
国
語
科
に
お
け
る
中
高
連
携
の
教
育

は
じ
め
に

小
学
校
と
中
学
校
の
連
携
は
'
同
じ
義
務
教
育
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て

比
較
的
話
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
｡
研
究
会
に
顔
を
出
す
と
'
両
校
の
先

生
が
同
席
し
て
情
報
を
交
換
し
て
い
る
光
景
に
出
会
う
こ
と
も
あ
る
｡
し

か
し
'
こ
れ
が
中
学
校
と
高
校
と
な
る
と
'
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
場
面

を
思
い
出
せ
な
い
｡
高
校
へ
の
進
学
率
は
上
が
り
続
け

(全
国
平
均
で
九

五
･
七
%
)
､
今
で
は
義
務
教
育
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
高
校
教
育
は

多
様
化
し
て
お
り
'

一
概
に
は
言
え
な
い
が
'
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の

時
と
同
じ
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
｡

前
任
地
富
山
で
は
'
小
中
高
を
縦
断
す
る
魁
織
と
し
て
'
福
田
正
義
氏

(前
官
山
中
部
高
校
長
)
の
主
宰
さ
れ
た

｢宮
山
国
語
｣
が
あ

っ
た
｡
上

越
に
来
て
十

一
年
'
こ
の
よ
う
な
会
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
が
'
最
近

に
な
っ
て
'
県
教
育
委
員
会
の
主
催
で
昭
和
六
十
三
年
に

｢中
高
学
習
指

導
研
究
協
議
会
｣
が
発
足
し
'
以
来
中
高
連
携
教
育
推
進
事
業
を
行

っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
｡

こ
の
度
'
筆
者
は
こ
の
会

(事
業
)
に
か
か
わ
り
'
標
題
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
'
以
下
で
は
'

一
'
基
本
的
立
場

-
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

(プ
ロ
グ
ラ
ム
)･
的
か
シ
ラ
バ
ス

有

沢

俊

太

郎

的
か

'
科
目
の
改
革
と
再
編

へ
｢生
活
言
語
｣
と

四
へ
｢学
習
言
語
｣

の
順
に
へ
考
え
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡

｢

基
本
的
立
場

ま
ず
こ
町
問
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
最
も
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
国

語
科
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
方
を
述
べ
る
｡
学
習
の
コ
ー
ス
を

ど
う
見
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
二
つ
の
異
な

っ
た
立
場
が
あ
る
｡

｢カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
｣
は
'
戦
後
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
'
教
育
課
程

と
訳
さ
れ
て
使
わ
れ
定
着
し
た
言
葉
で
あ
る
｡
そ
の
語
源
は
ゴ
ー
ル
に
向

か
っ
て
疾
走
す
る
競
走
馬
の
コ
ー
ス
を
指
す
と
言
わ
れ
る
が
､
戦
後
の
わ

が
国
の
状
況
に
お
い
て
は
'
学
習
の
逸
脱
を
警
戒
す
る
よ
う
な
側
面
は
む

し
ろ
薄
-
､
か
え
っ
て
児
童
生
徒
の
実
態
を

一
番
知

っ
て
い
る
は
ず
の
教

師
が
'
か
れ
ら
の
興
味
や
関
心
に
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
側

面
の
方
が
強
か
っ
た
｡
コ
ー
ス
.に
児
童
生
徒
の
学
習
の
実
態
が
含
ま
れ
る

と
'
多
少
の
逸
脱
や
停
滞
の
部
分
が
で
き
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
｡
し
か

し
'
逸
脱
や
停
滞
が
生
み
出
す
カ
リ
キ
三
フ
ム
の
弾
力
性
は
'
コ
ー
ス
が

3



学
習
の
実
態
か
ら
遊
離
し
て

一
人
歩
き
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
重
要

で
あ
る
｡
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
故
前
の
国
語
科
の
コ
ー
ス
概
念
を
根
本
か
ら

覆
す
新
し
い
考
え
を
含
ん
で
い
た
｡

戦
前
は
'
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
御
法
度
で
あ

っ
た
｡
ゴ
ー
ル
は
国

(文
部
省
)
に
ょ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
て
'
そ
こ
へ
向
か
う
道
は

一
つ
し

か
な
か
っ
た
｡
例
え
ば
国
定
読
本
の
有
名
教
材
は
明
ら
か
な
価
値
を
持
っ

て
い
て
､
そ
れ
は
た
だ

一
つ
の
読
み
方
で
読
み
取
ら
れ
た
｡
教
師
は
決

ま
っ
た
こ
と
を
決
ま
っ
た
よ
う
に
教
え
､
児
童
生
徒
は
そ
れ
に
疑
い
を
持

つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
｡
シ
ラ
バ
ス
の
意
味
を
'
辞

書
で
引
-
と
'
｢
(講
義
の
)
摘
要
'
大
要
｣
の
ほ
か
に

｢
(カ
ソ
リ
ッ
ク
)

教
書
要
目
､
教
会
摘
要
｣
｢教
授
細
目
｣
と
出
て
い
る

(『研
究
社
新
英
和

中
辞
典
』)
｡
後
の
二
つ
の
意
味
は
'
戦
前
の
わ
が
国
の
教
育
に
お
け
る

コ
ー
ス
の
考
え
方
を
よ
-
示
し
て
い
る
と
思
う
｡
教
育
的
価
値
は
あ
る
意

味
で
は
宗
教
的
な
価
値
に
準
じ
る
も
の
で
あ
り
､
有
名
校
は
競

っ
て
価
値

を
細
分
化
し
た
教
授
細
目
を
発
表
し
た
｡

さ
て
'
中
高
の
連
携
を
国
語
科
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
き
'
ど
ち
ら
の

立
場
に
立
て
ば
よ
い
か
｡
シ
ラ
バ
ス
的
な
考
え
方
を
す
れ
ば
'
学
習
内
容

間
の
つ
な
が
り
は
明
確
と
な
り
'
ま
っ
た
く
唆
味
な
部
分
は
残
ら
な
い
｡

し
か
し
'
現
代
の
国
語
科
の
内
容
を
す
べ
て
シ
ラ
バ
ス
的
に
割
り
切
っ
て

よ
い
か
｡
こ
れ
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
｡
む
し
ろ
そ
れ
に
は
馴
染
ま
な
い

