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国
語
科
に
お
け
る
高
等
学
校
三
年
間
を
見
通
し
た
評
価
の
あ
り
方

～
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
の
編
成
、

指
導
と
評
価
の
工
夫
改
善
等
を
中
心
と
し
て
～

福
井
県
立
若
狭
高
等
学
校

中
森

一
郎

吉
岡

直
哉

高
田

ま
ど
か

吉
田

恵

上
北

克
也

浜
岸

く
る
み

渡
邉

久
暢

一

研
究
の
目
的

本
研
究
は
、
国
語
科
に
お
け
る
高
等
学
校
三
年
間
を
見
通
し
た
指
導
と
評
価

の
あ
り
方
を
、
授
業
実
践
を
も
と
に
提
案
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
平
成
二

五
年
度
よ
り
完
全
実
施
と
な
っ
た
新
学
習
指
導
要
領
に
示
す
内
容
が
、
生
徒
一

人
ひ
と
り
に
確
実
に
身
に
付
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
適
切
に
評
価
し
、
そ
の
後

の
学
習
指
導
の
改
善
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
育
課
程
の
編

成
、
指
導
と
評
価
の
工
夫
等
を
行
う
こ
と
を
中
心
に
研
究
を
行
う
。

二

研
究
の
背
景

上
北
ら(2013
)

は
、

★
年
間
指
導
計
画
が
「
年
間
進
度
計
画
」
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
。

、
、

★
つ
け
た
い
学
力
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
な
い
ま
ま
、
教
科
書
の
配
列
に
沿
っ

た
計
画
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

★
知
識
の
伝
達
が
中
心
の
学
習
指
導
と
、
記
憶
の
再
現
が
中
心
の
考
査
が
展

開
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
。

を
指
摘
し
た
上
で
、

★
基
礎
・
基
本
の
確
実
な
定
着
を
図
る
と
同
時
に
、
自
ら
学
び
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
な
問
題
解
決
的
な
学
習
も
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

★
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
し
、
評
価
の
規
準
や
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

生
徒
の
学
習
活
動
を
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

を
述
べ
、
新
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
し
た
「
平
成
二
五
年
用
・
指
導
と
評
価
の

年
間
計
画(

国
語
総
合
版)

」
を
提
案
し
た
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
上
北
ら
が
指
摘
し
た
問
題
意
識
を
共
有
し
た
上
で
、

国
語
科
に
お
け
る
高
等
学
校
三
年
間
を
見
通
し
た
評
価
の
あ
り
方
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

「
評
価
」
の
役
割
に
対
し
て
は
、
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
。
田
中(2008

)

は
、

近
年
の
教
育
評
価
に
関
す
る
理
論
や
実
践
に
つ
い
て
、
大
き
な
変
革
の
時
代
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

子
ど
も
た
ち
を
「
ネ
ブ
ミ
」
し
て
勉
強
や
発
達
を
あ
き
ら
め
さ
せ

る
道
具
と
な
っ
て
い
た
「
教
育
評
価
」
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
質
的

に
高
い
学
力
を
保
証
し
、
教
育
実
践
へ
の
参
加
を
促
す
装
置
と
し
て

の
「
教
育
評
価
」
へ
と
転
換
し
つ
つ
あ
る
。

と
示
唆
深
く
述
べ
る
。

本
研
究
で
は
、
こ
の
田
中
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、
評
価
の
役
割
を
「
す
べ
て
の

生
徒
た
ち
に
確
か
な
学
力
を
つ
け
る
た
め
に
、
教
師
の
指
導
の
改
善
に
役
立
て

る
こ
と
」
、
も
う
少
し
砕
い
て
言
う
な
ら
ば
、
「
教
師
が
設
定
し
た
目
標
と
評
価

の
規
準
・
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
学
習
者
の
学
習
状
況
を
把
握
し
、
指
導
の

改
善
に
役
立
て
る
こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。

教
育
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
新
し
い
学
力
の
獲
得
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
評
価
の
方
法
に
つ

 
 

・「
国
語
の
成
績
を
上
げ
る
に
は
、
国
語
を
好
き
に
さ
せ
る
こ
と
。」

と
い
う
の
は
、
先
輩
の
国
語
教
師
の
言
葉
で
あ
る
が
、
授
業
や

教
材
に
興
味
を
持
た
せ
る
効
果
が
あ
る
。 

  

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
活
動
や
、
表
現
を
意
識
さ
せ
た
言
語
活
動

は
、
学
習
指
導
要
領
に
あ
る
「
国
語
科
の
目
標
」
の
次
の
傍
線
部
の
部

分
を
達
成
す
る
と
考
え
る
。 

  

国
語
科
の
目
標 

 

国
語
を
適
切
に
表
現
し
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う

力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に

し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊

重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。 

国
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指
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踏
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指
導
と
評
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い
て
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
や
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
準
拠
評
価
な
ど
、
新
た
な

理
論
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。

と
は
い
え
、
最
も
重
要
な
の
は
授
業
の
実
際
、
生
徒
の
実
態
に
即
し
て
評
価

の
あ
り
方
を
考
察
し
た
上
で
、
授
業
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
だ
。
現
場
教
師
が

チ
ー
ム
を
組
ん
で
評
価
の
あ
り
方
を
模
索
し
続
け
た
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
多
く
の
実
践
者
の
参
考
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
国
語
教
育
学
の

進
展
に
も
貢
献
で
き
る
と
自
負
す
る
。

三

研
究
の
方
法

そ
こ
で
本
研
究
で
は
ま
ず
、
平
成
二
十
五
年
度
福
井
県
立
若
狭
高
等
学
校
第

一
学
年
と
第
二
学
年
に
お
け
る
授
業
実
践
の
構
想
と
実
際
を
粗
描
す
る
。

若
狭
高
校
は
、
第
一
学
年
が
文
理
探
究
科
・
海
洋
科
学
科
・
普
通
科
の
三
学

科
、
第
二
学
年
が
国
際
探
究
科
・
商
業
科
・
情
報
処
理
科
・
普
通
科
を
持
つ
総

合
高
校
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、
第
一
学
年
は
全
学
科
の
「
国
語
総
合
」
を
、

第
二
学
年
は
理
数
探
究
科
と
普
通
科
の
「
現
代
文
」
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ

の
指
導
と
評
価
の
あ
り
方
を
、
実
践
記
録
に
も
と
づ
い
て
提
案
す
る
。

第
一
学
年
「
国
語
総
合
」
に
つ
い
て
は
、
授
業
担
当
者
の
中
核
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
吉
岡･

高
田
・
吉
田
が
、
ま
た
第
二
学
年
の
「
現
代
文
」
に
つ
い
て
は
、
上

北
、
浜
岸
、
渡
邉
が
研
究
を
進
め
て
き
た
。
本
研
究
の
全
体
に
つ
い
て
は
、
中

森
が
監
修
し
て
い
る
。

稿
者
は
、
単
元
開
始
の
前
に
分
担
し
て
評
価
規
準
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
指
導
と
評
価
の
計
画
を
立
案
し
て
き
た
。
そ
の

計
画
に
も
と
づ
い
て
行
っ
た
授
業
と
、
実
施
し
た
評
価
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に

お
け
る
学
習
者
の
状
況
を
跡
づ
け
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
高
等
学
校

「
国
語
総
合
」
「
現
代
文
」
古
典
」
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
を

示
し
た
い
。

な
お
、
第
一
学
年
「
国
語
総
合
」
に
つ
い
て
は
、
上
北
ら
が
提
示
し
た
「
平

成
二
十
五
年
用
・
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画(

国
語
総
合
版)

」
に
基
づ
い
て
実

践
し
た
そ
の
足
跡
を
考
察
す
る
。
第
二
学
年
に
つ
い
て
は
、「
現
代
文
」
、「
古
典
」

そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
像
を
示
し
た
上
で
、
本
学
年
の
特
徴
的
な
単
元
で
あ
る
「
『
こ

こ
ろ
』
論
文
を
作
成
し
よ
う
」
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
う
。

四

「
第
一
学
年
現
代
文
分
野
に
お
け
る
指
導
と
評
価
の
実
際
」

四
―
一

評
論
分
野
の
指
導
と
評
価

そ
れ
で
は
、
評
論
分
野
か
ら
考
察
し
よ
う
。
平
成
二
十
五
年
度
は
評
論
を
読

む
に
当
た
っ
て
、
「
な
ぜ
評
論
を
読
む
の
か
」
「
ど
の
よ
う
に
し
て
評
論
を
読

む
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
、
一
年
間
授
業
を
進
め
て
き
た
。

今
の
教
科
書
に
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
評
論
は
、
ポ
ス
ト
近
代
の

文
章
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
近
代
の
発
想
や
思
想
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
近
代

化
を
推
し
進
め
て
き
た
も
の
の
考
え
方
や
見
方
を
問
い
直
す
、
ま
さ
に
「
今
」

を
考
え
る
文
章
で
あ
る
。
芸
術
論
や
文
化
論
に
し
て
も
、
現
代
を
扱
っ
た
も
の

が
多
い
。
高
校
一
年
生
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
最
先
端
と
も
い
え
る
発
想
や

思
想
に
ほ
ぼ
初
め
て
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
特
に
難
解
な
言
い
回

し
が
使
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
ぼ
ん
や
り
と
し
か
話
が
見
え
て
こ
な
か
っ
た
り
、

取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
へ
の
理
解
が
深
ま
ら
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
読
解
方
略
指
導
だ
け
に
偏
る
こ
と
な
く
、
現
代
思
想
で
よ
く
論
じ

ら
れ
る
テ
ー
マ
と
向
き
合
う
姿
勢
を
養
う
こ
と
も
目
標
に
、
計
画
を
立
て
て
実

行
し
た
。
具
体
的
に
い
う
と
、
各
単
元
が
取
り
上
げ
て
い
る
現
代
の
テ
ー
マ
（
科

学
技
術
、
言
語
、
文
化
、
身
体
な
ど
）
に
つ
い
て
、
本
文
以
外
の
評
論
を
補
助

教
材
と
し
て
生
徒
に
与
え
た
。
例
え
ば
、
内
山
節
「
結
ば
れ
て
い
く
時
間
」
を

扱
っ
た
単
元
で
は
、
内
山
が
同
じ
よ
う
な
時
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
文
章
を
読
ま
せ
、
「
循
環
す
る
時
間
」
「
縦
軸
の
時
間
」
「
横
軸
の
時
間
」
と

い
っ
た
現
代
評
論
で
論
じ
ら
れ
る
「
時
間
」
の
捉
え
方
を
理
解
す
る
た
め
の
授

業
を
一
時
間
展
開
し
た
。
「
結
ば
れ
て
い
く
時
間
」
自
体
は
、
典
型
的
な
対
比

構
造
の
評
論
で
あ
り
非
常
に
読
み
や
す
い
。
対
比
構
造
の
説
明
に
対
し
て
も
、
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平成２５年度１年生「国語総合（現代文分野）」の指導と評価の実際

査考標目材教期学 における初見の問題出題と

そのねらい

（中間まで） ・評論における「対比」の文章構 ・内山節「知性」より初見の問

「結ばれていく時間」 造を理解し、筆者の主張を整理す 題を出題。

）いらね（。る節山内

・筆者の主張に対する自分の意見 ・対比を中心とした評論を読み、

を書けるようにする。 対比表現への理解度を確認する。

（中間～期末） ・小説を勉強する意義や小説をど ・小川洋子「見えないものを見

「羅生門」 う読むかということについて、自 ようとした」より初見の問題を

芥川龍之介 分なりに理解する。 出題。

・物語の設定を理解する。（５ W （ねらい）

１Hの把握） ・物語の設定を理解し、心情中

・主人公の心情変化を時系列に従 心に読み取りができているかを

って読み取る。 確認する。

（中間まで） ・タイトルを元に主題を取り、対 ・黒崎政男「ゆらぐ科学のリア

「魔術化する科学技術」 比表現から筆者の論理を整理する。リティ」より初見の問題を出題。

若林幹夫 ・接続語や指示語に留意して文章 （ねらい）

るす対にれそ、し解理を題主・。む読を

「夢十夜」 ・小説の場面設定を理解する。 筆者の主張をまとめられている

夏目漱石 ・比喩表現に暗示されているもの かを確認する。

や心情、思想を類推し、時代背景 ・対比の文章を読み、文章構造

が小説に及ぼす影響を理解する。 への理解度を再確認する。

接の章文や語示指の後前問設・

続に注意して読み取りができて

いるかを確認する。

（中間～期末） ・抽象的表現と具体例の関係を理 河合隼雄「人間科学の可能性」

「主体という物語」 解し、筆者の主張と論理を整理す より初見の問題を出題。

）いらね（。る晶敏井坂小

「力プリンスキー氏」 ・登場人物の心情を理解する。 ・抽象的表現と具体例を区別し、

遠藤周作 ・小説のテーマを読み取り、自分 筆者の主張を読み取れているか

の意見を書けるようにする。 を確認する。

「身体、この遠きもの」 ・題名を元に主題を把握し、論の 鷲田清一「表象としての身体」

鷲田清一 展開を理解する。 より所見の問題を出題

・抽象的表現と具体例の関係を理 （ねらい）

・す理整を理論と張主の者筆、し解 抽象的表現と具体例の関係を

れ取み読を張主、で上たし解理。る」てに崎の城「

志賀直哉 ・小説のテーマを捉え、出来事と ているかを確認する。

・化変のそ、り取み読を係関の情心 指示語や接続語に留意して、

を理解する。 文章の展開を把握できているか

を確認する。

一
　
　
　
　
学
　
　
　
　
期

二
　
　
　
　
学
　
　
　
　
期

三
　
　
　
学
　
　
　
期
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さ
ほ
ど
理
解
が
困
難
な
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
時
間
」
の

