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古
典
教
材
を
用
い
て
P
I
S
A
型「
読
解
力
」を
高
め
る

─�

本
歌
取
り
に
つ
い
て
考
え
よ
う（
三
年
） 

の
実
践
か
ら
─

1　

指
示
・
発
問
と
高
め
よ
う
と
し
た
力

　

本
歌
取
り
と
い
う
手
法
を
用
い
た
二
首
と
、
そ
の

本
歌
一
首
を
比
較
す
る
と
い
う
活
動
を
組
織
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
素
材
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
、
次

の
よ
う
な
指
示
・
発
問
を
す
る
こ
と
で
、
P
I
S
A

型
「
読
解
力
」
を
高
め
よ
う
と
試
み
た
。

⑴�　
「
こ
れ
ら
の
短
歌
は
詠
ま
れ
た
時
代
が
そ
れ
ぞ

れ
違
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
情
報
が
あ
れ
ば
、
古

い
順
に
並
べ
ら
れ
ま
す
か
」
→
テ
キ
ス
ト
の
形
式

の
熟
考
・
評
価

　

生
徒
か
ら
は
、
八
種
類
の
情
報
（
作
者
と
そ
の
生

没
年
、
短
歌
が
作
ら
れ
た
年
、
収
録
さ
れ
て
い
る
和

歌
集
と
そ
の
成
立
年
代
、
短
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
語

句
の
新
旧
、
表
現
技
法
と
そ
れ
が
確
立
し
た
年
代
）

が
必
要
だ
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
情
報

を
生
徒
が
検
索
、
収
集
し
た
。
生
徒
が
調
べ
て
も
わ

か
ら
な
か
っ
た
情
報
は
、
授
業
者
が
補
足
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
外
部
か
ら
の
情
報
を
基
に
、
ど
の
順
番

で
成
立
し
た
短
歌
な
の
か
を
各
々
が
考
え
、
学
級
全

体
で
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
全
員
が
C
→
A
→
B

と
結
論
付
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
議
論
を
深
め
る

中
で
、
理
由
付
け
に
対
す
る
疑
念
が
生
ま
れ
、
A
→

B
が
果
た
し
て
本
当
か
？　

と
い
う
揺
れ
が
生
じ
た
。

【
本
当
に
A
→
B
な
の
か
？
】

○�　

使
用
さ
れ
る
表
現
技
法
が
、
質
・
量
共
に
技
巧

的
に
な
っ
て
い
く
ほ
ど
、
時
代
は
新
し
く
な
っ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
言

い
切
れ
る
の
か
。
新
し
い
時
代
に
単
純
さ
に
回
帰

す
る
人
が
い
て
も
い
い
。故
に
B
は
技
巧
的
だ
が
、

こ
れ
が
決
定
的
証
拠
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

○�　

壬
二
集
は
確
か
に
一
二
四
五
年
に
成
立
し
て
い

る
が
作
者
で
あ
る
家
隆
は
一
二
三
七
年
に
七
九
歳

で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
「
和
歌
集
が
成
立
し
た
年≠

そ
の
短
歌
が

詠
ま
れ
た
年
」
な
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
A
の
千

載
和
歌
集
成
立
は
一
一
八
八
年
だ
が
、
そ
れ
を
目

に
す
る
前
に
、
家
隆
が
作
っ
た
歌
で
あ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
家
隆
の
生
ま
れ
た
年
は
、

一
一
五
八
年
。
千
載
和
歌
集
成
立
時
は
三
〇
歳
。

例
え
ば
二
〇
歳
く
ら
い
で
B
の
歌
を
作
っ
て
い
た

と
し
た
ら
、
順
番
は
B
→
A
と
な
る
。

○�　

家
隆
と
定
家
は
、
共
に
新
古
今
和
歌
集
の
編
者

で
、
共
に
藤
原
俊
成
（
定
家
の
父
）
か
ら
短
歌
を
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本
歌
取
り
と
は
本
歌
の
よ
さ
を
認
め
つ
つ
、
よ
り

よ
い
短
歌
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
お

よ
そ
後
代
に
詠
ま
れ
た
短
歌
の
方
が
本
歌
を
超
え
る

も
の
と
評
価
さ
れ
て
は
い
る
が
、「
す
べ
て
が
そ
う

で
は
な
い
」
と
の
見
方
や
、
本
歌
取
り
と
い
う
表
現

技
法
自
体
を
否
定
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
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な
か
む
ら　

ま
さ
よ
し　

文
学
的
文
章
教
材
に
お
い
て
、「
対

比
」「
分
割
提
示
」「
意
味
マ
ッ
プ
」「
思
考
ス
キ
ル
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
実
践
研
究
を
深
め
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
十
月

二
十
二
日（
水
）に
は
、
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』
を
教
材
と
し
て
、

公
開
授
業
を
予
定
し
て
い
る
。

学
ん
で
い
る
。
年
も
四
歳
（
家
隆
が
年
上
）
し
か

違
わ
な
い
。
短
歌
の
う
ま
さ
で
は
並
び
称
さ
れ
る

二
人
だ
。
俊
成
は
本
歌
取
り
を
推
奨
し
、
定
家
が

本
歌
取
り
を
表
現
技
法
と
し
て
確
固
た
る
も
の
に

し
た
。
そ
の
定
家
は
、
A
の
短
歌
（
本
歌
取
り
）

を
百
人
一
首
と
し
て
選
ん
だ
。つ
ま
り
評
価
し
た
。

故
に
、
家
隆
が
定
家
の
選
ん
だ
A
の
短
歌
を
さ
ら

に
超
え
よ
う
と
、
本
歌
取
り
を
し
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
様
々
な
周
辺
事
実
を
積