学
習
内
容
の
方
が
多
い
｡
ま
た
'
割
り
切
れ
る
と
見
え
る
部
分
も
他
の
活

(-)

動
と
混
じ
り
合
う
う
ち
に

｢動
き
の
中
で
｣

(in
action
)
と
ら
え
る
必
要

も
起
こ
る
｡
だ
か
ら
､
ど
う
し
て
も
基
本
的
に
は
国
語
科
の
コ
ー
ス
を
カ

リ
キ
エ
フ
ム
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
'
カ
ケ
キ
rt
ラ
ム

と
い
う
言
葉
は
'
公
文
書
で
は
学
校
全
体
の

｢教
育
計
画
｣
を
指
し
て
い

る
｡
そ
こ
で
､
教
科
の
コ
ー
ス
は

r指
導
計
画
｣
と
い
っ
て
区
別
し
て
い

(2)

る
｡
こ
こ
で
は
そ
れ
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
こ
と
に
す
る
｡
国
語
科
の

コ
ー
ス
は
､
基
本
的
に
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
側
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
｡
連

携
の
問
題
は
複
雑
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
t
L
か
し
こ
の
立
場
は

母
国
語
を
学
び
教
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
の
有
名
な
言
葉
に

｢全
て
の
教
師
は
国
語
の
教
師
｣
と
い
う

の
が
あ
る
｡
算
数
の
教
師
で
も
体
育
の
教
師
で
も
'
学
校
全
体
の
カ
t
t

キ
ュ
ラ
ム
を
見
通
し
て
自
己
の
国
語
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
上
げ
て
い
く

こ
と
を
要
請
し
て
い
る
｡
国
語
の
教
師
な
ら
な
お
さ
ら
の
こ
と
'
彼

(彼

女
)
は
児
童
生
徒
の
言
語
能
力
等
の
実
態
を
視
野
に
入
れ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
編
成
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
小
さ
な
国
語
教
育
政
策
を
展

開
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
で
は
'

｢anguage
po-ic
y
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て
い
る
｡
こ
れ
は
現
実
の
問
題
と
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
運
用

の
主
体
は
教
師
そ
の
人
で
あ
る
｡
教
科
書
の
教
材
を
補
充

し
順
番
を
変
え

て
教
え
る
背
後
に
は
､
児
童
生
徒
の
実
態
を
筆
頭
に
必
ず
何
ら
か
の
理
由

が
あ
る
に
違
い
な
い
｡
こ
れ
は
教
師
の
小
さ
な
国
語
教
育
政
策
の
最
も
身

近
な
現
れ
で
あ
る
｡

二
､
科
目
の
改
革
と
再
編

中
学
校
か
ら
高
校
に
か
け
て
の
国
語
関
係
の
科
目

(教
科
)
の
系
列
は

現
行
で
は
図
1
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡



図1 現行の科目 (教科)の系列

国 語表 現 税代語 現代文 古典 王 盲典狂古 典講 読

国語Ⅱ

◎国語 Ⅰ

A 表現 (言語事項)
国語

B 理解 (言語事項)

◎は必修科目

こ
の
系
列
に
は
次
の
三
つ
の
問
題
点
が
あ
る
｡

(-
)
国
語
科
内
部
の
分
類
原
理

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
国
語
科
の
内
部
は
中
高
で
f
貫
し
た
原
理
で

分
け
ら
れ
て
い
な
い
｡
言
語
機
能
で
分
け
る
中
学
校
の
立
場
は
高
校
の
国

語
上

芯
で
は
忠
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
高
校
上
級
学
年

の
選
択
科
目
で
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
｡
｢国
語
表
現
｣
｢古
典
講
読
｣
で
は
､

言
語
機
能
'
活
動
面
が
分
類
原
理
と
な
っ
て
い
る
が
'
残
り
の
四
科
目
に

は
及
ば
な
い
｡
例
え
ば

｢現
代
語
｣
と

｢現
代
文
｣
な
ら

｢国
語
理
解
｣

(
r国
語
鑑
賞
｣)
も
入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
持
尊
書
で
は
､
選
択
科
目
は
'

国
語
Ⅰ
の
内
容
の
f
部
を

r補
充
'
深
化
､
発
展
さ
せ
て
作

っ
た
科
目
｣

(『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
』
文
部
省
)
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
の
だ
か
ら
､
国
語
Ⅰ
の
機
能
'
活
動
面
か
ら
の
分
塀
は
受
け
継
が
れ

(3)

る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
す
れ
ば
中
学
校
と
も
自
動
的
に
連
携
す
る
｡

高
校
ま
で
の
分
類
原
理
は
児
童
生
徒
の
関
心
や
意
欲
等
に
支
え
ら
れ
た

学
習
活
動
を
軸
に
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
｡

(
2
)
科
目
の
改
革

次
に
'
(-
)
と
も
関
連
す
る
が
高
校
上
級
で
の
国
語
科
の
選
択
科
目

が
多
す
ぎ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
こ
れ
は
高
校
教
育
多
様
化
の
現
実
に

即
し
た
捨
置
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
'
中
に
は
他
の
科
目
と
関
連
づ
け
て

実
施
し
た
方
が
指
導
の
効
果
が
上
が
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
｡
そ
の

代
表
的
な
科
目
が

｢現
代
語
｣
で
'
現
時
点
で
の
実
施
率
は
低
い
｡
内
容

的
な
不
明
確
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
他
の
科
目
に
関
連
づ
け
て
.'
あ
る

い
は
含
め
て
扱

っ
た
方
が
良
い
と
の
判
断
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

言
語
理
絵
や
言
語
要
素
的
な
学
習
内
容
を
そ
れ
だ
け
で
扱
う
の
は
高
校
で

は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
｡
学
習
内
容
そ
れ
自
体
の
価
値
は
あ
る
の
だ
か

