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■
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
突
き
つ
け
た
課
題

い
よ
い
よ
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
の

告
示
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
十
年
の
間
に
国
語
科
教

育
の
方
向
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
議
論
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
す
が
、
中
で
も
や
は
り
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
※
１

参
照
）が
突
き
つ
け
た
課
題
は
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。

甲
斐

自
分
の
意
見
を
述
べ
る
問
い
で
の
白
紙
回

答
率
の
高
さ
や
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
意
欲
の
低
さ

は
各
方
面
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。

藤
森

日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、
情
報
の
取
り
出

し
や
解
釈
は
で
き
て
い
る
の
に
、「
あ
な
た
の
考
え
」

「
あ
な
た
の
批
評
」「
あ
な
た
の
評
価
」
と
な
る
と
口

を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
れ
か
ら

の
国
際
社
会
で
、
主
体
的
な
社
会
人
と
し
て
生
き
て

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
危
機
的
な
思
い
が
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
の
背
景
に
あ
っ
た
と
解
釈
し
て

い
ま
す
。今

回
、「
情
報
を
比
較
し
て
読
む
」「
批
評

す
る
文
章
を
書
く
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
力
」
を
意
識
し
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
の

は
、
こ
う
し
た
状
況
か
ら
の
流
れ
で
す
ね
。

藤
森

そ
れ
に
、「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に

は
、「
文
章
と
図
表
な
ど
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
、

説
明
や
記
録
の
文
章
を
読
む
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。

非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
（
表
、
図
、
グ
ラ
フ
な
ど
視
覚

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
）
も
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
も
、
や
は
り
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
型
読
解
力
」
と
の
関
連
で
す
ね
。

従
来
は
「
読
む
こ
と
」
と
い
う
と
、
連
続

型
テ
キ
ス
ト
（
物
語
、
解
説
な
ど
）
を
指
す
イ
メ
ー

ジ
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
読
む
対
象
に

は
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
わ
け
で
す
。
図

表
、
写
真
、
挿
絵
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
た
情

報
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
を
効
果
的
に
組
み

合
わ
せ
る
力
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
読
み
取
り
、
評
価

す
る
力
が
こ
れ
か
ら
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
の

で
す
。

■
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
意
識
の
強
ま
り

藤
森
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
」
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
力
を
始
め
と
し
て
、
特
に
欧
米
圏
で
行
っ
て

い
る
言
葉
の
学
習
指
導
を
か
な
り
意
識
し
て
い
ま
す

ね
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
中
等
教
育
で
は
基
本

的
に
す
べ
て
の
教
科
で
言
語
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
の
中
で
、
国
際
社
会
に

通
用
す
る
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
側
面
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
国
際
社
会
に
通
用
す
る
言
葉
の
力

は
、
欧
米
圏
型
の
言
語
活
用
力
を
育
成
す
る
だ
け
で

は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
習
者
自
身
が
、
自
ら

属
す
る
日
本
社
会
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
し
っ
か

り
と
し
た
意
識
を
も
つ
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、

今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
こ
の
側
面
も
強
く
意
識

し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

甲
斐

今
回
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕
と
い
う
項
目
が
新
設
さ
れ
ま
し

た
。「
言
語
文
化
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
実
は
昭

和
四
十
四
年
告
示
の
学
習
指
導
要
領
の
中
に
も
あ

り
、
復
活
と
い
う
か
、
継
続
的
な
課
題
だ
っ
た
と
も

言
え
ま
す
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
中
で
は
、
こ

の
言
葉
に
「
伝
統
的
な
」
と
い
う
限
定
を
施
し
て
お

り
、
固
定
的
な
作
品
を
言
語
文
化
と
す
る
と
い
う
捉

え
方
に
見
え
ま
す
ね
。

今
回
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
近
く
出
さ
れ
る『
解
説
』
を
見
な
い
と
は
っ
き

り
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
は
、「『
Ａ
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
』、『
Ｂ
書
く
こ
と
』及
び『
Ｃ
読
む
こ

