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は
じ
め
に

　

国
語
教
育
に
お
け
る
思
考
力
を
考
え
る
と
き
、
次

の
よ
う
な
文
献
を
思
い
出
す
。

　

一
つ
は
、
Ｓ
・
Ｉ
・
ハ
ヤ
カ
ワ
の
『
思
考
と
行
動

に
お
け
る
言
語
』（
大
久
保
忠
利
訳
、
原
著
第
四
版

の
日
本
語
版
は
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
、
最
初
の

日
本
語
版
は
一
九
五
一
年
）。
ア
メ
リ
カ
で
初
版
が

出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
九
四
九
年
で
、
そ
の
後
、
版

図
書
出
版
、
一
九
六
五
年
）
で
あ
る
。
手
元
に
あ
る

本
は
、
学
生
時
代
に
購
入
し
た
も
の
で
、
一
九
七
五

年
の
第
十
一
版
だ
か
ら
、
こ
れ
も
古
い
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
こ
の
種
の
本
と
し
て
は
相
当
に
読
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
形
象

理
論
に
ふ
れ
、
感
性
的
思
考
と
論
理
的
思
考
と
を
区

別
す
る
重
要
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在

の
授
業
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
文
学
形
象
の
創

造
に
知
的
分
析
的
理
解
の
指
導
で
終
始
し
て
い
な
い

か
と
見
直
し
た
り
、
説
明
的
文
章
の
理
解
に
お
い
て

も
、
知
的
分
析
的
理
解
の
総
合
だ
け
で
な
く
、
全
体

的
感
性
的
把
握
が
必
要
だ
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
に

影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

三
つ
は
、
井
上
尚
美
の
『
思
考
力
育
成
へ
の
方
略

│
メ
タ
認
知
・
自
己
学
習
・
言
語
論
理
│
』（
明
治

図
書
、
一
九
九
八
年
）。
批
判
的
思
考
力
の
育
成
に

目
を
向
け
る
き
っ
か
け
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
、

三
読
法
の
石
山
脩
平
も
批
評
段
階
を
第
四
段
階
と
し

て
い
た
こ
と
を
知
り
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
研
究

か
ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
古
く
か
ら
注
目

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

　

そ
の
他
、
思
考
力
を
考
え
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
に

示
唆
に
富
む
文
献
が
あ
る
。
私
の
場
合
、
ど
う
も
古

い
も
の
に
よ
り
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
新
し
い
も

の
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
知
見
を
国
語
教
育
の
実
際

に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
か
が
国
語
教
育
に
携

わ
る
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

が
重
ね
ら
れ
第
五
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、

日
本
で
第
四
版
が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文

献
か
ら
は
、
事
実
の
報
告
・
推
論
・
断
定
を
意
識
す

る
こ
と
で
、認
識
の
精
度
が
高
ま
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

日
常
の
生
活
の
中
で
も
、
こ
の
三
つ
の
区
別
が
で
き

な
い
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
齟
齬
を
来
す

場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

二
つ
は
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
の
『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書

心
理
学
』（
柴
田
義
松
・
島
至
・
牧
山
啓
訳
、
明
治
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思
考
力
を
ど
う
捉
え
る
か

『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書　

心
理
学
』
に
お
い
て
、
思

考
の
一
般
的
特
徴
づ
け
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
前
略
）
こ
の
よ
う
に
具
体
的
事
実
の
知
覚
あ

る
い
は
そ
の
想
起
か
ら
は
直
接
に
解
答
を
得
る

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
、
す
で
に
も
っ
て
い
る

知
識
か
ら
結
論
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
問
題
に
対
す
る
解
答
の
探
究
を
、
思
考
活

動
と
い
う
。

　

思
考
と
は
、
つ
ね
に
、
す
で
に
も
っ
て
い
る

知
識
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
か
ら
の
あ
れ
こ
れ
の

推
論
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
問
題
解
決

で
あ
る
。（
中
略
）

　

思
考
の
も
う
一
つ
の
特
質
は
、
思
考
が
現
実

の
一
般
化
さ
れ
た
反
映
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に

個
々
の
事
実
の
一
般
化
、
一
般
化
さ
れ
た
操
作

が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す

で
に
も
っ
て
い
る
知
識
か
ら
出
発
し
て
間
接
的

な
方
法
に
よ
り
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

現
実
世
界
の
法
則
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
法
則
と
い
う
の
は
、
知
覚
に