ら
'
例
え
ば

｢国
語
衷
現
｣
と
の
関
連
で
扱
う
方
が
具
体
的
な
場
面
に
即

(4)

し
た
学
習
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(3
)
科
目
の
再
編

終
わ
り
に
'
こ
れ
が
直
接
車
高
の
連
携
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
が
､
連
携

を
保
つ
た
め
の
繋
ぎ
の
部
分
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡

そ
の
部
分
は
､
r中
学
校
を
桑
け

(共
通
す
る
部
分
)
･
高
校
に
展
開
す
る

(新
し
い
部
分
)｣
の
二
重
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
現
在
'
国
語
Ⅰ
が
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そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
が
'
(-
)
(
2
)
で
述
べ
た
こ
と
に
留

意
し
'
連
携
の
二
重
性
を

一
層
明
確
に
す
る
た
め
に
'
中
高
国
語
科
の

｢言
語
事
項
｣
分
野
を

｢表
現
｣
｢理
解
｣
に
融
合
さ
せ
'
新
し
い
科
目

(分
野
)
を
作
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
｡
新
科
目
を
作
る
こ
と
は
行
政
的

に
は
容
易
で
は
な
い
が
へ
先
に
述
べ
た
､
教
師
自
ら
が
国
語
教
育
政
策
の

当
事
者
に
な
り
う
る
と
い
う
立
場
か
ら
ほ
'
す
ぐ
に
で
も
実
行
可
能
で
あ

ろ
う
｡
モ
デ
ル
に
表
す
と
'
図
2
の
よ
う
に
な
る
｡

図2 国語科の改革と再編

国語表現(令.現代語)(言語事項) 学習言語生活言語 国語鑑賞(言語事項)国語表現 国語理解

(言語事項) (言語事項)

国 語 Ⅰ ○ 学習言語 国 語 Ⅰ

A 表現 生活言語 B 理解

国 語 学習言語○ 生活言語 国 語
A 表現 B 理解

Oは重点的に扱う

高

中

｢生
活
言
語
｣
と

｢学
習
言
語
｣
が
連
携
の
部
分
に
現
れ
た
新
し
い
科

目

(分
野
)
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も

｢言
語
事
項
｣
を
新
し
い
観
点
で
､

一

貫
し
た

｢表
現
｣
(
｢国
語
表
現
｣
)
'
｢理
解
｣
(
｢国
語
理
解
｣
｢国
語
鑑

賞
｣)
の
二
つ
の
軸
に
か
か
わ
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
科
目

(分
野
)

の
具
体
的
な
ね
ら
い
と
学
習
内
容
は
三
､
四
に
示
す
｡

(筆
者
は
学
部
二
年
後
期
の

｢国
語
科
特
講
｣
の
目
標
を
中
高
の
国
語
科

を
運
営
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
に
置
き
'
｢生
活
言
語
｣
｢学
習
言
語
｣
を

意
識
し
な
が
ら
授
業
を
行
っ
た
｡
そ
の
授
業
内
容
を
基
に
多
少
の
修
正
を

加
え
て
次
に
示
す
｡)

三
､
生
活
言
語

(-
)
ね
ら
い

生
活
で
使
わ
れ
て
い
る
国
語
を
学
習
場
面
で
改
め
て
見
直
し
意
識
し
て

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
も
の
の
見
方
を
広
げ
深
め
'
国
語
の
基
礎
的

･
基

本
的
な
知
識
や
技
能
に
習
熟
さ
せ
る
｡

(L･')

(

2
)
内
容

6⊥

･
物
事
を
し
っ
か
り
と
ら
え
る
.

(見
て
話
す
'
書
-
)

･
物
事
を
正
確
適
切
に
伝
え
る

(説
明
す
る
'
要
約
す
る
)

･
物
事
を
頼
む

(説
得
す
る
)

･
物
事
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
持
つ

･
事
実

(デ
ー
タ
や
引
用
)
と
意
見
を
分
け
る

･
推
論
す
る

～
発
表
等
を
す
る

討
論
等
を
す
る

レ
ポ
ー
ト
等
を
書
-



(3
)
教
材

譲
葉
新
聞
に

｢
口
癖
｣
と
い
う
テ
ー
マ
で
投
書
が
七
編
掲
載
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る

(平
成
六
年
十
月
十
二
日
)｡
そ
の
う
ち
中
高
校
生
に
も
適
す

る
文
章
と
し
て
次
の
三
編
を
挙
げ
る
｡

若
者
の
ま
わ
し
失
敗

娘
の
電
話
中
の
会
話
や
､
友
達
同
士
で
の
会
話
を
聞
い
て
い
る
と
'

｢
○
○
感
じ
｣
と
い
う
口
癖
が
盛
ん
に
聞
こ
え
て
-
る
｡
テ
レ
ビ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も

｢
○
○
感
じ
｣
と
い
う
の
が
気
に
な
る
｡
特
に
二
十

代
の
女
性
に
多
く
'
そ
の
言
葉
が
若
者
ら
し
-
'
新
鮮
さ
も
覚
え
る
｡

そ
の
言
美
を
先
日
'
友
人
た
ち
と
の
雑
談
に
使

っ
た
｡
彼
ら
は
'
不

思
議
そ
う
な
顔
L
へ
苦
笑
し
た
｡
自
然
で
軽
-
リ
ズ
ム
感
も
あ
っ
て
'

よ
い
と
思
っ
た
が
失
敗
だ
っ
た
ら
し
い
｡

何
気
な
い
若
者
の
口
癖
も
'
言
葉
と
い
う
も
の
は
簡
単
に
ま
ね
の
で

き
る
も
の
で
は
な
い
｡
言
葉
遣
い
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
｡

(燕
市

･
無
職
へ
野
島

一
夫

65
)

｢ぼ
く
｣
と
言
う
女
の
子

私
と
妻
が
畑
に
い
る
と
'
時
々
元
気
な
女
の
子
た
ち
が
遊
び
に
来
ま

す
｡
そ
の
子
た
ち
は
な
ぜ
か
自
分
の
こ
と
を
口
癖
の
よ
う
に

｢ぼ
-
'

ぼ
く
｣
と
言
う
の
で
す
｡
先
日
も
や
っ
て
来
ま
し
た
｡

｢ど
う
し
て
女
の
子
な
の
に
自
分
の
こ
と
を
ば
-
っ
て
言
う
の
?

