
一
，
は
じ
め
に

　
学
力
の
新
た
な
国
際
基
準
と
も
言
わ
れ
る
、IB

 
 

（
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
）
の
科

目
の
一
つ
に
「
言
語
Ａ
：
文
学
（L

iterature

 
         
）」
が
あ
る
。
全
人
的
な
市
民
形
成

を
理
念
と
す
る
こ
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
か
に
明
確
に
母
語
で
の
「
文
学
」

と
い
う
科
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
第
五
十
九
回
広
島

大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
に
お
い
て
は
、
以
下
の
問
い
を
も
と
に
「
言
語

Ａ
：
文
学
」
科
目
の
具
体
的
な
内
容
を
吟
味
・
検
討
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お

け
る
「
文
学
」
の
位
置
と
そ
の
役
割
の
考
察
を
試
み
た
。

・「
文
学
」
を
読
む
こ
と
の
意
味
の
探
究
や
、
授
業
を
つ
く
る
た
め
の
ど
の
よ

う
な
素
材
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
。

・
な
ぜ
「
文
学
」
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
作
品
が

書
か
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
重
要
な
問
い
を
考
え
る
た
め
の
材
料
や
考
え
方

が
ど
の
よ
う
に
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
得
ら
れ
た
成
果
と
し
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・IB
D
P

  
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
で
は
、
知
識
や
技
能
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
文

化
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
背
景
や
文
学
的
慣
習
に
基
づ
い
て
文
学
を
探
究
し
、

そ
の
上
で
、
自
己
の
中
に
文
学
を
位
置
づ
け
、
文
学
の
中
に
自
己
を
位
置
づ

け
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
散
文
と
詩
の
違
い
を
比
較
し
て
、
学
習
者
自
身
が
「
詩
と
は
な
に
か
」
と
い

う
問
い
を
探
究
す
る
な
ど
と
い
っ
た
課
題
を
通
し
て
、
常
に
「
文
学
と
は
な

に
か
」
と
い
う
問
い
の
追
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

・
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、IB

D
P

 
 
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
で
は
、
自
分
の

読
書
体
験
が
今
の
自
分
に
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
を
振
り
返
っ
た
り
、
解
読

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
と
ど
ま
ら
な
い
詩
を
読
む
本
当
の
楽
し
さ
を
「
身
体
化
」

を
通
し
て
体
感
さ
せ
た
り
、
も
と
の
作
品
と
映
画
作
品
の
価
値
観
の
差
異
に

つ
い
て
考
え
た
り
す
る
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ま
たIB

D
P

 
 
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
お
い
て
は
、
共
通
の
評
価
規
準
や
評
価
シ

─　　─１０

「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）

　

IB
D
P

  
 
 

「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
関
す
る
一
考
察

─
─
学
習
評
価
を
中
心
に
─
─

木
　
寺
　
祐
　
貴
・
水
　
田
　
遼
　
介

林
　
藤
　
成
　
美
・
山
　
元
　
隆
　
春



ス
テ
ム
、
規
準
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
方
法
、
指
導
の
枠
組
み
が
詳
細
に
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、IB

D
P

 
 
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
お
け
る
学
習
評
価
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の

内
実
を
示
し
た
い
。

二
，IB

D
P

 
 
 
 

「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
つ
い
て

　
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
（International

B
accalaureate

               
            
：
以
下IB   
）
は
、
１
９
６

８
年
に
始
ま
っ
た
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
機
構
（International

B
accalaureate

               
             

O
rganization

 
           
）
が
実
施
す
る
国
際
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
共
通
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
作
成
や
共
通
試
験
の
実
施
、
国
際
的
な
基
準
に
よ
る
大
学
入
学
資
格

（
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格
）
の
授
与
な
ど
を
行
っ
て
い 

。

　IB   

は
、
教
育
段
階
別
に
四
つ
の
プ
ロ
グ
ラ 

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（D

iplom
a
Program

m
e

 
     
         
 
 
：
以
下D

P
 
 

）
は
、
十

六
歳
～
十
九
歳
を
対
象
と
し
た
大
学
入
学
資
格
取
得
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、

所
定
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
二
年
間
履
修
し
、
内
部
評
価
と
外
部
評
価
を
合
わ
せ

た
最
終
試
験
に
合
格
す
る
と
、
国
際
的
な
大
学
入
学
資
格
で
あ
る
国
際
バ
カ
ロ

レ
ア
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　D
P

 
 

は
六
つ
の
教
科
グ
ル
ー 

に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
母
語
教
育
に
あ

た
る
「
言
語
Ａ
」
は
、「
文
学
」「
言
語
と
文
学
」「
言
語
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」

の
三
科
目
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
科
目
の
焦
点
は
、
以
下
の
よ
う
に

示
さ
れ
て
い
る
。

・「
文
学
」…
文
学
批
評
に
関
わ
る
文
学
的
な
技
法
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、

るⅰ

ムⅱ

プⅲ

文
学
作
品
を
独
自
に
批
評
す
る
力
を
育
成
す
る
こ
と
。

・「
言
語
と
文
学
」…
意
味
と
い
う
も
の
が
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
文
脈
）
の
機
能
を
理
解

す
る
こ
と
。

・「
文
学
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」…
文
学
分
析
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
役
割
に
つ

い
て
の
研
究
を
通
じ
て
、
劇
文
学
を
理
解
す
る
こ
と
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
科
目
は
、
さ
ら
に
四
つ
の
パ
ー
ト

に
分
か
れ
て
い
る
。『「
言
語
Ａ
：
文
学
」
指
導
の
手
引
き
』
よ
り
、
科
目
の
概

略
を
後
掲
【
表
一
】
に
示
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
英
国
で
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
関
す
る

参
考
書
の
う
ち
、
最
新
版
で
あ
る
『E

N
G
L
ISH
A
:
L
IT
E
R
A
T
U
R
E
C
O
U
R
SE

 
 
 
 
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

C
O
M
PA
N
IO
N

 
 
 
 
 
 
  
 

