敦あ
つ

成ひ
ら

親
王

（
若
宮
・
若
君
）

一
条
天
皇

（
上
）

▲
は
故
人

『栄花物語』人物関係図

10

5
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122枕草子 随筆

⑧
楝
　
セ
ン
ダ
ン
の
古
名
。
セ
ン
ダ
ン
科

の
落
葉
高
木
。
初
夏
、
紫
青
色
の
小
花

を
円え
ん

錐す
い

状
に
つ
け
、
晩
秋
、
黄
色
い
楕だ

円え
ん

形
の
実
が
な
る
。

①
う
ち
と
け
ご
と
　
遠
慮
の
な
い
話
。

べ
く
や
は
あ
る
。
い
み
じ
う
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

　木
の
さ
ま
に
く
げ
な
れ
ど
、
楝あ

ふ
ちの

花
、
い
と
を
か
し
。
枯
れ
枯
れ
に
、
さ
ま
異
に
咲
き

て
、
必
ず
五
月
五
日
に
あ
ふ
も
、
を
か
し
。�

（
第
三
四
段
）

⑧

か
た
は
ら
い
た
き
も
の

　か
た
は
ら
い
た
き
も
の
。
客ま

ら
う
ど人
な
ど
に
会
ひ
て
も
の
言
ふ
に
、
奥
の
方か

た

に
う
ち
と
け
ご

と
な
ど
言
ふ
を
、
え
は
制
せ
で
聞
く
心
地
。
思
ふ
人
の
い
た
く
酔ゑ

ひ
て
、
同
じ
こ
と
し
た

①

＊

一
　「
…
…
を
か
し
な
ど
世
の
常
に
言
ふ
べ
く
や
は
あ
る
」（
121
・
11
）

に
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
読
み
取
れ
る
か
、
傍
線
部
に
注

意
し
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

二
　
筆
者
は
、「
橘
」「
梨
」「
桐
」
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
評
価
し

て
い
る
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　学

　習

　の

　手

　引

　き

5
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他
作
品
と
の
関
係
を
意
識
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る

作
品
を
配
列
。
作
品
相
互
の
関
係
に
気
づ
い
た
り
、

人
物
や
で
き
ご
と
を
多
角
的
に
捉
え
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

