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一
、
関
連
教
材
を
め
ぐ
る
現
状
と
本
稿
の
目
的

　

本
稿
は
、
陶
淵
明
「
桃
花
源
記
」
を
読
む
に
際
し
て
、
補
助
的
な

関
連
教
材
と
し
て
「
桃
花
源
詩
」
を
取
り
入
れ
た
場
合
に
、
学
習
者

の
読
み
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
実
践
的
に
調

査
し
た
も
の
で
あ
る（

１
）。

　

平
成
30
年
告
示
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
に
は
、

　

作
品
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま

え
な
が
ら
古
典
な
ど
を
読
み
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
深
め
、
作

品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。（
45
頁
。
古
典
探
究
）

と
あ
り
、
同
「
解
説 

国
語
編
」
に
お
い
て
、

　

他
の
作
品
な
ど
と
は
、
同
じ
時
代
に
書
か
れ
た
他
の
作
品
や
、

同
じ
題
材
や
テ
ー
マ
を
も
つ
異
な
る
時
代
に
書
か
れ
た
他
の
作

品
の
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど

と
の
関
係
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
成
立
の
背
景
に
着

目
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
古
典
の
作
品
は
、

他
の
作
品
を
踏
ま
え
て
成
立
す
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
作
品
や

文
章
と
の
関
係
を
押
さ
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。（
261
頁
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
典
に
つ
い
て
は
「
他
の
作
品
」
と

の
関
係
の
中
で
作
品
を
理
解
す
る
必
要
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
漢
文
学
と
日
本
古
典
文
学
あ
る
い
は
漢
文
学
と
日
本
近
現

代
文
学
、
中
国
の
漢
文
学
と
日
本
の
漢
文
学
な
ど
、
様
々
な
「
作
品

や
文
章
と
の
関
係
」
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
漢
文
教
材
そ
の

も
の
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
「
他
の
作
品
」
を
利
用
す
る
こ
と
は
、

意
外
に
も
従
来
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

２
）。

　

と
こ
ろ
で
、
関
連
教
材
を
利
用
し
た
古
典
学
習
は
、
中
華
人
民
共

和
国
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
中
国
国
外
で
唯
一
入
手
可
能

な
人
民
教
育
出
版
社
版
の
教
科
書
を
見
て
み
る
と
、
教
科
書
本
文
の

後
に
附
さ
れ
た
「
研
究
討
論
と
練
習
（
研
討
与
練
習
）」
の
設
問
に

は
関
連
教
材
を
利
用
し
た
も
の
が
一
定
数
見
ら
れ
る（

３
）。

従
来
の
研
究

で
は
、
関
連
教
材
の
利
用
に
は
生
徒
の
自
主
性
を
育
成
す
る
と
い
う

「
桃
花
源
記
」
に
お
け
る
読
み
の
変
化
に
つ
い
て

―
関
連
教
材
「
桃
花
源
詩
」
の
利
用
と
そ
の
効
果
―
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が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（
８
）。

こ
の
よ
う
に
「
記
」
と
「
詩
」
と

の
性
格
が
截
然
と
分
か
れ
て
い
る
点
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
主
要

な
理
由
で
あ
る
。

　

調
査
対
象
者
は
、
筆
者
が
担
当
す
る
ふ
た
つ
の
講
義
の
受
講
生
で

あ
る（

９
）。
ク
ラ
ス
１
は
１
年
生
19
名
を
中
心
と
す
る
32
名
で
あ
り
、
う

ち
22
名
が
国
語
教
育
を
専
攻
し
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
２
は
２
年

生
８
名
を
中
心
と
す
る
12
名
で
あ
り
、
う
ち
10
名
が
国
語
教
育
の
専

攻
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
国
立
大
学
の
大
学
生
で
あ
り
且
つ
教
員
養
成

の
学
部
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
程
度
の
学
力

と
意
欲
と
を
備
え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
の
結
果
を
以
て
高
校
生
一
般
に
お
け
る
効

果
を
推
測
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
回
の
調
査
目
的
は
「
詩
」

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
読
み
が
変
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
証

す
る
点
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
詩
」
を
利
用
し
た
高
校
国
語
の

授
業
を
構
想
す
る
場
合
に
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

て
い
る
。

　

調
査
は
次
の
よ
う
に
行
な
っ
た
。

１
、
授
業
者
（
筆
者
）
が
「
記
」
の
あ
ら
す
じ
や
表
現
上
の
特
色
、

「
詩
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
な
っ
た
。

２
、
学
習
者
（
受
講
生
）
が
各
自
で
「
桃
花
源
記
」
本
文
（
書
き

下
し
文
・
現
代
語
訳
を
附
す
）
を
読
み
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
１
）

～（
４
）
へ
の
記
入
を
行
な
っ
た
。

３
、
授
業
者
が
「
詩
」
の
あ
ら
す
じ
や
表
現
上
の
特
色
に
つ
い
て

目
的
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
胡
雲
二
〇
二
〇
、
路
亜
存
二
〇

二
二（

４
））。

ま
た
、
筆
者
も
教
科
書
教
材
と
関
連
教
材
と
の
関
係
を
分

析
し
、
読
解
の
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
読
解
に
必
要

な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
関
連
教
材
は
学
習
者
の
主
体
的

な
学
び
を
補
助
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た（

５
）。

し
か

し
、
実
際
に
学
習
者
が
独
力
で
教
科
書
教
材
を
読
む
に
際
し
て
、
関

連
教
材
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
記
」
を
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、

「
記
」
の
み
を
読
む
場
合
と
、
関
連
教
材
と
し
て
「
詩
」
を
加
え
て

読
ん
だ
場
合
と
に
お
け
る
読
み
の
変
化
を
調
査
し
た
。

二
、
調
査
の
方
法
と
対
象
者

　
「
記
」
に
お
け
る
創
作
性
や
虚
構
性
に
つ
い
て
は
既
に
議
論
の
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い（

６
）。
た
だ
、
多

く
の
教
科
書
が
文
体
と
し
て
の
「
記
」
を
事
実
の
記
録
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
こ
と
に
従
い
、
作
者
陶
淵
明
に
よ
る
不
思
議
な
村
の
記

録
と
し
て
扱
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る（

７
）。
し
た
が
っ
て
、

「
記
」
に
作
者
の
表
現
上
の
工
夫
や
叙
述
の
巧
み
さ
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
る
が
、
記
録
と
し
て
残
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
そ
の
思
想

や
撰
述
意
図
ま
で
を
も
読
み
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
一
方
、

「
詩
」
は
作
者
陶
淵
明
が
「
記
」
を
素
材
と
し
て
桃
花
源
に
遊
ぶ
空

想
を
繰
り
広
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
作
者
の
思
想
や
価
値
観
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の
想
像
を
さ
ら
に
広
げ
て
な
る
べ
く
詳
し
く
説
明
し
て
下
さ

