
１
　
研
究
の
背
景

　
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育

課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
（
２
０
０
７
）
の
調
査
で
問
わ
れ
た
質
問
項
目
「
古
文
は

好
き
だ
」「
漢
文
は
好
き
だ
」
に
対
す
る
回
答
結
果
で
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い
」「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
学
習
者
の
割
合
は
い
ず
れ

も
計
七
十
％
を
超
え
る
。
中
央
教
育
審
議
会
（
２
０
１
６
）
の
答
申
に
も
「
古

典
に
対
す
る
学
習
意
欲
が
低
い
こ
と
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
」（p.127
      
）

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
内

藤
一
志
（
２
０
１
３
）
が
古
典
の
教
育
的
意
義
に
つ
い
て
「
思
考
・
認
識
の
形

成
を
目
指
そ
う
と
し
て
お
り
変
化
は
な
い
。」（p.

214

      
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、

古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
深
い
価
値
や
文
化
的
意
味
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
お
い

て
よ
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
先
述
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
う
し

た
深
い
価
値
に
つ
な
が
る
学
習
活
動
を
組
織
す
る
前
段
階
に
お
い
て
学
習
者
の

古
典
を
学
び
深
め
よ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
て
い
く
指
導
法
は
、
教
育
現
場
で

十
分
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
わ
か
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
渡
辺

春
美
（
２
０
１
６
）
は
、
古
典
テ
ク
ス
ト
を
主
体
的
に
読
み
深
め
よ
う
と
す
る

学
習
者
を
育
て
る
た
め
の
学
習
指
導
の
要
素
を
い
く
つ
か
整
理
し
た
。
た
だ
こ

の
要
素
の
う
ち
、「
主
体
的
な
学
び
手
の
育
成
の
た
め
に
、
学
び
の
方
法
を
学
ば

せ
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
場
が
設
け
ら
れ
る
。」（p.

8

    
）
に
関
す
る
具
体
的
な
先

行
実
践
は
数
が
少
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
読

み
を
深
め
る
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
場
を
設
け
る
こ
と
で
、
古
典
テ
ク
ス
ト

に
主
体
的
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
学
習
者
を
育
て
て
い
く
指
導
法
、
こ
れ
に
関

す
る
実
証
的
な
研
究
を
進
め
る
余
地
が
国
語
科
教
育
研
究
領
域
に
残
さ
れ
て
い

る
と
考
え
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
の
も
と
、

二
〇
一
六
年
秋
に
広
島
県
立
広
高
等
学
校
で
進
め
た
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
実

地
研
究
の
成
果
と
課
題
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
問
題
の
所
在

　
さ
て
、
読
み
を
深
め
る
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
場
を
あ
ら
か
じ
め
設
け
、

学
習
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
の
足
場
を
か
け
て
い
く
こ
と
は
、
よ
り
主

体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
る
学
習
者
を
育
て
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
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し
か
し
、
古
典
領
域
に
お
け
る
こ
の
読
解
方
略
指
導
の
授
業
実
践
事
例
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
、
渡
辺
春
美
（
２
０
１
６
）
が
「
自
立
し
た
古
典
の
学
び

手
を
育
て
る
た
め
に
は
、
古
典
を
読
む
力
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
古
典
を
読
む
力
の
把
握
は
、
今
日
な
お
十
分
で
は
な
い
。」（p.194

      
）
と

述
べ
る
よ
う
に
、
現
代
文
領
域
で
は
読
解
方
略
概
念
の
導
入
に
よ
り
「
読
解
力
」

が
と
ら
え
直
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
古
典
領
域
で
は
ま
だ
そ
の
読
解
方
略
が

十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
古
典
を
読
む

際
に
有
効
な
各
方
略
の
特
定
と
整
理
が
待
た
れ
る
（
例
：
現
代
語
訳
す
る
、
注

釈
書
を
使
用
す
る
、
文
化
史
的
な
視
点
を
も
つ
、
訳
出
が
複
数
考
え
ら
れ
る
文

字
に
注
目
す
る
、
等
）。
た
だ
、
方
略
に
「
柔
軟
性
（flexibility

           
）」（
間
瀬
茂
夫
、

２
０
１
３
、p.233

 
     
）
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
や
「
母
国
語
の
読
解
に
お
い
て

有
効
な
方
略
は
、
外
国
語
の
読
解
過
程
で
も
同
様
の
促
進
効
果
を
示
し
た
」（
山

向
飛
鳥
、
１
９
９
９
、p.196

 
     
）
と
す
る
調
査
結
果
が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
る

と
、
異
な
る
言
語
的
構
造
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
際
に
共
通
し
て
同
様
の
促
進
効

果
を
も
つ
方
略
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
（
例
：
経
験
と
関
連
づ
け
る
、
自
問

自
答
す
る
、
要
点
を
見
極
め
る
、
等
）。
こ
う
し
た
読
解
方
略
は
古
典
を
読
み
深

め
る
際
に
も
活
用
す
る
機
会
の
多
い
方
略
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
、
古
典
授
業
で

の
方
略
指
導
の
対
象
と
し
て
現
時
点
で
も
提
案
で
き
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
読
解
方
略
は
放
っ
て
お
け
ば
古
典
を
読
む
際
に
も
自
然

と
転
移
活
用
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、B

arry

 
     

J.
Z
im
m
erm
an
and
D
ale
H
.
S
chunk

    
  
 
   
        
     
        
、
塚
野
州
一
訳
（
２
０
１
４
）
に
よ
る

「
認
知
方
略
は
、
生
徒
に
は
、
実
際
の
文
脈
で
学
び
実
行
す
る
よ
う
に
は
記
憶
さ

れ
ず
、
新
し
い
課
題
に
一
般
化
さ
れ
な
い
、
ま
た
自
然
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
な

