
読
む
こ
と
の
対
話
的
交
流
を
目
指
す
授
業

-
芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交
流
-

学
習
者
に
と
っ
て
r
羅
生
門
』
は
、
多
様
な
解
釈
の
生
ず
る
過
程

で
'
作
品
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
極
め
難
い
小
説
で
あ
る
と
考

え
る
。
0
1
年
度
実
践
で
は
'
学
習
者
に
解
釈
及
び
感
想
を
複
数
回

記
述
さ
せ
'
そ
れ
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
で
授
業
を
組
み
立
て
た
。
そ

こ
で
は
t
 
r
羅
生
門
]
が
多
様
な
読
み
を
許
容
す
る
点
で
対
話
的
交

流
の
授
業
に
と
っ
て
有
効
な
教
材
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

た
だ
し
へ
学
習
者
が
テ
ク
ス
ト
内
に
設
定
さ
れ
た
「
作
者
」
を
捉
え
へ

そ
の
批
評
態
度
を
明
ら
か
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
へ
中
途
半
端
な
達

成
で
あ
っ
た
。
〇
四
年
度
は
こ
の
点
の
改
善
を
目
指
し
た
。

I
　
読
む
こ
と
の
授
業
方
法
論
の
概
観

文
学
テ
ク
ス
ト
を
教
材
と
す
る
授
業
で
'
学
習
者
に
他
者
の
感
想

に
対
す
る
感
想
を
複
数
回
書
か
せ
て
彼
ら
の
発
想
を
引
き
出
し
へ
　
そ

れ
ら
を
す
べ
て
印
刷
・
配
布
し
'
学
習
者
問
で
交
流
さ
せ
る
こ
と
で

読
み
を
深
め
て
い
-
方
法
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
教
室
実
践

の
観
点
か
ら
学
習
者
の
対
話
の
対
象
と
し
て
テ
ク
ス
ト
・
他
者
・
自

己
の
三
者
を
想
定
し
'
こ
れ
ら
を
組
み
込
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
-
シ
ョ

松
　
本
　
誠
　
司

ン
・
モ
デ
ル
(
個
人
内
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
/
個
人
間
の

(
他
者
と
の
)
対
話
/
個
人
内
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
と
の
再
対
話
・

自
己
と
の
対
話
)
　
に
段
階
的
に
対
応
さ
せ
て
授
業
を
進
め
て
い
-
0

学
習
者
に
個
人
内
で
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
を
さ
せ
る
た
め
に
t

W
・
イ
-
ザ
I
の
受
容
理
論
の
長
所
を
踏
襲
し
た
上
で
'
テ
ク
ス
ト

の
言
葉
と
言
葉
と
の
結
合
可
能
性
に
着
目
し
'
そ
こ
に
生
じ
る
(
空

所
)
を
補
填
す
る
こ
と
で
読
み
進
め
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
の
記
述
だ
け
で
は
1
見
判
断
不
可
能
な
(
空
所
)
に
意
味
を

補
填
す
る
推
論
的
な
解
釈
に
こ
そ
へ
個
人
内
の
読
み
の
独
自
性
が
求

め
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(
空
所
)
に
反
応
し
た
個
人
内
の
読
み
(
学
習
者
の
記
述
に
よ
る
)

を
対
話
の
場
に
引
き
出
す
の
が
次
の
段
階
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
学
習

者
の
解
釈
を
分
類
し
た
も
の
を
教
室
で
読
み
合
わ
せ
へ
彼
ら
に
先
行

解
釈
に
対
す
る
感
想
を
記
述
さ
せ
る
。
こ
の
作
業
を
複
数
回
繰
り
返

す
こ
と
で
読
み
の
対
話
的
交
流
を
は
か
り
'
解
釈
が
個
人
内
で
改
め

ら
れ
る
様
子
に
注
目
し
て
い
く
。

そ
の
時
に
再
三
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
個
人
内
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
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と
の
対
話
'
自
身
と
の
対
話
ま
で
も
記
述
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
を
経
て
'