ぼ
く
は
男
の
子
が
言
う
ん
だ
よ
｣｡
｢ぼ
-
女
の
子
み
た
い
に
優
し
-
な

い
ん
だ
も
ん
｣｡
｢
○
○
ち
ゃ
ん
は
男
の
子
み
た
い
な
の
-
｣｡
｢お
ば
さ

ん
'
こ
の
ヘ
チ
マ
食
べ
ら
れ
る
の
-
｣｡
｢た
べ
ら
れ
な
い
ね
｣｡
｢じ
ゃ

あ
何
に
す
る
の
?
｣｡
｢皮
を
と
っ
て
ね
'
た
わ
し
に
す
る
の
｡
そ
し
て

茎
を
切
る
と
汁
が
出
る
か
ら
､
そ
れ
を
顔
に
つ
け
る
と
美
人
に
な
る

の
｣｡
｢じ
ゃ
あ
お
ば
さ
ん
は
ぼ
-
に
な
ら
な
い
ん
だ
｣

畑
に
コ
ス
モ
ス
が
満
開
の
秋
の
午
後
で
し
た
｡

(三
条
市

･
無
職
'
飯
野
恵
典

66
)

自
然
体
を
貫
く
言
葉

｢し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
｣｡
父
の
口
癖
で
あ
る
｡
そ
の
父
の
一

周
忌
を
九
月
に
済
ま
せ
た
ば
か
り
｡
父
は
自
然
体
で
生
き
る
こ
と
を
信

条
と
L
t
ま
た
､
決
し
て
自
分
の
考
え
を
押
し
付
け
る
こ
と
の
な
い
人

で
あ
っ
た
｡
そ
う
い
う
父
を
若
い
こ
ろ
は
物
足
り
な
-
感
じ
た
り
も
し

た
が
'
人
生
の
折
り
返
し
点
の
年
齢
に
な
り
'
よ
う
や
-
父
の
す
ご
さ

に
気
づ
い
た
｡

つ
ま
り
'
父
に
と
っ
て
こ
の
言
葉
は

｢あ
き
ら
め
｣
で
は
な
-

｢希

望
｣'
あ
-
ま
で
自
然
体
を
貫
-
信
念
の
言
葉
だ

っ
た
と
わ
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
夫
に
対
し
'
自
分
に
対
し
'
私
は
い
-
つ
に
な
っ
た
ら
こ
の

言
葉
を

｢希
望
｣
と
し
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

今
で
も

｢お
父
さ
ん
'
な
ん
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
｣
と
問
い
か
け

て
い
る
私
｡
父
は
き
っ
と
'
｢し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
｡
こ
れ
も
僕

の
運
命
な
ん
だ
よ
｣
と
'
あ
の
世
で
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
い
る
に
違

い
な
い
｡

(小
千
谷
市

･
主
婦
'
高
田
比
奈
子

37
)

言
葉
の
学
習
は
学
校
だ
け
で
は
な
-
生
活
の
様
々
な
場
面
で
行
わ
れ
て

い
る
｡
学
校
に
は
本
稿
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ね
ら
い
が
あ
り
コ
ー
ス
が

あ
る
が
'
生
活
の
中
で
の
言
葉
の
学
習
は
そ
の
よ
う
な
必
要
悪
と
も
い
え



る
窮
屈
さ
が
な
い
｡
そ
の
代
わ
り
具
体
的
な
場
面
が
あ

っ
て
'
学
習
内
容

は
一
回
限
り
の
場
面
の
思
い
出
と
重
な
っ
て
な
か
な
か
忘
れ
ら
れ
な
い
こ

と
も
多
い
｡
三
編
の
投
書
は
そ
ん
な
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
｡

ま
ず
､
初
め
の
人
は
'
若
者
言
葉
を
自
ら
使

っ
て
み
て
､
言
葉
に
は
あ

る
年
代
の
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
は
じ
め
て
生
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を

身
を
も
っ
て
学
ん
だ
の
で
あ
る
｡
中
高
校
生
な
ら
'
聞
き
手
と
し
て
こ
の

よ
う
な
経
験
は
豊
富
で
あ
ろ
う
｡

次
の
投
書
の
お
ば
さ
ん
は
'
子
ど
も
の
言
葉
に
､
男
言
葉
と
女
言
葉
の

区
別
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
｡
こ
の
現
象
は
'
｢子
ど

も
の
言
葉
に
｣
と
い
う
よ
り
'
｢子
ど
も
の
言
葉
か
ら
｣
と
言

っ
た
方
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
｡
女
の
子
の

｢ぼ
く
｣
に
象
徴
さ
れ
る
'
言
葉
の
モ
ノ

･
セ
ッ
ク
ス
化
は
､
単
な
る

一
時
的
な
現
象
で
は
な
く
'
青
年

(若
者
)

期
に
な
っ
て
も
違
和
感
な
-
行
わ
れ
て
次
第
に
定
着
し
て
い
-

(る
)
の

か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
投
書
か
ら
は
'
こ
の
よ
う
な
現
代
の
言
葉
遣
い
の

一
端
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

最
後
の
投
書
は
'
父
の
日
常
の
口
癖
が
実
は
深
い
意
味
を
持

っ
て
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
､
追
懐
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
｡
亡
き
父
の

｢仕
方
が

な
い
｣
の
意
味
は
い
-
ら
辞
書
で
調
べ
て
も
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

こ
の
言
葉
は
父
親
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
結
び
つ
き
'
む
し
ろ
人
生
を
切

り
開
く
積
極
的
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
う
や
-
気
づ
い
た
の
で

あ
る
｡
父
の
子

(娘
)