い
。

　

今
回
、
学
生
に
提
示
し
た
「
記
」
の
第
二
段
落
は
、
次
の
通
り
で

あ
る）

（1
（

。
　

土
地
平
曠
、
屋
舍
儼
然
、
有
良
田
美
池
桑
竹
之
属
。
阡
陌
交

通
、
鶏
犬
相
聞
。
其
中
往
来
種
作
、
男
女
衣
著
、
悉
如
外
人
。

黄
髪
垂
髫
、
並
怡
然
自
楽
。

　

土
地 

平
曠
に
、
屋
舍 

儼
然
と
し
て
、
良
田
美
池
桑
竹
の
属た
ぐ

ひ
有
り
。
阡
陌 

交ま
じ
はり

通
じ
、
鶏
犬 

相
ひ
聞
ゆ
。
其
の
中
に
往

来
し
種
作
す
る
、
男
女
の
衣
著
は
、
悉こ

と

ご
と
く
外
人
の
如
し
。

黄
髪
垂
髫
、
並な

ら
びに
怡
然
と
し
て
自み
づ
から
楽
し
む
。

　

土
地
は
平
坦
で
ど
こ
ま
で
も
広
が
り
、
家
々
は
整
然
と
建
て

ら
れ
、
豊
か
な
田
畑
や
美
し
い
池
が
あ
り
、
桑
や
竹
な
ど
が
生

え
て
い
る
。
あ
ぜ
道
が
縦
横
に
交
わ
り
、
鶏
や
犬
の
声
が
聞
こ

え
る
。
そ
こ
に
行
き
来
し
て
種
ま
き
を
し
た
り
耕
し
た
り
し
て

い
る
男
女
の
服
装
は
、
外
部
の
人
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
白
髪

の
老
人
も
お
さ
げ
の
子
ど
も
も
、
み
な
楽
し
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
詩
」
の
第
７
～
24
句
は
次
の
通
り
。

７　

相
命
肆
農
耕　
　

相あ

ひ
命
じ
て
農
耕
に
肆つ
と

め

８　

日
入
従
所
憩　
　

日 

入
り
て 

憩い
こ

ふ
所
に
従
ふ

９　

桑
竹
垂
余
蔭　
　

桑
竹 

余
蔭
を
垂
れ

10　

菽
稷
随
時
芸　
　

菽
稷 

時
に
随
ひ
て
芸う

う

11　

春
蚕
収
長
糸　
　

春
蚕 

長
糸
を
収
め

の
説
明
を
行
な
っ
た
。

４
、
学
習
者
（
受
講
生
）
は
「
詩
」
本
文
（
書
き
下
し
文
・
現
代

語
訳
を
附
す
）
を
各
自
で
読
み
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
５
）～（
８
）

へ
の
記
入
を
行
な
っ
た
。

５
、
学
習
者
は
自
分
が
記
入
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
踏
ま
え
て
ア

ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
た
。

　

な
お
紙
幅
の
都
合
上
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
内

容
は
次
節
に
記
す
。

三
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
お
よ
び
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析

　
　
　
三

−

一
、
桃
花
源
の
生
活
に
つ
い
て

　

桃
花
源
の
村
の
生
活
を
想
像
し
て
そ
の
魅
力
を
味
わ
う
こ
と
は
、

単
に
物
語
の
舞
台
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
漁
人
を
は
じ

め
と
す
る
登
場
人
物
の
心
理
や
言
動
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
と
思

わ
れ
る
た
め
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
１
）
は
「
記
」
の
第
二
段
落
を
読

ん
で
桃
花
源
の
村
の
様
子
を
想
像
さ
せ
る
設
問
と
し
、（
５
）は「
詩
」

の
第
７
～
24
句
を
読
ん
で
想
像
を
さ
ら
に
広
げ
さ
せ
る
設
問
と
し
た
。

（
１
）
桃
花
源
の
村
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
、
第
二
段
落
の
記
述
か
ら
想
像
し
て
な
る
べ
く
詳
し

く
説
明
し
て
下
さ
い
。

（
５
）「
詩
」
の
第
７
～
24
句
は
、
桃
花
源
の
村
の
人
々
が
ど
の
よ
う

な
生
活
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
陶
淵
明
自
身
が
想
像
を

し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
だ
上
で
（
１
）
で
の
あ
な
た
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気
候
が
穏
や
か
に
な
る
こ
と
を
さ
と
り
、
木
々
が
枯
れ
る

と
風
が
冷
た
く
な
る
こ
と
を
知
る
。
暦
は
無
く
と
も
、
四

季
は
め
ぐ
る
。
こ
こ
は
安
ら
か
で
た
く
さ
ん
の
楽
し
み
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
小
賢
し
い
知
恵
を
働
か
せ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
筆
者
は
前
稿
に

お
い
て
、
既
に
「
詩
」
を

利
用
し
て
い
る
中
国
の
教

科
書
を
参
照
し
な
が
ら
、

村
の
魅
力
に
つ
い
て
９
つ

の
項
目
に
分
け
て
整
理
し

た）
（（
（

。
こ
こ
で
も
そ
の
項
目

を
用
い
て
解
答
を
分
析
し

た
い
。
表
１
は
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
（
１
）（
５
）
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
各
項

目
に
該
当
す
る
解
答
を
し

た
の
べ
人
数
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。「
記
」
の

み
を
読
ん
だ
（
１
）
の
段

階
で
は
１
、「
景
色
が
美

し
い
こ
と
」、
８
、「
自
給

自
足
の
生
活
を
し
て
い
る

12　

秋
熟
靡
王
税　
　

秋
熟 

王
税 

靡な

し

13　

荒
路
曖
交
通　
　

荒
路 

曖
と
し
て
交
は
り
通
じ

14　

鶏
犬
互
鳴
吠　
　

鶏
犬 

互
ひ
に
鳴
吠
す

15　

俎
豆
猶
古
法　
　

俎
豆 

猶
ほ
古
法
に
し
て

16　

衣
裳
無
新
製　
　

衣
裳 

新
製 

無
し

17　

童
孺
縦
行
歌　
　

童
孺 

縱
ほ
し
い
ま
まに
行ゆ

く
ゆ
く
歌
ひ

18　

斑
白
歓
游
詣　
　

斑
白 

歓た
の

し
み
つ
つ
游あ
そ

び
詣い
た

る

19　

草
栄
識
節
和　
　

草 
栄
え
て 

節
の
和や
は
らぐ

を
識
り

20　

木
衰
知
風
厲　
　

木 
衰
へ
て 
風
の
厲つ
め
たき

を
知
る

21　

雖
無
紀
歴
志　
　

紀
歴
の
志 
無
し
と
雖い
へ
ども

22　

四
時
自
成
歲　
　

四
時 

自お
の
づ
から

歲
を
成
す

23　

怡
然
有
余
楽　
　

怡
然
と
し
て
余ゆ

た

か
な
る
楽た
の
しみ
有
り

24　

于
何
労
智
慧　
　

何
に
于お

い
て
か
智
慧
を
労
わ
づ
ら
はさ
ん

　