』（2012

    
：
以
下C

C

 
 

と
表
記
す
る
）
と
、『O

xford
IB
S
kills

 
        
        

and
P
ractice:

E
nglish

A
:
L
iterature

               
        
   
          for

the
IB
D
iplom

a

          
  
     
 
』（2013

    
：
以
下

S&
P

  
 

と
表
記
す
る
）
の
一
部
を
稿
者
が
仮
訳
し
、
分
析
、
考
察
を
行
っ
た
。

三
，IB

D
P

 
 
 
 

「
言
語
Ａ
：
文
学
」
に
お
け
る
評
価
の
実
際

　IB
D
P

  
 
 

の
評
価
に
対
す
る
基
本
姿
勢
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
評
価
は
、
指
導
お
よ
び
学
習
と
一
体
化
し
た
要
素
で
す
。D

P

 
 

で
は
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
目
標
の
達
成
を
支
援
し
、
生
徒
に
適
切
な
学
習
を
促
す
こ
と
を
評

価
の
最
も
重
要
な
ね
ら
い
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。D

P

 
 

で
は
、
学
校
外

で
実
施
さ
れ
るIB   

に
よ
る
外
部
評
価
（external

assessm
ent

                
   
）、
お
よ
び
学

─　　─１１



校
内
の
教
師
が
評
価
を
手
が
け
る
内
部
評
価
（internal

assessm
ent

                
   
）
の
両

方
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
外
部
評
価
の
た
め
の
評
価
課
題
はIB   

試
験
官
が
採
点

し
ま
す
。
一
方
、
内
部
評
価
の
た
め
の
評
価
課
題
は
教
師
が
採
点
し
、IB

 
 

に

よ
る
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
評
価
の
適
正
化
）
を
受
け
ま
す
。

　IB   

が
規
定
す
る
評
価
に
は
次
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

・「
形
成
的
評
価
」（form

ative
assessm

ent

    
             
   
）
は
、
指
導
と
学
習
の
両
方
に
指

針
を
与
え
ま
す
。
生
徒
の
理
解
と
能
力
の
発
達
に
つ
な
が
る
よ
う
、
学
び

の
種
類
や
、
生
徒
の
長
所
と
短
所
と
い
っ
た
特
徴
に
つ
い
て
、
生
徒
と
教

師
に
正
確
で
役
立
つ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
提
供
し
ま
す
。
ま
た
、
形
成
的

評
価
か
ら
は
、
科
目
の
ね
ら
い
と
目
標
に
向
け
て
の
進
歩
を
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
す
る
（
修
正
し
、
見
極
め
る
）
た
め
の
情
報
が
得
ら
れ
る
の
で
、
指
導

の
質
の
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

・「
総
括
的
評
価
」（sum

m
ative

assessm
ent

   
 
             
   
）
は
、
生
徒
の
こ
れ
ま
で
の
学

習
を
踏
ま
え
て
、
生
徒
の
到
達
度
を
測
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　D
P

 
 

で
は
、
主
に
コ
ー
ス
修
了
時
ま
た
は
修
了
間
近
の
生
徒
の
到
達
度
を
測

る
総
括
的
評
価
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
評
価
方
法
の
多
く

は
、
指
導
お
よ
び
学
習
期
間
中
に
形
成
的
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
教

師
は
そ
う
し
た
評
価
を
実
施
す
る
よ
う
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
総
合
的
な
評

価
計
画
は
、
指
導
、
学
習
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
と
一
体
を
成
す
も
の

で
す
。
よ
り
詳
し
く
は
、IB

 
 

資
料
『
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
準
と
実
践
要
綱
』
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　IB   

が
採
用
す
る
評
価
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
評
価
規
準
に
準
拠
し
た
「
絶
対
評

価
」
で
す
。
集
団
規
準
に
準
拠
し
た
「
相
対
評
価
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
評
価
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
生
徒
の
成
果
を
特
定
の
到
達
規
準
に
照
ら
し
合
わ

せ
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
生
徒
の
成
果

と
比
較
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（『「
言
語
Ａ
：
文
学
」
指
導
の
手
引
き
』p.

 
  29   
）

　
以
上
を
踏
ま
え
、「
精
読
学
習
」
パ
ー
ト
に
関
す
る
学
習
と
、「
自
由
選
択
」

パ
ー
ト
内
の
「
文
学
と
映
画
」
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
評
価
の
観
点
か
ら
考

察
を
行
う
。

三 –   
一
，「
精
読
学
習
」
パ
ー
ト
に
お
け
る
評
価

　「
精
読
学
習
」
パ
ー
ト
の
最
終
的
な
評
価
は
、
個
人
口
述
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
成

果
に
対
す
る
教
師
の
内
部
評
価
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
以
下
は
、S&

P

 
 
 

に
掲
載

さ
れ
て
い
る
、
個
人
口
述
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
求
め
ら
れ
る
能
力
を
学
習
者
自
身

が
確
実
に
獲
得
し
て
い
く
た
め
に
用
意
さ
れ
た
学
習
課
題
で
あ
る
。
一
つ
の
詩

（「
急
行
列
車
」）
を
学
習
者
が
読
み
、「
考
察
を
促
す
設
問
（G

uided

 
      

Q
uestion

 
       
）」
を
受
け
て
実
際
に
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
教
師
か
ら
の
内
部
評
価
を

受
け
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
学
習
か
ら
、IB

D
P

 
 
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
の
形
成
的

評
価
の
様
相
を
取
り
出
し
た
い
。

素
材
文
　
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ペ
ン
ダ
ー
「
急
行
列 

」

ま
ず
力
強
く
、
は
っ
き
り
と
し
た
宣
告
　
そ
し
て
ピ
ス
ト
ン
の
黒
い
声
明
が

車ⅳ

─　　─１２



済
む
と
、
音
も
な
く
、
し
か
し
女
王
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
、
列
車
は
停
車
場