み
重
ね
て
考
え
れ
ば
、
A
→
B
と
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
。

⑵�　
「
あ
な
た
が
和
歌
集
の
撰
者
で
、
一
首
選
ぶ
と

し
た
ら
、
ど
の
短
歌
を
ど
ん
な
理
由
か
ら
選
び
出

し
ま
す
か
」
→
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
熟
考
・
評
価

解
釈
の
展
開

　

生
徒
が
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
た
め
の
根
拠
と
な

る
資
料
を
用
意
し
た
。
資
料
に
は
、
三
首
の
短
歌
の

作
者
、
出
典
、
成
立
年
代
、
歌
意
、
表
現
技
法
な
ど

を
詳
細
に
示
し
た
。
そ
れ
以
外
に
、
一
般
的
に
最
も

評
価
が
高
い
讃
岐
の
短
歌
の
よ
さ
が
書
か
れ
て
い
る

文
章
（
約
四
百
字
）
と
、
本
歌
取
り
の
プ
ラ
ス
面
、

マ
イ
ナ
ス
面
が
書
か
れ
て
い
る
文
章
（
約
八
百
字
）

を
示
し
た
。

　

生
徒
は
最
初
、
一
四
名
が
讃
岐
の
短
歌
を
、
一
五

名
が
家
隆
の
短
歌
を
、
一
一
名
が
式
部
の
短
歌
を
支

持
し
た
。
授
業
で
は
、
各
意
見
の
根
拠
を
述
べ
合
わ

せ
た
。
資
料
の
文
章
記
述
を
支
持
の
根
拠
と
す
る
生

徒
も
い
れ
ば
、
各
短
歌
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
言
葉
を

比
較
し
、
解
釈
す
る
こ
と
で
支
持
の
根
拠
と
す
る
生

徒
も
い
た
。授
業
者
は
そ
れ
ら
を
区
別
し
て
板
書
し
、

授
業
の
終
わ
り
に
、
質
の
違
い
を
明
示
し
た
。
そ
し

て
、
最
終
的
な
判
断
を
生
徒
に
求
め
た
。
結
果
、
理

由
を
明
示
し
て
、
五
名
が
讃
岐
の
短
歌
を
、
七
名
が

家
隆
の
短
歌
を
、
三
名
が
式
部
の
短
歌
を
支
持
し
、

二
五
名
の
生
徒
が
様
々
な
根
拠
か
ら
「
ど
の
短
歌
に

も
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
さ
が
あ
り
、
一
つ
を
選
べ
な
い
」

と
結
論
づ
け
た
。

2　

成
果
と
課
題

⑴　

成
果

①�　

三
つ
の
短
歌
を
時
代
順
に
並
べ
る
活
動
に
お
い

て
、
全
員
が
、
外
部
の
情
報
を
根
拠
に
、
並
べ
か

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、「
テ
キ
ス
ト
の

形
式
の
熟
考
・
評
価
」
の
力
が
発
揮
さ
れ
た
。

②�　

三
つ
の
短
歌
を
時
代
順
に
並
べ
る
活
動
に
お
い

て
、
前
述
し
た
論
理
に
生
徒
が
気
付
い
た
。
つ
ま

り
、「
テ
キ
ス
ト
の
形
式
の
熟
考
・
評
価
」の
力
に
、

質
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
た
。

③�　

四
〇
名
中
一
一
名
の
生
徒
が
、
資
料
の
記
述
を

根
拠
と
し
て
選
歌
し
た
。
あ
る
い
は
、
選
歌
で
き

な
い
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、「
テ
キ
ス
ト
の
内

容
の
熟
考
・
評
価
」
の
力
が
発
揮
さ
れ
た
。

④�　

四
〇
名
中
三
一
名
の
生
徒
が
、
短
歌
中
の
言
葉

を
根
拠
と
し
て
選
歌
し
た
。
あ
る
い
は
、
選
歌
で

き
な
い
と
判
断
し
た
。
つ
ま
り
、「
解
釈
の
展
開
」

の
力
が
発
揮
さ
れ
た
。

⑵　

課
題

①�　

資
料
の
記
述
よ
り
も
、
三
首
間
の
言
葉
の
違
い

に
焦
点
が
当
た
っ
た
た
め
、
資
料
を
根
拠
と
し
た

「
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
熟
考
・
評
価
」
の
力
よ
り

も
、
む
し
ろ
「
解
釈
の
展
開
」
の
力
が
発
揮
さ
れ

た
授
業
と
な
っ
た
。
故
に
、
客
観
的
視
点
と
生
徒

の
主
観
的
視
点
が
混
在
す
る
話
し
合
い
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
→
今
後
は
、
い
ず
れ
か
の
力
の
高
ま

り
に
焦
点
づ
け
た
授
業
を
構
想
す
る
。

②�　

根
拠
と
意
見
が
整
合
し
て
い
る
か
否
か
の
検
討

が
、
授
業
で
は
弱
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
人

差
が
生
じ
「
一
番
古
い
か
ら
C
が
い
い
」
の
よ
う

な
根
拠
に
と
ど
ま
る
生
徒
も
、
少
数
で
は
あ
る
が

い
た
。
→
今
後
は
、
根
拠
の
妥
当
性
に
つ
い
て
深

く
考
え
さ
せ
る
授
業
を
構
想
す
る
。