た
が
い
に
声
を
か
け
あ
っ
て
農
耕
に
は
げ
み
、
日
が
沈

む
と
思
い
思
い
に
休
憩
す
る
。
桑
や
竹
は
よ
く
育
っ
て
大

き
な
木
陰
を
つ
く
り
、
豆
や
粟
は
季
節
に
応
じ
て
植
え
ら

れ
る
。
春
の
カ
イ
コ
か
ら
は
長
い
生
糸
が
と
れ
、
秋
の
収

穫
に
は
天
子
さ
ま
へ
の
年
貢
が
か
か
ら
な
い
。
草
深
い
道

は
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
縦
横
に
行
き
か
い
、
鶏
や
犬
は
そ

れ
ぞ
れ
鳴
い
た
り
吠
え
た
り
し
て
い
る
。
儀
式
や
食
事
の

器
は
昔
な
が
ら
の
も
の
を
使
い
、
衣
服
も
新
し
い
意
匠
の

も
の
は
無
い
。
子
ど
も
た
ち
は
自
由
に
遊
び
歌
い
、
老
人

た
ち
は
楽
し
げ
に
訪
ね
あ
う
。
草
木
が
花
を
咲
か
せ
る
と

表１　桃花源の生活についての想像　※のべ人数（名）

項　　　目 （１）（５）
１ 景色が美しいこと 15 5
２ 土地が肥えていること 1 1
３ 産物が豊富であること 3 6
４ 生活習慣が淳朴であること 0 16
５ 社会が平等であること 8 9
６ 戦争や迫害がないこと 6 6
７ 重税がないこと 0 5
８ 自給自足の生活をしていること 18 26
９ 生活が平和で楽しいこと 14 17
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ア
ン
ケ
ー
ト
（
Ｑ
１
）
で
は
、
村
の
様
子
や
村
人
の
生
活
を
よ
り

詳
し
く
想
像
す
る
こ
と
は
「
漁
人
」「
太
守
」「
劉
子
驥
」
ら
の
心
情

や
行
動
を
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
思
う
か
、
と
い
う
質
問
を
し

た
。
図
１
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
学
習
者
は
概
ね
村
の
生
活
を
想
像

す
る
こ
と
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
に

関
連
し
て
特
筆
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
表
１
に
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、（
５
）
の
解
答
の
中
に
桃
花

源
に
住
む
村
人
の
人
間
性
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
全
44

名
の
う
ち
13
名
）。
素
朴
で
善
良
な
村
人
の
性
格
が
豊
か
で
余
裕
あ

る
生
活
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
気
づ
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
狡
知
を
め
ぐ
ら
す
「
漁
人
」
や
そ
の
背
後
に
い
る
「
太
守
」

（
と
も
に
俗
世
を
代
表
す
る
存
在
）
と
の
対
比
や
、
村
に
憧
れ
る
劉

子
驥
の
心
情
理
解
を
容
易
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　
　
　
三

−

二
、
作
者
が
関
心
を
持
っ
た
人
物

　
「
記
」
で
は
、
桃
の
花
が
咲
き
誇
る
林
に
迷
い
こ
ん
だ
「
漁
人
」

が
洞
窟
を
通
っ
て
不
思
議
な
村
を
発
見
し
、
村
人
に
歓
待
を
受
け
る

も
、
別
れ
に
際
し
て
秘
密
の
保
持
を
頼
ま
れ
る
。
し
か
し
、「
漁
人
」

は
太
守
に
村
の
存
在
を
報
せ
、
再
訪
を
企
て
る
が
失
敗
す
る
、
と
い

う
筋
書
き
で
あ
り
、
主
人
公
を
「
漁
人
」
と
す
る
こ
と
に
恐
ら
く
異

論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
「
記
」
全
体
を
俯
瞰

的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、「
主
人
公
＝
漁
人
」
の
視
点
か
ら
読
む
の

こ
と
」、
９
、「
生
活
が
平
和
で
楽

し
い
こ
と
」
を
想
像
し
た
者
が
多

か
っ
た
。
一
方
、「
詩
」
を
読
ん

だ
後
の
（
５
）
で
は
、
１
が
減
少

し
た
代
わ
り
に
４
、「
生
活
習
慣

が
淳
朴
で
あ
る
こ
と
」
を
想
像
し

た
者
が
増
加
し
た
。
確
か
に
、

「
詩
」
に
は
の
ん
び
り
と
働
く
村

人
の
日
常
や
伝
統
を
守
っ
た
生
活

様
式
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
の
描
写
に
よ
っ
て
想
像
を
ふ

く
ら
ま
せ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、「
詩
」
の

み
に
記
述
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し

て
は
他
に
３
・
７
が
あ
り
、（
５
）
の
解
答
で
は
増
加
す
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
微
増
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
８
、「
自
給
自
足
の
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
」
に
つ

い
て
は
、
微
増
し
て
い
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、（
１
）
で
は

田
畑
や
池
、
住
宅
、
鶏
犬
な
ど
物
質
的
な
面
に
つ
い
て
の
記
述
が
主

に
な
さ
れ
て
お
り
、（
５
）
で
は
「
詩
」
の
第
７
・
８
句
「
相あ

ひ
命

じ
て
農
耕
に
肆つ

と

め
、
日 

入
り
て 

憩い
こ

ふ
所
に
従
ふ
」
な
ど
に
着
目
し

た
村
人
の
生
活
と
い
う
面
か
ら
の
記
述
が
な
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ

た
。
こ
の
点
も
「
詩
」
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
る
変
化
と
考
え
ら
れ
る
。

0
2

7
15

20

0 5 10 15 20 25

まったく役立たない

あまり役立たない

どちらとも言えない

やや役立つ

とても役立つ

図１　アンケートQ１：村の生活を想像することは「漁
人」ほか登場人物の理解に役立つか（クラス１・２合算）
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５　

往
跡
浸
復
湮　
　

往
き
し
跡
は
浸や
う
やく

復ま

た
湮う
づ
もれ

６　

来
径
遂
蕪
廃　
　

来
た
れ
る
径み

ち

も
遂
に
蕪
廃
す

　