い
（Pressley

&
M
cC
orm
ick,1995

          
  
  
   
         
）。（
中
略
＝
稿
者
）
教
師
が
方
略
の
効
果

に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
る
と
、
転
移
が
促
進
さ
れ
る
が
、
生
徒
は
自
分
で
学

ぶ
と
き
に
は
、
方
略
の
効
果
を
モ
ニ
タ
ー
し
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ

と
を
怠
り
が
ち
な
の
で
あ
る
（H

unter-B
lanks,

G
hatala,

P
ressley,

&

 
       
        
                   
 

L
evin

 
    
）。」（p.2

    
）
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
学
習
者
は
文
学
的
文
章
や
説

明
的
文
章
の
読
み
に
お
い
て
あ
る
読
解
方
略
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、

古
典
領
域
で
そ
の
使
用
効
果
を
モ
ニ
タ
ー
・
自
己
言
語
化
す
る
ま
で
は
、
古
典

の
読
み
に
お
い
て
そ
れ
を
転
移
活
用
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
学
習
者
が
小
説
を
読
む
際
に
「
自
身
の
経
験
と
関
連
づ
け
て
読
み

を
深
め
る
」
方
略
を
使
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
古
典
を
読
む

際
に
も
そ
の
読
み
方
を
自
然
と
活
用
し
た
り
、
活
用
で
き
る
か
を
確
か
め
よ
う

と
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
現
代
文
領
域
と
同
じ
読

解
方
略
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
場
を
設
け
、
古
典
を
読
む
活
動
に
取
り
組
む
た
め

の
足
場
を
か
け
て
い
く
こ
と
は
有
効
な
学
習
指
導
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
ら

 

こ
こ
に
お
い
て
稿
者
は
、
現
代
文
領
域
か
ら
古
典
領
域
へ
向
け
て
転
移

可
能
だ
と
思
わ
れ
る
各
読
解
方
略
に
注
目
し
て
、
古
典
領
域
に
お
け
る
方
略
指

導
の
場
の
開
発
を
試
み
る
。

３
　
指
導
法
の
構
想

　
古
典
領
域
に
お
け
る
読
解
方
略
指
導
を
開
発
す
る
に
あ
た
り
、
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
指
導
法
に
注
目
す
る
。
現
代
文
領
域
で
は
、
学
習

者
に
読
み
を
深
め
る
た
め
の
各
方
略
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
指
導
法
の
ひ
と
つ
と

し
て
こ
の
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
稿
者
は
エ
リ
ン
・
オ
リ

ヴ
ァ
ー
・
キ
ー
ン
、
山
元
隆
春
・
吉
田
新
一
郎
訳
（
２
０
１
４
）、
ジ
ェ
ニ
・
ポ

れ
た
。

（
註
１
）

─　　─７２



ラ
ッ
ク
・
デ
イ
ら
、
山
元
隆
春
訳
（
２
０
１
３
）
を
参
考
と
し
た
）
が
提
案
さ

れ
て
い
る
。
概
し
て
言
え
ば
こ
の
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と

は
、「
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
」
と
呼
ば
れ
る
読
み
の
方
略
を
学
ぶ
時
間
と
、「
ひ
た

す
ら
読
む
時
間
」
と
呼
ば
れ
る
学
習
者
自
身
に
よ
る
自
由
選
書
と
読
み
の
時
間
、

「
共
有
／
振
り
返
り
の
時
間
」
と
呼
ば
れ
る
自
身
の
方
略
使
用
と
思
考
の
深
ま
り

に
つ
い
て
振
り
返
る
時
間
か
ら
構
成
さ
れ
る
指
導
形
態
で
あ
る
。
こ
の
指
導
法

の
特
徴
の
第
一
は
、
自
由
選
書
型
の
読
書
会
と
同
様
に
、
学
習
者
が
「
読
む
こ

と
に
興
味
を
も
つ
」「
知
的
好
奇
心
を
刺
激
さ
れ
て
熱
烈
に
学
び
た
い
と
思
う
」

「
夢
中
に
な
っ
て
読
む
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
特
徴
の
第
二
は
、
単
な
る
読
書
会
と
は
違
い
、
学
習
者
に
読
解
方

略
を
学
ば
せ
る
た
め
に
効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む

こ
と
に
対
す
る
興
味
関
心
を
高
め
、
読
み
の
方
略
に
つ
い
て
教
師
が
明
示
的
に

説
明
し
、
学
習
者
に
テ
ク
ス
ト
を
読
ま
せ
な
が
ら
実
際
に
そ
の
方
略
を
活
用
さ

せ
、
そ
の
方
略
使
用
の
結
果
ど
の
よ
う
な
点
で
自
分
自
身
の
理
解
が
深
ま
っ
た

と
思
う
か
に
つ
い
て
振
り
返
ら
せ
る
と
い
う
一
連
の
指
導
過
程
が
、
学
習
者
に

読
解
方
略
を
身
に
つ
け
さ
せ
や
す
い
順
序
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
典
領
域

に
お
い
て
も
、
こ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
参
考
と
し
た
指
導

法
を
構
想
実
践
し
、
読
み
を
深
め
る
方
法
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
場
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
意
図
的
に
自
身
の
経

験
と
関
連
づ
け
た
り
、
自
問
自
答
し
て
自
身
の
解
釈
を
変
え
た
り
、
物
語
の
要

点
を
見
極
め
て
想
像
を
広
げ
た
り
し
て
、
主
体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
よ
う
と

す
る
意
欲
の
高
い
学
習
者
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

４
　
研
究
仮
説
と
検
証
方
法

（
１
）
研
究
の
仮
説

　
学
習
者
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
学
習
指
導
に
取
り
組

む
こ
と
に
よ
り
、
現
代
文
領
域
か
ら
転
移
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
各
読
解
方
略

（
今
回
稿
者
が
特
に
想
定
し
た
の
は
、「
理
解
の
た
め
の
七
つ
の
方
法
（
①
関
連

づ
け
る
、
②
質
問
す
る
、
③
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
、
④
推
測
す
る
、
⑤
何
が
大
切

か
見
極
め
る
、
⑥
解
釈
す
る
、
⑦
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
）」（
エ
リ

ン
・
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
キ
ー
ン
、
山
元
隆
春
・
吉
田
新
一
郎
訳
、
２
０
１
４
、p.