を
出
て
行
く
。

会
釈
す
る
で
も
な
く
、
控
え
目
に
平
然
と
、

窓
外
に
群
が
る
粗
末
な
家
々
や
、
ガ
ス
工
場
、

そ
れ
か
ら
最
後
に
共
同
墓
地
の
墓
石
に
刻
ま
れ
た
死
の
重
い
ペ
ー
ジ
を
過
ぎ

て
行
く
。

町
を
過
ぎ
て
、
広
々
と
し
た
田
舎
に
出
る
と
、

列
車
は
徐
々
に
ス
ピ
ー
ド
を
増
し
て
、
不
思
議
に
も
、

大
海
原
に
浮
か
ぶ
船
の
よ
う
に
、

輝
か
し
い
落
着
き
を
見
せ
て
来
る
。

こ
こ
で
列
車
は
歌
い
だ
す
─
最
初
は
極
く
低
く
、

そ
れ
か
ら
高
く
、
そ
し
て
遂
に
は
ジ
ャ
ズ
の
よ
う
に
激
し
く
─
─
。

カ
ー
ブ
に
さ
し
か
か
る
と
か
ん
高
い
汽
笛
の
音
、

耳
を
襲
す
る
ト
ン
ネ
ル
の
音
、
そ
し
て
ブ
レ
ー
キ
や
数
知
れ
な
い
ボ
ル
ト
の
音
。

そ
し
て
い
つ
も
軽
や
か
に
、
空
を
飛
ぶ
よ
う
に
、
ま
た
下
の
方
で
は
車
輪
の

意
気
盛
ん
な
韻
律
が
弾
む
。

沿
線
の
金
属
的
な
風
景
を
走
り
抜
け
て
、

列
車
は
け
が
れ
を
知
ら
な
い
仕
合
せ
な
新
時
代
へ
突
入
す
る
。

ス
ピ
ー
ド
が
奇
妙
な
形
や
、
幅
広
い
カ
ー
ブ
や
、
弾
道
の
よ
う
に
き
れ
い
な

平
行
線
を
作
り
出
す
時
代
へ
。

遂
に
列
車
は
、
エ
ジ
ン
パ
ラ
や
ロ
ー
マ
よ
り
も
遠
い
、
世
界
の
頂
上
を
越
え

て
夜
に
入
っ
て
行
く
。
起
伏
す
る
丘
陵
に
低
く
流
線
形
に
走
る
燐
の
明
り
だ

け
が
見
え
る
。

あ
あ
、
炎
を
突
き
抜
け
て
い
く
彗
星
の
よ
う
に
、

列
車
は
夢
う
つ
つ
の
境
で
走
っ
て
行
く
、

小
鳥
の
歌
も
、
い
や
蜜
を
た
た
え
た
蕾
を
吹
く
枝
も
か
な
わ
な
い
急
行
車
列

の
音
楽
に
包
ま
れ
て
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （『S&

P

  
 

』p.

 
  29   
）

考
察
を
促
す
設
問

一
，
ス
ペ
ン
ダ
ー
特
有
の
語
や
フ
レ
ー
ズ
の
選
択
は
、
彼
の
主
題
へ
の
捉
え

方
を
私
た
ち
が
理
解
す
る
の
に
ど
の
よ
う
に
役
に
立
っ
て
い
る
か
？

二
，
こ
の
詩
に
お
い
て
語
り
手
の
思
い
や
感
情
の
高
ま
り
が
分
か
る
い
く
つ

か
の
点
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
程
度
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
？

（『S&
P

  
 

』p.
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）

学
習
者
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
と
試
験
官
に
よ
る
コ
メ
ン
ト

　
後
掲
【
表
二
】
参
照

試
験
官
の
コ
メ
ン
ト

　
こ
の
分
析
に
は
称
賛
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
。
こ
の
生
徒
は
示
さ
れ
た
詩

に
対
し
て
豊
富
な
観
点
か
ら
関
わ
っ
て
い
て
、
主
題
へ
の
自
ら
の
優
れ
た
理

解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
適
切
か
つ
思
慮
に
富
ん
だ
方
法
で
、
詩
の
様
々

な
細
部
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。（
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
）
い
く
つ

か
の
興
味
深
い
対
比
と
、
詩
の
書
か
れ
方
に
つ
い
て
明
確
な
言
及
が
あ
る
が
、

（
生
徒
で
あ
る
）
彼
ま
た
は
彼
女
な
ら
、
列
車
を
架
空
の
、
実
在
を
超
え
た
存

在
と
し
て
扱
っ
て
、
こ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
展
開

す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。「
生
活
」
を
ア
ー
ト
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て

─　　─１３



推
論
す
る
傾
向
は
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
有
効
で
な
い
─
解
釈
に
興
味
深
い
点

を
も
た
ら
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
話
題
に
気
が
つ
く
こ
と
に
は
な
っ
た
の
で
あ

る
が
。

　
そ
の
一
方
で
、
言
葉
と
形
式
に
対
し
て
は
鋭
い
観
点
が
見
ら
れ
る
部
分
が

あ
る
；
こ
の
生
徒
は
何
と
か
、
詩
人
の
用
語
選
択
や
イ
メ
ー
ジ
や
比
喩
的
表

現
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
一
つ
残
念
な
点
を
挙
げ
れ
ば
、

こ
の
生
徒
が
詩
の
構
造
と
構
文
に
も
う
少
し
言
及
し
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
だ

ろ
う
。
分
析
は
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
段
落
ご
と
の
ト
ピ
ッ
ク
も
分

か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
；
使
っ
て
い
る
言
葉
は
明
快
で
、
概
ね
正
確
だ

─
所
々
、
も
う
少
し
正
確
な
表
現
が
可
能
な
箇
所
も
あ
る
が
。
最
後
に
、
生

徒
は
二
つ
の
設
問
に
対
し
て
、
そ
の
分
析
の
中
に
お
い
て
回
答
し
て
い
る
。

そ
し
て
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
質
問
が
問
う
て
い
る
以
上
の
こ
と
が
ら
に
つ
い

て
言
及
し
、
さ
ら
に
個
人
的
な
意
見
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