捉
え
方
に
つ
い
て
は
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
労
し
て
い

る
様
子
が
伺
え
た
。
現
代
評
論
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
決
し
て
簡
単
で

は
な
い
が
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
文
章
を
読
む
こ
と
で
知
識

を
身
に
つ
け
、
正
解
の
あ
る
わ
け
で
は
な
い
評
論
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
と
考
え
た
実
践
で
あ
る
。

ま
た
、
筆
者
の
主
張
の
要
約
や
論
理
の
展
開
を
ま
と
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
も
、
一
年
間
を
通
し
て
取
り
組
ん
だ
。
例
え
ば
、
読
解
後
の
評
論
を

二
〇
〇
字
要
約
し
て
提
出
さ
せ
た
り
、
副
教
材
の
問
題
集
に
つ
い
て
い
る
要
約

ノ
ー
ト
を
使
っ
て
、
宿
題
提
出
後
に
一
〇
〇
字
要
約
に
取
り
組
ま
せ
た
り
し
た
。

そ
の
際
必
要
と
な
っ
て
く
る
、
対
比
構
造
や
、
接
続
詞
、
指
示
語
で
の
文
と
文

の
つ
な
が
り
、
抽
象
的
表
現
と
具
体
例
の
読
み
分
け
と
い
っ
た
「
読
み
方
」
の

指
導
も
行
う
よ
う
努
め
た
。

反
省
点
、
改
善
点
と
し
て
は
、
予
想
以
上
に
生
徒
の
語
彙
力
や
漢
字
力
が
乏

し
い
の
に
反
比
例
し
て
、
教
材
の
評
論
の
レ
ベ
ル
が
高
く
、
論
理
の
展
開
や
筆

者
の
主
張
を
捉
え
る
の
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
予
定
し

て
い
た
よ
り
も
少
量
の
教
材
し
か
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、
多
く
の
評
論
を
読
み

現
代
思
想
に
触
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
。

指
導
側
の
原
因
と
し
て
は
、
前
述
し
た
、
現
代
思
想
の
テ
ー
マ
と
し
て
頻
出

の
も
の
を
教
材
で
扱
う
と
き
に
、
指
導
書
に
つ
い
て
い
る
補
助
教
材
や
、
同
筆

者
の
著
書
を
引
用
し
て
テ
ー
マ
へ
の
理
解
を
求
め
る
時
間
に
授
業
時
間
を
当
て

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
家
庭
学
習
で
補
え
る
課
題
で
あ
れ
ば
、
宿
題
と
し
て

与
え
る
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
今
年
採
用
し
て
い
る
筑
摩
の
教
科
書
が
掲
載
し
て
い
る
評
論
が
、
今

ま
で
な
ら
ば
高
校
二
年
生
や
三
年
生
で
教
え
て
い
た
レ
ベ
ル
の
も
の
が
多
か
っ

た
こ
と
も
、
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
学
期
に
扱
っ
た
鷲
田
清
和
「
身

体
、
こ
の
遠
き
も
の
」
は
、
一
九
九
五
年
東
京
大
学
の
二
次
試
験
と
全
く
同
じ

文
章
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
目
標
は
、
「
抽
象
的
表
現
と
具
体
的
表
現
を
区
別

し
、
筆
者
の
主
張
を
読
み
取
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
の
区
別
は

で
き
て
も
、
筆
者
の
主
張
と
な
っ
た
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
筆
者
の
身
体
観
を

知
ら
な
い
と
、
本
文
抜
き
出
し
の
浅
い
理
解
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る

と
、
補
助
教
材
で
筆
者
の
身
体
論
へ
の
理
解
を
深
め
た
い
。
と
い
う
よ
う
に
、

読
解
の
方
略
と
現
代
評
論
へ
の
理
解
の
二
つ
を
求
め
た
結
果
、
取
り
上
げ
る
評

論
の
数
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

四
月
の
授
業
開
始
時
に
は
、
単
元
設
定
に
無
理
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、

蓋
を
開
け
て
み
る
と
思
っ
た
ほ
ど
進
度
に
余
裕
が
な
か
っ
た
。
思
っ
て
い
た
よ

り
、
古
典
分
野
に
重
心
を
置
い
て
い
た
感
が
あ
る
の
で
、
古
典
分
野
と
の
兼
ね

合
い
も
含
め
て
、
ど
の
教
材
を
ど
の
程
度
扱
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
後
の
検

討
課
題
に
し
た
い
。

四
―
二

小
説
分
野
の
指
導
と
評
価

小
説
を
読
む
に
当
た
っ
て
も
評
論
と
同
じ
く
「
な
ぜ
小
説
を
読
む
の
か
」「
ど

の
よ
う
に
小
説
を
読
む
と
読
み
が
深
ま
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る

よ
う
、
授
業
を
展
開
し
て
き
た
。
高
校
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
小

説
は
、
設
定
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
テ
ー
マ
性
の
強
い
も
の
が
多
い
。
ま
ず

は
場
面
設
定
や
小
説
の
構
造
を
理
解
し
、
小
説
の
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
る
「
変
化

の
場
面
」
に
気
づ
け
る
よ
う
な
読
み
を
指
導
し
た
。

例
え
ば
、
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
で
個
人
活
動
と
し
て
段
落
構
成
を
考
え

さ
せ
た
際
、
何
を
根
拠
に
そ
こ
で
段
落
を
区
切
る
の
か
と
い
う
理
由
を
必
ず
書

く
よ
う
に
指
導
し
た
。
そ
の
上
で
、
他
者
と
意
見
交
換
し
、
最
も
適
切
だ
と
思

う
段
落
構
成
を
根
拠
と
と
も
に
発
表
さ
せ
た
。
意
見
交
換
や
発
表
を
聞
く
中
で
、

自
分
た
ち
が
時
間
や
場
所
、
登
場
人
物
の
「
変
化
」
を
根
拠
に
段
落
を
分
け
て

い
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
内
容
読
解
に
進
ん
だ
。
内
容
読
解
で
も
同
じ
よ
う
に

心
理
の
変
化
、
特
に
大
き
く
主
人
公
が
変
化
す
る
部
分
を
物
語
の
「
山
場(

ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス)
」
と
捉
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
な
り
に
捉
え
た
物
語
の
テ
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ー
マ
に
迫
る
こ
と
が
で
き
た
生
徒
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

さ
ら
に
、
読
後
は
小
説
の
テ
ー
マ
に
基
づ
く
文
章
を
書
か
せ
た
り
、
感
想
や

意
見
を
ま
と
め
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
た
。
遠
藤
周
作
「
カ
プ
リ
ン

ス
キ
ー
氏
」
で
は
、
小
説
の
舞
台
と
も
な
っ
て
い
る
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容
所

に
関
連
す
る
歴
史
を
調
べ
た
り
、
戦
争
や
差
別
に
つ
い
て
の
意
見
文
を
書
か
せ

た
り
し
た
。「
カ
プ
リ
ン
ス
キ
ー
氏
」
が
表
現
す
る
「
語
ら
な
い
、
語
れ
な
い
」

出
来
事
の
存
在
や
、
「
経
験
者
に
し
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
観

念
を
理
解
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

反
省
点
、
改
善
点
と
し
て
は
、
初
読
か
ら
テ
ー
マ
に
迫
る
読
み
が
で
き
て
い

る
生
徒
に
対
し
て
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
が
適
宜
行
え
な
か
っ
た

点
で
あ
る
。
評
論
以
上
に
生
徒
間
の
力
の
差
が
大
き
く
、
表
現
か
ら
の
読
み
取

り
な
ど
で
は
そ
れ
が
如
実
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
お
そ
ら
く
読
書
経
験
か
ら
く
る
文
脈
か
ら
の
語
句
の
意
味
の
把
握
に

お
い
て
、
力
の
差
を
感
じ
た
。
初
読
で
感
想
や
疑
問
点
を
書
か
せ
た
と
き
、
い

き
な
り
テ
ー
マ
に
迫
る
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
も
の
か
ら
、
「
言
葉

が
難
し
い
」「
○
○
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
ま
で
、

同
じ
小
説
を
読
ん
で
も
ス
タ
ー
ト
の
時
点
で
疑
問
を
感
じ
る
ポ
イ
ン
ト
が
大
き

く
違
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
文
脈
か
ら
の
語
句
の
意
味
の
類
推
が
、
一
読
し
た
だ
け

で
は
で
き
な
い
生
徒
が
意
外
と
多
か
っ
た
。

次
に
、
自
分
が
感
じ
た
こ
と
や
登
場
人
物
の
心
情
や
様
子
を
表
す
と
き
の
語

彙
力
の
乏
し
さ
で
あ
る
。
感
想
等
で
、
特
に
量
を
指
定
し
な
け
れ
ば
「
す
ご
か

っ
た
」
の
一
言
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
生
徒
も
い
た
。
そ
れ
な
り
に
語
彙

力
を
駆
使
し
て
書
い
て
く
る
生
徒
の
文
章
を
共
有
し
、
辞
書
を
積
極
的
に
使
用

さ
せ
る
こ
と
で
対
応
し
た
が
、
感
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
た
め
の
語
彙
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
有
効
な
対
策
が
取
れ
な
か
っ
た
よ

う
に
感
じ
て
い
る
。

最
後
に
描
写
か
ら
の
心
情
読
み
取
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
あ
っ
さ
り
と
読
み

取
れ
る
生
徒
と
、
根
拠
と
な
る
描
写
に
迫
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
生
徒

の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
授
業
を
し
て
い
て
感
じ
ら
れ
た
。
た
だ
、
一
年
間
の
小
説
読

解
の
中
で
、
描
写
を
読
み
取
る
方
法
を
掴
め
る
様
に
な
っ
て
き
た
生
徒
も
見
受

け
ら
れ
た
。
辞
書
の
活
用
、
文
章
の
読
み
込
み
、
感
想
文
や
意
見
文
の
文
章
量

を
増
や
す
と
い
っ
た
手
立
て
を
、
今
後
も
継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四
―
三

考
査
問
題
の
作
成
に
つ
い
て

今
年
度
の
一
年
生
で
は
、
毎
回
の
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
二
割
か
ら
三
割
程
度
、

初
見
の
文
章
か
ら
の
出
題
を
行
っ
た
。
定
期
テ
ス
ト
以
外
の
校
内
テ
ス
ト
で
も
、

現
代
文
で
は
六
月
に
山
崎
正
和
の
「
水
の
東
西
」
か
ら
出
題
す
る
な
ど
、
そ
の

時
期
に
目
標
と
し
て
い
る
「
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
読
み
方
」
を
確
認
で
き
る
題

材
を
出
題
担
当
者
が
吟
味
し
、
作
成
に
当
た
っ
た
。

作
成
し
て
い
て
苦
心
し
た
の
は
、
や
は
り
「
設
問
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
対

比
構
造
へ
の
理
解
度
を
確
認
す
る
た
め
の
題
材
と
な
る
文
章
を
持
っ
て
き
て

も
、
設
問
が
対
比
を
意
識
し
た
解
答
作
り
が
で
き
る
問
い
方
を
し
て
い
な
け
れ

ば
、
初
見
の
文
章
を
出
題
す
る
意
味
が
半
減
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
試
験
前
の

範
囲
説
明
や
答
案
返
却
後
の
解
説
で
も
、
生
徒
が
納
得
す
る
よ
う
な
教
師
側
の

説
明
が
で
き
な
い
。
百
パ
ー
セ
ン
ト
教
科
書
教
材
を
扱
っ
た
考
査
問
題
作
り
よ

り
、
作
成
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
。

た
だ
、
考
査
問
題
作
成
に
お
い
て
、
作
成
側
の
力
量
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う

点
で
、
初
見
の
文
章
を
出
題
す
る
と
い
う
試
み
は
、
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
勉
強
に
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
考
査
の
結
果
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