    

38   
）
で
あ
る
。
な
お
、「
読
解
方
略
」
と
「
理
解
の
た
め
の
方
法
」
は
と
も
に

reading
strategy

                

の
訳
語
で
あ
り
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。）
を
古
典

読
解
の
際
に
よ
り
活
用
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
降
の
古
典
学
習
に
お

い
て
も
よ
り
主
体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
よ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
研
究
仮
説
の
検
証
方
法

　
ま
ず
、
授
業
実
践
前
後
に
お
け
る
学
習
者
の
「
古
典
領
域
に
お
け
る
各
読
解

方
略
の
活
用
傾
向
」「
古
典
学
習
に
対
す
る
知
的
な
満
足
感
」「
古
典
を
学
習
す

る
意
欲
」
の
変
容
を
測
定
す
る
た
め
の
質
問
紙
を
作
成
し
、
授
業
実
践
の
前
と

後
で
対
象
学
習
者
ら
に
回
答
を
依
頼
す
る
。
こ
の
際
、
因
子
分
析
に
よ
り
各
質

問
項
目
が
学
習
者
の
そ
れ
ら
傾
向
性
を
測
定
す
る
尺
度
と
し
て
適
切
で
あ
る
か

を
確
か
め
て
お
く
（
詳
細
な
分
析
過
程
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、「
回
答
内
容

を
見
る
の
は
指
導
者
だ
け
で
す
」
と
い
う
指
示
の
も
と
、
対
象
学
習
者
（
有
効

回
答
数
＝
三
十
五
）
に
五
件
法
十
六
項
目
の
質
問
紙
に
回
答
さ
せ
た
。
次
に
そ

─　　─７３



の
回
答
値
に
関
し
て
探
索
的
因
子
分
析
（
主
因
子
法
・
プ
ロ
マ
ッ
ク
ス
回
転
）

を
行
い
、
因
子
負
荷
量.450

 
   

以
上
の
項
目
の
み
を
取
り
出
し
て
再
度
因
子
分
析

を
行
い
、
各
因
子
を
想
定
通
り
抽
出
・
命
名
し
た
。
因
子
に
関
係
す
る
質
問
項

目
の
平
均
値
を
尺
度
得
点
と
し
た
。
な
お
各
因
子
の
信
頼
性
係
数
（C

ronbach

 
        

a  
）
は.719

 
   ≤  a  

≤.845

     

で
あ
っ
た
。）。
そ
し
て
授
業
実
践
の
後
で
、
各
尺
度
得
点

に
有
意
な
差
が
あ
る
か
に
つ
い
て
対
応
の
あ
る
t
検
定
に
よ
り
分
析
す
る
。
こ

れ
に
加
え
て
、
学
習
者
の
自
由
記
述
や
感
想
記
述
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
。

５
　
授
業
実
践
の
概
要

　
本
授
業
実
践
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
八

日
に
か
け
て
、『
史
記
』「
四
面
楚
歌
」（
第
一
学
習
社
　
高
等
学
校
古
典
Ｂ
　
漢

文
編
）
の
単
元
を
中
心
に
、
全
五
時
間
の
授
業
を
稿
者
自
身
が
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。
授
業
実
践
の
対
象
は
広
島
県
立
広
高
等
学
校
二
年
生
計
三
十
九
名
で
あ

る
。

　
第
一
時
と
第
二
時
で
は
、
稿
者
が
作
成
し
た
傍
注
資
料
の
よ
う
な
予
習
プ
リ

ン
ト
な
ど
を
活
用
し
て
教
材
「
四
面
楚
歌
」
の
読
解
を
進
め
、
基
本
的
な
文
法

規
則
や
表
面
的
な
物
語
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
第
三
時
か
ら
第

五
時
に
か
け
て
図
書
室
で
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
学
習
指
導

を
実
践
し
た
。
そ
の
授
業
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
ミ
ニ
・

レ
ッ
ス
ン
を
行
い
、
各
読
解
方
略
（「
理
解
の
た
め
の
七
つ
の
方
法
」）
に
つ
い

て
教
師
が
説
明
し
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
際
に
こ
れ
ら
の
読
み
方
を
意
図
的
に
使

う
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆 

教
師
が
各
読
解
方
略
使
用
に
つ
い
て
模
範
的

な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
（
例
：「『
推
測
す
る
』
と
い
う
の
は
つ
ま
り

す
る
。

（
註
２
）

文
章
に
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
『
項

王
の
最
期
』
で
あ
れ
ば
、
項
羽
が
亭
長
に
与
え
た
名
馬
騅
が
以
後
ど
の
よ
う
に

扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
で
す
」）。
第
二
に

ひ
た
す
ら
読
む
時
間
を
設
け
、
学
習
者
に
自
身
が
興
味
を
も
っ
た
史
記
登
場
人

物
を
自
由
に
選
択
さ
せ
、
そ
の
人
物
に
関
連
す
る
テ
ク
ス
ト
を
二
十
分
程
度
読

ま
せ
る
。
こ
の
際
机
間
指
導
で
特
定
の
読
解
方
略
の
使
用
を
促
す
こ
と
も
あ
る

（
例
：「
実
際
に
項
羽
が
自
分
の
上
官
や
上
司
だ
っ
た
ら
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま

