
三　

授
業
実
践

（
一
時
間
目
）

１　

表
八
句
を
ノ
ー
ト
に
書
写
さ
せ
る
。

　
　

水
無
瀬
三
吟
百
韻

発
句　

雪
な
が
ら
山
本
か
す
む
夕
べ
か
な 

宗
祇 

春

脇
句　

行
く
水
と
ほ
く
梅
に
ほ
ふ
里 

肖
柏 

春

　

三　

川
風
に
一
む
ら
柳
春
見
え
て 

宗
長 

春

　

四　

舟
さ
す
音
も
し
る
き
明
け
が
た 

祇 

雑

　

五　

月
や
猶
霧
渡
る
夜
に
残
る
ら
ん 

柏 

秋

　

六　

霜
お
く
野
は
ら
秋
は
暮
れ
け
り 

長 

秋

　

七　

鳴
く
虫
の
心
と
も
な
く
草
枯
れ
て 

祇 

秋

　

八　

垣
根
を
と
へ
ば
あ
ら
は
な
る
道 

柏 

雑

２　
「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
鑑
賞
。

　

季
節
の
句
と
、
そ
う
で
は
な
い
雑ぞ

う

の
句
が
あ
る
こ
と

を
伝
え
、「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
表
八
句
は
そ
れ
ぞ

れ
ど
う
な
っ
て
い
る
か
考
え
さ
せ
る
。
発
句
の
「
雪
な

が
ら
山
も
と
か
す
む
夕
べ
か
な
」
は
、
雪
が
あ
る
の
で
、

冬
の
句
と
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、「
か
す
む
」
と

い
う
春
の
季
語
に
重
点
が
あ
り
春
の
句
と
な
る
。
季
語

の
確
認
後
、
季
節
に
関
す
る
式
目
（
ル
ー
ル
）
を
示
す
。

一　

ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
を
活
用
す
る
利
点

　

ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
を
活
用
す
る
利
点
は
何
か
。
授
業

を
す
る
前
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。

（
１

）
気
軽
に
句
を
提
出
で
き
、
創
作
し
や
す
い
。

（
２

）
提
出
さ
れ
た
句
を
皆
で
鑑
賞
で
き
る
。

（
３

）
時
間
の
節
約
で
句
作
が
次
々
と
進
む
。

二　

目
標
と
計
画

（
指
導
目
標
）

１　

連
歌
の
特
質
を
理
解
さ
せ
る
。

２　

句
を
付
け
る
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
。

３　

文
語
文
法
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。

（
指
導
計
画
）

第
一
次　
「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
鑑
賞
（
一
時
間
）

第
二
次　

付
句
創
作
（
一
時
間
）

第
三
次　

班
別
創
作
（
三
時
間
）

第
四
次　

手
直
し
（
一
時
間
）

第
五
次　

発
表
・
振
り
返
り
（
一
時
間
）

は
じ
め
に

　

連
歌
は
面
白
い（
注
１

）。
そ
の
連
歌
と
い
う
日
本
の
伝

統
文
芸
の
面
白
さ
を
生
徒
に
実
感
さ
せ
た
い
と
思
い
、

今
ま
で
に
何
度
か
授
業
を
行
っ
て
き
た（
注
２

）。
そ
の
際
、

「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
鑑
賞
を
し
た
上
で
、
創
作
を

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
創
作
時
は
、
あ
ら

か
じ
め
生
徒
に
小
短
冊
型
の
用
紙
を
数
枚
配
布
し
て
お

い
た
。
教
室
を
一
座
に
見
立
て
て
、
句
を
思
い
つ
い
た

者
は
、
そ
の
用
紙
に
記
入
し
提
出
す
る
。
そ
の
中
か
ら

宗
匠
役
の
教
員
が
、
句
を
選
び
採
択
を
し
て
い
く
と
い

う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
、
集
め
る
の
に
手
間

が
か
か
り
、
時
間
が
か
か
る
の
が
難
点
で
あ
っ
た
。

　

令
和
五
年
、
勤
務
校
で
も
ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
を
生
徒

全
員
に
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
リ
ン
ト
を
使
わ

ず
に
句
を
提
出
し
、
そ
れ
を
教
室
で
共
有
し
な
が
ら
連

歌
創
作
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
実
践
報
告
で
あ
る（
注
３

）。

ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
を
活
用
し
た
連
歌
創
作
の
授
業

「
水
無
瀬
三
吟
百
韻
」
の
鑑
賞
か
ら
創
作
へ

　
福
岡
県
立
北ほ
く

筑ち
く

高
等
学
校　

黒
岩
　
淳あ
つ
し
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第
四
句
は
、

　