や
は
り
初
見
の
文
章
で
の
得
点
率
は
低
く
、
苦
戦
し
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら

れ
た
。
と
は
い
え
、
回
を
追
う
ご
と
に
、
読
解
力
の
あ
る
生
徒
や
、
出
題
の
意

図
を
正
確
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
生
徒
が
徐
々
に
力
を
発
揮
し
始
め
、
あ
る
ク

ラ
ス
で
は
、
二
学
期
末
に
出
題
さ
れ
た
初
見
の
評
論
で
満
点
の
解
答
を
作
っ
て

き
た
生
徒
が
数
名
い
た
。
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ま
た
、
主
に
一
年
生
を
担
当
し
て
い
る
教
員
間
で
は
、
初
見
の
文
章
を
出
題

す
る
こ
と
で
、
授
業
で
何
を
目
標
に
し
、
ど
う
い
っ
た
力
を
身
に
つ
け
る
と
現

代
文
の
読
解
に
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
査
の
た
び
に
確
認
で
き
る

と
い
う
プ
ラ
ス
効
果
を
感
じ
て
い
る
。
同
時
に
、
生
徒
の
考
査
中
の
様
子
も
、

時
間
配
分
に
苦
心
し
な
が
ら
も
初
見
の
問
題
に
食
い
つ
い
て
、
な
ん
と
か
解
こ

う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
、
時
間
を
も
て
あ
ま
す
よ
う
な
雰
囲
気
は

ど
の
ク
ラ
ス
で
も
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
生
徒
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
下
げ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
集
中
し
て
読
み
取
ろ
う
と
す
る
態
度
の
育
成
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
前
向
き
に
捉
え
て
い
る
。

初
見
の
問
題
を
出
す
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
表
に
書
い
た
と
お
り
で

あ
る
が
、
各
教
材
を
扱
う
際
に
、
ど
う
い
っ
た
目
標
設
定
を
行
い
、
担
当
教
員

で
共
通
認
識
を
図
っ
て
お
く
か
が
重
要
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、

何
割
程
度
、
初
見
の
問
題
に
配
分
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
見
当
の
余
地

が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
年
に
関
し
て
言
え
ば
、
担
当
教
員
全
員
が
納
得
し

た
上
で
の
二
～
三
割
と
い
う
配
分
で
あ
っ
た
し
、
高
校
一
年
生
と
い
う
段
階
に

お
い
て
も
適
切
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

四
―
四
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
作
成
研
究
に
お
け
る
成
果
と
課
題

成
果
と
し
て
は
、
生
徒
が
「
評
論
や
小
説
を
ど
う
読
む
か
」
と
い
う
方
法
論

と
各
単
元
の
目
標
を
意
識
し
な
が
ら
授
業
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
で
あ
る
。「
な
ぜ
評
論
や
小
説
を
読
む
の
か
」
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

個
人
差
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
目
標
を
持
っ
て
文
章
を
読
む
こ
と
で
、
各

活
動
や
読
む
姿
勢
が
前
向
き
に
な
っ
た
生
徒
が
見
受
け
ら
れ
た
。

課
題
と
し
て
は
、
現
二
年
生
の
実
践
を
ベ
ー
ス
に
一
年
生
の
授
業
を
組
み
立

て
て
き
た
が
、
「
思
い
切
り
の
よ
さ
」
と
い
う
点
で
中
途
半
端
に
終
わ
ら
せ
て

し
ま
っ
た
教
材
が
あ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
対
比
構
造
を
確
認
す
る
教
材
と
し

て
二
学
期
に
扱
っ
た
若
林
幹
夫
「
魔
術
化
す
る
科
学
技
術
」
は
、
一
学
期
の
復

習
教
材
と
し
て
対
比
を
も
う
一
度
お
さ
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
よ
っ

て
、
科
学
技
術
と
い
う
テ
ー
マ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
ず
、
読
解
の
方
法
と
し
て
の

対
比
を
確
認
し
、
そ
れ
を
使
っ
た
主
張
の
ま
と
め
に
と
ど
め
、
そ
の
次
に
扱
う

は
ず
で
あ
っ
た
清
岡
卓
行
「
失
わ
れ
た
両
腕
」
へ
と
進
み
、
芸
術
論
に
触
れ
、

比
喩
表
現
を
学
ぶ
と
い
う
目
標
に
切
り
替
え
て
い
っ
た
方
が
効
率
的
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
う
。
「
失
わ
れ
た
両
腕
」
に
関
し
て
は
、
時
間
的
余
裕
の
あ
る
ク
ラ

ス
だ
け
が
扱
う
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
を
丁
寧

に
読
解
す
る
姿
勢
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
考
査
で
初
見
の
問
題
を
出

題
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
元
・
教
材
ご
と
に
、
も
っ
と
目
標
や
ね
ら
い
を
絞

り
、
読
む
数
を
確
保
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
各
教
材
に
適
し
た
生
徒
の
活

動
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
教
材
研
究
に
励
み
た
い
。

五

「
第
一
学
年
古
典
分
野
に
お
け
る
指
導
と
評
価
の
実
際
」

続
い
て
、
古
典
分
野
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
本
年
度
は
次
ペ
ー
ジ
に
示
し
た

形
で
指
導
と
評
価
を
行
っ
た
。
四
月
当
初
は
、
古
文
や
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
の
必
要
性
を
感
じ
づ
ら
い
生
徒
が
多
か
っ
た
。

年
度
当
初
に
提
示
し
た
「
な
ぜ
古
文
や
漢
文
を
国
語
の
授
業
で
読
む
の
か
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
も
「
意
味
も
取
り
に
く
い
よ
う
な
古
文
を
わ
ざ
わ
ざ
読
ま

な
く
て
も
他
に
文
章
は
た
く
さ
ん
あ
る
」「
漢
文
な
ん
て
『
中
国
語
』
な
の
に
、

な
ん
で
国
語
の
授
業
で
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
」
な
ど
の
声
が
あ
が
っ

て
い
た
。

そ
こ
で
、「
古
典
を
学
ぶ
意
義
」
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教

材
か
ら
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
ユ
ー
モ
ア
、
教
訓
、
心
情
、
思
想
等
に
つ
い

て
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
授
業
を
行
っ
た
。
た
と
え
ば
、

漢
文
「
雑
説
」
で
は
、
文
章
の
内
容
の
理
解
の
後
に
資
料
を
配
布
し
、「
雑
説
」

は
本
来
四
篇
か
ら
な
る
も
の
で
、
韓
愈
が
何
ら
か
の
主
張
を
す
る
た
め
に
書
い

た
隠
喩
の
文
章
で
あ
る
こ
と
や
、
韓
愈
の
略
歴
を
確
認
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
①
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平成25年度１年生「国語総合（古典分野）」の指導と評価の実際

学期 教　　　材 目　　　　　　標

一　

学　

期　

中　

間

宇治拾遺物語

　「ちごのそら寝」

　「絵仏師良秀」

十訓抄

　「大江山」

・歴史的仮名遣いの文を流暢に音読できるようにする。

・古語辞典を利用できるようにする。

・いつ、どこで、誰がどうした話かを理解する。

　「訓読の決まり」 ・  返り点の種類と、それに従った読み方を理解した上

　で、例文を書き下し文にしたり白文に返り点を打っ

たりすることができる。

一

学

期

期

末

伊勢物語

　「芥川」

　「梓弓」

用言

・いつ、どこで、誰がどうした話かを理解する。

・登場人物の心情を、叙述に即して的確に読みとる。

・和歌の修辞について理解を深める。

・用言の「活用の種類」「活用表」「活用形」を理解する。

　「画竜点睛」

再読文字

・本文を流暢に音読できるようにする。

・物語に秘められている教訓を読みとることができる。

・再読文字を理解する。

二　

学　

期　

中　

間

伊勢物語

　「東下り」

　「筒井筒」

助動詞

・いつ、どこで、誰がどうした話かを理解する。

・登場人物の心情を、叙述に即して的確に読みとる。

・和歌の修辞について理解を深める。

・助動詞の「活用表」「活用形」「接続」を知り、古文

の読解に活かす。

　「完璧」

　「塞翁馬」

否定形・疑問形・反語形

使役形

・白文で音読できるようにする。

・物語に秘められている教訓を読みとる。

・否定、疑問、反語、使役の句法を理解する。

二　

学　

期　

期　

末

土佐日記

　「門出」

　「亡き児をしのぶ」

　「帰京」

・日記の語り手の心情を把握する。

・助動詞の理解を深める。

唐詩

　「静夜詩」

　「送元二使安西」

　「春望」

　「八月十五日夜、禁中独直

　 対月憶元九」

史伝

　「管鮑之交」

・白文で音読できるようにする。

・漢詩の法則について理解する。

・詩の表現に即して内容を味わう。

・場面設定、登場人物の特徴を的確に読みとる。

・登場人物の関係性について考える。

三　

学　

期

平家物語

　「木曽の最期」

・和漢混淆文のリズム感を味わいながら音読する。

・登場人物の心情を理解する。

　「雑説」

論語

・白文で音読できるようにする。

・作者の主張したいことは何かを文章の内容や作者の

境遇から考える。

・学問や政治に関するものの見方、感じ方、考え方を

理解する。
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分
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
。
③
韓
愈
が
問
題
視
し
、
社
会
に
訴
え
た
い
こ
と
を

述
べ
る
。
④
最
後
に
韓
愈
の
要
望
、
願
い
を
述
べ
る
。
と
い
う
構
成
で
韓
愈
が

主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
を
意
見
文
に
書
き
換
え
る
活
動
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
か
ら
は
、「
こ
の
主
張
は
今
の
世
の
中
に

も
通
じ
る
こ
と
の
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
」
と
い
う
よ
う
な
声
が
聞
か
れ
、
淡

々
と
比
喩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
い
換
え
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
真
に

迫
っ
た
意
見
文
を
書
こ
う
と
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
意
義

深
い
と
考
え
る
。

そ
の
他
の
工
夫
と
し
て
は
、
逐
語
訳
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
ず
、
文
章
全
体
の
大
ま

か
な
内
容
を
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
読
み
方
を
意
識
さ
せ
た
。
古
典
の
学
習
意

義
を
意
識
さ
せ
、
思
考
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
た
い
と
い
う
意
図

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
一
年
間
の
授
業
を
通
し
て
、
「
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
ど
う
し
た
」

と
い
う
場
面
設
定
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
ど
の
教
材
に
お
い
て
も
特
に
力
を
入

れ
て
行
っ
た
。
そ
の
際
に
は
、
作
者
に
つ
い
て
の
理
解
、
作
品
が
書
か
れ
た
時

代
背
景
、
登
場
人
物
の
人
柄
、
関
係
性
の
理
解
が
必
要
に
な
る
。
適
宜
、
資
料

な
ど
を
提
示
し
、
補
足
を
行
い
な
が
ら
理
解
を
促
し
た
。
た
と
え
ば
、
土
佐
日

記
の
読
解
に
は
、
作
者
で
あ
る
紀
貫
之
の
女
性
仮
託
の
意
図
を
把
握
す
る
こ
と

が
内
容
の
よ
り
深
い
理
解
や
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
理
解
に
も
つ
な

が
る
。
本
文
の
読
解
に
取
り
組
む
前
に
、
和
文
体
の
日
記
（
蜻
蛉
日
記
）
と
漢

文
体
の
日
記
（
貞
信
公
記
）
を
資
料
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
考

え
さ
せ
る
こ
と
で
、
紀
貫
之
が
女
性
に
仮
託
し
て
日
記
を
書
き
記
し
た
こ
と
の

意
図
を
意
識
さ
せ
て
本
文
の
読
解
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
紀
貫
之
が
土
佐

日
記
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
な
が

ら
本
文
に
の
ぞ
む
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
た
。

更
な
る
工
夫
と
し
て
は
、
音
読
に
力
を
入
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
典
で

は
、
古
語
に
慣
れ
て
い
な
い
た
め
に
正
確
な
語
句
の
切
れ
目
が
わ
か
ら
ず
に
文

章
の
内
容
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
り
、
書
き
下
し
も
ま
ま
な
ら
な
い
た
め
に
、

内
容
の
理
解
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
解
消
に
は
、

音
読
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
文
章
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
音
読
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
古
典
で
あ
っ
て
も
身
近
な

日
本
語
と
し
て
理
解
し
、
考
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
養
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
感

じ
た
。
実
際
、
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、「
さ
っ
き
音
読
を
し
な
が
ら
こ

う
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
た
」
と
い
う
よ
う
な
声
も
一
部
の
生
徒
か
ら
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

文
法
、
句
法
に
つ
い
て
の
指
導
で
は
、
単
に
活
用
表
や
句
法
の
暗
記
に
と
ど
ま

ら
な
い
よ
う
な
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
法
や
句
法
が
、
あ
く
ま
で
も
文

