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一　

は
じ
め
に

　

現
在
勤
務
し
て
い
る
高
等
学
校
に
お
い
て
、
国
英
双
方
の

免
許
を
取
得
し
て
い
る
関
係
で
、
国
語
科
か
ら
英
語
科
に
転

任
し
て
授
業
し
て
い
る
。
こ
の
経
験
に
よ
り
、
英
語
の
授
業

で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
問
い
か
け
が
、
国
語
科
で
は
殆

ど
行
わ
れ
な
い
発
問
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
れ
が
何

を
意
味
す
る
の
か
、
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
幾
つ
か

の
事
例
に
あ
た
る
う
ち
に
、
日
本
の
教
育
に
要
求
さ
れ
続
け

て
い
る
主
体
性
、
積
極
性
の
育
成
に
繋
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

今
回
こ
こ
に
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
。

二　

学
習
指
導
要
領
や
実
践
に
見
る
日
本
の
文
学
的
文
章
の

「
読
み
」
の
指
導

　
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
九
年
告
示
）
解
説
』

で
は
、
文
学
的
文
章
の
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、

オ　

文
章
の
内
容
と
自
分
の
体
験
と
を
結
び
付
け
て
，
感
想

を
も
つ
こ
と
。 　

と
し
て
お
り
、「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
内
容
」
の
「
考

え
の
形
成
」
に
こ
の
項
目
オ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
内
容
と
自
分
の
体
験
と
を

結
び
付
け
て
、
感
想
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
文

章
の
内
容
と
自
分
の
体
験
と
を
結
び
付
け
る
と
は
、
文

章
の
内
容
を
、
自
分
が
既
に
も
っ
て
い
る
知
識
や
実
際

の
経
験
と
結
び
付
け
て
解
釈
し
、
想
像
を
広
げ
た
り
理

解
を
深
め
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
感
想
を
も

つ
と
は
、
文
章
の
内
容
に
対
し
て
児
童
一
人
一
人
が
思

い
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
読
み
手
の
体
験
は
一
人
一
人

異
な
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
体
験
と
結
び
付
け
て

読
む
か
に
よ
っ
て
、
感
想
も
異
な
っ
て
く
る
。
指
導
に

当
た
っ
て
は
、
児
童
の
発
達
や
学
習
の
状
況
に
応
じ
て
、

　
　

仮
定
法
に
見
る
主
体
性
育
成
の
差

│
国
語
科
と
英
語
科
の
は
ざ
ま
で
見
つ
け
た
も
の
│

長　

倉　

伸　

子
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文
章
と
の
関
連
を
考
え
な
が
ら
、
実
際
の
経
験
を
十
分

想
起
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」

　

更
に
、「
第
２
節　

第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
」
の
同
項
目

で
は
、オ　

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
，
感

想
や
考
え
を
も
つ
こ
と
。 　

と
し
、「
考
え
の
形
成
」
の
項
目
に
お
い
て
、
オ
に
つ
い
て

「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
オ
を
受
け
て
、
文
章
を

読
ん
で
感
想
や
考
え
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第

３
学
年
及
び
第
４
学
年
に
お
い
て
は
、
文
章
の
内
容
だ

け
で
は
な
く
理
解
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
感
想
や
考

え
を
も
つ
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。（
中
略
）
感
想

や
考
え
を
も
つ
と
は
、
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
自
分
の
体
験
や
既
習
の
内
容
と
結
び
付
け

