
一
、
中
・
高
の
連
続
性

　

今
日
、
義
務
教
育
段
階
の
教
育
で
は
、
幼
・
小
、

あ
る
い
は
小
・
中
の
一
貫
な
い
し
は
連
携
の
必

要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
意
外
に
課

題
と
し
て
具
体
化
し
て
い
な
い
の
は
、
中
学
校

か
ら
高
等
学
校
へ
の
連
続
性
で
は
な
い
か
。

　

多
く
の
地
域
で
高
等
学
校
入
学
段
階
の
学
力

差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
学
と
の
つ
な
が
り
方

は
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。
Ａ
高
校
と
Ｂ
高
校
と

は
高
校
国
語
教
育
の
出
発
点
で
の
具
体
的
課
題

を
共
有
し
に
く
い
。

　

そ
う
い
う
事
態
へ
の
対
応
と
し
て
、
高
校
教

科
書
は
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
準
備
さ
れ
て
き

た
。
到
達
点
は
と
も
か
く
、
出
発
点
で
の
生
徒

の
実
態
に
も
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
中
か
ら
教
科

書
を
選
ぶ
に
際
し
て
、
現
実
に
は
、
お
お
む
ね

ど
の
高
校
に
お
い
て
も
、
結
果
的
に
や
や
難
し

め
の
設
定
と
な
る
場
合
が
多
い
。

　

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
、学
校
種
・

学
年
間
の
連
続
性
と
い
う
意
味
で
は
、
中
学
三

年
か
ら
高
校
一
年
の
間
の
ハ
ー
ド
ル
が
い
ち
ば

ん
高
い
の
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
こ
に
こ
そ
生

徒
の
学
習
・
発
達
の
連
続
性
と
い
う
点
で
大
き

な
課
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
、「
こ
と
ば
で
生
き
る
」
力

『
明
解
国
語
総
合
』
は
、
こ
う
し
た
問
題
意

識
に
基
づ
い
て
、高
校
国
語
教
科
書
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
広
げ
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
は
こ
の
教
科
書
を
必
要
と
す
る
学
習

者
像
を
次
の
よ
う
に
想
定
し
た
。

・
中
学
で
の
学
び
が
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え

　

な
い
。

・
能
力
や
関
心
の
違
い
に
よ
り
、
多
様
な
学
び

　

を
必
要
と
す
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
こ
の
教
科
書
を
用
い
て

学
ぶ
生
徒
た
ち
に
、
話
題
の
追
究
や
知
識
の
獲

得
の
過
程
で
、「
こ
と
ば
で
生
き
る
」
力
を
つ

け
て
い
き
た
い
と
願
っ
た
。

　

こ
と
ば
の
機
能
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、

伝
達
の
機
能
の
ほ
か
に
、
認
識
・
思
考
の
機
能

が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
と
ば
で
認
識
し
、
こ
と
ば
で
考
え
、
こ
と
ば

を
用
い
て
世
界
と
か
か
わ
り
合
っ
て
い
く
。
国

語
科
に
求
め
ら
れ
て
い
る
力
は
、そ
う
い
う「
こ

と
ば
で
生
き
る
」
力
に
他
な
ら
な
い
。

三
、『
明
解
国
語
総
合
』
の
易
し
さ
と
優
し
さ

　

結
果
と
し
て
『
明
解
国
語
総
合
』
は
、「
易

し
い
」
教
科
書
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
「
易

し
く
見
え
る
」
教
科
書
に
な
っ
た
。

 『明解国語総合』  4

「ことばで生きる」力を育てる
　　　　　　新刊『明解国語総合』のめざしたもの　　　　　　　　新刊『明解国語総合』のめざしたもの　　

　　　　　　　三浦和尚　　　　　　　三浦和尚
　　　　　 （『明解国語総合』編集委員）

　　　　　　新刊『明解国語総合』のめざしたもの　　　　　　　　新刊『明解国語総合』のめざしたもの　　
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私
は
、
例
え
ば
実
力
テ
ス
ト
の
問
題
は
、
同

