
不

易

と

流

行

春

日

正

三

ー
1

国
語
教
育

の
現
場
で
考
え
た

=

月
二
三
日
、
文
部
省
は
、
四
〇
年
度
小
、
中
学
校
学
力
テ
ス
ト

の
中
間
報
告
を
行
な

っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

「
漢
字

の
読
み
書
き
能
力

の
中
学

二
年
の
問
題
で
、
教
育
漢
字
表
の
学
年
配
当
表
に
よ
る
と
、
小

学
校

五
年
で
学
習
す
る

『確
か
め
る
』
は
、
五
九
、
七
%
が
正
答
だ

っ

た
。

『消
息
』
は
小
学
校
四
年
で
学
習
す
る
の
に
二
〇
、
九
%
が
正
答

で
、

『
静
養
』
の

『静
』
は
小
学
校
四
年
で
、

『
養
」
は
小
学
校
五
年

で
学
習
す
る
の
に
、

一
六

・
三
%
し
か
書
け
な
か

っ
た
。
ま
た
中
学
三

年
の
書
き
取
り
で
も
『福
利
』
は
小
学
校
四
年
で
学
習
し
て
い
る
の
に
、

わ
ず
か
三
八

・・
五
%
の
正
答
し
か
な
か

っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

私
も
過
日
大
学

の
学
生
に

「彼
女
は
ソ
ウ
コ
ウ
が
よ
い
」
と
い
う
問

題
で
漢
字

の
書
く
力
を
テ
ス
ト
し
た
。
正
答
は
九
二
名
中
、
四
名
で
あ

っ
た
。
戦
前
な
ら
ば

「
操
行
甲
と
か
乙
と
か
」
で
、
毎
年

・
毎
学
期
お

し
い
た
だ
く
通
信
簿
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
現
代
の
学
生
に
は
、
殆
ん
ど
が

「素

行
」
で
あ

っ
た
。
い
か
に

現
代

の
世
相
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
と

「
ひ
に
く
」

り
た
。
こ
の
よ
う
な
若
者
達
の
姿
を
、

「敗
戦
後

の
占
領
政
策

の
圧
力

と
こ
れ
に
迎
合
し
た
軽
薄
な
国
情
と
が
…
…
」
と
い
い
た
が
る
。
い
か

に
も
、
自
分
自
身
は
責
任
が
な
い
よ
う
な
言

い
方
を
す
る
人
が
い
る
が

現
実

は
、
現
代
に
生
き
て
い
る
我
々
の
責
任

で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
か
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

二

「
師

の
風

雅

に
万
代

不

易

あ

り

。

一
時

の
変

化

あ

り

。

こ

の

二

つ

に

究

ま

り

、
基

本

一
つ
な

り

。

そ

の

一
と

い

ふ
は

風

雅

の
誠

な

り

。

不

易
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を
知
ら

ざ
れ
ば
ま
こ
と
に
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
不
易
と
い
ふ
は
、
新
古

に
よ
ら
ず
、
変
化
流
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誠
に
よ
く
立
ち
た
る
す
が

た
な
り
。
代

々
の
歌
人
の
歌
を
み
る
に
、
代

々
変
化
あ
り
。
ま
た
新
古

に
も
わ
た
ら
ず
、今
見
る
所
む
か
し
み
し
に
不
変
、哀
成
る
う
た
多
し
。

是
ま
つ
不
易
と
心
得
べ
し
。
又
千
変
万
化
す
る
物
は
自
然
の
理
な
り
。

変
化
に
う

つ
ら
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
ま
ず
、是
に
押
う

つ
ら
ず
と
い
ふ
は
、

く
ち
く
せ

一
端
の
流
行
に
口
質
時
を
得
た
る
ば
か
り
に
て
、
そ
の
誠
を
責
め
ざ
る

ゆ
へ
な
り
。
せ
め
ず
心
を
こ
ら
さ
ざ
る
者
、
誠
の
変
化
を
し
る
と
い
ふ

事
な
し
。
た
だ
人
に
あ
や
か
り
て
ゆ
く
の
み
な
り
。
せ
む
る
も
の
は
そ

の
地
に
足
を
す

へ
が
た
く
、

一
歩
自
然
に
進
む
理
な
り
。

行
く
末
い
く
干
変
万
化
す
る
と
も
、
誠
の
変
化
は
み
な
師
の
俳
諧
な

よ
だ
カ

リ
。
か
り
に
も
古
人
の
涎
を
な
む
る
事
な
か
れ
。
四
時
の
押
う

つ
る
ご

と
く
物
あ
ら
た
ま
る
、
皆
か
く
の
ご
と
し
と
も
い
へ
り
。
」

こ
れ

は
服
部
土
芳
の
著

(疑
い
が
あ
る
)
と
い
わ
れ
る
赤
雙
子

(三

冊
子
)