む
か
し
秦
の
始
皇
帝
が
平
和
を
乱
し
、
賢
者
た
ち
は
そ

の
乱
れ
た
世
を
避
け
た
。
夏
黄
公
や
綺
里
季
は
商
山
に
向

か
い
、
こ
の
人
々
も
ま
た
逃
れ
た
。
彼
ら
が
歩
ん
だ
足
跡

は
次
第
に
埋
も
れ
、
彼
ら
が
通
っ
て
き
た
道
は
そ
の
ま
ま

荒
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
三

−

一
に
挙
げ
た
第
７
～
24
句
は
全
て
村
人
の
生
活
を
描

く
も
の
で
あ
り
、「
詩
」
の
中
核
を
成
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
詩
」
の
結
び
は
、

31　

願
言
躡
軽
風　
　

願
は
く
は
言こ

こ

に
軽
風
を
躡ふ

み

32　

高
挙
尋
吾
契　
　

高
く
挙
が
り
て
吾
が
契
を
尋
ね
ん

　

願
わ
く
は
疾
風
に
乗
り
、
空
高
く
飛
ん
で
私
の
心
に
か

な
う
あ
の
人
々
を
訪
ね
た
い
も
の
だ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
桃
花
源
の
人
々
を
訪
ね
た
い
と
い
う
作
者
の
願
望

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
関
心
が
村
人
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑

い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
問
い
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
詩
」
を
読
む
こ

と
が
考
え
を
形
成
す
る
上
で
参
考
に
な
っ
た
か
（
Ｑ
２
）
と
質
問
し

た
。
図
２
は
、「
詩
」
を
読
ん
で
回
答
を
変
更
し
た
人
と
変
更
し
な

か
っ
た
人
と
に
分
け
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
回
答
を
変
更
し
た

人
は
、
全
員
が
「
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
」「
や
や
参
考
に
な
っ
た
」

と
回
答
し
て
お
り
、「
詩
」
が
回
答
の
変
更
に
有
効
に
働
い
た
こ
と

み
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
学
習
者
に
は
、
作
者
が
関
心
を
持

っ
て
い
た
人
物
は
誰
か
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
人
公
＝
漁
人
」

と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
を
与
え
よ
う
と
考
え
た
。

（
２
）「
桃
花
源
記
」
の
中
で
、
陶
淵
明
が
最
も
関
心
を
持
っ
て
い
た

人
物
は
誰
だ
と
思
う
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
理
由
と
と
も
に

答
え
て
下
さ
い
。

（
６
）「
詩
」
を
読
ん
だ
上
で
（
２
）「
陶
淵
明
が
最
も
関
心
を
持
っ

て
い
た
人
物
は
誰
だ
と
思
う
か
」
の
回
答
を
変
更
し
た
り
補

足
し
た
り
す
る
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
答
え
て
下
さ
い
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
２
）
の
段
階
で
「
漁
人
」
と
回
答
し
た
者
は
全

44
名
の
う
ち
21
名
で
あ
り
、
約
半
数
を
占
め
た
。
こ
の
う
ち
16
名
が

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
６
）
で
回
答
を
「
村
人
」
に
変
更
し
た
。
ま
た
、

は
じ
め
「
太
守
」
や
「
劉
子
驥
」
と
回
答
し
て
い
た
が
「
詩
」
を
読

ん
で
「
村
人
」
に
変
更
し
た
者
が
７
名
、
は
じ
め
か
ら
「
村
人
」
と

回
答
し
変
更
し
な
か
っ
た
者
が
９
名
お
り
、
最
終
的
に
32
名
が
「
村

人
」
と
回
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
は
、
恐
ら
く
「
詩
」
の
内
容
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
詩
」
は
村
人
の
祖
先
が
秦
末
の
乱
世
を
避
け
て
姿
を
消
す
と
こ
ろ

か
ら
詠
い
起
こ
さ
れ
る
。

１　

贏
氏
乱
天
紀　
　

贏
氏 

天
紀
を
乱
し

２　

賢
者
避
其
世　
　

賢
者 

其
の
世
を
避
く

３　

黄
綺
之
商
山　
　

黄
綺 

商
山
に
之ゆ

き

４　

伊
人
亦
云
逝　
　

伊こ

の
人
も
亦ま

た
云こ
こ

に
逝ゆ

く
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い
う
。
こ
れ
は
「
記
」
に
お
け
る
最
大
の
謎
、
す
な
わ
ち
村
へ
の
再

訪
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
謎
に
対
し
て
学
習

者
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
見
る
た

め
に
次
の
よ
う
な
問
い
を
設
け
た
。

（
３
）
村
を
出
た
漁
師
は
、
な
ぜ
再
び
村
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
か
。
本
文
の
中
か
ら
根
拠
と
な
る
記
述
を
抜
き
だ

し
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
答
え
て
下
さ
い
。

（
７
）（
３
）「
村
を
出
た
漁
師
は
、
な
ぜ
再
び
村
に
戻
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
、
陶
淵
明
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
、「
詩
」
の
中
か
ら
根
拠
と
な
る
記
述
を
抜
き

だ
し
て
答
え
て
下
さ
い
。
ま
た
、
あ
な
た
は
そ
の
考
え
を
ど

う
思
う
か
答
え
て
下
さ
い
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
３
）
で
は
、「
漁
人
」
が
村
人
と
の
約
束
を
破

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
回
答
し
た
者
が
多
数
を
占
め
た
（
全
44
名

の
う
ち
32
名
）。
こ
れ
は
村
を
出
た
後
の
「
漁
人
」
の
言
動
を
見
れ
ば
、

妥
当
な
結
果
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
彼
ら
が
本
文
か
ら
抜

き
だ
し
た
「
根
拠
と
な
る
記
述
」
に
あ
る
。
確
か
に
「
記
」
に
は
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

○
村
人
が
「
漁
人
」
に
対
し
て
、
村
の
存
在
を
他
言
し
な
い
よ
う
に

依
頼
し
た
こ
と
。

　

停
数
日
、
辞
去
。
此
中
人
語
云
「
不
足
為
外
人
道
也
」。

　

停と
ど

ま
る
こ
と
数
日
に
し
て
辞
去
す
。
此
の
中
の
人 

語つ

げ
て

云
ふ
「
外
人
の
為た

め

に
道い

ふ
に
足
ら
ず
」
と
。

が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
三

−

三
、
再
訪
不
能
に
対
す
る
作
者
の
見
解

　

村
を
出
た
後
、
漁
師
は
自
分
の
船
を
見
つ
け
て
、
も
と
来
た
道
を

戻
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
に
目
印
を
つ
け
て
お
い
た
。
武
陵
郡
の
ま
ち

に
着
く
と
、
太
守
に
自
分
の
体
験
を
話
し
た
。
太
守
は
部
下
に
命
じ

て
漁
師
に
同
行
さ
せ
、
さ
き
に
つ
け
た
目
印
を
辿
ら
せ
た
が
、
彼
ら

は
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
て
村
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