四　

こ
の
恋
心
内
に
秘
め
た
り　
　
　

雑

を
採
択
し
、
こ
の
後
、
四
人
の
班
に
分
け
て
、
各
班
ス

ラ
イ
ド
を
使
っ
て
創
作
さ
せ
た
。
そ
の
際
季
節
の
句
に

関
す
る
式
目
を
守
る
よ
う
指
示
し
た
。

（
四
〜
五
時
間
目
）

班
別
創
作
の
続
き

　

作
品
は
、
初
折
裏
十
四
句
ま
で
続
け
る
こ
と
を
目
標

に
し
た
。
第
十
三
の
「
花
の
定じ

ょ
う

座ざ

」
で
は
桜
を
イ
メ

ー
ジ
し
て
「
花
」
を
詠
む
こ
と
や
、「
花
の
句
」
は
春

句
と
な
る
の
で
、
逆
算
し
て
七
句
前
以
降
は
春
句
を
詠

め
な
い
こ
と
な
ど
を
説
明
し
た
。

（
六
時
間
目
）

作
品
の
手
直
し
・
発
表
原
稿
作
成

　

各
班
の
生
徒
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
点
を
示

し
て
手
直
し
さ
せ
た
。

　

・
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
か
。

　

・
花
の
句
は
、
桜
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
か
。

　

・
季
語
は
、
季
節
の
式
目
に
合
っ
て
い
る
か
。

　

・
文
法
的
な
間
違
い
は
な
い
か
。

　
　

※
発
句
以
外
「
か
な
」
は
使
え
な
い
。

次
回
発
表
し
て
も
ら
う
こ
と
を
予
告
し
、
発
表
原
稿
を

作
成
さ
せ
た
。
次
に
示
す
の
は
Ａ
班
の
作
品
。

　

五　

他
の
事
も
考
へ
事
も
蚊
帳
の
外 

快 

夏

　

六　

鳴
く
蝉
の
音
も
遠
く
に
聞
こ
ゆ 

鈴
菜 

夏

　

七　

外
に
出
て
耳
を
す
ま
せ
ば
夏
感
ず 

駿
典 

夏

　

八　

き
み
覚
ゆ
る
か
あ
ひ
見
し
景
色 

侑
紗 

雑

約
二
十
句
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
幾
つ
か
の
句
に
コ
メ

ン
ト
し
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
の
一
句

　

三　

君
を
待
つ
寒
さ
も
忘
れ
ひ
た
す
ら
に　

冬

を
採
択
す
る
こ
と
に
し
た
。
恋
句
で
あ
る
。
前
句
と
合

わ
せ
る
と
、
寒
い
中
、
慣
れ
ぬ
住
ま
い
で
恋
人
を
待
っ

て
い
る
状
況
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
句
に
付
け
て
、

第
四
句
を
創
作
す
る
よ
う
に
指
示
。
冬
の
句
を
続
け
て

も
い
い
し
、
雑
の
句
で
も
よ
い
。
積
極
的
に
作
っ
て
送

信
す
る
よ
う
に
呼
び
掛
け
る
。
約
二
十
句
、
ス
プ
レ
ッ

ド
シ
ー
ト
に
映
し
出
さ
れ
た
。
遅
れ
て
も
い
い
の
で
、

そ
の
日
の
う
ち
に
一
人
一
句
は
提
出
す
る
よ
う
に
指
示

し
て
お
い
た
。

（
三
時
間
目
）

前
回
時
の
作
品
を
プ
リ
ン
ト
に
整
理
し
配
付
・
鑑
賞

春
・
秋
の
句　

三
句
〜
五
句

夏
・
冬
の
句　

一
句
〜
三
句

七
句
去
り  （
間
を
七
句
あ
け
な
い
と
同
じ
季
節
を
詠

む
こ
と
は
で
き
な
い
）

　

そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
つ
い
て
、
季
語
を
確
認
し
た
後
、

助
動
詞
や
古
語
の
意
味
を
ふ
ま
え
て
、
内
容
を
確
認
し
、

鑑
賞
す
る
。

（
二
時
間
目
）

初
折
裏
第
一
、
二
句
の
説
明
と
付
句
の
創
作（
注
４

）

　

表
八
句
の
続
き
の
句
（
初
折
裏
）
を
紹
介
す
る
。

　

一　

山
深
き
里
や
嵐
に
送
る
ら
ん　
　
　

長 
雑

　

