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「基礎・基本の力」をつける
明日の指導に向けて

前富山大学教授 安
あん

藤
どう

修
しゅう

平
へい

一
　
国
語
科
の
基
礎
・
基
本
を
考
え
る
た
め
に

な
ぜ
、
今
「
基
礎
・
基
本
」
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
国
語
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
を
考
え

る
た
め
の
第
一
歩
は
こ
の
こ
と
に
応
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。「
基
礎
・
基
本
が
身
に
つ
い

て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
を
応
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す

が
、「
で
は
、
な
ぜ
今
な
の
で
す
か
？
」「
そ
れ
は
、
科
学
技
術
な
ど
が
急
速
に
進
歩
す
る
こ
の
時
代

に
、
こ
の
先
役
立
つ
の
は
『
基
礎
・
基
本
』
し
か
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。」
と
返
っ
て
く
れ
ば
、
さ
す

が
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
う
え
、
国
語
科
は
す
べ
て
の
教
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
と
言
わ
れ
ま
す
か
ら
、
国
語
力
の
低

下
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
た
め
に
も
、
国
語
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
を
今
ま
で

以
上
に
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
思
い
を
今
ま
で
の
十

倍
く
ら
い
ア
ッ
プ
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
必
要
感
が
乏
し
け
れ
ば
何
事
も
成
功
し
ま
せ
ん
。

二
　
国
語
科
に
お
け
る
「
基
礎
・
基
本
」
の
問
題
点

①
国
語
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
と
は

国
語
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
国

語
科
の
基
礎
・
基
本
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
い
や
、
そ
れ
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な

い
の
で
す
が
。」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
ね
。
文
部
科
学
省
は
『
学
習
指
導
要
領
』
に
書

か
れ
て
い
る
も
の
が
そ
う
だ
と
い
う
説
明
で
す
が
、『
学
習
指
導
要
領
』
を
最
低
基
準
だ
と
す
れ
ば
当

然
そ
う
な
り
ま
す
ね
。
国
語
科
の
学
力
構
造
も
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
が
「
基
礎
・
基
本
」

だ
と
言
わ
れ
て
も
本
当
に
そ
う
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
こ
れ
で
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
後
は
、
何
が
「
基
礎
・
基
本
」
か
を
、
教
室
の
事
実

で
検
証
し
て
い
く
の
が
い
ち
ば
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

②
教
室
の
学
習
と
「
基
礎
・
基
本
」

次
の
問
題
は
、
教
室
で
の
学
習
が
、「
基
礎
・
基
本
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
三
年
（
下
）
の
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
か
。

ま
ず
、「
学
習
の
手
引
き
」の
二
つ
目
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
物
語
に
は
、

は
じ
め
に
、
家
族
が
み
ん
な
で
す
る『
か
げ
お
く
り
』の
場
面
が
あ
り
、
終
わ
り
の
ほ
う
に
、
ち
い
ち

ゃ
ん
が
一
人
で
す
る
『
か
げ
お
く
り
』の
場
面
が
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
場
面
を
く
ら
べ
て
、
感
じ
た
こ

と
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。」
ど
の
教
室
で
も
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

「
感
じ
た
こ
と
を
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。」と
い
う
の
が
曲く

せ

者も
の

で
す
。
子
ど
も
た
ち
へ
の
尋
ね
方
と
し

て
は
こ
れ
で
よ
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
本
を
読
ん
で
い
る
子
は
い
ざ
知
ら
ず
、
多
く
の
子

は
、
何
に
つ
い
て
ど
う
答
え
れ
ば
よ
い
か
と
ま
ど
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、「
終
わ
り
の
ほ
う

の
か
げ
お
く
り
で
ち
い
ち
ゃ
ん
が
死
ん
だ
の
だ
と
思
う
。」と
い
う
意
見
が
出
、「
そ
う
は
思
わ
な
い
。」

と
い
う
意
見
と
の
間
で
大
論
争
に
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
確
か
に
活
発
な
話
し
合
い
で
は
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、「
基
礎
・
基
本
」の
力
を
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
こ
れ
で
は
困
り
ま
す
ね
。

そ
こ
で
役
立
て
て
欲
し
い
の
が
「
学
習
の
窓
」
な
の
で
す
。
場
面
を
比
べ
る
と
い
う
こ
と
は
「
表

現
の
違
い
」
に
気
づ
き
そ
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
で
す
。「
学
習
の
窓
」
で
は
そ
れ
を
、「
言
葉
の
使

い
方
に
気
を
つ
け
て
読
む
」
と
表
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
具
体
的
な
表
現
（「
青
い
空
か
ら
ふ
っ
て
き

ま
し
た
。」）
を
示
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
表
現
を
示
し
た
の
は
、
で
き
る
だ
け
、
子
ど
も
た
ち
一
人

ひ
と
り
の
力
で
と
い
う
思
い
か
ら
な
の
で
す
が
、「
答
え
に
な
っ
て
し
ま
う
。」
と
心
配
す
る
先
生
も

お
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
あ
、
そ
う
か
、
こ
う
い
う
と
こ

ろ
（
言
葉
）
を
見
つ
け
れ
ば
い
い
ん
だ
！
」
と
気
づ
い
て
ほ
し
い
こ
と
と
、
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の

も
つ
意
味
を
「
わ
た
し
」
は
こ
う
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
学
習
を
進
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
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い
う
願
い
か
ら
こ
う
し
て
い
る
の
で
す
。

「
基
礎
・
基
本
」の
力
と
は
、
具
体
的
表
現
を
見
つ
け
る
力
、
そ
し
て
そ
の
表
現
の
意
味
を
と
ら
え

る
力
で
す
。
思
い
つ
き
を
出
し
合
っ
て
わ
い
わ
い
し
ゃ
べ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

