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松
尾
葦
江
編
『
と
も
に
読
む
古
典
　
中
世
文
学
編
』

高
山
実
佐

　

高
等
学
校
国
語
科
の
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
古
典
に
対
す
る
学

習
意
欲
の
低
さ
に
つ
い
て
、

　
　

・�「『
古
文
』
が
好
き
か
」
に
対
し
て
、「
好
き
」
又
は
「
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
好
き
」
と
回
答
し
た
生
徒
の
割
合
は
31
％

　
　

・�「『
古
文
』
の
学
習
が
必
要
だ
と
思
う
か
」
に
対
し
て
、「
必
要
」

又
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
」
と
回
答
し
た
割
合
は
38
％

と
い
う
報
告（

1
（

が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
高
校
生
の
約
七
割
が
古
典
嫌
い
で
、

約
六
割
が
不
要
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
学
学
生
の
意
識
と

は
遠
い
印
象
で
あ
る
が
、
か
つ
て
都
立
高
校
に
勤
務
し
て
い
た
頃
の
実
感

に
は
近
い
数
字
で
あ
る
。「
嫌
い
」
の
要
因
を
学
習
指
導
の
問
題
と
し
て

み
る
と
、
例
え
ば
現
代
語
訳
を
目
標
と
す
る
授
業
、
初
見
の
古
典
作
品
を

読
解
す
る
大
学
入
試
の
た
め
の
古
語
習
得
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
文
法
事
項
の

暗
記
を
学
習
内
容
と
す
る
授
業
、
教
師
自
身
の
古
典
作
品
へ
の
興
味
関
心

の
薄
さ
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
本

書
が
刊
行
さ
れ
た
。
古
典
教
育
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
も
に
読
み
、

具
体
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
一
書
で
あ
る
。

〔
紹
介
〕
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「『
古
文
は
面
白
く
な
い
』
っ
て
本
当
で
す
か
？
」（
小
助
川
元
太
）
と

始
ま
り
、中
世
文
学
の
魅
力
と
古
典
学
習
の
ヒ
ン
ト
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。

「
ほ
ら
、
こ
ん
な
に
面
白
い
ん
だ
か
ら
！
」
と
誘
わ
れ
る
の
は
、

　
　

○�

古
文
嫌
い
の
生
徒
に
古
文
の
魅
力
を
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
る
中

学
校
や
高
校
の
国
語
の
先
生

　
　

○
古
文
の
授
業
の
ネ
タ
が
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
国
語
の
先
生

　
　

○
中
学
校
・
高
校
の
国
語
の
免
許
を
取
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人

　
　

○�

古
文
は
苦
手
だ
っ
た
け
れ
ど
、
少
し
勉
強
し
て
み
よ
う
か
な
と

思
っ
て
い
る
大
人

　
　

○
古
文
の
授
業
は
面
白
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
高
校
生

　
　

○�

「
古
文
な
ん
て
面
白
く
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
な
ん
と
な

く
気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
本
を
手
に
取
っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
な
た

と
あ
る
。「
と
も
に
読
む
」
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
通
り
、
研
究
者
で
は

な
い
私
た
ち
に
、
中
世
文
学
の
確
か
な
面
白
さ
と
新
し
い
教
材
の
可
能
性

や
視
点
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
明
瞭
、
簡
潔
に
伝
え
ら
れ
る
。
作
品
や
そ
の
享

受
・
継
承
の
様
相
を
通
し
て
、
人
間
の
生
き
る
こ
と
、
抱
え
ざ
る
を
得
な

い
問
い
、
お
か
し
み
、
つ
ま
ら
な
い
教
訓
に
回
収
さ
れ
な
い
知
恵
、
そ
れ

ら
を
表
現
す
る
こ
と
ば
や
文
体
等
々
と
豊
か
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
部
で
は
「
ど
こ
が
面
白
い
の
か
？
」
と
、「
中
世
の
古
典
た
ち
」

一
四
点
の
面
白
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
定
番
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ

て
も
良
い
現
行
教
科
書
の
教
材
群
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
新
鮮
さ
は
際