二　

慣
れ
ぬ
住
居
ぞ
寂
し
さ
も
う
き　
　

祇 
雑

第
三
句
を
付
け
る
よ
う
指
示
。
そ
の
際
、
季
節
の
式
目

に
し
た
が
う
と
、
初
折
表
七
で
秋
の
句
が
詠
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
後
七
句
去
っ
て
い
な
い
の
で
、
秋
の
句
は
詠

め
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

こ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
い
た
グ
ー
グ
ル

フ
ォ
ー
ム
に
入
力
さ
せ
た
。
回
答
は
、
出
席
番
号
を
選

択
式
に
し
（
非
表
示
）、「
付
句
を
作
り
な
さ
い
」
と
い

う
「
課
題
」
に
記
述
式
で
回
答
さ
せ
た
。

　

黒
板
の
半
分
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
し
て
お
き
、
生
徒
が

送
信
し
た
付
句
を
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
に
映
し
出
す
よ

う
に
し
て
お
い
た
。
最
初
は
な
か
な
か
送
信
す
る
生
徒

が
出
な
か
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
次
々
と
送
信
し

始
め
た
。
出
席
番
号
は
非
表
示
な
の
で
、
誰
の
作
品
か

は
分
か
ら
な
い
。

【生徒の付句一覧】
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（
感
想
）

・
季
語
を
変
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
前
の
句
に
ひ
っ
ぱ

ら
れ
な
い
句
を
考
え
る
の
が
難
し
か
っ
た
。
短
歌

や
俳
句
は
考
え
た
事
は
あ
っ
た
が
、
連
歌
は
初
め

て
だ
っ
た
の
で
、
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
。（
Ｋ
・
Ｗ
）

・
内
容
が
被
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
と

思
い
ま
し
た
。
同
じ
お
題
の
句
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

て
も
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
も
句
の
内
容
が
違
っ
て
発

想
が
面
白
い
と
思
う
場
面
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。

一
人
で
短
歌
を
作
る
よ
り
も
何
人
か
で
連
歌
を
作

っ
た
ほ
う
が
楽
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。（
Ａ
・
Ｓ
）

・
歌
を
詠
む
と
い
う
活
動
は
今
ま
で
何
度
か
あ
っ
た

け
れ
ど
、
二
人
で
ひ
と
つ
の
歌
を
詠
む
と
い
う
の

は
初
め
て
で
、
前
後
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
そ

の
歌
の
印
象
が
全
く
変
わ
っ
て
く
る
の
が
と
て
も

面
白
い
な
と
思
っ
た
。
ま
だ
文
語
に
す
る
の
が
で

き
て
い
な
か
っ
た
り
文
法
的
に
間
違
っ
て
い
た
り

す
る
点
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
や
る
機
会
が
あ
っ
た

ら
も
っ
と
上
手
く
作
り
た
い
と
思
っ
た
。（
Ａ
・
Ｙ
）

・
俳
句
や
短
歌
一
つ
だ
け
の
創
作
な
ら
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
み
ん
な
で
歌
を
つ
な
げ
て
い
く
連
歌

は
や
っ
た
こ
と
が
な
く
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
。
ま

た
、
連
歌
に
も
い
ろ
い
ろ
な
決
ま
り
が
あ
っ
て
奥

が
深
い
な
と
思
い
ま
し
た
。（
Ｄ
・
Ｙ
）

・
意
外
と
深
く
考
え
す
ぎ
て
難
し
か
っ
た
。
い
ろ
い

ろ
考
え
な
が
ら
す
る
の
が
新
鮮
で
俳
句
や
短
歌
を

作
る
よ
り
も
時
間
が
か
か
っ
た
。
け
ど
楽
し
か
っ

た
。（
Ｍ
・
Ｆ
）

四　

生
徒
の
記
述

３（
前
句　

歌
よ
み
鳥
の
鳴
く
声
聞
こ
ゆ
）

　
　
　
　

楽
し
げ
に
桃
色
の
花
踊
り
た
り

　

桜
の
花
び
ら
が
舞
っ
て
い
る
様
子
を
踊
る
と
表
現

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
い
な
と
思
っ
た
。
さ
ら
に
、

前
句
で
鳥
が
鳴
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
の
歌
声
に

花
び
ら
が
踊
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
て
面
白
い
な

と
思
っ
た
。（
Ｋ
・
Ｈ
）

　

九　

名
月
や
忘
る
る
な
か
れ
沈
め
ど
も 

快 

秋

　