へ
の
ぎ
こ
ち
な
い
愛
情
を
'
よ
う
や
く
三
十
七
歳

に
し
て
知

っ
た
喜
び
が
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の
文
章

は
中
高
校
生
に
と

っ
て
心
理
的
な
溝
が
あ
り
'

1
番
理
解
し
が
た
い
と
思

わ
れ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
投
書
子
が
青
年
ら
し
い
純
粋
さ
で
批
判
的
に
父

親
を
見
て
い
た
の
は
'
ち
ょ
う
ど
中
高
校
生
の
頃
で
は
な
か
っ
た
か
｡
こ

の
よ
う
な
点
で
は
'
こ
の
文
章
も
十
分
教
材
的
な
価
値
が
あ
る
｡

(4
)
指
導

(学
習
)
の
実
際

-

新
聞
の
投
書
を
読
む

2

ス
ピ
ー
チ
の
構
想
表
を
作
る

3

ス
ピ
ー
チ
を
聞
き
'
題
を
つ
け
る

4

題
を
集
計
し
て
､
自
分
の
ス
ピ
ー
チ
を
振
り
返
る

5

日
本
人
の
言
語
生
活
に
お
け
る

｢
ス
ピ
ー
チ
｣
の
歴
史
に
つ
い
て

調
べ
'
ま
と
め
と
す
る

文
章
の
内
容
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
な
が
ら
'
自
分
の
言
語
生
活
を
見

つ
め
直
す
｡
文
章
は
そ
の
た
め
の
教
材
で
あ
る
｡
自
分
の
言
語
生
活
か
ら

学
ぶ
と
い
う
経
験
を
掘
り
起
こ
し
'
自
分
の
意
見
を
持
つ
の
が

I
で
'

要
旨
'
構
成
等
の
面
か
ら
自
分
の
意
見
を
分
か
り
や
す
く
'
効
果
的
に
表

現
す
る
技
能
を
磨
-
の
が

2
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
3
で
自
分
が
つ
け
た

題
と
'
聞
き
手
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
題
を
比
べ
る
こ
と
で
､
設
定
さ
れ

た
ス
ピ
ー
チ
の
要
旨

(中
心
)
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
か
を
う

か
が
う
格
好
の
資
料
と
な
る
｡
聞
き
手
が
つ
け
た
題
が
余
り
に
バ
ラ
バ
ラ

だ

っ
た
場
合
は
'
自
分
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
心
が
不
明
確
で
分
裂
し
て
い
な

い
か
疑

っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡
逆
に
'
二
'
三
の
題
に
収
ま
っ
て
し
ま

う
場
合
は
'
中
心

(内
容
)
が
抽
象
的
か
漠
然
と
し
て
大
き
す
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
と
疑

っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

終
わ
り
に
'
こ
の
こ
と
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら

｢
ス
ピ
ー
チ
｣
の
性

格
に
も
関
係
す
る
｡
経
験

(事
実
)
の
掘
り
起
こ
し
を
主
に
し
た
ス
ピ
ー

チ
と
'
直
接
意
見
を
投
げ
か
け
る
ス
ピ
ー
チ
で
は
､
題
の
つ
け
か
た
も

違

っ
て
く
る
｡
そ
れ
は
近
代
の
日
本
人
が
ス
ピ
ー
チ
を
ど
の
よ
.う
に
と
ら

え
ど
の
よ
う
に
付
き
合

っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
の

8



(6)

で
あ
る
｡

四
､
学
習
言
語

(

-
)
ね
ら
い

学
習
に
必
要
な
技
法
に
習
熟
さ
せ

る
こ

と
に
よって'
広
-
て
深
い
認

識
力
'
思
考
力
'
想
像
力
を
育
て
'

国
語

学習

を自力
で
展
開
さ
せ
る
能

詩
は
別
才
あ
り
'
重
も
亦
別
才
な
し
と
せ
ず
｡
然
れ
ど
も
ヴ
ァ
チ
カ
ン

殿
内
の
大
壁
拝
は
千
載
永
く
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

ェ
ル
の
雄
魂
を
借

へ
'
聖
母

力
と
態
度
を
養
う
｡

(2
)
内
容

･
メ
モ
を
取
る

･
ノ
ー
ト
を
取
る

･各
種
辞
典
や
事
典
の
使
い
方
を
知
り
へ
調
べ

る
･資
料
を
収
集

し
て
整
理
す
る

･事
実

(デ
ー
タ
'
引
用
)
と
意
見
を
分
け
る

･推
論
す
る

発
表
等
を
す
る

討
論
等
を
す
る

レ
ポ
ー
ト
等
を
書
-

(
3
)
教
材
例

右
の
学
習
活
動
を
行
う
た

め
に
'
例
え
ば
へ

徳
富
塵
花

｢自
然
と
人

生
｣

(明治
三
十
三
年
)
か
ら

｢風
景
書
家

コ
ロ

オ
｣を
用
い

る
｡
次
に
そ

の
末

尾部
の
み
を
挙
げ
る
｡

余
は
虞
に
剖
可

列
の
圭
を
愛
す
'
更
に
董
家
其
人
を
絶
愛
す
｡
彼
が
生

海
の
片
影
を
見
て
'
更
に
恩
を
鱒
す
れ
ば
'
二
十
飴
年
前
彼
が
白
髪
を

園
漬
し
て
共
老
い
て
猶
壮
な
る
唇
よ
り
金
玉
の
辞
を
吸
ひ
し
巴
里
の
青

年
書
生
を
羨
ま
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
も
能
は
ざ
る
な
り
｡

