
　

済
々
黌
高
校
の
３
学
年
国
語
科
で
は
、

現
3
年
生
が
入
学
し
て
以
来
、
論
理
性
に

重
き
を
置
い
た
現
代
文
の
読
解
、
記
述
指

導
を
展
開
し
て
い
る
。
中
学
校
で
学
力
上

位
層
だ
っ
た
生
徒
が
入
学
す
る
同
校
で

も
、多
く
の
生
徒
に
と
っ
て
現
代
文
は「
何

を
ど
う
勉
強
す
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い

教
科
」
だ
と
、
益ま
す

田だ

啓ひ
ろ

史し

先
生
は
論
理
性

重
視
の
指
導
の
背
景
を
説
明
す
る
。

　
「
私
は
、
国
語
に
は
『
芸
術
と
し
て
の

文
学
的
側
面
』
と
『
論
理
学
的
側
面
』
の

二
面
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
多
く

の
生
徒
、
そ
し
て
教
師
も
、
そ
の
文
学
性

に
目
を
向
け
が
ち
な
た
め
、
学
習
方
略
が

な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
ず
、
生
徒
か
ら

は
『
ど
う
勉
強
す
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な

い
』
と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
文
学
的
な
面
白
さ
は
十
分
に
伝
え

な
が
ら
も
、『
国
語
は
こ
う
勉
強
す
る
べ

き
だ
』
と
い
う
学
習
方
略
が
見
い
だ
せ
る

よ
う
に
、
論
理
性
を
重
視
す
る
指
導
を
徹

底
し
て
き
ま
し
た
」

　

現
代
文
の
授
業
で
扱
う
素
材
文
は
、
中

学
校
ま
で
と
比
べ
て
文
章
の
内
容
が
格
段

に
難
し
く
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
感
覚
で
正

解
を
導
け
て
い
た
生
徒
が
、「
本
文
の
内

容
が
理
解
で
き
な
い
」「
設
問
文
の
意
味

が
つ
か
め
な
い
」
と
い
っ
た
状
態
に
陥
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
時
「
読
書
量
が
足

り
な
い
か
ら
分
か
ら
な
い
の
だ
」
と
い
っ

た
言
葉
で
生
徒
を
突
き
放
し
た
く
な
か
っ

た
と
、
橋
本
淳じ
ゅ
ん

先
生
は
語
る
。

　
「
他
の
教
科
の
学
習
で
も
頑
張
り
、
更

に
部
活
動
に
も
没
頭
し
て
い
る
多
忙
な
生

徒
に
『
読
書
を
通
し
て
読
解
力
を
身
に
付

け
な
さ
い
』
と
言
う
の
は
酷
な
話
で
す
。

国
語
が
教
科
で
あ
る
以
上
は
科
学
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
大
学
入
試
で
課
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
求
め
ら

れ
る
論
理
的
な
読
解
力
、
記
述
力
を
授
業

の
中
で
養
う
の
は
私
た
ち
の
責
任
だ
と
思

い
ま
す
」

　

論
理
性
を
重
視
す
る
指
導
は
、
入
学
後

す
ぐ
に
行
わ
れ
る
宿
泊
研
修
で
ス
タ
ー
ト

し
た
。
そ
こ
で
生
徒
た
ち
に
「
国
語
は
論

理
だ
」「
数
学
と
同
じ
よ
う
に
、
論
理
的

に
考
え
る
プ
ロ
セ
ス
が
あ
れ
ば
必
ず
正
確

な
読
解
や
答
案
に
た
ど
り
着
く
」
と
、
こ

れ
ま
で
の
学
習
観
の
修
正
と
高
校
３
年
間

で
の
新
し
い
学
習
観
の
確
立
を
迫
っ
た
。

　
「
生
徒
の
反
応
は
『
国
語
が
そ
う
い
う

教
科
だ
と
は
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
』

と
い
う
も
の
で
し
た
。『
こ
れ
ま
で
の
授

業
で
は
、
な
ぜ
そ
う
考
え
る
の
か
と
聞
か

現
代
文
の
学
習
方
略
を

論
理
性
の
中
に
見
い
だ
す

新
入
生
向
け
宿
泊
研
修
で

国
語
学
習
の
取
り
組
み
方
を
修
正

学
校
事
例
●

熊
本
県
立
済せ

い

々せ
い

黌こ
う

高
校

「
論
理
性
」を
重
視
し
た
現
代
文
指
導
で

次
代
を
生
き
抜
く
た
く
ま
し
い「
軸
」を
育
む

教
科
学
習
に
取
り
組
む
上
で
、
「
こ
の
よ
う
に
勉
強
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う