評
価
規
準
Ａ
：
課
題
文
（
抜
粋
）
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
─
四 

評
価
規
準
Ｂ
：
作
家
の
選
択
に
つ
い
て
の
認
識
─
四
点

評
価
規
準
Ｃ
：
構
成
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
─
四
点

評
価
規
準
Ｄ
：
言
語
─
四
点 
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（『S&

P

  
 

』pp.31–32

 
        
）

　
以
上
の
試
験
官
の
コ
メ
ン
ト
と
評
価
が
示
さ
れ
た
後
、S&

P

 
 
 

本
文
で
は
、
以

下
の
示
唆
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
あ
な
た
は
、
こ
の
試
験
官
は
公
正
な
評
価
を
し
た
と
思
っ
た
か
？
　
与
え

ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
と
成
績
か
ら
、
あ
な
た
は
最
終
試
験
が
あ
な
た
に
明
示
す

点ⅴ

る
よ
う
求
め
て
い
る
ス
キ
ル
が
何
で
あ
る
か
、
理
解
し
始
め
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （『S&

P

  
 

』p.
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そ
の
後
、
別
の
散
文
に
つ
い
て
書
か
れ
た
学
習
の
エ
ッ
セ
イ
を
以
下
の
手
順

で
読
む
活
動
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

一
，
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
を
注
意
深
く
読
み
、
あ
な
た
が
良
い
又
は
悪
い
例

と
し
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
メ
モ
す
る
。

二
，
設
定
さ
れ
て
い
た
設
問
を
読
み
、
自
分
の
回
答
を
作
成
し
て
、
そ
れ
に

つ
い
て
周
囲
の
人
と
話
し
合
う
。

三
，
公
式
の
評
価
基
準
を
注
意
深
く
参
照
し
、
あ
な
た
が
適
切
と
思
う
成
績

を
、
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
生
徒
に
付
け
る
。

四
，
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
生
徒
に
送
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
考
え
る
。
自
分
が
試

験
官
に
な
っ
た
と
想
定
し
て
コ
メ
ン
ト
を
エ
ッ
セ
イ
に
注
釈
と
し
て
示
し

た
り
、
エ
ッ
セ
イ
全
体
に
対
し
て
、
良
か
っ
た
点
を
取
り
上
げ
な
が
ら
感

想
を
書
い
た
り
、
改
善
点
を
書
い
た
り
す
る
。

五
，
自
分
の
付
け
た
コ
メ
ン
ト
と
成
績
と
、
実
際
の
試
験
官
が
付
け
た
も
の

と
を
比
較
す
る
。

　
ま
ず
、
規
準
Ａ
「
課
題
文
（
抜
粋
）
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
」
に
関
し
て

は
、「
主
題
へ
の
自
ら
の
優
れ
た
理
解
」
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
課
題
文
か
ら
引
用
箇
所
を
明
記
し
て
主
張
を
行
う
こ
と
が
重
視
さ
れ

─　　─１４



て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
基
準
Ｂ
「
作
家
の
選
択
に
つ
い
て
の
認
識
」
に
関
し

て
は
、
ス
ペ
ン
ダ
ー
が
「
感
覚
に
訴
え
る
よ
う
な
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い

て
い
る
」
こ
と
や
、「
自
由
韻
律
」
形
式
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
る
効
果
へ
の
着

目
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
詩
人
の
用
語
選
択
や
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て

コ
メ
ン
ト
す
る
に
至
っ
て
い
る
」
点
を
評
価
し
つ
つ
も
、
さ
ら
な
る
「
詩
の
構

造
と
構
文
」
へ
の
言
及
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
詳
細
に
詩
人
の
選

択
の
一
つ
一
つ
に
自
分
な
り
の
主
張
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
規
準
Ｃ
「
構
成
と
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
言
及
も
コ
メ
ン

ト
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
特
に
こ
こ
で
は
論
を
展
開
す
る
上
で
の
ス
キ
ル
（
簡

潔
に
表
現
す
る
こ
と
、
憶
測
で
論
じ
る
こ
と
は
避
け
る
等
）
が
詳
細
に
指
導
さ

れ
て
い
る
。
規
準
Ｄ
「
言
語
」
に
関
し
て
は
、
明
快
で
正
確
な
こ
と
ば
遣
い
が

一
貫
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
既
習
の
文
学
の
諸
慣
習
（
擬
人
法
、

直
喩
、
矛
盾
語
法
、
作
調
等
）
を
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
評
価

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
規
準
の
う
ち
Ａ
と
Ｂ
は
、「
精
読
」
の
過
程

で
学
習
者
が
獲
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
能
力
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ら
を
用
い
て
自
分
の
論
を
効
果
的
に
ま
と
め
、
表
現
す
る
こ
と
が
規

準
の
Ｃ
と
Ｄ
で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
評
価
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
は
、
教
師
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
と
成
績

を
付
さ
れ
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
て
、
試
験
官
の
視
点
を
学
習
者
自
身
が

持
つ
た
め
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
学
習
の
成
果
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
客
観
的
に
捉
え
、
試
験
に
向
け
て
自
身
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
評
価
者
と
し
て
の
視
点
を
意
識
さ
せ
る
働

き
か
け
は
、「
精
読
学
習
」
パ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、「
ジ
ャ
ン
ル
別
学
習
」
パ
ー

ト
の
学
習
に
お
い
て
も
共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格
取
得
の
た
め
の
最
終
試
験
合

格
に
向
け
て
、
試
験
で
求
め
ら
れ
る
能
力
を
学
習
者
が
確
実
に
自
分
の
も
の
に

し
て
い
く
た
め
のPD

C
A

 
 
 
 

サ
イ
ク
ル
が
仕
組
ま
れ
た
評
価
方
法
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

三 –   
二
，「
自
由
選
択
」
パ
ー
ト
に
お
け
る
評
価

　「
自
由
選
択
」
パ
ー
ト
の
最
終
的
な
評
価
は
、
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
成
果
に
対
す
る
教
師
の
内
部
評
価
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
以
下
、『「
言
語

Ａ
：
文
学
」
指
導
の
手
引
き
』（pp.

