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高
校
に
先
立
つ
形
で
、
大
学
で

徐
々
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ（
Ａ
Ｌ
）。
大

学
で
の
取
り
組
み
は
、
高
校
で
の
Ａ

Ｌ
を
設
計
す
る
上
で
大
き
な
示
唆
と

な
る
。
今
回
は
日
本
の
古
典
文
学
で

の
Ａ
Ｌ
に
つ
い
て
、
成
蹊
大
学
文
学

部
・
平
野
多
恵
教
授
に
う
か
が
っ
た
。

ラ
イ
フ
ス
キ
ル
教
育
を

根
底
に

　
　

Ａ
Ｌ
を
始
め
た
き
っ
か
け
を
。

平
野　

私
は
２
０
０
５
年
に
十
文
字

学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
の
国
語

国
文
専
攻
に
着
任
し
ま
し
た
。
08
年

か
ら
就
職
担
当
の
委
員
と
な
り
、
毎

年
、
一
学
年
80
人
余
の
学
生
と
面
接

し
、
履
歴
書
や
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト

の
添
削
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

08
年
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で
新

卒
就
職
が
急
激
に
悪
化
し
、
短
大
生

も
そ
の
状
況
に
直
面
し
た
年
で
す
。

短
大
は
2
年
間
の
短
い
期
間
で
す
の

で
、
サ
ー
ク
ル
活
動
や
ア
ル
バ
イ
ト

に
つ
い
て
の
経
験
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り

ま
せ
ん
。
専
門
の
日
本
語
や
日
本
文

学
に
つ
い
て
も
な
か
な
か
書
け
ず
、

学
生
は
苦
労
し
て
い
ま
し
た
。

　

短
大
に
来
る
求
人
に
は
、
販
売
職

な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

が
求
め
ら
れ
る
職
種
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
読
書
は
好
き
で

も
人
と
話
す
の
は
苦
手
と
い
う
学
生

も
い
て
、
学
生
た
ち
の
今
後
に
強
い

危
機
感
を
抱
き
ま
し
た
。

　

短
大
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
授
業

を
外
部
講
師
に
委
託
し
て
週
一
で
開

講
し
て
い
ま
し
た
。
学
生
に
混
じ
っ

て
そ
の
授
業
を
聴
講
す
る
う
ち
、
こ

の
よ
う
な
教
育
は
専
任
教
員
が
日
々

の
授
業
の
中
で
や
っ
た
ほ
う
が
い
い

と
、
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
こ
で
10
年
度
か
ら
初
年
次
教
育

の
一
環
と
し
て
、
1
年
次
の
必
修
科

目
「
基
礎
講
読
」
に
「
ラ
イ
フ
ス
キ

ル
教
育
」
を
導
入
し
ま
し
た
。
ラ
イ

フ
ス
キ
ル
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機

構
）
に
よ
れ
ば
「
日
常
生
活
で
生
じ

る
様
々
な
問
題
や
要
求
に
対
し
て
、

建
設
的
か
つ
効
果
的
に
対
処
す
る
た

め
に
必
要
な
能
力
」
で
あ
り
、
学
習

指
導
要
領
の
「
生
き
る
力
」
や
、「
社

会
人
基
礎
力
」
に
重
な
り
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
短
大
教
員
に
と
っ
て
、

ラ
イ
フ
ス
キ
ル
教
育
は
専
門
外
で
す
。

「
な
ぜ
教
員
が
そ
こ
ま
で
…
…
」
と

の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
専
任
教
員

全
員
が
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
エ
ス
ト
の

「
ラ
イ
フ
ス
キ
ル
教
育
」
の
研
修
に

参
加
し
、「
自
己
紹
介
」「
他
己
紹
介
」

「
情
報
検
索
や
図
書
館
の
利
用
方
法
」

「
傾
聴
力
を
学
ぶ
」な
ど
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
組
み
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
で