※
教
科
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一
部
変
更
し
て
い
ま
す
。



215 栄花物語 物語（二）

①
中
宮

　こ
こ
は
、
一
条
天
皇
の
中
宮
、

藤
原
彰
子
の
こ
と
。

②
若
宮
の
御
事

　敦
成
親
王
が
東
宮
に
な

る
こ
と
。

＊
語
句

　不
覚
な
り

し
奉
り
け
る
。
い
と
不
覚
に
な
り
に
け
る
御
心
地
な
り
け
れ
ど
、
よ
ろ
づ
騒
が
し
う
泣
く

泣
く
聞
こ
え
給
ひ
て
、「
今
は
心
や
す
く
死
に
も
し
侍
る
べ
き
か
な
。」
と
、
喜
び
聞
こ
え

給
ふ
も
、
い
か
で
か
は
お
ろ
か
に
、
あ
は
れ
に
悲
し
と
も
世
の
常
な
り
や
。

＊世
の
響
き

　九
九
九
（
長ち

ょ
う

保ほ
う

元
）
年
に
一
条
天
皇
の
皇
后
藤
原
定
子
の
産
ん
だ
敦あ
つ

康や
す

親
王
は
、
第
一

皇
子
で
あ
り
、
帝
位
を
望
め
る
身
で
あ
っ
た
が
、
一
〇
〇
八
（
寛か
ん

弘こ
う

五
）
年
に
中
宮
藤
原

彰
子
が
第
二
皇
子
敦あ
つ

成ひ
ら

親
王
を
産
ん
だ
こ
と
で
、
状
況
が
一
変
す
る
。
時
の
権
力
者
で
あ

る
藤
原
道
長
を
祖
父
に
も
つ
敦
成
親
王
に
対
し
、
敦
康
親
王
に
は
、
誕
生
時
に
関
白
で

あ
っ
た
祖
父
藤
原
道
隆
は
す
で
に
亡
く
、
三
歳
で
母
定
子
を
、
十
二
歳
で
伯
父
伊
周
を
亡

く
し
て
い
た
。
一
〇
一
一
（
寛
弘
八
）
年
六
月
、
一
条
天
皇
は
譲
位
に
あ
た
り
、
十
三
歳

の
敦
康
親
王
で
は
な
く
、
四
歳
の
敦
成
親
王
を
東
宮
の
座
に
就
け
る
こ
と
を
決
断
す
る
。

一

　伊
周
（
帥
殿
）
が
帰
京
を
決
意
す
る
ま
で
の
心
の
動
き
を
整
理
し

て
み
よ
う
。

二

　「い
か
で
か
は
お
ろ
か
に
、
あ
は
れ
に
悲
し
と
も
世
の
常
な
り
や
」

（
215
・
3
）
と
述
べ
て
い
る
理
由
は
何
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
　
学
　
習
　
の
　
手
　
引
　
き