テ
ク
ス
ト
の
解
釈
は
深
ま
っ
た
の
か
へ
学
習
者
は
解
釈
を
通
し
て
自

己
の
読
み
を
対
象
化
し
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

が
最
終
的
な
課
題
と
な
る
。

二
　
授
業
展
開
と
テ
ク
ス
ト
内
「
作
者
し
　
の
取
り
扱
い

前
述
の
方
法
を
ふ
ま
え
、
〇
四
年
度
は
計
九
時
間
の
授
業
を
行
っ

た
(
高
校
一
年
生
四
〇
名
対
象
)
。

第
1
-
3
時

第
4
時

第
5
時

第
6
-
7
時

第
8
時

第
9
時

読
解
①
～
③

読
解
④
及
び
第
一
次
記
述
(
読
み
終
わ
っ
て
さ

ら
に
疑
問
と
し
て
残
っ
た
こ
と
/
読
み
の
テ
ー

マ
設
定
)

第
一
次
記
述
読
み
合
わ
せ
と
第
二
次
記
述
(
解

釈
記
述
)

第
二
次
記
述
読
み
合
わ
せ
①
～
②

第
三
次
記
述
(
解
釈
に
対
す
る
解
釈
/
自
己
評

価
)

第
三
次
記
述
読
み
合
わ
せ

者
自
身
が
前
景
化
し
て
お
り
へ
印
象
批
評
に
近
い
解
釈
も
あ
っ
た
。

ま
た
へ
学
習
者
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
の
が
作
家
芥
川
な
の
か
'

テ
ク
ス
ト
内
に
設
定
さ
れ
た
「
作
者
」
な
の
か
が
不
明
瞭
で
、
「
作
者
」

の
批
評
態
度
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
へ
　
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
部
分
と
語
ら
れ
る
部
分
と
を
峻

別
し
'
評
価
者
と
し
て
の
「
作
者
」
を
意
識
し
な
が
ら
へ
　
「
下
人
」

の
生
き
方
を
現
代
の
視
点
で
見
つ
め
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
r
羅
生

門
L
の
よ
う
な
物
語
内
容
の
時
間
の
流
れ
の
中
に
明
ら
か
に
「
作

者
」
　
の
時
間
(
語
り
手
の
記
述
時
点
)
が
入
り
込
ん
だ
テ
ク
ス
ト
の

場
合
、
二
つ
の
時
間
の
存
在
に
つ
い
て
学
習
者
に
伝
え
る
必
要
が
あ

る
。
〇
四
年
度
実
践
で
は
'
ほ
と
ん
ど
の
読
者
が
r
羅
生
門
]
を
読

む
過
程
で
何
度
も
出
現
す
る
「
作
者
」
を
意
識
し
て
し
ま
う
こ
と
を

手
が
か
り
に
'
教
授
者
か
ら
の
補
助
線
と
し
て
「
作
者
」
の
語
る
行

為
の
存
在
に
つ
い
て
学
習
者
に
伝
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
次
の
構
造

図
を
読
解
の
初
期
段
階
か
ら
何
度
か
板
書
し
学
習
者
に
示
し
た
。

IDE!

語
り
手
の
語
る
行
為

「
　
　
-
-
　
登
場
人
物
へ
の
評
価

語
ら
れ
る
内
容

〇
一
年
度
実
践
で
は
「
下
人
」
の
生
を
価
値
づ
け
た
上
で
'
現
代

に
生
き
る
者
の
視
点
を
学
習
者
自
身
が
解
釈
へ
取
り
入
れ
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
下
人
」
　
へ
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス

双
方
の
評
価
は
解
釈
と
し
て
得
ら
れ
た
が
、
評
価
者
と
し
て
の
学
習

勿
論
へ
　
こ
の
板
書
内
容
が
読
解
段
階
で
権
威
的
に
機
能
し
て
は
な

ら
な
い
。
読
み
の
方
向
付
け
が
解
釈
の
制
約
と
し
て
で
は
な
く
テ

ク
ス
ト
内
奥
へ
接
近
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
琴
ホ
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
読
解
の
授
業
が
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
と
言
葉
と
の
結
合



可
能
性
に
目
を
向
け
る
た
め
の
場
と
な
る
よ
う
に
L
t
解
釈
の
た
め

の
発
想
の
妨
げ
に
な
ら
ぬ
よ
う
努
め
た
。

三
　
『
羅
生
門
』
に
よ
る
学
習
者
の
対
話
的
交
流

学
習
者
に
よ
る
記
述
を
分
類
す
る
た
め
の
指
標
は
'
次
の
●
1
-

5
の
読
み
の
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
'
統
-
①
～
⑤
の
内
容
に
関
す
る