章
を
読
解
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
で
あ
る
と
意
識
さ
せ
る
た
め
、
用
言
の
活

用
形
や
助
動
詞
の
意
味
、
接
続
を
理
解
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
文
章
を
読
む

こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
大
ま
か
に
文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
る
生
徒
の
中
に
は
、

助
詞
や
助
動
詞
の
意
味
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
重
要
性
を
感
じ
て
い
な
い

生
徒
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
の
な
か
に
は
、
授
業
中
の
発
言
や
記
述

で
は
深
い
理
解
や
思
考
を
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
、
定
期
考
査
や
模
擬
試
験

な
ど
の
内
容
の
読
解
を
問
う
問
題
で
は
高
得
点
を
獲
得
で
き
る
一
方
で
、
逐
語

訳
を
求
め
ら
れ
る
問
題
で
は
得
点
率
が
低
い
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
、
文
法
事

項
を
確
認
し
な
が
ら
古
典
を
読
解
し
て
い
く
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
作
品
の
よ

り
深
い
理
解
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
指
導
が
次

年
度
の
課
題
と
し
て
残
っ
た
。

古
典
学
習
意
義
を
実
感
さ
せ
、
思
考
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
を
一
年
次
の
最
重
要

課
題
と
し
て
指
導
に
取
り
組
む
中
で
、
文
法
事
項
の
指
導
に
つ
い
て
は
様
々
な

葛
藤
が
生
ま
れ
る
。
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
課
題
を
多
く
取
り

上
げ
る
以
上
、
授
業
の
中
で
文
法
事
項
を
細
か
く
吟
味
し
、
正
確
な
逐
語
訳
を

作
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
行
う
の
は
難
し
い
。
生
徒
の
中
に
は
、
文

法
事
項
や
逐
語
訳
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し
な
い
こ
と
に
不
安
を
感
じ
る
者
も

い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
初
め
か
ら
文
法
事
項
に
こ
だ
わ
っ
た
正
確
な
逐
語
訳
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を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
あ
ま
り
に
文
章
全
体
の

内
容
を
把
握
で
き
な
い
ま
ま
に
お
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
こ
れ
で
は
古
典
の
学
習
と
し
て
効
率
的
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。

文
法
事
項
を
問
う
問
題
の
解
答
に
も
、
文
脈
か
ら
の
判
断
や
、
登
場
人
物
の
人

間
関
係
な
ど
か
ら
の
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
文
章
全
体
の
内
容

を
把
握
す
る
力
を
養
っ
て
か
ら
の
方
が
、
文
法
事
項
に
つ
い
て
も
よ
り
効
率
的

な
定
着
が
図
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六

第
一
学
年
全
体
を
総
括
し
て

六
―
一

年
度
当
初
の
方
針

授
業
担
当
者
の
初
回
打
ち
合
わ
せ
で
は
、(

一)

「
つ
け
た
い
学
力
の
共
通
認

識
に
基
づ
い
て
授
業
を
計
画
す
る
こ
と
」
、(
二)

「
考
査
問
題
に
初
見
の
文
章

を
組
み
入
れ
る
こ
と
」
と
い
う
方
針
の
確
認
を
行
っ
た
。

(

一)

に
関
し
て
は
、
つ
け
た
い
学
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
国
語
を
苦
手

と
す
る
生
徒
に
と
っ
て
も
納
得
し
や
す
い
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
と
と

も
に
、
目
標
を
絞
っ
て
多
く
の
文
章
に
触
れ
さ
せ
る
と
い
う
効
果
に
も
期
待
し

た
。
前
年
度
の
担
当
者
が
作
成
し
た
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
、
授
業
を
計
画
す
る
上
で
重
要
な
指
針
と
な
っ
た
。
ま
た
、
古

典
分
野
で
は
、
逐
語
訳
や
文
法
事
項
の
指
導
内
容
を
最
小
限
に
抑
え
て
、
音
読

や
場
面
設
定
の
把
握
に
力
を
入
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
文
法
事
項
の
扱
い
に

は
担
当
者
間
で
も
賛
否
両
方
の
意
見
が
出
た
が
、
古
文
に
不
慣
れ
な
生
徒
に
対

し
文
法
事
項
の
負
担
を
小
さ
く
し
て
、
よ
り
多
く
の
文
章
に
触
れ
さ
せ
な
が
ら

全
体
の
把
握
力
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
針
を
採
用
し
た
。

(

二)

に
関
し
て
も
、
当
初
は
賛
否
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
つ
け

た
い
学
力
の
定
着
を
測
る
た
め
に
は
、
初
見
の
文
章
か
ら
出
題
す
る
こ
と
が
有

効
で
は
な
い
か
と
考
え
て
取
り
組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

六
―
二

授
業
と
考
査
の
実
際

授
業
の
実
際
お
い
て
は
、
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
必
要
の
な

い
細
部
の
解
釈
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
例

え
ば
、
評
論
で
は
「
対
比
」
や
「
具
体
と
抽
象
」
、
小
説
や
古
典
で
は
「
場
面

設
定
」
や
「
比
喩
表
現
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
の
ポ
イ
ン
ト
に
焦
点
化
し
た

た
め
、
全
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
活
動
や
考
え
を
説
明
し
た
り
文

章
に
書
い
た
り
す
る
活
動
が
行
い
や
す
く
な
っ
た
。

細
部
に
こ
だ
わ
ら
ず
全
体
の
把
握
を
重
視
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
教
科
書

は
難
度
の
高
い
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

特
に
現
代
文
分
野
の
教
材
は
、
テ
ー
マ
に
対
す
る
背
景
知
識
の
乏
し
い
生
徒
に

と
っ
て
理
解
が
難
し
く
感
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
対
応
と
し
て
各
教
材

に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
補
助
教
材
を
読
ま
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
行
う
よ
う
に
努

め
た
が
、
一
方
で
よ
り
多
く
の
テ
ー
マ
・
教
材
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
反
省
が
残
っ
た
。
古
文
に
お
い
て
は
、
文
法
事
項
の
負
担
を
減

じ
て
、
ね
ら
い
通
り
に
比
較
的
多
く
の
文
章
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
各
分
野

間
の
バ
ラ
ン
ス
や
家
庭
学
習
の
課
題
を
工
夫
す
る
な
ど
の
改
善
が
必
要
で
あ
っ

た
。ま

た
、
考
査
に
お
い
て
実
際
に
初
見
の
問
題
を
出
題
し
て
み
る
と
、
文
章
の

選
定
や
設
問
の
作
成
ま
で
、
つ
け
た
い
学
力
を
意
識
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
模
範
解
答
の
暗
記
に
頼
ら
な
い
生
徒
の
学
習
が
期
待
で
き
、

担
当
者
間
で
も
考
査
と
し
て
大
き
な
効
果
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。
生
徒

に
対
し
十
分
に
出
題
意
図
を
説
明
す
る
よ
う
に
し
た
た
め
、
否
定
的
な
反
応
も

見
ら
れ
ず
、
全
考
査
で
初
見
の
文
章
か
ら
の
出
題
を
継
続
し
た
。
た
だ
し
、
漢

文
分
野
に
お
い
て
は
、
難
度
を
考
慮
し
て
既
読
の
文
章
か
ら
の
出
題
に
と
ど
め

た
。
（
例
え
ば
、
十
八
史
略
の
文
章
を
史
記
に
置
き
換
え
て
出
題
す
る
な
ど
の

工
夫
は
行
っ
た
。
）
加
え
て
、
初
見
の
出
題
に
充
て
る
配
点
や
時
間
配
分
を
工

夫
す
る
こ
と
で
、
既
読
の
文
章
か
ら
の
出
題
も
よ
り
効
果
的
な
問
い
に
絞
り
込
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む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

六
―
三

次
年
度
に
向
け
て

今
年
度
は
予
定
し
た
教
材
を
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次

年
度
は
よ
り
多
く
の
文
章
に
触
れ
る
中
で
背
景
知
識
や
語
彙
力
を
高
め
る
と
同

時
に
、
繰
り
返
し
読
解
方
略
を
用
い
て
読
み
深
め
る
活
動
を
継
続
さ
せ
て
い
き

た
い
。

ま
た
、
今
後
、
生
徒
が
難
度
の
高
い
文
章
と
向
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

生
徒
自
身
が
よ
り
良
い
問
い
を
立
て
、
そ
の
解
決
を
図
る
学
習
を
目
指
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
我
々
は
評
論
を
（
あ
る
い
は
小
説
を
、
古
典
を
）
読
む

の
か
、
よ
り
良
い
読
み
手
と
は
ど
の
よ
う
な
読
み
手
か
、
と
問
い
か
け
な
が
ら

指
導
と
評
価
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

七

「
第
二
学
年
現
代
文
分
野
に
お
け
る
指
導
と
評
価
の
実
際
」

次
頁
に
示
し
た
の
は
、
平
成
二
十
五
年
度
に
稿
者
が
実
際
に
行
っ
た
指
導
と

評
価
の
実
際(

現
代
文
分
野)

で
あ
る
。
本
年
度
第
二
学
年
担
当
の
上
北･

浜
岸･

渡
邉
は
分
担
し
て
各
単
元
の
設
計(

目
標･

評
価
の
方
法
と
規
準
、
学
習
活
動
）

を
行
っ
て
き
た
。
前
年
度
末
に
設
定
さ
れ
て
い
る
年
間
進
度
計
画
に
も
と
づ
い

て
考
え
つ
つ
も
、
生
徒
の
実
態
を
鑑
み
つ
つ
計
画
を
変
更
さ
せ
て
き
た
。
実
際

に
実
践
し
た
も
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。

七
―
一

扱
う
単
元
の
少
な
さ
に
つ
い
て

扱
う
単
元
が
少
な
い
こ
と
に
驚
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
教
材
は
教
科
書

だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
や
、
同
じ
著
者
の
関
連

す
る
書
籍
も
扱
い
な
が
ら
学
習
さ
せ
て
い
る
た
め
、
実
質
的
に
は
か
な
り
多
く

の
文
章
を
生
徒
は
読
み
、
思
考
を
深
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
二
学
期
の
「
要
旨
を
ま
と
め
、
論
理
性
を
評
価
し
よ
う
」
と
い

う
単
元
で
は
、
鷲
田
清
一
の
著
書
『
人
は
な
ぜ
服
を
着
る
の
か
』
か
ら
複
数
の

章
を
扱
う
（
教
科
書
に
は
「
モ
ー
ド
化
す
る
社
会
」
と
い
う
パ
ー
ト
の
冒
頭
部

分
し
か
採
ら
れ
て
い
な
い)

と
と
も
に
、
同
じ
鷲
田
の
著
作
で
あ
る
『
モ
ー
ド
の

迷
宮
』
も
教
材
と
す
る
。

詳
細
な
読
解
を
行
う
と
い
う
よ
り
も
、
各
章
ご
と

に
大
ま
か
に
つ
か
ん
だ
上
で
、
自
分
の
考
え
を
深
め
表
現
す
る
こ
と
に
重
点
を

お
い
た
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
鷲
田
の
文
章
は
、
短
い
章
ご
と
に
小
見
出
し
が

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
小
見
出
し
を
頼
り
に
そ
の
章
の
要
旨
を

百
～
二
百
字
程
度
で
ま
と
め
さ
せ
た
り
、
そ
の
部
分
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
や
、

論
理
の
展
開
を
文
章
で
評
価
し
た
り
す
る
学
習
活
動
を
展
開
し
た
。

小
説
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
一
学
期
に
行
っ
た
単
元
「
自
ら
作
っ
た
『
問
い
』

に
も
と
づ
い
て
読
み
進
め
よ
う
～
中
島
敦

『
山
月
記
』
～
」
で
は
、
小
説
本

文
だ
け
で
は
な
く
、
山
月
記
に
関
す
る
論
文
（
た
と
え
ば
、
田
中
実
「
〈
自
閉
〉

の
咆
哮
」
や
高
木
信
「
〈
語
り
／
騙
り
〉
と
し
て
の
『
山
月
記
』
」
な
ど
多
数
）
、

『
古
潭
』
な
ど
の
中
島
敦
が
書
い
た
別
作
品
な
ど
も
、
各
自
の
興
味
に
応
じ
て

紹
介
し
、
さ
ら
に
は
、
大
沢
在
昌
『
売
れ
る
作
家
の
全
技
術
』
な
ど
の
小
説
の

書
き
方
に
関
す
る
書
籍
、
宮
川
健
郎
『
物
語
も
っ
と
深
読
み
教
室
』
な
ど
の
読

み
方
に
関
す
る
書
籍
な
ど
も
紹
介
し
つ
つ
単
元
を
展
開
し
た
。

七
―
二

思
考
・
表
現
す
る
能
力
も
同
時
に
育
成
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
現
代
文
Ｂ
」
の
指
導
内
容
で
は
、「
的
確
に
理
解