510
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214栄花物語 物語（二）

④
御
は
ら
か
ら
の
主
た
ち

　高
階
貴
子
の

兄
弟
。
高
階
信の
ぶ

順の
り

・
明あ

き

順の
ぶ

・
道み

ち

順の
ぶ

ら
。

★
「
か
く
」
が
指
す
内
容
は
何
か
。

⑤
不
用
の
者

　役
に
立
た
な
い
者
。

⑥
さ
は
れ

　ど
う
に
で
も
な
れ
。
ま
ま
よ
。

⑦
公

　朝
廷
。

⑧
夜
を
昼
に
て

　昼
夜
兼
行
で
。

⑨
西
の
京

　右
京
の
こ
と
。
48
ペ
ー
ジ
注

⑰
参
照
。

⑩
西
院

　淳じ
ゅ
ん

和な

院
の
こ
と
。
四
条
大
路
の

北
、
道
祖
大
路
の
東
（
西
大
宮
大
路
の

東
と
す
る
説
も
あ
る
）
に
あ
っ
た
。
巻

末
「
平
安
京
条
坊
図
」
参
照
。

⑪
殿

　こ
こ
は
、
藤
原
道
隆
の
こ
と
。

⑫
御
方
々

　中
宮
定
子
の
妹
原
子
ら
。

⑬
殿

　こ
こ
は
、
藤
原
伊
周
の
こ
と
。

⑭
お
ま
し
な
が
ら

　御お

座ま
し

所ど
こ
ろ

に
乗
せ
た
ま

ま
。

こ
と
に
か
と
思
ひ
惑
は
せ
ど
、
な
ほ
い
と
恐
ろ
し
。
北
の
方
は
切せ

ち

に
泣
き
恋
ひ
奉
り
給
ふ
。

見
聞
き
奉
る
人
々
も
、
や
す
か
ら
ず
思
ひ
聞
こ
え
た
り
。

　播
磨
に
は
か
く
と
聞
き
給
ひ
て
、
い
か
に
す
べ
き
こ
と
に
か
は
あ
ら
む
、
事
の
聞
こ
え

あ
ら
ば
、
わ
が
身
こ
そ
は
い
よ
い
よ
不
用
の
者
に
な
り
は
て
て
、
都
を
見
で
や
み
な
め
な

ど
、
よ
ろ
づ
に
思
し
つ
づ
け
て
、
た
だ
と
に
か
く
に
御
涙
の
み
ぞ
隙ひ

ま

な
き
や
。
さ
は
れ
、

こ
の
身
は
ま
た
は
い
か
が
は
な
ら
む
と
す
る
、
こ
れ
に
ま
さ
る
や
う
は
と
、
思
し
な
り
て
、

親
の
限
り
に
お
は
せ
む
見
奉
り
た
り
と
て
、
公

お
ほ
や
けも
い
と
ど
罪
せ
さ
せ
給
ひ
、
神か

み

仏ほ
と
け

も
憎
ま

せ
給
は
ば
、
な
ほ
さ
る
べ
き
な
め
り
と
こ
そ
は
思
は
め
と
、
思
し
た
ち
て
、
夜
を
昼
に
て

上の
ぼ

り
給
ふ
。

　さ
て
宮
の
内
に
は
事
の
聞
こ
え
あ
る
べ
け
れ
ば
、
こ
の
西
の
京
に
西さ

い

院ゐ
ん

と
い
ふ
所
に
、

い
み
じ
う
忍
び
て
夜
中
に
お
は
し
た
れ
ば
、
上
も
宮
も
い
と
忍
び
て
そ
こ
に
お
は
し
ま
し

あ
ひ
た
り
。
こ
の
西
院
も
、
殿
の
お
は
し
ま
し
し
を
り
、
こ
の
北
の
方
の
か
や
う
の
所
を

わ
ざ
と
尋
ね
か
へ
り
み
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
そ
の
を
り
の
御
心
ば
へ
ど
も
に
思
ひ
て
、
洩も

ら
す
ま
じ
き
所
を
思
し
よ
り
た
り
け
り
。
母
北
の
方
も
、
宮
の
御
前
も
、
御
方
々
も
、
殿

も
見
奉
り
か
は
さ
せ
給
ひ
て
、
ま
た
今
さ
ら
の
ご
対
面
の
喜
び
の
御
涙
も
、
い
と
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
う
い
み
じ
。
上
は
か
し
こ
く
御
車
に
乗
せ
奉
り
て
、
お
ま
し
な
が
ら
か
き
お
ろ

★

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

51015
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217 物語（二）栄花物語・古典の扉

古典の扉

一

　「若
宮
の
御
事
の
定
ま
り
ぬ
る
」（
216
・
1
）
こ
と
に
対
し
て
、
中

宮
は
一
条
天
皇
や
敦
康
親
王
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
る

と
考
え
て
い
る
か
、
ま
た
、
中
宮
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
み
よ
う
。

二

　中
宮
の
訴
え
に
対
す
る
道
長
の
返
事
か
ら
、
道
長
の
ど
の
よ
う
な

気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

　
　
学
　
習
　
の
　
手
　
引
　
き

比べ読みで見える
古典の世界

　『枕
草
子
』「
大
納
言
殿
参
り
給
ひ
て
」
で
は
、
中
宮
定
子
を

中
心
と
す
る
後
宮
の
優
雅
な
空
間
に
お
け
る
、
教
養
豊
か
な
藤

原
伊
周
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
、
漢

詩
文
を
当
意
即
妙
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
伊
周
は
称
賛
の
対

象
で
あ
り
、
中な

か
の

関か
ん

白ぱ
く

道
隆
の
嫡ち

ゃ
く

男な
ん

と
し
て
の
器
量
を
備
え
た
理

想
の
人
物
で
あ
る
。

　こ
れ
に
対
し
て
『
大
鏡
』「
弓
争
ひ
」
で
は
、
藤
原
道
長
の

前
で
臆
し
て
的
を
外
す
小
心
な
伊
周
の
姿
が
描
か
れ
る
。
ま
た

『
栄
花
物
語
』「
今
さ
ら
の
ご
対
面
」
で
は
、
道
長
と
の
権
力
争

い
に
破
れ
失
脚
し
た
失
意
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

　定
子
と
中
関
白
家
を
称
賛
す
る
『
枕
草
子
』
に
は
、『
無む

名み
ょ
う

草ぞ
う

子し

』「
清
少
納
言
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
周

の
流
罪
な
ど
中
関
白
家
の
衰
退
は
描
か
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
道
長
の
栄
華
を
中
心
と
す
る
『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』
で
は
、

