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３ 単元設定の意図 

（１）生徒観 

 生徒は非常に真面目であり、学習や部活動等に日々真摯に取り組んでいる。その一方で、真面目すぎるがゆ

えに①物事の枝葉末節に注目して全体を捉えられない、②自分のことで手一杯となっている、③失敗を極度に

恐れ、自分から進んで物事をなさず他者に依頼する、といった様子が見受けられる。                                             

また、生徒の中には近代文語文を苦手としている生徒も多い。近代文語文読解については、古文・漢文の知識

を適切に活用しながら、著者の主張を的確に読解する力が求められる。評論文については授業中で何度も扱っ

ており、基本的な読み方は修得している。また、古典に関しても、文法や句法などの基本的な知識は修得して

おり、一文一文を解釈することはできる。 

 

 

（２）教材観 

苦手とする生徒の多い近代文語文である。テーマも「混迷した時代をどう生きるべきなのか」という難

解なものであり、読解には一定の努力を要する。 

 それと同時に、「混迷した時代をどう生きるべきなのか」というテーマは、コロナ禍である現代にも通じる

ものである。受験対策に留まらず、その先の人生に思いを馳せ、当事者意識・使命感を持ち、リーダーシップ

を発揮して未来を主体的に築いていく視点ももたせることもねらいとして、本教材を設定した。 

 

（３）本単元で工夫する点や手立て 

ジグソー法を用いて、エキスパート活動により、それぞれの文章を的確に理解させる。その後、班ご

とに分かれてジグソー活動を行い、３つの文章に通底するテーマを導き出す活動を行う。その際、各班

が導き出したテーマに関しては「メンチメーター」というアプリを用いて、瞬時に共有できるようにする。 

その後、「メンチメーター」によって表示された単語の中から授業者がピックアップし、全体に追発

問をし、それに対する生徒の回答に更に追発問をし、協議をさせる、といった活動を繰り返し、思考

の深化を促していく。 



４ 単元の目標 

（１）主張とその前提や反証など情報と情報との関係について理解を深めることができる。 

      (知識及び技能) (2)ア 

（２）多面的・多角的な視点から自分の考えを見直したり、根拠や論拠の吟味を重ねたりして、主張を 

   明確にすることができる。                （思考力、判断力、表現力等） A(1)エ 

（３）設定した題材に関連する複数の文章や資料を基に、必要な情報を関係付けて自分の考えを広げたり 

   深めたりすることができる。               （思考力、判断力、表現力等）B(1)オ 

（４）言葉がもつ価値への認識を深めるとともに、生涯にわたって読書に親しみ自己を向上させ、我が国の言   

   語文化の担い手としての自覚を深め、言葉を通して他者や社会に関わろうとする。 

                                   （学びに向かう力、人間性等） 

 

５ 単元の評価規準 

 知識・技能   思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

単元の評価規準  ①主張とその前提や反証な  

 ど情報と情報との関係につ 

 いて理解を深めている。 

①多面的・多角的な視点か

ら自分の考えを見直した

り、根拠や論拠の吟味を重

ねたりして、主張を明確に

している。 

 ②設定した題材に関連する 

 複数の文章や資料を基に、 

 必要な情報を関係付けて自 

 分の考えを広げたり深めた 

 りしている。 

①作品や他の生徒、授業者 

との積極的な対話をして、

自分の考えを広げたり深め

たりしようとしている。 

 

６ 単元の指導と評価の計画（全３時間扱い） 

時    主な学習活動・内容 評価規準と評価方法 

１ 

 

 

〇エキスパート活動 

「学問のすすめ」「国家の夢、個人の鐘」「断

片」、各文章の趣旨をそれぞれ読み取る。 

【評価規準】 

主張とその前提や反証など情報と情報との関係

について理解を深めている。 （知識・技能） 

作品や他の生徒、授業者との積極的な対話をし

て、自分の考えを広げたり深めたりしようとして

いる。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

２ 

 

本

時 

ジグソー活動① 

「３つの文章に通底するものは何か」を班で

話し合う。 

 

【評価規準】 

多面的・多角的な視点から自分の考えを見直し

たり、根拠や論拠の吟味を重ねたりして、主張

を明確にしている。 （思考・判断・表現①） 

作品や他の生徒、授業者との積極的な対話をし

て、自分の考えを広げたり深めたりしようとして

いる。    （主体的に学習に取り組む態度） 

 



【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

３ 

 

ジグソー活動②及び論述、全体共有 

「我々はこれからの日本をどうしていくべき

か、我々自身はどう生きるべきか」を班で話

し合い、最後に自分の考えをまとめて、文章

に書き、全体で意見交換をする。 

 