て
自
分
の
考
え
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

疑
問
点
や
更
に
知
り
た
い
点
な
ど
を
見
い
だ
す
こ
と
も

含
ま
れ
る
。
な
お
、
感
想
や
考
え
を
も
つ
こ
と
は
、
自

分
が
文
章
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
理
解
し
た
の
か
を
改

め
て
確
か
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

同
「
共
有
」
で
は
、

こ
れ
ら
の
感
想
や
考
え
は
、
同
じ
文
章
を
読
ん
で
も
文

章
の
ど
こ
に
着
目
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
思
考
や
感
情
、

経
験
と
結
び
付
け
て
読
む
か
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人
に

違
い
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
共
有
し
、
一
人
一
人
の
感

じ
方
な
ど
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
と
は
、
同
じ

文
章
を
読
ん
で
も
、
一
人
一
人
の
感
じ
方
な
ど
に
違
い

が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
と
と
も
に
、
互
い
の
感
じ
た
こ

と
や
考
え
た
こ
と
を
理
解
し
、
他
者
の
感
じ
方
な
ど
の

よ
さ
に
気
付
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」

（
傍
線
は
長
倉
が
添
付
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、「
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と

に
つ
い
て
，
自
分
の
体
験
や
既
習
の
内
容
と
結
び
付
け
て
自

分
の
考
え
を
形
成
す
る
」
読
み
が
、
現
場
で
ど
の
よ
う
に
問

わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
国
語
教
育
の
発
問
例
を
見
る
と
、
そ
の
殆
ど
が
、

生
徒
た
ち
が
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
あ
る
い
は
成
り

代
わ
っ
て
み
て
、
そ
の
人
物
の
心
情
を
把
握
す
る
、
と
い
う

方
法
を
と
っ
て
い
る
（
註
１
）。
例
え
ば
、
小
学
４
年
生
の
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
の
実
践
で
は
、
兵
十
が
誤
っ
て
ご
ん
ぎ
つ
ね
を

撃
っ
て
し
ま
っ
た
時
の
心
情
を
、
兵
十
の
こ
と
ば
で
表
現
し
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て
み
る
、
ま
た
は
兵
十
そ
の
も
の
を
演
じ
て
言
葉
を
発
し
て

み
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
お
こ
な
っ
た
り
し
て
、
生
徒
に
心
情

把
握
を
さ
せ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。

　

ま
た
、過
去
に
、拙
者
が
生
徒
に
対
し
、「
あ
な
た
が
○
○
（
主

人
公
）だ
っ
た
ら
ど
う
思
い
ま
す
か
？
」と
発
問
し
た
授
業
で
、

生
徒
が
答
え
ら
れ
ず
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
経
験
が
あ
る
。
そ

の
研
究
授
業
後
、
発
問
検
討
会
で
、
次
の
よ
う
な
示
唆
を
指

導
教
師
の
一
人
か
ら
頂
い
た
。

　
「『
あ
な
た
が
○
○
だ
っ
た
ら
』
で
は
、
生
徒
は
自
分
を
登

場
人
物
に
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
と
て
も
意
見
が

出
し
づ
ら
い
。「
こ
の
時
○
○
は
ど
う
思
っ
た
か
な
？
」
と
発

問
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
そ
の
物
語
の
場
面
内
の
出
来

事
で
、
生
徒
は
自
分
の
意
見
を
自
然
に
登
場
人
物
の
心
情
に

投
影
し
て
表
現
し
易
い
」。

　

そ
の
後
、
実
際
に
そ
の
発
問
を
他
教
室
の
授
業
で
行
う
と
、

生
徒
が
設
問
に
対
し
ス
ム
ー
ズ
に
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

三
、
英
語
学
習
例
文
に
見
ら
れ
る
学
習
者
の
主
体
性

　

If I w
ere a superm

an, I could help you.

（
も
し
私
が
ス
ー
パ
ー
マ
ン
な
ら
、
あ
な
た
を
た
す
け
ら
れ

る
の
に
）（
註
２
）

　

こ
れ
は
、
仮
定
法
の
説
明
を
す
る
場
合
の
典
型
的
な
例
文

の
一
つ
で
あ
る
。
仮
定
法
は
英
語
圏
の
国
で
は
日
常
生
活
で

も
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
。

　

If I w
ere you, I w

ould go to the dentist.