基
督
の

一
幅
優
美
に
し
て
温
柔
な
る
ラ
フ
ア
エ
ル
の
人
物
を
董
面
に
彫

り
て
今
日
に
到
る
を
思

へ
ば
'
事
業
は
虞
に
人
物
の
影
に
し
て
'
喜
家

が
造
次
に
も
喜
-
所
の

一
枚

一
枚
は
白
日
世
間
に
自
家
の
肺
肝
を
曝
す

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

の
懐
悔
録
た
る
を
思
は
ざ
る
能
は
ず
｡
畢

尭

詩

は

詩

人

'
圭

は

貴

に
喜

O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
0
D
0
O
D

I

O
O
O
I

家

へ
豊

田
嘉

禾

を

結

び

'
澄

泉

清

水

を

吐

-

｡
コ

ロ
オ

の
童

は

コ

ロ
オ

0
0
0
0
0
0

を

描

き

し

な

り

｡

コ
P
オ
逝
い
て
己
に
二
十
飴
年
'
彼
が
白
骨
は
己
に
土
中
の
灰
と
な
る

も
､
彼
が
世
に
遺
し
ゝ
名
書
幾
幅
は
'
今
も
猶
自
然
の
美
を
歌
ひ
'
上

帝
の
愛
を
歌
ふ
て
'
新
の
辛
き
世
に
於
て
限
り
な
き
平
和
檎
楽
の

一
源

泉
と
な
り
へ
見
る
者
を
し
て
清
か

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

海

に

於

て

'
清

淡

寡

慾

'
温

柔

敦

0

0

0
0
0
0
0
0

に

し

て
物

と

争

は

ず

と○供 〇一 〇g

LOLo意 o
て○たo其 ○
'る〇倍 ○

幾 Oのoず o
世 ○経 ○る○
のo歴 o所 Oは○
後 OはOを○ず O
に○'守 o '
魂 o後 ○つ ○然 ○

0
0
0

も

世

に

らOの○て○
むo美 ○動 ○

術 oSヽ1め

家 ○ず ○阿○厚 oら
がo 'ら○ 'し
細 o心 ○ず ○快 ○む
心 Oをo ～括 o o
臨 ○虚 〇人 Oに○而 ○

模 oふ OにOLoレo
す OLO求○て0て○

○てoめ〇人 ○彼 〇
〇一 〇ずOをOが○

〇
〇
〇
〇
〇

八

十

年

の
生

0
0

0
0

愛

し

'
謙

和

0
0
0
0

'
特
立
猪
行

0
0
0
0
0

生

を

給

壷
に

O
O
0
a
O

9

可

き

絶

好

の

粉

本

私
は
自
分
の

｢国
語
科
特
講
｣
受
講
し
て
い
る
大
学
二
年
生
に
'
｢高
校

へ
入

っ
て
中
学
校
の
国
語
と

7
番
違
う
と
感
じ
た
こ
と
は
何
か
｣
と
'
ア

(7)

ン
ケ
ー
ト
方
式
で
尋
ね
て
み
た
｡
三
十
人
の
学
生
の
う
ち
'
期
限
ま
で
に

提
出
し
た
者
二
十
二
人
｡
ア
ン
ケ
1
-
に
は
'
高
校
で
は
現
代
文
で
も
古

文
で
も

｢背
景
的
な
知
識
が
必
要
と
さ
れ
'
そ
れ
と
の
関
連
で
語
句
の
独

特
の
意
味
や
､
隠
れ
た
意
味
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
｣

｢先
生
は

一
般
的
な
解
釈
を
す
る
の
だ
が
'
調
べ
た
こ
と
を
み
ん
な
で
発



表
し
合

っ
て
す
る
学
習
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
｣
｢ど
う
い
う
と
き

に
'
ど
う
い
う
文
法
を
使
う
か
分
か
っ
た
と
き
が
楽
し
か
っ
た
｣
等
と
'

八日
分
で
調
べ
る
)
こ
と
の
重
要
性
を
挙
げ
た
者
が
実
に
十
二
人
も
い
た
｡

｢文
語
文
法
が
細
か
く
な
っ
て
暗
記
が
大
変
だ
っ
た
｣
と
い
う
者
も
十
人

い
た
の
だ
が
'
こ
れ
を
上
回
る
回
答
が
あ

っ
た
の
に
は
注
目
さ
せ
ら
れ
た
｡

教
材
は
こ
の
よ
う
な
声
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
な
ら
は
'
前
記
の
目
標
と
内
容
に
は
も

ち
ろ
ん
'
学
習
指
導
要
領
の
入
力
条
の
教
材
選
定
の
基
準
に
も
合
致
す
る

で
あ
ろ
う
｡

(4
)
指
導

(学
習
)
の
実
際

-

語
句
の
注
釈
を
す
る

(辞
書
で
調
べ
'
メ
モ
に
残
す
)

2

文
章
の
解
釈
を
す
る

(事
典
や
参
考
書
で
調
べ
'
ノ
ー
ト
を
取

る
)

3

要
約
を
し
て
'
文
章
の
構
成
を
つ
か
む

4

文
章
の
テ
ー
マ
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
資
料
等
を

使

っ
て
調
べ
､
自
分
の
考
え
を
出
す

(考
察
す
る
)

5

一
連
の
作
業
を
ま
と
め
る

T
･
ク
ラ
イ
マ

ー
(T.
C
lym
e
r)
は
読
み
の
反
応
の

-
致
度
と
多
様

性
は
反
比
例
す
る
と
L

t
そ
こ
に
読
む
と
い
う
活
動
の
複
雑
さ
を
見
て
い

㌔

こ
こ
で
は
､

一
応
･
そ
れ
を
l
と
2
の
関
係
で
押
さ
え
た
｡
も
ち
ろ

ん
'
-
に
も
､
多
様
性
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
'
最
小
限
'
共
通

し
た
語
意
味
を
押
さ
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
段
階
を
踏
ま
え

て
'
読
み
の
学
習
は
む
し
ろ
表
現
の
学
習
に
包
摂
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
3
の
よ
う
な
典
型
的
な
理
解
学
習
と
み
え
る
活
動
に
も
あ
て
は
ま

る
｡
こ
の
文
章
は
'
作
者
徳
富
鹿
花
に
よ
る
コ
ロ
オ
の
伝
記
文
で
あ
り
'