じ
平
均
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
文
そ
の
も
の
が

難
し
く
て
わ
か
り
に
く
い
問
題
よ
り
も
、
本
文

が
易
し
め
で
、
設
問
で
考
え
さ
せ
る
問
題
の
ほ

う
が
良
質
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
読
し
て

わ
か
ら
な
い
文
章
の
内
容
を
類
推
す
る
力
よ
り

も
、
あ
る
程
度
わ
か
る
文
章
の
内
容
を
さ
ら
に

掘
り
下
げ
て
考
え
る
力
の
ほ
う
が
、
教
育
内
容

と
し
て
は
ま
っ
と
う
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
授
業
で
言
え
ば
、
生
徒
に
と
っ

て
取
り
付
く
島
の
な
い
難
し
い
文
章
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
教
師
が
解
説
し
て
終
わ
る
授
業
を

よ
し
と
す
る
の
か
、
あ
る
程
度
生
徒
に
理
解
で

き
る
文
章
を
も
と
に
、
発
問
等
に
よ
っ
て
そ
の

内
容
の
深
さ
を
発
見
し
て
い
く
よ
う
な
授
業
を

よ
し
と
す
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
前
者
で
あ

れ
ば
、
先
生
に
内
容
を
言
い
換
え
て
も
ら
っ
た

だ
け
の
こ
と
で
、
内
容
は
わ
か
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
読
む
力
が
つ
く
わ
け
で
も
な
く
、
考
え

た
り
発
見
し
た
り
す
る
喜
び
が
生
じ
る
わ
け
で

も
な
い
。
国
語
科
の
学
習
は
、基
本
的
に
は「
こ

と
ば
で
考
え
る
力
」
の
育
成
と
い
う
視
点
を
欠

く
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

　

大
学
の
授
業
で
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
例

え
ば
小
学
六
年
生
の
学
習
材
「
や
ま
な
し
」（
宮

沢
賢
治
）
を
文
学
と
し
て
ま
じ
め
に
取
り
上
げ

て
い
る
。
六
年
生
な
り
の
理
解
や
受
け
止
め
方

が
あ
り
、大
学
生
な
り
の
理
解
や
広
が
り
が
あ
る
。

学
び
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
側
面
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
学
習
は
「
易
し
く
入
っ
て
深

