
論
説
・
評
論
教
材
の
発
掘
と
そ
の
指
導

高
校
一
年
生
の
場
合

は
じ
め
に

生
徒
に
と
っ
て
教
科
告
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
.
生
徒
に

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
1
言
で
言
わ
せ
て
み
る
と
'
「
硬
い
」
　
と
い
う
言

葉
が
即
座
に
返
っ
て
-
る
。
ま
た
別
の
生
徒
は
、
「
あ
り
き
た
り
の

も
の
」
　
と
も
言
っ
た
。
初
め
て
読
む
文
章
で
あ
る
の
に
、
「
ど
こ
と

な
-
新
鮮
味
に
欠
け
る
よ
う
な
気
分
が
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
頃
読
み
慣
れ
て
い
る
漫
画
や
雑
誌
な
ど
の
軽
い
読
み
物
以
外
は
'

な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
生
徒
が
ふ
え
て
き
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

中
で
も
読
み
の
領
域
で
、
生
徒
だ
け
で
な
-
教
師
に
ま
で
も
あ
ま

り
人
気
の
な
い
の
が
'
論
説
・
評
論
教
材
で
あ
る
。
教
科
書
の
評
論

教
材
は
　
「
要
旨
を
読
み
取
る
の
に
時
間
が
か
か
り
、
お
も
し
ろ
み
が

な
い
」
と
い
う
生
徒
の
声
を
よ
-
耳
に
す
る
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

本
当
に
教
科
詔
の
評
論
は
お
も
し
ろ
-
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
、
評
論
教
材
の
要
旨
の
把
捉
や
'
文
章
の
要
約
作
業
に
興
味
を

持
た
な
い
生
徒
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

佐
　
藤
　
秀
　
之

し
か
し
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
活
動
は
評
論
に
お
け
る
読
み
の
力
を

養
う
上
で
'
ど
う
し
て
も
必
要
か
つ
大
切
な
活
動
で
あ
る
。
さ
ら
に
'

生
徒
に
と
っ
て
は
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
教
科
書
の
中
で
、
た
ま
た

ま
生
徒
の
目
を
開
か
せ
る
よ
う
な
、
新
し
い
発
想
や
も
の
の
見
方
と

の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
へ
　
私
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
て
'
「
学
習
者
の

意
欲
を
喚
起
す
る
評
論
教
材
」
　
の
発
掘
を
模
索
し
て
み
た
。

教
材
発
掘
の
視
点

ま
ず
最
初
に
私
は
こ
の
度
へ
　
教
科
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

評
論
教
材
を
す
べ
て
抜
き
出
し
て
み
た
。
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ

る
が
、
非
常
に
多
-
の
種
類
の
作
品
が
教
科
告
に
採
択
さ
れ
て
い
た
。

十
八
種
類
の
教
科
書
の
中
で
'
六
十
編
の
作
品
が
あ
り
、
同
じ
教
材

は
1
　
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
大
ま
か
に
分
類
し
て
み
る
と
へ
　
や
は
り
文

化
論
が
1
番
多
-
十
九
編
、
以
下
言
語
・
芸
術
論
八
編
へ
　
人
間
・
人

生
に
つ
い
て
六
編
、
科
学
・
機
械
六
編
と
続
-
。
筆
者
で
言
え
ば
、
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森
本
哲
郎
・
加
藤
秀
俊
　
(
三
編
)
、
小
林
秀
雄
・
別
役
実
　
(
二
編
)

の
四
人
だ
け
が
複
数
掲
載
で
、
以
下
五
十
人
も
の
筆
者
が
並
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
文
学
作
品
の
場
合
と
大
き
-
違
う
点
で
あ
ろ
う
。

「
ど
こ
と
な
-
新
鮮
味
に
欠
け
る
気
分
が
す
る
」
と
い
う
生
徒
の

声
も
'
そ
れ
は
「
気
分
」
だ
け
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
教
材
は
、
各

教
科
書
会
社
が
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
教
材
を
発
掘
し
て
き
て
、
精

選
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
論
説
・
評
論
教
材
の
発
掘
は
、
他
の
分
野

