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加
藤
直
志
（
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
）

1　

は
じ
め
に

こ
こ
で
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
に
、
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附

属
中
学
校
で
三
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
、
和わ

本ほ
ん

バ
ン
ク
を
利
用
し

た
出
前
授
業
の
実
践
報
告
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
本
バ
ン
ク
と
は
、
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン

タ
ー
が
試
行
的
に
運
用
し
て
い
る
も
の
で
、
有
志
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
明
治
時
代
以
前
の
和
本
を
、
授
業
で
の
使
用
を
検
討
し
て
い
る

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
の
教
員
へ
無
償

で
貸
し
出
し
、
よ
り
多
く
の
児
童
・
生
徒
に
、
直
接
、
和
本
を
手

に
取
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
活
動
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
和
本
の
み
を
事
前
に
郵
送

し
て
も
ら
い
、
外
部
講
師
の
二
人
（
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
参
加
す
る
と
い
う
形
で
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。

2　

授
業
の
展
開

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
は
、
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、
物
語
や

和
歌
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
文
学
」
に
は
限
定
さ
れ
な
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
の
和
本
を
用
意
し
ま
し
た
。
く
ず
し
字
で
書
か
れ

て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

ク
ラ
ス
を
一
〇
個
の

班
（
各
班
三
〜
四
名
）
に

分
け
、
一
〇
種
類
の
和

本
を
用
意
し
、
同
一

ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
二
つ

の
班
に
そ
れ
ぞ
れ
一
点

ず
つ
配
布
し
ま
し
た

（﹇
表
﹈
参
照
）。
あ
わ
せ

実
践
3

実
際
の
和
本
を
利
用
し
た

出
前
授
業

［表］各班に配布した和本

1班 『竹
たけとりものがたり

取物語』 教科書所収の
古典2班 『平

へいけものがたり

家物語』
3班 『姿

すがたひゃくにんいっしゅおぐらにしき

百人一首小倉錦』
和歌関係

4班 『新
しんこきんわかしゅう

古今和歌集』
5班 『仮

かなよみはっけんでん

名読八犬伝』 合
ごう

巻
かん

（江戸の絵本）6班 『偐
にせむらさきいなかげんじ

紫田舎源氏』
7班 『植

しょくぶつしょうし

物小誌』
明治の教科書

8班 『物
ぶつ

理
り

学
がく

初
しょ

歩
ほ

』
9班 『懐

か い ほ う お え ど え ず

宝御江戸絵図』
地図・双

すご

六
ろく

10班 『五
ごじゅうさんえきひとりあんない

拾三駅独案内』
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［実践 3］実際の和本を利用した出前授業

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
く
ず
し
字
一
覧
表
も
配
布
し
ま
し
た
。

導
入
（
一
〇
分
間
）
で
は
、
三
宅
が
、
授
業
の
ね
ら
い
を
説
明
し
、

加
藤
弓
枝
が
、
和
本
を
扱
う
際
の
注
意
事
項
（
手
を
洗
う
、
装
飾

品
は
外
す
、
筆
記
用
具
は
鉛
筆
、
両
手
で
丁
寧
に
扱
う
、
本
は
重
ね
な
い
、

水
平
で
清
潔
な
場
所
に
置
く
、
一
枚
ず
つ
丁
寧
に
め
く
る
）
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。
和
本
は
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
と
い
う
点
も
確
認
し
ま
し
た
。

展
開
①
（
一
五
分
間
）
で
は
、
各
班
で
相
談
し
な
が
ら
、
自
分

た
ち
の
班
が
担
当
す
る
和
本
に
つ
い
て
、
観
察
・
分
析
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
従
い
、
五
つ
の
観
点
（
文
字
・
挿

絵
・
書
物
の
形
（
大
き
さ
）・
書
物
の
重
さ
・
紙
）
に
お
い
て
、
現

代
と
の
共
通
点
・
相
違
点
を
見
つ
け
な
が
ら
、
何
が
書
い
て
あ
る

本
な
の
か
最
後
に
ま
と
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
和

本
を
手
に
取
り
な
が
ら
、
じ
っ
と
黙
っ
て
考
え
込
ん
で
い
ま
し
た

が
、
数
分
間
の
後
、
い
ろ
い
ろ
と
相
談
す
る
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