く
出
る　

軽
く
入
っ
て
重
く
出
る
」
の
が
本
物

で
は
な
い
か
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を
突

き
つ
け
て
、「
ど
う
だ
参
っ
た
か
」
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

先
に
述
べ
た「
『
易
し
く
見
え
る
』教
科
書
」

と
い
う
の
は
、「
易
し
く
入
っ
て
深
く
出
る　

軽
く
入
っ
て
重
く
出
る
」
こ
と
が
で
き
る
教
科

書
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、
こ
と

ば
に
こ
だ
わ
り
、
こ
と
ば
で
伝
え
合
い
、
こ
と

ば
で
認
識
・
思
考
す
る
。
そ
の
こ
と
で
「
こ
と

ば
で
生
き
る
」
力
の
育
成
を
図
り
た
い
。
そ
れ

が
実
現
し
た
と
き
、『
明
解
国
語
総
合
』
は
、「
易

し
い
」
け
れ
ど
学
習
者
に
お
も
ね
ら
ず
、
学
び

の
到
達
点
を
保
障
す
る
と
い
う
、
学
習
者
に
対

し
て
「
優
し
い
」
教
科
書
と
な
る
。

四
、『
明
解
国
語
総
合
』
の
具
体…

…
①
全
体
の
構
成

　
『
明
解
国
語
総
合
』
は
、
原
則
と
し
て
、
１

年
４
単
位
、
ま
た
は
１
・
２
年
２
単
位
ず
つ
の

履
修
を
想
定
し
て
い
る
。
一
人
の
教
師
が
一
つ

の
ク
ラ
ス
の
国
語
の
時
間
す
べ
て
を
担
当
す
る

と
い
う
前
提
に
立
ち
、
現
代
文
、
古
典
、
ま
た

「
書
く
」「
話
す
・
聞
く
」
と
い
う
領
域
を
そ
れ

ぞ
れ
に
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、
教
科
書
の
初

め
か
ら
順
番
に
学
習
す
る
と
い
う
構
成
と
な
っ

て
い
る
。
中
学
の
学
習
と
同
じ
よ
う
な
順
序
性

が
あ
る
の
で
、
学
習
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。
結
果
と
し
て
、
目
次
が
モ
デ
ル
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、
学
習
を
固
定
的
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。『
明
解
国
語
総
合
』

は
本
編
と
資
料
編
の
二
部
構
成
の
形
を
と
っ
て

お
り
、
資
料
編
は
「
原
稿
用
紙
の
使
い
方
」
な

ど
の
便
覧
的
ペ
ー
ジ
と
、「
読
書
の
森
」
に
よ

る
読
書
の
広
が
り
の
た
め
の
ペ
ー
ジ
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
本
編
の
学
習
の
補
完
、
補
充
、
発

展
と
し
て
資
料
編
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
学

習
者
の
実
態
に
合
わ
せ
た
多
様
な
学
習
を
組
織

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

特
に
文
章
学
習
材
な
ど
、
本
編
と
資
料
編
の
学

習
材
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
学
習
者
に
適
応
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

…
…
②
学
習
展
開
へ
の
配
慮

　

学
習
材
は
、「
話
す
・
聞
く
、
書
く
、
読
む
」

ま
た
「
言
語
事
項
」
の
い
ず
れ
の
領
域
・
事
項

に
お
い
て
も
、
中
学
校
と
の
連
続
性
を
強
く
意

識
し
た
。
ま
た
、
学
習
に
自
信
が
な
く
、
受
身

に
な
り
が
ち
な
学
習
者
の
存
在
を
想
定
し
て
、

特
に
「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
に
つ
い
て
は
、

紙
面
も
十
分
に
取
り
、
活
動
手
順
を
丁
寧
に
提

『
明
解
国
語
総
合
』――

「
こ
と
ば
で
生
き
る
」
力
を
育
て
る



示
し
て
、
な
る
べ
く
具
体
的
に
活
動
し
や
す
い

よ
う
に
配
慮
し
た
。「
メ
モ
取
り
伝
言
ゲ
ー
ム
」

の
よ
う
に
、
実
際
に
学
習
活
動
と
し
て
成
立
す

る
「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」
の
学
習
材
を
目

指
し
、
そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

　
「
読
む
こ
と
」の
学
習
材
に
お
い
て
は
、
特
に

「
教
室
で
生
徒
た
ち
が
口
を
開
く
」こ
と
を
意
識

し
て
い
る
。
感
想
で
あ
れ
意
見
で
あ
れ
、
生
徒

た
ち
が
教
室
で
何
か
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
状

況
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
出
し
合
っ
て
み
ん
な

が
深
ま
っ
て
い
く
教
室
を
願
う
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
学
習
材
の
内
容
そ
の
も
の
に

イ
ン
パ
ク
ト
を
求
め
た
。「
水
の
東
西
」（
山
崎
正

和
）、「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）と
い
っ
た
定

番
の
学
習
材
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
希
望
」（
大

石
芳
野
）、「
緑
の
カ
イ
」（
岩
瀬
成
子
）、「
縁―
―

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
の
か
か
わ
り
」（
中
村
哲
）

な
ど
、
感
動
で
あ
れ
疑
問
で
あ
れ
、
何
か
言
う

べ
き
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
学
習
材
を
採
録
す

る
こ
と
に
努
め
た
。

　

ま
た
ひ
と
つ
は
、「
学
び
の
道
し
る
べ
（
学

習
の
手
引
き
）」
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
実
現
を
図
ろ
う
と
し
た
。「
学
び
の
道
し