同
時
に
作
者
の
コ
ロ
オ
批
評

(讃
仰
)
文
で
も
あ
る
｡
こ
の
い
ず
れ
か
を

重
-
読
む
か
に
よ
っ
て
､
要
約
の
あ
り
方
は
違

っ
て
-
る
｡
例
え
ば
次
の

三
例
の
要
約
文
は
こ
の
こ
と
を
良
-
物
語
っ
て
い
る
｡

ア
'
コ
ロ
オ
の
画
は
愛
さ
れ
コ
ロ
オ
と
い
う
画
家
は
'
そ
れ
に
も
増
し

て
愛
さ
れ
る
｡
コ
ロ
オ
の
画
は
ま
さ
に
コ
ロ
オ
自
身
を
措
い
た
も
の

で
あ
る
｡
彼
の
画
と
共
に
し
た
八
十
年
の
生
海
の
経
歴
は
後
生
に
残

さ
れ
た
｡
(
S
君
)

イ
'
コ
ロ
オ
の
画
は
コ
ロ
オ
を
描
-
｡
コ
ロ
オ
が
死
ん
で
二
十
年
た
つ

が
､
彼
の
八
十
年
の
生
渡
に
お
い
て
残
さ
れ
た
作
品
と
そ
の
人
柄
は
'

絶
好
の
手
本
と
し
て
幾
世
の
後
に
残
る
｡
(M
君
)

ウ
'
私
は
'
真
に
コ
ロ
オ
の
絵
を
愛
し
'
ま
た
'
コ
ロ
オ
自
身
も
愛
し

て
い
る
｡

f

｢事
業
は
真
に
人
物
の
影
｣
で
あ
っ
て
'
｢
コ
ロ
オ
の
画
は
コ
ロ
オ
を

10

措
｣
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

l

コ
ロ
オ
が
亡
-
な
っ
て
二
十
数
年
'
そ
の
絵
は
見
る
者
を
清
ら
か

な
気
持
ち
に
さ
せ
る
｡
コ
ロ
オ
の
八
十
年
の
生
涯
は

｢後
の
美
術
家

が
細
心
臨
模
す
可
き
絶
好
の
粉
本
と
し
て
｣
何
世
代
も
語
り
継
が
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
｡
(G
君
)

こ
の
よ
う
な
読
者
の
反
応

(表
現
)
の
実
態
は
'
こ
の
文
章
全
体
の
構

成
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
新
し
い
問
題
に
波
及
す
る
こ
と
に

な
る
｡

4
で
は

｢生
活
言
語
｣
で
は
み
ら
れ
な
い
広
範
な
資
料
を
使
う
こ
と
に

な
る
｡
｢生
活
言
語
｣
で
は
与
え
ら
れ
た
資
料
を
い
か
に
処
理
す
る
か
が

ポ
イ
ソ
ー
で
あ

っ
た
｡
今
度
は
自
分
の
問
題
に
つ
き
'
適
切
な
資
料
を
探

し
､
適
切
に
読
み
こ
な
し
'
ま
と
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る



(｢情
報
を
選
択
し
'
整
理
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
｣
国
語
I

｢内
容
の
取
扱
い
｣
の
カ
)
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
活
動
は
間
接
的

な
が
ら
幅
広
い
読
書
力
を
養

っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡
読
書
案
内
や
読
書

リ
ス
ト
の
充
実
は

一
つ
の
読
書
指
導
の
方
法
で
あ
ろ
う
｡
読
書
感
想
文
も

随
時
取
り
入
れ
て
よ
い
が
'
い
わ
ゆ
る
A
･
J

･
ハ
リ
ス

(A
.
-.

(9)

H
arris)
の

｢故
能
的
読
み
｣

(functio
n
a
】
r
eading
)
が
も
た
ら
す
読

書
材
の
幅
は
多
様
で
あ
る
｡
ア
ソ
ケ

-
ト
に
も
あ
っ
た

｢背
景
的
知
識
｣

の
場
合
だ
け
で
も
'
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
書
'
コ
ロ
オ
関
係
の
参

考
書
へ
美
術
書
等
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う

(｢読
書
力
を
伸
ば
し
'
読
書

の
習
慣
を
養
う
こ
と
｣
同

オ
)｡

五
､
お
あ
り
に

以
上
'
中
高
の
連
携
と
い
う
視
点
か
ら
生
ま
れ
る
二
つ
の
科
目

(分

野
)
の
概
要
を
述
べ
た
｡
中
学
校
と
高
校
の
実
態
に
合
わ
せ
て
教
材
は
吟

味
さ
れ
'
指
導
の
細
部
に
は
手
を
入
れ
る
必
要
は
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
両

科
目
の
基
本
的
性
格
か
ら
'
｢生
活
言
語
｣
は
主
に
中
学
校
で
'
｢学
習
言

(川)

語
｣
は
主
に
高
校
で
実
施
さ
れ
る
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
捉
言
に
は
'
必
ず
入
試
の
問
題
が
か
ら
ん
で
-
る
｡
｢宮

山
国
語
｣
の
場
合
も
入
試
問
題
の
改
善
が
当
初
の
目
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
｡
入
試
で
採
用
さ
れ
る
評
価
法
が
'
本
来
の
国
語
学
力
を
逆
規
定
L
t

中
高
の
教
育
活
動
の
幅
を
狭
め
て
い
る
面
が
あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
｡
新

科
目
の
構
想
は
入
試
の
あ
り
か
た
と
連
動
さ
せ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
と
り
わ
け
'
高
校
入
試
は
'
国
語
の
基
礎
的
学
力
が
評
価
さ
れ
る
の

で
'
｢生
活
言
語
｣
で
は
多
少
回
り
-
ど
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
｡
し
か
し
'
基
礎
的
学
力
と
は
ど
の
よ
う
な
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
れ
は
生
活
か
ら
生
ま
れ
て
働
き
生
活
を
支
え
る
国
語
力
に
及
ん
で
い
る
｡

