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１
　
国
語
教
師
の
仕
事

国
語
教
師
は
、
自
分
の
受
け
も
つ
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
必
要
な
言
葉
の
力
を
つ
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
生

き
る
力
と
し
て
、
言
葉
で
理
解
し
表
現
す
る
力
と
、
言
葉
を
学
ん

で
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。

国
語
教
室
で
は
、
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
学
習
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
学
習
を
通
し
て
言
葉
の
力
が
育
っ
て
い

る
こ
と
が
必
要
だ
。「
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
学
習
し
て
い
る
」
と

は
、
子
ど
も
が
や
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
、
生
育
歴
、
興
味
・
関
心
の
対
象

や
そ
の
度
合
い
、
も
の
ご
と
に
取
り
組
む
姿
勢
や
取
り
組
ん
で

や
っ
た
成
果
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
な
ど
異
な
る
子
ど
も
た
ち

が
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
学
習
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
学
習
し
つ

つ
思
考
し
、
想
像
し
、
創
造
し
、
自
己
を
啓
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
そ
う
い
う
行
為
で
満
ち
て
い
る
場
が
教
室
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
一
人
ひ
と
り
の
学
び
が
あ
る
と
と
も
に
、
相
互
に
学
び
合
っ
て

個
性
を
磨
き
向
上
し
つ
つ
あ
る
状
況
が
あ
る
。
そ
の
状
況
は
、
常

に
将
来
に
向
か
っ
て
動
い
て
お
り
、
そ
の
連
続
す
る
時
間
の
中
に

身
を
置
い
て
、
子
ど
も
た
ち
と
触
れ
合
い
、
格
闘
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
間
関
係
を
結
び
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
学
び
を
形
成
し
（
と
き

に
は
支
援
し
、
と
き
に
は
突
き
放
し
な
が
ら
も
）、
人
間
形
成
を
図

る
、
そ
う
い
う
教
師
像
を
目
ざ
す
。

２
　
学
習
が
成
り
立
つ
、
つ
ま
り
授
業
を
作
る

学
習
に
は
目
標
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
活
動
し
、
指
導

者
は
そ
の
目
標
を
設
定
す
る
。
学
習
目
標
は
、
学
習
者
の
側
か
ら

出
る
場
合
も
あ
り
、
学
習
指
導
か
ら
必
然
的
に
生
ま
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
、
指
導
者
の
指
導
理
念
や
指
導
し
よ
う
と
す
る
事

柄
・
体
系
か
ら
選
び
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯

で
あ
ろ
う
と
、
学
習
目
標
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
指
導
す
る

内
容
も
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

は
じ
め
漠
と
し
て
い
た
学
習
目
標
が
実
の
学
習
目
標
に
な
る
と

い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
、
学
習
者
の
実
態
が
把
握
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
指
導
す
べ
き
こ
と
が
取
り
出
さ
れ
、
絞
ら
れ
て

明
確
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
学
校
の
立
て
た
（
企
て
た
）
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
ど
こ
に
位
置
づ
く
か
吟
味
さ
れ
、
学
習
材
・
学
習
方

法
と
の
関
連
で
、
学
習
の
ひ
と
ま
と
ま
り
が
で
き
て
く
る
。
こ
う

い
う
操
作
を
経
て
学
習
内
容
が
決
ま
り
、
学
習
目
標
も
決
ま
っ
て
、

具
体
的
な
言
語
活
動
は
始
ま
る
の
だ
。
こ
の
学
習
の
ひ
と
ま
と
ま

り
を
普
通
「
単
元
」
と
言
っ
て
い
る
。
単
元
は
教
師
が
作
る
も
の

で
あ
る
。
学
習
者
を
見
て
、「
学
習
者
に
あ
っ
た
学
習
＝
授
業
」
を

展
開
す
る
。
教
科
書
が
あ
っ
て
教
科
書
の
順
番
に
教
え
る
と
い
う

の
は
初
心
者
の
や
る
こ
と
。
本
来
、
教
師
は
、
授
業
を
作
る
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
立
て
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

３
　
問
わ
れ
る
教
師
力

単
元
を
考
え
る
と
は
授
業
設
計
の
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
の
実

態
を
つ
か
ん
で
、
こ
の
学
習
者
に
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
育
て
る

の
か
を
考
え
て
い
く
と
き
に
、
学
習
材
と
学
習
の
方
法
＝
学
習
活

動
（
言
語
活
動
）・
学
習
形
態
を
、
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
考
え

