
流
の
文
学
教
育
が
国
語
教
育
と
混
同
さ
れ
て
、
外
界
の

事
物
を
客
観
的
に
記
述
す
る
訓
練
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ

て
い
る
」（「
論
壇
時
評
」朝
日
新
聞・夕
刊
、一
九
九
七
年
七
月
三
十
一
日
）

　
「
意
見
を
読
み
取
る
こ
と
」、「
感
想
を
述
べ
る
こ
と
」

に
過
剰
な
力
点
を
置
く
こ
と
に
よ
る
問
題
を
考
え
よ
う
。

ま
ず
、「
感
想
を
述
べ
る
こ
と
」
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ

と
の
弊
害
で
あ
る
。
大
学
で
、
科
学
技
術
の
記
事
に
対

す
る
論
述
を
求
め
る
と
、
論
述
で
は
な
く
、「
す
ご
い

技
術
だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
想
で
終
わ
っ
て
し

ま
う
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
す
る
学
生
が
多
い
。
感
想
を
持

つ
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
が
、
感
想
と
「
事
実
や
根
拠
に

基
づ
く
論
述
」
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
現
代
の
日
本
の
生

徒
た
ち
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
す
る
「
感
想
文
テ
ン
プ

レ
ー
ト
」
を
参
考
に
感
想
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
行
為
自
体
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、「
意
見
を
読
み
取
る
こ
と
」
の
無
意
味
さ
だ
。

文
意
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
は
、
読
む
訓
練
と
し
て

重
要
な
こ
と
だ
。
だ
が
、
作
者
の
意
見
や
考
え
や
気
持

ち
は
文
章
だ
け
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

が
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
私
の
文
章
が
入
試
問
題
の
題

材
に
使
わ
れ
た
と
き
の
こ
と
だ
が
、
設
問
は
「
作
者
の

考
え
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
は
ど
れ
か
」
と
い
う
も
の

で
、
作
者
で
あ
る
私
が
解
い
た
と
こ
ろ
不
正
解
に
終
わ

っ
た
。
こ
の
設
問
は
「
以
下
の
選
択
肢
の
う
ち
、
作
者

の
考
え
に
も
っ
と
も
近
い
と
設
問
者
が
読
み
取
っ
た
も

の
は
ど
れ
か
」
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

れ
は
も
は
や
解
答
者
に
は
答
え
よ
う
が
な
い
。

ス
ポ
ー
ツ
選
手
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　

私
は
ス
ポ
ー
ツ
が
大
好
き
だ
。
だ
が
、
試
合
が
終
わ

っ
た
あ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
必
ず
し
も
好
き
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

の
質
問
が
以
下
の
よ
う
な
感
じ
だ
か
ら
だ
。

「
得
点
を
取
っ
た
と
き
の
お
気
持
ち
は
い
か
が
で
し
た
か
？
」

「
今
の
気
持
ち
を
誰
に
伝
え
た
い
で
す
か
？
」

　

ス
ポ
ー
ツ
を
愛
好
す
る
視
聴
者
に
と
っ
て
、
気
持
ち

を
知
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
海
外
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
こ
う
で
は
な
い
。

「
あ
な
た
が
ボ
ー
ル
を
持
っ
た
と
き
、
パ
ス
と
い
う
選

択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
シ
ュ
ー
ト
と
い
う
判
断

を
下
し
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
？
」

「
守
備
の
選
手
二
人
が
あ
な
た
を
マ
ー
ク
し
て
い
た
は

ず
な
の
に
、
一
瞬
に
し
て
フ
リ
ー
で
抜
け
出
し
た
、
そ

の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
？
」

　

日
本
と
海
外
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
違
い
は
な
ぜ
生

ま
れ
た
の
か
。
人
間
の
気
持
ち
を
過
剰
な
ま
で
に
重
視

す
る
日
本
人
の
特
性
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
。

国
語
教
育

　

こ
の
疑
問
を
解
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
山
崎
正
和
氏
の

言
葉
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、拙
著『
科
学
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
』（
平
凡
社
新
書
）の「
国
語
教
育
」と
い
う

セ
ク
シ
ョ
ン
に
も
引
用
し
た
以
下
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

「
現
代
の
中
等
教
育
で
は
、
読
み
書
き
と
も
に
情
緒
的

な
文
章
が
偏
重
さ
れ
、
意
見
を
読
み
取
る
こ
と
、
感
想

を
述
べ
る
こ
と
に
過
剰
な
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
二
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調
べ
も
の
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
費
や
し
、
観
察
や
分
析

を
重
ね
、
そ
れ
を
正
確
に
文
字
に
変
え
る
。
構
成
や
筋

書
き
に
工
夫
を
重
ね
、
細
部
に
自
分
独
自
の
技
術
を
加

え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
界
の
事
物
を
客
観
的
に
記
述
す

る
訓
練
は
欠
か
せ
な
い
。
一
見
、
主
観
的
に
見
え
る
文

章
で
す
ら
、
人
間
の
主
観
的
な
心
理
を
客
観
的
に
記
述

し
て
い
る
の
だ
。

　

ま
ず
、
文
学
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
大
切

だ
し
、
心
理
の
機
微
を
感
じ
と
る
感
性
や
情
緒
も
大
切

だ
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
文
学
作

品
を
真
に
理
解
し
て
深
い
部
分
で
楽
し
む
た
め
に
は
、

「
文
学
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
」
の
経
験
が
必
要
だ
。

　