こ
の
意
味
で
次
の
平
成
六
年
度
の
奈
良
県
の
高
校
入
試
の
設
問
に
は
注

目
さ
せ
ら
れ
る
｡

次
の
会
話
文
を
読
み
'
後
の
①
'
②
の
条
件
に
従

っ
て
'
｢言
葉
の
使

い
方
｣
と
い
う
屈
で
作
文
せ
よ
｡

A

｢や
あ
'
ま
た
会
っ
た
ね
｡｣

B

｢先
日
は
､
ど
う
も
｡｣

A

｢ど
う
へ
か
ぜ
は
も
う
な
お
っ
た
の
｡
｣

B

｢そ
れ
が
'
ど
う
も
｡
｣

A

｢そ
れ
は
困
っ
た
ね
｡
あ
ま
り
無
理
す
る
な
よ
.｡｣

B

[は
い
､
ど
う
も
｡｣

i

(条
件
)

①
こ
の
会
話
で
B
の

｢ど
う
も
｣
の
使
い
方
を
材
料
と
し
て
取
り
上
げ
'

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
-
こ
と
｡

②
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
い
､
百
二
十
字
以
上
百
五
十
字
以

内
で
書
く
こ
と
｡
た
だ
し
'
層
'
氏
名
は
書
か
な
い
こ
と
｡

｢学
習
言
語
｣
で
も
事
情
は
同
じ
こ
と
'
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
に
偏

差
値
で
は
測
れ
な
い
国
語
学
力
の
評
価
に
熱
心
に
取
り
観
ん
で
い
る
｡
学

習

(国
語
学
習
)
を
自
ら
築
い
て
生
活
に
機
能
す
る
意
欲
や
能
力
等
の
多

寡
は
'
学
習
の
広
が
り
や
過
程
に
光
を
当
て
る
等
の
方
法
で
評
価
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
評
価
法
は
新
科
目

(分
野
)
の
未
来
を
明

る
く
す
る
貴
重
な
試
み
で
あ
る
｡

ll



･
付
記

本
稿
は
'
平
成
六
年
十

一
月
二
十

一
日
'
新
井
高
校
で
行
わ

れ
た

｢平
成
六
年
度
中
高
連
携
教
育
推
進
事
業
部
会
上
越
地
区

研
究
協
議
会
｣
に
お
け
る
講
演
と
研
究
協
議
を
も
と
に
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
｡

注(

-
)
J
.
E
.
M

erritt一
uSch
o
o
T

B
a
s
e

d
C
u
rricu
tu
m

D
ev
elo
p
m
e
n
t

I

C
u
rricutum
in
A

cti
on"
(pa
m
ph
let,
1983)

(

2
)
増
淵
恒
舌

『国
語
教
育
史
資
料
』
第
五
巻

教
育
課
程
史

(東
京

法
令
'
昭
56
)
序

(3
)
こ
の
考
え
方
は
'
西
尾
実
の

｢言
語
生
活
の
領
域
｣
に
示
唆
を
得

て
い
る
｡
(『
こ
と
ば
と
そ
の
文
化
』
岩
波
書
店
､
昭
22
な
ど
)

(4
)
宮
本
克
之

｢高
等
学
校

｢現
代
語
｣
指
導
の
現
状
と
問
題
点
｣
第

87
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会

(神
戸
大
会
)
研
究
発
表
資
料

(平

成
6
･

10
･
20
､
於
'
神
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
)
に
よ
れ
ば
'

大
阪
府
下
の
高
校
二
三
一
校
の
う
ち
'
開
設
校
は
九
校
'
開
設
予
定

校
は
二
一
校
に
す
ぎ
な
い
｡

(5
)
｢生
活
言
語
｣
の
内
容
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
ほ
へ
学
習
院
言
語
技

術
教
育
研
究
会

『
こ
と
ば
の
本
』
I
t

2
()980.1982
)

学
習
院
言

語
技
術
の
会

『
こ
と
ば

-
言
語
技
術
2
』
『
同
指
導
書
』
(
1988
.

1

9
90
)
を
参
照
し
た
｡
｢学
習
言
語
｣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

(6
)
例
え
ば
芳
賀
緩

『
日
本
人
は
こ
う
話
し
た
』
(実
業
之
日
本
社
'
昭

51
)
等
を
参
照
｡

j

(7
)
平
成
6
年
10
月
に
実
施
｡

(8
)
T
.

C
lym
er.

uW
hat
is
R
E
A
D
IN
G
"
(N
.S.S.E
.Innovatio
n

a
n
d

C
h
a
n
g
e

in

Re

a
d
i
ng

I
n
s
tr
u
c
tio
n
.

Th
e

U
n
iv
.

〇
f

C

h
icag
o
P
ress.
)968)

(
O,
)
A
.
J
.
H
ar
r

is
.
H
o
w

to

I
n
c
rea
se

R
ea
d
in
g

A
b
ility

(L
o
n
g
m
an
s,
)
9
6
))

(10
)
最
近

の
実
践

報
告
か
ら
本
稿
の
趣
旨
に
合
う
も
の
を
小
中
高
か
ら

一
例
ず
つ
挙
げ
る
｡

中
嶋
賢

一
｢学
び
が
連
続

･
発
展
す
る
国
語
科
の
単
元
の
構
想
と

展
開
-

4
年

｢伝
え
た
い
自
分
が
い
る
伝
え
た
い
言
葉
が
あ
る
｣

の
実
践
か
ら
｣
上
越
教
育
大
学
附
属
小
学
校

『教
育
創
造
』

118号

(平
成
6
年
12
月
)

田
中
英
雄

｢生
徒
の
自
主
的
な
活
動
を
期
待
す
る
説
明
的
文
章
の

l

指
導
-

｢『
日
本
語
』
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
｣
の
指
導
｣
富
山
大
学
国

12

語
教
育
学
会

『富
山
大
学
国
語
教
育
』
第
19
号

(平
成
6
年
11
月
)

f

茂
木
典
子

｢相
互
理
解
を
深
め
､
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
創
る
-

ア
ナ
ウ

ン
ス
原
稿
の
作
成
を
と
お
し
て
｣
日
本
国
語
教
育
学
会

『月

刊
国
語
教
育
研
究
』
捌
号

(平
成
6
年
4
月
)
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技
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京
大
学
出
版
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)