    86   –  87   
）
よ
り
、
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
の
評
価
規
準
を
一
部
抜
粋
す
る
。

内
部
評
価
規
準
：
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
ハ
イ
ヤ
ー
レ
ベ
ル
）

規
準
Ａ
：
課
題
作
品
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解

・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
し
た
作
品
に
つ
い
て
生
徒
が
ど
の
程
度
の
知

識
と
理
解
を
示
し
て
い
る
か
。

参
考
：「
規
準
Ａ
」
の
評
価
レ
ベ
ル

─　　─１５

評
点０

１
～
２

３
～
４

レ
ベ
ル
の
説
明

成
果
物
は
、
以
下
に
記
す
基
準
に
達
し
て
い
な
い
。

発
表
し
た
作
品
の
内
容
に
関
す
る
知
識
と
理
解
が
ほ
と
ん
ど
認
め

ら
れ
な
い
。

発
表
し
た
作
品
の
内
容
に
関
す
る
知
識
は
若
干
あ
り
、
表
面
的
に

理
解
し
て
い
る
。



規
準
Ｂ
：
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

・
効
果
的
か
つ
適
切
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
上
で
、
ど
の
程
度
の
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

・
聴
衆
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
上
で
、
ど
の
程
度
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
が
用
い
ら
れ

て
い
る
か
（
例
え
ば
、
可
聴
性
、
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
、
補

助
教
材
の
効
果
的
な
使
用
な
ど
）。

規
準
Ｃ
：
言
語

・
言
葉
遣
い
は
ど
の
程
度
明
確
で
、
多
様
で
、
正
確
で
あ
る
か
。

・
言
語
使
用
域
（
レ
ジ
ス
タ
ー
）、
ス
タ
イ
ル
、
専
門
用
語
の
選
択
は
ど
の
程

度
適
切
か
（
こ
の
文
脈
で
は
生
徒
に
よ
る
課
題
に
適
切
な
語
彙
、
語
調
、
文

の
構
成
、
専
門
用
語
の
使
用
を
「
レ
ジ
ス
タ
ー
」
と
呼
ぶ
）。

　
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
評
価
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
共
通
の
評
価
規
準
や
評
価
シ
ス
テ 

、
そ
れ
ま
で
の
学
習
方

法
、
指
導
の
枠
組
み
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
がIB   

の
大
き
な
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
てIB   

の
授
与
す
る
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格
の
質
が

担
保
さ
れ
、
特
に
厳
格
な
評
価
シ
ス
テ
ム
は
、
学
習
者
の
（
卒
業
や
大
学
入
学

ムⅵ

の
た
め
の
）
現
実
的
で
直
接
的
な
動
機
付
け
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
、
そ
れ
以
上
に
形
成
的
評
価
と
し
て
、
学
習
の
指
針
と
し
て
の
意
味
合
い
が

強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。C

C

 
 

に
お
い
て
も
、
常
に
「
何
が
で
き
る
べ
き
か
」

と
い
う
評
価
目
標
と
「
ど
の
程
度
良
く
で
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
評
価
規
準
が

学
習
者
と
共
有
さ
れ
、「
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
た
め
の
実
践
的
で
具
体
的
な
方

法
や
、
考
え
る
べ
き
観
点
、
企
画
案
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
例
か
ら

Pow
erPoint

   
       

の
効
果
的
な
使
い
方
に
至
る
ま
で
、
学
習
の
指
針
が
豊
富
に
用
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
学
び
の
成
果
を
表
現
す
る
機
会
が
学
習
の
最
後
に
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
、IB

 
 

全
体
を
通
し
て
の
特
徴
で
も
あ
る
。
日
本
の
国
語
科
に
お
い
て
も

学
習
の
振
り
返
り
や
ま
と
め
と
し
て
作
文
を
書
く
機
会
は
設
け
ら
れ
る
が
、I  B  

の
場
合
、
質
量
と
も
に
桁
違
い
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
学
習
者
が

成
果
発
表
の
た
め
に
学
習
す
る
（
学
習
せ
ざ
る
を
得
な
い
）
も
の
と
な
っ
て
い

る
。IB

 
 

の
中
で
、
自
分
の
立
て
た
問
い
に
対
す
る
成
果
発
表
と
い
う
も
の
は
、

動
機
付
け
に
も
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

よ
う
な
切
実
さ
を
も
生
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

　
最
後
に
、「
自
由
選
択
」
パ
ー
ト
内
の
「
文
学
と
映
画
」
オ
プ
シ
ョ
ン
で
設
定

さ
れ
て
い
る
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
一
つ
を
示
す
。

一
，IO

P
 
 
 
（
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
評
価
に
使
用
さ
れ
る
基
準

を
も
う
一
度
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
の
個
々
の
要
素
に
つ
い
て
実
際
に

考
え
よ
う
。

二
，
個
別
で
、
ま
た
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
一
緒
に
、IO

P

 
 
 

の
た
め
に
必
要
な
、

あ
る
い
はIO

P

 
 
 

に
よ
っ
て
成
長
す
る
ス
キ
ル
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、

─　　─１６
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発
表
し
た
作
品
の
内
容
、
お
よ
び
関
連
事
項
の
一
部
に
対
す
る
適

切
な
知
識
と
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。

発
表
し
た
作
品
の
内
容
、
お
よ
び
関
連
事
項
の
大
半
に
つ
い
て
非

常
に
優
れ
た
知
識
と
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。

発
表
し
た
作
品
の
内
容
と
関
連
事
項
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
が

非
常
に
優
れ
て
い
る
。



ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
し
て
書
き
留
め
よ
う
。

三
，
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
を
何
ら
か
の
図
式
的
な
形
成
体

（organizer

         
）
の
形
に
整
理
し
よ
う
。
例
え
ば
、
ス
パ
イ
ダ
ー
・
ダ
イ
ア
グ

ラ
ム
、
ロ
ー
タ
ス
・
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
（
方
眼
型
の
シ
ー
ト
）、
マ
イ
ン
ド