お
い
て
認
識
さ
れ
た
個
々
の
現
象
の
一
般
化
の

産
物
で
あ
る
。（
中
略
）
個
別
的
な
も
の
の
一
般

化
、一
般
的
法
則
の
特
殊
的
現
象
へ
の
適
用
は
、

思
考
の
最
も
重
要
な
特
質
の
一
つ
で
あ
る
。（
前

掲
書
二
九
一
頁
│
二
九
二
頁
、
傍
線
は
原
文
）

　

そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
一
般
的
で
抽
象

的
な
ル
ー
ル
の
獲
得
と
そ
れ
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
思

考
よ
り
も
、
内
容
領
域
ご
と
の
知
識
に
依
存
し
て
い

る
と
い
う
領
域
固
有
性
へ
の
着
目
も
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。（『
認
知
心
理
学
４
思
考
』
市
川
伸
一

編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
初
版
、
五
頁
）

　

思
考
は
、
当
面
す
る
現
実
に
対
す
る
認
識
と
、
す

で
に
も
っ
て
い
る
個
々
の
現
象
か
ら
一
般
化
さ
れ
た

知
識
及
び
方
略
ル
ー
ル
（
推
論
）
の
運
用
の
す
べ
て

が
関
わ
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、

方
略
ル
ー
ル
は
、
個
々
の
現
象
の
一
般
化
と
一
般
化

さ
れ
た
操
作
の
蓄
積
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
と
考
え

て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
化
さ
れ
た
操

作
は
、
自
身
が
経
験
か
ら
獲
得
し
た
も
の
で
な
く
て

も
、
そ
れ
を
方
略
知
識
と
し
て
取
り
出
し
て
学
習
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、「
こ
の
法
則
と
い
う
の

は
、
知
覚
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
個
々
の
現
象
の
一

般
化
の
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
以
上
、
内
容
領
域
ご

と
の
知
識
及
び
そ
の
領
域
に
お
け
る
操
作
経
験
を
豊

富
に
す
る
こ
と
な
し
に
、
思
考
力
の
充
実
は
望
め
な

い
。
〜
の
仕
方
（
方
略
知
識
）
だ
け
を
い
く
ら
覚
え

て
も
、
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
て
問
題
解
決
す
る
経
験

を
積
ま
な
け
れ
ば
学
習
成
果
は
薄
い
。
こ
こ
に
、
方

略
知
識
の
学
習
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
経
験
の
蓄
積

が
思
考
力
育
成
に
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
き

出
さ
れ
る
。

思
考
力
に
対
す
る
先
入
観

　

思
考
力
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
論
理
的

思
考
力
だ
け
を
想
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

前
述
し
た
井
上
尚
美
の
『
思
考
力
育
成
へ
の
方
略

│
メ
タ
認
知
・
自
己
学
習
・
言
語
論
理
│
』
に
は
、

思
考
概
念
の
整
理
が
さ
れ
、
提
唱
す
る
言
語
論
理
教

育
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
思
考
の
定

義
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
、
次
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
。

① 

あ
る
課
題
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
直
接
的
に
、

即
時
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、「
待
て
よ
」
と

反
応
を
保
留
し
、
最
も
適
し
た
反
応
を
と
ろ
う
と

す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
過
程
で
あ
る
。

② 

現
実
の
行
動
の
代
行
と
し
て
の
内
的
過
程
で
あ

り
、
概
念
、
判
断
、
推
理
な
ど
の
論
理
的
な
適
応

行
動
や
、
直
観
的
・
非
論
理
的
な
適
応
行
動
の
形

を
と
る
。（
四
三
頁
）

　

②
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
論
理
的
な
適
応
行

動
」
だ
け
で
な
く
、「
直
観
的
・
非
論
理
的
な
適
応

行
動
」
も
思
考
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、『
ソ
ビ
エ
ト
の
教
科
書　

心
理
学
』の「
理

解
」
の
項
目
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
複
雑
な
思
考
活
動
の
基
本
的
種
類
の
一
つ
と
さ
れ

る
も
の
に
、
理
解
、
す
な
わ
ち
、
現
実
の
事
物
や
現

象
の
な
か
に
お
け
る
本
質
的
な
も
の
の
解
明
が
あ
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る
。」（
前
掲
書
三
一
九
頁
）
と
あ
り
、「
理
解
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
は
、
コ
ト
バ
と
直