（
も
し
私
が
あ
な
た
だ
っ
た
ら
、
歯
医
者
に
い
く
の
に
）

　

こ
れ
は
、
拙
者
が
親
知
ら
ず
を
抜
く
の
を
逡
巡
し
た
際
の

米
国
の
歯
医
者
の
言
で
あ
る
。

If I w
ere you,

…　
（
も
し
、
私
が
あ
な
た
だ
っ
た
ら
〜
）

と
い
う
こ
の
文
章
を
、
先
の
兵
十
の
く
だ
り
で
使
用
す
る

と
し
た
ら
、

If you w
ere H

eijyu, w
hat w

ould you think?

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、「
あ
な
た
が
兵
十
だ
っ
た
ら
、

あ
な
た
は
、
ど
う
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
尋
ね
ら
れ
た
相
手
は
兵
十
に
成
り
代
わ
る
の
で

は
な
く
、
こ
の
問
に
対
す
る
解
答
は
も
ち
ろ
ん

　

If I w
ere H

eijyu,

…

と
な
り
、お
の
ず
と
自
分
（I

）
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
問
は
、Creative T

hinking 

（
創

造
的
思
考
）
と
呼
ば
れ
る
、
主
に
教
育
現
場
で
使
用
さ
れ
る
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問
で
あ
る
と
い
う
。（
註
３
）
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
は
、
や

は
り

　

If I w
ere 

〜　

と
い
う
「I  

（
私
）」
を
主
語
と
し
た
、
私

自
身
の
意
見
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
求
め
る
文
章
で
あ
り
、
他
人

に
成
り
代
わ
っ
て
意
見
を
言
う
習
慣
は
極
め
て
少
な
い
、
と

言
え
そ
う
だ
。

四
、
ま
と
め

　

よ
く
、
英
語
圏
（
特
に
米
国
）
で
は
、
幼
少
期
か
ら
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
練
習
を
さ
せ
ら
れ
る
た
め
、
彼
ら
は
自
分
の

意
見
を
堂
々
と
発
表
で
き
る
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、

当
地
の
高
校
や
大
学
で
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
の
練
習
を
授
業
で
行
っ
て
い
る
。
最
近
日
本
の
国
語
教
育

に
も
導
入
さ
れ
て
い
る
米
国
の
幼
稚
園
や
小
学
校
で
のShow

 
and T

ell

（
自
分
の
好
き
な
物
紹
介
）
の
よ
う
な
教
育
現
場
で

の
例
も
あ
る
。（
註
４
）

　

し
か
し
、
こ
こ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
英
語
そ
の
も
の
の
持
つ

性
格
に
よ
り
、
意
識
せ
ず
に
、
通
常
、
常
に
主
語
を
明
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
文
法
を
持
つ
言
語
で
あ
る
英
語
を
使
用
す
る

が
故
に
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
日
常
的
に
己
の
意
見
を
求
め
ら
れ

る
環
境
が
当
地
に
存
在
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
移
民

の
多
い
国
で
は
、
個
人
の
意
見
を
は
っ
き
り
表
明
す
る
こ
と
が

死
活
問
題
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
新
し
い
指
導
要
領
で
は
、「
表
現
」
が
最

初
に
掲
げ
ら
れ
、
文
学
作
品
の
読
解
や
鑑
賞
は
最
後
の
ほ
う
に

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
社
会
で

は
、
相
手
に
向
か
っ
て
、
論
理
的
に
話
が
で
き
る
、
自
分
の
意

見
を
は
っ
き
り
言
え
る
生
徒
を
育
成
す
る
こ
と
が
急
務
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
つ
き
自
己
主
張
の
必
要
性
が
あ
る
文