【評価規準】 

設定した題材に関連する複数の文章や資料を基

に、必要な情報を関係付けて自分の考えを広げた

り深めたりしている。 

（思考・判断・表現②） 

作品や他の生徒、授業者との積極的な対話をし

て、自分の考えを広げたり深めたりしようとして

いる。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 本時の指導と評価の計画（２／３時間目） 

（１）本時の目標 

（１）主張とその前提や反証など情報と情報との関係について理解を深めることができる。 

    （知識及び技能） (2)ア 

（２）多面的・多角的な視点から自分の考えを見直したり、根拠や論拠の吟味を重ねたりして、主張を 

   明確にすることができる。                （思考力、判断力、表現力等） A(1)エ 

（３）設定した題材に関連する複数の文章や資料を基に、必要な情報を関係付けて自分の考えを広げたり 

  深めたりすることができる。               （思考力、判断力、表現力等）B(1)キ 

（２）本時の展開 

段階時間 

（分） 

主な学習活動 〇指導上の留意点 

【評価の実際】 

導入

（3） 

 

 

 

 

展開 

（10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

（5） 

 

 
 

 

 

 

 

本時のねらいを確認 

（混迷した、明治初期に国や個人はどうある

べきか、その通底したテーマを考えることを

伝える） 

 

 

前時の確認 

（エキスパート班で文章の趣旨を確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジグソー活動 

（３つの文章に通底するテーマは何か） 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動の共有 

（ジグソー班ごとに、通底するテーマを「メ

ンチメーター」に入力） 

 

 

 

 

 

○エキスパート班から始めることを本時以前に

伝えておく。 

 

 

 

  

【評価規準】 

近代文語文の的確な理解ができる。 

（知識・技能） 

他の生徒と積極的な対話をしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

 

【評価規準】 

複数テクストの複合的読解ができる。 

（思考・判断・表現） 

他の生徒と積極的な対話をしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

 

○「メンチメーター」にはアプリケーションの

特性上、語句で入力するよう指示する。 

 

 

【評価規準】 

多角的な視点で根拠を明確にできる。 

（思考・判断・表現） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

（12） 

 

 

 

 

 

 

活動の深化 

（メンチメーターの表示に基づいて、授業者

が発問（「なぜこのキーワードを選んだの

か」）し、生徒の発言と授業者の追発問を繰

り返しながら、通底するテーマを再考する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

次時への接続 

（活動の共有・深化を行った上で、我々はこ

れからの日本をどうしていくべきか、我々自

身はどう生きるべきかを投げかける） 

他の生徒と積極的な対話をしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

○「メンチメーター」で表示された語句をもと

に、発問する。追発問を繰り返し、生徒の考

えを深めさせる。 

【評価規準】 

多角的な視点で根拠を明確にできる。 

（思考・判断・表現） 

他の生徒と積極的な対話をしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

【評価方法】 

全体指導・机間指導による観察 

ワークシートの記述内容の確認 

 

 

○次時、投げかけた問いについて各自原稿用紙

に記入し、全体共有する旨を伝える。 

○ワークシートを回収する。 

 



○イ 

福
沢
諭
吉
「
学
問
の
す
す
め
」 

 
 
 
 
 

メ
ン
バ
ー
： 

 

Ａ
人
と
し
て
み
ず
か
ら
衣
食
住
を
給
す
る
は
難 か

た

き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
こ
の
事
を
成
せ
ば
と
て
、
あ
へ
て
誇
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
も
と
よ
り
独
立
の
活
計

は
人
間
の
一
大
事
、
「
汝
の
額
の
汗
を
も
つ
て
汝
の
食 め

し

を
食
ら
へ
」
と
は
古
人
の
教
へ
な
れ
ど
も
、
余
が
考
へ
に
は
、
こ
の
教
へ
の
趣
旨
を
達
し
た
れ
ば

と
て
い
ま
だ
人
た
る
も
の
の
務
め
を
終
わ
れ
り
と
す
る
に
足
ら
ず
。
こ
の
教
へ
は
わ
ず
か
に
人
を
し
て
禽

獣

き
ん
じ
ゅ
う

に
劣
る
こ
と
な
か
ら
し
む
る
の
み
。
試
み

に
見
よ
。
禽
獣
魚
虫
、
み
ず
か
ら
食
を
得
ざ
る
も
の
な
し
。
た
だ
に
こ
れ
を
得
て
一
時
の
満
足
を
取
る
の
み
な
ら
ず
、
蟻 あ