マ
ッ
プ
、
ま
た
は
シ
ン
プ
ル
な
箇
条
書
き
リ
ス
ト
な
ど
。
あ
な
た
は
次
の

図
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
出
す
か
も
し
れ
な
い
。

技
能
と
実
践

　
こ
れ
ら
の
ス
キ
ル
を
よ
く
見

て
み
よ
う
。
あ
な
た
は
何
に
気

付
く
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
ら
の
ス

キ
ル
の
多
く
は
、
こ
の
コ
ー
ス

の
こ
の
パ
ー
ト
に
関
連
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
テ
ー
マ

に
関
連
し
て
い
る
だ
け
で
も
な

く
、
あ
な
た
の
す
べ
て
の
研
究

に
、
そ
し
て
あ
な
た
の
将
来
に

役
立
つ
ス
キ
ル
だ
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
人
生
の
た
め
の
ス
キ
ル

を
開
発
す
る
こ
の
コ
ー
ス
に
お

い
て
も
重
要
な
こ
と
だ
。

 
　
　
　
　
　
　 （pp.

    161

   –  162

   
）

　IB   

が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
レ
ベ
ル
は
決
し
て
低
く
は
な
く
、
学
習
者
の
成

果
例
を
見
て
も
そ
の
内
容
は
高
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
学
習
者
が
優
秀
だ
か
ら

で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
学
習
者
と
目
標
を
共
有
し
、
考
え
る
た
め
の

道
具
も
豊
富
に
用
意
す
る
な
ど
、
し
っ
か
り
と
し
た
足
場
づ
く
り
が
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
な
の
だ
と
感
じ
る
。

四
，
お
わ
り
に

　IB
D
P

  
 
 
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
で
は
、
詳
細
な
共
通
の
評
価
規
準
や
評
価
シ
ス
テ

ム
、
規
準
を
達
成
す
る
た
め
の
学
習
方
法
、
指
導
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
常
に

「
何
が
で
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
評
価
目
標
と
「
ど
の
程
度
良
く
で
き
る
べ
き

か
」
と
い
う
評
価
規
準
が
一
貫
し
て
明
確
に
示
さ
れ
、
学
習
者
と
共
有
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、「
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
た
め
の
実
践
的
で
具
体
的
な
方
法
、
考

え
る
べ
き
観
点
、
自
分
の
考
え
を
効
果
的
に
相
手
に
伝
え
る
方
法
な
ど
、
主
体

的
に
深
く
考
え
表
現
す
る
た
め
の
材
料
や
考
え
方
が
豊
富
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
新
し
い
時
代
に
必
要
と
な
る
資
質
・
能
力
の

育
成
が
目
指
さ
れ
、
資
質
・
能
力
を
ベ
ー
ス
と
し
た
「
教
育
課
程
や
学
習
・
指

導
方
法
の
改
善
と
一
貫
性
の
あ
る
」
学
習
評
価
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い 

。

そ
う
し
た
中
で
は
、
先
に
示
し
た
、IB

D
P

 
 
 
 

「
言
語
Ａ
：
文
学
」
の
、
評
価
を

「
指
導
お
よ
び
学
習
と
一
体
化
し
た
要
素
」
と
み
な
し
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
目
標

の
達
成
を
支
援
し
、
生
徒
に
適
切
な
学
習
を
促
す
こ
と
を
評
価
の
最
も
重
要
な

ね
ら
い
と
し
て
位
置
づ
け
」
る
姿
勢
と
、
そ
の
あ
り
方
は
大
き
な
意
味
を
持
つ

こ
と
だ
ろ
う
。

るⅶ
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参
考
引
用
文
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              s  
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/
M
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B
everley

 
       
        
     
       

『O
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IB
S
kills
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P
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E
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    sh    

A
:
L
iterature

for
the
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D
iplom

a

 
   
                    
  
     
 
』（2013

    
）O

xford
U
niversity

Pres

 
       
              s  

北
村
弘
文
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
人
　S.   
ス
ペ
ン
ダ
ー
」（
１
９
８
６
）
東
海
女
子

大
学
紀
要

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
機
関
『
デ
ィ
プ
ロ
マ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
指
導

の
手
引
き
　
２
０
１
５
年
第
１
回
試
験
』（
日
本
語
版
）

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
機
関
『
デ
ィ
プ
ロ
マ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
言
語
Ａ
：
文
学
」
教
師

用
参
考
資
料
　
２
０
１
５
年
第
１
回
試
験
』（
日
本
語
版
）

半
田
淳
子
編
著
『
国
語
教
師
の
た
め
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
入
門
』（
２
０
１
７
）

大
修
館
書
店

文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
則
編
」（
２
０
１
８
）

文
部
科
学
省
「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」http://w

w
w
.m
ext.go.jp/

 
       
 
 
  
           

a_m
enu/kokusai/ib/1308000.ht

   
                         m  

（2018.

     11   .  28   

参
照
）

注ⅰ
　
半
田
（
２
０
１
７
：p.    10   
）

ⅱ
　
初
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
「PY

P

  
 

（Prim
ary
Y
ears
Program

m
e

    
     
            
 
 
）」

（
３
～
　
歳
）、
中
等
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
「M

Y
P

 
 
 

（M
iddle

Y
ears

 
       
     

１２

Program
m
e

       
 
 
）」（
　
歳
～
　
歳
）、「D

P

 
 

」、　
歳
～
　
歳
を
対
象
と
し
た
キ
ャ

１１

１６

１６

１９

リ
ア
関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
「C

P

 
 
（C

areer-related
Program

 
         
           

）」
の
４
つ
。

ⅲ
　
①
言
語
と
文
学
（
母
国
語
）
②
言
語
習
得
（
外
国
語
）
③
個
人
と
社
会
④

理
科
⑤
数
学
⑥
芸
術
の
六
つ

ⅳ
　
詩
の
原
文
は
省
略
。
な
お
訳
は
北
村
（
１
９
８
６
） 
に
拠
っ
た
。

ⅴ
　
十
点
満
点
中

ⅵ
　
例
え
ば
、
個
人
口
述
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
録
音
さ
れ
、
教
師
の
採
点

後
、IB

 
 

に
よ
る
モ
デ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
評
価
の
適
正
化
）
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

ⅶ
　
文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
総
則
編
」（pp.