22

6
5

3

7

1

0

5

10

15

20

25

回答を変更した人 回答を変更しなかった人

とても参考になった やや参考になった

どちらとも言えない あまり参考にならなかった

図２　アンケートQ２：回答の変更と「詩」参考の程度
（クラス１・２合算）
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の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
は
出
来
事
を
記
し
た
も
の

で
は
あ
る
が
、「
な
ぜ
戻
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の

か
」
と
い
う
理
由
を
説
明
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ン
ケ

ー
ト
（
Ｑ
３
）
の
結
果
は
図

３
の
よ
う
に
自
信
の
あ
る
な

し
が
相
半
ば
す
る
双
峰
型
を

示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

「
記
」
本
文
か
ら
根
拠
を
探

し
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

半
数
近
く
が
懐
疑
的
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

　

実
は
「
記
」
と
時
代
を
同

じ
く
す
る
志
怪
小
説
で
は
怪

異
の
み
を
記
し
て
、
そ
の
原

因
や
理
由
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
な
い
の
は
普
通
の
こ
と
な
の
で

あ
る）

（1
（

。
今
回
の
調
査
で
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
指
示
も
影
響
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
が
、
学
習
者
側
に
志
怪
小
説
を
読
ん
だ
経
験
が
不
足
し
て

い
れ
ば
、
本
文
中
の
関
連
の
あ
り
そ
う
な
記
述
を
、
無
理
に
根
拠
と

見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
は
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
文
の
中
に
根
拠
が
な
い
と
す
れ
ば
、「
な
ぜ
戻
る
こ
と

　

漁
師
は
数
日
と
ど
ま
っ
た
後
で
い
と
ま
ご
い
を
し
た
。
こ
の

村
の
人
々
は「
外
の
人
に
は
何
も
お
話
し
な
さ
ら
な
い
よ
う
に
」

と
告
げ
た
。

○
「
漁
人
」
が
帰
り
道
に
目
印
を
つ
け
て
お
い
た
こ
と
。

　

既
出
、
得
其
船
、
便
扶
向
路
、
処
処
誌
之
。
及
郡
下

　

既
に
出
で
、
其
の
船
を
得
て
、
便
ち
向さ

き

の
路
に
扶よ

り
、
処
処

に
こ
れ
を
誌し

る

す
。

　

そ
こ
を
出
た
後
で
、
漁
師
は
自
分
の
船
を
見
つ
け
る
と
、
も

と
来
た
道
を
た
ど
っ
て
戻
っ
た
が
、
あ
ち
こ
ち
に
目
印
を
つ
け

て
お
い
た
。

○
太
守
に
村
の
存
在
を
告
げ
た
こ
と

　

及
郡
下
、
詣
太
守
、
説
如
此
。

　

郡
下
に
及
び
、
太
守
に
詣い

た

り
、
説
く
こ
と
此か

く
の
如
し
。

　

武
陵
郡
の
ま
ち
に
着
く
と
、
太
守
の
も
と
に
参
上
し
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
話
し
た
。

○
目
印
を
辿
っ
た
が
再
訪
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

　

太
守
即
遣
人
随
其
往
、
尋
向
所
誌
、
遂
迷
不
復
得
路
。

　

太
守 

即
ち
人
を
遣つ
か

は
し
て
其
の
往
く
に
随
ひ
、
向さ
き

に
誌し
る

す

所
を
尋
ね
し
む
る
も
、
遂
に
迷
ひ
て
復ま

た
路
を
得
ず
。

　

太
守
は
す
ぐ
に
部
下
に
命
じ
て
、
漁
師
の
あ
と
に
つ
い
て
行

か
せ
、
さ
き
に
つ
け
た
目
印
を
辿
ら
せ
た
が
、
そ
の
ま
ま
迷
っ

て
し
ま
っ
て
道
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

学
習
者
は
、
お
お
む
ね
以
上
の
記
述
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
た

1

16

4

18

5

0 5 10 15 20

まったく自信がない

あまり自信がない

どちらとも言えない

やや自信がある

とても自信がある

図３　アンケートQ3：「桃花源記」から抜きだした根拠
に自信はあるか（クラス１・２合算）
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た
の
考
え
を
理
由
と
と
も
に
答
え
て
下
さ
い
。

　

表
２
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
４
）（
８
）
の
記
述
を
集
計
し
、
人
数

の
多
か
っ
た
上
位
５
項
目
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
複
数
の
項
目
に

か
か
る
回
答
が
多
か
っ
た
た
め
、
の
べ
人
数
に
よ
っ
て
集
計
し
て
い

る
。

　

こ
れ
に
拠
れ
ば
、（
４
）
す
な
わ
ち

「
記
」の
み
を
読
ん
だ
時
点
で
は
、「
漁

人
」
の
裏
切
り
に
着
目
し
て
「
約
束
を

破
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」、「
欲
を
出
す

こ
と
は
よ
く
な
い
」
と
す
る
者
が
多
か

っ
た
こ
と
が
判
る
。
と
こ
ろ
が
、「
詩
」

を
読
ん
だ
後
の
（
８
）
で
は
、
こ
れ
ら

の
回
答
は
姿
を
消
し
、「
俗
世
に
対
す

る
批
判
」
と
す
る
者
が
多
数
を
占
め
た
。

　

確
か
に
「
記
」
を
読
み
進
め
て
ゆ
く

と
、
村
を
出
て
太
守
に
密
告
を
す
る
場

面
で
、
我
々
は
「
漁
人
」
に
対
す
る
反

発
や
落
胆
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
場

合
、「
記
」
は
「
約
束
を
破
る
こ
と
は

よ
く
な
い
」「
欲
を
出
す
こ
と
は
よ
く

な
い
」
と
い
う
ご
く
常
識
的
な
教
訓
を

与
え
る
寓
話
と
し
て
我
々
の
目
に
映
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
記
」
に
そ
の
よ
う
な

が
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
作
者
陶
淵
明
の
見
解
を
尋

ね
る
他
は
な
い
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
７
）
は
そ
の
こ
と
を
企
図
し
た

も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
員
が
「
詩
」
の
第
27
・
28
句
「
淳
薄 