す
か
、
い
ま
あ
な
た
が
考
え
た
よ
う
な
こ
と
は
『
関
連
づ
け
る
』『
イ
メ
ー
ジ
を

描
く
』
に
近
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」）。
第
三
に
、
読
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
話

し
合
う
時
間
を
設
け
、
同
じ
登
場
人
物
を
選
ん
だ
三
～
五
人
の
メ
ン
バ
ー
を
集

め
て
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
座
ら
せ
、
そ
の
登
場
人
物
の
個
性
や
生
き
様
が
最
も
よ

く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
記
述
は
ど
こ
か
に
つ
い
て
話
し
あ
わ
せ
る
。
最
後
に
振
り

返
り
の
時
間
を
設
け
、
い
つ
ど
こ
で
ど
の
読
解
方
略
を
使
用
し
た
か
、
そ
の
読

解
方
略
を
使
用
し
た
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
点
で
理
解
が
深
ま
っ
た
と
感
じ
た
か

な
ど
に
つ
い
て
自
己
言
語
化
さ 

各
時
間
で
学
習
者
に
記
述
さ
せ
た
も
の

は
教
師
が
選
別
し
て
ク
ラ
ス
全
体
に
向
け
て
紹
介
し
た
。

　
こ
の
全
四
段
階
の
指
導
を
第
三
時
か
ら
第
五
時
に
お
い
て
繰
り
返
し
た
。
た

だ
し
、
第
三
時
と
第
四
時
に
用
意
し
た
の
は
、「
項
羽
」「
劉
邦
」「
范
増
」「
樊

噲
」「
張
良
」「
陳
平
」「
韓
信
」
と
い
っ
た
登
場
人
物
別
に
抜
粋
し
た
司
馬
遼
太

郎
（
１
９
８
４
）『
項
羽
と
劉
邦
』
や
渡
辺
精
一
（
２
０
０
１
）『
ビ
ジ
ュ
ア
ル

版
　
史
記
物
語
』
な
ど
を
中
心
と
し
た
計
十
六
個
の
現
代
文
の
テ
ク
ス
ト
（
図

１
）
で
あ
る
の
に 

第
五
時
で
用
意
し
た
の
は
「
剣
の
舞
」「
樊
噲
頭
髪
上

指
す
」「
時
利
あ
ら
ず
」「
項
王
の
最
期
」
と
い
っ
た
計
四
個
の
漢
文
訓
読
文
の

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
れ
ら
漢
文
訓
読
文
の
テ
ク
ス
ト
の
文
法
規
則
や

せ
る
。

（
註
３
）

対
し
、

（
註
４
）

─　　─７４



表
面
的
な
物
語
内
容
の
読
解
は
既
に
終
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
項
羽
の

人
物
像
に
つ
い
て
読
み
を
深
め
る
学
習
活
動
に
取
り
組
ま
せ
た
。
第
三
時
と
第

四
時
で
は
、
各
読
解
方
略
の
有
効
性
に
つ
い
て
示
唆
し
、
実
際
に
現
代
文
を
読

む
際
に
学
習
者
に
使
わ
せ
、
そ
れ
が
登
場
人
物
の
性
格
を
理
解
す
る
時
に
ど
れ

だ
け
役
立
っ
た
か
を
振
り
返
ら
せ
た
。
そ
し
て
第
五
時
で
は
こ
れ
と
同
様
の
流

れ
で
、
各
読
解
方
略
が
漢
文
読
解
で
も
有
効
だ
と
示
唆
し
、
実
際
に
訓
読
文
を

読
む
際
に
学
習
者
に
使
わ
せ
、
使
用
成
果
に
つ
い
て
振
り
返
ら
せ
た
。
こ
の
よ

う
な
指
導
の
手
順
は
、
学
習
者
に
「
各
読
解
方
略
は
現
代
文
読
解
の
際
だ
け
で

な
く
漢
文
読
解
の
際
に
も
有
効
に
活
用
で
き
る
」
と
実
感
さ
せ
る
こ
と
を
ね

ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

６
　
検
証
結
果
と
考
察

（
１
）
質
問
紙
分
析
の
結
果
と
考
察

　
本
節
で
は
、
本
授
業
実
践
の
よ
う

な
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
型
の
授
業
を
う
け
る
こ
と
で
、
学

習
者
が
実
際
に
古
典
読
解
の
際
に
各

読
解
方
略
よ
り
活
用
し
よ
う
と
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
ま
た
以
降

の
古
典
学
習
に
お
い
て
も
よ
り
主
体

的
に
古
典
を
読
み
深
め
よ
う
と
す
る

意
欲
を
高
め
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。

ま
ず
は
対
象
学
級
全
体
の
傾
向
性
を

分
析
す
る
た
め
、
質
問
紙
分
析
の
結

果
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
表
１
に
示

し
た
の
が
因
子
の
尺
度
得
点
の
差
の

検
定
（
対
応
の
あ
る
t
検
定
）
の
結

果
、
表
２
に
示
し
た
の
が
各
質
問
項

目
の
回
答
平
均
値
の
差
の
検
定
（
対

応
の
あ
る
t
検
定
）
の
結
果
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
質
問
紙
分
析
の
結
果
を
み