の
教
材
発
掘
よ
り
も
気
分
的
に
楽
な
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
教
材
が
当
該
年
令
の
学
習
者
に
適
し
て
い
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。
内
容
、
構
成
へ
　
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
い
け
る
か
ど
う

か
。
問
題
意
識
を
確
か
め
ら
れ
る
か
。
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
そ

そ
る
教
材
か
t
　
と
い
っ
た
よ
う
な
所
に
視
点
を
当
て
な
が
ら
発
掘
し

て
い
-
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

以
上
か
ら
'
私
は
教
材
発
掘
の
視
点
を
次
の
よ
う
に
三
点
に
し
ぼ

M
B
kl

　
学
習
者
の
欲
求
に
基
づ
い
た
も
の
　
(
生
徒
の
読
み
た
い
テ
ー

マ
に
そ
っ
た
も
の
)

2
　
問
題
意
識
を
確
か
め
ら
れ
る
も
の

3
　
当
該
学
年
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
(
内
容
・
形
式
・
レ
-
リ
ッ
ク
)

教
材
の
発
掘
と
選
定

今
年
度
は
1
年
生
の
現
代
文
を
担
当
し
て
い
る
。
使
用
教
科
書

は
「
高
等
学
校
国
語
I
　
改
訂
版
」
　
(
学
校
図
書
)
、
評
論
教
材
は
単

元
四
評
論
H
と
単
元
十
二
評
論
j
J
に
'
計
四
編
載
っ
て
い
る
。
1
学

期
実
践
教
材
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
月
　
　
　
単
元
一
随
想
0

ど
う
す
れ
ば
虻
の
根
元
に
行
け
る
か
　
黒
井
千
次

四
～
五
月
　
単
元
二
小
説
0

ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ

五
～
六
月
　
単
元
二
小
説
0

物
と
心

六
月
　
　
　
単
九
四
評
論
0

心
の
闇
の
森

六
～
七
月
　
評
論
投
げ
入
れ
教
材

椎
名
　
誠

小
川
国
夫

椋
　
鳩
十

Illl

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施

今
回
投
げ
入
れ
教
材
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
'
前
記
「
教
材
発

掘
の
視
点
」
　
に
そ
っ
て
探
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
へ
　
I
の
観

点
か
ら
'
生
徒
は
ど
ん
な
も
の
を
読
み
た
い
か
を
調
べ
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
少
し
で
も
学
習
者
が
身
近
に

感
じ
る
よ
う
配
慮
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
は
'
六
月
に
評
論
H
に

入
る
前
に
行
な
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
B
5
プ
リ
ン
ト
・
横
書
き
二
年
二
組
五
組
八
組
の
三
ク
ラ
ス
で

行
な
っ
た
)



「
評
論
」
を
読
む

随
想
と
評
論

「
随
想
」
と
は
あ
れ
こ
れ
と
思
う
ま
ま
の
感
想
。
ま
た
そ
れ
を
興
に

ま
か
せ
て
書
き
と
め
た
文
章
。
「
評
論
」
と
は
専
門
の
分
野
や
社
会

の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
、
一
般
読
者
を
啓
発
す
る
た
め
に
へ
自
分
の

意
見
を
加
え
な
が
ら
解
説
し
た
文
章
。
(
い
ず
れ
も
新
明
解
国
語
辞

典
に
よ
る
)

今
日
か
ら
評
論
に
は
い
り
ま
す
。
評
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

対
し
て
の
筆
者
の
切
り
込
み
が
あ
り
、
筆
者
自
身
の
意
見
(
請
)
　
が

普
遍
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

読
者
で
あ
る
み
な
さ
ん
は
、
-
　
筆
者
の
主
張
(
請
)
　
を
読
み
取

る
。
2
　
筆
者
の
主
張
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
3
　
そ
の
間
題
に

対
す
る
自
分
の
意
見
(
請
)
　
を
ま
と
め
る
'
と
い
う
過
程
が
評
論
を

読
む
場
合
の
道
筋
で
す
。

1
　
そ
こ
で
、
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
問
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
「
評

論
」
が
読
み
た
い
の
で
し
ょ
う
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
選
ん
で