既
に

源
を
異こ

と

に
し
、
旋た
ち
まち

に
し
て
復ま

た
幽
蔽
に
還
る
（
淳
薄
既
異
源
、
旋

復
還
幽
蔽
）」
を
抜
き
だ
し
た
。
こ
の
句
に
お
い
て
作
者
は
、
村
人

の
淳
朴
さ
と
「
漁
人
」
に
代
表
さ
れ
る
俗
世
の
浮
薄
さ
と
が
、
も
は

や
相
容
れ
な
い
ほ
ど
に
懸
絶
し
て
い
る
こ
と
が
、
村
の
消
失
（
す
な

わ
ち
「
漁
人
」
が
再
訪
不
能
に
な
っ
た
こ
と
）
に
関
わ
っ
て
い
る
、

と
捉
え
て
い
る）

（1
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
も
再
訪
不
能
と
な
っ
た
仕
組

み
を
解
明
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の

見
解
を
通
じ
て
「
記
」
を
読
む
時
、
学
習
者
は
そ
こ
に
桃
花
源
と
俗

世
と
の
対
立
の
構
図
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
三

−

四
、
作
者
の
主
張
に
つ
い
て

　

最
後
に
、
学
習
者
が
「
桃
花
源
記
」
の
撰
述
意
図
を
ど
の
よ
う
に

考
え
た
か
、
ま
た
そ
れ
は
「
詩
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

か
を
調
べ
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
た
。

（
４
）
陶
淵
明
は
「
桃
花
源
記
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
主

張
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
理
由
と
と
も
に

答
え
て
下
さ
い
。

（
８
）（
４
）「
陶
淵
明
は
『
桃
花
源
記
』
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
か
」
に
つ
い
て
、「
詩
」
で
陶
淵

明
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
、
あ
な

表２　陶淵明は何を主張しようとしたか　※のべ人数（名）

項　　　目 （４）（８）
１ 約束を破ることはよくない 15 0
２ 欲を出すことはよくない 12 0
３ 理想郷・隠逸への憧れ 7 16
４ 俗世に対する批判 4 22
５ 純粋さ・淳朴さへの憧れ 0 7
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ま
た
「
理
想
郷
・
隠
逸
へ
の
憧
れ
」・「
村
人
の
純
粋
さ
・
淳
朴
さ

へ
の
憧
れ
」
と
す
る
者
も
増
加
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、「
詩
」

を
通
じ
て
村
の
生
活
へ
の
空
想
を
広
げ
る
こ
と
や
、
作
者
が
関
心
を

抱
い
て
い
た
村
人
へ
の
視
点
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
結
果
に

繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　

繰
り
返
す
が
、「
記
」
の
み
を
読
む
と
す
れ
ば
、
約
束
の
破
棄
や

強
欲
を
誡
め
る
寓
話
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
陶
淵
明
の
撰
述
意
図
を
探
ろ

う
と
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
陶
淵
明
の
「
盛

年 

重
ね
て
来
た
ら
ず
、
一
日 

再
び
晨
な
り
難
し
。
時
に
及
び
て
当

に
勉
励
す
べ
し
、
歳
月
は
人
を
待
た
ず
（
盛
年
不
重
来
、
一
日
難
再

晨
。
及
時
当
勉
励
、
歳
月
不
待
人
）」（「
雑
詩
」
十
二
首 

其
一
）
で

あ
る
。
こ
の
詩
句
の
み
を
見
れ
ば
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
刻
苦
勉
励
す

る
こ
と
を
勧
め
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実

は
こ
の
詩
句
は
「
歓
を
得
て
は
当
に
楽
し
み
を
作な

す
べ
く
、
斗
酒
も

て
比
隣
を
聚あ

つ

め
ん
（
得
歓
当
作
楽
、
斗
酒
聚
比
隣
）」
を
承
け
た
も

の
で
あ
っ
て
、
酒
を
飲
ん
で
遊
び
楽
し
む
こ
と
を
説
い
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
一
部
を
取
り
上
げ
、
他
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
誤

読
の
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
桃
花
源
詩
」
も
ま
た
多
く
の
漢

文
学
習
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
な
く
隠
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
受
講
生
た
ち
は
桃
花
源
の
村
の
生

活
を
想
像
す
る
こ
と
や
そ
こ
で
暮
ら
す
村
人
た
ち
に
注
目
す
る
こ
と
、

側
面
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、「
詩
」
に
お
い
て
は
や
や
異
な
る

方
向
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

第
23
・
24
句
「
怡
然
と
し
て
余ゆ

た

か
な
る
楽た
の
しみ

有
り
、
何
に
于お

い
て

か
智
慧
を
労

わ
づ
ら
はさ
ん
（
怡
然
有
余
楽
、
于
何
労
智
慧
）」
に
お
け
る
「
智

慧
」
は
『
老
子
』
十
八
章
の
「
大
道 

廃
れ
て
、
仁
義
有
り
。
智
慧 

出
で
て
、
大
偽
有
り
（
大
道
廃
、
有
仁
義
。
智
慧
出
、
有
大
偽
）」

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
欺
瞞
や
詐
偽
を
意
味
す
る
。

　

ま
た
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
第
27
・
28
句
「
淳
薄 

既
に
源
を

異こ
と

に
し
、
旋た
ち
まち

に
し
て
復ま

た
幽
蔽
に
還
る
（
淳
薄
既
異
源
、
旋
復
還

幽
蔽
）」
は
村
人
の
淳
朴
さ
と
俗
世
の
浮
薄
さ
と
の
隔
絶
を
指
摘
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
詩
」
で
は
「
漁
人
」
個
人
を
問

題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
狡
猾
な
言
動
を
俗
世
全
体
に
共
通
す

る
悪
弊
と
捉
え
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
表
２
を
振
り
返
る
と
、
確
か
に
（
４
）
の

時
点
で
は
「
約
束
を
破
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」、「
欲
を
出
す
こ
と
は

よ
く
な
い
」
と
い
う
「
漁
人
」
の
個
人
的
な
倫
理
の
欠
如
が
問
題
に

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、（
８
）
で
は
「
漁
人
」
で
は
な
く
「
俗
世
」

へ
と
批
判
の
対
象
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
「
詩
」
の
見
方
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
教
訓
の
物
語
か
ら
社

会
批
判
の
物
語
へ
と
読
み
が
変
化
し
た
と
言
え
よ
う
。「
記
」
を
読

ん
だ
（
４
）
の
時
点
で
「
俗
世
に
対
す
る
批
判
」
と
し
て
い
た
者
が

４
名
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
「
詩
」
の
影
響
が
大
き

か
っ
た
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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述
意
図
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
員
が
「
詩
」
を
「
明

確
な
根
拠
」「
一
応
の
根
拠
」
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
分
析
結
果
と
と
も
に
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
も
ま
た
筆
者
の
考
え
を
有
力
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
る）

（1
（

。

四
、
結
び

　

本
稿
冒
頭
に
示
し
た
新
し
い
「
学
習
指
導
要
領
」
の
方
針
に
沿
っ

て
、
今
後
は
「
他
の
作
品
」
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
教
材
開
発
が
進

む
と
想
像
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
他
の
作

品
」
と
組
み
あ
わ
せ
る
こ
と
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
組
み
あ

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
教
材
の
理
解
に
ど
の
よ
う
に
資
す
る