130–

         

131

   
）

付
記
：
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ
（
一
般
）「
Ｉ
Ｂ
の

理
念
を
踏
ま
え
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
授
業
・
評
価
の
開
発
的
研
究
」（
研
究
代
表

者
・
棚
橋
健
治
）
の
交
付
を
受
け
て
進
め
ら
れ
た
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
も

の
で
あ
る
。

（
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
、
広
島
大
学
）

─　　─１８
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【表一】「言語 A：文学」科目の概略

最終評価概要ねらい

IB試験官
の外部評価
による記述
課 題（「振
り返りの記
述」と「小
論文」）

「パート１：翻訳作品」では、翻訳作品
の綿密な読解に基づいて学習を進める。
生徒はさまざまな文化の人々の異なる観
点を認識し、文学作品において文化が占
める役割について考察する。
このパートでは、時代と場所の産物とし
ての文学作品に対する理解を深めること
を目標としている。生徒の作品への理解
を深めるために、芸術的、哲学的、社会
学的、歴史的および伝記的考察などを取
り上げる。

・作品の内容及び文学作品と
しての作品の質を理解する。
・個人の文化的経験とテクス
トを関連付けることにより
作品について独自の理解を
示す。
・文学作品の中で文化的及び
文脈上の要素が占める役割
を認識する。

パート１
「翻訳作品」
（Works in 
translation）

教師の内部
評価による
個人口述コ
メンタリー
（口頭の論
評と質疑応
答）

「パート２：精読学習」では、作品を内
容および技法の面から詳細に分析するこ
とに重点が置かれる。精読学習を達成す
るには、作品解釈（クロース・リーディ
ング）と対象作品の重要な要素に関する
詳細な分析を確実に行っていくアプロー
チが最も適している。

・学習する作品についての詳
細な知識と理解を身につけ
る。
・特定のジャンルについて適
切な分析的な考えを示す。
・言語の使用により特定の効
果がどのように達成されて
いるかを明らかにして示し、
登場人物、テーマ、設定な
どの要素を分析する。
・熟考を伴う情報に基づく考
えを養うため、作品の精読
に取り組む。

パート２
「精読学習」
（Detailed 
study）

IB試験官
の外部評価
による筆記
試験（小論
文）

「パート３：ジャンル別学習」では、同
じジャンルから選択された複数の作品を
詳細に学ぶ。各ジャンルには文学的表現
技法（literacy convention）と呼ばれる技
法があり、作者は特定の芸術的目的を達
成するために、こうした技法を他の文学
的特徴とともに用いる。ジャンル別の分
類は、特定のジャンルに関連する文学的
表現技法や特徴に基づいて選ばれた文学
作品を比較学習する上での枠組みを提供
することを意図している。

・学習する作品についての知
識と理解を身につける。
・学習するジャンルの文学的
表現技法について明確に理
解する。
・学習するジャンルにおける
文学的表現技法を通じて、
どのように内容が伝えられ
ているかを理解する。
・選択された複数の作品の類
似点と相違点を比較する。

パート３
「ジャンル別
学習」
（Literary 
genres）

教師の内部
評価による
個人口述プ
レゼンテー
ション（IB
による外部
モ デ レ ー
シ ョ ン あ
り）

「言語 A：文学」の中で、「パート４：自
由選択」は、教師が自分自身の興味や関
心を反映した作品をコースの教材に含め
たり、生徒の特定のニーズに応えたりす
る機会を提供することを意図している。
特定の国や地域に特有の状況により、作
品の選択が決まる場合もある。そのよう
な状況の下では、コースで学習する他の
作品とのバランスをとるために、特定の
ジャンルないし年代、または特定の国の
作品が選ばれ、学習されることもある。
地域または国の教育課程の要件を満たす
よう作品を選択することも考えられる。

・学習する作品についての知
識と理解を身につける。
・学習する作品について、独
自の考えを提示する。
・口述プレゼンテーションを
通じて表現力を身につける。
・聴衆の関心を集め、興味を
引く方法を身につける。

パート４
「自由選択」
（Options）
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【表二】学習者によるエッセイと試験官によるコメント

試験官によるコメント学習者によるエッセイ

①「独特」という語は必
要か？

②名詞は「文法形式」で
言い表すのが適切か？こ
こでこの生徒はもっと簡
潔に言うことができよう。
また、詩の文への直接的
言及に至るまでに段落の
３分の２を要してしまっ
ている。

③このフレーズは避ける
こと；「それによって読
者は…」が一般的。この
言い方は、私たちが単語
を新鮮で驚くような方法
で捉えずに、特定の意図
を追って詩を読んでいる
ことを示唆する。