学
習
方
略
が
打
ち
出
せ
る
こ
と
は
、
生
徒
に
と
っ
て
大
き
な
学
び
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
。

済
々
黌
高
校
３
学
年
国
語
科
が
生
徒
に
徹
底
す
る
「
論
理
的
思
考
」
は
、
学
習
の
見
通
し
を
生
徒
に
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、

変
化
の
大
き
な
社
会
の
中
で
も
常
に
論
理
的
に
考
え
、
進
む
べ
き
進
路
を
選
択
で
き
る
素
地
を
養
う
。

3
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特
集　
変
化
を
生
き
抜
く「
軸
」と「
修
正
力
」の
育
成
●2　
動
機
と
型
の
質
的
転
換
を
図
る
教
科
指
導

れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
』
と
い

う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
生
徒

に
、
本
文
の
正
確
な
読
解
と
論
理
的
思
考

が
あ
れ
ば
現
代
文
の
成
績
は
上
が
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
、
学
び
の
意
欲
を
高
め
る
こ

と
も
目
的
で
し
た
」（
益
田
先
生
）

　

現
３
年
生
が
参
加
し
た
宿
泊
研
修
で

は
、
中
学
校
で
学
習
し
た
太
宰
治
の
『
走

れ
メ
ロ
ス
』
を
教
材
に
、
実
際
に
設
問
に

取
り
組
み
な
が
ら
論
理
的
な
思
考
の
大
切

さ
を
指
導
し
た
。
例
え
ば
、「
次
の
文
を

読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
よ
」
と
設
問
で

指
示
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

文
章
の
内
容
を
逸
脱
し
て
自
分
の
経
験
や

感
情
な
ど
を
持
ち
込
ん
で
答
え
る
生
徒
が

少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
「
そ
う
し
た
解
答
を
例
に
、『
こ
れ
は
、

私
は
こ
う
思
う
と
い
う
感
覚
に
頼
っ
て
答

え
を
導
い
て
い
る
』
と
説
明
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
感
覚
に
よ
る
解
答
が
間
違
っ

て
い
な
い
時
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
偶

然
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
文
章
に
書
い
て
あ
る

こ
と
だ
け
を
根
拠
に
全
て
の
受
験
生
が
公

平
に
解
答
で
き
る
よ
う
に
問
題
が
作
ら
れ

て
い
る
の
が
大
学
入
試
の
現
代
文
な
の
だ

と
話
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
言
葉
の
正
し
い

運
用
能
力
と
な
り
、
考
え
方
や
生
き
方
に

も
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
訴
え
て
、
学
習

観
の
転
換
を
求
め
ま
し
た
」（
益
田
先
生
）

　

日
々
の
授
業
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と

は
、
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
省
略
し
な
い
こ

と
だ
。
ま
ず
教
師
が「
こ
う
思
う
」と
い
っ

た
主
観
で
の
説
明
を
避
け
、「
本
文
に
こ

う
書
い
て
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
解
答
に

な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
客

観
的
な
説
明
を
す
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
素
材
文
の
ど
の
部

分
に
つ
い
て
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
か
、
入

念
な
教
材
研
究
が
当
然
欠
か
せ
な
い
。
そ

こ
で
３
学
年
国
語
科
で
は
、
１
年
次
よ
り

毎
回
新
し
い
単
元
に
入
る
前
に
、「
こ
の

素
材
文
で
は
、
授
業
で
生
徒
に
何
を
考
え

さ
せ
る
の
か
」
を
設
問
と
し
て
ま
と
め
、

共
有
し
て
い
る
（
Ｐ
．22
図
１
）。

　
「
新
し
い
単
元
に
入
る
１
週
間
程
前
か

ら
、
ど
う
い
う
設
問
を
作
れ
ば
そ
の
素
材

文
を
生
徒
が
論
理
的
に
読
解
し
た
か
を
確

認
で
き
る
か
検
討
を
始
め
ま
す
。
そ
こ
で

作
っ
た
設
問
は
、
そ
の
ま
ま
授
業
プ
リ
ン

ト
で
活
用
さ
れ
、
更
に
定
期
考
査
の
問
題

骨
子
に
も
な
り
ま
す
」（
益
田
先
生
）

　

