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国
語
力
を

身
に
つ
け
る

今
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
の
審
議
経
過
報
告

に
は
、「
国
語
力
の
育
成
」
が
大
き
く
謳う

た

わ
れ
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

調
査
の
読
解
力
に
お
い
て
低
下
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、

漢
字
の
読
み
書
き
な
ど
の
知
識
・
技
能
の
定
着
と
と
も
に
、
思
考

力
・
表
現
力
等
の
育
成
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

審
議
経
過
報
告
の
中
に
は
、「
言
葉
は
、『
確
か
な
学
力
』
を
形
成

す
る
基
盤
」
で
あ
り
、「
国
語
力
の
育
成
」
は
、「
国
語
科
を
中
核
と

し
な
が
ら
も
、
国
語
科
以
外
の
教
科
等
と
連
携
し
て
、
す
べ
て
の
教

育
活
動
を
通
じ
て
」
重
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

今
回
の
特
集
は
二
部
構
成
と
し
て
、「
国
語
力
を
身
に
つ
け
る
」

を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
第
一
部
で
は
、
三
人
の
先
生
方
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
か
ら
、「
い
ま
必
要
な
『
国
語
力
』
と
は
何
か
」
に
つ
い
て

提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
第
二
部
で
は
、
こ
れ
か
ら
求
め

ら
れ
る
国
語
力
育
成
の
あ
り
方
と
し
て
、「
教
科
を
超
え
た
学
習
の

場
で
『
国
語
力
』
を
身
に
つ
け
る
」
試
み
の
実
践
提
案
を
掲
載
し

ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

先
生
方
と
と
も
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
い
ま
す
。

特集
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「
国
語
の
力
」
と
い
う
と
、
国
語
教
育
関
係
の
方
は
、
言
語
能
力
と
と

も
に
必
ず
読
解
能
力
、
そ
れ
も
人
間
の
心
情
の
読
み
取
り
や
、
作
品
や
作

者
の
意
図
を
汲
み
取
り
、
鑑
賞
す
る
能
力
と
し
て
の
道
徳
的
・
芸
術
的
情

操
の
育
成
を
あ
げ
る
人
が
多
い
。
な
ぜ
、
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

ど
こ
の
国
も
、
国
語
と
い
う
教
科
に
よ
っ
て
、
何
ほ
ど
か
「
国
民
的
教

養
と
し
て
の
道
徳
的
情
操
」
を
育
て
よ
う
と
す
る
。
日
本
の
国
語
科
だ
け

が
例
外
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
欧
米
の
主
要
国
で
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、

き
ち
ん
と
し
た
言
語
能
力
を
育
て
る
た
め
に
、
別
に
「
言
語
技
術
科
」
と

い
う
種
類
の
教
育
の
場
を
も
っ
て
い
る
。
日
本
に
は
、
過
去
十
年
ほ
ど
は

そ
の
種
の
教
育
が
必
要
だ
と
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
教
育
行
政
を

経
て
学
校
の
中
に
は
入
っ
て
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
種
の
実
践

が
増
え
て
い
て
も
、
個
々
の
教
師
の
個
人
的
な
試
み
と
し
て
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
だ
け
で
、
学
校
の
公
式
の
教
科
目
に
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
現
状
を
見
て
、
有
志
が
学
校
の
外
で
種
々
の
実
践
や

研
究
の
場
を
増
や
し
て
い
る
。（
例：

三
森
ゆ
り
か
氏
の
「
つ
く
ば
言
語

技
術
教
育
研
究
所
」
な
ど
）

私
自
身
は
、
純
粋
な
言
語
能
力
を
し
っ
か
り
育
成
す
る
た
め
に
、「
語

彙
と
論
理
と
吟
味
」の
能
力
に
焦
点
を
当
て
た
国
語
教
育
が
必
要
だ
と

考
え
て
い
る
。
一
部
の
人
か
ら
、
国
語
教
育
を「
文
学
教
育
」と「
言
語
教

育
」に
分
け
よ
、
と
の
主
張
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
似
た
方
向
で
考

え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る「
文
学
教
材
」に
よ
る
心
情
の
読
み
取
り
な
ど
は
、

一
種
の
芸
術
鑑
賞
の
仕
方
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
答
え
で

ま
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
よ
ほ
ど
丁
寧
な
、
文
芸
批
評
的
な
学

習
を
通
す
こ
と
な
し
に
は
、
か
え
っ
て
国
語
の
教
育
が
成
り
立
た
な
く
な

る
心
配
が
あ
る
。
道
徳
教
材
の
読
み
取
り
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
文
芸
批
評
の
方
法
的
な
学
習
に
よ
っ

て
、
教
材
の
読
後
の
鑑
賞
自
体
は
学
習
者
各
自
に
任
さ
れ
て
よ
い
。
向

山
洋
一
氏
の「
分
析
批
評
」に
よ
る
読
解
は
、
そ
の
種
の
も
の
の
典
型
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

今
日
の
子
ど
も
・
青
年
の
国
語
の
力
を
、
現
代
と
い
う
地
球
社
会
的
な

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
国
の
内
外
の
誰
と
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と