り

の
ご
と
き
は
は
る
か
に
未
来
を

図
り
、
穴
を
掘
り
て
居
処
を
作
り
、
冬
日
の
用
意
に
食
料
を

貯
た
く
わ

う
る
に
あ
ら
ず
や
。 

し
か
る
に
世
の
中
に
は
こ
の
蟻
の
所
業
を
も
つ
て
み
ず
か
ら
満

足
す
る
人
あ
り
。 

（
中
略
） 

一
身
の
衣
食
住
を
得
て
こ
れ
に
満
足
す
べ
き
も
の
と
せ
ば
、
人
間
の
渡
世
は
た
だ
生
ま
れ
て
死
す
る
の
み
、
そ
の
死
す
る
と
き
の
有
様
は
生
ま
れ
し
と

き
の
有
様
に
異
な
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
子
孫
相
伝
へ
な
ば
、
幾
百
代
を
経
ふ
る
も
一
村
の
有
様
は
旧 も

と

の
一
村
に
し
て
、
世
上
に
公
の
工
業
を
起
こ

す
者
な
く
、
船
を
も
造
ら
ず
、
橋
を
も
架
せ
ず
、
一
身
一
家
の
外
は
悉
皆

し
っ
か
い

天
然
に
任
せ
て
、
そ
の
土
地
に
人
間
生
々
の
痕
跡
を
遺 の

こ

す
こ
と
な
か
る
べ

し
。
西
人
言
へ
る
こ
と
あ
り
、
「
世
の
人
み
な
み
ず
か
ら
満
足
す
る
を
知
り
て
小
安
に
安
ん
ぜ
な
ば
、
今
日
の
世
界
は
＊

開

闢

か
い
び
ゃ
く

の
と
き
の
世
界
に
も
異

な
る
こ
と
な
か
る
べ
し
」
と
。
Ｂ
こ
の
こ
と
ま
こ
と
に
然
り
。
も
と
よ
り
満
足
に
二
様
の
区
別
あ
り
て
そ
の

界
さ
か
い

を
誤
る
べ
か
ら
ず
。
一
を
得
て
ま
た
二

を
欲
し
、
し
た
が
つ
て
足
れ
ば
し
た
が
つ
て
不
足
を
覚
え
、
つ
ひ
に
飽
く
こ
と
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
欲
と
名
づ
け
、
あ
る
い
は
野
心
と
称
す
べ
し

と
い
へ
ど
も
、
わ
が
心
身
の
働
き
を

拡
お
し
ひ
ろ

め
て
達
す
べ
き
の
目
的
を
達
せ
ざ
る
も
の
は
こ
れ
を
＊

蠢
愚

し
ゅ
ん
ぐ

と
言
ふ
べ
き
な
り
。 

（
中
略
） 

古
の
時
代
よ
り
有
力
の
人
物
、
心
身
を
労
し
て
世
の
た
め
に
事
を
な
す
者
少
な
か
ら
ず
。
今
こ
の
人
物
の
心
事
を
想
ふ
に
、
豈
に
衣
食
住
の
饒 ゆ

た

か
な
る

を
も
つ
て
み
ず
か
ら
足
れ
り
と
す
る
者
な
ら
ん
や
。
人
間
交
際
の
義
務
を
重
ん
じ
て
、
そ
の
志
す
と
こ
ろ
け
だ
し
高
遠
に
あ
る
な
り
。
今
の
学
者
は
こ
の

人
物
よ
り
文
明
の
遺
物
を
受
け
て
、
ま
さ
し
く
進
歩
の
先
鋒
に
立
ち
た
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
進
む
と
こ
ろ
に
極
度
あ
る
べ
か
ら
ず
。
今
よ
り
数
十
の
星

霜
を
経
て
後
の
文
明
の
世
に
至
れ
ば
、
ま
た
後
人
を
し
て
わ
が
輩
の
徳
沢

と
く
た
く

を
仰
ぐ
こ
と
、
今
わ
が
輩
が
古
人
を

崇
と
う
と

む
が
ご
と
く
な
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
概
し
て
こ
れ
を
言
へ
ば
、
わ
が
輩
の
職
務
は
今
日
こ
の
世
に
居
り
、
わ
が
輩
の
生
々
し
た
る
痕
跡
を
遺 の

こ

し
て
遠
く
こ
れ
を
後
世
子
孫
に
伝
ふ
る
の
一

事
に
あ
り
。
Ｃ
そ
の
任
ま
た
重
し
と
言
ふ
べ
し
。 

豈
に
た
だ
数
巻
の
学
校
本
を
読
み
、
商
と
な
り
工
と
な
り
、
小
吏
と
な
り
、
年
に
数
百
の
金
を
得
て
わ
ず
か
に
妻
子
を
養
い
も
つ
て
み
ず
か
ら
満
足
す