下
位
分
類
の
指
標
を
組
み
合
わ
せ
へ
学
習
者
の
疑
問
を
配
置
し
な
が

ら
作
成
し
た
。

第
1
次
記
述
で
得
ら
れ
た
疑
問
点
及
び
読
み
の
テ
ー
マ
設
定
の
読

み
合
わ
せ
を
終
え
へ
解
釈
の
記
述
を
行
っ
た
。
こ
の
第
二
次
記
述
で

反
応
が
多
-
集
ま
っ
た
の
は
、
時
代
や
状
況
の
人
物
へ
の
影
響
に
つ

い
て
の
解
釈
へ
　
「
下
人
」
　
の
心
理
変
化
に
つ
い
て
の
解
釈
へ
登
場
人

物
の
今
後
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
「
語
り
方
」
　
に
注
目
し
な

が
ら
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
触
れ
た
解
釈
も
得
ら
れ
た
。
テ
ク
ス
ト

内
の
「
作
者
」
を
意
識
し
た
も
の
も
あ
り
へ
読
解
段
階
で
の
補
助
線

(
前
掲
構
造
図
)
が
あ
る
程
度
機
能
し
た
よ
う
だ
。

第
二
次
記
述
の
読
み
合
わ
せ
の
後
に
第
三
次
記
述
を
行
っ
た
。
ほ

と
ん
ど
が
共
感
的
反
応
で
あ
り
'
先
行
解
釈
を
元
に
自
説
精
級
化
に

向
か
う
解
釈
が
多
か
っ
た
。
授
業
で
は
、
読
み
合
わ
せ
の
過
程
で
第

二
次
記
述
と
第
三
次
記
述
と
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
読
み
の
対
話
的

交
流
を
促
し
た
　
(
資
料
と
し
て
第
二
次
・
第
三
次
記
述
の
対
応
を
表

に
し
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
)
0

紙
数
の
関
係
上
'
こ
こ
で
は
　
「
語
り
手
」
　
に
つ
い
て
の
解
釈
　
(
節

二
次
記
述
)
　
を
受
け
て
書
か
れ
た
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
的
な
も
の
の

解
釈
(
第
三
次
記
述
)
　
に
絞
っ
て
'
具
体
的
な
対
話
的
交
流
の
様
子

を
再
現
し
て
み
た
い
。

授
業
で
は
'
時
代
・
状
況
が
人
間
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
'
「
下
人
」
　
の
心
理
変
化
に
注
目
し
'
「
下
人
」
　
の
行
方
に
つ
い

て
の
解
釈
を
読
み
合
わ
せ
た
後
へ
「
語
り
手
」
へ
と
注
目
し
て
い
っ
た
。

【
●
4
・
⑤
・
-
】
及
び
【
●
5
・
⑤
・
-
】
　
(
分
類
番
号
に
つ
い
て

は
資
料
を
参
照
の
こ
と
)
　
に
分
類
し
た
記
述
は
「
語
り
手
」
　
の
方
法

に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
り
'
物
語
内
容
を
語
る
「
作
者
」
と
い
う
見

方
を
十
分
に
意
識
し
た
解
釈
も
為
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
へ
　
(
末
尾
で

作
者
は
下
人
を
自
分
の
支
配
か
ら
解
放
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
)
(
罪
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二
次
記
述
)
　
を
挙
げ
る
。

○
第
二
次
記
述
(
分
類
番
号
【
●
4
・
⑤
　
-
.
ゥ
m
】
)

(
前
略
)
下
人
は
羅
生
門
の
上
で
老
婆
と
話
を
し
て
い
く
中
'
「
こ

○
第
三
次
記
述
(
【
●
5
・
⑤
　
-
-
O
t
T
】
)
(
共
感
的
反
応
)

(
前
略
)
読
者
に
続
き
を
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
は
思
っ

た
け
ど
'
下
人
を
解
放
す
る
と
い
う
考
え
ま
で
は
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
も
聞
い
て
い
た
ら
'
下
人
は
作
者
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

ん
な
に
コ
ロ
コ
ロ
人
間
の
気
持
ち
は
変
わ
る
の
か
」
と
思
わ
れ
る

ほ
ど
気
持
ち
が
変
化
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
下
人
の
不
自
然