て
み
る
と
、「
古
典
領
域
に
お
け
る

各
読
解
方
略
の
活
用
傾
向
」「
古
典

─　　─７５

 表１　因子尺度得点の平均値の差の検定 n ＝３５

t値SD平均値因子

５．７４*
．８９２．７９実践前

古典領域における各読解方略の活用傾向１
．７９３．３０実践後

４．５７*
．８５２．９０実践前

古典学習に対する知的な満足感２
．７４３．４１実践後

４．９２*
．７０３．４２実践前

古典を学習する意欲３
．７７３．８０実践後

*p ＜．０５

図
１
　
現
代
文
テ
ク
ス
ト
の
例

図
２
　
漢
文
訓
読
テ
ク
ス
ト
の
例



学
習
に
対
す
る
知
的
な
満
足
感
」「
古
典
を

学
習
す
る
意
欲
」
因
子
の
尺
度
得
点
は
す

べ
て
五
％
水
準
で
有
意
に
上
昇
し
て
い
た
。

ま
た
各
質
問
項
目
で
み
て
も
、
計
八
項
目

で
得
点
平
均
値
に
五
％
水
準
で
有
意
な
上

昇
が
み
ら
れ
、
一
項
目
で
得
点
平
均
値
に

十
％
水
準
で
有
意
な
上
昇
傾
向
が
み
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
各
因

子
の
尺
度
得
点
は
授
業
実
践
後
の
方
が
高

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
質
問
紙
分

析
か
ら
は
研
究
仮
説
の
正
し
さ
が
支
持
さ

れ
た
と
考
え
る
。
た
だ
、
第
十
四
項
目

「
教
科
書
に
あ
る
漢
文
を
、
自
分
な
り
の

方
法
で
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

に
お
い
て
は
、
有
意
差
こ
そ
な
い
も
の
の

回
答
平
均
値
に
は
低
下
が
み
ら
れ
た
。
本

授
業
実
践
で
は
読
解
方
略
と
し
て
「
理
解

の
た
め
の
七
つ
の
方
法
」
を
教
師
の
言
葉

で
も
っ
て
提
示
説
明
し
た
が
、
学
習
者
自

身
に
読
解
方
略
を
提
案
さ
せ
た
り
、
読
解

方
略
を
説
明
す
る
言
葉
を
自
分
で
考
え
さ

せ
た
り
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
ら
れ

た
。

─　　─７６

 表２　各項目得点の平均値の差の検定 n ＝３５

t値SD平均値質問項目因子

８．１８*
．９２２．４０実践前本や文章を上手に読むための方法を知っ

ている４１
．９８３．９１実践後

１．４３
１．２７２．７４実践前なぜ国語が得意な人は本や文章をあんな

に楽しそうに読めるのか、わからない５*１
１．２８３．０６実践後

１．８２†
１．０２２．８３実践前教科書にある漢文を理解することは、自

分にとって難しすぎることだ１２*１
．９４３．１４実践後

３．２６*
．６６２．９１実践前古典の授業を受けているとき、自分には

あまりたくさんのことを理解することは
できない

１３*１
．９７３．３４実践後

０．３７
．９２３．０９実践前教科書にある古典を、自分なりの方法で

読んで理解することができる１４１
．９５３．０３実践後

３．９３*
．９３２．８９実践前古典の授業を受けると、もっとたくさん

のことを知りたいという気持ちになる８２
．８５３．４３実践後

３．８８*
１．０４３．０９実践前古典の授業を受けると、「新しいことを知

ることができた」という知的な満足を感
じる

９２
．９９３．６９実践後

３．０５*
．８４２．９４実践前古典の授業を受けると、じっくり考えた

いという気持ちになる１０２
．７８３．４０実践後

３．２６*
１．１６２．６９実践前古典の授業を受けると、そこで学習した

ことについて誰かと話し合いたいと感じ
る

１１２
１．１１３．１１実践後

４．８８*
１．０６２．６０実践前古典の授業を通して学んだことは将来の

生活で役立つと感じる６３
．９３３．２９実践後

１．６８
１．０６３．６６実践前将来あまり役に立たない知識でもそれを

学ぶことにより自分の可能性を開くこと
ができる

１５３
．８７３．８９実践後

２．４７*
．９１４．００実践前古典の授業は自分の努力次第でおもしろ

くなる１６３
．９１４．２３実践後

† p ＜．１０　*p ＜．０５*：反転項目



（
２
）
自
由
記
述
分
析
の
結

果
と
考
察

　
続
い
て
、
学
習
者
個
々
人

が
実
際
に
古
典
読
解
の
際
に

各
読
解
方
略
よ
り
活
用
し
て

読
み
を
深
め
よ
う
と
し
て
い

る
か
を
よ
り
詳
細
に
確
か
め

る
た
め
、
自
由
記
述
の
分
析

（「
あ
な
た
は
高
校
三
年
生
に

な
り
、
今
ま
で
よ
り
難
し
い

古
文
や
漢
文
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
先
生
か
ら
、『
こ

の
文
章
の
主
人
公
の
人
物
像

を
教
え
て
』
と
言
わ
れ
た
時
、

あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す

か
？
」
と
い
う
質
問
に
対
し

て
、「
も
し
あ
れ
ば
書
い
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
指
示
の

上
で
の
記
述
物
の
分
類
）
を

行
っ
た
（
表
３
）。
分
析
の

結
果
、
Ａ
基
準
、
Ｂ
基
準
、

Ｃ
基
準
、
Ｄ
基
準
に
該
当
す

る
記
述
を
し
た
学
習
者
の
割

合
は
そ
れ
ぞ
れ
十
八
・
四
％
、

─　　─７７

 表３　自由記述分析の結果 n ＝３５

割合基準に該当する学習者の記述の典型例方略活用傾向の分類基準

１８．４％

・当てはまる人がいるのなら、自分のクラスにいる
人に登場人物をあてはめて説明する。実在はしな
いけど、もしこんな人がいたらということを想像
して説明する。
・主人公の感情が書かれている部分や言動から想像
してみます。そして自分の経験とつなぎ合わせ人
物像を組み立てます。それでもわからない時は、
マンガなどからヒントを得ます。
・登場人物のカードを作って、それらとの関係や出
来事を現代風の例えに置き換えて文章を説明し、
人物像を考えていく。