「
主
体
性
」

　
　
ご
専
門
の
古
典
文
学
の
Ａ
Ｌ
は
？

平
野　

参
加
型
の
授
業
を
始
め
た
の

は
着
任
し
て
す
ぐ
で
す
。
一
コ
マ
90

分
の
授
業
に
板
書
と
講
義
だ
け
で
短

大
生
の
興
味
を
持
続
さ
せ
る
の
は
、

大
変
な
こ
と
で
し
た
。
授
業
を
少
し

で
も
活
性
化
さ
せ
る
た
め
、
例
え
ば

導
入
で
「
今
回
学
ぶ
内
容
と
関
連
の

あ
る
質
問
」
に
答
え
て
も
ら
う
よ
う

に
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
は
最
後
ま
で

授
業
に
関
心
を
持
ち
続
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
後
に
Ａ
Ｌ
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、「
あ
れ
は
Ａ
Ｌ

だ
っ
た
」
と
気
づ
い
た
ん
で
す
。

　
　
古
典
で
Ａ
Ｌ
向
き
の
題
材
は
？

平
野　

①
正
解
が
一
つ
で
は
な
く
、

多
様
な
解
釈
が
で
き
る
も
の　

②
古

典
文
学
の
世
界
に
〈
参
加
〉
で
き
る

も
の　

③
作
品
の
内
容
に
「
共
感
」

で
き
る
も
の　

④
現
代
と
異
な
る
価

値
観
を
含
む
も
の　

⑤
作
品
の
理
解

今を生きるための「古典」
ＡＬで「面白さ」を発見する
●インタビュー 　  　

平野多恵 成蹊大学文学部教授

ひらのたえ● 1973 年富山県生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博
士（文学）。十文字学園女子大学短期大学部准教授を経て、現在、成蹊大学文学
部教授。日本中世文学、おみくじや和歌占いの文化史、アクティブラーニングに
よる古典教育の実践を研究。著書に『明恵　和歌と仏教の相克』（笠間書院）など。

が
深
ま
る
問
い
を
含
む
も
の　

な
ど

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け

る
「
表
題
」
と
「
話
末
評
語
（
説
話

末
尾
の
編
者
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
）」

を
考
え
さ
せ
る
、
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
課
題
文
を
読
み
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
記
入
し
て
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
で

表
題
と
話
末
評
語
を
話
し
合
っ
て
発

表
し
、
最
後
に
コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
で

振
り
返
る　
　

と
い
う
流
れ
で
す
。

重
要
な
の
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
設
計

で
、
こ
れ
が
う
ま
く
で
き
て
い
れ
ば

ワ
ー
ク
が
円
滑
に
進
み
ま
す
。

　
　

Ａ
Ｌ
で
身
に
つ
く
力
は
？

平
野　

ま
ず
グ
ル
ー
プ
や
ペ
ア
ワ
ー

ク
に
よ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
」
で
す
。
ま
た
文
章
に
ま
と
め
て

発
表
す
る
中
で
「
表
現
力
」
も
身
に

つ
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
テ
キ
ス
ト
の

読
解
や
ワ
ー
ク
で
「
思
考
力
」「
理

解
力
」
も
深
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
他

者
へ
の
「
想
像
力
」
や
「
許
容
力
」、

そ
し
て
昔
の
人
の
考
え
を
踏
ま
え
て
、

新
し
い
も
の
を
作
り
出
す「
創
造
力
」

な
ど
、
多
面
的
な
力
が
養
え
ま
す
。

　
　
13
年
か
ら
大
学
に
ご
勤
務
で
す
ね
。

平
野　

学
生
た
ち
は
刺
激
を
与
え
る

と
驚
く
ほ
ど
反
応
し
て
く
れ
ま
す
。

学
生
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
も
、
Ａ
Ｌ

型
授
業
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
」
は
高
ま
っ
て
い
る
と
の
回
答

