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研
究
ノ
ー
ト
】

『
高
菜
集
』
　
の
教
材
化
Ⅰ
中
学
教
科
書
の
場
合
Ⅰ

酉

　

一

夫

一

　

は

じ

め

に

平
成
二
〇
年
に
小
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
示
さ
れ
、
翌
年

に
は
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
た
。
こ
の
学
習
指

導
要
領
に
お
い
て
、
国
語
科
で
は
小
中
高
い
ず
れ
も
従
来
の
三
額

域
一
事
項
の
骨
格
を
維
持
し
な
が
ら
、
事
項
欄
が
「
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
」
か
ら
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す

る
事
項
」
と
表
現
が
大
幅
に
改
め
ら
れ
た
。
新
た
に
付
加
さ
れ
た

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
は
古
典
重
視
と
の
見
方
が
な
さ

れ
る
も
の
の
、
指
導
要
領
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
単
な
る
古
典
を
重

視
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
普
段
の
生
活
の
中
に
は
古
典
的
な

素
材
や
発
想
が
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
側
面
が
あ

る。

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
よ
っ
て
古
典
教
材
に
対
す
る
注
目
が

集
ま
る
中
で
、
教
科
書
教
材
と
し
て
は
大
き
な
変
化
が
な
い
。
従

来
型
の
文
学
史
区
分
に
よ
る
作
品
配
列
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、

取
り
上
げ
ら
れ
る
作
品
に
も
変
化
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
が
現

状
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
校
種
が
上
が
る
ほ
ど
顕
著
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
教
科
書
所
載
の
『
万

葉
集
』
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
教
材
化
の
方
向
性
の
一
端
を

示す。
二
　
初
期
萬
葉
－
持
統
天
皇
の
作
品
－

初
期
の
作
品
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
三
首
で

ある。
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
久

山
　
（
持
統
天
皇
）

東
の
野
に
炎
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
き
ぬ

（
柿
本
人
麻
呂
）

君
待
つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋

の
風
吹
く
　
（
額
田
王
）

歌
人
は
い
ず
れ
も
初
期
萬
葉
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、
ま
た
作

品
も
歌
人
の
代
表
作
晶
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
教
材
に
対
す
る
統
l
し
た
学
習
目
標
は
、

和
歌
に
表
れ
た
昔
の
人
の
心
情
や
情
景
を
読
み
取
る
。

和
歌
の
効
果
的
な
表
現
や
語
句
の
使
い
方
を
読
み
味
わ
う
。
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と
定
め
ら
れ
、
内
容
理
解
の
際
に
は
現
代
語
訳
を
も
と
に
し
て
鑑

賞
す
る
よ
う
な
導
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
教
材
末
尾
に
は

「
和
歌
を
声
に
出
し
て
読
み
、
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
楽
し
も

う
。
」
と
い
う
学
習
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
声
に
出
し
て
歌
を

詠
ん
で
大
ま
か
な
内
容
を
把
握
し
、
表
現
の
使
い
方
を
味
わ
う
こ

と
が
学
習
活
動
と
し
て
徳
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
習
活
動
で
作
品
を
鑑
貧
し
た
り
、
親
し
ん
だ
り

す
る
観
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
歌
は
、
全
体
の
声
調
は
端
厳
と
も
謂
う
べ
き
も
の
で
、

第
二
句
で
、
「
来
る
ら
し
」
と
切
り
、
第
四
句
で
、
「
衣
ほ
し
た

り
」
と
切
っ
て
、
「
ら
し
」
と
「
た
り
」
で
伊
列
の
音
を
繰
返
し
l

種
の
節
奏
を
得
て
い
る
が
、
人
麿
の
歌
詞
の
よ
う
に
鋭
く
ゆ

ら
ぐ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
や
は
り
女
性
に
ま
し
ま
す
御
語

気
と
感
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
句

で
「
天
の
香
具
山
」
と
名
詞
止
め
に
し
た
の
も
一
首
を
整
正
端

厳
に
し
た
。
（
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
　
上
』
岩
波
新
書
）