べ
け
ん
や
。
こ
は
た
だ
他
人
を
害
せ
ざ
る
の
み
、
他
人
を
益
す
る
者
に
あ
ら
ず
。
か
つ
事
を
な
す
に
は
時
に
便
不
便
あ
り
、
い
や
し
く
も
時
を
得
ざ
れ
ば

有
力
の
人
物
も
そ
の
力
を

逞
た
く
ま

し
ゆ
う
す
る
こ
と
能
は
ず
。
古
今
そ
の
例
少
な
か
ら
ず
。
近
く
は
わ
が
旧
里
に
も
俊
英
の
士
君
子
あ
り
し
は
明
ら
か
に
わ

が
輩
の
知
る
と
こ
ろ
な
り
。
も
と
よ
り
今
の
文
明
の
眼
を
も
つ
て
こ
の
士
君
子
な
る
者
を
評
す
れ
ば
、
そ
の
言
行
あ
る
い
は
方
向
を
誤
る
も
の
多
し
と
い

へ
ど
も
、
こ
は
時
論
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
に
て
、
そ
の
人
の
罪
に
あ
ら
ず
、
そ
の
実
は
事
を
な
す
の
気
力
に
乏
し
か
ら
ず
。
た
だ
不
幸
に
し
て
時
に
遇 あ

は
ず
、
空
し
く
宝
を

懐
ふ
と
こ
ろ

に
し
て
生
涯
を
渡
り
、
あ
る
い
は
死
し
あ
る
い
は
老
し
、
つ
ひ
に
世
上
の
人
を
し
て
大
い
に
そ
の
徳
を
蒙
ら
し
む
る
を
得
ざ

り
し
は
遺
憾
と
言
ふ
べ
き
の
み
。 

今
や
す
な
は
ち
然
ら
ず
。
前
に
も
言
へ
る
ご
と
く
、
西
洋
の
説
や
う
や
く
行
な
は
れ
て
つ
ひ
に
旧
政
府
を
倒
し
諸
藩
を
廃
し
た
る
は
、
た
だ
こ
れ
を
戦

争
の
変
動
と
み
な
す
べ
か
ら
ず
。
文
明
の
功
能
は
わ
ず
か
に
一
場
の
戦
争
を
も
つ
て
や
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
ゆ
え
に
こ
の
変
動
は
戦
争
の
変
動
に
あ

ら
ず
、
文
明
に
促
さ
れ
た
る
人
心
の
変
動
な
れ
ば
、
か
の
戦
争
の
変
動
は
す
で
に
七
年
前
に
や
み
て
そ
の
跡
な
し
と
い
へ
ど
も
、
人
心
の
変
動
は
今
な
お

依
然
た
り
。 

お
よ
そ
物
動
か
ざ
れ
ば
こ
れ
を
導
く
べ
か
ら
ず
。 

学
問
の
道
を
首
唱
し
て
天
下
の
人
心
を
導
き
、
推
し
て
こ
れ
を
高
尚
の
域
に
進
ま
し
む

る
に
は
、
と
く
に
今
の
時
を
も
つ
て
好
機
会
と
し
、
こ
の
機
会
に
逢
ふ
者
は
す
な
は
ち
今
の
＊

学
者
な
れ
ば
、
学
者
世
の
た
め
に
勉
強
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。 

 

＊
開
闢
・
・
・
天
地
の
は
じ
め
。 

 
 
 
 
 
 
 

＊
蠢
愚
・
・
・
無
知
で
お
ろ
か
な
こ
と
。 

＊
徳
沢
・
・
・
徳
の
め
ぐ
み
。
恩
恵
。 

 
 
 
 

＊
学
者
・
・
・
学
習
者
、
学
生
。 

  



 
読
解
上
の
補
助
問
題
（
問
一
～
三
） 

問
一
、
傍
線
部
Ａ
「
人
と
し
て
・
・
・
難
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
そ
う
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。 

   

問
二
、
傍
線
部
Ｂ
「
こ
の
こ
と
ま
こ
と
に
然
り
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。 

   

問
三
、
傍
線
部
Ｃ
「
そ
の
任
ま
た
重
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。 

  

問
Ｘ
、
本
文
の
趣
旨
を
１
０
０
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。 

 

問
Ｙ
、
混
迷
・
変
革
の
時
代
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
福
沢
諭
吉
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
。 