④あまりいい言い方では
ない。「イメージ」を正
確に説明すると何か？　
分析を深める余地あり。

⑤良い話題の提示。この
段落での主題を明白に表
していて、文章分析の根
拠の確実な論点である。

⑥引用が上手く使えてい
る。

⑦この生徒は、分析の観
点から重要なものを抜き
出している。覚えておく
べき、大切な方法だ。

⑧ここは要注意。個人の
憶測に過ぎないため、論
の危うさがある。

　この詩「急行列車」は詩人スティーヴン・スペンダーに
よって書かれた。彼は、蒸気機関車と、それが市街から田舎
へと走り抜ける様子から、詳細かつ神秘的なシーンを作り上
げた。スペンダーの作調は、ある種その列車を称賛して、大
いなる賛美を示すものと特徴づけられるだろう。
　①スペンダー独特の列車への称賛は、その文法形式と、比
喩的表現と、感覚に訴えるイメージと、詩そのものの全体的
な構造によって構築され、読者にはっきりと示される。興味
深いものをひとつ挙げると、詩の列車という主題が、実は詩
そのものの文章の中には直接明記されていないことがある。
「列車」という語は、一度も書かれていないのだ。しかし、読
者は、詩人が②特定の文法形式、この場合蒸気機関車と見な
すことが大方できるような名詞の使用によって、詩の主題が
列車であるとはっきり分かる。詩のタイトルである「急行列
車」は、詩が列車に関するものと分かる第一の手がかりであ
る；しかし「駅」、「彼女の笛」、「彼女の車輪」、「走り抜けて」
という語を見たとき、明確に主題が列車であると分かる。こ
れらの具体的な単語は、③通例は列車に重ねあわされるもの
である。そのため読者は容易に列車が主題であると理解し、
詩の中で詩人が描いた④心的イメージを、構築し始める。
　⑤読者にすぐさま示されるスペンダー特有のテクニックの
もう一つは、列車の擬人化であり、彼が列車を一人の女性と
してはっきり描いていることだ。その列車は「彼女」という
主語で示され、現実には人工的な機械である列車は、人間の
ようなふるまいをする。⑥その列車は「女王のように滑らか
に」、「会釈するでもなく」、「歌いだす」のであり、「炎を突き
抜けていく彗星」のように進み、最終的には「音楽に包まれ
て」いく。
　これらの表現方法と語の選択は、どちらも、⑦詩の作調に
非常に大きな影響をもたらしている。列車に男性ではなく女
性のアイデンティティを与えることで、スペンダーは慣例に
ない珍しい試みを行ったのだ。⑧通例、列車が象徴するのは
産業の発展や、権力や富の拡大、一般的に男性─女性ではな
く─中心的な社会の要素である。ゆえに、列車が女性として
描かれることで、読者は今までと異なる観点から列車を捉え
ることができるのである。この詩において、もはや列車は権
力や強欲さの象徴ではなく、優美さや美しさ、癒しの象徴で
ある。⑨列車を心ある魅力的な女性になぞらえることで、読
者はこのスペンダー独自の列車の姿を理解しやすくなる。；
実のところこの場合、読者から見た列車は無機質な機械では
ないのだ。よって、列車に対する異なったイメージと対比さ
せてこの詩での列車の優美さと美しさを際立たせることで、
スペンダーによる列車に対する称賛と賛美は非常に明確に表
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⑨良い指摘だが、この生
徒はそれが示されている
具体的な個所を記す必要
がある。このアイデアを
裏付ける要素が沢山あ
る─としても、日常で
「周知のこと」でない事
柄を当てにすべきではな
い。

⑩良いもう一つの話題提
示である。

⑪もう一度言うが、「通
例」といった表現は適切
でない。ほぼ確実に、
「炎を突き抜けていく」
という表現は、彗星以外
にはあまり用いられない
描写である。

⑫もう少し詳しく説明が
必要。

⑬良い指摘である。

⑭この結論は、これまで
既に言ってきたことを言
い換えているだけ。理想
をいえば、段落とエッセ
イに展開と前進の動きが
ほしい。

⑮もう一つ良い指摘がな
されていて、明確でわか
りやすい。

⑯ここには、詩の言葉と
形式に対して素晴らしい
感性が表れている。

れる。
　物質的なシーンだけでなく、詩の中でスペンダーが彼独自
の列車の描写を構築するために用いているもう一つのテク
ニックは、感覚に訴えるような、⑩鮮明なイメージを用いて
いることだ。スペンダーは詩の中に、柔らかく、美しいイ
メージを豊富に組み込んでいる。詩には直喩や矛盾語法や対
比といった比喩的表現が用いられている。列車が「女王のよ
うに滑らかに」、「炎を突き抜けていく彗星」という部分は、
直喩の２例であり、スペンダーが列車の完全なる美しさと神
秘を描こうと試みていることの有力な例である。ここで挙げ
た２つのセンテンスにおけるスペンダーの語の選択は、大い
に対照的である；女王は、⑪たいてい炎を突き抜けていく彗
星と描写されることはない。彼の対照的な描写は、非常に複
雑であるが誇張的な列車のイメージを生み出す。擬人的な
「ジャズのように激しく」という言葉は列車の歌う様子を表現
するものであり、⑫スペンダーがこの詩の中で行う描写が複
雑性を高めるもう一つのセンテンスだと言える。そのため、
読者は詩人が創り出そうとしているイメージを描きにくくな
る。しかし、「軽やかに」「空を飛ぶように」、「輝かしい」、
「明り」といった列車の描写は、極めて明快だ。⑬これらの語
はポジティブで心地よいイメージを列車に与える。よって、
つまるところ、スペンダーは簡潔な語選択と鮮明なイメージ
を組み込ませることで、列車の光り輝くような美しさと優美
さを描き出すことができている。⑭彼が電車を称え、賛美し
ていることはとても明白である。

（中略）

　ディスカッションで焦点を当てるべきこの詩の最後の特徴
は、詩の進行に従って、表現に速さと力強さが増していくこ
とだ。⑮この詩は、実際の列車の動きをほぼそのまま反映さ
せている；それは駅でゆっくりと動き始め、進むにつれて次
第にペースを速め、音も力強さを増す。詩では、これと同様
に、比喩表現と文法的形式の強まりが起こる。詩の冒頭では、
列車はゆっくりと「停車場を出て行」き。そして列車は
「徐々にスピードを増して」「不思議にも」進行していく。列
車は「かん高い汽笛の音」を上げはじめ、詩の終盤に至るま
でに「彼女は」「世界の頂上を越えて」行く。スペンダーは
「ああ」と感嘆の声を上げ、詩の最後では列車の「歌」には何
も「かなわない」と述べる。スペンダーのこの書き方の選択
は、この詩が自由韻律で書かれていて通常の韻律が存在しな
いために読者が通例でき得る予測をなくしているということ
に加えて⑯こうした力強さをはっきりと創り出している。そ
してこれによって詩に楽しさが生まれ、読者は詩を楽しまざ
るをえないのである。

（『S&P』pp. ３０–３１：下線と番号は稿者による）