展
開
②
（
一
五
分
間
）
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
た
内

容
を
ク
ラ
ス
全
体
に
発
表
す
る
こ
と
で
、
他
の
班
が
ど
の
よ
う
な

和
本
を
扱
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
ま
し
た
。
す

べ
て
の
班
に
発
表
し
て
も
ら
う
だ
け
の
時
間
が
な
か
っ
た
た
め
、

例
え
ば
、
一
班
と
二
班
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
、
と
い
う
よ
う
に
、

各
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
一
班
ず
つ
、
合
計
五
つ
の
班
を
加
藤
直
志
が
指

名
し
ま
し
た
。
各
班
の
代
表
生
徒
に
よ
る
報
告
の
後
、
外
部
講
師

が
解
説
を
加
え
る
と
い
う
形
式
を
五
回
繰
り
返
し
な
が
ら
授
業
を

展
開
し
ま
し
た
。

一
・
二
班
は
、
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
の
物
語
で
し
た
。『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』

に
は
、
富ふ

士じ

川か
わ

の
戦
い
の
場
面
の
挿
絵
が
含
ま
れ
て
お
り
、

ち
ょ
う
ど
、
二
〇
二
二
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
で

そ
の
場
面
が
放
送
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ド
ラ

マ
を
見
て
い
る
生
徒
は
特
に
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
し
た
。
三
・

四
班
は
、
和
歌
関
係
で
し
た
。『
新し
ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』

は
と
て
も
小

さ
な
本
で
し
た

が
、
そ
の
精
密

さ
に
生
徒
た
ち

は
驚
い
て
い
ま

し
た
。
五
・
六

班
は
、合ご
う

巻か
ん

（
江

戸
時
代
の
絵
本
）。

使用した和本の一例『平家物語』
（同志社大学古典教材開発研究センター蔵）
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生
徒
た
ち
は
、
多
色
刷

り
の
鮮
や
か
な
色
彩
に

魅
了
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
し
た
。
七
・
八
班
は
、

明
治
時
代
の
理
科
の
教

科
書
で
し
た
。
理
系
分

野
に
つ
い
て
書
か
れ
た

和
本
に
つ
い
て
も
生
徒

た
ち
に
知
っ
て
ほ
し
い

と
考
え
て
選
定
し
ま
し

た
が
、生
徒
た
ち
は
「
物

理
の
内
容
が
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
」と
困
惑
気
味
で
し
た
。
九
・

一
〇
班
は
、
地
図
や
双
六
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
冊
子
体
で
は
な
く
、

現
代
の
概
念
で
は
「
本
」
と
は
呼
ば
な
い
も
の
で
し
ょ
う
が
、
生

徒
た
ち
は
知
っ
て
い
る
地
名
に
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

終
結
（
一
〇
分
間
）
で
は
、
ま
ず
、
加
藤
弓
枝
が
、
和
本
の
長

所
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。
次
に
、
三
宅
が
、
表
紙
を
つ
な
げ

る
と
一
枚
の
絵
に
な
る
と
い
う
合
巻
の
特
徴
が
現
代
の
マ
ン
ガ
本

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。『
偐
に
せ
む
ら
さ
き紫

田い
な
か舎

源げ
ん

氏じ

』
を
担
当
し
た
六
班
の
生
徒
が
、
こ
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら

実
際
に
表
紙
を
並
べ
て
確
認
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
す
。
さ
ら

に
、三
宅
が
、古
く
か
ら
あ
る
も
の
な
の
だ
が
現
代
の
我
々
に
と
っ

て
は
未
知
の
情
報
が
多
い
こ
と
、
地
震
の
研
究
な
ど
も
含
め
る
と

理
系
分
野
に
お
い
て
も
古
典
籍
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
も
の
は
古
典
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
世
界