化
を
見
習
う
た
め
に
、
そ
う
で
は
な
い
文
化
に
生
き
る
私
た
ち

が
指
導
の
方
法
の
舵
を
切
っ
て
、
生
徒
を
自
己
主
張
で
き
る
よ

う
に
訓
練
し
、
自
国
文
化
を
育
ん
で
き
た
「
文
学
を
読
む
こ
と
」

を
削
る
こ
と
で
、
何
か
大
切
な
物
を
失
う
の
で
は
な
い
か
、
と

懸
念
し
て
い
る
。「
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
，

自
分
の
体
験
や
既
習
の
内
容
と
結
び
付
け
て
自
分
の
考
え
を
形

成
す
る
」
読
み
を
生
徒
が
行
う
た
め
に
、
日
本
人
の
文
化
を
活

か
し
た
自
己
表
現
が
で
き
る
設
問
を
編
み
出
す
必
要
性
を
切
に

感
じ
て
い
る
。
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註
１　

文
部
科
学
省 

国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究

セ
ン
タ
ー
国
語
科
『「
指
導
と
評
価
の一体
化
」
の
た
め
の

学
習
評
価
に
関
す
る
参
考
資
料
小
学
校
国
語
』
事
例
４

「 
内
容
の
ま
と
ま
り 

読
ん
で
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ

と
を
ま
と
め
よ
う
（
ご
ん
ぎ
つ
ね
）（
第
４
学
年
）
Ｃ
読

む
こ
と　

図
４
：
児
童
１
が
感
想
を
書
く
た
め
の
言
葉

を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
」（
令
和
２
年

３
月
）pp.73 

　
　
　

を
は
じ
め
、
同
様
の
発
問
は
多
く
の
実
践
例
で
散
見
さ
れ

る
。

註
２　

綿
貫　

陽
『
徹
底
例
解
ロ
イ
ヤ
ル
英
文
法
改
訂
新
版
』

2001

年　

pp.547

註
３　

M
ustafa 

enel i Gaziantep U
niversity 

　
　
　

D
evelopm

ent of Creative T
hinking Skills of 

　
　
　

Students T
hrough Journal W

riting 

　
　
　

International Journal of Progressive Education,

　
　
　

V
olum

e 　

15 N
um
ber 5, 2019

　
　
　

等
の
文
献
でCreative T

hinking

に
つ
い
て
検
討
さ
れ

て
い
る
が
本
稿
で
い
う
「
成
り
代
わ
り
」
の
発
問
は
見
ら

れ
な
い
。

　
　
　

本
校A
LT
 M
s. Julie W

aterm
an 

か
ら
も
同
様
の
意

見
を
取
材
し
た
。

註
４　

長
倉
伸
子
「
買
い
物
ご
っ
こ
か
ら
経
済
学
習
へ
ー
米
国
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
公
立
小
学
校
で
の
実
践
か
ら
ー
」『
国

語
国
文
研
究
と
教
育
』
第
四
十
七
号
（
二
○
○
九
年
）

pp.53
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令
和
三
年
度
卒
業
論
文
題
目
一
覧（
現
代
文
化
学
部
・
文
化
言
語
学
部
）

熊
本
市
の
公
立
学
校
に
お
け
る

　

校
歌
の
地
理
的
・
言
語
的
特
徴
に
関
す
る
研
究 

猪
本　

妃
依

日
韓
の
ア
イ
ド
ル
文
化
の
特
徴
に
つ
い
て 

今
里
明
日
香

中
高
生
の
自
己
肯
定
感
に
つ
い
て
の
研
究

　

〜
日
本
と
韓
国
を
比
較
し
て
〜 

岩
田　

真
祈

ジ
ャ
ニ
ー
ズ
ア
イ
ド
ル
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
分
析 

榎
本　

早
姫

日
本
社
会
に
韓
流
が
起
こ
し
た
現
象
に
つ
い
て 

大
橋　

彩
乃

日
韓
両
国
の
食
文
化
の
比
較
研
究

　