      



○ロ 

中
江
兆
民
「
国
家
の
夢
、
個
人
の
鐘
」 

 
 
 
 
 

メ
ン
バ
ー
： 

 

『
東
洋
自
由
新
聞
』
、
『
自
由
新
聞
』
、
今
こ
の
『
自
由
新
聞
』
、
自
由
の
二
字
を
冠
む
り
た
る
新
聞
こ
れ
ま
で
に
＊

三
箇
生
出
せ
り
。
新
聞
は
紙
な

り
。
『
自
由
新
聞
』
を
発
行
す
る
に
は
＊

皮
肉
あ
る
自
由
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
皮
肉
あ
る
自
由
と
は
人
な
り
。
即
ち
智
慧

ち

え

あ
る
、
感
覚
あ
る
、
＊

甘
脆

か
ん
ぜ
い

を

嗜 こ
の

む
、
＊

軽
煖

け
い
だ
ん

を
好
む
、
＊

大
廈

た
い
か

高
楼
を
喜
ぶ
、
境
遇
を
造
作
す
る
、
境
遇
に
支
配
せ
ら
る
る
、

至
い
た
つ

て
強
き
か
と
思
へ
ば
至
て
脆 も

ろ

き
、
弱
点
と
号
す
る

無
形
の
気
孔
に
て
充
た
さ
れ
た
る
、
一
言
す
れ
ば
神
と
悪
魔
と
よ
り
愛
せ
ら
れ
て
常
々
こ
れ
が
玩
弄

が
ん
ろ
う

物
と
な
る
、
一
種
不
可
思
議
の
動
物
な
り
。
彼 か

れ

そ
れ
自
由
を
喜
び
て
乃
ち
自
己
の
総 す

べ

て
の
発
達
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
や
や
も
す
れ
ば
他
人
の
自
由
を
害
し
他
人
の
発
達
を
害
す
。 

彼
れ
心
あ
り
て
善
く
思
ひ
、
口
あ
り
て
善
く
言
ひ
、
腕
あ
り
て
善
く
書
き
、
自
ら
迷
ふ
に
由 よ

つ
て
も
し
く
は
他
人
を
迷
は
さ
ん
と
欲
し
て
、
こ
こ
に
即

ち
是
を
非
と
し
非
を
是
と
し
、
自
由
の
二
字
を
把 と

り
来
り
そ
の
意
義
を
去
り
て
文
字
だ
け
の
物
と
な
し
、
こ
の
二
字
に
冠
む
ら
す
に
極
て
不
適
当
な
る
題

字
を
以
て
し
、
Ａ
こ
の
題
字
も
て
自
由
の
意
義
を
破
滅
し
、
し
か
る
後
天
下
に
呼
号
し
て
曰
く
、
我
ら
も
ま
た
自
由
主
義
を
貴
ぶ
者
な
り
と
。
主
義
的
幻

戯
師
な
る
か
な
。
彼
ら
が
冠
む
ら
し
た
る
題
字
は
、
早
す
で
に
自
由
の
意
義
を
破
滅
し
去
れ
り
。
残
る
所
は
題
字
の
み
な
り
。
そ
の
題
字
は
何
と
い
ふ

か
、
国
家
、
…
…
国
家
と
は
音
調
佳 よ

き
語
な
り
、
希
臘

ギ
リ
シ
ヤ

羅
馬

ロ
ー
マ

以
来
そ
の
音
響
＊

瀏

亮

り
ゆ
う
り
よ
う

た
り
。 

斯
抜
答

ス

パ

ル

タ

国
中
国
家
の
声
音
殷
々

い
ん
い
ん

た
り
し
、
国
家
の
元
素
た
る
個
人
こ
れ
が
た
め
に
犠
牲
と
な
り
し
。
羅
馬
国
中
国
家
の
声
音
殷
々
た
り
し
、
国
家
の

元
素
た
る
個
人
こ
れ
が
た
め
に
犠
牲
と
な
り
し
。
国
家
の
声
音
、
中
古
ま
で
響
き
来
り
て
個
人
の
声
音
為 た

め
に
百
雷
中
の
虫
声
に
だ
も
値
せ
ざ
り
し
。

英
吉
利

イ

ギ

リ

ス

人
先 ま

づ
奮
発
し
て
個
人
の
声
音
始
て
発
越
し
、
仏
蘭
西

フ

ラ

ン

ス

人
次
に
奮
発
し
て
個
人
の
声
音
益
々

ま
す
ま
す

発
越
し
、
爾
来

じ
ら
い

欧
州
大
陸
諸
国
に
お
い
て
も
個
人

の
多
数
は
常
に
自
己
の
声
音
は
発
越
せ
ん
と
務
め
た
り
。
墺
地
利

オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
国
家
的
宰
相
メ
テ
ル
ニ
ツ
キ
が
国
難
を
避
け
て
英
国
に
出
走
し
た
る
は
、
激
発
し