こ
の「
言
葉
の
使
い
方
に
気
を
つ
け
て
読
む
」は
、
こ
の
教
材
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
教
材
で
も
役
立

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
ま
た
、
四
年（
下
）の「
一
つ
の
花
」の「
大
事
な
言
葉
に
気
を
つ
け
て
」、

そ
し
て
六
年（
下
）「
海
の
命
」の「
人
物
の
言
葉
や
行
動
に
注
目
し
て
」に
結
び
付
い
て
い
き
ま
す
。

③
「
学
習
活
動
」
と
「
基
礎
・
基
本
」
の
か
か
わ
り

次
に
、
子
ど
も
た
ち
が
夢
中
に
な
る
「
学
習
活
動
」
と
「
基
礎
・
基
本
」
の
か
か
わ
り
を
、
六
年

（
上
）「
森
へ
」
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
「
森
へ
」
の
学
習
は
、
通
読
の
後
「
最
も
心
に
残
っ
た
場
面
と
そ
の
理
由
を
発
表
し
合
う
」
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
す
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
「
心
に
残
っ
た
場
面
を
選
び
、
そ
の
理
由
を
述

べ
る
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、「
心
に
残
っ
た
場
面
」
の
「
理

由
」
で
す
。
多
く
の
子
は
「
何
と
な
く
」
と
い
う
理
由
で
あ
り
、
的
確
に
そ
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
絵
や
音
楽
や
光
な
ど
の
形
で
表
現
さ
せ
る
と
い
う

方
法
で
学
習
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
も
理
解
は
で
き
ま
す
。
確
か
に
、
絵
や
音
楽
な
ら
ば
子
ど
も

た
ち
も
楽
し
そ
う
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
教
材
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
の
は
、
ど
の
表
現
に
注
目
し
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
「
理

由
」
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
指
導
が
あ
る
程
度
成
さ
れ
た

後
に
「
学
習
活
動
」
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
難
し
い
か
ら
と
い
っ
て
「
学

習
活
動
」
だ
け
で
展
開
し
て
終
わ
り
と
い
う
の
で
は
、
国
語
の
力
を
つ
け
る
場
面
を
逃
し
た
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、「
学
習
の
窓
」
を
見
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、「
文
章
を
味
わ
う
と
き
は
、
筆
者
の
工
夫
し

た
表
現
と
、
そ
の
効
果
に
注
目
す
る
の
が
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。」
と
し
、「
森
は
、
お
お
い
か
ぶ
さ

る
よ
う
に
せ
ま
っ
て
い
ま
し
た
。」「
樹
林
が
、
ぼ
く
が
こ
の
森
に
入
る
こ
と
を
こ
ば
ん
で
い
る
よ
う

で
し
た
。」
を
例
に
（
ま
だ
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
が
）、
擬
人
法
（
こ
こ
で
は
「
森
や
樹
林
を
人
間
の

よ
う
に
表
現
し
て
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。）
の
効
果
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
来
擬
人
法
は
「
自
分
に

引
き
寄
せ
る
、
身
近
に
な
る
、
一
体
化
す
る
」
と
い
っ
た
効
果
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
本
文
の
表
現
で

言
え
ば
、
21
ペ
ー
ジ
7
行
目
の
「
森
の
こ
わ
さ
は
、
す
っ
か
り
消
え
て
い
ま
し
た
…
…
動
い
て
い
る

の
で
し
た
。」（
特
に
、「
森
の
こ
わ
さ
は
、
す
っ
か
り
消
え
て
い
ま
し
た
。」）
と
い
う
表
現
に
結
び
付

き
、
さ
ら
に
作
者
星
野
氏
の
自
然
観
を
も
表
現
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
擬
人
法
を
ナ
マ
の
カ
タ
チ
で
扱
え
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
六
年
生
な

り
の
、
ま
た
そ
の
子
な
り
の
と
ら
え
方
で
よ
い
か
ら
「
表
現
の
す
ば
ら
し
さ
」
の
一
端
を
ぜ
ひ
取
り

上
げ
て
ほ
し
い
の
で
す
。

「
学
習
活
動
」
が
中
心
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
国
語
科
の
「
基
礎
・
基
本
」
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
記
述
（
表
現
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
国
語
科
の
学
習
に
は
な
ら
な
い
こ
と

を
胆
に
銘
じ
、
そ
の
際
、
ぜ
ひ
「
学
習
の
窓
」
を
活
用
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、「
学
習
の
窓
」
に
つ
い
て
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
学
習
の
窓
」
は
、
い
わ
ば
「
読

み
方
」
の
方
法
（
以
前
の
「
読
解
ス
キ
ル
」
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ

の
「
読
み
方
」
の
方
法
が
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
蓄
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
き
に
「
読
む
こ
と
」

が
楽
し
く
な
る
よ
う
に
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
使
い
に
く
い
」
と
か
「
ち
ょ
っ
と

お
か
し
い
の
で
は
」
と
感
じ
た
と
き
に
は
ぜ
ひ
「
こ
の
よ
う
に
し
て
は
」
と
い
う
案
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
日
常
の
授
業
の
中
で
生
ま
れ
た
案
を
生
か
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。
私
も
現
場
で
苦
労
し

て
い
た
と
き
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
「
読
み
方
」
の
方
法
で
納
得
し
た
と
き
の
笑
顔
が
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
い
っ
し
ょ
に
「
基
礎
・
基
本
」
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「基礎・基本の力」をつける
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