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社
会
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
従
来
の
国
語

科
を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
小
説
で
あ

れ
評
論
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
著
者
と
読
者
と
を

つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
、
テ
ク
ス
ト
を

メ
デ
ィ
ア
教
育
的
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
生
ま
れ
た
時

代
的
背
景
と
ト
ピ
ッ
ク
の
関
係
性
を
考
え
る
こ

と
や
、
想
定
さ
れ
た
読
者
を
考
え
る
こ
と
、
ま

た
作
品
に
仕
組
ま
れ
た
仕
掛
け
を
謎
解
き
し
て

い
く
な
ど
の
学
習
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
教
科
書

と
い
う
印
刷
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
解
決
し
な
い

場
合
が
あ
る
。

３
．「
授
業
中
に
ス
マ
ホ
を
い
じ
れ
！
」

　
簡
単
な
事
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
山
田
詠
美
の
「
ひ
よ
こ
の
眼
」（『
高
等
学
校 

現
代
文
Ｂ
』）
を
教
材
に
、
学
習
者
の
疑
問

を
解
決
す
る
授
業
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
。

「
な
ぜ
、
ほ
か
で
も
な
く
『
ひ
よ
こ
』
の
眼
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
が
、

テ
ク
ス
ト
の
情
報
か
ら
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

く
な
っ
た
。
そ
こ
で
学
習
者
に
ス
マ
ホ
を
使
っ

て
検
索
さ
せ
、
ひ
よ
こ
の
も
つ
メ
タ
フ
ァ
ー
を

考
え
さ
せ
て
み
た
。
す
る
と
、「
縁
日
」「
ひ
よ

こ
」
で
検
索
し
た
あ
る
学
習
者
が
カ
ラ
ー
ひ

よ
こ
を
探
し
出
し
た
。
彼
は
、「
ほ
と
ん
ど
は

生
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
上

の
記
事
を
読
み
、
そ
こ
か
ら
「
幹
生
の
死
ぬ
し

か
な
い
運
命
と
縁
日
の
ひ
よ
こ
の
運
命
が
重
な

る
！
」
と
い
う
解
釈
を
、
話
し
合
い
の
結
果
出

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
評
論
を
読
ん
だ
と
き
に

も
あ
る
。

　
岩
井
克
人
「
マ
ル
ジ
ャ
ー
ナ
の
知
恵
」（『
高

等
学
校
　
国
語
総
合
　
現
代
文
編
』）
を
扱
っ

た
授
業
で
の
こ
と
。
あ
る
ク
ラ
ス
で
「
最
後
に

『
開
け
、
ご
ま
』
を
引
用
し
た
筆
者
の
意
図
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
疑
問
が
学
習
者
か

ら
出
た
。
た
し
か
に
筆
者
の
示
す
「
差
異
の
質

的
変
化
」
を
捉
え
る
こ
と
は
論
理
の
道
筋
を
た

ど
れ
ば
わ
か
る
が
、「
開
け
、
ご
ま
」
は
明
ら

か
に
論
理
が
ジ
ャ
ン
プ
し
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト

の
外
か
ら
情
報
を
取
り
入
れ
て
考
え
な
い
と
難

し
い
。
そ
こ
で
、
皆
で
ス
マ
ホ
を
使
っ
て
探
索

を
し
て
み
た
。
結
果
、「
差
異
」「
商
売
」
で
入

力
し
検
索
し
た
グ
ル
ー
プ
が
「
差
異
が
儲
け
や

成
功
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
記
事
や

ブ
ロ
グ
の
多
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
そ

の
情
報
を
ク
ラ
ス
で
共
有
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る

学
習
者
か
ら
「
差
異
を
生
み
出
す
自
分
だ
け
の

ア
イ
デ
ア
が
儲
か
る
た
め
の
暗
号
だ
よ
、
っ
て

言
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
解
釈
が
出

て
き
た
の
で
あ
る
。

４
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
可
能
性

　
授
業
者
が
用
意
し
た
資
料
を
皆
で
同
じ
よ
う

に
読
み
、
同
じ
よ
う
な
思
考
を
経
て
同
じ
よ
う

に
「
わ
か
る
」
の
で
は
な
く
、
学
習
者
が
そ
れ

ぞ
れ
の
検
索
方
略
で
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
得
た
情
報
で
問
題
解
決
に
向
け
て

取
り
組
み
「
わ
か
ろ
う
と
す
る
」
プ
ロ
セ
ス
は
、

幅
広
い
解
釈
や
批
判
的
な
認
識
を
生
み
出
す
可

能
性
を
秘
め
る
。

　
学
習
者
の
既
有
知
識
を
支
援
す
る
辞
書
と
し

て
、
あ
る
い
は
写
真
、
動
画
、
記
事
、
ブ
ロ
グ

な
ど
社
会
的
テ
ク
ス
ト
を
取
り
込
む
取
水
口
と

し
て
、
ス
マ
ホ
は
な
か
な
か
便
利
な
学
習
ツ
ー

ル
で
あ
る
。
授
業
中
に
ス
マ
ホ
？
？
な
ど
と

お
っ
し
ゃ
ら
ず
、
ひ
と
ま
ず
発
想
転
換
、
初
期

投
資
不
要
の
ス
マ
ホ
活
用
で
、
学
習
者
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
や
、
テ
ク
ス
ト
を
社
会
に