た
る
個
人
の
声
音
に
吹
飛
ば
さ
れ
て
の
事
な
り
。
喧
躁

け
ん
そ
う

、
讙
譁

か
ん
か

、
叫

囂

き
よ
う
ご
う

、
吶
喊

と
つ
か
ん

、
麺
包

パ

ン

と
呼
び
米
と
呼
び
憲
法
と
呼
び
革
命
と
呼
ぶ
、
忌
ま
は
し
き

畏 お
そ

ろ
し
き
、
筆
に
す
る
さ
へ
不
祥
な
る
、
血
の
迸 ほ

と

ば
し
る
声
、
肉
の
飛
ぶ
音
は
、
皆
国
家
て
ふ
過
大
の
声
音
の
反
響
な
り
と
知
ら
ず
や
。 

Ｂ
歴
史
も
し
功
な
く
ん
ば
、
実
跡
も
し
力
な
く
ん
ば
、
瞑
目

め
い
も
く

澄
坐
し
て
想
像
の
一
能
に
依
頼
せ
よ
。
人
な
く
し
て
国
あ
る
を
得
べ
き
か
。
英
人
を
な

く
し
て
英
国
を
あ
ら
し
、
仏
人
を
な
く
し
て
仏
国
を
あ
ら
し
、
独
人
を
な
く
し
て
独
国
を
あ
ら
す
、
彼
ら
の
想
像
は
能
ふ
か
、
吾
人
の
想
像
は
能
は
ず
。

国
を
な
く
し
て
人
を
あ
ら
す
、
諸
国
境
上
の
標
木
を
取
去
る
も
諸
国
人
民
こ
れ
が
た
め
に
一
時
に
消
滅
す
べ
し
と
は
、
吾
人
は
想
像
せ
ず
、
彼
ら
は
想
像

す
る
か
。 

政
治
学
者
に
誤
ら
れ
た
る
政
治
家
ほ
ど
、
人
を
殺
す
も
の
は
あ
ら
ず
。 

極
端
と
極
端
と
を
並
べ
て
見
せ
る
、
頑
人
の
夢
を
覚
ま
す
唯
こ
の
一
法
あ
る
の
み
。 

彼
ら
満
面
得
々
然
と
し
て
い
は
ん
、
政
府
の
設
け
、
兵
馬
の
蓄
へ
、
鉄
道
の
布
設
、
官
立
学
校
、
皆
こ
れ
国
家
的
の
表
発
に
あ
ら
ず
や
。
国
家
的
に
あ

ら
ざ
れ
ば
国
家
は
保
つ
べ
か
ら
ず
と
。

少
す
こ
し

く
考
へ
よ
、
躁 さ

わ

ぐ
こ
と
な
か
れ
。
割
出
す
も
の
と
割
出
さ
れ
た
る
も
の
と
、
誠
に
実
に
少
し
の
区
別
あ
り
、

少
し
な
れ
ど
も
区
別
は
区
別
な
り
。 

割
出
す
も
の
こ
れ
個
人
、
割
出
さ
れ
た
る
も
の
こ
れ
国
家
、
政
府
の
設
け
は
個
人
を
安
ん
ず
る
が
た
め
な
り
。
兵
馬
の
設
け
は
個
人
を
護 ま

も

る
が
た
め
な

り
。
鉄
道
の
布
設
は
個
人
を
運
ぶ
が
た
め
な
り
。
官
立
学
校
は
個
人
を
教
ゆ
る
が
た
め
な
り
。 

目
的
と
手
段
と
、
貴
君
こ
れ
を
知
れ
り
や
、
大
兄
こ
れ
を
省
せ
り
や
。
個
人
こ
れ
目
的
な
り
、
国
家
こ
れ
手
段
な
り
。
国
の
中
に
は
人
実
に
元
素
た

り
、
世
界
の
中
に
は
国
実
に
元
素
た
り
。 

 

＊
三
箇
生
出
せ
り
・
・
・
『
自
由
新
聞
』
に
は
一
八
八
二
年
六
月
創
刊
の
第
一
次
と
、
一
八
九
〇
年
一
〇
月
創
刊
の
第
二