観
的
形
象
と
の
結
合
で
あ
る
。」（
三
二
三
頁
）
と
続

く
。
紹
介
さ
れ
て
い
る
例
示
を
ま
と
め
て
示
す
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

小
学
校
一
年
生
に
、
あ
る
物
語
の
一
部
を
短

い
コ
ト
バ
で
表
現
す
る
問
題
が
出
さ
れ
た
と

き
、
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
に
反
復
す
る
し
か
で
き

な
か
っ
た
児
童
が
、
絵
に
描
い
て
み
た
ら
ど
う

な
り
ま
す
か
と
尋
ね
ら
れ
、
直
ち
に
物
語
の
該

当
場
面
の
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。さ
ら
に
、

そ
の
結
果
、
該
当
部
分
の
見
出
し
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
学
習
者
に
言
語
操
作
を
指
示
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
、
機
械
的
に
「
見
出
し
」
に
た
ど
り

着
か
せ
る
学
習
を
し
な
く
て
も
、
直
観
的
形
象
を
介

在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
理
解
し
「
見
出
し
」
に
た

ど
り
着
く
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
比
較

や
分
類
、
一
般
化
と
体
系
化
や
抽
象
化
と
具
体
化
と

い
う
よ
う
な
思
考
操
作
を
意
識
的

4

4

4

に
行
わ
な
く
て
も

基
本
的
思
考
操
作
と
し
て
の
分
析
と
総
合
は
行
わ
れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

物
語
の
理
解
の
場
合
な
ど
は
そ
の
典
型
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
思
考

は
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
観
的
形
象
を
介
在
さ

せ
る
前
に
は
、「
見
出
し
」
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
。

　

つ
ま
り
、
思
考
＝
論
理
的
思
考
だ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
論
理
的
思
考
」
と
い
う
概
念
も
、
各

教
科
な
ど
の
領
域
に
よ
っ
て
用
法
に
微
妙
な
違
い
が

あ
る
こ
と
を
井
上
は
指
摘
し
、
そ
の
意
味
用
法
と
し

て
、
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
用
法
が
あ
る
と
し
て

い
る
。

（
１
） 形
式
論
理
学
の
諸
規
則
に
か
な
っ
た
推
理
の
こ

と
（
狭
義
）

（
２
） 筋
道
の
通
っ
た
思
考
、
つ
ま
り
あ
る
文
章
や
話

が
論
証
の
形
式
（
前
提
│
結
論
、
ま
た
は
主
張

│
理
由
・
根
拠
と
い
う
骨
組
み
）
を
整
え
て
い

る
こ
と

（
３
） 直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
に
対
し
て
、
分

析
、
総
合
、
抽
象
、
比
較
、
関
係
づ
け
な
ど
の

概
念
的
思
考
一
般
の
こ
と
（
広
義
）　　
　
　

（
四
五
頁
）

　

井
上
も
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、思
考
を
分
類
し
、

レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
要
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
思
考
力
が
育
つ
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

井
上
は
、
言
語
論
理
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
思
考
の
文
法
」
と
も
い
う
べ
き
論
理
の
指
導

を
目
指
す
言
語
論
理
教
育
も
、
そ
の
目
的
は
、

子
ど
も
が
論
理
と
い
う
も
の
を
意
識
し
、
論
理

的
に
考
え
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
あ
る
。

子
ど
も
は
、
毎
日
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
状
況
に

直
面
し
、
彼
ら
な
り
に
思
考
を
働
か
せ
、
論
理

を
使
っ
て
い
る
。
言
語
論
理
教
育
は
、
そ
れ
を

自
覚
さ
せ
、
自
分
の
考
え
や
筋
道
が
正
し
い
か

ど
う
か
を
反
省
さ
せ
（
メ
タ
思
考
）、
再
構
造

化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

（
五
二
頁
）

　

井
上
の
提
案
に
は
、
基
本
的
に
賛
同
す
る
立
場
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
「
論
理
的
思
考
」
以
外
の
思
考
す

な
わ
ち
、
直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
の
方
に
光

を
当
て
よ
う
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

　「
考
え
」は
論
理
的
か
つ
客
観
的
な

も
の
ば
か
り
で
は
な
い

　