設
問
の
難
易
度
は
セ
ン
タ
ー
試
験
の
設

問
を
記
述
問
題
に
す
る
よ
う
な
レ
ベ
ル

だ
。
単
元
ご
と
に
担
当
教
師
が
作
問
し
、

夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
で
は
、
50
字
か

ら
１
２
０
字
程
度
で
答
え
る
設
問
が
30
問

程
作
ら
れ
た
。
論
理
的
な
読
解
を
確
認
で

き
る
設
問
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
に
、
お
互
い
に
解
答
例
を
作
っ
て
み

る
こ
と
も
多
い
と
い
う
。
設
問
と
解
答
例

を
共
有
し
た
上
で
授
業
に
臨
む
の
で
、
授

業
の
根
幹
は
学
年
内
で
ぶ
れ
る
こ
と
が
な

い
と
、
國こ
く

生し
ょ
う

麻
衣
子
先
生
は
言
う
。

　
「
生
徒
に
『
実
は
、
こ
の
設
問
は
私
と

益
田
先
生
と
で
解
答
が
違
っ
た
ん
だ
よ
』

と
紹
介
し
、
ど
ち
ら
が
よ
り
論
理
的
で
納

得
で
き
る
解
答
か
を
、
考
え
て
も
ら
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
先
生
た
ち
も
一
生
懸
命

論
理
的
な
解
答
を
作
っ
て
い
る
か
ら
、
君

た
ち
も
論
理
性
に
こ
だ
わ
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
り
ま
す
」

　

苦
労
し
て
い
る
の
は
定
期
考
査
の
作
問

だ
と
橋
本
先
生
が
明
か
す
。

　
「
素
材
文
の
内
容
理
解
を
見
る
設
問
が

厳
選
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

熊
本
県
立
済
々
黌
高
校

◎
正
倫
理
明
大
義
（
倫
理
を
正
し
う
し
大
義
を
明
ら

か
に
す
）、
重
廉
恥
振
元
氣
（
廉
恥
を
重
ん
じ
元
気
を

振
る
う
）、
磨
知
識
進
文
明
（
知
識
を
磨
き
文
明
を
進

む
）
の
三
綱
領
を
建
学
の
精
神
と
す
る
。「
文
武
両
道
」

を
標
榜
し
、
部
活
動
加
入
率
は
９
割
を
超
え
る
。
ス
ー

パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
（
Ｓ
Ｇ
Ｈ
）
指
定
校
。

◎
設
立　

１
８
７
９
（
明
治
12
）
年

◎
形
態　

全
日
制
／
普
通
科
／
共
学

◎
生
徒
数　

１
学
年
約
４
１
０
人

◎
２
０
１
４
年
度
入
試
合
格
実
績
（
現
浪
計
）

国
公
立
大
は
、
京
都
大
、
大
阪
大
、
九
州
大
、
熊
本

大
な
ど
に
３
２
９
人
が
合
格
。
私
立
大
は
、
慶
應
義

塾
大
、
上
智
大
、
早
稲
田
大
、
同
志
社
大
、
立
命
館

大
な
ど
に
延
べ
４
７
４
人
が
合
格
。

◎U
R
L　

 http://seiseiko.ed.jp/

熊
本
県
立
済
々
黌
高
校

益
田
啓
史
　
ま
す
だ
・
ひ
ろ
し

教
職
歴
24
年
。同
校
に
赴
任
し
て
４
年
目
。

国
語
科
。
３
学
年
担
任
。「
有
道
遠
慮
」

熊
本
県
立
済
々
黌
高
校

國
生
麻
衣
子
　
こ
く
し
ょ
う
・
ま
い
こ

教
職
歴
13
年
。同
校
に
赴
任
し
て
６
年
目
。

国
語
科
。
３
学
年
副
担
任
。「
日
々
勉
強
」

熊
本
県
立
済
々
黌
高
校

橋
本
　

淳
　
は
し
も
と
・
じ
ゅ
ん

教
職
歴
10
年
。同
校
に
赴
任
し
て
２
年
目
。

国
語
科
。
３
学
年
担
任
。「
過
猶
不
及
」

単
元
に
入
る
前
に

読
解
内
容
を
問
う
設
問
を
作
成
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り
上
げ
た
い
と
い
う
、
理
解
へ
の
こ
だ
わ