が
多
い
で
す
。
た
だ
、「
主
体
性
」
は

育
て
方
が
難
し
い
。

　

そ
こ
で
行
っ
て
い
る
の
が
、
外
部

の
人
と
関
わ
る
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型

授
業
で
す
。
例
え
ば
そ
の
一
つ
が
、

ゼ
ミ
生
が
学
園
祭
で
出
展
し
て
い
る

「
歌
占
」。
歌
占
と
は
、
和
歌
に
よ
る

占
い
で
、
本
来
は
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ

る
巫
女
が
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
神

が
か
り
し
て
お
告
げ
の
「
和
歌
」
を

詠
み
出
す
も
の
で
し
た
。
学
生
は
、

来
場
者
の
話
を
聞
き
つ
つ
、
実
に
わ

か
り
や
す
く
和
歌
を
解
説
し
ま
す
。

他
に
も
、
学
生
が
自
ら
企
画
し
た
も

の
と
し
て
、「
御
伽
草
子
キ
ャ
ラ
ク
タ�

ー
診
断
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
機
会
を
通
し
て
、
例
え

ば
リ
ー
ダ
ー
を
任
さ
れ
た
学
生
が

「
人
の
話
を
ま
と
め
る
の
が
う
ま
い

こ
と
」
に
気
付
く
な
ど
、
自
分
の
適

性
を
発
見
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　
　
「
古
典
の
授
業
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

大
き
く
変
わ
り
ま
す
ね
。

平
野　

古
典
は
「
コ
ン
テ
ン
ツ
の
宝

庫
」
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
古
文
を
自

力
で
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ

し
い
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
「
古
典

は
面
白
い
」
と
感
じ
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
特
に
「
今
を
生
き
る
た
め
の

古
典
」
と
い
う
視
点
は
重
要
で
す
ね
。

　
　
雰
囲
気
づ
く
り
が
大
事
で
す
ね
。

平
野　

最
初
の
授
業
で
ク
ラ
ス
の

「
空
気
づ
く
り
」
の
た
め
、必
ず
「
こ

の
授
業
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る

よ
」「
こ
ん
な
ふ
う
に
隣
の
人
と
話

す
ん
だ
よ
」と
伝
え
ま
す
。ま
た
、「
社

会
で
は
好
き
な
人
と
ば
か
り
で
な
く
、

誰
と
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す

る
必
要
が
あ
る
。
大
学
の
授
業
も
そ

う
い
う
場
所
」
と
も
話
し
ま
す
。

　

学
校
は
学
生
が
失
敗
を
許
さ
れ
る
、

恵
ま
れ
た
「
特
別
な
場
所
」
で
す
。

そ
の
「
特
別
な
場
所
」
で
人
と
関
わ

る
練
習
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
事

な
ん
で
す
。
た
だ
、
中
に
は
他
人
と

比
べ
て
落
ち
込
む
学
生
も
い
ま
す
の

で
、「
過
去
の
自
分
と
比
べ
る
よ
う

に
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。

作
品
の「
本
質
」を
問
う

　
　
「
対
話
」
の
質
を
上
げ
る
に
は
？

平
野　

一
つ
は
「
聞
く
力
、傾
聴
力
」。

傾
聴
力
の
話
は
学
生
に
と
て
も
好
評

●視点・インタビュー
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で
す
。「
相
手
の
目
を
見
る
」「
う
な

ず
く
」
な
ど
基
本
の
姿
勢
も
話
し
ま

す
が
、
最
も
大
切
な
の
は
、
相
手
に

関
心
を
持
つ
こ
と
。
ま
た
、
学
生
た

ち
が
一
生
懸
命
、
耳
を
傾
け
て
く
れ

る
こ
と
で
、「
教
員
も
刺
激
を
受
け
て
、

高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
出
せ
る
」

な
ど
、聞
き
手
の
姿
勢
が
、話
し
手
に

与
え
る
影
響
も
押
さ
え
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
授
業
の
最
後
に
は
必
ず