と
』の
指
導
を
通
し
て
」指
導
す
る
と
あ
っ
て
、
一
定

の
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

甲
斐

従
来
の
固
定
的
な
枠
、
教
材
観
を
ど
こ
ま

で
緩
や
か
に
で
き
る
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
課
題
で
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は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
げ
ら
げ
ら

笑
っ
て
き
た
落
語
な
ど
も
言
語
文
化
の
一
つ
だ
と
捉

え
る
と
、
国
語
の
中
身
が
ず
い
ぶ
ん
風
通
し
の
良
い

も
の
に
な
っ
て
き
そ
う
で
す
し
、
幸
田
弘
子
さ
ん
の

朗
読
（
※
２
参
照
）
に
し
て
も
、
朗
読
行
為
そ
れ
自

体
に
文
化
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
捉
え
方
が

で
き
る
。
今
こ
う
し
て
鼎
談
を
し
て
い
ま
す
が
、
鼎

談
を
始
め
る
前
と
始
め
た
後
で
は
、
自
分
自
身
が
少

し
変
わ
っ
た
と
い
う
体
験
を
し
た
と
し
ま
す
。
そ
れ

は
鼎
談
と
い
う
言
語
文
化
の
一
つ
の
様
式
に
参
加

し
た
こ
と
の
所
産
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

言
語
文
化
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
鑑
賞
す
る

対
象
と
な
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
参
加
し
体
験

す
る
も
の
な
ん
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
か
と
思

い
ま
す
。

■
こ
れ
か
ら
の
古
典
学
習

甲
斐
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
小
学
校
国
語
の

内
容
と
も
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
中
学

校
の
古
典
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
新
た
な
課
題
と
な
り
そ
う
で
す
ね
。

大
雑
把
な
こ
と
で
い
え
ば
、
中
学
校
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

よ
り
長
い
時
間
を
か
け
て
日
本
の
言
語
や
伝
統
文

化
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た

た
め
、
小
学
校
に
古
典
的
な
内
容
が
入
り
ま
し
た
。

小
学
校
で
は
、
昔
の
言
葉
を
体
感
し
た
り
、
リ
ズ

ム
に
慣
れ
た
り
す
る
こ
と
が
主
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
中
学
校
で
は
、
今
ま
で
体
感
し
て
き
た
こ

と
が
何
だ
っ
た
の
か
に
気
づ
い
て
い
く
。
簡
単
な

文
語
の
き
ま
り
や
、
古
典
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

が
あ
る
こ
と
な
ど
を
知
り
な
が
ら
、
古
典
に
触
れ

（
一
年
）、
楽
し
み
（
二
年
）、
親
し
む
こ
と
（
三
年
）

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
な
読
解
や
細

部
に
わ
た
る
文
法
の
理
解
な
ど
を
求
め
て
い
な
い

の
は
従
来
通
り
で
す
。

藤
森

小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
展
開
、
中
学
校

か
ら
高
等
学
校
へ
の
展
開
を
考
え
た
場
合
、
現
状
で

は
中
学
校
と
高
等
学
校
の
間
で
断
絶
が
起
き
て
い
る

の
で
す
。
高
等
学
校
で
は
原
文
を
中
心
に
学
習
を
進

め
よ
う
と
す
る
た
め
、
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ

に
く
く
し
て
し
ま
う
。
古
典
を
原
文
で
読
め
な
く
て

も
、
現
代
の
言
葉
で
古
典
を
学
び
、
お
も
し
ろ
さ
を

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
立
派
な
古
典
学

習
だ
と
思
い
ま
す
。

戦
後
、
原
文
主
義
に
や
や
偏
り
す
ぎ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。
正
宗
白
鳥
が
、『
源
氏
物
語
』