合
わ
せ
、
設
計
す
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
形
に
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
発
揮
さ
れ
る
の
が
教
師
の
力
量
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
れ
を
「
教
師
力
」
と
言
い
た
い
。
こ
こ
で
は
、
単
元

作
り
に
必
要
な
教
師
力
を
列
挙
し
て
お
く
。

（
１
）
学
習
者
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
力

学
習
者
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
。
教
室
で

の
言
語
行
動
、
表
情
、
作
文
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、
指
導
者
の
働

き
か
け
に
対
す
る
反
応
な
ど
、
ど
の
力
が
不
足
し
て
い
る
か
、
ど

ん
な
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
興
味
・
関
心
、
学
び

方
・
発
想
の
傾
向
な
ど
に
つ
い
て
一
人
ひ
と
り
捉
え
る
。

（
２
）
指
導
内
容
に
関
す
る
知
識

ど
ん
な
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
何
が
不
足
か
を
知

る
た
め
に
、
言
語
に
関
す
る
自
分
な
り
の
能
力
表
を
も
つ
こ
と

（
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
）。
学
習
指
導
要
領
を
見
る
こ
と
。

（
３
）
学
習
材
化
力

学
習
材
に
な
る
（
す
る
）
候
補
は
広
く
存
在
す
る
。
地
域
の
言

語
文
化
、
伝
統
芸
能
、
言
語
文
化
の
型
、
出
版
さ
れ
る
本
、
新

聞
、
テ
レ
ビ
、
近
隣
の
人
た
ち
の
話
な
ど
、
高
く
ア
ン
テ
ナ
を
掲

げ
て
取
材
し
学
習
材
に
組
み
込
み
た
い
。
第
一
級
の
学
習
材
に
教

師
の
話
と
文
章
が
あ
る
。
学
習
者
に
示
す
モ
デ
ル
で
も
あ
る
が
、

教
師
の
短
い
話
は
「
聞
く
」
学
習
の
絶
好
の
教
材
で
あ
る
。
学
習

者
の
作
品
や
卒
業
生
・
先
輩
・
親
や
祖
父
母
の
言
葉
な
ど
も
取
り

入
れ
た
い
。

学
習
材
は
単
元
が
始
ま
る
と
順
次
、
変
わ
っ
て
い
く
。
学
習
者

や
指
導
者
の
言
語
活
動
が
学
習
材
と
な
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

問われる教師力

毎日の授業や生徒との接し方に悩む若い先生たち、こんな小さなきっかけから生徒が変わります。

（
４
）
学
習
方
法
＝
学
習
活
動
（
言
語
活
動
）・
学
習
形
態
の

ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
の
知
識

・
ど
ん
な
言
語
活
動
（
聞
く
・
話
す
・
読
む
・
書
く
・
※見
る
・

話
し
合
う
・
調
べ
る
・
創
る
・
演
じ
る
な
ど
）
を
さ
せ
る
の

か
。

・
ひ
と
り
学
び
の
状
況
作
り
か
、
学
び
合
い
の
状
況
作
り
か
、

集
団
（
一
斉
）
の
学
習
状
況
作
り
か
。

・
対
話
、
話
し
合
い
、
討
議
、
ス
ピ
ー
チ
、
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
、

表
現
形
態
の
い
ろ
い
ろ
。

・
練
習
（
学
習
）
か
、
本
番
（
実
の
場
）
か
。

（
５
）
学
習
指
導
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
（
道
具
な
ど
）

・
モ
デ
ル
（
サ
ン
プ
ル
）
提
示
を
考
え
る
。

・
学
習
の
手
び
き
を
用
意
す
る
。

・
ノ
ー
ト
、
情
報
カ
ー
ド
、
手
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど
。

・
大
道
具
（
机
や
椅
子
な
ど
の
配
置
、
黒
板
）
と
小
物
類
（
ベ

ル
、
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
、
掲
示
板
、
パ
ネ
ル
、
マ
イ
ク
、

各
種
の
紙
、
筆
記
用
具
）

・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
係
の
用
具
な
ど
。

（
元
岐
阜
大
学
教
授
）

※
「
見
る
」

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
文
字
を
つ
な
ぐ
も
の
が「
見
る
」で
あ
る
。

写
真
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
パ
ソ
コ
ン
入
力
・
出
力
が
自
在
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

教
育
に
も
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て

「
聞
く
」「
読
む
」「
書
く
」「
話
す
」が
要
求
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
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