伊
周
に
は
道
長
の
引
き
立
て
役
と
し
て
の
役
割
が
与
え
ら
れ
る
。

視
点
が
変
わ
れ
ば
、
同
じ
人
物
で
も
全
く
違
っ
た
存
在
と
し
て

描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
い
。

　目
の
前
の
作
品
を
読
み
解
い
て
い
く
う
え
で
、
他
作
品
と
の

関
係
を
意
識
し
て
み
る
と
、
古
典
の
世
界
は
ま
た
違
っ
た
側
面

を
見
せ
て
く
れ
る
。

　物
語
で
い
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』「
初う
い

冠こ
う
ぶ
り」
の
垣か

い

間ま

見み

は
『
源

氏
物
語
』「
若
紫
」
に
通
じ
、
さ
ら
に
は
『
し
の
び
ね
』
に
つ
な

が
る
。『
更
級
日
記
』
の
作
者
は
こ
の
よ
う
な
物
語
世
界
に
憧

れ
、
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

は
『
源
氏
物
語
玉
の
小お

櫛ぐ
し

』
で
『
源
氏
物
語
』

の
本
質
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
で
あ
る
。

　複
数
の
作
品
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
相
互
の
関
係
に
気

づ
い
た
り
、
人
物
や
で
き
ご
と
を
多
角
的
に
捉
え
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
作
者
の
視
点
や
時
代
の
変
遷
な
ど
を
読

み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
他
作
品
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と

で
、
古
典
を
さ
ら
に
豊
か
に
読
み
深
め
て
い
き
た
い
。
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③
上

　こ
こ
は
、
一
条
天
皇
の
こ
と
。

④
道
理
の
ま
ま

　兄
が
弟
よ
り
も
優
先
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
。

⑤
か
の
宮

　こ
こ
は
、
敦
康
親
王
の
こ
と
。

⑥
御
心

　敦
康
親
王
の
お
心
。

⑦
若
君

　「若
宮
」
と
同
じ
。
敦
成
親
王
。

⑧
殿
の
御
前

　こ
こ
は
、
藤
原
道
長
の
こ

と
。
中
宮
彰
子
の
父
。

★
「
こ
の
こ
と
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
指
す
か
。

⑨
あ
べ
い

　「あ
る
べ
き
」
の
撥
音
便
「
あ

ん
べ
き
」
の
「
ん
」
を
表
記
し
な
い
形

「
あ
べ
き
」
が
イ
音
便
化
し
た
も
の
。

歴
史
物
語
。
作
者
未
詳
。
平
安
時
代
後
期

の
成
立
。
九
世
紀
末
の
宇う

多だ

天
皇
か
ら

十
一
世
紀
末
の
堀ほ
り

河か
わ

天
皇
ま
で
の
十
五
代

約
二
百
年
の
歴
史
が
編
年
体
で
記
さ
れ
て

い
る
。
藤
原
道
長
・
頼よ
り

通み
ち

の
栄
華
を
中
心

に
、
宮
廷
社
会
の
で
き
ご
と
を
物
語
風
に

描
い
て
い
る
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

＊
語
句

　引
き
違
ふ

　思
し
掟
つ

　に
し
が
な

　つ
ぶ
つ
ぶ
と

栄
花
物
語

　中
宮
は
若
宮
の
御
事
の
定
ま
り
ぬ
る
を
、
例
の
人
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
ぜ
ひ
な
く
う
れ

し
う
こ
そ
は
思お

ぼ

し
召
す
べ
き
を
、「
上
は
道
理
の
ま
ま
に
と
こ
そ
は
思
し
つ
ら
め
。
か
の

宮
も
、
さ
り
と
も
さ
や
う
に
こ
そ
は
あ
ら
め
と
思
し
つ
ら
む
に
、
か
く
世
の
響
き
に
よ
り
、

引
き
違た

が

へ
思
し
掟お

き

つ
る
に
こ
そ
あ
ら
め
。
さ
り
と
も
と
御
心
の
中う

ち

の
嘆
か
し
う
や
す
か
ら

ぬ
こ
と
に
は
、
こ
れ
を
こ
そ
思
し
召
す
ら
む
に
、
い
み
じ
う
心
苦
し
う
い
と
ほ
し
う
、
若

君
は
ま
だ
い
と
幼
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
お
の
づ
か
ら
御
宿す