方略に対して授業で
説明された以上の意
味づけをしている記
述があり、方略につ
いての知識を自分の
既有経験等と関連づ
けて精緻化している
と思われる

A

２８．９％

・自分が、その人物の気持ちになり、文章には明確
に書かれていなくても、予想し、考えたり、自分
の経験や、今まで倣ったことや得た知識を生かし
て文章を読んでいきたい。
・自分の持っている知識や経験、身近な人に置き換
えるなどして、なるべく簡単に誰でも理解できる
ように伝える。
・イメージを持つことは必要だが設問に答える際は
イメージして推測した内容を書かないようにしな
ければならない。

方略の具体的な使用
方法や適用条件につ
いての記述があり、
方略使用にある程度
有効性を感じている
と思われる

B

４７．４％

・文章の内容から、推測して考える。想像力を働か
せる。周りの人の意見を聞く。
・授業で先生から教わった七つの方法を使っていく。
・自分の持つ知識や経験を思い出し、明確に書かれ
ていないことを予想し、人物像をイメージし、何
が大切な情報なのかを見極めて、文章のわかりに
くい言葉も修正しながら意味を捉えて、文章の情
報と自分の経験を組み合わせて丁寧にまとめた上
で発表します。

方略について授業で
説明したそのままの
記述があり、方略を
借用はしているがそ
の方略使用に有効性
を感じているかはわ
からない

C

５．３％
・ジェスチャーで教える。特徴をとらえて、表現力
豊かに教える。
・（無解答）

授業で説明した方略
についての記述がな
く方略使用に価値を
感じていない可能性
がある
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二
十
八
・
九
％
、
四
十
七
・
四
％
、
五
・
三
％
で
あ
っ
た
。
各
読
解
方
略
の
具

体
的
な
適
用
方
法
や
使
用
条
件
に
つ
い
て
理
解
し
、
方
略
使
用
に
も
有
効
性
を

感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
学
習
者
の
割
合
は
計
四
十
七
・
三
％
で
あ
っ
た
。
こ

の
五
割
弱
の
学
習
者
は
古
典
を
読
む
際
に
各
読
解
方
略
を
実
際
に
使
用
し
て
読

み
を
深
め
て
い
く
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
五
割
弱
の
学
習
者
は
各

読
解
方
略
を
身
に
つ
け
、
読
む
活
動
に
取
り
組
む
た
め
の
足
場
を
形
成
し
、
よ

り
主
体
的
に
古
典
の
読
み
を
深
め
よ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
反
対
に
、
残

り
五
十
二
・
七
％
の
学
習
者
は
古
典
を
読
む
際
に
各
読
解
方
略
を
や
や
活
用
し

よ
う
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
実
際
に
使
用
し
て
読
み
を
深
め
て
い
く

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
五
割
強
の
学
習
者
は
ま
だ
各
読
解

方
略
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
た
め
、
読
む
活
動
に
取
り
組
む
た
め
の
足
場
を
利

用
し
て
主
体
的
に
古
典
の
読
み
を
深
め
よ
う
と
は
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
質

問
紙
分
析
で
は
学
級
全
体
の
傾
向
性
を
分
析
し
て
仮
説
が
支
持
さ
れ
た
と
考
察

し
た
が
、
学
習
者
個
々
人
の
記
述
を
詳
細
に
分
析
し
た
結
果
、
対
象
学
級
の
約

半
数
の
学
習
者
に
お
い
て
の
み
仮
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
わ
か 

（
３
）
授
業
後
感
想
分
析
の
結
果
と
考
察

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
対
象
学
級
の
約
半
数

の
学
習
者
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
学
習
指
導
を
行
う
こ
と

で
、
古
典
読
解
の
際
に
各
読
解
方
略
を
よ
り
活
用
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
り
、

以
降
の
学
習
活
動
に
お
い
て
も
よ
り
主
体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
よ
う
と
す
る

意
欲
を
高
め
て
い
る
。
こ
の
考
察
を
補
強
す
る
た
め
、
最
後
に
学
習
者
の
授
業

後
の
感
想
記
述
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
第
一
に
、
各
読
解
方
略
の
活
用
傾
向
に

関
し
て
は
、「
古
文
・
漢
文
が
分
か
ら
な
い
人
は
読
み
方
を
知
ら
な
い
だ
け
で
、

っ
た
。

（
註
５
）

読
み
方
さ
え
わ
か
れ
ば
誰
で
も
で
き
る
」「
読
む
た
め
の
方
法
を
知
る
こ
と
で

こ
ん
な
に
も
国
語
が
楽
し
く
な
る
も
の
だ
！
」「
プ
ロ
の
読
み
手
の
極
意
７
つ
！

読
み
方
次
第
で
変
わ
る
」
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
授
業
実
践

以
後
の
学
習
者
の
ほ
う
が
よ
り
各
読
解
方
略
を
古
典
読
解
の
際
に
活
用
し
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
だ
ろ
う
。
ま
た
、
主
体
的
に
読
み
深
め
よ
う
と
す
る

学
習
意
欲
に
関
し
て
は
、「
こ
ん
な
に
文
章
に
深
く
入
り
込
ん
だ
授
業
は
な
く
て
、

と
て
も
お
も
し
ろ
く
、
楽
し
い
授
業
だ
と
思
い
ま
し
た
！
深
く
関
わ
れ
て
よ

か
っ
た
で
す
！
」「
読
み
方
の
工
夫
な
ど
、
普
段
か
ら
活
用
で
き
る
も
の
が
多
く
、

予
習
プ
リ
ン
ト
で
詳
細
な
知
識
な
ど
を
知
れ
、
読
む
意
欲
が
増
し
た
。」「
た
く

さ
ん
の
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
つ
い
て
、
ま
た
話
の
内
容
に
つ
い