り
を
感
じ
ま
し
た
」（
國
生
先
生
）

　

生
徒
に
と
っ
て
、
現
代
文
が
自
分
で
学

習
で
き
る
教
科
、
や
れ
ば
分
か
る
教
科
に

な
っ
て
き
た
こ
と
を
、
國
生
先
生
は
生
徒

の
授
業
態
度
か
ら
も
感
じ
て
い
る
。

　
「『
こ
こ
が
根
拠
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
答

え
に
な
る
よ
ね
』
と
説
明
し
た
時
に
、『
確

か
に
そ
う
だ
』
と
し
っ
か
り
う
な
ず
く
生

徒
が
明
ら
か
に
増
え
ま
し
た
。
ま
た
、
授

業
プ
リ
ン
ト
な
ど
で
書
き
直
し
を
求
め
ら

れ
た
際
も
、
以
前
は
ど
う
書
き
直
せ
ば
よ

い
か
途
方
に
暮
れ
る
生
徒
が
い
ま
し
た

が
、
今
の
学
年
は
皆
、
根
気
強
く
自
分
の

力
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
実
際
、
生
徒

の
記
述
力
は
高
い
と
思
い
ま
す
」

　

教
師
自
身
が
以
前
よ
り
も
自
信
を
持
っ

て
授
業
を
し
て
い
る
と
、
益
田
先
生
は
率

直
に
語
る
。

　
「
私
自
身
、
以
前
は
論
理
性
を
あ
ま
り

意
識
せ
ず
に
説
明
し
て
い
ま
し
た
。
今
と

比
べ
れ
ば
、
自
分
の
説
明
に
確
固
た
る
自

信
が
な
か
っ
た
で
す
し
、
正
直
、
１
コ
マ

１
コ
マ
の
授
業
で
生
徒
に
何
を
獲
得
さ
せ

た
の
か
、
明
確
に
説
明
で
き
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
今
は
、
生
徒
に
『
今

日
は
、
こ
う
い
う
論
理
構
成
を
理
解
し
て

ほ
し
い
』
と
自
信
を
持
っ
て
授
業
を
し
て

い
ま
す
。
だ
か
ら

生
徒
も
、
私
た
ち

に
対
し
て
自
分
の

意
見
を
ぶ
つ
け
て

み
る
価
値
が
あ
る

と
思
っ
て
く
れ
て

い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

　