の
お
も
し
ろ
さ
を
解
っ
た
の
は
英
訳
を
読
ん
で
か
ら

だ
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し

ろ
さ
が
わ
か
れ
ば
、
原
文
に
入
っ
て
い
け
る
か
も
し

れ
な
い
。
原
文
中
心
の
学
習
だ
け
で
な
く
、
古
典
の

お
も
し
ろ
さ
に
触
れ
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
入
口
が

あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

藤
森

わ
た
し
が
も
う
一
つ
注
目
し
た
の
は
、
三

年
生
の
「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読

み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。」
と
い
う
指
導
事

項
で
す
。
い
く
ら
古
典
に
慣
れ
親
し
ん
で
、
文
語
調

の
文
章
が
口
ず
さ
め
て
も
、
例
え
ば
鎌
倉
時
代
の
次

は
奈
良
時
代
と
思
い
込
ん
で
い
る
子
が
い
た
と
す
る

と
、
結
局
、
今
学
ん
で
い
る
古
典
が
ど
う
い
う
流
れ

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

文
学
史
上
の
人
物
を
覚
え
る
な
ど
の
詳
細

な
部
分
に
踏
み
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
松

尾
芭
蕉
は
江
戸
時
代
の
人
で
、
江
戸
時
代
は
こ
ん
な

時
代
で
す
よ
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
押
さ
え
は
必
要

で
し
ょ
う
ね
。

■
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
直
す

甲
斐

目
標
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
、
平
成
十
年
告

示
の
学
習
指
導
要
領
と
比
べ
た
場
合
、
学
習
観
に
顕

著
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
平
成
十
年
版

は
、
ま
ず
、
個
人
あ
り
き
と
い
う
発
想
に
見
え
ま
す
。

例
え
ば
、「
自
分
の
考
え
を
大
事
に
す
る
」
と
か

「
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
を
深
め
る
」
と
い
う

内
容
が
筆
頭
に
き
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
回
は
、

「
目
的
や
場
面
に
応
じ
る
」
と
い
う
内
容
で
始
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
要
求
さ
れ

る
の
は
、
文
脈
の
中
で
自
分
自
身
を
作
っ
て
い
く
こ

と
か
と
思
い
ま
す
。

藤
森

例
え
ば
、
話
し
合
い
活
動
だ
っ
た
ら
、
今

の
話
し
合
い
の
有
り
様
を
評
価
し
な
が
ら
、
あ
る
合

意
形
成
に
向
か
っ
て
、
考
え
方
の
筋
道
を
互
い
に
協

力
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
理
解
し
ま
し
た
。

甲
斐

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

な
筋
道
を
通
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
見
通
し
力
が

必
要
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

学
び
の
過
程
を
自
分
な
り
に
振
り
返
る
こ

と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

甲
斐

一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
自
己
学
習
力
と
い

う
こ
と
が
盛
ん
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
行
為
に

対
し
て
自
覚
的
に
な
る
、
言
い
換
え
れ
ば
メ
タ
レ
ベ

ル
か
ら
見
つ
め
直
す
こ
と
が
継
続
的
な
課
題
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
見
直
す
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
「
読
書
」
な
ど
の
と
き
に
も
取
り
入
れ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
文
学
作
品
し
か
読
ん
で
い
な
い

子
が
、
自
分
の
偏
り
に
気
が
つ
い
て
も
っ
と
違
う

ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
る
と
か
、
自
分
が
読
み
た
い

本
を
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
て
お
く
と
か
、
友
達
に
聞

い
た
本
の
リ
ス
ト
を
書
い
て
お
く
と
か
、
自
分
が
こ

う
い
う
本
を
読
ん
で
い
る
な
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す

る
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
の
人
生
に
生
き
る
よ
う
な
読

書
生
活
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

藤
森

平
成
十
八
年
度
版
の
教
科
書
に
も
、「
学
習

し
て
い
る
自
分
を
確
認
で
き
る
し
か
け
」
が
あ
り
ま

す
ね
。
例
え
ば
、「
話
し
合
っ
て
考
え
よ
う
」（
一
年

ｐ
１００
〜
）
で
は
、
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
が
停
滞
し
た
と
き
に
、
ど
ん
な
ふ
う
に
立
ち
止

ま
っ
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
と
よ
い
の
か
ヒ
ン
ト

が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
、
取
り
入
れ
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、「
個
人
あ
り
き
」
で
は
な
く
、