示
さ
れ
た
現
代
語
訳
も
「
ら
し
」
「
た
り
」
で
句
切
れ
と
間
を
置
い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
作
品
解
釈
を
求
め
て
い
な
い
学
習
に
お
い
て

も
『
万
葉
秀
歌
』
が
示
し
て
い
る
内
容
は
、
声
に
出
し
て
作
品
を

鑑
賞
す
る
際
の
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
初
期

万
葉
の
作
品
の
多
く
は
、
書
記
に
よ
る
享
受
よ
り
も
、
口
頭
に
よ

っ
て
享
受
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
作
品
鑑
賞
を
深
め
る
教
材
研
究
の
視
点
を
提
供
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
　
の
作
品
を
「
歌
の
場
」
に
復
元
し
て
理
解
し
ょ
う
と

し
た
の
は
、
伊
藤
博
の
「
古
代
和
歌
史
研
究
」
（
全
八
巻
、
塙
書
房
）

で
あ
る
。
す
べ
て
の
作
品
に
お
い
て
場
の
復
元
は
出
来
な
い
も
、
の

の
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
教
材
解
釈
に
一
層
活
用
さ
れ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

三
　
後
期
常
葉
－
大
伴
家
持
の
作
品
－

前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
な
口
頭
に
よ
る
作
品
享
受
が
教
材
研
究

に
有
効
で
あ
る
t
方
で
、
後
期
寓
葉
の
作
品
は
様
相
を
異
に
す
る
。

そ
の
端
的
な
例
と
し
て
大
伴
家
持
の
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る。

春
の
園
紅
に
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
を
と
め

（
大
伴
家
持
）

家
持
の
「
越
中
秀
吟
」
等
と
称
さ
れ
る
、
彼
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に

数
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
首
は
「
天
平
勝
宝
二
年
三
月
一
目
の
碁
に
春

苑
の
桃
李
の
花
を
眺
曝
し
て
作
る
二
首
」
の
題
詞
に
よ
っ
て
、
次
の

歌
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

我
が
園
の
李
の
花
か
庭
に
散
る
は
だ
れ
の
い
ま
だ
残
り
た
る

か
も
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教
材
は
t
首
目
、
「
我
が
園
の
」
が
二
首
目
で
あ
る
。
題
詞
に
「
春
苑

の
桃
李
の
花
」
と
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
で
素
材

を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
絵
画
的
な
春
の
美
し
い
情
景
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
学
習
目
標
の
「
情
景
を
読

み
取
る
」
括
動
と
し
て
適
切
な
教
材
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

家
持
の
作
品
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
題
詞
と
二
首
の
歌
に
見

ら
れ
る
「
そ
の
」
の
語
で
あ
ろ
う
。
『
万
葉
集
』
　
の
本
文
で
は
、
題

詞
に
は
「
春
苑
桃
李
」
と
記
さ
れ
、
第
一
首
で
は
「
春
苑
」
、
第
二
首

で
は
「
菩
園
之
」
と
二
種
類
の
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
歌
本
文

の
表
記
に
つ
い
て
は
「
「
苑
」
は
「
園
」
と
同
義
だ
が
、
「
園
よ
り
も
広

く
、
「
園
」
は
そ
の
t
部
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
」
（
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』
小
学
館
）
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
字
義
が
厳
密

に
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
教
科
書
本
文
「
春
の
園
」
は
作

品
本
来
の
表
現
性
を
十
分
に
活
か
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
。
教

育
漢
字
の
問
題
が
存
す
る
も
の
の
、
作
品
が
発
信
し
て
い
る
鑑
賞

の
手
が
か
り
を
失
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も

何
ら
か
の
措
置
を
講
じ
て
作
品
が
持
つ
本
来
の
意
味
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
が
教
材
化
の
工
夫
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
工
夫
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
両
者
の
漢
字
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
「
新
宿
御
苑
」
「
○
○
公
園
」
な
ど
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い