か
、
と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
省

略
し
た
が
、
本
来
は
単
元
や
授
業
の
目
的
等
に
即
し
て
、
関
連
教
材

を
利
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
本
稿
に
些
か
で
も
貢
献
す
る
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
学
習
者
が
自
己
変
革
を
起
こ
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
回

の
調
査
で
は
、
学
習
者
同
士
に
よ
る
話
し
合
い
の
時
間
は
設
け
て
い

な
い
。
各
自
が
独
力
で
読
み
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
ひ

と
つ
の
事
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
関
連
教
材
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う

に
学
習
者
自
身
の
考
え
の
形
成
に
資
す
る
働
き
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
し
も
、
彼
ら
が
「
桃
花
源
記
」
を
め
ぐ
る
様
々
な
テ

ー
マ
で
話
し
合
い
を
す
る
と
す
れ
ば
、
単
な
る
印
象
で
は
な
く
、
陶

淵
明
の
詩
文
を
根
拠
と
し
た
議
論
を
展
開
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
漁
人
」
が
再
訪
不
能
と
な

っ
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
、

そ
し
て
な
ぜ
「
桃
花
源
記
」

と
い
う
形
で
不
思
議
な
村
の

話
が
書
き
と
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
等
、「
詩
」
を
併
せ

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
わ

ば
作
者
陶
淵
明
と
と
も
に

「
桃
花
源
記
」
を
読
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。
今
回
の
試
み

は
受
講
生
に
そ
の
よ
う
な
体

験
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
教
師
を
目
指
す
人
々

で
あ
る
。
関
連
教
材
に
よ
る

読
み
の
変
化
を
自
ら
体
験
し

た
こ
と
は
、
必
ず
や
彼
ら
が

作
る
授
業
に
活
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

多
く
の
教
科
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
「
桃
花
源
記
」
を
陶
淵
明

の
作
品
と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
作
者
と
と
も
に

読
む
こ
と
が
最
適
の
形
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。「
詩
」
こ
そ
が

そ
の
た
め
の
有
力
な
手
掛
か
り
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト

（
Ｑ
４
）
の
結
果
を
示
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
「
桃
花
源
記
」
の
撰

23

20

0

1

0

0 5 10 15 20 25

明確な根拠になると思う

一応の根拠になると思う

どちらとも言えない

あまり根拠になると思わない

まったく根拠になると思わない

図４　アンケートQ４：「桃花源記」の撰述意図を考える
上で「詩」は根拠になるか（クラス１・２合算）
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策
研
究
（
部
編
版
初
中
語
文
教
材
古
詩
文
練
習
系
統
的
運
用
策
略
研

究
）」（『
新
課
程
』、
二
〇
二
二
年
二
十
三
期
）
を
参
照
。
両
論
考
と
も

に
教
科
書
本
文
に
附
さ
れ
た
設
問
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
が
行
な

わ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
自
主
性
の
育
成
に
対
す
る
言
及
が

な
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
注
（
３
）
所
掲
の
拙
稿
「
中
国
の
古
典
教
育
に
お
け
る
関
連
教
材

の
意
義
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
６
）
議
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
門
脇
廣
文
『
洞
窟
の
中
の
田
園 

―
そ

し
て
二
つ
の
「
桃
花
源
記
」』（
二
〇
一
七
年
、
研
文
出
版
）
第
３
部
第

１
章
「
従
来
の
『
桃
花
源
記
』
研
究
の
概
要
」
お
よ
び
第
２
章
「
従
来

の
『
桃
花
源
記
』
研
究
の
問
題
点
」
を
参
照
。

（
７
）
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
「
記
」
と
い
う
文
体
の
説
明
の

調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
空
想
す
る
「
桃
花
源
記
」―「
桃
花
源

詩
」
と
と
も
に
読
む
こ
と
の
意
義
―
」（『
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研

究
科
研
究
集
録
』
179
号
、
二
〇
二
二
年
二
月
）
を
参
照
。

（
８
）
拙
稿
「『
桃
花
源
記
』
と
『
桃
花
源
詩
』
と
―
そ
の
関
係
に
つ
い
て

の
一
考
察
―
」（『
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
集
録
』
178
号
、

二
〇
二
一
年
十
一
月
）
を
参
照
。

（
９
）
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
岡
山
大
学
研
究
倫
理
審
査
専
門
委
員
会
（
二

〇
二
二
年
七
月
六
日
、
課
題
番
号
11
）
の
承
認
を
得
て
い
る
。

（
10
）
本
稿
で
は
清
の
陶
澍
注
『
靖
節
先
生
集
』
十
巻
（
一
九
五
六
年
、

文
学
古
籍
刊
行
社
）
を
底
本
と
す
る
。
但
し
旧
漢
字
体
は
常
用
漢
字
体

に
改
め
た
。
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
は
拙
訳
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

意
味
で
も
、
関
連
教
材
の
研
究
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）「
関
連
教
材
」
と
は
教
科
書
本
文
と
関
連
の
あ
る
詩
文
の
う
ち
、
補

助
的
・
発
展
的
な
教
材
や
既
習
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を

指
す
。
例
え
ば
、
同
一
の
書
籍
に
お
け
る
教
科
書
本
文
以
外
の
章
段
、

同
一
作
者
の
他
の
作
品
、
異
な
る
作
者
の
類
似
作
品
、
後
世
の
批
評
・

注
釈
・
翻
案
な
ど
で
あ
る
。な
お
、以
後
は「
桃
花
源
記
」を「
記
」、「
桃

花
源
詩
」
を
「
詩
」
と
略
称
す
る
。

（
２
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
中
古
典
教
育
に
お
け
る
関
連

教
材
の
比
較
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
73
号
、
二
〇
二
二
年
十
一

月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
注
（
２
）
所
掲
の
拙
稿
「
日
中
古
典
教
育
に
お
け
る
関
連
教
材
の

比
較
」
お
よ
び
拙
稿
「
中
国
の
古
典
教
育
に
お
け
る
関
連
教
材
の
意
義

に
つ
い
て
」（『
教
育
実
践
学
論
集
』
22
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
を
参

照
。
関
連
教
材
を
利
用
し
た
設
問
の
数
は
、
義
務
教
育
８
～
９
年
級
（
日

本
の
中
学
２
～
３
年
生
に
相
当
）
で
は
暗
誦
（
25
題
）
や
単
語
（
19
題
）

に
関
す
る
設
問
に
次
ぐ
15
題
で
あ
る
。

（
４
）
胡
雲
「
人
民
教
育
出
版
社
版 

高
級
中
学
語
文 

古
典
詩
詞
の
研
究
討

論
と
練
習
の
分
析
探
究
（
人
教
版
高
中
語
文
古
詩
詞
研
討
与
練
習
分
析

探
究
）」（『
文
学
教
育
』、
二
〇
二
〇
年
三
期
）、
路
亜
存
「
教
育
部
組

織
編
著
版 

初
級
中
学
語
文
教
材 

古
典
詩
文
練
習
シ
ス
テ
ム
の
運
用
方
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る
（
347
頁
）。
中
国
に
お
い
て
も
、
袁
行
霈
『
陶
淵
明
箋
注
』（
二
〇
〇