「
文
脈
の
中
で
」
自
分
自
身
を
作
っ
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
。

│
│
甲
斐
雄
一
郎

甲斐雄一郎（かいゆういちろう）

1957年兵庫県生まれ。筑波大学大学院人間

総合科学研究科准教授。専門は、国語教育

史。編著に『国語科教育学研究の成果と展

望』（明治図書）、『国語科の成立』（東洋館出

版社、近刊）などがある。

中国相談室_55  08.4.22 7:04 PM  ページ 9



9 8

■
新
し
い
文
学
教
育
の
可
能
性

藤
森

第
二
学
年
の
、「
書
く
こ
と
」
の
言
語
活
動

例
に
、「
表
現
の
仕
方
を
工
夫
し
て
、
詩
歌
を
つ

く
っ
た
り
物
語
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。」
と

い
う
情
緒
的
な
表
現
活
動
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
相
並
ん
で
、「
多
様
な
考
え
が
で
き
る
事
柄

に
つ
い
て
、
立
場
を
決
め
て
意
見
を
述
べ
る
文
章
を

書
く
こ
と
。」
と
あ
り
ま
す
。
情
緒
面
も
論
理
面

も
、
互
い
に
補
い
合
う
か
た
ち
で
育
て
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
こ
と
な
の
か
と
深
読
み
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。「

詩
歌
を
作
る
こ
と
」
と
「
論
理
的
な
文
章
」

は
、
違
う
と
い
え
ば
違
う
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
芸

術
的
な
文
章
で
も
論
理
は
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
あ

る
も
の
に
注
目
す
る
も
の
の
見
方
と
か
、
こ
う
い
う

表
現
を
使
っ
て
み
よ
う
と
か
考
え
る
こ
と
は
、
論
理

的
な
思
考
力
な
の
で
す
。
例
え
ば
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』

の
場
合
、「
メ
ロ
ス
」
で
は
な
く
て
、「
王
様
」
の
立

場
か
ら
物
語
を
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
は
知
的

な
発
想
の
転
換
と
言
え
ま
す
。

甲
斐

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
以
前
聞
い
た
海
外

の
高
等
学
校
の
例
で
は
、『
マ
ク
ベ
ス
』
の
終
末
部

分
は
あ
の
よ
う
な
こ
と
で
い
い
の
か
ど
う
か
を
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
す
る
学
習
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
物

語
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、

創
作
体
験
と
い
う
の
が
素
人
な
り
に
も
あ
っ
た
ほ
う

が
、
は
る
か
に
豊
か
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
る

だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
新
し
い

文
学
教
育
の
一
つ
の
可
能
性
を
切
り
開
く
内
容
で
は

な
い
か
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
場
で
は
、
授
業
時
数
が
足
り
な
い
と
い

う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
足
り
な
い
の
は
事
実
だ
と

思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
文
学
の
指
導
は
こ
れ
で
よ

か
っ
た
の
か
と
自
問
し
、
再
構
築
し
て
み
る
部
分
が

あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
取
り
組
ん
で
き

た
こ
と
を
短
時
間
で
や
ろ
う
と
し
て
も
行
き
詰
ま
る

だ
け
な
の
で
す
。「
こ
の
教
材
で
は
こ
れ
だ
け
を
押

さ
え
よ
う
。」
と
い
っ
た
発
想
の
転
換
が
必
要
な
ん

で
す
。

藤
森

冒
頭
の
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
も
、
従

来
の
読
解
と
は
発
想
の
違
う
も
の
で
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
さ
ら
に
関
連
し
て
言
え
る

こ
と
は
、「『
大
体
』
で
も
い
い
学
び
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
新
聞
記
者
同
士
で
も
、
経