く

世せ

に
ま
か
せ
て
あ
り
な
む
も
の

を
。」
な
ど
思
し
召
い
て
、
殿
の
御お

前ま
へ

に
も
、「
な
ほ
こ
の
こ
と
い
か
で
さ
ら
で
あ
り
に
し

が
な
と
な
む
思
ひ
侍
る
。
か
の
御
心
の
中
に
は
、
年
ご
ろ
思
し
召
し
つ
ら
む
こ
と
の
違
ふ

を
な
む
、
い
と
心
苦
し
う
わ
り
な
き
。」
な
ど
、
泣
く
泣
く
と
い
ふ
ば
か
り
に
申
さ
せ
給

へ
ば
、
殿
の
御
前
、「
げ
に
い
と
あ
り
が
た
き
こ
と
に
も
お
は
し
ま
す
か
な
。
ま
た
さ
る

べ
き
こ
と
な
ら
ば
、
げ
に
と
思
ひ
給
へ
て
な
む
掟
て
仕
う
ま
つ
る
べ
き
を
、
上
お
は
し
ま

し
て
、
あ
べ
い
こ
と
ど
も
を
つ
ぶ
つ
ぶ
と
仰
せ
ら
る
る
に
、『
い
な
、
な
ほ
悪あ

し
う
仰
せ

ら
る
る
こ
と
な
り
。
次
第
に
こ
そ
。』
と
奏
し
返
す
べ
き
こ
と
に
も
侍
ら
ず
。
世
の
中
い

と
は
か
な
う
侍
れ
ば
、
か
く
て
世
に
侍
る
を
り
、
さ
や
う
な
ら
む
御
あ
り
さ
ま
も
見
奉
り

侍
り
な
ば
、
後
の
世
も
思
ひ
な
く
心
や
す
く
て
こ
そ
侍
ら
め
と
な
む
思
ひ
給
ふ
る
。」
と

申
さ
せ
給
へ
ば
、
ま
た
こ
れ
も
理

こ
と
わ
りの

御
事
な
れ
ば
、
返
し
聞
こ
え
さ
せ
給
は
ず
。

①

②

③

④

⑤

＊

＊

⑥

⑦

⑧

★

＊

⑨

＊
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古典への理解を深めたり，現代との関わりを考えたりする
ことができるコラム「古典の扉」を随所に設けました。



223 無名草子 評論

⑩
申
し
請
ひ
て
、
…
…
侍
ら
ざ
り
け
る
に

や
　
詠
歌
を
辞
退
す
る
こ
と
を
定
子
に

了
承
さ
れ
た
話
が
、『
枕
草
子
』「
五
月

の
御
精
進
の
ほ
ど
」（
第
九
五
段
）
に

あ
る
。

★
「
さ
や
う
の
こ
と
」
と
は
何
か
。

⑪
内
大
臣
　
こ
こ
は
、
藤
原
伊
周
の
こ
と
。

定
子
の
兄
。
208
ペ
ー
ジ
注
③
参
照
。

⑫
襖
　
庶
民
が
着
用
し
た
粗
末
な
上
衣
。

⑬
直
衣
　
巻
末
「
装
束
」
参
照
。

⑭
つ
づ
り
　
布
切
れ
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
も

の
。

自
ら
も
思
ひ
知
り
て
、
申
し
請
ひ
て
、
さ
や
う
の
こ
と
に
は
交
じ
り
侍
ら
ざ
り
け
る
に
や
。

さ
ら
で
は
、
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
。

　そ
の
『
枕
草
子
』
こ
そ
、
心
の
ほ
ど
見
え
て
、
い
と
を
か
し
う
侍
れ
。
さ
ば
か
り
を
か

し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
、
い
み
じ
く
も
、
め
で
た
く
も
あ
る
こ
と
ど
も
、
残
ら
ず
書
き
記