す
る
能
力
』
だ
け
で
は
な
く
、
思
考
・
表
現
す
る
能
力
の
育
成
も
謳
わ
れ
て
い

る
。
（
内
容
の
ウ
・
エ
）

上
北
ら(2013

）
に
て
示
し
た
と
お
り
、
本
学
年
は
一
年
次
か
ら
授
業
中
の

学
習
活
動
に
お
い
て
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
意
見
交
流
す
る
時
間
を
多
く

と
っ
て
き
た
。
一
時
間
の
授
業
の
中
で
、
表
現
す
る
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
る

こ
と
が
、
話
す･

聞
く
能
力
や
、
書
く
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
り
、
結
果
的
に
は

読
む
能
力
の
育
成
に
も
大
き
く
貢
献
す
る
と
い
う
実
感
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
意
見
の
交
流
は
口
頭
で
行
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
個
人
の
ノ
ー
ト
を
回
覧

し
つ
つ
、
付
箋
な
ど
を
使
っ
て
コ
メ
ン
ト
を
付
け
る
よ
う
な
活
動
も
あ
る
。



－80－



－81－



－82－

1994



－83－

■
学
習
過
程

(

全
二
十
時
間)

第
一
次

『
こ
こ
ろ
』
全
文
を
読
み
、
感
想
文
を
作
成
す
る
（
夏
期
休
業
時
）
。

第
二
次

「
私
」
の
語
り
を
通
し
て
描
か
れ
た
、
上
に
お
け
る
登
場
人
物
の

特
徴
や
、
関
係
を
把
握
し
、
複
数
の
「
問
い
」
か
ら
一
つ
を
選
択

し
て
探
究
す
る
。

第
三
次

「
私
」
の
語
り
を
通
し
て
描
か
れ
た
、
中
に
お
け
る
登
場
人
物
の

特
徴
や
、
関
係
を
把
握
し
、
提
示
さ
れ
た
「
問
い
」
に
つ
い
て
探

究
す
る
。

第
四
次

「
先
生
」
の
語
り
を
通
し
て
描
か
れ
た
、
下
（
一

～

十
八
）

に
お
け
る
登
場
人
物
の
特
徴
や
関
係
を
把
握
し
、
提
示
さ
れ
た
「
問

い
」
に
つ
い
て
探
究
す
る
。

第
五
次

「
先
生
」
の
語
り
を
通
し
て
描
か
れ
た
、
下
（
十
九
以
降
）
に
お

け
る
登
場
人
物
の
特
徴
や
関
係
を
把
握
し
、
提
示
さ
れ
た
「
問
い
」

に
つ
い
て
探
究
す
る
。

こ
の
学
習
過
程
の
特
徴
は
、
問
い
に
も
と
づ
い
て
読
み
を
実
践
す
る
活
動

を
繰
り
返
す
点
に
あ
る
。
生
徒
は
、
教
師
か
ら
提
示
さ
れ
た
「
問
い
」
を
理

解
し
た
上
で
、
ま
ず
は
自
力
で
解
決
す
る
。
そ
の
読
み
を
他
者
と
相
互
に
交

流
し
、
自
身
の
読
み
を
再
度
吟
味
し
、
リ
ラ
イ
ト
を
行
う
。

本
単
元
で
は
、
こ
の
よ
う
な
探
究
の
サ
イ
ク
ル
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と

を
通
し
て
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
作
品
自
体
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
「
自

身
で
問
い
を
設
定
し
、
解
決
す
る
「
よ
り
良
い
読
み
手
」
へ
と
成
長
し
て
い

っ
た
。

■
中
心
と
な
る
学
習
課
題

『
こ
こ
ろ
』
に
つ
い
て
の
「
問
い
」
を
設
定
し
、
様
々
な
資
料
を
調
べ
、

多
く
の
人
と
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
、
論
文
に

す
る
。
論
文
は
、
四
章
構
成
と
す
る
。

第
一
章

課
題
設
定
の
理
由

第
二
章

課
題
解
決
の
方
法

第
三
章

本
論

第
四
章

ふ
り
か
え
り

な
お
、
論
文
は
公
刊
し
、
次
年
度
の
学
習
者
や
研
究
者
な
ど
、
多
く
の
読

者
に
読
ん
で
も
ら
う
。

今
回
生
徒
が
執
筆
し
た
論
文
は
全
て
、
右
の
構
成
で
書
か
れ
て
い
る
。

第
一
章
に
は
、
「
な
ぜ
自
分
は
そ
の
課
題
を
論
文
と
し
て
書
く
に
値
す
る
良

い
課
題
だ
と
思
っ
た
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
書
く
。
そ
の
際
、
「
ク
ラ
ス

メ
ー
ト
の
様
々
な
意
見
を
印
刷
し
た
プ
リ
ン
ト
、
付
箋
の
メ
モ
、
自
分
自
身

の
ノ
ー
ト
の
記
述
」
な
ど
を
引
用
・
参
照
・
言
及
し
、
「
こ
れ
ま
で
自
分
が
ど

の
よ
う
な
課
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
の
か
」
「
こ
れ
ま
で
ク

ラ
ス
メ
ー
ト
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
き
た
の
か
」
を
振
り
返
り
、

課
題
設
定
に
至
る
判
断
と
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
跡
づ
け
自
覚
す
る
。

第
二
章
に
は
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
が
設
定
し
た
課
題
を
解
決
し
て
行
く
の

か
と
い
う
「
課
題
解
決
の
方
法
」
を
書
く
。
「
そ
の
課
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
、
解
決
す
べ
き
小
さ
な
課
題
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
」
「
課
題
を

解
決
す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
つ
も
り

か
」
な
ど
を
、
ま
と
め
て
い
る
。

第
三
章
に
は
、
自
ら
の
設
定
し
た
課
題
を
解
決
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の

結
論
を
示
す
「
本
論
」
が
述
べ
ら
れ
る
。
本
文
の
叙
述
を
根
拠
に
し
て
書
く
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こ
と
を
必
須
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
相
互
交
流
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
他

者
か
ら
の
様
々
な
意
見
を
ふ
ま
え
、
論
を
構
成
し
て
い
る
。
生
徒
一
人
ひ
と

り
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
結
論
に
至
っ
た
の
か
が
確
認
で
き
る
。

第
四
章
に
は
、
『
こ
こ
ろ
』
論
文
の
作
成
を
ふ
り
か
え
っ
て
、
感
じ
、
考
え

た
こ
と
を
「
ふ
り
か
え
り
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
自
分
の
論
が
形
成
さ

れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
ノ
ー
ト
に
も
と
づ
い
て
ふ
り
か
え
っ
た
上
で
、
「
そ
の
よ
う

な
読
み
を
形
成
し
て
き
た
自
分
自
身
を
、
ど
う
分
析
す
る
か
」
「
『
こ
こ
ろ
』

の
学
習
を
通
し
て
導
か
れ
た
自
分
自
身
の
成
長(

過
去
の
自
分
と
の
比
較)

」

「
更
な
る
自
ら
の
成
長
を
導
く
た
め
の
課
題
」
な
ど
が
、
一
人
ひ
と
り
異
な

る
観
点
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

■
論
文
評
価
の
観
点

一

「
問
い
」
の
設
定

二

探
究
の
過
程
と
導
か
れ
た
結
論

三

ふ
り
か
え
り

生
徒
が
作
成
し
た
論
文
の
評
価
は
、
右
に
示
し
た
三
つ
の
観
点
を
元
に
行

う
。
各
観
点
ご
と
に
五
段
階
に
わ
け
た
評
価
基
準
表(

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク)

に
も

と
づ
い
て
評
価
す
る
。
こ
れ
は
、
大
阪
教
育
大
学
の
八
田
幸
恵
先
生
と
協
働

で
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

下
に
示
し
た
評
価
基
準
表
は
、
論
文
を
書
き
出
す
前
の
段
階
で
生
徒
に
提

示
し
た
。
そ
の
た
め
、
生
徒
は
「
ど
う
い
う
論
文
が
評
価
さ
れ
る
の
か
」
を

具
体
的
に
理
解
し
た
上
で
、
論
文
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
意
味
で
は
、
こ
の
評
価
基
準
表
は
、
生
徒
自
身
が
「
今
ど
ん
な
状
況
に
あ

る
の
か
」
、
「
ど
の
よ
う
に
改
善
を
す
れ
ば
よ
り
良
く
な
る
の
か
」
の
指
針
、

つ
ま
り
自
己
評
価
の
指
針
と
し
て
も
有
効
に
機
能
し
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
単
元
開
始
前
に
作
成
し
た
時
点
か
ら
、
観
点
の
立
て
方
・
段
階

の
区
切
り
方
・
記
述
の
仕
方
に
つ
い
て
悩
み
が
つ
き
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も

文
学
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ど
う
い
う
読
み
が
優
れ
て
い
る
か
を

事
前
に
完
全
に
決
定
す
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
っ
た
、
大
き
な
問
い
を
意
識

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
評
価
規
準
表
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、

実
際
の
学
習
成
果
物
で
あ
る
生
徒
の
論
文
と
見
比
べ
な
が
ら
検
証
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
特
に
、
「
探
究
の
過
程
と
導
か
れ
た
結
論
」
に
つ
い
て
の
記

述
語
に
つ
い
て
は
詳
し
く
検
討
し
た
上
で
、
よ
り
良
い
評
価
基
準
表
の
作
成

に
努
め
た
い
。

「問い」の設定 探究の過程と導かれた結論 ふりかえり

5

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解した上で、その「問い」に
決めた理由や、決定に至った過程を
わかりやすく、論理的に述べている。

テキスト全体から、一見関係が
なさそうではあるが実は「問い」
の解決に関連するような叙述ま
でも拾い上げ、整理し、可能性の
ある複数の仮説について検討し
た上で、説得力のある証拠を用
いて結論を作り上げている。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して「ふり
かえり」を書いている。特に、学
習過程において自らが視点を転
換したり視野を広げたりしてきた
こと、自分の思考を何度も問いな
おしていること、そして自覚的に
探究を進めてきたことが具体的
にわかる記述になっている。

4

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解した上で、その「問い」に
決めた理由や、決定に至った過程を
述べている。

テキスト全体から、「問い」の解
決に関連する叙述を拾い上げ、
整理し、可能性のある複数の仮
説について検討した上で、説得
力のある証拠を用いて結論を作
り上げている。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して具体
的な「ふりかえり」を書いている。

3

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解しているが、その「問い」
に決めた理由や、決定に至った過程
がわかりづらい。

テキスト全体から、「問い」の解
決に関連する叙述を拾い上げ、
整理し、可能性のある複数の仮
説について検討しているが、説
得力のある結論には至っていな
い。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して「ふり
かえり」を書こうとしている。

2

その「問い」は、小説全体、あるいは
あるテーマに関する重要な「問い」と
は認めがたい。

テキストの特定の部分から、「問
い」の解決に関連する叙述を拾
い上げ、整理し、可能性のある複
数の仮説について検討している
が、説得力のある結論には至っ
ていない。

ノートに記されている、それまで
の他者や自分の考えを引用・参
照・言及して「ふりかえり」を書い
ているが、論文作成を通して学
び、考えたことに関する記述が少
ない。または、その逆である。

1

「問い」として書かれているが、テキ
ストを参照しなくても答えを出せる、
または、参照しても答えを出すことが
できないような「問い」である。

「問い」の解決に関連する叙述を
ほとんど用いずに結論を作成して
いる。

「ふりかえり」を書こうとしている
が、全体的に量が少ない。

「問い」の設定 探究の過程と導かれた結論 ふりかえり

5

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解した上で、その「問い」に
決めた理由や、決定に至った過程を
わかりやすく、論理的に述べている。

テキスト全体から、一見関係が
なさそうではあるが実は「問い」
の解決に関連するような叙述ま
でも拾い上げ、整理し、可能性の
ある複数の仮説について検討し
た上で、説得力のある証拠を用
いて結論を作り上げている。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して「ふり
かえり」を書いている。特に、学
習過程において自らが視点を転
換したり視野を広げたりしてきた
こと、自分の思考を何度も問いな
おしていること、そして自覚的に
探究を進めてきたことが具体的
にわかる記述になっている。

4

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解した上で、その「問い」に
決めた理由や、決定に至った過程を
述べている。

テキスト全体から、「問い」の解
決に関連する叙述を拾い上げ、
整理し、可能性のある複数の仮
説について検討した上で、説得
力のある証拠を用いて結論を作
り上げている。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して具体
的な「ふりかえり」を書いている。

