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意
欲
・
関
心
を
高
め
、活
用
力
を
育
む
古
典
の
授
業
デ
ザ
イ
ン

─「
お
く
の
ほ
そ
道
」（
三
年
）の
実
践
か
ら
─

三
重
県
松
阪
市
立
殿
町
中
学
校　

森　

喜
世
子

は
じ
め
に

　

平
成
二
〇
年
度
三
重
県
で
開
催
さ
れ
た
「
第
三
四

回
全
日
本
教
育
工
学
研
究
協
議
会
全
国
大
会
」
で
発

表
し
た
内
容
に
基
づ
き
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」（
三
省

堂
『
現
代
の
国
語
』
三
年
）
の
実
践
を
報
告
す
る
。

一
　
授
業
の
ね
ら
い

　

新
学
習
指
導
要
領
・
国
語
科
三
年
に
は
、〔
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が

新
設
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
Ｂ
書
く
こ
と
」

及
び
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
通
し
て
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

　

ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

　

（�

ア
）
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読

み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

　

（�

イ
）
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
古

典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章
を
書
く
こ
と
。

こ
れ
は
、本
文
の
読
解
学
習
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
な
単
元
計
画
の
工
夫

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
教
科
書
の
「
学

び
の
道
し
る
べ
」（
学
習
の
手
引
き
）
に
は
、「『
旅
』

に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
通
し
て
、
人
間
の
生

き
方
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
。」
と
あ
る
。
古
典
は

難
し
い
と
い
う
生
徒
の
抵
抗
を
取
り
の
ぞ
き
、
古
典

を
豊
か
に
読
ま
せ
た
い
。

〈
単
元
の
目
標
〉

○�
教
科
書
の
本
文
「
月
日
は
」「
平
泉
」
の
読
解
と

と
も
に
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
す
ご
ろ
く
ゲ
ー
ム

に
よ
っ
て
他
の
俳
句
や
旅
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知

り
、
古
典
を
身
近
に
感
じ
る
。

○�

旅
や
俳
句
に
か
け
る
芭
蕉
の
思
い
に
ふ
れ
る
こ
と

で
、自
分
の
調
べ
た
い
課
題
を
見
つ
け
、レ
ポ
ー
ト

や
ス
ピ
ー
チ
を
通
し
て
芭
蕉
の
人
間
像
に
迫
る
。

二
　
授
業
の
展
開

第
一
次
【
読
解
】
…
四
時
間

・
古
文
の
朗
読
と
読
み
取
り

第
二
次
【
発
展
】
…
一
時
間

・「
お
く
の
ほ
そ
道
」
す
ご
ろ
く
ゲ
ー
ム
の
実
施

第
三
次
【
追
究
】
…
夏
休
み
及
び
二
時
間

・
芭
蕉
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー
ト
ま
と
め

・
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
の
実
施

（
１
）
興
味
・
関
心
を
高
め
る
教
材
づ
く
り

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
俳
句
す
ご
ろ
く
は
、
み
え
デ
ジ

コ
ム
教
材
作
成
班
が
開
発
し
た
自
作
ソ
フ
ト
で
、

http://d-tano.axisz.jp/O
H
2007/indexK

.htm
l

か
ら
利
用
で
き
る
。
俳
句
や
芭
蕉
に
関
連
す
る
ク
イ

ズ
を
解
き
な
が
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
全
行
程
を

た
ど
る
す
ご
ろ
く
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
動
画
や
写
真
を

通
し
て
各
地
の
自
然
や
人
と
の
出
会
い
を
学
べ
る
よ

う
に
工
夫
し
た
。
古
文
の
朗
読
や
現
代
語
訳
、
俳
句

入
門
コ
ラ
ム
な
ど
も
盛
り
込
み
、
古
典
や
芭
蕉
へ
の

理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

実
践
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
を

組
み
合
わ
せ
た
ゲ
ー
ム
で
、
楽
し
み
な
が
ら
古
典
が

学
べ
る
点
で
あ
る
。
教
科
書
で
学
習
し
た
旅
立
ち
や

「
平
泉
」
の
マ
ス
を
使
っ
て
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
確

認
し
た
後
、
班
対
抗
で
ゴ
ー
ル
の
大
垣
を
め
ざ
し
、
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ク
イ
ズ
と
カ
ー
ド
の
得
点
を
競
う
。
ス
ク
リ
ー
ン
に

提
示
す
る
デ
ジ
タ
ル
な
映
像
画
面
だ
け
で
な
く
、
実

際
に
手
に
と
っ
て
動
か
せ
る
コ
マ
や
す
ご
ろ
く
盤
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
班
の
仲
間
と
協
力
し
て
芭

蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
追
体
験
で
き
る
。

歌
枕
カ
ー
ド
や
ア
イ
テ
ム
カ
ー
ド
を
手
に
入
れ
て
大

喜
び
し
た
り
、
一
回
休
み
の
コ
マ
に
止
ま
っ
て
が
っ

か
り
し
た
り
、
夢
中
に
な
っ
て
取
り
組
む
姿
が
見
ら

れ
た
。
特
に
、
普
段
授
業
に
集
中
で
き
な
い
生
徒
の

参
加
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。「
画
像
で
見

た
海
と
海
岸
が
き
れ
い
だ
っ
た
の
で
『
種
の
浜
』
へ

行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。」「
芭
蕉
は
旅
を
通
し
て

様
々
な
景
色
を
見
て
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
感
じ
た
ん

だ
と
思
っ
た
。」「『
尿
前
の
関
』
の
俳
句
は
、
旅
の

つ
ら
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。」
と
い
う

感
想
は
、
各
地
の
自
然
や
俳
句
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
ク
イ
ズ
形
式
の
映
像
や
写
真
で
効
果
的
に
示
せ

た
か
ら
で
あ
る
。
芭
蕉
に
つ
い
て
さ
ら
に
学
び
た
い

と
い
う
感
想
が
多
く
、
調
べ
学
習
の
具
体
的
な
課
題

を
設
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）「
私
の
芭
蕉
さ
ん
」
を
交
流
す
る
手
立
て

　
①
調
べ
学
習
レ
ポ
ー
ト

　

参
考
と
な
る
図
書
や
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表
プ

リ
ン
ト
を
渡
し
、
夏
休
み
の
課
題
と
し
た
。
レ
ポ
ー

ト
の
ま
と
め
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
雛
形
プ

リ
ン
ト
を
配
布
し
た
。

Ⅰ
序
論　
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
学
習
を
す
る

ま
で
、
私
が
芭
蕉
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
こ
と

は
、（　
　

）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。

Ⅱ
本
論　

そ
こ
で
、
私
は
芭
蕉
の
（　
　

）
に

つ
い
て
（　
　

）
で
調
べ
て
み
た
の
で
す
が
、次

の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。（　
　
　

）

Ⅲ
結
論　
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
調
べ
学
習
を

終
え
て
、
芭
蕉
に
対
す
る
私
の
思
い
を
ま
と
め

て
み
ま
す
。（　
　
　

）

　
②
芭
蕉
さ
ん
一
分
間
ス
ピ
ー
チ

　

レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
、
自
分
が
一
番
伝
え
た
い
こ

と
を
一
つ
に
し
ぼ
っ
て
、
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ

た
。
原
稿
用
紙
一
枚
で
芭
蕉
の
何
を
伝
え
る
の
か
、

聞
き
手
も
興
味
津
々
で
あ
っ
た
。

【
審
査
基
準
】
①
発
表
の
仕
方
…
声
の
大
き
さ
、
話

す
ス
ピ
ー
ド
が
適
当
で
あ
る
。
②
発
表
の
仕
方
…
感

情
を
こ
め
て
い
る
。
伝
え
よ
う
と
す
る
意
欲
が
感
じ

ら
れ
る
。
③
発
表
の
姿
勢
…
姿
勢
や
態
度
が
よ
い
。

ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
な
ど
。
④
発
表
の
内
容
…
表
現
の

工
夫
が
あ
る
。
発
見
や
感
動
が
あ
る
。
納
得
で
き
る
。

三
　
実
践
を
ふ
り
か
え
っ
て

　

授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
み
る
と
、「
取
り
組

め
た
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
取
り
組
め
た
」と
回
答
し

た
生
徒
は
、
す
ご
ろ
く
九
四
％
、
レ
ポ
ー
ト
八
八
％
、

ス
ピ
ー
チ
八
四
％
で
あ
っ
た
。「
授
業
を
す
る
ま
で

は
名
前
し
か
知
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
芭
蕉
の
イ
メ
ー

ジ
に
肉
が
つ
い
た
と
い
う
か
人
間
像
を
つ
か
め
た
気

が
す
る
。」
と
い
う
感
想
の
よ
う
に
、
多
く
の
生
徒

に
と
っ
て
、
歴
史
上
の
偉
人
か
ら
血
が
通
っ
た
人
間

芭
蕉
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
わ
か
っ
て
楽
し
い
授
業
」
と
は
、
学
力
面
や
生
活

面
の
課
題
を
抱
え
た
生
徒
た
ち
が
、
い
き
い
き
と
参

加
し
、
自
信
が
持
て
る
授
業
、
お
互
い
の
良
さ
を
認

め
合
い
、
つ
な
が
れ
る
授
業
だ
と
考
え
る
。
古
典
の

基
礎
的
な
知
識
や
朗
読
技
能
の
習
得
と
と
も
に
、
活

用
力
を
育
て
る
と
い
う
課
題
に
向
け
て
、
生
徒
の
意

欲
・
関
心
を
高
め
る
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
今
後
と
も
考

え
て
い
き
た
い
。

も
り　

き
よ
こ　

三
重
県
中
学
校
国
語
教
育
研
究
会
幹
事
。
三

重
県
教
育
工
学
研
究
会
会
員
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
よ
る「
わ
か
っ
て

楽
し
い
授
業
づ
く
り
」を
め
ざ
し
て
実
践
研
究
を
続
け
て
い
る
。

【発展】「おくのほそ道」すごろくゲームの授業
スクリーンの３択クイズの解答カードを挙げている。
机上にはすごろく盤とコマがある。
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