の
多
く
の
国
が
自
国
の
古
典
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ

た
古
典
を
学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

最
後
に
、
江
戸
後
期
の
名
古
屋
周
辺
の
絵
図
を
ス
ラ
イ
ド
で
紹

介
し
、
昔
の
地
図
が
災
害
予
測
に
役
立
つ
面
も
あ
る
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
、
過
去
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
現
代
に
も
関
わ
る
こ
と
で

あ
り
、
未
来
に
も
つ
な
げ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
三
宅
が
力
説
し
ま
し
た
。

授
業
後
、
生
徒
た
ち
か
ら
は
、「
な
に
が
か
い
て
あ
る
か
は
わ

か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
紙
の
手
触
り
と
か
重
さ
と
か
、
さ
わ
ら
な

い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
」、「
教
科
書
で
は

内
容
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
実
物
を
見
る
と
、
色

付
き
の
挿
絵
が
あ
っ
た
り
、
材
料
が
和
紙
で
あ
る
た
め
軽
い
と

い
っ
た
こ
と
を
新
た
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
か
た
く
る
し
い
、
と

使用した和本の一例『偽紫田舎源氏』（多色刷）
（同志社大学古典教材開発研究センター蔵）
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［実践 3］実際の和本を利用した出前授業

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

い
っ
た
観
点
か
ら
視
野
が
広
が
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
本
実
践
を
通
し
て
、
内
容
の
詳
細
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
手
触
り
な
ど
を
通
し
て
、
古
い
書
物
の
価
値
や
魅
力

を
生
徒
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

3　

和
本
の
可
能
性

従
来
の
古
典
教
育
に
お
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確

に
読
み
取
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
重
要
性
は
今

後
も
揺
る
が
な
い
で
し
ょ
う
が
、
一
方
で
、
内
容
が
よ
く
わ
か
ら

な
く
て
も
、
和
本
に
実
際
に
さ
わ
っ
て
み
る
こ
と
で
、
古
典
の
価

値
や
魅
力
の
一
端
を
学
習
者
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
実

感
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
実
践
で
は
、
現
在
の
国
語
科
教
育
の
枠

組
み
で
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
分
野
の
和
本

も
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
和
本
に
は
、
国
語
科
に
限
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
教
科
・
分
野
で
豊
か
な
学
び
を
提
供
し
て
く
れ
る
可

能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
出
前
授
業
や
和
本
バ
ン
ク
に
よ
り
、

学
び
の
選
択
肢
が
拡
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
近
年
は
、
学
会

や
大
学
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
各
地
の
図
書
館
、
博
物
館
、

美
術
館
な
ど
に
お
い
て
も
、
司
書
や
学
芸
員
と
い
っ
た
専
門
職
員

に
よ
る
各
種
の
講
座
や
出
前
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
学
習
指

導
要
領
の
総
則
に
は
、
小
・
中
・
高
校
す
べ
て
に
お
い
て
、

地
域
の
図
書
館
や
博
物
館
，
美
術
館
，
劇
場
，
音
楽
堂
等
の

施
設
の
活
用
を
積
極
的
に
図
り
，
資
料
を
活
用
し
た
情
報
の

収
集
や
鑑
賞
等
の
学
習
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
。

（「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」
二
三
頁
、「
中
学
校

学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」
二
四
頁
、「
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）」
二
九
頁
、
い
ず
れ
も
同
一
の
文
言
）

と
あ
り
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
し
て
い
く

上
で
、
外
部
機
関
と
の
連
携
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
現
場

に
無
理
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
学
び
の
機
会
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
和
本
バ
ン
ク
に
お
い
て
も
、

各
校
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、
改
善
を
進
め
て
い
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

※
本
実
践
の
詳
細
は
、
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
7
）
―
和
本
バ
ン
ク
に
よ
る
出
前
授
業
―
」（『
名

古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』
第
六
七
集
、
二
〇
二
二

年
一
二
月
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。