「
コ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
」
を
書
か
せ
て

い
ま
す
。「
良
い
質
問
」
が
あ
れ
ば
、

必
ず
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
良
い
質
問
と
は
？

平
野　

文
学
で
い
え
ば
、
作
品
の
背

景
や
読
解
な
ど
の
本
質
を
問
う
も
の

で
す
。
例
え
ば
「
浦
島
太
郎
」
の
話

で
考
え
て
み
ま
す
。
私
た
ち
が
知
っ

て
い
る「
浦
島
太
郎
」の
結
末
は
、「
竜

宮
城
か
ら
帰
っ
て
き
た
浦
島
太
郎
が

玉
手
箱
を
開
け
る
と
白
髪
の
老
人
に

な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
は
明
治
時
代
の
児
童
文
学
者
の

巌
谷
小
波
に
よ
る
、『
日
本
昔
噺
「
浦

島
太
郎
」』
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
室
町
時
代
か
ら
江

戸
時
代
に
か
け
て
広
く
読
ま
れ
た
御

伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
は
、
玉
手

箱
を
開
け
て
老
人
に
な
っ
た
浦
島
太

郎
が
、
そ
の
の
ち
に
鶴
と
な
り
、
太

郎
が
助
け
た
亀
（
実
は
乙
姫
）
と
共

に
夫
婦
の
明
神
に
な
り
、
め
で
た
し

め
で
た
し
…
…
と
い
う
お
話
で
す
。

　

二
つ
を
比
べ
、「
な
ぜ
結
末
に
違
い

が
あ
る
の
か
」「
ど
う
時
代
が
変
化

し
た
の
か
」
な
ど
は
、「
本
質
的
な
こ

と
に
関
わ
る
質
問
」
に
な
り
ま
す
ね
。

　

室
町
時
代
の
「
浦
島
太
郎
」
か
ら

は
、
当
時
の
神
様
へ
の
信
仰
や
人
々

の
長
寿
へ
の
願
望
が
読
み
取
れ
ま
す
。

さ
ら
に
助
け
た
亀
を
放
し
て
や
っ
た

お
か
げ
で
竜
宮
城
に
行
け
る
と
い
う

点
は
、
動
物
報
恩
譚
（
動
物
の
恩
返

し
）
に
お
け
る
、「
放
生
と
報
恩
」
で

あ
り
、
仏
教
的
な
要
素
も
濃
厚
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
明
治
以
降
の
「
浦

島
太
郎
」
は
、「
子
ど
も
向
け
」
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
的
な
要
素
を

取
り
除
い
て
「
約
束
を
破
っ
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
教
訓
的
な
要
素
を

強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の

教
育
政
策
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
時
代
の
価
値
観
を

つ
か
む
こ
と
」
は
、
古
典
か
ら
学
ぶ

べ
き
こ
と
の
一
つ
で
す
ね
。

始
ま
っ
た
、

大
学
と
高
校
の
連
携

　
　
「
古
典
で
の
Ａ
Ｌ
」
は
、
大
学
で

広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
か
？

平
野　

全
般
的
に
は
「
こ
れ
か
ら
」

で
す
が
、
私
は
13
年
に
大
学
院
で
同

世
代
だ
っ
た
人
た
ち
と
、「
日
本
文
学

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
研
究
会
」

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
学
生
た
ち
の

現
状
に
「
危
機
感
」
を
感
じ
て
い
る

大
学
人
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ベ
ー
ス
に
は
「
世
代
の
問
題
」
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
世
代
で
、
入
試
が
厳
し
い

上
に
就
職
は
超
氷
河
期
で
し
た
。
高

校
時
代
の
友
人
の
中
に
は
今
で
も
非

正
規
雇
用
だ
っ
た
り
、
転
職
が
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
り
…
…
と
様
々
な

