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解
説
　「
国
語
教
育
」
の
方
法
と
原
理
を
問
う

中
山
　
智
香
子
　
　

　
本
書
は
、
職
業
と
し
て
国
語
教
師
を
つ
と
め
、
学
校
を
問
い
続
け
た
工
藤
信
彦
氏
（
一
九
三
〇
年
～
、
樺
太

生
ま
れ
）
の
思
考
と
実
践
の
記
録
で
あ
る
。
近
年
は
『
わ
が
内
な
る
樺
太
：
外
地
で
あ
り
内
地
で
あ
っ
た
「
植

民
地
」
を
め
ぐ
っ
て
』（
石
風
社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
は
じ
め
、
樺
太
や
日
本
の
国
境
の
研
究
を
支
え
る
著
者
で

あ
る
が
、一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
詩
論
や
詩
の
歴
史
、日
本
文
学
史
等
を
著
し
て
き
た
。『
現
代
国
語
速
解
法
』（
共

著
、
有
精
堂
、
一
九
七
六
年
）、『
現
代
文
研
究
法
』（
共
著
、
有
精
堂
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
国
語
教
育
に
関
わ
る

共
著
、『
書
く
力
を
つ
け
よ
う
：
手
紙
・
作
文
・
小
論
文
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
の
ハ
ン

デ
ィ
な
単
著
も
あ
る
。
こ
の
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
は
刊
行
以
来
、
若
い
世
代
の
み
な
ら
ず
、
大
人
が
文
章
を
書
く
際

に
も
役
立
っ
て
き
た
よ
う
だ
。

　
著
者
は
、
一
九
五
四
年
か
ら
札
幌
南
高
等
学
校
、
藤
女
子
高
等
学
校
教
諭
を
経
て
一
九
六
五
年
に
成
城
学
園

高
等
学
校
教
諭
と
な
り
、
定
年
退
職
ま
で
現
代
国
語
や
古
文
を
教
え
た
が
、
一
九
年
間
あ
ま
り
三
省
堂
の
教
科
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書
編
集
に
携
わ
り
、
ま
た
一
九
八
〇
年
代
な
か
ば
過
ぎ
に
は
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ザ
ス
の
成
城
学
園
中
等
部
、
高

等
部
の
企
画
、
実
現
に
携
わ
っ
て
赴
任
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
、
法
学
部
で
も
長
く
講
義
を
も
ち
、
一
九
九
〇

年
か
ら
定
年
退
職
時
ま
で
成
城
学
園
教
育
研
究
所
長
を
兼
任
し
た
。
そ
の
傍
ら
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
に
わ
た
っ

て
代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
古
文
や
現
代
文
を
担
当
、
不
登
校
生
や
帰
国
生
ら
に
向
け
た
バ
イ
パ
ス
ス
ク
ー
ル
で

も
教
え
、
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｕ
Ｍ–

７
で
も
教
え
た
人
気
講
師
で
も
あ
っ
た
。
満
州
事
変
の
前
年
に
生
を
享
け
、
日
本
の

戦
中
か
ら
敗
戦
、
占
領
、
戦
後
へ
と
至
る
激
動
の
時
期
に
学
校
教
育
を
受
け
て
、
戦
後
復
興
、
高
度
成
長
期
か

ら
バ
ブ
ル
期
、
そ
の
崩
壊
と
い
う
日
本
の
変
転
を
ま
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
、
国
語
教
育
、
学
校
に
関
わ
っ
て

き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
日
々
の
要
請
に
向
け
て
折
々
に
書
か
れ
た
文
章
群
の
な
か
か
ら
、
著
者
自
身
の

眼
で
選
び
取
り
、
構
造
的
に
編
集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
本
書
で
あ
る
。
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
国
語
教
育
に
関

わ
る
諸
論
考
や
膨
大
な
プ
リ
ン
ト
類
を
整
理
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
昨
今
の
学
校
や
入
試
を
め
ぐ
る
改
革
、
ま

た
国
語
教
育
を
め
ぐ
る
変
動
の
時
期
に
、
刊
行
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。

　　
方
法
を
問
う
ま
な
ざ
し

　
全
体
は
三
章
か
ら
成
り
、
約
八
割
を
占
め
る
の
は
高
校
の
「
国
語
」
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。「
高
校
「
国
語
」