○
印
を
つ
け
て
み
て
-
だ
さ
い
。

ア
　
社
会
問
題
　
　
イ
　
文
化
論
　
　
ウ
　
言
語
　
　
工
　
芸
術

オ
　
学
問
　
　
力
　
思
想
　
　
キ
　
人
生
論

2
　
題
名
だ
け
見
て
、
読
み
た
い
も
の
は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
。
l
つ

以
上
選
ん
で
'
○
印
を
つ
け
て
-
だ
さ
い
。

1
「
学
び
」
の
構
造
　
　
2
学
ぶ
人
、
学
ば
ぬ
人
　
　
3
渚
の
民

俗
学
　
　
4
言
語
と
道
具
　
　
5
美
の
終
末
　
　
6
一
握
の
大
理
石

の
砂
　
　
7
日
と
手
と
心
　
　
8
交
友
に
つ
い
て
　
　
9
嫉
妬
に
つ

い
て
　
　
1
0
生
き
る
こ
と
考
え
る
こ
と
　
　
1
 
1
現
代
の
中
の
未
来

1
2
生
活
の
欧
化
と
文
化
生
活
　
　
1
3
情
報
量
と
体
臭
量
　
　
1
4
情

報
の
洪
水
に
流
さ
れ
る
な
　
　
1
 
5
東
京
の
中
の
〟
田
舎
″
　
　
1
6
日

本
式
結
婚
　
　
1
 
7
「
甘
え
」
の
構
造
　
　
1
 
8
言
語
は
色
眼
鏡
で
あ
る

1
9
音
楽
デ
ザ
イ
ン
の
可
能
性
　
　
2
0
地
球
は
丸
か
っ
た
　
　
2
1

真
実
の
百
面
相
　
　
2
2
雑
器
の
美
　
　
2
3
や
さ
し
さ
の
時
代
に

2
4
ア
メ
リ
カ
素
描
　
　
2
5
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
犯
罪
　
　
2
6
赤
い
エ
ン

ピ
ツ
　
　
2
7
水
の
東
西
　
　
2
8
「
無
心
」
と
い
う
こ
と
　
　
2
9
機
械

と
人
間
　
　
3
0
思
い
つ
め
る
　
　
3
 
1
金
銭
と
精
神
　
　
3
2
日
本
人
の

空
間
感
覚
　
　
3
3
好
き
な
言
葉
　
　
3
4
木
に
学
ぶ
　
　
3
5
自
動
販
売

機
　
　
3
6
文
学
を
生
む
心
　
　
3
7
現
代
の
人
間
関
係
　
　
3
8
闇
と
の

向
か
い
合
い
　
　
3
9
人
生
に
つ
い
て
　
　
4
0
人
生
と
文
学
　
　
4
 
1
若

さ
と
理
想
　
　
4
2
憲
法
を
読
む
　
　
4
3
自
然
の
声
と
文
明
　
　
4
4
日

本
人
の
契
約
観
と
ル
ー
ル
　
　
4
5
こ
と
ば
の
力
　
　
4
6
座
わ
る
こ
と

4
7
日
本
文
化
の
雑
種
性
　
　
4
8
コ
イ
ン
は
円
形
で
あ
る
　
　
4
9

美
を
求
め
る
心
　
　
5
0
自
己
基
準
と
他
者
基
準
　
　
5
1
転
石
苔
を
生

ぜ
ず
　
　
5
2
近
い
旅
遠
い
旅
　
　
5
3
「
手
首
」
の
問
題
　
　
5
4
私
に

と
っ
て
都
市
も
自
然
だ
　
　
5
5
雑
木
林
の
思
想
　
　
堕
呂
葉
選
び
の

周
辺
　
　
5
7
日
本
的
思
考
の
原
型
　
　
5
8
自
然
界
の
表
情
　
　
5
9
現

代
日
本
の
開
化
　
　
6
0
ほ
ほ
え
み
の
話
　
　
6
 
1
日
本
的
の
思
考
原
型

6
2
自
然
界
の
衷
情
　
　
6
3
座
敷
の
喪
失
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ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