十　

吾
妹
を
思
ふ
こ
の
星
月
夜 

鈴
菜 

秋

十
一　

朝
起
き
て
霧
が
か
か
る
や
空
見
え
ず 

駿
典 

秋

十
二　

気
持
ち
届
か
ず
も
の
を
思
へ
り 

侑
紗 

雑

十
三　

花
に
問
ふ
咲
く
か
咲
か
ぬ
か
我
の
夢 

快 

春

十
四　

鳴
か
ぬ
鶯
た
だ
待
ち
わ
ぶ
る 

鈴
菜 

春

（
七
時
間
目
）

各
班
の
発
表

　

黒
板
の
左
半
分
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
作
品
を
映
し
出
し
、

班
員
四
人
は
前
に
立
っ
て
工
夫
し
た
点
な
ど
を
説
明
。

他
の
生
徒
は
、
自
分
の
ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ
ク
を
見
な
が
ら

聞
く
こ
と
も
で
き
る
。
十
班
が
、
約
五
十
分
で
発
表
し

終
わ
っ
た
。

　

発
表
後
、「
連
歌
創
作
」
の
振
り
返
り
を
、
用
意
し

て
お
い
た
グ
ー
グ
ル
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
さ
せ
た
。
授
業

中
は
時
間
が
取
れ
な
か
っ
た
の
で
、
宿
題
と
し
た
。
項

目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

１　

自
分
が
作
っ
た
句
で
最
も
気
に
入
っ
た
句
を
、
前

句
と
共
に
書
き
な
さ
い
。

２　

ど
の
よ
う
な
点
が
気
に
入
っ
た
の
か
。

３　

そ
の
他
の
句
で
気
に
入
っ
た
句
を
、
前
句
と
共
に

書
き
な
さ
い
。

４　

ど
の
よ
う
な
点
が
気
に
入
っ
た
の
か
。

５　

連
歌
を
創
作
し
て
み
て
の
感
想
。

【生徒の発表スライド】
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水
社
・
二
〇
一
六
年
八
月
）
で
報
告
し
た
。

２　

拙
著
『
連
歌
と
国
語
教
育
―
座
の
文
学
の
魅
力
と
そ
の
可
能

性
』（
溪
水
社
・
二
〇
一
二
年
八
月
）、
拙
稿
「
連
歌
『
水
無
瀬

三
吟
百
韻
』
表
八
句
の
教
材
化
―
連
歌
の
鑑
賞
か
ら
創
作
へ

―
」（
数
研
国
語
通
信
『
つ
れ
づ
れ
』
二
九
号
・
二
〇
一
六
年

五
月
）、「
心
と
言
葉
を
つ
な
げ
る
連
歌
創
作
指
導
」『
国
語
教

育
研
究
』
第
五
七
号
（
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
・
二

〇
一
六
年
三
月
）、「
高
校
に
お
け
る
連
歌
の
授
業
」『
西
日
本

国
語
国
文
学
』
第
五
号
（
西
日
本
国
語
国
文
学
会
・
二
〇
一
八

年
十
月
）、「
古
典
教
育
に
活
か
す
連
歌
の
文
学
性
―
中
世
に
隆

盛
を
極
め
た
連
歌
の
本
質
的
な
面
白
さ
に
迫
る
た
め
に
―
」

『
国
文
学
攷
』
第
二
四
五
号
（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
・
二

〇
二
〇
年
三
月
）
な
ど
に
報
告
。

３　

令
和
五
年
三
月
に
福
岡
県
立
北
筑
高
等
学
校
で
行
っ
た
。
対

象
は
二
年
生
文
系
ク
ラ
ス
四
十
名
（
男
子
二
十
名
・
女
子
二
十

名
）。
古
典
Ｂ
の
時
間
。
新
課
程
の
「
古
典
探
究
」
に
お
い
て

は
、
言
語
活
動
例
と
し
て
「
古
典
を
読
み
、
そ
の
語
彙
や
表
現

の
技
法
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
和
歌
や
俳
諧
、
漢
詩
を
創
作
し

た
り
、
体
験
し
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
文
語
で
書
い
た
り
す

る
活
動
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

４　

連
歌
は
百
韻
を
基
本
と
す
る
。
正
式
に
は
、
四
枚
の
懐
紙
を

用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
半
折
に
し
、
表
裏
に
書
き
記
し
て
い
く
。
最