立
つ
。
以
下
、
面
白
さ
の
要
諦
を
伝
え
る
タ
イ
ト
ル
全
て
を
挙
げ
る
。
①

世
俗
説
話
「
亀
の
恩
返
し
と
絵
仏
の
帰
還
」（
伊
東
玉
美
）、
②
和
歌
「
恋

の
歌
の
力
―
―
『
百
人
一
首
』
の
魅
力
」（
谷
知
子
）、
③
西
行
・
長
明
「
西

行
と
長
明
―
―
乱
世
を
生
き
た
ふ
た
り
の
出
家
者
」（
𠮷
野
朋
美
）、
④
伝

承
の
人
物
像
「
愛
好
す
る
人
々
と
共
に
生
き
る
『
人
物
像
』
―
―
西
行
と

義
経
」（
花
部
英
雄
）、
⑤
明
恵
「
人
生
を
変
え
た
神
の
お
告
げ
―
―
鎌
倉

時
代
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
『
明
恵
上
人
神
現
伝
記
』」（
平
野
多

恵
）、
⑥
仏
教
説
話
「
笑
い
と
涙
の
中
世
寺
院
―
―
仏
教
説
話
を
生
み
出

す
場
」（
牧
野
淳
司
）、
⑦
平
家
物
語
「
眼
で
聴
き
、
脚
で
見
る
―
―
平
家

物
語
を
読
ん
で
み
よ
う
」（
松
尾
葦
江
）、
⑧
太
平
記
「〝
や
り
き
れ
な
い
〟

話
―
―
高
師
泰
の
悪
行
と
そ
の
被
害
者
」（
今
井
正
之
助
）、⑨
徒
然
草「
背

を
向
け
る
狛
犬
と
す
れ
違
う
対
話
」（
中
野
貴
文
）、
⑩
座
の
文
芸
「
想
像

力
の
あ
そ
び
―
―
連
歌
」（
深
沢
眞
二
）、
⑪
世
阿
弥
「
詩
人
は
最
高
の
教

師
で
も
あ
っ
た
」（
山
中
玲
子
）、
⑫
狂
言
「
人
間
だ
も
の
、
夫
婦
だ
も
の

―
―
狂
言
〈
鎌
腹
〉」（
石
井
倫
子
）、
⑬
歌
謡
「
室
町
時
代
の
空
気
は
読

め
る
の
か
？
―
―
『
閑
吟
集
』
の
挑
戦
」（
姫
野
敦
子
）、
⑭
御
伽
草
子
「
室

町
時
代
を
遊
ん
で
み
よ
う
―
―
御
伽
草
子
『
も
の
く
さ
太
郎
』
を
読
む
」

（
小
助
川
元
太
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
日
本
文
学
全
体
を
視
野
に
収
め
た

上
で
、
中
世
文
学
に
表
さ
れ
た
人
物
、
中
世
固
有
の
社
会
・
文
化
の
思
想
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や
所
産
、そ
れ
を
語
る
視
線
な
ど
が
面
白
く
語
ら
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
、

先
ず
は
研
究
者
の
熱
い
語
り
が
読
み
手
に
迫
っ
て
く
る
。

　

例
え
ば
、『
平
家
物
語
』の
冒
頭
は「
時
空
を
越
え
た
一
般
的
な
真
理
を
、

聴
覚
と
視
覚
、
漢
語
と
歌
語
、
唱
導
文
芸
的
と
和
歌
文
芸
的
な
ど
、
対
の

表
現
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
、
う
た
う
よ
う
に
、
始
動
さ

せ
て
い
く
」
と
解
説
さ
れ
、
続
く
「
遠
く
異
朝
を
」
以
下
に
つ
い
て
は
「
遠

く
か
ら
次
第
に
近
づ
い
て
く
る
叙
述
方
法
」
に
よ
り
、
地
球
、
イ
ン
ド
、

中
国
大
陸
、
そ
の
極
東
日
本
、
京
都
の
街
と
「
宇
宙
か
ら
カ
メ
ラ
が
舞
い

降
り
て
い
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
」
で
「
宇
宙
か
ら
地
上
へ
、
永
遠
の
真
理

か
ら
過
去
に
実
在
し
た
人
物
伝
へ
と
、
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
こ
と
ば
に

よ
っ
て
誘
導
さ
れ
る
」
と
、
こ
の
冒
頭
の
巨
大
な
ス
ケ
ー
ル
が
眼
前
に
鮮

や
か
に
蘇
る
。
本
稿
の
語
り
か
ら
、
平
家
物
語
の
表
現
の
巧
み
と
広
大
な

世
界
を
想
う
と
き
、
人
は
自
ず
と
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
と
朗
誦
し
た