済
面
を
政
治
部
の
記
者
が
批
評
で
き
る
か
と
い
う

と
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。
読
書
も
同
じ
で
す
。
き

ち
ん
と
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
な
の

で
す
。
物
事
を
大
づ
か
み
に
し
て
捉
え
て
い
く
力
は

当
然
必
要
で
す
。
今
回
の
学
力
調
査
を
見
て
も
細
か

い
と
こ
ろ
を
読
み
取
る
よ
り
も
、
大
づ
か
み
に
す
る

力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
ど
こ
か
で
見
た

り
聞
い
た
り
し
て
、
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
け
ど

「
大
体
」
な
ら
分
か
る
と
い
う
言
葉
や
知
識
が
多
い

ほ
ど
、
読
解
力
も
読
書
力
も
伸
び
る
の
は
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
。

藤
森

全
体
を
俯
瞰
し
て
、
直
感
的
に
そ
れ
を
見

出
し
て
い
く
「
大
体
」
な
力
、
こ
れ
を
「
勘
」
と
い

う
言
い
方
を
し
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
一
つ
の
大
き

な
要
素
だ
と
す
る
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
を
筋
道

を
立
て
て
き
ち
ん
と
論
証
し
た
り
、
咀
嚼
し
た
り
、

評
価
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
二
つ

が
絡
ま
り
合
い
な
が
ら
、
そ
の
混
ざ
り
合
っ
た
と
こ

ろ
に
、
本
当
の
力
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

■
国
語
科
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
と
は

何
な
の
か

藤
森

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
す
べ
て
の

教
科
で
言
語
力
の
育
成
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
国

語
科
は
そ
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
他

の
教
科
と
の
協
力
体
制
で
言
語
力
を
育
成
で
き
る
わ

け
で
す
ね
。

甲
斐

他
教
科
と
あ
る
い
は
道
徳
と
国
語
科
を
関

連
さ
せ
た
指
導
と
い
う
の
は
昭
和
四
十
四
年
告
示
の

学
習
指
導
要
領
で
も
言
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

昭
和
五
十
二
年
版
で
は
、
す
っ
か
り
後
退
し
て
、
国

語
科
は
国
語
科
の
枠
の
中
で
と
い
う
位
置
づ
け
に
シ

フ
ト
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
今
回
の
こ
の
路
線
が

う
ま
く
い
け
ば
、
国
語
科
は
生
徒
の
日
常
生
活
の
中

で
生
き
て
い
く
教
科
に
な
り
う
る
の
で
す
が
、
う
ま

く
い
か
な
い
と
、
国
語
科
と
い
う
枠
の
中
で
で
き
る

範
囲
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
い
う
方
向
に
落
ち
着
い
て

し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
回
の
学
習
指

導
要
領
を
ど
う
具
体
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
今

後
数
十
年
の
国
語
教
育
を
見
通
す
場
合
の
分
か
れ
道

だ
と
思
う
の
で
す
。

例
え
ば
、
報
告
文
を
書
く
と
か
、
研
究
発

表
す
る
と
い
う
の
は
、
理
科
で
も
社
会
科
で
も
扱
う

項
目
で
す
。
国
語
科
の
レ
ポ
ー
ト
と
他
の
教
科
の
レ

ポ
ー
ト
は
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
視
点
が
必
要
で

す
。
国
語
科
の
場
合
は
、
科
学
的
な
レ
ポ
ー
ト
の
書

き
方
を
習
っ
た
と
し
て
も
、
形
式
の
も
つ
意
味
を
考

え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。序
論
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、

キ
ー
ワ
ー
ド
が
な
ぜ
こ
の
位
置
に
あ
る
の
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
文
書
構
成
が
な
ぜ

こ
う
い
う
形
で
で
き
上
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

よ
う
な
本
質
的
な
原
理
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

藤
森

語
彙
の
学
習
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か

と
思
い
ま
す
。
理
科
的
な
語
彙
や
社
会
的
な
語
彙
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
き
に
、そ
れ
ら
の
並
び
方
と
か
、