3

その「問い」が、多様な解釈の可能
性を持つ、小説全体、あるいはある
テーマに関する重要な「問い」である
ことを理解しているが、その「問い」
に決めた理由や、決定に至った過程
がわかりづらい。

テキスト全体から、「問い」の解
決に関連する叙述を拾い上げ、
整理し、可能性のある複数の仮
説について検討しているが、説
得力のある結論には至っていな
い。

論文作成を通して学び、考えたこ
とだけではなく、ノートに記されて
いる、それまでの他者や自分の
考えを引用・参照・言及して「ふり
かえり」を書こうとしている。

2

その「問い」は、小説全体、あるいは
あるテーマに関する重要な「問い」と
は認めがたい。

テキストの特定の部分から、「問
い」の解決に関連する叙述を拾
い上げ、整理し、可能性のある複
数の仮説について検討している
が、説得力のある結論には至っ
ていない。

ノートに記されている、それまで
の他者や自分の考えを引用・参
照・言及して「ふりかえり」を書い
ているが、論文作成を通して学
び、考えたことに関する記述が少
ない。または、その逆である。

1

「問い」として書かれているが、テキ
ストを参照しなくても答えを出せる、
または、参照しても答えを出すことが
できないような「問い」である。

「問い」の解決に関連する叙述を
ほとんど用いずに結論を作成して
いる。

「ふりかえり」を書こうとしている
が、全体的に量が少ない。
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■
学
習
過
程
の
評
価
規
準

「
問
い
」
の
解
決
を
通
し
て
、
語
り
手
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
、
主
な
登

場
人
物
の
特
徴
、
そ
の
人
物
が
行
動
す
る
場
面
の
情
景
、
人
物
の
心
情
の

推
移
な
ど
を
捉
え
て
い
る
。

本
単
元
に
お
い
て
の
評
価
は
、
論
文
に
対
し
て
だ
け
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

論
文
執
筆
に
至
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た
ノ
ー
ト
に
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
学

習
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
先
に
示
し
た
学
習
過
程
の
各
次
ご
と
に
、
右
に

示
し
た
評
価
規
準
に
も
と
づ
い
て
生
徒
の
学
習
も
評
価
し
た
。

下
に
示
す
の
は
第
一
次
に
生
徒
が
作
成
し
た
人
物
の
相
関
図
で
あ
る
。

こ
の
単
元
で
は
、
生
徒
各
々
が
、
課
題
の
解
決
に
向
け
て
右
の
よ
う
な
学
習
の

足
跡
を
ノ
ー
ト
に
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
数
時
間
に
一
度
生
徒
の
ノ
ー
ト
を

確
認
し
、
コ
メ
ン
ト
を
書
く
形
に
よ
る
評
価
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
教
師

は
指
導
を
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
生
徒
は
自
身
の
つ
ま
ず
き
や
足
り
な

い
と
こ
ろ
を
自
覚
し
、
改
善
の
指
針
も
得
ら
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
目

標
に
も
と
づ
い
て
そ
の
達
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
学
習
過
程
を
評
価
す
る
こ
と

は
、
き
わ
め
て
重
要
だ
と
考
え
る
。

■
論
文
の
実
際

そ
れ
で
は
、
実
際
に
生
徒
が
記
し
た
論
文
を
見
て
い
こ
う
。

「
『
私
』
と
先
生
―
『
私
』
は
何
を
考
え
る
の
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
論

文
を
執
筆
し
た
古
跡
萌
絵(

国
際
探
究
科)

は
、
第
一
章
、
課
題
設
定
の
理
由
に

つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
、
こ
の
本
に
お
い
て
、
「
先
生
の
遺
書
を
読
み
、
私
は
先
生
の
こ
と

を
ど
う
思
い
、
内
容
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
」
と
い
う
課
題
を
設
定
し
た
。

こ
の
課
題
を
設
定
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
本
の
構
成
で
あ
る
。
ま
ず
、
先
生

と
「
私
」
が
出
会
っ
た
頃
の
話
が
あ
り
、
次
に
、
私
と
両
親
、
そ
し
て
最
後

に
先
生
と
遺
書
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
は
、
こ
の
本
は
す

べ
て
が
終
わ
っ
た
後
に
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
と
な
る
と
、
筆
者
は
先

生
の
遺
書
を
わ
ざ
わ
ざ
最
後
に
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後

ど
う
な
っ
た
の
か
、
「
私
」
は
そ
の
後
ど
う
し
た
の
か
は
何
も
書
か
れ
て
い
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な
い
。
私
は
、
筆
者
は
「
私
」
が
ど
う
思
い
、
ど
う
先
生
を
評
価
し
、
何
を

伝
え
た
く
て
こ
の
本
を
語
っ
た
の
か
を
考
え
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

ま
た
、
授
業
で
先
生
や
Ｋ
に
つ
い
て
の
様
々
な
問
い
や
、
心
情
を
考
え
て

き
た
け
れ
ど
、
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
本
全
体
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、

こ
の
本
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
考
え
や
心
情
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
疑
問
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
疑
問
は
、
「
私
」
の
存
在
意
義
と
い
う
大
き

な
課
題
に
も
つ
な
が
る
。
特
に
、
授
業
中
に
考
え
た
、
「
な
ぜ
先
生
は
私
だ

け
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
大
き
く
関
係
す
る
。
他

者
の
意
見
で
は
、
「
教
訓
を
私
に
教
え
た
か
っ
た
」
「
私
だ
け
は
信
用
す
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
」
な
ど
が
多
か
っ
た
。
様
々
な
意
見
が
あ
り
、
も
し
そ

う
だ
っ
た
ら
と
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
を
受
け
た
「
私
」
は
ど
う
思
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
の
語
り
手
で
あ
り
、
先
生

の
過
去
、
静
、
Ｋ
を
知
っ
た
「
私
」
を
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
本
の
題
名
で

あ
る
「
こ
こ
ろ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
課
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
本
の
核

を
考
え
る
こ
と
と
同
じ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
こ
の
課
題
を
設
定

し
た
。

古
跡
は
ま
ず
課
題
設
定
の
理
由
を
「
本
の
構
成
」
に
お
い
て
い
る
。
わ
ざ
と

時
間
軸
を
逆
転
さ
せ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
こ
を
漱
石
の
意

図
だ
と
捉
え
た
上
で
、
「
私
」
の
心
情
を
読
み
解
く
こ
と
が
作
品
の
テ
ー
マ
に

迫
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
古
跡
は
、
上･

中
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
注
目
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
の
意
見
交
流
の
際
に
多
様
な
理
解

が
示
さ
れ
た
「
な
ぜ
『
先
生
』
は
『
私
』
だ
け
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
た
の
か
」

と
い
う
問
い
を
発
展
さ
せ
、
「
『
先
生
』
の
思
い
を
受
け
た
『
私
』
の
心
情
に

注
目
す
る
こ
と
が
こ
の
小
説
の
核
と
な
る
部
分
を
読
み
解
く
」
と
考
え
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
章
（
ふ
り
か
え
り
）
に
お
い
て
古
跡
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

・
題
名
の
意
義

私
は
、
こ
の
論
文
の
題
名
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
私
」

が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
。
上
、
中
、
下
と
物
語
が
進

ん
で
い
く
中
で
、
大
き
な
ま
と
ま
り
と
し
て
、
「
先
生
と
私
」
「
両
親
と
私
」

「
先
生
と
遺
書
」
と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
私
は
、
語
り
手
は

「
私
」
で
あ
る
の
に
、
い
か
に
も
、
先
生
、
両
親
が
中
心
で
あ
る
か
の
よ
う

に
読
者
に
感
じ
さ
せ
て
い
る
と
思
っ
た
。

第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
の
考
え
の
中
心
に
は
常
に
「
私
」
の
存

在
が
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

論
文
の
題
名
で
あ
る
『
「
私
」
と
先
生
』
は
、
「
私
」
か
ら
書
き
出
す
こ
と

で
、
「
私
」
が
こ
の
本
の
中
心
で
あ
る
と
、
威
厳
と
し
て
確
固
た
る
も
の
に

し
て
い
る
の
だ
。

・
批
判
的
に
読
む

私
が
こ
の
本
を
初
め
て
読
ん
だ
時
、
心
の
中
は
「
嫌
い
だ
」
と
い
う
印
象

で
埋
ま
っ
て
い
た
。
私
は
そ
の
理
由
を
、「
内
容
も
意
味
が
分
か
ら
な
い
し
、

先
生
は
自
殺
し
て
し
ま
う
し
、
何
が
言
い
た
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
か
ら
だ

と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
授
業
で
他
人
と
意
見
を
交
換
し
合
い
な
が
ら
読

み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
自
分
で
自
分
自
身
の
読
み
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
「
嫌
い
だ
」
と
感
じ
た
の
だ
と
分
か
っ
た
。
本
の
な
す
ま
ま
に
、
素

直
に
物
語
を
読
ん
で
い
る
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
私
は
、
す
べ
て
が
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
を
や
め

た
。
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
批
判
的
な
目
を
向
け
る
よ
う
に
し
た
。
ま
ず
、

本
文
自
体
を
批
判
的
に
読
ん
だ
。
す
る
と
、
事
実
と
、
曖
昧
な
部
分
に
、
は

っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
曖
昧
な
部
分
を
、
事
実
を
も

と
に
自
分
な
り
の
考
え
で
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
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さ
ら
に
、
私
は
他
人
の
意
見
を
も
批
判
的
に
見
た
。
こ
れ
は
自
分
の
論
を

展
開
し
て
い
く
上
で
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
読
み
と
は
違

う
読
み
が
あ
っ
た
時
、
「
な
ぜ
私
は
、
そ
の
考
え
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
」

を
吟
味
し
た
。
こ
の
行
程
を
挟
む
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
が
よ
り
明
確
に
な

り
、
自
分
の
読
み
に
対
す
る
根
拠
を
、
改
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
私
は
自
分
な
り
の
読
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
で
は

こ
の
本
を
、
「
お
も
し
ろ
い
」
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
私
自
身
を
よ
む

こ
こ
で
、
自
分
な
り
の
読
み
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
こ
の
読
み
に
は
、

何
ら
か
の
形
で
、
私
の
主
観
が
表
れ
て
い
る
。
過
去
の
体
験
、
教
育
、
友
人

関
係
、
恋
愛
、
家
族
な
ど
、
私
を
形
成
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
こ
の

読
み
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
、
主
観
だ
か
ら
と
い
っ
て
マ
イ
ナ
ス

に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
チ
ャ
ン
ス
だ
と
、
プ
ラ

ス
に
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

私
は
こ
の
本
を
通
し
て
、
自
分
の
価
値
観
や
、
他
人
に
対
す
る
自
分
の
見

方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
自
分
な
り
の
結
論
を
求
め
て
い
く

に
つ
れ
て
、
先
生
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
私
の
中
に
、「
自

殺
を
し
た
人
に
同
情
し
た
く
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
や
、「
妻
に
も
語
ら
ず
、

き
れ
い
な
ま
ま
で
死
ぬ
な
ん
て
ず
る
い
」
「
他
人
を
死
に
追
い
や
る
こ
と
は

し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
、
先
生
を
批
判
し
た
く
な

る
の
だ
と
思
っ
た
。
さ
ら
に
、
私
の
読
み
進
め
方
か
ら
、
私
は
初
め
て
会
う

他
人
を
、
批
判
的
に
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
批
判
が

強
い
人
ほ
ど
、
後
か
ら
仲
良
く
な
り
、
心
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
も
分
か
っ
た
。
ま
た
、
論
文
の
結
論
か
ら
、
私
は
、
他
人
と
の
違
い
を
と

て
も
気
に
す
る
人
な
の
だ
と
思
っ
た
。
私
は
私
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
思
え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
は
、
本
当
は
自
己
を
確
立
で
き
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
を
読
む
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
よ
む
こ
と
で
あ
る
と

思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
ま
た
新
た
に
自
己
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
、
小
説
を
よ
り
よ
く
読
む
こ
と
だ
と
、
私
は
思
う
。

ま
ず
「
な
ぜ
自
身
が
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て

強
く
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
章
同
様
、
『
こ
こ
ろ
』
の
主
人
公

は
あ
く
ま
で
も
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
と
い
う
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
文
章
で
あ
る
。

続
い
て
古
跡
は
「
批
判
的
に
読
む
」
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
「
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
」
に
よ
く
吟
味
し
て
読
む
こ
と
が
、
「
自
分
な
り
の
読
み
」
を
生
む

こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
指
摘
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。

さ
ら
に
古
跡
は
「
私
自
身
を
読
む
」
と
い
う
小
見
出
し
を
付
け
た
上
で
、「
自

分
自
身
の
読
み
の
特
徴
」
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
古
跡
は
「
小
説
を

読
む
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
よ
む
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、