教
師
の
仕
事
」
と
題
さ
れ
た
第
一
章
は
、
専
門
誌
の
求
め
な
ど
に
応
じ
て
書
か
れ
た
諸
論
考
か
ら
成
る
。
第
二

章
は
「「
国
語
」
の
授
業
か
ら
」
と
題
さ
れ
、
こ
ち
ら
は
高
校
の
授
業
で
生
徒
た
ち
に
配
布
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト

な
ど
の
文
章
群
で
あ
る
。
第
一
章
と
第
二
章
は
ほ
ぼ
同
じ
分
量
を
も
つ
。
第
三
章
は
、
分
量
的
に
は
全
体
の
二

割
ほ
ど
で
あ
る
が
、
高
校
の
現
場
か
ら
大
学
や
予
備
校
、
あ
る
い
は
小
学
校
へ
と
学
校
の
枠
組
を
越
境
し
、
作
文
、

文
法
、
入
試
な
ど
国
語
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
を
俯
瞰
的
に
論
じ
、
文
化
と
し
て
の
国
語
を
位
置
づ
け
る
。
本
書

の
読
者
に
国
語
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
国
語
」
の
世
界
は
、
必
ず

し
も
馴
染
み
の
な
い
異
質
な
、
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
斬
新
な
世
界
か

も
し
れ
な
い
。
多
く
の
生
徒
や
受
講
生
た
ち
を
魅
了
し
て
き
た
「
工
藤
先
生
の
国
語
」
の
特
質
と
は
何
か
。

　
ま
ず
何
よ
り
人
目
を
引
く
の
は
、
書
名
の
「
職
業
と
し
て
の
」
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
一
九

一
九
年
に
行
っ
た
講
演
の
記
録
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』、『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
の
タ
イ
ト
ル
を
想
起
さ
せ

る
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
で
生
計
を
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
高
校
の
国
語
教
師
を
生
業
と
し
た
著
者
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
の
書
名
と
し
て
、
決
し
て
唐
突
で
は
な
い
。
し
か
し
主
題
は
、
教
科
名
で
あ
る
国
語
に
カ
ギ
カ
ッ
コ

を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
た
だ
二
つ
の
み
取
り
上
げ
た
学
問
、
政
治
と
国
語

と
の
関
わ
り
を
暗
示
す
る
。
国
語
は
国
文
学
、
文
学
史
な
ど
の
学
問
領
域
に
通
じ
て
お
り
、
ま
た
近
代
日
本
の

国
民
国
家
統
合
の
歴
史
の
な
か
で
概
念
化
さ
れ
た
と
い
う
政
治
性
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
学

校
と
い
う
制
度
空
間
で
教
え
る
こ
と
の
意
味
を
論
じ
る
の
が
テ
ー
マ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
提
起
は
、
直
接
的
に
も
さ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
戦
後
か
ら
一
九
六
〇
年
代
、
一

九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
提
起
を
真
摯
に
受
け
止
め
た
日
本
の
社
会
科
学
者
、
鶴
見
俊
輔

ら
の
「
思
想
の
科
学
」
を
場
と
し
た
論
者
た
ち
、
そ
し
て
と
り
わ
け
内
田
義
彦
を
通
じ
て
、
著
者
に
継
承
さ
れ
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た
。
内
田
が
雑
誌
『
看
護
技
術
』
に
書
い
た
「
方
法
を
問
う
と
い
う
こ
と
―
―
看
護
人
的
状
況
と
し
て
の
現
代

に
お
け
る
学
問
と
人
間
」（
一
九
七
四
年
）
は
、
特
に
重
要
で
あ
る
。

　
看
護
人
的
状
況
と
は
お
そ
ら
く
内
田
の
造
語
で
あ
ろ
う
が
、
看
護
人
は
医
学
知
識
を
携
え
た
科
学
者
で
あ
る

医
師
と
患
者
の
あ
い
だ
に
立
ち
、
医
師
の
専
門
知
識
に
よ
る
処
置
を
実
践
し
、
伝
達
な
ど
も
行
う
立
場
に
あ

る
。
し
か
し
患
者
が
科
学
の
実
験
台
と
い
う
モ
ノ
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
と
き
に
は
医
師
に
疑
問
を
呈

し
、
批
判
も
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
内
田
は
、「
人
間
の
看
護
と
い
う
具
体
的
な
仕
事
に
お
い
て
は
、
医