さ
に
は
作
者
の
意
図
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
作
者
は
こ
こ
で
あ
え

て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

○
第
三
次
記
述
〈
【
●
5
・
⑤
　
-
蝣
O
t
-
】
)
(
共
感
か
ら
考
察
へ
)

私
は
へ
こ
の
解
釈
を
読
ん
で
「
羅
生
門
」
と
い
う
小
説
は
'
(
中

て
私
達
に
下
人
に
対
す
る
疑
問
を
抱
か
せ
'
生
死
の
境
に
立
た
き

れ
た
時
の
人
間
の
気
持
ち
と
行
動
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
か
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
'
下
人
の
行
動
の
善
悪
に
つ
い
て
作

者
は
書
か
ず
'
私
達
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い

略
)
読
み
に
よ
っ
て
広
が
る
世
界
の
広
い
小
説
だ
と
思
い
ま
す
。

読
み
手
か
ら
様
々
な
読
み
の
答
え
が
返
っ
て
-
る
の
で
'
読
み
手

が
小
説
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
小
説
が
つ
-
ら
れ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
'
読
み
手
そ
れ
ぞ
れ
が
小
説
に

ま
す
。
で
は
'
最
後
の
部
分
の
「
下
人
の
行
方
は
だ
れ
も
知
ら
な

い
」
と
い
う
の
も
'
作
者
が
私
達
に
続
き
を
考
え
て
欲
し
い
か
ら

な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
だ
れ
も
知
ら
な

い
の
だ
か
ら
作
者
も
知
ら
な
い
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
書
-

こ
と
に
よ
り
、
作
者
は
下
人
を
作
者
に
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
解
放
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
(
後
略
)
　
(
傍
線
は
引
用
者
に
よ

る
・
以
下
同
)

末
尾
で
「
作
者
」
が
「
下
人
」
を
「
解
放
」
L
へ
読
者
か
ら
の
批

評
の
余
地
を
残
し
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
「
解
放
」
と
い
う
言
葉

に
力
が
あ
っ
た
せ
い
か
へ
　
こ
の
解
釈
に
対
す
る
反
応
は
六
名
と
い
う

最
も
多
-
の
反
応
を
集
め
た
。
【
●
4
・
⑤
　
-
蝣
o
n
】
に
対
す
る

主
な
反
応
を
挙
げ
る
。

添
え
ら
れ
た
作
者
の
思
い
を
感
じ
と
っ
て
い
-
こ
と
を
意
識
し
て

芥
川
は
書
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
(
後
略
)

後
者
の
解
釈
は
無
軌
道
な
意
味
で
の
多
様
性
を
許
容
し
て
い
る
の

で
は
な
-
'
解
釈
す
べ
き
点
を
通
過
し
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
批
評

の
場
に
「
作
者
」
と
一
緒
に
な
っ
て
読
者
と
し
て
立
ち
会
お
う
と
す

る
態
度
が
伺
え
る
。

な
お
'
「
作
者
」
が
「
下
人
」
を
解
放
す
る
と
解
釈
し
た
学
習
者

自
身
は
'
第
三
次
記
述
に
お
い
て
'
他
者
の
解
釈
(
や
は
り
「
語
り

手
」
に
触
れ
た
も
の
)
を
用
い
自
説
の
補
強
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

106



○
第
三
次
記
述
〈
【
●
5
・
⑤
　
-
.
-
,
ゥ
】
〉
(
語
り
手
の
分
析
か

ら
自
説
補
強
へ
)

私
も
'
や
っ
ぱ
り
「
語
り
手
」
が
「
作
者
」
と
い
う
名
で
出
て

来
る
作
品
は
珍
し
い
L
t
そ
の
事
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
芥
川
が
「
作
者
」
を
物
語
の
中
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
へ
　
少
し
遠
ま
わ
し
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。
で
は
'
芥
川
の
思
い
と
は
何
な
の
か
。
私
は
芥
川
は
下
人

の
行
為
・
老
婆
の
行
為
の
善
悪
を
明
確
に
伝
え
た
か
っ
た
訳
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
善
悪
に
つ
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
の
な
ら

遠
ま
わ
し
に
言
っ
て
い
て
は
読
み
手
に
伝
わ
ら
な
い
か
ら
で
す
。

四
　
教
室
に
で
き
あ
が
っ
た
読
み
に
つ
い
て

対
話
的
交
流
は
更
に
広
が
っ
て
い
っ
た
が
'
読
み
合
わ
せ
の
過
程

で
教
室
に
で
き
あ
が
っ
た
と
教
授
者
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
次
の
読
み