れ
る
読
み
、
書
き
、
話
す
能
力
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

語
彙
力
や
、
論
理
的
な
思
考
力
と
表
現
力
を
伴
う
読
み
書
き
・
話
す
聞
く

能
力
を
、
系
統
的
・
体
系
的
に
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
最

も
大
切
な
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
等
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
も
つ
情
報
操
作
に

対
し
て
、
そ
れ
を
吟
味
し
、
批
判
し
、
そ
し
て
正
し
て
い
こ
う
と
す
る
態

度
と
能
力
を
、
教
育
目
標
と
し
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
簡
単
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
せ
ら
れ
、
た
だ
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
そ
の
ま
ま
読
む
だ
け
の
人
形
の
よ
う
に
、
主
体
的
な
判
断
能
力
を
欠
い

た
人
間
が
育
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
社
会
に
追
随
す
る
者
は
増
え
て
も
、

社
会
を
よ
り
望
ま
し
い
も
の
に
変
え
て
い
く
者
は
容
易
に
は
現
れ
な
い
。

そ
ん
な
教
育
で
よ
い
と
は
思
え
な
い
。

ま
ず
、
最
近
の
大
人
が
す
で
に
「
語
彙
の
数
」
が
少
な
い
。
漫
画
や
テ

レ
ビ
等
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
影
響
も
あ
る
が
、
図
や
画
像
、
映
像
で
の
表

現
が
増
え
て
、
文
字
に
よ
る
言
語
表
現
は
一
部
の
愛
好
者
以
外
は
非
常
に

減
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
最
も
よ
く
分
か
る
の
が
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
メ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
も
簡
潔
で
正
確
な
表
現
と
い
う
よ
り
も
、

記
号
や
絵
や
画
像
で
彩
ら
れ
た
、
第
三
者
に
は
分
か
ら
な
い
よ
う
な
暗
号

文
の
よ
う
な
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、「
誰
に
で
も
正
確
に
分
か
ち
伝
え

ら
れ
る
」
文
字
言
語
の
基
本
性
格
を
逸
脱
し
た
も
の
が
多
く
、
標
準
的
な

語
彙
に
無
関
心
で
あ
る
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、
論
理
的
な
思
考
や
表
現
を
一
層
求
め
ら
れ
る
時
代
や

社
会
で
あ
る
の
に
、
逆
に
個
人
的
な
関
係
の
思
考
や
表
現
で
、
閉
じ
た
人

間
関
係
や
社
会
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
が
ち

な
の
が
日
本
人
の
現
状
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま
う
日
本
と
い
う

国
な
い
し
は
日
本
人
と
い
う
国
民
の
、
地
理
的
・
歴
史
的
条
件
も
無
視
で

き
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
で
は
到
底
済
ま
な
い
時
代
に
入
っ
て
い
く
。

あ
ら
ゆ
る
問
題
が
、
地
球
的
規
模
・
人
類
的
規
模
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
国
の
人
に
分
か
る
よ
う

な
論
理
的
な
思
考
や
表
現
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

子
ど
も
た
ち
の
視
野
を
国
外
に
ま
で
広
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

人
を
一
定
の
行
動
へ
動
か
す
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
宣
伝
や
思
想
教
化
の
道

具
で
も
あ
る
。
多
く
の
政
治
的
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
人
の
発
言
は
、
基

本
的
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
る
。
し
た
が
っ
て
、
聴
く
者
は
、
そ
の

人
の
言
葉
を
「
吟
味
」
に
か
け
、
表
面
上
の
意
味
以
外
の
別
の
意
図
は
何

で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
明
晰
な
論
理
で
問
題
点
を
指
摘
・
批
判
し
、
そ
の

種
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
な
鋭
い
読
み
の
で
き
る
力
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
最
近
、
欧
米
で
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
「
メ
デ
ィ
ア
・

リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
能
力
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
日
本
の

国
語
教
育
は
、
も
っ
と
こ
の
よ
う
な
部
分
に
力
を
入
れ
た
も
の
に
な
ら
な

け
れ
ば
、
今
後
の
国
語
教
育
の
真
価
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
ず

は
大
人
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

最
後
に
、
あ
ら
た
め
て
「
語
彙
」
の
数
に
立
ち
戻
り
、
別
の
面
か
ら
そ

の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
言
語
が
思
考
の
道
具

で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
は
「
人

間
の
内
面
的
世
界
の
構
成
素
材
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
素
材
た
る
言
語
が
数
多
く
記
憶
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
の
内
面
的
世

界
も
豊
か
で
彩
り
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
何
か
を
表
現
す
る
と
き
に
、
そ

の
豊
か
な
語
彙
の
中
か
ら
よ
り
的
確
で
多
様
な
言
語
が
選
ば
れ
よ
う
。
そ

れ
は
、
そ
の
人
の
心
が
、
そ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

よ
り
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、
そ
の
人
の
精
神
世
界
を
表
現
す
る
素
材

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
語
彙
を
多
く
記
憶
す
る
こ
と
を
馬

鹿
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
語
句
や
文
章
の
暗
唱
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と

が
言
え
る
。
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。
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