初
の
紙
を
初
折
と
言
い
、
表
に
八
句
書
き
、
続
き
は
裏
に
十
四

句
書
く
。
二
枚
目
、
三
枚
目
は
表
裏
そ
れ
ぞ
れ
十
四
句
ず
つ
、

そ
し
て
四
枚
目
の
紙
は
名
残
折
と
言
い
、
表
に
十
四
句
、
裏
に

八
句
書
く
。

る
。
連
歌
は
前
に
戻
ら
ず
、
新
し
い
内
容
を
次
々
に
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
、
何
度
も
強

調
し
て
お
き
た
い
。

　

班
別
活
動
に
す
る
と
、
授
業
中
は
同
時
に
生
徒
の
句

を
検
討
で
き
な
い
。
授
業
が
終
わ
る
た
び
に
、
教
員
側

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
次
の
時
間
に
指
示
す
る
箇
所
を
整

理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

終
わ
り
に

　

連
歌
の
面
白
さ
は
、
実
作
す
る
こ
と
で
実
感
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
友
達
の
句
と
自
分
の
句
が
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
は
、
心
が
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
で
楽
し
い

は
ず
だ
。
ま
た
、
実
作
す
る
こ
と
で
、
鑑
賞
す
る
力
も

つ
い
て
い
く
と
思
う
。
季
語
へ
の
理
解
も
深
ま
る
し
、

あ
え
て
文
語
で
作
ら
せ
る
こ
と
で
、
文
語
文
法
へ
の
理

解
も
深
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
今
回
、
一
人
一
台
端
末
の
活
用
は
、
連
歌

創
作
に
お
い
て
効
果
的
で
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き
た
。

他
の
会
場
と
の
交
流
も
視
野
に
入
れ
て
、
よ
り
よ
い
授

業
方
法
を
考
え
て
い
き
た
い
。

注１　

拙
著
『
連
歌
を
楽
し
む
―
鑑
賞
と
創
作
入
門
―
』（
溪
水

社
・
二
〇
二
〇
年
八
月
）
に
連
歌
の
面
白
さ
、
楽
し
さ
に
つ
い

て
ま
と
め
た
。
ま
た
、
現
代
の
連
歌
に
つ
い
て
は
、「
現
代
の

連
歌
―
福
岡
県
行
橋
市
須
佐
神
社
今
井
祇
園
連
歌
の
会
―
」

（
数
研
国
語
通
信
『
つ
れ
づ
れ
』
一
七
号
・
二
〇
一
〇
年
四
月
）、

『
連
歌
の
息
吹
―
つ
な
が
り
、
ひ
ろ
が
る
現
代
の
連
歌
―
』（
溪

・
み
ん
な
と
物
語
を
協
力
し
て
作
る
こ
と
で
絆
が
深

ま
っ
た
と
思
う
。（
Ｙ
・
Ｙ
）

・
他
の
人
が
考
え
た
句
を
つ
な
げ
る
の
は
と
て
も
難

し
か
っ
た
が
全
て
完
成
し
た
時
の
達
成
感
が
と
て

も
よ
か
っ
た
。（
Ｒ
・
Ｔ
）

　

生
徒
の
記
述
を
読
む
と
、
最
初
は
難
し
く
感
じ
た
が
、

続
け
て
い
る
う
ち
に
楽
し
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
感
想

が
多
か
っ
た
。

五　

グ
ー
グ
ル
ク
ロ
ー
ム
を
使
用
し
て
よ
か
っ
た
点

　

事
前
に
予
想
し
て
い
た
よ
う
に
、
生
徒
は
句
を
出
し

や
す
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
班
別
の
創
作
も
画

面
が
共
有
で
き
る
の
で
、
作
業
し
や
す
か
っ
た
と
も
思

わ
れ
る
。

　

グ
ー
グ
ル
ス
ラ
イ
ド
で
は
、
時
間
を
か
け
て
推
敲
で

き
る
と
い
う
こ
と
も
利
点
で
あ
る
と
感
じ
た
。
推
敲
し

た
画
面
が
保
存
さ
れ
る
し
、
授
業
後
、
教
室
外
で
も
作

業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
生
徒
作
品
等
を
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
る
際
、

教
員
は
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
や
ス
ラ
イ
ド
を
コ
ピ
ー
す

れ
ば
い
い
の
で
、
手
間
が
か
か
ら
な
い
。

六　

課
題

　

生
徒
の
感
想
に
「
前
の
句
に
引
っ
ぱ
ら
れ
な
い
句
を

考
え
る
の
が
難
し
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
生
徒
は

つ
い
つ
い
前
の
句
と
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
使
用
し
た
り
、

同
じ
よ
う
な
発
想
を
続
け
た
り
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
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