で
あ
る
。

私
は
芥
川
は
　
「
作
者
」
に
自
分
の
思
い
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
芥
川
自
身
の
解
釈
を
私
達
読
み
手
に
押
し
っ
け
な
い
よ
う
に

し
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
　
「
羅
生
門
」
を
通

じ
て
自
分
自
身
の
心
の
動
き
へ
善
悪
の
判
断
に
つ
い
て
考
え
て
は

し
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
　
「
下
人
」
　
の
行
方
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
「
作
者
」
が

意
識
さ
れ
'
芥
川
は
「
解
釈
を
私
達
読
み
手
に
押
し
っ
け
な
い
し
者

で
あ
り
'
「
自
分
自
身
の
心
の
動
き
、
善
悪
の
判
断
」
　
の
解
釈
を
促

す
と
い
う
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
的
な
も
の
の
解
釈
が
見
ら
れ
た
。
こ

う
い
っ
た
解
釈
を
対
話
的
に
読
み
合
わ
せ
る
過
程
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
的

な
も
の
へ
の
視
線
が
学
習
者
に
作
ら
れ
へ
教
室
に
ま
と
め
段
階
に
向

か
う
雰
囲
気
が
出
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

○
時
代
・
状
況
の
影
響
に
よ
っ
て
善
悪
の
問
で
揺
れ
へ
悪
の
正

当
化
を
求
め
て
い
た
下
人
を
'
老
婆
の
言
葉
が
刺
激
し
へ
下

人
は
行
為
に
至
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
解
釈
。

○
下
人
の
行
方
に
つ
い
て
は
多
様
な
解
釈
が
あ
る
が
、
悪
の
否

定
と
し
て
下
人
の
末
路
を
マ
イ
ナ
ス
で
捉
え
た
も
の
が
多
い
。

○
小
説
の
人
物
を
作
ら
れ
た
も
の
と
し
「
作
者
」
が
そ
の
世
界

を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
見
方
。

○
読
者
は
「
作
者
」
か
ら
解
釈
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
見
方
。

○
善
悪
の
判
断
等
は
読
者
に
任
さ
れ
て
い
る
が
'
愚
か
な
人
間

と
い
っ
た
解
釈
は
基
本
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
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こ
れ
ら
を
板
書
し
読
み
合
わ
せ
の
授
業
を
終
え
た
。
〇
一
年
度
実

践
に
比
べ
へ
〇
四
年
度
実
践
で
は
「
作
者
」
　
の
存
在
を
ふ
ま
え
た
人

物
評
価
が
行
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
授
業
内
で
の
教
授
者

に
よ
る
補
助
線
の
効
果
に
つ
い
て
更
な
る
検
証
は
必
要
だ
が
'
教
室

の
読
み
は
方
向
性
を
保
っ
た
上
で
一
応
の
活
性
化
を
得
た
と
考
え
て

a
a



五
　
『
羅
生
門
』
を
用
い
て
授
業
を
行
う
こ
と
の
意
義

〇
四
年
度
実
践
で
は
'
読
解
段
階
で
「
作
者
」
　
の
機
能
に
つ
い
て

補
足
し
た
こ
と
も
あ
り
へ
　
「
語
り
方
」
　
に
触
れ
た
解
釈
を
含
め
'
す

べ
て
の
解
釈
の
適
切
な
分
類
を
心
が
け
た
。
影
響
力
の
強
い
解
釈
の

存
在
ば
か
-
に
注
目
す
る
の
で
は
な
-
、
全
て
の
解
釈
を
適
切
な
場

所
か
ら
の
発
信
と
み
な
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
連
鎖
を
目
指
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
対
話
的
交
流
の
授
業
で
は
、
影
響

力
の
あ
る
解
釈
の
有
無
に
よ
っ
て
教
室
の
読
み
の
活
性
化
に
差
が
出

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
場
所
を
明
確
に
す

る
こ
と
で
'
影
響
力
の
あ
る
解
釈
も
'
印
象
を
記
し
た
に
す
ぎ
な
い

も
の
も
'
そ
れ
ぞ
れ
が
影
響
し
合
う
可
能
性
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
枠
と
し
て
も
機
能
す
る
分
類
指
標
の
適
切
な
設