人
が
い
ま
す
。
こ
う
し
た
時
代
背
景

も
あ
り
、
専
門
教
育
の
中
で
こ
そ
、

キ
ャ
リ
ア
教
育
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
感
じ
て
い
る
人
が
多
い
ん
で
す
。

　

私
た
ち
は
年
に
２
～
３
回
、
自
分

た
ち
が
行
っ
て
い
る
授
業
の
情
報
交

換
や
、
学
生
参
加
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
は
神
奈

川
の
高
校
の
先
生
も
参
加
さ
れ
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
は
高
校
の
先
生
方
と

も
協
力
し
て
、
日
本
文
学
に
関
す
る

Ａ
Ｌ
型
授
業
の
テ
キ
ス
ト
を
作
れ
た

ら
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
高
校
古
典
の
Ａ
Ｌ
の
注
意
点
を
。

平
野　

先
ほ
ど
挙
げ
た
、「
大
学
で
古

典
文
学
を
学
ぶ
Ａ
Ｌ
の
条
件
」
と
と

も
に
、「
で
き
る
だ
け
敷
居
を
低
く
す

る
こ
と
」
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

「
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
な
る
と
、

興
味
が
持
て
な
く
な
る
か
ら
で
す
。

　

ゼ
ミ
生
の
教
育
実
習
を
毎
年
参
観

す
る
の
で
す
が
、
学
生
は
経
験
が
少

な
い
の
で
「
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
を
聞
か

な
く
て
も
…
…
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

ワ
ー
ク
を
行
い
が
ち
で
す
。
や
は
り

「
何
を
大
事
と
す
る
の
か
」「
意
見
交

換
を
し
て
意
義
の
あ
る
も
の
は
何

か
」「
視
野
が
広
が
る
題
材
は
何
か
」

と
い
う
視
点
が
大
事
で
す
。

　
　
講
義
と
Ａ
Ｌ
の
切
り
分
け
は
？

平
野　

生
徒
の
レ
ベ
ル
に
も
よ
り
ま

す
が
、
古
典
文
法
や
古
典
常
識
な
ど

は
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
Ａ
Ｌ
を
活
用

で
き
ま
す
。
人
に
説
明
す
る
こ
と
は

一
番
の
定
着
に
な
り
ま
す
か
ら
。
ま

た
指
定
範
囲
を
予
習
さ
せ
、
授
業
で

質
問
し
た
り
、
演
習
で
間
違
っ
た
と

こ
ろ
を
意
見
交
換
し
た
り
、
反
転
学

習
も
効
果
が
あ
り
ま
す
ね
。

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

だ
か
ら
こ
そ

　
　

平
野
先
生
ご
自
身
の
大
学
時
代
に

つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

平
野　

大
学
で
イ
ン
ド
に
興
味
が
湧

き
、
あ
る
サ
ー
ク
ル
に
入
っ
た
ん
で

す
。
そ
こ
に
い
る
人
は
み
な
、
人
生

や
日
本
の
将
来
を
真
剣
に
考
え
て
い

ま
し
た
。
90
年
代
前
半
は
バ
ブ
ル
の

残
り
香
も
あ
り
、
真
面
目
な
人
ほ
ど

大
学
に
居
場
所
が
無
か
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
後
か
ら
そ
の
サ
ー
ク
ル

が
オ
ウ
ム
真
理
教
の
ダ
ミ
ー
サ
ー
ク

ル
だ
と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
入

信
せ
ず
に
済
み
ま
し
た
が
、
あ
の
時

代
の
経
験
か
ら
、「
大
学
に
学
生
た
ち

の
居
場
所
を
作
り
た
い
」
と
い
う
思

い
を
、
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
何
度
も
イ
ン
ド
に
渡
り
、

「
生
き
る
手
応
え
」を
感
じ
つ
つ
、「
生

と
死
」
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
扱
う

の
は
中
世
文
学
だ
と
い
う
こ
と
で
行

き
つ
い
た
の
が
、
イ
ン
ド
巡
礼
を
熱

望
し
た
明
恵
上
人
の
研
究
で
す
。

　
　