〜
韓
国
に
進
出
し
た
日
本
の
外
食
産
業
を
中
心
に
〜 

緒
方　

美
桜

日
韓
両
国
の
ブ
ラ
イ
ダ
ル
文
化
に
つ
い
て 

梶
原　

瑠
花

日
韓
両
国
の
化
粧
文
化
に
対
す
る
比
較
研
究 

門
﨑　

香
琳

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
用
い
た
地
域
再
生
の

　

可
能
性
に
つ
い
て
〜
人
吉
を
事
例
に
〜 

桑　
　

陽
菜

市
川
春
子
作
品
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
あ
り
方
に
つ
い
て

 
小
佐
々
柚
希

菊
池
一
族
に
つ
い
て
の
一
考
察 

坂
本
咲
野
花

ウ
ィ
ズ
・
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　

〜
飲
食
店
連
携
の
あ
り
方
の
視
点
か
ら
〜 

志
賀
綾
寿
香

夫
婦
別
姓
の
議
論
に
関
す
る
一
考
察

　

ー
大
学
生
に
お
け
る
意
識
調
査
を
も
と
に
ー 

新
塘　

咲
紀

競
走
馬
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
音
象
徴
性 

菅
野　

晴
圭

清
正
公
の
一
考
察 

杉
本　

未
来

中
国
語
圏
に
お
け
る
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
ア
イ
ド
ル
の
受
容

　

〜
中
国
大
陸
と
台
湾
を
中
心
に
〜 

高
瀨
芙
希
子

日
韓
両
国
の
女
子
大
生
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ス
ペ
ー
ス
に

　

つ
い
て
の
比
較
研
究 

髙
見　

真
歩

接
点
か
ら
見
る
江
戸
川
乱
歩
作
品
論 

遠
山　

悠
里

日
韓
両
国
の
民
間
美
容
に
つ
い
て
の
比
較
研
究 

中
山　

美
友

戦
国
武
将
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
フ
ァ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て

 

畑
野　
　

萌

松
本
隆
の
歌
詞
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観 

深
見　

優
香

マ
ン
ガ
を
映
像
化
し
た
作
品
に
お
け
る

　

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
再
現
に
関
す
る
研
究 

本
田　

杼
聖

『
魔
進
戦
隊
キ
ラ
メ
イ
ジ
ャ
ー
』
に
お
け
る

　

女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
分
析 

増
田　
　

聖

日
本
と
中
国
の
観
光
政
策
と
日
中
関
係 

松
岡
あ
か
り

近
現
代
文
学
に
お
け
る
女
性
表
象

　

〜
女
性
作
家
と
男
性
作
家
の
相
違
〜 

村
田　

彩
乃

明
治
期
文
学
に
お
け
る
青
年
像

　

〜
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』
を
中
心
に
〜 

村
田　

祥
穂

百
人
一
首
の
一
考
察 

村
本　

優
紀

20
世
紀
前
半
に
お
け
る
化
粧
の
変
容
と
女
性
表
象
に
つ
い
て

 

山
下　
　

歩

演
劇
マ
ン
ガ
に
お
け
る
身
体
的
表
現
と
内
面
的
表
現
の
分
析

 

山
野　

瑞
季



－ 35 －

日
本
語
と
韓
国
語
の
漢
字
語
の
比
較
研
究 

渡
邊　

有
美

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
の
分
析

　

ー
日
本
と
上
位
国
の
比
較
を
中
心
に
ー 

宮
崎　

友
理

阿
蘇
地
方
の
地
域
復
興
に
関
す
る
研
究

　

〜
オ
ー
デ
ィ
オ
道
場
の
焙
煎
珈
琲
を
中
心
に
〜 

井
本　

佳
那

※　

第
十
二
回 

尚
絅
大
学
文
学
賞
は
新
型
コ
ロ
ナ
等
の
影
響
に
よ
り
、

文
学
賞
自
体
し
ば
ら
く
中
止
の
方
向
と
な
り
ま
し
た
。