し
た
る
中
に
、
宮
の
め
で
た
く
盛
り
に
、
時
め
か
せ
給
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
、
身
の
毛
も

立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
失う

せ
さ
せ
給
ひ
、
内う

ち
の

大お
と
ど臣

流
さ
れ
給
ひ
な
ど
せ
し
ほ

ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て
も
言
ひ
出
で
ぬ
ほ
ど
の
い
み
じ
き
心
ば
せ
な
り
け
む
人
の
、
は

か
ば
か
し
き
よ
す
が
な
ど
も
な
か
り
け
る
に
や
。
乳め

の
と母
の
子
な
り
け
る
者
に
具
し
て
、
遥は

る

か
な
る
田
舎
に
ま
か
り
て
住
み
け
る
に
、
襖あ

を

な
ど
い
ふ
も
の
干
し
に
外と

に
出
づ
と
て
、『
昔

の
直な

ほ
し衣

姿
こ
そ
忘
ら
れ
ね
。』
と
独
り
ご
ち
け
る
を
見
侍
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
の
衣き

ぬ

着
て
、

つ
づ
り
と
い
ふ
も
の
帽
子
に
し
て
侍
り
け
る
こ
そ
、
い
と
あ
は
れ
な
れ
。
ま
こ
と
に
、
い

か
に
昔
恋
し
か
り
け
む
。」

⑩

★

⑪

⑫

⑬⑭

＊
語
句
　
む
げ
に
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①
あ
ま
り
に
な
り
ぬ
る
人
　
あ
ま
り
に
も

行
き
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
人
。

②
檜
垣
　
十
世
紀
頃
に
九
州
に
住
ん
で
い

た
と
い
う
歌
人
。
清
少
納
言
の
母
と
の

伝
承
は
根
拠
に
乏
し
い
。

③
清
少
納
言
　
18
ペ
ー
ジ
参
照
。

④
一
条
院
　
一
条
天
皇
の
こ
と
。

⑤
中
関
白
　
藤
原
道
隆
の
こ
と
。
78
ペ
ー

ジ
注
⑨
参
照
。

⑥
皇
太
后
宮
　「
皇
后
宮
」
の
誤
り
。
道

隆
の
娘
で
、
一
条
天
皇
の
中
宮
定
子
。

⑦
『
枕
草
子
』　
18
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑧
元
輔
　
清き
よ

原は
ら
の

元
輔
（
九〇八～
九九〇）。
清

少
納
言
の
父
で
、『
後ご

撰せ
ん

和
歌
集
』
の

撰
者
で
あ
る
梨な
し

壺つ
ぼ

の
五
人
の
一
人
。

⑨
『
後
拾
遺
』　『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
こ

と
。
105
ペ
ー
ジ
参
照
。

清
少
納
言

　「す
べ
て
、
あ
ま
り
に
な
り
ぬ
る
人
の
、
そ
の
ま
ま
に
て
侍
る
例た

め
し、
あ
り
が
た
き
わ
ざ

に
こ
そ
あ
め
れ
。

　檜ひ

垣が
き

の
子
、
清
少
納
言
は
、
一
条
院
の
位
の
御お

ほ
ん

時と
き

、
中な

か
の

関
白
、
世
を
し
ら
せ
給
ひ
け
る

初
め
、
皇
太
后
宮
の
時
め
か
せ
給
ふ
盛
り
に
候さ

ぶ
らひ

給
ひ
て
、
人
よ
り
優
な
る
者
と
思お

ぼ

し
召

さ
れ
た
り
け
る
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
は
、『
枕
草
子
』
と
い
ふ
も
の
に
、
自
ら
書
き
表
し
て