論
理
的
に
考
え

抜
く
た
め
に
、
２

年
次
で
は
、
生
徒

が
自
分
の
解
答
を

自
分
で
添
削
す
る

形
式
も
取
り
入
れ

た
（
図
2
）。

　
「
生
徒
の
希
望

に
基
づ
い
て
難
度

の
異
な
る
課
題
を
月
に
1
回
程
度
出
し
ま

し
た
。
学
力
に
応
じ
た
課
題
を
出
す
こ
と

で
、
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
時
、
解
説
も

一
緒
に
渡
し
、
生
徒
に
は
自
分
の
解
答
を

自
分
自
身
で
添
削
し
た
上
で
提
出
さ
せ
ま

し
た
。
私
た
ち
は
、生
徒
の
添
削
を
見
て
、

本
文
の
重
要
箇
所
に
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い

る
か
、
説
明
が
不
十
分
な
部
分
は
な
い
か

な
ど
を
更
に
添
削
し
ま
す
」（
益
田
先
生
）

　
「
添
削
課
題
で
も
安
易
に
納
得
し
な
い

生
徒
が
増
え
た
」
と
國
生
先
生
は
話
す
。

　
「
わ
ざ
わ
ざ
職
員
室
に
来
て
、『
先
生
の

添
削
の
こ
の
部
分
に
は
私
は
納
得
が
出
来

な
い
。
私
は
自
分
の
解
答
の
方
が
よ
り
良

い
と
思
う
』
と
議
論
を
仕
掛
け
て
く
る
生

徒
が
増
え
ま
し
た
。
そ
う
し
た
姿
を
見
る

と
、
こ
れ
こ
そ
が
自
分
た
ち
が
国
語
を
通

じ
て
育
て
た
か
っ
た
生
徒
な
の
だ
と
改
め

て
思
い
ま
す
」（
國
生
先
生
）

　
「
最
近
、
授
業
で
こ
ち
ら
が
間
違
っ
た

時
は
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
攻
め
て
く
る

当
然
定
期
考
査
の
問
題
と
し
て
出
題
す
る

べ
き
で
す
。
ま
た
、
授
業
で
学
ん
だ
こ
と

が
定
期
考
査
で
出
題
さ
れ
な
け
れ
ば
、
生

徒
の
授
業
に
対
す
る
信
頼
感
に
も
影
響
す

る
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
定
期
考
査
で

出
す
問
題
を
授
業
で
扱
う
こ
と
に
当
初
は

抵
抗
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
す
。
で
す
か

ら
、
授
業
中
に
取
り
組
ん
だ
問
題
と
は
出

題
形
式
を
変
え
る
な
ど
の
工
夫
は
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
必
ず
授
業
で
学
習
し
た

考
え
方
、
論
理
性
で
解
け
る
問
題
に
な
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

　

生
徒
の
読
み
方
や
解
答
内
容
が
変
わ
っ

て
き
た
の
は
1
学
年
の
終
盤
だ
っ
た
。

　
「
定
期
考
査
の
前
に
、『
授
業
プ
リ
ン
ト

の
自
分
の
解
答
が
合
っ
て
い
る
か
見
て
ほ

し
い
』
と
生
徒
が
現
代
文
の
質
問
に
来
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
古
文
や
漢
文
な

ら
と
も
か
く
、
現
代
文
で
生
徒
が
何
人
も

質
問
に
来
る
と
い
う
の
は
初
め
て
の
経
験

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
授
業
の
内
容
が
確

実
に
定
期
考
査
に
出
る
こ
と
が
、
質
問
に

来
る
1
つ
の
理
由
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

自
分
の
解
答
と
教
師
の
解
答
の
ど
こ
が
違

う
の
か
を
確
認
し
て
、
自
分
の
解
答
を
練

図 1 済々黌高校３学年国語科　読解内容を問う設問と解答例

自
分
の
答
え
に

こ
だ
わ
り
始
め
た
生
徒
た
ち

新しい単元に入る１週間前、３学年の国語科教師が集まり、論理的な読解が出来
ているかどうかを問う設問と解答例を作成し、共有する。
＊学校資料をそのまま掲載
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特
集　
変
化
を
生
き
抜
く「
軸
」と「
修
正
力
」の
育
成
●2　
動
機
と
型
の
質
的
転
換
を
図
る
教
科
指
導

の
で
す
。
先
日
も
私
が
間
違
い
に
気
付

き
、
訂
正
し
て
い
る
と
、『
も
っ
と
良
い

解
答
が
あ
る
は
ず
で
す
』
と
生
徒
が
言
い

始
め
ま
し
た
。
結
局
、
50
分
間
を
そ
の
解

答
に
つ
い
て
の
議
論
に
使
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
決
し
て
嫌
な
気
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ワ
イ
ワ
イ
と
意
見
を
言

い
合
う
中
で
、
一
人
ひ
と
り
の
思
考
が
整

理
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
時
間
も
た
ま
に
は
あ
っ
て
も
よ
い

と
感
じ
ま
し
た
」（
橋
本
先
生
）

　

３
年
間
の
指
導
で
、
新
し
い
課
題
も
見

え
て
き
た
。
そ
の
1
つ
が
、
論
理
的
思
考

力
を
定
着
さ
せ
る
教
材
の
開
発
だ
。

　
「
同
じ
考
え
方
で
解
け
る
問
題
を
、
素

材
文
を
変
え
な
が
ら
い
く
つ
も
繰
り
返
す

こ
と
で
、
論
理
的
な
読
み
方
や
書
き
方
を

定
着
さ
せ
る
の
が
理
想
で
す
。
従
来
の
現

代
文
の
指
導
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
で

し
ょ
う
が
、
同
じ
型
の
思
考
で
反
復
練
習

が
出
来
る
よ
う
な
教
材
を
開
発
し
た
い
で

す
ね
。
同
じ
論
理
で
答
え
ら
れ
る
設
問
を

作
る
こ
と
の
出
来
る
複
数
の
素
材
文
を
探

す
の
は
大
変
で
す
が
、
い
つ
か
挑
戦
し
て

み
た
い
で
す
」（
益
田
先
生
）

　