三
年
、
中
華
書
局
）
に
「
桃
源
と
世
俗
と
で
は
、
淳
朴
さ
と
薄
情
さ
と

が
異
な
る
た
め

0

0

0

0

0

、
こ
の
不
思
議
な
村
は
現
れ
た
直
後
に
ま
た
隠
れ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
意
謂
桃
源
与
世
俗
之
間
、
淳
厚
与
澆

薄
既
然
不
同

0

0

0

0

、
所
以

0

0

此
神
界
顕
露
之
後
随
即
重
新
隠
蔽
矣
）」
と
説
明

を
加
え
て
い
る
（
489
頁
）。

（
15
）
特
に
「
村
人
の
純
粋
さ
・
淳
朴
さ
へ
の
憧
れ
」
と
す
る
回
答
が
出

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
思
う
に
、
教
訓
を
垂
れ
る
作
者
像
と
、
理

想
や
純
粋
さ
へ
の
憧
れ
を
語
る
作
者
像
と
を
比
較
し
た
場
合
、
我
々
が

素
直
に
共
感
で
き
る
の
は
後
者
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
作
者

像
の
形
成
を
無
意
識
に
見
落
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
も
、
漢
文
離
れ
の

一
因
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

（
16
）
注
（
７
）
所
掲
の
拙
稿
「
空
想
す
る
『
桃
花
源
記
』―『
桃
花
源
詩
』

と
と
も
に
読
む
こ
と
の
意
義
―
」
に
お
い
て
調
査
し
た
教
科
書
（
国
語

総
合
３
社
、
古
典
Ｂ
６
社
）
で
は
、
全
て
『
陶
淵
明
集
』
を
出
典
と
し

て
い
た
。

（
17
）
こ
の
他
に
も
、
本
稿
第
三
節
で
取
り
上
げ
て
き
た
各
項
「
桃
花
源

の
生
活
に
つ
い
て
」、「
作
者
が
関
心
を
持
っ
た
人
物
」、「
再
訪
不
能
に

対
す
る
作
者
の
見
解
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
、
考
え
を
形
成
す
る
上

で
「
詩
」
が
参
考
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
。

図
５
（
次
頁
）
を
見
れ
ば
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
各
項
目
に
つ

い
て
考
え
る
際
に
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
「
詩
」
に
依
拠
し
て
い
た

こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
結
果
も
補
強
材
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
11
）
注
（
７
）
所
掲
の
拙
稿
「
空
想
す
る
『
桃
花
源
記
』―『
桃
花
源
詩
』

と
と
も
に
読
む
こ
と
の
意
義
―
」
を
参
照
。
教
育
部
組
織
編
『
義
務
教

育
教
科
書 
語
文
』
８
年
級
下
冊
（
二
〇
一
七
年
教
育
部
審
定
、
本
稿

で
は
二
〇
二
一
年
八
月
第
５
次
印
刷
に
拠
る
）
に
「
桃
花
源
記
」
が
収

載
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）
な
お
、
ク
ラ
ス
１
と
ク
ラ
ス
２
と
の
回
答
傾
向
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

種
々
の
検
討
を
試
み
た
が
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
ア
ン
ケ
ー
ト
と
も
に
特

に
顕
著
な
差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
三

−

二
以
下
の
項
目
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
っ
た
。

（
13
）
本
稿
で
は
論
じ
る
余
裕
が
な
い
が
、
他
の
志
怪
小
説
と
組
み
あ
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
記
」
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
、
と
い
う

授
業
構
想
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
そ
の
場
合
は
陶
淵
明
の
作
品
と
し

て
扱
わ
な
い
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
14
）「
淳
薄
既
異
源
」
を
「
旋
復
還
幽
蔽
」
の
原
因
・
理
由
と
し
て
解
釈

す
る
も
の
と
し
て
は
、
斯
波
六
郎
『
陶
淵
明
詩
訳
注
』（
一
九
八
一
年
、

北
九
州
中
国
書
店
。
初
版
は
一
九
五
一
年
、
東
門
書
房
。
本
稿
は
一
九

八
一
年
版
に
拠
る
）
に
、「
淳
薄 

既
に
源
を
異
に
す
れ
ば

0

0

0

0

0

」
と
訓
じ

（
360
頁
。
傍
点
は
筆
者
。
以
下
、
同
じ
）、
語
釈
26
に
「
桃
花
源
の
人

は
純
真
で
あ
り
、
俗
界
の
人
は
浮
薄
で
あ
り
、
全
く
根
本
的
に
異
な
る

0

0

0

か
ら

0

0

」
と
し
て
い
る
（
362
頁
）。
ま
た
、
都
留
春
雄
・
釜
谷
武
志
『
陶

淵
明
』（
鑑
賞
中
国
の
古
典
13
巻
、
一
九
八
八
年
、
角
川
書
店
）
も
「
淳

朴
と
軽
薄
と
そ
れ
ぞ
れ
の
風
俗
は
も
と
か
ら
異
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

た
ち
ま
ち
に
ま
た
世
間
か
ら
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
し
て
い



－ 26 －

附
記
２

　

本
稿
脱
稿
後
に
、
馮
順
其
・
林
暉
・
魏
賢
君
・
符
芷
盈
「『
桃
花

源
記
』
と
『
桃
花
源
詩
』
と
の
読
み
比
べ
教
育
の
実
践
探
求
（『
桃

花
源
記
』
与
『
桃
花
源
詩
』
対
読
教
学
実
践
探
索
）」（『
教
師
』
二

〇
二
二
年
第
二
十
六
期
）
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。「
記
」
と
「
詩
」

と
を
相
互
補
完
的
に
取
り
上
げ
た
実
践
の
記
録
と
し
て
興
味
深
い
。

中
国
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
筆
者
の
意
を
強
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
研
究
科
・
学
部　

教
員
）

附
記
１

　

本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
補
助
金
（20K

02886

）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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28
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1
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28

0

0

1

23

20
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まったく参考にならなかった

あまり参考にならなかった

どちらとも言えない

やや参考になった

とても参考になった

Q5：桃花源の生活について

Q6：作者が関心を持った人物

Q7：再訪不能に対する作者の見解

図５　アンケートQ５～７：考えを形成する上で「詩」
は参考になったか（クラス１・２合算）