侍
れ
ば
、
細
か
に
申
す
に
及
ば
ず
。

　歌
詠
み
の
方か

た

こ
そ
、
元も

と

輔す
け

が
女む

す
めに
て
、
さ
ば
か
り
な
り
け
る
ほ
ど
よ
り
は
、
優
れ
ざ
り

け
る
と
か
や
と
お
ぼ
ゆ
る
。『
後
拾
遺
』
な
ど
に
も
、
む
げ
に
少
な
う
入
り
て
侍
る
め
り
。

評
論

無む

名み
や
う

草ざ
う

子し

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

＊

700

1000

1500

1700

奈良

平安

室町

鎌倉

江戸

鎌
倉
時
代
初
期
成
立
の
評
論

5
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古
文
に
お
け
る
評
論
的
文
章
を
豊
富
に
収
録
。
古
文

を
読
み
解
く
多
様
な
視
点
や
伝
統
的
世
界
か
ら
現
代

に
通
じ
る
視
座
を
感
得
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。



23 22

「構成・内容理解シート」

指
導
書
　

�

本
体
価
格
一
八
、
〇
〇
〇
円
（
税
別
）　

■ 

指
導
資
料

教
材
研
究
に
役
立
つ
資
料
や
、
実
際
の
授
業
や
評
価
で
活
用
で
き
る
情
報
を
豊
富
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

■ 

発
問
例
集

指
導
資
料
に
掲
載
し
た
発
問
を
ま
と
め
た
デ
ー
タ
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

●�

構
成
・
内
容
理
解
シ
ー
ト　
●�

語
句
学
習
シ
ー
ト　

●�

古
文
品
詞
分
解
シ
ー
ト　
●�

古
典
口
語
訳
シ
ー
ト

■ 

基
本
テ
ス
ト

短
時
間
で
基
礎
を
養
う
小
テ
ス
ト
。
現
代
文
編
で
は
漢
字
や
語
句
、
古
文
で
は
文
法
、
漢

文
で
は
句
法
な
ど
に
つ
い
て
出
題
し
ま
す
。

■ 

評
価
問
題

定
期
考
査
な
ど
に
使
え
る
問
題
を
、
各
教
材
、
難
易
度
別
に
複
数
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

実
力
問
題

教
科
書
の
教
材
と
同
じ
著
者
の
作
品
や
、
別
の
著
者
に
よ
る
同
じ
テ
ー
マ
の
文
章
な
ど
を

素
材
に
し
た
実
力
問
題
を
豊
富
に
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

補
充
教
材

教
科
書
の
教
材
に
関
連
す
る
資
料
や
、
発
展
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
作
品
な
ど
を
収
録

し
て
い
ま
す
。

※「
古
文
編
」「
漢
文
編
」で
別
売
に
な
り
ま
す
。

■ 

教
科
書
原
文

教
科
書
教
材
文
の
原
文
デ
ー
タ
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

■ 

朗
読
Ｃ
Ｄ

一
部
の
教
材
に
つ
い
て
、
朗
読
を
収
録
し
た
音
声
Ｃ
Ｄ
で
す
。

■ 

学
習
課
題
ノ
ー
ト

別
売
の
生
徒
用
教
材
『
学
習
課
題
ノ
ー
ト
』
の
デ
ー
タ
を
同
梱
し
て
い
ま
す
。

■ 

教
師
用
教
科
書

教
科
書
の
紙
面
に
、
文
章
構
造
や
要
約
、
口
語
訳
や
文
法
の
解
説
、「
学
習
の
手
引
き
」

の
解
答
例
な
ど
、
授
業
に
役
立
つ
情
報
を
青
字
で
刷
り
込
ん
だ
も
の
で
す
。

指
導
書
別
売
品　

■ 

教
師
用
教
科
書　
本
体
価
格
三
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

指
導
書
の
「
教
師
用
教
科
書
」
と
同
じ
も
の
で
す
。

■ 

指
導
資
料
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版　

�

本
体
価
格
三
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

※
「
古
文
編
」「
漢
文
編
」
で
別
売
に
な
り
ま
す
。

指
導
書
の
「
指
導
資
料
」
の
紙
面
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
に
し
た
も
の
で
す
。