者
だ
け
が
専
門
家
な
の
で
は
絶
対
に

0

0

0

な
い
の
だ
」
と
強
調
し
、
今
や
い
か
な
る
職
業
で
あ
れ
、
看
護
人
の
よ
う

に
、
科
学
と
人
間
の
相
剋
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
相
剋
に
対
峙
し
て
方
法
を
問
う
こ
と
、

つ
ま
り
科
学
的
な
専
門
性
を
ハ
ウ
・
ト
ゥ
の
手
続
き
と
学
問
の
原
理
的
思
考
の
双
方
に
即
し
て
考
え
、
こ
れ
を

人
間
の
世
界
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
職
業
人
と
し
て
誰
に
で
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
内
田

の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
著
者
の
「
国
語
」
教
育
論
に
お
け
る
方
法
的
視
点
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
。

　「
国
語
」
教
育
に
お
け
る
科
学
と
人
間

　
し
た
が
っ
て
国
語
教
育
に
関
し
て
も
、
科
学
的
な
専
門
性
の
ハ
ウ
・
ト
ゥ
的
な
方
法
手
続
き
と
学
問
的
原
理

と
の
方
法
的
二
極
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
教
科
と
し
て
の
国
語
と
科
学
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要

が
生
じ
る
。
著
者
は
た
と
え
ば
古
典
文
法
に
関
し
て
、
生
物
学
的
分
類
に
も
通
じ
る
分
類
規
則
に
し
た
が
う
と

し
て
、
独
自
の
文
法
論
を
展
開
す
る
。
し
か
し
よ
り
一
般
的
に
は
、
そ
も
そ
も
国
語
が
書
物
を
通
じ
て
世
界
に

対
峙
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
限
り
、
す

べ
て
国
語
の
範
疇
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
一
冊
の
書
物
を
読
む
こ
と
に
高
校
「
国
語
」
教
育
の

課
題
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
高
校
の
国
語
が
個
々
の
作
品
の
パ
ー
ツ
の
読
解
を
課
題
と
す
る
の
に
対

し
、
大
学
で
は
各
専
門
分
野
の
文
献
を
、
一
冊
の
み
な
ら
ず
何
冊
も
読
み
こ
な
せ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
と

い
う
ギ
ャ
ッ
プ
を
う
め
る
営
み
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
国
語
の
科
学
的
ハ
ウ
・
ト
ゥ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
の
パ
ー
ツ
を
整
理
、
分
類
し
つ
つ

読
み
、
一
冊
の
本
の
章
や
節
を
構
造
的
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
言
葉
で
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ

こ
に
、
国
語
が
一
教
科
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
学
校
と
い
う
制
度
空
間
で
教
師
と
生
徒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
共

同
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
接
合
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々
が
理
解
し
た
こ
と
を
書
い
て

表
現
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
。
試
験
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
視
点
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
学
校
論
は
、
学
校
制
度
に
向
け
た
根
本
的
な
問
題
提
起
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
で
国
語
の
学
問
的
原
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
献
学
や
文
学
史
研
究
、
作
家
論
な
ど
を
学
問
的
蓄
積

と
し
、
そ
の
厚
み
が
教
育
の
担
い
手
に
恩
恵
を
与
え
て
き
た
と
す
る
。
と
り
わ
け
本
書
で
は
、『
徒
然
草
』
を

め
ぐ
る
部
分
が
わ
か
り
や
す
い
。
第
一
章
の
伊
藤
博
之
追
悼
の
一
文
は
、
実
は
そ
の
導
入
で
あ
る
。
著
者
は
伊

藤
の
『
徒
然
草
入
門
』（
有
斐
閣
新
書
、
一
九
七
八
年
）
を
授
業
テ
キ
ス
ト
と
し
、
ま
た
授
業
で
の
説
明
に
活
用

し
て
き
た
。
そ
れ
は
伊
藤
が
国
文
学
の
研
究
者
と
し
て
、
こ
の
小
著
を
一
般
向
け
に
、「
現
代
を
生
き
る
私
た
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ち
の
直
接
的
な
心
の
糧
と
し
て
」『
徒
然
草
』
を
読
む
よ
う
、
書
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
書
の
『
徒
然
草
』

の
説
明
か
ら
は
、
著
者
が
伊
藤
ら
の
学
問
的
研
究
の
蓄
積
も
取
り
入
れ
つ
つ
、
高
校
生
も
ま
た
こ
れ
を
「
心
の