国
語
教
育
の
限
ら
れ
た
時
間
で
高
校
生
に
創
作
せ
よ

と
い
う
の
は
無
理
難
題
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
る

程
度
読
む
訓
練
を
し
た
ら
、
そ
の
書
き
方
を
分
析
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
創
作
の
作
法
・
技
術
・
作
品
の
構
造

に
つ
い
て
深
く
考
え
、
単
な
る
感
想
文
で
は
な
く
、
文

芸
批
評
を
試
み
る
の
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

新
し
い
時
代
に
向
け
て

　

科
学
的
知
識
や
正
し
い
情
報
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
、
現
代
社
会
を
生
き
て
ゆ
く
上
で
ま
す
ま
す
重
要

に
な
っ
て
き
た
。「
し
っ
か
り
と
読
む
こ
と
」「
頻
繁
に

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
」「
客
観
的
な
目
を
持
つ
こ

と
」。
こ
れ
ら
の
能
力
が
来
た
る
べ
き
時
代
の
人
材
に

と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
ベ
ー
ス
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
国
語
教
育
は
本
質
的
に
重
要
な
の
だ
。

い
。
実
践
と
い
う
形
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
対
象
に
対
す

る
理
解
を
段
違
い
に
す
る
。

　

同
じ
こ
と
は
文
章
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
論
理
的
思
考
に
対
す
る
理
解
と
習
熟
が
大
き
く
深

ま
る
。
特
に
、
書
き
言
葉
は
話
し
言
葉
に
比
べ
て
抽
象

度
が
高
く
、
書
く
訓
練
は
思
考
の
抽
象
度
も
高
め
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。
山
崎
氏
の
言
う
「
外
界
の
事
物
を
客
観

的
に
記
述
す
る
訓
練
」
が
活
き
て
く
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
指
導
の
や
り
方
の
変
化
が
、
国
語
教
育
を

本
当
の
意
味
で
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。

文
芸
作
品
に
対
す
る
誤
解

　

し
か
し
な
が
ら
、「
言
語
文
化
」
の
「
内
容
の
取
り

扱
い
」
に
関
し
て
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
は

０

単
位
時
間
、「
書
く
こ
と
」
は
５

〜
10
単
位
時
間
で
、

「
読
む
こ
と
」
は
古
典
・
近
現
代
合
わ
せ
て
60
〜
65
単

位
時
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
圧
倒
的
な
イ
ン
プ
ッ
ト

重
視
で
あ
る
。

　

多
く
の
文
芸
作
品
に
親
し
み
、
多
く
の
感
動
を
得
る

こ
と
は
人
生
に
お
い
て
大
切
な
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
を

否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
文
芸
作

品
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
一
般
に
対
し
て
大
き
な
誤
解

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
文
芸
作
品
は
情
緒

の
範
疇
に
属
す
る
も
の
、
心
で
味
わ
う
も
の
だ
と
い
う

考
え
で
あ
る
。

　

実
際
に
は
、
作
家
が
行
っ
て
い
る
執
筆
活
動
は
き
わ

め
て
論
理
的
で
知
的
な
行
為
で
あ
る
。
多
く
の
時
間
を

国
語
教
科
書
と
取
り
扱
い
が
変
わ
る

　

令
和
四
年
度
か
ら
高
校
の
国
語
の
教
科
書
が
変
わ
る
。

令
和
三
年
度
ま
で
「
国
語
総
合
」
と
い
う
科
目
だ
っ
た

も
の
が
、「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
と
い
う

構
成
に
分
か
れ
る
の
だ
。
大
き
な
違
い
は
、
そ
れ
ま
で

「
現
代
文
」
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い
た
近
現
代
の
文
学

作
品
が
「
言
語
文
化
」
に
移
る
こ
と
で
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
に
よ
る
と
、「
現
代
の
国
語
」
に
採

用
さ
れ
る
べ
き
教
材
は
、
論
理
的
な
文
章
お
よ
び
実
用

的
な
文
章
と
い
う
こ
と
で
、
一
見
す
る
と
山
崎
氏
の
言

う
「
情
緒
的
な
文
章
が
偏
重
さ
れ
」
と
い
う
問
題
が
解

消
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

だ
が
、
私
に
は
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
変
更
が
指
導
要

領
の
中
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
内
容
の
取
り
扱

い
」
で
あ
る
。

　

論
理
的
な
文
章
が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
る
「
現
代

の
国
語
」
に
お
い
て
、「
読
む
こ
と
」
は
10
〜
20
単
位
時

間
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
は
20
〜
30
単
位
時
間
、「
書
く
こ
と
」
は
30
〜
40

単
位
時
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
プ
ッ
ト
よ
り
も
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
論
理
的
な
文

章
を
き
ち
ん
と
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
は
基
本
中
の
基

本
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
章
教
材
は
、
あ
る
意
味
、

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
た
め
の
材
料
だ
と
も
言
え
る
の
だ
。

　

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
を
ど
れ
だ
け
観
た
と
こ
ろ
で
、
サ

ッ
カ
ー
に
対
す
る
理
解
は
、
実
際
に
プ
レ
ー
を
し
た
経

験
が
あ
る
人
間
ほ
ど
に
は
深
ま
ら
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
に

限
っ
た
話
で
は
な
い
。
芸
術
で
も
料
理
で
も
何
で
も
い
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