ま
た
新
た
に
自
己
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
小
説
を
よ
り
よ
く
読
む
こ

と
だ
と
、
私
は
思
う
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、
今
回
の
単
元
を
通
し
て
、
小
説

を
読
む
こ
と
の
意
義
を
自
分
な
り
に
つ
か
ん
だ
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
活
動
が

大
変
意
義
深
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

七
―
四

「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
作
成
研
究
に
お
け
る
成
果
と
課
題

第
二
学
年
現
代
文
分
野
の
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
作
成
研
究
に
お
け
る
最

も
大
き
な
成
果
は
、
大
き
な
単
元
で
構
成
す
る
年
間
計
画
の
有
効
性
を
確
認
で

き
た
こ
と
だ
。
特
に
、
も
と
も
と
国
語(

特
に
現
代
文)

に
苦
手
意
識
を
持
つ
生

徒
に
と
っ
て
は
、
有
意
義
な
単
元
と
な
っ
た
こ
と
が
、
論
文
の
「
ふ
り
か
え
り
」

か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
高
橋
昂
己(

普
通
科
理
系
ク
ラ
ス)

は
、
以

下
の
よ
う
に
「
ふ
り
か
え
り
」
を
記
し
て
い
る
。
（
波
線
部
分
は
稿
者
、
以
下
同
）
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論
文
を
ふ
り
か
え
っ
て
思
っ
た
こ
と
は
、
こ
ん
な
に
も
本
の
登
場
人
物
の

心
情
を
真
剣
に
考
え
た
の
は
初
め
て
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
も
難

し
い
本
を
読
ん
だ
の
も
初
め
て
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
読
む
の
も
と
て
も

苦
痛
で
し
た
。
最
初
は
話
の
内
容
を
理
解
す
る
の
で
精
一
杯
で
、
登
場
人
物

の
心
情
を
読
み
取
る
と
か
そ
ん
な
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
授
業
で
何
度
も
問
い
を
考
え
て
い
く
う
ち
に
少
し
ず
つ
文
章
を
読

み
取
る
力
が
つ
い
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
一
方
向
か
ら
し
か
考
え
ら

れ
な
く
て
ま
っ
た
く
読
み
取
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仮
説
を
立
て
て
考

え
て
み
た
り
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
に
た
く
さ
ん
の
視
点
か
ら
読
め
る
よ
う

に
な
っ
た
り
し
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
夏
目
漱
石
の
難
し
い
「
こ
こ
ろ
」
を

よ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
自
信
に
も
な
り
ま
し
た
。
ど
ん
な
文
章

も
今
回
こ
こ
ろ
を
読
ん
だ
と
き
の
よ
う
に
、
注
意
深
く
登
場
人
物
の
人
物
像

や
心
情
を
読
み
取
る
癖
を
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
が
さ
ら
に
成
長
す
る
た
め
の
課
題
は
、
登
場
人
物
の
心
情
を
も
っ
と

正
確
に
理
解
す
る
こ
と
、
疑
問
の
解
決
へ
の
根
拠
を
見
つ
け
出
す
力
を
つ
け

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
力
は
つ
い
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
で
も
、
根
拠
も
な
い
想
像
で
話
を
勝
手
に
考
え
て
い
っ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
も
う
少
し
正
確
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
。
論
文
を
書
く
の
に
根
拠
を
探
す
の
が
と
て
も
難
し
か

っ
た
で
す
。
自
分
の
想
像
で
話
を
進
め
る
前
に
、
ま
ず
根
拠
を
さ
が
す
癖
を

つ
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
の
論
文
を
書

い
て
身
に
つ
け
た
力
を
も
っ
と
の
ば
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
見
つ
か
っ
た
自

分
の
課
題
を
克
服
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
山
本
巧(

普
通
科
理
系
ク
ラ
ス)

は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
た
。

二
学
期
の
間
ず
っ
と
『
こ
こ
ろ
』
の
学
習
を
し
、
最
後
に
論
文
を
完
成
さ

せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
国
語
力
を
大
き
く
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
と
思
う
。
ま
ず
自
分
は
進
ん
で
読
書
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
最
初

『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
難
し
い
題
材
を
扱
う
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
が
、

授
業
の
中
で
じ
っ
く
り
と
読
み
進
め
て
い
く
中
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
章
を

し
っ
か
り
と
理
解
す
れ
ば
難
し
い
文
章
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
最
初
は
表
面
的
な
内
容
し
か
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
『
こ
こ

ろ
』
が
、
登
場
人
物
の
発
言
や
行
動
の
裏
に
隠
れ
た
心
情
も
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
、
小
説
を
深
く
読
み
進
め
る
力
が
つ
い
た
と
思
う
。

ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
で
最
初
は
全
く
『
こ
こ
ろ
』
の
お
も
し
ろ
さ
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
深
く
読
み
進
め
る
こ
と
で
『
こ
こ
ろ
』

の
お
も
し
ろ
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
マ
ッ
プ

は
そ
の
人
の
特
徴
、
性
格
、
人
物
同
士
の
関
係
性
を
文
章
の
言
葉
を
拾
い
丁

寧
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
小
説
を
読

み
進
め
る
う
え
で
人
物
の
特
徴
、
性
格
、
人
物
同
士
の
関
係
性
を
し
っ
か
り

と
踏
ま
え
小
説
を
読
み
進
め
て
い
け
る
と
感
じ
た
。
こ
の
学
習
を
き
っ
か
け

に
読
書
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
し
、
読
書
感
想
文
の
課
題
提
出
の
と
き

な
ど
に
、
い
ま
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
深
く
読
み
進
め
て
い
け
る
よ
う
に

し
た
い
。
そ
し
て
国
語
力
の
向
上
が
で
き
た
の
で
テ
ス
ト
の
現
代
文
の
分
野

で
も
学
習
を
踏
ま
え
て
読
解
し
て
い
き
た
い
。

『
こ
こ
ろ
』
で
は
自
殺
が
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
普
段
な
ら
自

殺
は
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
の
考
え
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
（
現
実
で
は
そ

れ
が
正
し
い
と
思
う
が
）
こ
の
小
説
の
中
で
は
自
殺
の
原
因
や
自
殺
に
よ
る

周
り
の
反
応
、
自
殺
し
た
も
の
が
自
殺
す
る
こ
と
で
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た

の
か
な
ど
が
書
か
れ
、
自
殺
に
対
し
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
成
長
し
て
い
く
た
め
に
は
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
自
分
の

意
見
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
る
。
『
こ
こ
ろ
』
を
学
習
す
る
う
え

で
ノ
ー
ト
を
作
っ
た
。
僕
は
最
終
的
に
四
分
の
三
ほ
ど
し
か
書
か
な
か
っ
た

が
、
多
い
人
は
二
冊
目
に
突
入
す
る
人
も
い
て
見
習
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
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☆
二
学
期

■
つ
け
た
い
学
力

・
登
場
人
物
の
特
徴
を
理
解
し
、
人
物
像
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る

登
場
人
物
の
心
情
を
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
に
注
目
し
、
心
情
語
、
行

動
態
度
か
ら
分
析
す
る

・
人
物
関
係
を
正
確
に
把
握
し
て
場
面
の
展
開
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

場
面
設
定
（
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
な
ぜ
、
何
を
し
た
か
）
を
理
解

す
る

各
場
面
に
お
け
る
緊
張
感
や
躍
動
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

・
漢
文
の
知
識
・
理
解
を
深
め
る

語
句
、
脚
注
の
重
要
句
法
を
理
解
す
る

戦
国
時
代
末
期
の
勢
力
関
係
を
理
解
で
き
る

■
使
用
教
材

『
史
記
』

鴻
門
之
会
前
夜

鴻
門
之
会

四
面
楚
歌

項
王
の
最
期

■
二
学
期
の
指
導
と
評
価
の
実
際

教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
部
分
だ
け
で
は
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と

考
え
、
「
鴻
門
之
会
前
夜
」
（
項
羽
軍
が
函
谷
関
に
達
す
る
も
の
の
沛
公
軍
に

進
入
を
阻
ま
れ
る
場
面
）
か
ら
学
習
を
開
始
し
た
。
た
だ
し
膨
大
と
も
い
え
る

分
量
で
は
あ
る
た
め
、
横
山
光
輝
の
漫
画
を
補
助
教
材
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

な
ど
も
取
り
入
れ
た
。

古
典
の
学
習
は
口
語
訳
が
最
終
到
達
目
標
と
な
っ
て
し
ま
い
、
読
み
味
わ
う

こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
点
で
『
史
記
』
は
作

品
そ
の
も
の
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
お
り
、
司
馬
遷
が
描
き
出
す
登
場
人
物

達
は
、
激
動
の
世
の
中
を
生
き
生
き
と
駆
け
巡
る
。
頭
の
中
で
、
文
字
言
語
（
漢

文
訓
読
）
→
イ
メ
ー
ジ
→
文
字
言
語
（
口
語
訳
）
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
作
り

や
す
い
と
言
え
る
。
語
句
の
意
味
や
句
法
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
逐
語
訳
し
て
い

く
の
で
は
な
く
、
昨
夜
見
た
夢
を
他
人
に
語
る
よ
う
に
、
頭
の
中
に
思
い
描
い

た
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
の
言
葉
で
語
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

授
業
で
取
り
扱
え
る
の
は
『
史
記
』
と
い
う
歴
史
的
大
作
の
ほ
ん
の
一
部
分

で
し
か
な
い
が
、
生
徒
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
な
が
ら

興
味
を
持
っ
て
読
み
進
め
て
い
け
た
よ
う
で
あ
る
。

☆
三
学
期

■
つ
け
た
い
学
力

・
論
理
展
開
に
注
意
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

主
張
の
論
拠
を
明
確
に
で
き
る

具
体
例
と
抽
象
概
念
の
関
連
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

・
漢
文
の
知
識
・
理
解
を
深
め
る

語
句
、
脚
注
の
重
要
句
法
を
理
解
す
る

諸
子
百
家
に
つ
い
て
理
解
で
き
る

■
使
用
教
材

思
想

『
孟
子
』
性
善

『
荀
子
』
性
悪

『
荘
子
』
曳
尾
於
塗
中

『
韓
非
子
』
侵
官
之
害

『
墨
子
』
非
攻

『
老
子
』
小
国
寡
民

『
論
語
』
長
沮
・
桀
溺

■
三
学
期
の
指
導
と
評
価
の
実
際

本
校
で
は
三
学
期
に
討
論
会
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
明
快
な
論
理
展

開
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
説
得
術
な
ど
を
学
べ
る
作
品
を
中
心
に
教
材
を
選
定
し

た
。
昨
年
の
参
加
し
た
討
論
会
の
経
験
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
た
だ
授
業
で
や

っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
に
ど
う
活
か
せ
る
か

と
い
う
視
点
で
学
習
に
取
り
組
む
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。

現
代
文
の
評
論
学
習
で
な
じ
み
の
あ
る
具
体
か
ら
抽
象
へ
と
い
う
展
開
や
、

淀
み
の
な
い
論
理
が
リ
ズ
ム
よ
く
繰
り
出
さ
れ
る
さ
ま
に
面
白
味
を
覚
え
る
生
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徒
が
多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。
今
学
期
も
多
読
を
一
つ
の
目
標
と
し
て
い
る
側

面
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
哲
学
的
深
奥
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き

た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
知
の
扉
の
一
枚
に
手
を
か
け
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
点
は
評
価
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

授
業
以
外
で
は
、
長
期
休
業
中
の
課
題
と
し
て
基
本
的
な
句
法
を
一
覧
化
し

た
も
の
を
教
材
と
し
て
、
読
め
る
、
書
け
る
、
理
解
で
き
る
こ
と
な
ど
を
各
自

で
確
認
さ
せ
、
休
み
明
け
の
テ
ス
ト
で
学
習
の
定
着
度
を
計
っ
た
。

た
だ
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
漢
文
の
学
習
を
こ
ま
め
に
継
続
す
る
と
い
う
こ

と
は
難
し
い
面
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
や
っ
た
ら
で
き
た
と
い
う
達
成

感
を
味
わ
い
、
学
習
の
効
果
を
実
感
さ
せ
る
工
夫
と
取
り
組
み
が
今
後
と
も
大

き
な
課
題
で
あ
る
。

九

「
第
二
学
年
古
典
分
野
（
古
文
）
に
お
け
る
指
導
と
評
価
の
実
際
」

次
頁
に
示
し
た
の
は
、
平
成
二
十
五
年
度
に
稿
者
が
実
際
に
行
っ
た
指
導
と

評
価
の
実
際(

古
文
分
野)

で
あ
る
。
現
代
文
と
同
様
、
単
元
の
数
は
少
な
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
扱
っ
て
い
る
作
品
は
多
い
。
教

科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
部
分
だ
け
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
も
含
め
、