定
は
重
要
で
あ
る
。
分
類
指
標
は
学
習
者
に
よ
る
疑
問
の
記
述
を
元

に
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
'
文
学
研
究
に
お
け
る
先
行
解
釈
の

参
照
は
必
要
で
あ
ろ
う
L
へ
テ
ク
ス
ト
の
構
造
把
捉
が
大
切
で
あ
る
。

そ
の
点
へ
　
F
羅
生
門
』
は
テ
ク
ス
ト
内
に
「
作
者
」
　
が
設
定
さ
れ
て

お
り
へ
「
語
-
方
」
　
へ
の
注
目
を
容
易
に
行
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
r
羅
生
門
A
を
通
し
て
学
習
者
が
得
る
こ
と
の
で

き
る
観
点
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。

○
批
評
視
点
が
自
己
評
価
へ
と
及
ぶ
こ
と
で
小
説
の
与
え
る
読

者
へ
の
影
響
を
考
え
る
入
口
に
立
て
る
(
自
己
へ
の
接
近
)

以
上
の
よ
う
な
効
果
の
総
体
と
し
て
の
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を

意
識
す
る
こ
と
に
も
期
待
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
'
高
校
1
年
生
と
い
う
小
説
精
読
の
入
門
期
の
段

階
で
r
羅
生
門
』
を
授
業
で
読
む
こ
と
に
意
義
を
見
出
せ
る
と
感
じ
る
。

そ
し
て
へ
　
こ
う
い
っ
た
接
近
法
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
対
話

的
交
流
の
授
業
と
い
う
場
に
も
意
義
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
(
対
テ

ク
ス
ト
の
読
み
～
対
他
者
の
読
み
～
対
自
己
の
読
み
)
　
の
過
程
で
学

び
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
'
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
触
れ
る
こ

と
と
'
そ
れ
を
読
み
解
い
て
い
-
読
者
で
あ
る
他
者
と
自
分
自
身
の

双
方
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
r
羅
生
門
)
と
い
う
テ
ク
ス

ト
を
批
評
し
な
が
ら
読
む
'
す
な
わ
ち
文
学
作
品
そ
の
も
の
を
読
み

解
-
と
同
時
に
へ
　
そ
の
r
羅
生
門
』
を
解
釈
す
る
自
分
を
批
評
し
な

が
ら
読
む
と
い
う
二
重
の
目
的
が
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。

今
後
も
文
学
教
材
の
授
業
に
お
い
て
'
多
様
性
を
重
ん
じ
へ
多
様

な
だ
け
で
拡
散
す
る
読
み
に
留
ま
る
こ
と
な
-
'
学
習
者
の
批
評
者

と
し
て
の
視
点
を
刺
激
す
る
場
の
確
立
を
目
指
し
た
い
。

(
広
島
市
立
基
町
高
等
学
校
)
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O
「
作
者
」
と
い
う
明
確
な
登
場
人
物
に
よ
っ
て
「
語
り
方
」

に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
方
法
へ
の
接
近
)

O
「
作
者
」
　
に
注
目
す
る
こ
と
で
物
語
内
容
へ
の
批
評
意
識
の

読
み
取
り
に
近
づ
け
る
(
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
接
近
)



資料　第二次記述と第三次記述の対応

第二次記述数　対応する第三次記述数
●4 第二次配述における解釈 ・5 解釈に対する第三次だ述 (共感.椙担化等)

● 4 .① .2 → ● 5 l⑤ .2 r人軌 に関する解釈/ 老掛 こついて

0 1 老婆の家族についての想像 I → I .→01 共感及び分析。

●4 .② .2 → ● 5 .㊨ .2 r状況」に関する解釈/ 下人の住む今 (時代背景 . 羅生門) について

01 人も人の世 もともに伊いものである。 1 一> 1 - >01 共感 d

02 生きるための行為は時代背祭を反映 している。 I .→ . 1 .→02 共感及び分析。

03 時代の状況下、自分の為に弱 くなって しまうこと。 1 - s> 1 .→03 共感から人の弱きの解釈へ。

04 時代の中に行為 を正当化させ るものがあった0 1 0

05 社会の状況によって考え方を変えて しまう人間。 1 - > I - >04 共感 0

06 夜や雨 とい う背景が下人の心理を反映している。 1 一> I → 05 K S .