生
徒
用
教
材
　

■ 

学
習
課
題
ノ
ー
ト　
本
体
価
格
六
〇
〇
円
（
税
別
）

教
科
書
準
拠
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
で
す
。
別
冊
解
答
に
は
、
自
習
に
も
使
え
る
詳
し
い
解
説

が
付
い
て
い
ま
す
。

指
導
に
役
立
つ
資
料
と
学
習
を
助
け
る
教
材
類

指
導
書
・
教
材

指
導
書・教
材
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■ 本文解説

■ 思考ツール

本文の口語訳のon/offができます。マスクをはがし
ながら表示することもできます。

デジタルテキストオリジナルのコンテンツも多数収録
しています。

■ コンテンツ一覧

■ オンライン辞書

「フラッシュカード」「図版資料」「人物相関図」など，
さまざまなコンテンツを収録。

授業での提示に特化した指導者用の辞書サイトを
デジタルテキストのリンクからご利用いただけます。

はじめに
●教科書の内容を最大限に活用すること
デジタルテキストでは，教科書本文の拡大提示，付録や図版資料のインデックスおよびその拡大提示など，教科書の
内容を提示用の素材として，最大限に活用することをコンセプトに製作いたしました。
●CoNETSビューア
　平成29年度版からは教科書会社12社が参画して開発した共通プラットフォームCoNETSビューアでのご利用になります。
　▶CoNETSについて（http://www.conets.jp/）
　　 CoNETSビューアでは，先生ごとにユーザーを登録することで，書き込み情報や履歴などをそれぞれに保有すること
ができます。

　　　　　  豊富なコンテンツで授業をサポート指導者用

※画面サンプルはすべて「精選国語総合」となっております。

デジタル教科書
指導者用デジタルテキスト

指導者用デジタルテキスト　〈校内フリーライセンス〉※1

OS ライセンス期間 価格 インストール方法

Windows版 教科書利用期間一括※2 40,000円＋税 DVD-ROM /
ダウンロード

※1 校内のすべての端末にインストール可能です。なお，価格は1学年の価格です。
※2 収録されている検定教科書の使用期間中はご利用いただけます。
※3 教師用デジタルテキスト購入校のみ購入できます。
※4 インストールする端末（1端末）ごとにライセンス料金をお支払いいただきます。

学習者用デジタルテキスト　〈1端末1ライセンス〉※3, 4

OS ライセンス期間 価格 インストール方法
Windows版 / iOS版 教科書利用期間一括※2 1,500円＋税 ダウンロード

Windows版
OS Windows 7 SP 1 / Windows 8.1 / Windows 10 （32bit / 64bit 対応）※1

ブラウザ Internet Explorer 11
CPU Intel Core i3以上推奨
メモリ 4GB以上
空き容量 4GB以上（ビューア1GB＋教材3GB）
モニタ True Color（32bit）※2

その他 .NET Framework 4.5以降
Aero設定：ON ※2

三省堂は，CoNETSプラットフォームを通じてデジタル教科書を提供してまいります。

動作環境や導入にあたっての条件等は，CoNETSのWebサイトにて最新の情報をご確認ください。 http://www.conets.jp/

●動作環境 指導者用  （2017年4月現在）

 学習者用デジタルテキスト についての特徴や動作環境など，
その他詳細な情報は三省堂教科書・教材サイトをご覧ください。
●体験版DVD-ROMのお申し込みはeメールにてご連絡ください。
　eメールアドレス：info-tbdt@sanseido-publ.co.jp

http://tb.sanseido.co.jp
★三省堂教科書・教材サイト

※  Microsoft，Aero，Internet Explorerおよび Windowsは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標また
は商標です。

※1 Windows RTには対応しておりません。
※2 Windows 7の場合のみ。

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
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