る
名
称
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
漢
字
が
持
つ
違
い
を
感
じ

取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
題
詞
の
漢
字
表
記
と
歌
本
文
の
表
記
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
が
「
む
つ
か
し
き
哉
萬
菓
集
－
春
苑
桃

李
女
人
歌
を
め
ぐ
っ
て
－
」
（
「
文
学
史
研
究
」
第
三
十
五
号
、
大
阪

市
立
大
学
、
平
六
年
）
に
お
い
て
詳
細
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
小
島
論
に
依
れ
ば
、
一
首
目
が
遠
景
、
二
首
目
が
近
景
と
な

り
二
首
一
対
の
作
品
と
し
て
表
記
面
で
の
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
る

と
言
う
。
そ
れ
だ
け
に
歌
本
文
を
教
材
化
に
際
し
て
無
視
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
。
家
持
の
作
品
で
は
他
に
も
「
京
師
」
と
書
い
て

「
み
や
こ
」
、
「
痛
念
」
と
書
い
て
「
な
げ
き
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
表

記
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
表
記
上
の
工
夫
が
『
萬
葉
集
』

の
作
品
に
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
以
降
の
仮
名
に
よ
っ
て

和
歌
が
記
さ
れ
る
こ
と
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、
教
材
化
あ

る
い
は
教
材
研
究
の
過
程
で
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
初
期
常
葉
と
し
て
取
り
上
げ
た
持
統
天
皇

の
作
品
と
は
、
異
な
る
享
受
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
家
持
の
作
品
は
書
か
れ
た
歌
を
詠
ん
で
鑑
賞
す
る
と
言
う

視
点
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
作
品
の
理
解
に
は
、

書
か
れ
た
漢
字
に
も
留
意
し
な
が
ら
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝

要
な
の
だ
ろ
う
。

大
陸
渡
来
の
桃
花
に
応
じ
て
、
ま
た
何
と
な
く
志
郡
の
指
摘

感
覚
が
あ
り
美
麗
に
し
て
濃
厚
な
感
じ
の
す
る
歌
で
あ
る
。

こ
う
い
う
一
種
の
構
成
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
い
で
立
つ
を
と
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め
」
と
名
詞
止
に
し
て
、
堅
く
据
え
た
の
も
一
つ
の
工
夫
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
（
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
　
下
』
）

と
の
指
摘
は
、
作
品
の
絵
画
的
特
質
を
示
し
て
い
る
。

二
首
の
叙
景
作
品
に
お
い
て
も
、
初
期
萬
葉
と
後
期
高
菜
と
で

は
、
そ
の
作
品
鑑
賞
に
は
大
き
な
質
的
相
違
が
存
す
る
。

四
　
ま
と
め
1
教
材
研
究
の
可
能
性
－

中
学
校
国
語
教
科
書
所
載
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
鑑
賞

の
あ
り
方
の
違
い
を
示
し
た
。
こ
れ
は
教
材
化
の
工
夫
や
教
材
研

究
と
し
て
作
品
理
解
を
深
め
る
際
に
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
短
歌

の
実
作
を
行
う
こ
と
が
現
実
的
で
は
な
い
現
在
の
状
況
か
ら
す
れ

ば
、
和
歌
教
材
は
縁
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

扱
い
に
く
さ
か
ら
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
も
あ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

和
歌
教
材
に
「
親
し
む
」
手
立
て
を
ど
の
よ
う
に
据
え
る
か
の
工

夫
次
第
で
は
、
和
歌
教
材
は
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
平
安
以
降
の
和
歌
が
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
点
か

ら
、
毛
筆
の
書
記
に
着
目
し
て
和
歌
を
読
み
直
そ
う
と
す
る
小
松

英
雄
氏
の
研
究
成
果
（
『
や
ま
と
う
た
』
辞
談
社
、
平
六
年
、
『
平

安
古
筆
を
読
み
解
く
』
二
玄
社
、
平
二
三
年
）
は
、
王
朝
和
歌
の
教

材
研
究
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
に
し
　
か
ず
お
　
信
州
大
学
教
育
学
部
）