て
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。
お
も
し
ろ
く
て
楽
し
い
授
業
で
し

た
！
」
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
授
業
実
践
以
後
の
学
習
者
の

ほ
う
が
よ
り
主
体
的
に
読
み
深
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証

拠
だ
ろ
う
。
反
面
、「
七
つ
も
方
法
が
あ
る
の
は
多
い
と
感
じ
た
」「
文
法
に
つ

い
て
も
っ
と
解
説
し
て
も
よ
か
っ
た
と
思
う
」
と
い
っ
た
感
想
記
述
も
み
ら
れ

た
。
肯
定
的
な
感
想
記
述
の
割
合
を
示
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
が
、
少
な
く

と
も
上
記
の
よ
う
な
感
想
を
記
述
し
た
学
習
者
は
、
本
授
業
実
践
に
よ
っ
て
以

前
よ
り
も
主
体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
先
述
の
考
察
は
補
強
さ

れ
た
と
み
な
し
、
研
究
仮
説
の
正
し
さ
が
支
持
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
。

７
　
成
果
と
課
題

　
こ
こ
ま
で
の
考
察
結
果
等
を
踏
ま
え
、
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
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第
一
の
成
果
は
、
よ
り
主
体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
る
学
習
者
を
育
て
る
学

習
指
導
の
形
態
の
ひ
と
つ
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
を
古
典
テ
ク
ス
ト

に
主
体
的
に
取
り
組
ま
せ
る
た
め
に
最
も
望
ま
し
い
方
法
は
、
古
典
そ
の
も
の

が
も
つ
深
い
価
値
や
文
化
的
意
味
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な

い
の
だ
が
、
す
べ
て
の
学
習
者
が
そ
の
よ
う
な
学
習
指
導
に
す
ぐ
に
耐
え
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
提
案
し
た
「
理
解
の
た
め
の
七
つ
の
方
法
」
に
つ
い

て
の
学
習
指
導
を
通
し
て
徐
々
に
足
場
か
け
を
す
る
な
ど
し
て
、
大
野
綾
香
・

富
永
一
登
・
山
元
隆
春
（
２
０
１
５
）
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
学
習
者
に

自
分
な
り
の
解
釈
を
生
み
出
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
中
で
得
た
成
果
を
自

覚
さ
せ
、
新
た
な
興
味
を
持
つ
と
い
う
関
与
の
サ
イ
ク
ル
を
作
り
出
す
こ
と
が

重
要
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
サ
イ
ク
ル
が
維
持
さ
れ
て
生
み
出
さ
れ
る
高
い

学
習
意
欲
あ
っ
て
こ
そ
、
古
典
そ
の
も
の
が
も
つ
深
い
価
値
や
文
化
的
意
味
に

迫
る
授
業
は
実
現
可
能
だ
と
稿
者
は
考
え
る
。
本
研
究
で
効
果
を
検
証
し
た

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
方
略
指
導
を
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
し

て
、
学
習
者
を
主
体
的
に
古
典
の
読
み
を
深
め
る
学
習
者
に
育
て
て
い
く
古
典

学
習
指
導
の
あ
り
方
を
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
、
今

回
読
解
方
略
指
導
の
対
象
と
し
た
「
理
解
の
た
め
の
七
つ
の
方
法
」
が
、
高
校

生
が
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
適
切
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
っ

た
。
高
等
学
校
国
語
科
に
お
い
て
指
導
の
対
象
と
す
べ
き
方
略
を
整
理
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
点
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
」
型
の
学
習
指
導
は
、
学
習
者
に
多
数
の
読
解
方
略
を
使
用
さ
せ

る
の
で
各
方
略
使
用
の
条
件
に
つ
い
て
の
知
識
を
形
成
さ
せ
や
す
い
と
思
わ
れ

た
が
、
こ
う
し
た
指
導
は
個
々
の
方
略
に
つ
い
て
レ
ッ
ス
ン
し
終
え
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
個
々
の
読
解
方
略
に
つ
い
て
の
明
示

的
な
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
が
第
二
の

課
題
で
あ
る
。

　
第
二
の
成
果
は
、『
史
記
』
の
読
み
を
深
め
る
授
業
の
形
態
の
ひ
と
つ
を
示
し

た
こ
と
で
あ
る
。
第
五
時
終
末
に
お
け
る
学
習
者
の
記
述
物
に
は
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。「
項
羽
は
自
分
勝
手
に
動
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
部
下
達
に
う
ら
切

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
人
の
意
見
も
取
り
入
れ
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ

と
だ
と
改
め
て
思
っ
た
」「
項
羽
と
沛
公
を
比
べ
た
時
に
、
や
は
り
仲
間
や
部
下

の
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
大
切
に
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
も
ま
わ
り
の
人
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い
き
た
い
で
す
」

こ
れ
ら
の
よ
う
な
記
述
は
、
司
馬
遼
太
郎
（
１
９
８
４
）『
項
羽
と
劉
邦
』
や
渡

辺
精
一
（
２
０
０
１
）『
ビ
ジ
ュ
ア
ル
版
　
史
記
物
語
』
を
取
り
入
れ
、「
鴻
門

之
会
」「
四
面
楚
歌
」
本
文
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
学
習
活
動
を
組
織
し
た
か

ら
こ
そ
書
か
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
現
代
文
テ
ク
ス
ト
そ

れ
ぞ
れ
に
か
け
る
時
間
や
指
導
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
、
学
習
者
の
実
態
や
指
導
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
こ
の
よ
う
な
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
学
習
指
導
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
『
史
記
』