糧
と
し
て
」
読
む
よ
う
促
し
、
研
究
の
閉
じ
た
専
門
性
を
開
い
て
い
く
様
子
が
、
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
な
お
第
二
章
に
は
恋
や
愛
の
作
品
が
多
く
扱
わ
れ
、
学
校
で
聞
い
た
ら
ど
ぎ
ま
ぎ
す
る
よ
う
な
解
説
が
付
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
も
教
育
実
践
の
軌
跡
だ
が
、
ま
た
同
時
に
「
国
語
」
へ
の
人
間
的
な
要
請
、
つ
ま
り
文
学
な

ど
文
章
に
よ
っ
て
ひ
と
が
魅
了
さ
れ
る
決
定
的
な
契
機
を
喚
起
す
る
と
い
う
要
請
に
、
こ
た
え
る
も
の
で
も
あ
る
。

文
学
に
疎
い
人
で
も
、
何
か
国
語
の
教
科
書
で
読
ん
だ
（
読
ま
さ
れ
た
）
一
文
に
、
深
く
感
動
し
た
り
驚
い
た

り
し
た
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
教
師
も
ま
た
一
人
の
良
き
読
者
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
作
品
を
お
も

し
ろ
く
読
め
な
け
れ
ば
「
職
業
人
と
し
て
は
失
格
」
と
述
べ
る
。
お
も
し
ろ
さ
や
そ
れ
を
と
ら
え
る
感
覚
を
言

葉
で
語
り
、
ま
た
書
き
、
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
「
国
語
」
教
育
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

颯
爽
と
し
た
文
体
は
ラ
イ
ブ
感
に
あ
ふ
れ
、
著
者
の
教
室
で
の
声
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
動
き
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　
一
人
の
市
民
と
し
て
日
常
を
生
き
る

　
こ
う
し
て
本
書
は
、
書
物
の
方
法
や
構
造
に
き
わ
め
て
意
識
的
な
著
者
に
よ
る
一
冊
の
書
物
で
あ
る
。
最
後

の
一
文
に
は
、
ひ
と
き
わ
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
い
る
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
読
み
手
は
、
あ

ら
た
め
て
「
国
語
」
に
潜
む
政
治
性
へ
と
思
考
を
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
八
月
一
九
日
、
十
四
歳

で
樺
太
を
離
れ
、「
国
家
は
国
民
を
守
ら
な
い
の
だ
」（『
わ
が
内
な
る
樺
太
』
よ
り
）
と
意
識
し
た
著
者
は
本
書

に
お
い
て
も
、「
祖
国
が
私
を
故
郷
か
ら
追
放
し
た
」
と
思
い
続
け
た
こ
と
、「
私
の
中
で
、〈
日
本
〉
と
い
う

〈
国
家
〉
は
、
す
で
に
な
く
、
い
ま
だ
な
い
」
こ
と
、「
平
和
は
幻
想
で
あ
る
」
こ
と
を
、
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な

筆
致
で
書
く
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
戦
後
に
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
体
制
や
学
校
体
制
を
問
う
社
会
運
動
、
学
生
運
動
の
時
期
が
あ
っ
た
。

著
者
自
身
、
そ
し
て
教
師
と
し
て
対
峙
し
論
じ
合
っ
た
生
徒
や
学
生
ら
の
考
え
に
は
、
学
校
制
度
そ
の
も
の
に

背
を
向
け
る
方
向
性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
著
者
は
、
導
き
の
糸
と
し
た
「
思
想
の
科
学
」
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
踏
み
と
ど
ま
っ
て
方
法
的
、
論
理
的
に
問
い
、
立
場
の
違
い
を
超
え
て
共
に
在
る
こ
と
を
日
常

性
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。「
職
業
と
し
て
の
」
は
、
カ
ネ
稼
ぎ
で
は
な
い
。
一
人
の
市
民
と
し
て
生
き
る

際
の
、
公
共
性
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
投
げ
か
け
ら
れ
た
課
題
は
と
て
も
重
い
が
、
こ
こ
か
ら
拓
か
れ
る
希

望
が
あ
る
。
渡
さ
れ
た
バ
ト
ン
を
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
著
者
の
半
世
紀
あ
ま
り
の
「
国
語
」
教
育
実

践
に
、
心
よ
り
深
く
感
謝
を
捧
げ
た
い
。

了
　
　
　