● 4 .④ l ー → ● 5 .㊨ . l T展開 (クライマックスとその前後の過程)」に関する解釈/ 下人の行為について

01 下人は生きるためなら何でもしてよいと考えた。 1 I → 01 共感。

→ 1 → 02 疑問への展開q 生きるためだけか0

● 4 .㊨ .2 → ● 5 .㊨ .2 r展開 (クライマックスとその前後の過程)) に関する解釈/ 下人の心理変化について

●4 .④ . 2 全体から → I → 01 時代状況の彰哲 と心理理解に言及0

0 1 追い込まれ るとちょっとしたことで も心が動 く. I 0

02 人間は他人の言動ですぐに心が変わるものだ。 I 0

03 心理の解釈はできないe気持ちの変化が急すぎろd I l ラ 1 → 02 共感。

04 恵を正当化する気持ちは もともとあった。 1 → 2 → 03~ 04 共感から自説の展開へ0

05 照み出せずにいる自分の憎悪 を老婆に向けた0 I 0

06 こんな状況を生んだ世の中への憎悪と冷める梯子0 1 0

07 矛盾 した気持ちは青年性のあらわれである。 1 → l .→05 共感からメッセ- ジ解釈へ。

08 下人の心理は老婆の言動の影菅で変わっていった0 1 .ラ I .→06 共感。

09 下人は悪を自分 に納得 させる理由を探 している。 I → 4 → 07~-10 共感及び分析。/ 自説柄細化へ.

10 生きるための自己肯定のために他者を使 っている。 I - > 3 .→11- -13 共感及び分析。/ メッセージ解釈d

日 下人の感への変化は成長である。 I → I → 14 興味を示すも成長を艮い とは思わないe

● 4 .㊨ .3 → ● 5 .㊨ .3 r展開 (クライマックスとその前後の過程)j に関する解釈/ 老婆の行為 . 論理について

0 1 老婆の行為は善悪の境 目を伝 えている。 I 0

02 老婆の中に自分への憎悪がある。 1 0

03 老婆の論理は罪悪感からの言い訳である0 1 0

● 4 .㊨ .4 → ● 5 .㊨ .4 r展開 (クライマックスとその前後の過程)一に関する解釈/ 下人の行方について

0 1 意志の弱きのため盗人になる。 I 0

02 老婆に よって盗人 という生きる術 を見つける。 1 - > ) .→01 共感。

03 盗人 として生きる。なろうとする決心があった。 I 0

04 下人は盗人 として生き、老婆も生きようとする. 1 一> ) → 02 共感 0 上乗せ物語へ展開0

05 下人は常に悩み続け、その答 えは常に揺れ る。 I 0

06 下人は意志弱 く、罪の意識はずつと消えない0 1 0

07 盗人になることへのため らいは残る。 I 一> I → 03 共感 e 自説との共通点確言乱

08 下人は生き延びたかどうかわからない0 I → I → 04 共感及び分析。報いを受ける。

●4 l⑤ . 1 → ● 5 .⑤ . 1 r括り方 (括 りの方法として注目されるもの)J に関する解釈/ 括り手の方法について

0 1 唆味 な表現に意味がある。 I 0

02 芥川独自の表現の意識。独創性のアピI ル。 I → 2 → 0】～02 共感 と芥川の評価 l賞賛へ.

03 作者は末尾で下人を自分の支配から解放 している0 I

→

4 → 03~ 06 共感及び分析0

1 - サ07 共感。小説の読み方について考案e

l → 08 共感も付け足し (下人 も独立 した人物)。

04 語 り手の設定の意味。隠された芥川の思い。 I I .→09 共感 e

- > 1 .→lD 共感及び自説の柄強。

●4 .㊨ .2 → ● 5 .⑤ .2 r括り方 (括 りの方法として注E]されるもの)一に関する解釈/ 作品のメッセージについて

0 1 人が悪に傾 く過程を伝える。 I 0

02 人の心は他者によって変わり自己正当化に向か う。 I 0

03 下人の大人への成長を伝える0 I 0

04 青年期の感情を見つめさせ、自己を見つめさせる。 1 一> 1 - >01 共感及び自説将撤化。

05 読者により解釈が違ってくることに期待する作者。 I → I - >02 共感 e
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