単
元
に
お
い
て
探
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
稿
者
は
考
え
て 

註（
１
）　
こ
の
よ
う
な
方
略
指
導
の
実
践
報
告
は
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
み
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
践
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
「
現
代
文
と
同
じ
よ
う

な
方
法
で
古
典
を
読
ん
で
も
い
い
ん
だ
」
と
学
習
者
に
実
感
さ
せ
る
よ
う

な
古
典
学
習
指
導
は
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）　
参
考
資
料
上
部
に
こ
の
ミ
ニ
・
レ
ッ
ス
ン
用
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
示
す
。

い
る
。

（
註
６
）
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（
３
）　
学
習
者
の
記
述
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。「
今
日
私
が

使
っ
て
み
た
『
読
む
た
め
の
方
法
』
は
【
③
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
、
⑦
修
正

し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
】
で
す
。
頭
の
中
で
自
分
が
よ
ん
だ
も
の
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
そ
の
文
章
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

そ
し
て
他
人
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
考
え
た
こ
と
を
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
し

た
も
の
に
反
映
さ
せ
る
と
ま
た
よ
り
確
実
で
繊
細
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
い
ち
ば
ん
や
く
に
た
っ
た
こ
と

で
す
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
方
略
使
用
の
成
果
を
自
己
言
語
化
さ
せ
る
こ
と

で
、
方
略
は
転
移
さ
れ
や
す
く
な
る
。
な
お
、
参
考
資
料
下
部
に
こ
の
振

り
返
り
用
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
示
す
。

（
４
）　
森
野
繁
夫
（
１
９
７
１
）
は
、「
し
た
が
っ
て
『
鴻
門
の
会
』
か
ら
『
四

面
楚
歌
』
に
は
い
る
前
に
、
ど
う
し
て
も
、
そ
の
間
の
事
情
が
説
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
項
羽
の
最
期
だ
け
を
読
む
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
意

味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
に
項
羽
が
そ
の
よ
う
な
最

期
を
と
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
、
司

馬
遷
が
『
項
羽
本
紀
』
に
、
更
に
は
『
史
記
』
に
託
し
た
意
図
を
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。」（pp.77–78

         
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
漢
文
を
そ
の
ま
ま

読
む
力
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
学
習
者
に
『
史
記
』
世
界
を
味
わ
わ
せ
る

た
め
に
は
、
本
実
践
の
よ
う
に
現
代
文
テ
ク
ス
ト
等
を
結
び
つ
け
る
の
が

現
実
的
な
手
段
で
あ
る
と
稿
者
は
考
え
る
。

（
５
）　
約
半
数
の
学
習
者
は
、
読
解
方
略
指
導
の
足
場
か
け
に
よ
っ
て
よ
り
主

体
的
に
古
典
を
読
み
深
め
る
意
欲
を
高
め
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
仮
説

を
支
持
す
る
。
残
り
の
学
習
者
は
、
確
か
に
そ
う
し
た
意
欲
を
高
め
て
い

る
と
伺
え
る
部
分
も
あ
る
（
質
問
紙
・
感
想
記
述
）
が
、
意
欲
向
上
は
指

導
過
程
中
の
別
要
因
（
自
由
選
書
形
態
・
班
活
動
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
仮
説
を
支
持
し
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
仮
説
に

対
す
る
厳
密
な
考
察
で
あ
り
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
学

習
指
導
全
体
の
効
果
に
対
す
る
考
察
で
は
な
い
。

（
６
）　
今
回
提
案
し
た
授
業
実
践
は
各
読
解
方
略
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、「
漢
文
も
文
学
的
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
い
う

こ
と
ば
に
関
す
る
も
の
の
見
方
考
え
方
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
仮
に
、「
漢
文
表
現
は
文
字
数
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
想
像

を
ひ
ろ
げ
創
作
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

ば
に
関
す
る
も
の
の
見
方
考
え
方
の
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
た
い
場

合
は
、『
史
記
』
と
『
項
羽
と
劉
邦
』
を
比
べ
読
む
学
習
活
動
な
ど
が
ふ
さ

わ
し
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
学
習
活
動
を
組
織
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

「
司
馬
遼
太
郎
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
読
み
方
を
し
た
の
で
し
ょ
う
か
」
な
ど

と
問
い
か
け
て
い
け
ば
、
各
読
解
方
略
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ

な
が
っ
て
い
く
と
稿
者
は
考
え
る
。
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付
記
（
１
）

　
本
稿
は
、
第
五
八
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
研
究
発
表

（
二
〇
一
七
年
八
月
十
一
日
（
金
）
於
広
島
大
学
教
育
学
部
）「
自
立
し
た
読
者

を
育
て
る
学
習
指
導
の
開
発
─
高
等
学
校
漢
文
へ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
導
入
─
」
の
当
日
発
表
用
資
料
に
大
幅
な
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
質
疑
応
答
の
場
や
発
表
後
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
、
多
く
の

方
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

付
記
（
２
）

　
本
稿
は
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
職
開
発
専
攻
（
教
職
大
学
院
）

教
育
実
践
開
発
コ
ー
ス
の
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
実
地
研
究
Ⅱ
の
成
果
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
本
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
学
の
宮
里
智
恵
教
授
、

山
元
隆
春
教
授
に
、
仮
説
か
ら
考
察
に
至
る
ま
で
ご
指
導
ご
鞭
撻
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
授
業
実
施
に
関
し
て
広
島
県
立
広
高
等
学
校
の
山
田
真
理
子
教
諭

に
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
広
島
大
学
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
　
教
職
大
学
院
　
二
年
）
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