か
な
り
大
量
の
文
章
を
生
徒
は
学
習
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
逐
語
訳
」
を

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
単
元
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
活
動
を
組

織
し
て
い
る
。

昨
年
来
、
単
元
の
目
標
を
決
め
て
か
ら
教
材
を
選
ん
で
い
く
こ
と
を
繰
り
返

し
行
っ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
教
科
書
教
材
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
生
徒
の
現
状
か

ら
目
標
を
設
定
し
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
教
材
を
選
ん
で
き
た
。

付
け
さ
せ
た
い
力
を
明
確
に
規
定
し
た
上
で
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
必
要

十
分
な
言
語
活
動
を
組
織
す
る
。
こ
の
よ
う
に
授
業
を
構
成
し
て
い
く
こ
と
で
、

よ
り
た
く
さ
ん
の
教
材
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
語
彙
力
も
、
文

脈
把
握
力
も
培
え
て
い
る
と
自
負
す
る
。

特
に
二
学
期
に
は
『
源
氏
物
語
』
だ
け
を
教
材
と
し
て
扱
う
と
決
め
、
「
桐

壺
」
か
ら
「
葵
」
ま
で
の
巻
か
ら
選
び
出
し
た
素
材
を
も
と
に
授
業
を
構
成
し

た
。
今
日
、
高
校
の
教
科
書
で
「
源
氏
物
語
」
が
教
材
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
も
の
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
ど
の
古
典
の
教
科
書
に
も
、
何
ら
か

の
形
で
「
源
氏
物
語
」
が
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
読
解
の
難
し

さ
が
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
古
典
的
価
値
の
高
さ
を
鑑
み
、
授
業
で
も
丁
寧

に
扱
う
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
教
科
書
に
は
、
主
要
箇
所
を
抜
粋
し
た
も
の
の
み

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
で
は
、
作
品
の
つ
な
が
り
を
理
解
せ

ず
に
学
ぶ
だ
け
で
、
深
ま
り
が
な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
今
年
度
は
、

二
学
期
は
「
源
氏
物
語
だ
け
」
を
扱
う
こ
と
と
し
、
物
語
の
流
れ
を
大
事
に
し

な
が
ら
、
「
桐
壺
」
か
ら
「
葵
」
ま
で
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
多
く
の
場
面
を

取
り
上
げ
た
単
元
を
構
成
し
た
。
源
氏
物
語
の
内
容
を
た
だ
理
解
す
る
の
で
は

な
く
、
生
徒
に
「
興
味
・
関
心
」
も
持
っ
て
も
ら
い
、
作
品
を
「
ど
の
よ
う
に

読
む
か
」
「
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
」
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
こ
と
も
、

そ
の
構
成
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
源
氏
物
語
は
心
情
語
、
和
歌
、
思
想
な
ど
、
こ
れ
か
ら
も
古
文

を
学
ん
で
い
く
上
で
必
要
な
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
基
礎
的
知

識
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
に
も
注
力
し
て
き
た
。
特
に
敬
語
の
理
解
や
、
心
情
語

と
な
る
形
容
詞
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
た
め
の
活
動
は
、
多
く
取
り
入
れ
て
き

た
。
本
文
内
容
の
正
確
な
理
解
を
促
す
こ
と
を
ね
ら
っ
て
、
特
定
部
分
口
語
訳

を
行
わ
せ
る
活
動
も
授
業
に
は
取
り
入
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
古
文
を
苦
手
と
す
る
生
徒
も
多
く
い
る
た
め
、
所
々
を
空
欄
に
し

た
口
語
訳
や
本
文
の
概
略
な
ど
を
、
生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
授
業
前
、
ま
た
は

授
業
後
に
配
布
す
る
こ
と
が
多
い
。
授
業
中
に
全
て
の
口
語
訳
を
扱
う
の
で
は

な
く
、
獲
得
さ
せ
た
い
力
を
培
う
た
め
の
学
習
活
動
に
特
化
し
て
き
た
と
言
え

よ
う
。
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平成25年度　２年生「古典（古文分野）」の指導と評価の実際

実施 単元名 教材名 評　　価　　基　　準

一
学
期
中
間
ま
で

説話を読む 『今昔物語』

　鹿の歌

『発心集』

　永秀法師、

　数寄の事

 ・古典の文章に慣れるために本文を繰り返し音読し、

表現を味わっている。

 ・登場人物の行動に注目して読み場面の展開を把握し

ている。

 ・エピソードから導かれる教訓を考えている。

 ・助動詞の意味をふまえた上で、口語訳を行っている。

一

学

期

期

末

ま

で

歌物語を読む 『伊勢物語』

　渚の院

 ・本文を繰り返し音読することで物語の内容を理解し、

味わっている。

 ・登場人物の行動に注目して読み、場面の展開を把握

している。

 ・敬語の意味と用法を理解している。

 ・和歌に用いられている修辞を理解している。

『大鏡』

　三船の才

　道長の剛胆

　南院の競射

 ・本文を繰り返し音読することで物語の内容を理解し、

味わっている。

 ・登場人物の行動に注目して読み、場面の展開を把握

している。

 ・敬語の意味と用法を理解している。

 ・和歌に用いられている修辞を理解している。

二
学
期
中
間
ま
で

物語を読む 『源氏物語』

　桐壺

　帚木

　夕顔

 ・本文を繰り返し音読することで物語の内容を理解し、

味わっている。

 ・登場人物の人間関係を把握している。

 ・心情語に注目し、物語に描かれた場面の状況や物語

中の人物描写などを読み取り、作品を取り巻く時代

背景、文化的環境についての理解を深めている。

 ・敬語の意味と用法を理解している。

 ・助動詞の意味をふまえた上で、口語訳を行っている。

二
学
期
期
末
ま
で

『源氏物語』

　若紫

　末摘花

　葵

学

年

末

ま

で

語り手を読む 『紫式部日記』  ・本文を繰り返し音読する。

 ・場面、登場人物の設定を理解する。

 ・登場人物の心情を、和歌などに注目して理解している。

 ・語り手である紫式部の心情を、本文から理解している。

 ・敬語の意味と用法を理解している。

 ・助動詞の意味をふまえた上で、口語訳を行っている。
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稿
者
ら
が
特
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
音
読
の
重
視
で
あ
る
。
毎
時
間
、
音
読

の
活
動
を
取
り
入
れ
、
古
文
の
リ
ズ
ム
を
身
体
に
し
み
こ
ま
せ
る
こ
と
に
注
力

し
た
。
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
は
、
最
初
に
本
文
の
概
略
を
解
説
し
た
り
、
プ
リ
ン

ト
を
読
ま
せ
た
り
し
た
上
で
、
感
情
を
込
め
て
音
読
が
で
き
る
よ
う
、
練
習
を

重
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
昨
年
度
は
平
家
物
語
を
群
読
で
扱
う
よ
う
な
単
元
も

組
織
し
た
が
、
今
後
も
音
読
を
多
く
取
り
入
れ
る
よ
う
、
活
動
を
組
織
し
て
い

き
た
い
。

生
徒
は
、
単
元
終
了
後
の
「
ふ
り
か
え
り
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記

述
し
て
い
る
。

・
敬
語
を
理
解
し
な
い
と
読
め
な
い
文
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
敬
語
を
勉
強
し

な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

・
昔
の
人
の
生
活
の
様
子
や
、
考
え
方
、
感
じ
方
に
ふ
れ
て
、
改
め
て
人
間

に
つ
い
て
考
え
る
時
間
が
で
き
た
。

・
初
め
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
全
く
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
出

て
く
る
単
語
は
ほ
と
ん
ど
が
古
単
に
の
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
、
何
度

も
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
自
然
と
覚
え
ら
れ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

古
典
の
言
葉
に
「
慣
れ
る
」
に
は
、
何
度
も
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
も
必

要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

・
「
源
氏
物
語
」
は
と
て
も
難
し
か
っ
た
で
す
。
け
れ
ど
、
登
場
人
物
の
人

物
像
や
人
間
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
内
容
も
わ
か
り
や
す
く
な
り
、

「
こ
ん
な
人
も
い
た
ん
だ
な
ぁ
」
と
そ
の
人
物
に
対
し
て
の
興
味
を
持
っ

て
読
む
が
で
き
ま
し
た
。

・
恋
愛
に
つ
い
て
、
今
も
昔
も
考
え
方
や
取
る
行
動
が
同
じ
だ
と
思
う
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。

二
年
生
二
学
期
と
い
う
時
期
に
源
氏
物
語
を
大
量
に
扱
う
単
元
を
組
織
し
た

の
は
、
き
わ
め
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』

を
活
用
し
つ
つ
、
源
氏
物
語
の
世
界
に
た
っ
ぷ
り
と
浸
ら
せ
る
こ
と
に
注
力
し

た
結
果
、
古
文
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
く
れ
る
生
徒
が
増
え
た
よ
う
に

思
う
。
や
は
り
源
氏
物
語
は
超
一
級
の
作
品
で
あ
り
、
長
い
期
間
を
か
け
て
こ

の
作
品
に
取
り
組
む
こ
と
は
生
徒
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
っ
た
と
確
信

し
て
い
る
。

考
査
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、「
授
業
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
本
文
」

に
も
と
づ
い
て
、
目
標
が
達
成
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
評
価
で
き
る
問
題

を
作
成
し
て
い
る
。
古
文
単
語
帳
か
ら
も
、
毎
回
出
題
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

も
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
例
文
で
は
な
く
、
一
定
の
長
さ
の
あ
る
文
章
中
の
単

語
に
線
を
引
き
、
文
脈
を
ふ
ま
え
た
意
味
を
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

生
徒
は
、
授
業
で
身
に
つ
け
た
読
解
方
略
を
使
っ
て
応
用
的
な
考
査
問
題
に

取
り
組
む
が
、
評
価
規
準
や
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
生
徒

に
示
し
て
い
る
の
で
、
考
査
に
対
し
て
高
い
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

初
見
の
文
章
を
出
す
こ
と
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
が
、
生

徒
の
「
古
文
単
語
は
単
語
テ
キ
ス
ト
に
出
て
く
る
例
文
を
覚
え
て
お
け
ば
点
が

取
れ
る
」「
授
業
で
扱
っ
た
内
容
を
塾
な
ど
で
教
え
て
も
ら
え
ば
点
が
取
れ
る
」

と
い
う
考
え
を
取
り
払
う
こ
と
が
で
き
、
授
業
中
の
学
習
に
真
剣
に
取
り
組
む

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

や
は
り
指
導
と
評
価
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
目
標
や
評
価
規
準
を
生
徒
の

実
態
に
合
わ
せ
て
適
切
に
設
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
考
査
問
題
の
作
成

力
を
上
げ
る
こ
と
が
、
生
徒
の
学
力
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
、
今
後
も
研

究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

十

全
体
総
括

本
研
究
は
三
年
計
画
の
二
年
目
に
あ
た
り
、
昨
年
度
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上

で
第
二
学
年
ま
で
の
「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
作
成
研
究
と
、
そ
れ
に
基

づ
い
た
各
分
野
、
各
単
元
に
お
け
る
授
業
・
作
問
研
究
を
行
っ
た
。
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「
指
導
と
評
価
の
年
間
計
画
」
作
成
に
あ
た
り
、
両
学
年
に
共
通
す
る
研
究

課
題
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

１

「
な
ぜ
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
学
ぶ
目
的
の
明
確
化
。

２

「
ど
の
よ
う
に
し
て
学
ぶ
の
か
」
と
い
う
学
ぶ
方
法
の
明
確
化
。

３

初
見
の
文
章
か
ら
の
テ
ス
ト
問
題
出
題
に
よ
る
「
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
」

の
明
確
化
と
「
教
師
の
作
問
力
」
の
育
成
。

４

ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
意
見
交
流
を
通
し
た
「
思
考
・
表
現
す
る
能
力
」

の
育
成
。

そ
の
上
で
、
第
二
学
年
で
は
さ
ら
に
高
次
の
研
究
課
題
と
し
て
次
の
２
点
を

設
定
し
た
。

５

「
ど
う
す
れ
ば
よ
り
よ
く
学
べ
る
の
か
」
と
い
う
良
き
学
び
手
に
な
る
た

め
の
方
法
の
明
確
化
。

具
体
的
に
は｢

よ
り
良
い
『
問
い
』
の
立
て
方
と
『
ふ
り
か
え
り
』
に
よ
る

自
己
分
析
」
お
よ
び
そ
れ
ら
の
「
評
価
基
準
表
」（
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
）
の
作
成
。

６

「
探
求
論
文
」
の
作
成
。

各
学
年
、
各
分
野
、
各
単
元
に
お
け
る
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
は
前
述
し
た

と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
も
と
に
次
年
度
も
研
究
を
す
す
め
て
い
き

た
い
。
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