I
に
つ
い
て

計 八 五 - 組

七
五 七 五

問 社

題 会

七
論 文

化- -

四
言

語

四 !H 五
5A.-±tL
uM

節

○ ○
学

問

- 九 九
m

八 ○
JLl、
想

四 論 人

四 八 坐

九 -
人 目

/、 論 本

四 四 四
計

七

〟
田
舎
″
　
〓
　
　
交
友
に
つ
い
て
一
〇
　
　
ほ
ほ
え
み
の
話

一
〇

五
組東

京
の
中
の
″
田
舎
″
　
一
五
　
　
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
犯
罪

1
四
　
　
自
動
販
売
機
　
T
四
　
　
ほ
ほ
え
み
の
話
　
1
三
　
　
嫉

妬
に
つ
い
て
　
〓
　
　
地
球
は
丸
か
っ
た
　
二

の
時
代
に
一
〇

や
さ
し
さ

八
組東

京
の
中
の
　
〝
田
舎
″
　
　
1
二

自
動
販
売
機
一

以
上
の
結
果
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
人
生
論
が
三
五
%
、
思
想
二
二

%
、
社
会
問
題
一
三
%
と
上
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
高
一
と

い
う
思
春
期
を
む
か
え
た
生
徒
た
ち
が
、
自
分
の
「
生
」
　
に
つ
い
て

真
剣
に
考
え
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
ま

た
「
思
想
」
と
「
社
会
問
題
」
を
合
わ
せ
る
と
三
五
%
に
な
る
。
こ

れ
は
へ
　
「
ネ
タ
ラ
」
を
嫌
う
現
代
高
校
生
と
い
わ
れ
る
が
、
実
は
そ

う
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
'
「
不
安
定
」
だ
か
ら
こ

そ
へ
何
か
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
結
果
で
あ
っ
た
。

2
に
つ
い
て

※
　
ク
ラ
ス
ご
と
の
上
位
作
品

握
の
大
理
石
の
砂
一
一
　
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
犯
罪

好
き
な
こ
と
ば
　
1
0

二

　

　

一

1
0

※
　
三
ク
ラ
ス
合
計
し
た
上
位
十
編

-
　
東
京
の
中
の
〟
田
舎
″
　
　
三
八
人

113

二
組嫉

妬
に
つ
い
て
一
五

真
実
の
百
面
相
一
三

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
犯
罪

自
動
販
売
機
　
7
二

一
三

東
京
の
中
の

2
　
自
動
販
売
機

3
　
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
犯
罪

4
　
嫉
妬
に
つ
い
て

5
　
ほ
ほ
え
み
の
話

6
　
真
実
の
百
面
相

7
　
好
き
な
言
葉

8
一
握
の
大
理
石
の
砂

9
　
人
生
に
つ
い
て

9
　
地
球
は
丸
か
っ
た

三
八
人

三
七
人

三
四
人

三
二
人

二
七
人

二
五
人

二
二
人

二
〇
人

二
〇
人



教
材
の
選
定

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
ふ
ま
え
'
今
回
は
I
の
「
人
生
論
」
を