こ
う
し
た
お
話
を
聞
く
と
、
文
学

を
学
び
た
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
世
の

中
で
は
「
文
学
部
へ
の
逆
風
」
も
吹
い

て
い
ま
す
。

平
野　

確
か
に
学
生
た
ち
は
就
職
活

動
な
ど
で
、「
何
で
文
学
部
な
の
？
」

と
、
聞
か
れ
る
よ
う
で
す
。

　

で
も
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
高
等

教
育
で
学
ぶ
の
は
、「
た
く
さ
ん
の
情

報
を
整
理
分
類
し
て
、
そ
こ
か
ら
重

要
な
題
材
を
選
び
出
し
、
そ
れ
ら
を

論
理
的
に
分
析
し
て
伝
え
て
い
く
こ

と
」
で
、
ど
の
学
部
で
も
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
好
き
な
こ
と
を

学
ん
だ
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
ね
。

　

文
学
部
で
は
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、

心
や
思
想
、
歴
史
、
人
間
に
関
す
る

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
学
べ
ま
す
。
古
文

献
か
ら
当
時
の
医
学
を
研
究
し
て
い

る
人
も
い
ま
す
。
特
に
当
時
の
原
典

を
直
接
調
べ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
の

古
典
研
究
の
醍
醐
味
で
す
。

　
　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
「
古
典
」

の
意
味
も
あ
り
ま
す
ね
。

平
野　

日
本
人
は
外
国
で
は
「
日
本

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
の
が
当
た

り
前
と
見
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

海
外
で
活
躍
す
る
人
に
日
本
文
学
を

も
っ
と
学
ん
で
ほ
し
い
。
私
た
ち
も

戦
略
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
文
学
、
古
典
で
身
に
つ
く
力
は
？

平
野　

文
学
部
で
学
ぶ
力
は
、
流
行

を
追
う
、
即
効
性
の
あ
る
も
の
で
は

な
い
。
効
き
目
は
遅
い
け
れ
ど
、
持

続
力
の
あ
る
力
や
教
養
を
学
ぶ
も
の
、

一
生
に
わ
た
っ
て
人
間
や
文
化
に
関

心
を
持
ち
続
け
る
力
と
、
原
典
を
読

む
力
で
す
。
そ
し
て
「
変
わ
ら
な
い

も
の
は
何
か
」「
変
わ
っ
た
も
の
は

何
か
」、
人
間
の
本
質
に
迫
る
力
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

�

（
構
成
／
福
永
文
子
）

●視点・インタビュー

『歌占カード』猫づくし
（平野多恵著　夜間飛行刊）

平安時代から江戸時代までの和歌
占の伝統を踏まえた 32首による
カード。丁寧な解説を収録。

①『伊勢物語』９段「東下り」の和歌「唐衣きつつなれにし…」
→�折句で文章作りを導入に「かきつばた」折句解説、連想ゲー
ムを導入に縁語の解説

②『枕草子』106段「２月のつごもりごろに」清少納言と藤
原公任の掛け合い
→公任の「少し春ある心地こそすれ」に五七五で句を付ける。
③百人一首を素材にパロディづくり
例：�明けぬれ ば 暮るる ものとは知りながら　なほ恨めし
き 朝ぼらけかな

→ の部分を空欄にして当てはまる表現を考える
④説話の話末を空欄にしてコメントを考える
→:�『古今著聞集』巻8�-�319「刑部卿敦兼と北の方」の話末、�
「優なる北の方の心なるべし」と生徒のコメントを比較し
て、当時の価値観を知る。

⑤『徒然草』190段「妻といふものこそ」
→�結婚の是非についてグループで議論した上で、兼好の意見
について考える

●アクティブラーニングのための古典の素材案