上
位
語
・
下
位
語
の
関
係
の
付
け
方
と
か
、つ
ま
り
、

い
か
に
す
れ
ば
そ
れ
ら
を
整
頓
で
き
る
か
と
い
う
学

習
は
、
国
語
科
の
役
割
に
な
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

甲
斐

他
教
科
か
ら
国
語
科
へ
の
還
元
と
か
、
日

常
生
活
か
ら
国
語
科
へ
の
還
元
と
い
う
逆
ベ
ク
ト

ル
を
も
っ
と
い
き
い
き
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
時
間
数
が
思
い

の
ほ
か
増
え
な
か
っ
た
国
語
科
で
は
あ
り
ま
す
が
、

豊
か
さ
を
回
復
で
き
る
一
つ
の
方
法
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
。

国
語
科
と
し
て
の
言
語
活
動
重
視
と
い
う

こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
議
論
し
、
問
題

を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

「
全
体
を
俯
瞰
す
る
力
」
と
「
筋
道
を
立
て
て
論
証
す
る
力
」、

こ
の
二
つ
が
混
ざ
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
力
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。

│
│
藤
森
裕
治
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館出版社）などがある。
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■
国
語
の
時
間
の
本
当
の
価
値

甲
斐

河
合
隼
雄
氏
（
※
３
参
照
）
が
言
う
に
は
、

人
間
は
十
二
歳
前
後
で
一
旦
自
己
完
成
す
る
も
の

の
、
思
春
期
に
は
そ
れ
が
崩
壊
し
て
、
そ
の
あ
と
ま

た
自
己
を
再
構
築
し
て
大
人
に
な
っ
て
い
く
の
だ
そ

う
で
す
。
だ
か
ら
中
学
生
と
い
う
の
は
、「
人
生
は

こ
ん
な
も
の
な
の
か
、
い
や
、
こ
ん
な
は
ず
で
は
な

か
っ
た
」と
い
う
思
い
を
繰
り
返
す
時
期
な
の
で
す
。

先
ほ
ど
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
一
つ
の
ポ

イ
ン
ト
は
、「
個
人
あ
り
き
」
と
い
う
よ
り
は
「
文

脈
あ
り
き
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
戸
惑
っ
て
い
る
中
学
生
に
、
友
達
と
共
に

い
る
意
味
を
、
学
習
を
通
し
て
体
験
し
て
も
ら
う
こ

と
に
、
国
語
の
時
間
の
本
当
の
価
値
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
は
、
そ

れ
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

藤
森

日
常
生
活
、
社
会
生
活
の
中
で
、
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
圧
倒
的
な
時
間
を
占
め
る
の
は
学
校

生
活
で
す
。
つ
ま
り
、
基
幹
教
科
で
あ
る
国
語
は
、

子
ど
も
た
ち
の
大
部
分
の
時
間
の
根
幹
を
担
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
む
し
ろ
前
向
き
に
捉
え
て
い

た
だ
き
た
い
で
す
ね
。国
語
の
時
間
に
培
っ
た
力
が
、

日
常
生
活
、
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
花
開

く
の
で
す
。

甲
斐

今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
常
生
活

と
社
会
生
活
と
が
前
面
に
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

ら
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
以
上
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
教
材
研
究
の
あ
り
方
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
で
す
ね
。

日
常
生
活
・
社
会
生
活
と
国
語
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
、
再
構
築
し
て
捉
え
直
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
言
語
行
為
を
振

り
返
っ
て
見
れ
ば
、
何
か
に
触
れ
た
と
き
、
自
然
と

一
言
発
し
た
く
な
り
ま
す
。例
え
ば
映
画
を
見
れ
ば
、

「
楽
し
か
っ
た
ね
。」「
つ
ま
ら
な
か
っ
た
ね
。」
と
。

批
評
的
な
こ
と
、
評
価
的
な
こ
と
は
、
実
は
普
段
の

生
活
で
は
や
っ
て
い
る
の
に
、
学
習
の
場
か
ら
は
追

い
出
し
、
特
殊
な
こ
と
に
し
て
き
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
ら
を
、
国
語
教
育
の
中
で
、
も
う
少
し
普
通
の
言

語
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
素
直
に
位
置
づ
け
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
、