く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
加
え
、
諸

行
無
常
と
い
う
一
般
的
真
理
に
対
す
る
、
歴
史
の
変
転
へ
の
政
治
家
の
責

任
と
い
う
「
大
き
な
矛
盾
」
が
冷
静
に
指
摘
さ
れ
る
。「
政
治
批
判
と
鎮

魂
と
が
、
押
し
た
り
引
い
た
り
し
な
が
ら
物
語
の
柱
と
な
り
、
主
た
る
色

調
を
決
定
し
て
い
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
実
録
で
は
な
く
、

伝
え
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
作
ら
れ
た
」
特
色
に
加
え
、
様
々
な
土
地
で
源

平
合
戦
や
敗
者
の
記
憶
が
守
り
育
て
ら
れ
て
き
た
、
そ
の
作
品
の
外
に
も

物
語
が
あ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
と
い
う
。「
避
け
ら
れ
ぬ
死
を
前
に
、

ひ
と
は
ひ
と
に
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
」
や
「
じ
つ
に
多

様
な
人
生
が
、
生
き
抜
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
が
、
物
語
『
平

家
物
語
』
の
世
界
に
お
い
て
、
こ
と
ば
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

各
地
の
祖
先
た
ち
が
源
平
の
戦
を
語
り
継
い
だ
土
地
の
物
語
が
存
在
す

る
。
本
文
の
み
な
ら
ず
、
諸
本
、
教
科
書
か
ら
飛
び
出
し
た
、
風
光
明
媚

な
旅
先
で
の
物
語
と
の
再
度
の
出
会
い
も
楽
し
み
に
な
る
。

　

ま
た
、
例
え
ば
、
西
行
と
義
経
に
つ
い
て
は
「
伝
承
の
人
物
像
」
と
い

う
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。「
博
物
館
に
展
示
さ
れ
る
標
本
の
よ
う
に

死
物
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
評
価
す
る
時
代
や
享
受
者
層
の
嗜
好
に

よ
っ
て
変
わ
る
流
動
的
な
も
の
で
、
い
う
な
ら
愛
好
す
る
人
々
と
共
に
生

き
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
、「
変
貌
す
る
姿
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場

に
立
っ
て
、
人
間
的
真
実
を
伝
え
る
『
伝
承
の
人
物
像
』
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
て
取
り
上
げ
」
ら
れ
て
い
る
。
西
行
に
関
し
て
は
、
知
識
層
の
、
生

前
の
功
績
を
称
え
尊
崇
す
る
西
行
像
と
、
一
般
大
衆
の
、
揶
揄
・
嘲
笑
し

文
化
を
自
ら
の
生
活
感
覚
に
変
容
さ
せ
て
楽
し
む
西
行
像
と
の
二
面
性
が

挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
義
経
に
関
し
て
は
、
悲
劇
の
英
雄
と
い
っ
た
一
貫

し
た
評
価
が
あ
り
、
国
民
的
人
気
の
高
い
伝
承
の
人
物
で
あ
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
中
世
文
学
に
描
か
れ
た
二
人
の
傑
物
が
伝
承
と
い
う
形
の

中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
古
典
世
界
が
ど
の
よ
う
に
享
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受
さ
れ
て
き
た
の
か
、と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と
で
、中
世
文
学
を
古
典
世

界
や
古
典
授
業
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
な
く
、
現
代
の
私
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
受
け
継
い
で
い
く
の
か
と
考
え
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

信
濃
国
一
番
の
「
も
の
く
さ
し
」（
面
倒
く
さ
が
り
屋
）
も
の
く
さ
太

郎
は
、
徹
底
し
た
も
の
ぐ
さ
ぶ
り
を
行
使
す
る
一
方
、
謎
か
け
・
和
歌
に

長
じ
、
当
意
即
妙
の
応
答
と
教
養
に
よ
り
美
し
い
妻
を
得
、
さ
ら
に
帝
ゆ

か
り
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
、最
後
は
大
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
。

こ
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
る
『
御
伽
草
子
』
は
、「
退
屈
し
の
ぎ
に

読
ま
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
読
む
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
幸
せ
を
呼
ぶ