る
べ
」
は
、
紙
面
を
広
く
取
り
、
場
合
に
よ
っ

て
は
書
き
込
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

そ
の
課
題
は
、
そ
の
順
序
で
考
え
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
読
む
こ
と
の
学
習
そ
の
も
の
が
展
開

で
き
る
よ
う
に
配
慮
・
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

…
…
③
古
典
の
学
習
に
つ
い
て

　

古
典
の
学
習
材
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ

れ
は
、
想
定
さ
れ
る
学
習
者
の
実
態
に
か
ん
が

み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

古
典
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
特
に
中
学
と
の

関
連
を
重
視
し
た
。
入
門
は
「
古
典
の
響
き
」

と
し
、「
枕
草
子
」「
奥
の
細
道
」
な
ど
、
中
学

校
で
学
習
し
た
も
の
を
置
い
て
、
高
校
と
の
橋

渡
し
を
図
っ
た
。
生
徒
は
安
心
し
て
高
校
の
古

典
の
学
習
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
古
文
で
は
現
代
語
訳
、
漢
文
で
は
書

き
下
し
文
を
積
極
的
に
配
置
し
た
。
そ
れ
は
、

少
し
で
も
早
く
古
典
の
内
容
に
入
り
、
そ
の
古

典
世
界
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
わ
せ
た
い
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
古
典
文
法
や
漢
文
訓
読
の

方
法
に
習
熟
し
な
い
と
内
容
に
は
入
れ
な
い
と

い
う
学
習
観
に
は
く
み
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
古
典
文
法
と
漢
文
訓
読
の
方
法

は
、
本
編
の
末
尾
に
ま
と
め
て
提
示
し
た
。
適

宜
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
逆
に
、
全
体
像
を
視
野
に
入
れ
た
ま

と
ま
っ
た
学
習
が
可
能
に
な
る
。

　

た
だ
、
そ
う
い
う
方
針
で
編
集
し
な
が
ら
も
、

古
典
学
習
を
後
退
さ
せ
て
よ
い
と
考
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。そ
の
こ
と
は
、「
木
曾
の
最
期
」

「
桃
花
源
記
」
な
ど
、
内
容
的
な
重
み
の
あ
る

学
習
材
を
積
極
的
に
配
置
し
た
こ
と
で
具
現
さ

れ
て
い
よ
う
。
古
典
学
習
に
も
、「
易
し
く
入
っ

て
深
く
出
る　

軽
く
入
っ
て
重
く
出
る
」
と
い

う
考
え
方
は
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
『
明
解
国
語
総
合
』
は
、
既
に
中
学
校
国
語

教
科
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
三
省
堂
『
現
代
の

国
語
』
を
踏
襲
し
、
そ
の
学
習
を
高
校
で
受
け

継
ぐ
教
科
書
と
し
て
編
集
さ
れ
た
。
高
校
の
先

生
方
に
は
、
そ
の
判
型
、
レ
イ
ア
ウ
ト
、
ル
ビ

の
多
さ
、
古
典
の
扱
い
な
ど
、
抵
抗
の
あ
る
と

こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
必
ず
し
も
中
学
の
国
語
科
学
習
に

お
い
て
十
分
な
到
達
点
を
得
て
い
な
い
生
徒
た

ち
を
念
頭
に
お
い
て
、
中
学
の
学
習
か
ら
な
だ

ら
か
に
つ
な
ぐ
と
い
う
考
え
方
を
具
体
化
す
れ

ば
、
自
然
に
こ
う
い
う
形
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
中
学
か
ら
高
校
へ
の
移
行
の
ハ
ー
ド
ル
の

高
さ
に
十
分
に
配
慮
し
た
教
科
書
が
生
ま
れ
た

と
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

三
浦
和
尚
（
み
う
ら
か
ず
な
お
）
一
九
五
二
年
、

広
島
県
生
。
現
在
、
愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授
・

附
属
小
学
校
長
。
近
著
に
『「
読
む
」
こ
と
の
再

構
築
』『
国
語
教
室
の
実
践
知
』（
と
も
に
三
省
堂
）

な
ど
。
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