言
語
活
動
は
ど
ん
な
ふ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

甲
斐

そ
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
学
習
が
意
味

を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
の
が
、
国

語
科
に
お
け
る
か
け
が
え
の
な
い
学
習
経
験
に
な
る

の
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
鼎
談
が
そ
の
足
掛
か
り
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
ね
。
戦
後
の
国
語
科
教
育
は
狭
い
教
室
に

閉
じ
こ
め
ら
れ
た
学
習
か
ら
の
開
放
と
し
て
出
発
し

ま
し
た
が
、
気
が
つ
い
た
ら
、
ま
た
教
室
と
い
う
特
殊

な
空
間
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

言
語
環
境
、
社
会
環
境
も
激
変
す
る
中
に
あ
っ
て
、

日
常
生
活
や
社
会
生
活
と
い
う
観
点
か
ら
国
語
教
育

を
逆
照
射
し
て
み
た
ら
、「
よ
り
よ
く
楽
し
く
生
き

甲
斐
を
も
っ
て
い
き
る
た
め
に
は
、
こ
ん
な
力
が
必

要
で
は
な
い
か
。」そ
ん
な
問
い
か
け
が
、
今
回
の
学

習
指
導
要
領
の
底
に
は
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

※
１
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Program
m
e
for
International

Student
A
ssessm

ent

（
学
習
到
達
度
調
査
）
の
略
称
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力

開
発
機
構
）
が
二
〇
〇
〇
年
か
ら
三
年
ご
と
に
行
っ
て
い

る
、
義
務
教
育
修
了
段
階
の
十
五
歳
の
生
徒
を
対
象
に
し

た
学
習
到
達
度
調
査
。
読
解
力
・
数
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー

（
＝
知
識
･
能
力
）
・
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
三
分
野
に

つ
い
て
調
査
す
る
。
日
本
の
ス
コ
ア
、
順
位
は
、
回
を
追

う
ご
と
に
低
下
の
傾
向
に
あ
る
。
読
解
力
を
重
点
的
に
調

査
し
た
二
〇
〇
〇
年
の
「
生
徒
質
問
紙
」
に
よ
る
と
、

「
毎
日
趣
味
と
し
て
読
書
を
し
て
い
る
か
」
と
い
う
質
問

に
対
し
、
日
本
は
５５
％
の
生
徒
が
「
趣
味
で
読
書
を
し
な

い
」
と
回
答
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
の
３２
％
よ
り
も

多
く
、
参
加
国
の
中
で
最
も
高
い
割
合
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

記
述
や
論
述
の
問
題
で
、
他
国
よ
り
も
白
紙
回
答
率
が
高

い
と
い
う
調
査
結
果
も
出
た
。

※
２
　
幸
田
弘
子
さ
ん
の
朗
読

女
優
・
幸
田
弘
子
さ
ん
が
舞
台
の
上
で
樋
口
一
葉
作
品
な

ど
の
日
本
文
学
を
朗
読
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

※
３
　
河
合
隼
雄
氏

一
九
二
八
―
二
〇
〇
七
年
。
臨
床
心
理
学
者
、
京
都
大
学

名
誉
教
授
、
元
文
化
庁
長
官
。
日
本
人
で
初
め
て
ユ
ン
グ

派
分
析
家
の
資
格
を
取
得
し
、
日
本
に
ユ
ン
グ
派
心
理
療

法
を
紹
介
し
た
。
教
育
改
革
国
民
会
議
委
員
、
文
部
科
学

省
顧
問
を
務
め
る
な
ど
、
日
本
の
教
育
に
も
幅
広
く
貢
献

し
た
。

日
常
生
活
や
社
会
生
活
の
中
で
、
言
葉
は
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

1958年静岡県生まれ。横浜国立大学教育人

間科学部教授。中央教育審議会初等中等教育

分科会教育課程部会国語専門部会委員、全国

的な学力調査の実施方法等に関する専門家

検討会議委員。著書に、『「他者」を発見する国

語の授業』（大修館書店）、『「本の世界」を広げ

よう』（共編著・東洋館出版社）などがある。
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