こ
の
見
出
し
は
、『
小
学
校
国
語
科
教
育
実
践
講

座
第
８
巻
』（
ニ
チ
ブ
ン
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
、「
自

分
な
り
の
考
え
を
構
築
す
る
学
習
指
導
の
原
理
と
方

法
」と
い
う
テ
ー
マ
で
書
い
た
も
の
の
一
項
で
あ
る
。

　

そ
の
原
稿
は
、
書
く
こ
と
に
限
定
し
た
も
の
だ
っ

た
が
、
思
考
力
を
育
て
る
一
部
に
な
る
。

「
自
分
な
り
の
考
え
」
と
い
う
中
身
に
は
、
ど

う
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
客
観
的
な
情
報
に
基

づ
い
て
、
あ
る
判
断
を
導
き
出
す
論
理
的
思
考

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
主
観
的
判
断
を
出
発
に

す
る
論
理
的
思
考
と
い
う
も
の
も
自
分
な
り
の

考
え
の
重
要
な
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
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し
ろ
、
同
じ
情
報
が
提
供
さ
れ
、
論
理
的
に
整

合
性
の
あ
る
筋
道
を
立
て
て
い
く
と
、「
自
分

な
り
の
」
と
い
う
も
の
に
は
な
り
に
く
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、直
感
的
に
感
じ
ら
れ
た
も
の（
主

観
的
判
断
）
を
、
人
に
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
る

べ
く
、自
分
で
も
捉
え
直
し
て
い
く
過
程
が「
自

分
な
り
の
考
え
を
構
築
」
す
る
中
心
部
分
と
も

言
え
る
。
感
性
的
思
考
を
、
文
章
表
現
す
る
と

い
う
活
動
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
に

捉
え
直
す
活
動
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
（
中
略
）

　

ま
た
、
あ
る
対
象
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
分
な
り
の
推
論
や
判
断
が
生
じ
て

く
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
生
活
文
の

中
心
は
、
自
分
の
経
験
を
記
述
し
て
い
く
こ
と

を
通
し
て
、
そ
の
経
験
の
意
味
に
気
づ
き
、
あ

る
い
は
深
め
て
い
く
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
言
い
方
で
言
え

ば
、
帰
納
的
思
考
に
な
る
が
、
先
の
も
の
が
論

理
的
か
つ
客
観
的
な
性
格
が
強
い
の
に
較
べ
る

と
、
こ
の
種
の
も
の
は
、
書
き
手
本
人
の
発
見

的
な
推
論
や
判
断
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

 

（
二
三
六
頁
）

　

前
項
で
述
べ
た「
直
観
や
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
思
考
」

は
、読
む
こ
と
を
中
心
に
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、

書
く
こ
と
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、
こ
の
引
用
の

よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
読
む
こ
と
に
関
し
て

は
、
直
観
（
感
性
的
全
体
的
把
握
）
を
大
事
に
し
、

そ
の
交
流
を
通
し
て
学
び
あ
う
学
習
を
「
丸
ご
と
読

み
」
と
し
て
実
践
的
に
検
証
を
続
け
て
い
る
が
、
詳

細
は
省
く
こ
と
に
す
る
。

お
わ
り
に

　

論
理
的
思
考
力
の
育
成
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
思
考
力
は
、
独
立
し
た
形
で
働
く
の

で
は
な
く
、
生
活
行
動
の
文
脈
の
中
で
働
き
、
意
味

を
持
つ
。
思
考
が
働
い
て
い
る
そ
の
場
で
は
、
大
部

分
無
意
識
に
思
考
操
作
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
無
意
識

の
思
考
操
作
を
意
識
的
学
習
の
目
的
に
し
よ
う
と
い

う
の
が
思
考
力
育
成
で
あ
る
か
ら
、
偏
っ
た
思
考
操

作
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
生
活
過
程
に
お
け
る
、
よ

り
優
先
度
の
高
い
問
題
解
決
の
具
体
的
な
場
面
の
用

意
と
、
解
決
過
程
を
メ
タ
認
知
す
る
学
習
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
習
者
に
思
考
操
作
自
体

を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
発
達
段
階
と
の

関
係
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
な
か　

の
り
お　

岡
山
大
学
教
育
学
部
教
授
。
専
門
は
国

語
教
育
学
。
中
国
の
国
語
教
育
を
研
究
す
る
一
方
、
国
語
教

育
現
場
の
実
践
的
課
題
に
つ
い
て
、
現
場
の
先
生
方
と
と
も

に
勉
強
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
四
人
の
仲
間
と
、
小
・
中
の

読
書
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。