テ
ー
マ
と
し
た
。
2
に
つ
い
て
は
へ
　
題
名
読
み
の
実
践
が
考
え
ら
れ

る
が
、
読
み
の
学
習
の
一
つ
の
実
践
の
可
能
性
と
し
て
次
の
機
会
に

試
み
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

◎
　
展
開
の
目
標
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
た
。

-
　
文
章
を
構
造
的
に
と
ら
え
へ
　
大
筋
を
つ
か
む
。

2
　
筆
者
の
考
え
　
(
論
・
意
見
)
　
と
具
体
的
郡
例
(
事
実
)
　
を

照
応
さ
せ
る
。

3
　
小
論
文
　
(
作
文
)
　
を
書
-
0

◎
　
教
材
は
以
前
か
ら
蓄
え
て
い
た
作
品
の
中
か
ら
選
定
し
た
。

A
　
森
本
哲
郎
　
「
生
き
方
の
研
究
」
　
(
新
潮
選
告
　
l
九
八

七
・
九
)
　
よ
り
　
『
序
　
生
き
方
の
探
求
に
つ
い
て
』

B
　
中
野
孝
次
　
「
今
を
探
-
生
き
る
た
め
に
」
　
(
海
里
社

1
九
九
〇
・
九
)
よ
り
　
F
l
瞬
1
瞬
を
味
わ
う
人
生
こ
そ
』

◎
　
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
と
展
開
の
あ
ら
ま
し

-
　
「
人
生
」
　
に
つ
い
て
ど
う
い
う
切
り
込
み
方
を
し
て
い
る

か
'
二
文
を
重
ね
て
読
み
そ
の
ち
が
い
を
明
ら
か
に
す
る
。

A
　
「
生
き
方
の
探
求
に
つ
い
て
」

・
市
毛
勝
雄
氏
　
(
埼
玉
大
学
)
　
の
「
構
造
的
な
書
き
方

『
起
・
承
・
束
・
結
』
」
に
て
ら
し
て
構
成
を
と
ら
え
る
。

・
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
気
付
か
せ
る
。
具
体
例

は
い
く
つ
出
て
く
る
か
。
出
て
き
た
具
体
例
を
分
類
せ

-
-

・
現
代
の
日
本
人
と
ひ
と
昔
前
の
日
本
人
と
の
「
生
き
方

の
探
求
」
　
の
ち
が
い

o

・
筆
者
の
主
張
1
「
人
生
は
『
方
便
』
で
は
な
い
o
」
「
根

源
的
に
問
い
つ
め
て
い
-
べ
き
も
の
、
問
い
つ
め
て
い

-
に
値
す
る
も
の
」

B
 
T
l
瞬
一
瞬
を
味
わ
う
人
生
こ
そ
」

・
貝
体
例
(
体
験
)
　
か
ら
社
会
批
評
・
文
明
批
評
へ

・
>

・
人
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
1
　
「
目
的
達
成
に
意

義
が
あ
る
の
で
は
な
-
て
」
「
過
程
の
一
瞬
1
瞬
こ
そ

す
べ
て
」

2
　
「
私
の
人
生
論
」
と
題
し
て
、
小
論
文
(
作
文
)
　
を
討
-
o

授
業
を
終
え
て

結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
展
開
の
目
標
」
I
と
2
は
達
成
で
き
た
け

れ
ど
も
へ
　
「
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
」
　
I
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
テ
ー
マ
を
題
材
と
し
た
二
つ
の
教
材

を
重
ね
合
わ
せ
て
筆
者
の
論
の
す
す
め
方
の
違
い
を
読
み
取
る
'
あ

る
い
は
へ
　
論
の
切
り
込
み
方
の
違
い
を
読
み
取
る
と
い
う
展
開
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
が
人
生
に
つ
い
て
述
べ
た
文

章
で
あ
れ
ば
良
い
と
い
う
意
識
だ
け
で
教
材
を
選
定
し
た
た
め
に
、

ll-



二
教
材
を
爪
ね
合
わ
す
こ
と
自
体
に
無
理
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
.

「
人
生
論
」
　
と
テ
ー
マ
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
選
定
ま
で
の
時
間
に
あ

ま
り
余
裕
が
無
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
何
よ
り
も
、
教
材
を
探
す

こ
と
に
だ
け
目
が
向
い
て
、
目
標
や
展
開
の
方
法
ま
で
考
え
な
が
ら

の
'
き
め
細
か
な
選
定
を
怠
っ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
へ
　
展
間
の
目
標
3
の
小
論
文
も
'
教
材
か
ら
離
れ
ざ
る

を
得
ず
、
生
徒
自
ら
の
「
人
生
論
」
　
に
つ
い
て
の
文
章
を
書
か
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
と
、
高

校
一
年
生
の
彼
ら
が
'
彼
ら
な
り
に
自
ら
の
今
の
　
「
生
」
　
に
つ
い
て

真
面
目
に
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
今
回
は
本
当
に
不
十
分
な
取
り
組
み
に
終
っ
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
も
、
次
へ
の
課
題
を
残
し
な
が
ら
、
私
の
拙
い
報
告
を
終
り

と
す
る
。

(
広
島
市
立
舟
入
高
等
学
校
教
諭
)
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