次
と
が
あ
る
。 

＊
皮
肉
・
・
・
皮
と
肉
。
こ
こ
で
は
内
実
。 

＊
甘
脆
・
・
・
食
物
の
美
味
で
や
わ
ら
か
い
こ
と
。 

＊
軽
煖
・
・
・
衣
服
の
軽
く
暖
か
い
こ
と
。 

＊
大
廈
高
楼
・
・
・
大
き
く
高
い
建
物
。 

＊
瀏
亮
・
・
・
音
の
明
る
く
清
ら
か
な
こ
と
。 

   



 
読
解
上
の
補
助
問
題
（
問
一
～
三
） 

問
一
、
第
一
段
落
に
お
い
て
、
著
者
は
自
由
と
人
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。 

   

問
二
、
傍
線
部
Ａ
「
こ
の
題
字
も
て
自
由
の
意
義
を
破
滅
し
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。 

   

問
三
、
傍
線
部
Ｂ
「
歴
史
」
と
は
ど
う
い
う
歴
史
な
の
か
、
直
前
の
段
落
を
ふ
ま
え
て
説
明
せ
よ
。 

  

問
Ｘ
、
本
文
の
趣
旨
を
１
０
０
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。 

 

問
Ｙ
、
混
迷
・
変
革
の
時
代
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
中
江
兆
民
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
。 

     



○ハ 

夏
目
漱
石
「
断
片
」 

 
 
 
 
 

メ
ン
バ
ー
： 

 

Ａ
現
代
の
青
年
に
理
想
な
し
。
過
去
に
理
想
な
く
、
現
在
に
理
想
な
し
。
家
庭
に
あ
つ
て
は
父
母
を
理
想
と
す
る
能
は
ず
。
学

校
に
在
つ
て
は
教
師
を
理
想
と
す
る
能
は
ず
。
社
会
に
在
つ
て
は
紳
士
を
理
想
と
す
る
能
は
ず
。
事
実
上
彼
等
は
理
想
な
き
な

り
。
父
母
を
軽
蔑
し
、
教
師
を
軽
蔑
し
先
輩
を
軽
蔑
し
、
紳
士
を
軽
蔑
す
。
此
等
を
軽
蔑
し
得
る
は
立
派
な
こ
と
な
り
。
但
し
軽

蔑
し
得
る
者
に
は
自
己
に
自
己
の
理
想
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
自
己
に
何
等
の
理
想
な
く
し
て
是
等
を
軽
蔑
す
る
は
、
堕
落
な
り
。

現
代
の
青
年
は
滔
々
と
し
て
日
に
堕
落
し
つ
ゝ
あ
る
な
り
。 

英
国
風
を
鼓
吹
す
る
者
あ
り
。
気
の
毒
な
こ
と
な
り
。
己
れ
に
何
等
の
理
想
な
き
を
示
す
な
り
。
英
国
人
は
如
何
な
る
点
に
於

て
模
範
と
す
べ
き
や
。
愚
に
も
玆こ

こ

に
至
つ
て
極
ま
る
。 

Ｂ
毎
日
鏡
を
見
る
者
は
昨
日
の
吾
と
今
日
の
吾
と
同
じ
と
思
へ
り
。
今
日
の
吾
と
明
日
の
吾
と
も
同
じ
者
と
思
へ
り
。
か
く
し

て
十
年
立
つ
て
始
め
て
十
年
前
の
吾
の
大
に
異
な
る
を
悟
る
。
明
治
の
世
に
住
む
者
も
斯
く
の
如
し
。
今
年
は
明
年
の
如
く
又
昨

年
に
似
た
り
と
思
へ
り
。
明
治
四
十
年
に
な
つ
て
明
治
元
年
を
回
顧
し
た
る
と
き
始
め
て
其
変
化
の
大
な
る
に
驚
ろ
く
。 

俗
人
は
之
を
知
ら
ず
昨
日
を
以
て
今
日
を
律
し
、
今
日
を
以
て
明
日
を
律
せ
ん
と
す
。
日
月
の
留
ま
ら
ざ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

思
想
の
刻
々
に
推
移
す
る
を
覚 さ

と

ら
ず
。 

昨
日
迄
は
大
臣
が
ど
ん
な
我
儘
で
も
出
来
た
世
の
中
な
り
。
故
に
今
日
も
大
臣
な
れ
ば
何
で
も
出
来
る
世
と
思
へ
り
。
昨
日
迄

は
＊

岩
崎
の
勢
な
ら
ば
出
来
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
じ
と
思
へ
り
。
彼
等
大
臣
た
り
岩
崎
た
る
者
亦
し
か
思
へ
り
。
彼
等
は
自
己
の
顔
を