も
の
と
考
え
ら
れ
て
」
お
り
、「
物
語
が
持
つ
祝
言
性
を
当
時
の
人
々
が

重
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
」
て
い
る
と
い
う
。
荒
唐
無
稽
と
も
言
え
る

も
の
ぐ
さ
太
郎
の
物
語
を
お
か
し
く
読
ん
だ
後
に
、
中
世
の
「
物
語
を
読

ん
だ
り
語
っ
た
り
す
る
こ
と
に
、
幸
せ
を
呼
ぶ
力
が
あ
る
」
と
い
う
考
え

に
出
会
い
、
現
代
に
も
通
じ
る
こ
と
ば
や
声
の
力
を
改
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
部
で
は
、「
も
っ
と
広
が
る
面
白
さ
」
と
し
て
四
つ
の
観
点
か
ら

更
な
る
魅
力
が
語
ら
れ
る
。
①
時
代
「
中
世
の
古
典
作
品
に
み
え
る
女
房
」

（
松
薗
斉
）、
②
宗
教
思
想
「
古
典
教
育
と
宗
教
思
想
―
―
中
世
は
「
宗
教

の
時
代
」
な
の
か
？
」（
藤
巻
和
宏
）、
③
文
法
「
文
法
が
分
か
る
と
何
が

分
か
る
か
」（
吉
田
永
弘
）、
④
中
高
教
科
書
の
古
典
教
材
「
国
語
教
科
書

で
の
古
文
教
材
の
扱
わ
れ
方
の
現
状
と
課
題
―
―
小
式
部
内
侍
「
大
江
山

の
歌
」
説
話
を
例
に
」（
須
藤
敬
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
作
品
の
内
容
を

教
室
で
考
え
る
際
に
お
さ
え
た
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
文
法
教
育
の
問
題
を
「
文
法
は
古
典
を
読
む
た
め
の
手
段
と

し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、
文
法
の
学
習
そ
れ
自
体
が
言
語
教
育
と
な

る
こ
と
へ
の
配
慮
が
希
薄
で
あ
る
」
と
し
、「
説
明
が
つ
か
な
い
」
例
の

面
白
さ
が
述
べ
ら
れ
る
。
学
習
指
導
の
問
題
と
し
て
、
暗
記
を
嫌
が
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
活
用
語
を
六
つ
の
活
用
形
に
分
類
す
る
理
由
・
規
則
を

導
い
た
過
程
を
説
明
す
る
力
を
備
え
る
こ
と
、
ま
た
、
適
用
の
仕
方
が
分

か
ら
ず
役
立
た
な
い
と
い
う
生
徒
た
ち
と
こ
そ
、
多
義
と
い
う
言
語
の
本

質
に
迫
る
こ
と
が
で
き
、言
語
教
育
の
良
い
教
材
と
な
る
こ
と
、さ
ら
に
、

読
め
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
、「
研
究
者
で
も
、
原
典
そ
の
も
の
だ
け
で

理
解
す
る
こ
と
は
稀
で
、
漢
字
仮
名
交
用
句
読
点
付
き
の
本
文
、
注
釈
、

現
代
語
訳
を
参
照
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
普
通
」
で
、
異
な
る
解
釈
が

示
さ
れ
、
す
べ
て
が
分
か
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ど
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
文
法
書
の
解
説
を
暗
記
し
、
用
例
を
当
て
は
め
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
の
で
は
な
く
、
品
詞
分
解
と
解
釈
の
関
係
を
自
覚
的
に
と
ら

え
、文
構
造
に
着
目
し
た
り
、表
現
の
違
い
に
意
識
的
に
な
っ
た
り
す
る
、

言
語
教
育
と
し
て
の
文
法
学
習
の
意
義
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
ら

に
付
録
資
料
と
し
て
、
教
育
現
場
へ
の
十
全
な
配
慮
「
二
〇
一
六
年
度
中
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中
世
文
学
作
品
一
覧
」（
須
藤
敬
編
）

と
「
主
な
中
世
説
話
集
一
覧
」（
編
集
部
編
）
も
編
集
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
と
も
に
読
む
』
の
前
に
は
、
う
っ
す
ら
と
『
次
世
代
と
』
と
い
う
文

字
を
幻
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
「
教
師
の
宿
題
―
―
あ
と
が
き
に
代