橋
本
先
生
も
反
復
練
習
の
大
切
さ
に
同

意
す
る
。

　
「
現
代
文
が
苦
手
と
い
う
生
徒
が
反
復

練
習
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
こ
う
や
っ

て
解
け
ば
よ
い
の
だ
な
』
と
論
理
的
な
思

考
の
型
に
気
が
付
く
こ
と
に
は
、
単
な
る

受
験
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
習
得
と
い
っ
た
領
域

に
と
ど
ま
ら
な
い
普
遍
性
が
あ
り
ま
す
」

　

半
面
、
入
試
で
求
め
ら
れ
る
力
の
汎
用

性
を
も
っ
と
大
切
に
考
え
た
い
と
益
田
先

生
は
話
す
。

　
「
例
え
ば
、
東
京
大
の
個
別
学
力
試
験

で
求
め
ら
れ
る
学
力
を
、『
難
解
な
入
試

問
題
を
解
く
た
め
だ
け
に
必
要
な
も
の
』

と
考
え
る
教
師
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
入

試
で
求
め
ら
れ
る
学
力
は
、
人
生
の
選
択

の
場
面
で
必
要
な
論
理
的
に
考
え
る
力
に

通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
力
が

あ
っ
て
こ
そ
、
時
に
は
あ

え
て
大
胆
に
感
情
を
優
先

す
る
決
断
も
出
来
る
の
で

す
。
生
き
方
や
働
き
方
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
得

る
論
理
的
思
考
力
を
、
入

試
対
策
を
通
し
て
身
に
付

け
さ
せ
て
い
る
と
強
く
自

覚
し
て
い
ま
す
」

　

同
校
は
ス
ー
パ
ー
グ

ロ
ー
バ
ル
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
（
Ｓ
Ｇ
Ｈ
）
指
定
校
で

あ
り
、「
国
際
的
素
養
を

備
え
世
界
を
リ
ー
ド
す
る

済
々
多
士
教
育
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
開
発
」
を
進
め
る
。

国
際
社
会
を
生
き
る
素
養
と
し
て
論
理

的
・
批
判
的
思
考
力
の
育
成
も
掲
げ
て
お

り
、
国
語
科
に
対
す
る
期
待
も
大
き
い
。

　
「
論
理
性
が
身
に
付
く
こ
と
で
、
他
者

に
向
き
合
う
寛
容
度
は
高
ま
り
ま
す
。
正

解
が
1
つ
で
は
な
い
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
時
点
で
の
自
分
の
答
え
に
こ
だ
わ

り
、
考
え
抜
く
力
を
授
業
で
身
に
付
け
て

ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
」（
橋
本
先
生
）

　

変
化
の
大
き
な
次
代
を
乗
り
切
る
た
め

に
、
論
理
的
に
答
え
を
出
す
こ
と
に
こ
だ

わ
る
力
の
育
成
に
取
り
組
む
同
校
。
そ
の

身
近
な
成
果
は
、
生
徒
が
教
師
の
言
動
に

ま
す
ま
す
理
屈
で
食
い
下
が
る
よ
う
に

な
っ
た
点
だ
と
益
田
先
生
は
ほ
ほ
笑
む
。

　
「
我
々
の
生
活
上
の
指
導
に
対
し
て
、

あ
る
生
徒
が
『
先
生
方
の
発
言
に
は
矛
盾

が
あ
る
』
と
痛
烈
に
批
判
を
展
開
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉

の
直
後
、『
た
だ
、
10
代
の
僕
ら
に
は
、

理
不
尽
さ
を
体
験
す
る
こ
と
も
必
要
だ
か

ら
受
け
入
れ
よ
う
と
思
い
ま
す
』
と
言
っ

た
の
で
す
。
大
人
を
恐
れ
ず
、
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
人
生

を
、
論
理
と
い
う
武
器
を
持
っ
て
生
き
よ

う
と
す
る
頼
も
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
」

図 2 済々黌高校３学年国語科　生徒が自分の解答を添削

入
試
学
力
を
高
め
な
が
ら

国
際
社
会
を
生
き
る
力
を
養
う

生徒が解説を見ながら自分の解答を添削し、その添削内容を教師が更に添
削する（網掛け部分が教師の添削）。２年次に月に１回程度実施。
＊学校資料を一部改変して掲載
＊出典／『現代文読解問題　基礎編』（駿台文庫）
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