毎
日
鏡
に
照
ら
し
て
知
ら
ぬ
間
に
容
色
の
衰
ふ
る
を
自
覚
せ
ぬ
愚
人
と
同
じ
く
。
先
例
を
以
て
未
来
を
計
ら
ん
と
す
愚
も
亦
甚

し
。 か

の
元
勲
な
る
者
は
自
己
を
以
て
後
世
に
示
す
に
足
る
先
例
と
思
ふ
べ
し
。
明
治
の
歴
史
に
於
て
大
な
る
光
彩
を
放
つ
人
物
と

思
ふ
べ
し
。
大
久
保
利
通
が
死
ん
で
以
来
如
何
に
小
さ
く
な
り
た
る
か
を
思
は
ず
。
木
戸
孝
允
が
今
日
に
至
つ
て
忘
れ
ら
れ
た
る

を
思
は
ず
。
気
の
毒
な
者
な
り
。 

明
治
四
十
年
の
う
ち
に
住
み
古
し
た
る
輩

や
か
ら

は
四
十
年
は
長
い
と
心
得
て
其
長
い
間
に
名
誉
あ
る
我
等
は
明
治
の
功
臣
と
し
て
後

世
に
伝
は
る
べ
し
と
の
己
惚

う
ぬ
ぼ
れ

を
有
す
。 

遠
く
よ
り
此 こ

の

四
十
年
を
見
れ
ば
一
弾
指

い

ち

だ
ん

し

の
間 か

ん

の
み
。
所
謂

い
わ
ゆ
る

元
勲
な
る
者
は
の
み

、

、

の
如
く
小
な
る
者
と
変
化
す
る
を
知
ら
ず
や
。

明
治
の
事
業
は
是
か
ら
緖 し

ょ

に
就
く
な
り
。
Ｃ
今
迄
は
僥
倖
の
世
な
り
。
準
備
の
時
な
り
。
も
し
真
に
偉
人
あ
つ
て
明
治
の
英
雄
と

云
は
る
べ
き
者
あ
ら
ば
是
か
ら
出
づ
べ
き
な
り
。
之
を
知
ら
ず
し
て
四
十
年
を
維
新
の
業
を
大
成
し
た
る
時
日
と
考
へ
て
吾
こ
そ

功
臣
な
り
模
範
な
り
抔 な

ど

云
は
ゞ
馬
鹿
と
自
惚
と
狂
気
と
を
か
ね
た
る
病
人
な
り
。
四
十
年
の
今
日
迄
に
模
範
と
な
る
べ
き
者
は
一

人
も
な
し
。
吾
人

ご

じ

ん

は
汝
等
を
模
範
と
す
る
様
な
け
ち
な
人
間
に
あ
ら
ず
。 

 

＊
岩
崎
・
・
・
明
治
時
代
の
実
業
家
岩
崎
。 

    



 
読
解
上
の
補
助
問
題
（
問
一
～
三
） 

問
一
、
傍
線
部
Ａ
「
現
代
の
青
年
」
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
か
、
説
明
せ
よ
。 

   

問
二
、
傍
線
部
Ｂ
「
毎
日
鏡
を
見
る
者
は
・
・
・
と
思
へ
り
」
と
あ
る
が
、
著
者
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
、 

 
 

 
 
 

説
明
せ
よ
。 

   

問
三
、
傍
線
部
Ｃ
「
今
迄
は
僥
倖
の
世
な
り
」
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。 

 

問
Ｘ
、
本
文
の
趣
旨
を
１
０
０
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。 

 

問
Ｙ
、
混
迷
・
変
革
の
時
代
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
夏
目
漱
石
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
。 

     



○セ 

近
代
文
語
文
研
究 

Ⅰ
 
 
 
 
 
 

メ
ン
バ
ー
： 

問
一
、
混
迷
・
変
革
期
の
代
表
的
な
人
物
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
。

○イ
・

○ロ
・

○ハ
の

文
章
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
せ
よ
。 

４
分×

３ 
or 

３
分×

４
（
計
１
２
分
） 

   

問
二-

⑴
、

○イ
・

○ロ
・

○ハ
の
文
章
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
は
何
か
。 

  

  

問
二-

⑵
、
テ
ー
マ
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
す
る
。 

                           



○ス 

近
代
文
語
文
研
究 

Ⅱ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番 
 
 

氏
名 

 

問
、
混
迷
す
る
現
代
に
お
い
て
、 

⑴ 
我
々
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
を
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か
。 

⑵ 

我
々
自
身
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
。 

 

                                        



 
 