え
て
」
に
あ
る
が
、
次
世
代
、
未
来
を
担
う
生
徒
た
ち
と
日
々
、
向
き
合
っ

て
い
る
一
二
名
の
先
生
方
の
コ
ラ
ム
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
教
師
に
必

要
な
こ
と
は
」（
霧
林
宏
道
）、「
古
典
の
『
事
実
』
に
学
ぶ
」（
三
浦
敦
）、

「
額
の
裂
け
た
地
蔵
の
話
」（
安
村
史
子
）、「
教
室
で
軍
記
文
学
を
読
む
と

い
う
こ
と
」（
清
水
由
美
子
）、「『
役
に
立
つ
』
古
文
」（
出
口
久
徳
）、「
古

典
な
ん
て
」（
谷
口
耕
一
）、「『
な
ぜ
古
典
を
学
ぶ
の
か
』
―
授
業
の
中
か

ら
考
え
た
こ
と
」（
須
賀
可
奈
子
）、「
高
校
生
が
感
じ
る
こ
と
ば
の
変
化
」

（
秋
田
陽
哉
）、「
お
れ
古
典
い
ら
な
い
ん
だ
け
ど
」（
永
濱
知
寿
子
）、「『
薩

摩
守
忠
度
と
い
ふ
人
あ
り
き
』
は
誰
の
経
験
か
」（
冨
澤
慎
人
）、「
先
生
、

文
法
を
勉
強
す
る
と
古
典
が
嫌
い
に
な
る
っ
て
本
当
で
す
か
？
」（
日
下

田
ゆ
ず
）、「
紙
の
本
は
な
く
な
り
ま
す
か
？
」（
渡
辺
登
紀
子
）
で
あ
る
。

向
き
合
っ
て
、
対
峙
、
対
決
、「
奮
闘
」
し
て
い
る
、
先
生
方
の
声
は
学

校
現
場
の
リ
ア
ル
を
伝
え
る
。生
徒
た
ち
と
と
も
に
、古
典
学
習
の
意
味
・

意
義
を
追
い
続
け
、
人
間
の
生
き
る
こ
と
を
問
い
、
追
究
す
る
姿
は
、
共

感
と
所
々
の
笑
い
と
大
き
な
励
ま
し
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の
社

会
を
生
き
抜
く
生
徒
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
思
い
、
何
か
に
救
わ
れ
た
り
、

豊
か
な
時
間
を
過
ご
せ
た
り
す
る
、
未
来
に
つ
な
が
る
古
典
教
育
を
と
も

に
求
め
続
け
た
い
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
情
報
化
の
進
む
、
予
測
困
難
な
知
識
基
盤
社
会
に
対

応
す
べ
く
急
展
開
し
て
い
る
教
育
改
革
の
中
で
、
特
に
伝
統
的
な
言
語
文

化
、
古
典
の
学
習
は
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
古
典
文
学
の
継
承
と

創
造
の
問
題
は
、
文
化
遺
産
の
伝
達
と
子
ど
も
の
経
験
、
教
師
に
よ
る
教

育
内
容
の
組
織
と
子
ど
も
の
学
び
の
経
験
の
総
体
、
と
い
っ
た
問
題
に
通

じ
る
こ
と
は
理
解
し
て
も
、
で
は
、
明
日
の
授
業
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
の

か
。
本
書
か
ら
は
そ
の
答
と
、
私
た
ち
の
生
き
る
こ
と
は
古
典
文
学
に
支

え
ら
れ
る
、
と
い
う
確
か
な
実
感
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
必
ず
し
も

専
門
性
を
有
し
て
い
な
い
教
員
に
大
き
な
エ
ー
ル
を
送
っ
て
く
れ
る
の

だ
。
そ
し
て
、
生
徒
た
ち
と
一
緒
に
こ
れ
ら
中
世
文
学
の
魅
力
を
ど
う
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
授
業
の
工
夫
を
し
た
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

と
も
に
読
み
、
と
も
に
考
え
続
け
て
い
き
た
い
と
強
く
願
う
。

（
Ａ
５
判
、
三
三
六
頁
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
三
月
発
行
、
定
価

二
三
〇
〇
円
＋
税
）

注（1
）�
文
部
科
学
省
教
育
課
程
部
会
国
語
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
資
料
（
平
成
28
年
2
月

19
日
）