拡
張
す
る
読
み
の
実
践
に
挑
戦
し
て
み
て
は
い

か
が
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
冒
頭
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
頭
文
字
か
ら
見

事
に
創
作
し
た
知
人
に
敬
意
を
表
し
て
私
も
考

え
て
み
た
。
そ
の
答
え
は
、

　「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
＆
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」。
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１
．
問
題
の
所
在

　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
正
式
に
言
う
と
、Inform

ation 
and Com

m
unication T

echnology

と
な

る
ら
し
い
。
た
め
し
に
知
人
の
国
語
科
教
師

（
若
く
は
な
い
）
に
正
式
名
称
を
ク
イ
ズ
で
出

し
た
ら
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
？
」
と
い
う
回
答
が

あ
っ
た
。
言
い
得
て
妙
で
は
あ
る
が
。

　
高
校
の
国
語
科
の
教
師
の
実
態
は
、
こ
の
領

域
の
先
進
県
、
先
進
校
で
も
な
い
限
り
こ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
電

子
黒
板
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
な
ど
が
時
代
の
寵

児
と
し
て
登
場
し
、
文
部
科
学
省
の
肝
い
り
で

産
学
が
一
体
と
な
っ
て
普
及
に
努
め
て
は
い
る

が
、
ま
だ
そ
の
認
知
度
は
高
い
と
は
言
え
な
い
。

　
構
造
的
な
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
あ
ろ
う
が
、
ま

だ
そ
の
活
用
の
場
を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
、
と

い
う
の
が
一
般
的
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
何
の
た

め
の
導
入
な
の
か
を
見
誤
る
と
、
仮
に
取
り
入

れ
た
と
し
て
も
、
方
略
が
目
的
化
し
た
活
動
主

義
に
陥
る
。
そ
の
兆
し
は
す
で
に
現
れ
始
め

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
別
に
紙
で
十
分

な
の
で
は
？
」「
そ
の
ツ
ー
ル
っ
て
本
当
に
有

効
？
」「
そ
も
そ
も
学
習
者
に
何
を
学
ば
せ
た

い
の
？
」
と
い
う
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
い
が
な

け
れ
ば
道
を
誤
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

２
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
ツ
ー
ル
と
し
て
生
き
る
場

　
電
子
黒
板
や
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
な
ど
、
学
習

者
が
画
面
を
通
し
て
情
報
を
共
有
し
、
か
つ
テ

ク
ス
ト
の
加
筆
修
正
や
編
み
直
し
が
で
き
る
デ

ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
は
、
今
後
、
そ
の
活
用
の
場
を

ま
す
ま
す
広
げ
る
は
ず
で
あ
る
。
筆
者
も
「
準

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
実
践
を

し
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
学
習
の
あ
と
の
各
グ

ル
ー
プ
が
書
い
た
黒
板
上
の
答
案
を
デ
ジ
カ
メ

で
撮
影
し
、
次
の
授
業
で
そ
の
写
真
を
プ
リ
ン

ト
し
て
（
紙
に
頼
る
の
で
「
準
」
な
の
で
す
）

配
布
し
検
討
材
料
と
す
る
と
い
っ
た
ロ
ー
テ
ク

Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
同
じ

で
は
な
い
学
習
者
の
反
応
を
活
か
し
た
授
業
を

構
築
す
る
の
に
、
デ
ジ
カ
メ
は
必
須
の
記
憶
＆

再
生
マ
シ
ー
ン
で
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
そ
の

プ
リ
ン
ト
に
気
づ
い
た
こ
と
を
書
き
込
め
る
の

で
、
次
の
思
考
の
場
作
り
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
可
能
性
は
、
一
方
的

に
「
見
せ
る
」
の
で
は
な
く
双
方
向
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
思
考
を
共
有
し
創
作
す
る

ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
対
話
型
探
究
学
習
が
人
口

に
膾
炙
し
つ
つ
あ
る
今
こ
そ
、
そ
の
利
用
価
値

は
高
い
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
、
筆
者
が
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
実

は
こ
う
い
っ
た
「
紙
で
や
っ
て
い
た
こ
と
を
画

面
で
や
っ
て
み
ま
し
た
」
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
で

は
な
く
、
も
う
少
し
根
源
的
な
授
業
改
革
を
展

望
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
あ
る
。
そ
の
展
望
と
は
、

国語科と社会をつなぐ
「ＩＣＴ」
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