の
冒
頭
の
旬
で
あ
る
。

(岩
波

駕
古
典
大
糸

・
俳
論
集

・
P
三

九
七
)

俳
諧

・
俳
論
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
使
用
さ
れ
て
い
る

語
句

・
特
に

(芭
蕉
の
話
だ
け
に
)
漢
語
の
意
味
は
重
要
な
こ
と
だ
け

れ
ど
も
、
秋
自
身
ま
だ
体
系
的
に
把
握

し
て
い
な
い
の
で
後
日
に
譲
る

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、

「
不
易
」
と

「
流
行
」
に
つ
い
て
こ
の
語

の
意
味
と
、
学
識
者
二

・
三
の
人
達
の
書
き
こ
と
ば
と
の
意
味
上
の
距

り
を
考
え
、
あ
わ
せ
て
国
語
国
字
問
題

の
重
箱
の
隅
を
突

つ
つ
い
て
み

た
い
と
思
う
。

芭
蕉
の

「
万
代
不
易
」
と

「
変
化
流
行
」

の
関
係
は
、
土
芳
の
文
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
新
古
に

よ
ら
ず
、
変
化
流
行
に
も
か
か
わ

ら
ず
誠

(
風
雅
)
に
よ
く
立
ち
た
る
す
が
た
な
り
」
で

「
新
古
に
も
わ

た
ら
ず
、
今
見
る
所
む
か
し
み
し
に
不
変
、
哀
成
る
う
た
多
し
」
だ
と

い
う
。

コ
灰
成
る
う
た
」
は
、
日
本
人
の
魂

を
歌

っ
た
歌
で
あ
る
。

「
是
ま
つ
不
易
と
心
得
べ
し
」
で
、

「
変
化
流
行
」
は

「
千
変
万
化
す

る
物
は
自
然
の
理
な
り
。
変
化
に
う

つ
ら
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
ま
ら
ず
是

に
押
う

つ
ら
ず
と
い
ふ
は
、

一
端
の
流
行
に
口
質
時
を
得
た
る
ば
か
り

に
て
」
と
い
う
。
真
の

「
流
行
」
は
新
し
い
時
代
、
新
し
い
世
代

の
欲

求
も
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た

「
自
然
の
理
」
で
も
あ

る
。
し
か
し
ま
た

一
方

「
た
だ
人
に
あ
や
か
り
て
ゆ
く
」
と

「
古
人
の

よ
だ
れ
」
が
あ
り

「
一
端
の
口
質
」
が
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
関
係
は
、

「
四
時
の
押
う
つ
る
ご
と
く
物
あ
ら
た
ま
る
、
皆
か
く
の
ご
と
し
」
で

あ
る
と
い
う
。

さ
て

三

ヘ

ヘ

ヘ

へ

①
柿
は
未
熟
で
熟
れ
て
い
な
い
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

②

こ
こ
に
小
便
す
る
こ
と
堅
く
厳
禁
す
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

③
現
代
は
余
り
に
も
青
少
年
非
行
の
類
例
が
は
な
は
だ
し
過
ぎ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

全
校
生
徒
は
こ
の
時
流
に
反
逆
し
て
青
年
ら
し
く
少
年
ら
し
く
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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ヘ

へ

④
自
己
の
能
力
に
対
す
る
疑
問
ま
た
は
学
校
の
社
会
的
評
価
や
校
舎

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
可
否
や
、
施
設
に
就
い
て
の
不
満
等
、
あ
れ
こ
れ
を
想
起
し
て

ヘ

ヘ

へ

自
信
の
喪
失
に
堕
ち
入

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ヘ

ヘ

へ

⑤
諸
君
の
勉
学

の
態
度
は
、
あ
ま
り
に
も
真
剣
味
が
不
足
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ヘ

へ

⑥
健

児
の
自
覚
こ
そ
諸
君
に
精
神
の
鍜
錬
と
学
習

へ
の
傾
倒
を
生
み

ヘ

ヘ

ヘ

へ

諸
君
と
共
に
O
O
は
内
外
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑦
不
撓
不
屈

の
努
力
と
精
神
に
よ

っ
て
、
○
○
健
児

の
精
神
を
血
と

肉

と
そ
の
魂
と
し
て
誇
り
高
き
○
○
健
児
た
ら
ん
事
を
誓
お
う
で

は
な
い
か
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑧
文
学
散
歩
か
ら
文
学
遺
跡
研
究
会
に
前
進
し
た
三
十
六
年
の
大
学

祭
に
。

ヘ

ヘ

へ

⑨
先
輩
達
の
礎
い
た
研
究
会
の
初
心
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
飛
躍
的

な
発
展
を
ね
が
う
も
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑩
諸
君
は
真
実
に
自
己
の
能
力
の
限
界
を
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
の

か
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑪
仏
教

の
法
師
と
し
て
純
真
に
、
そ
の

一
生
を
貫
き
通
し
ま
し
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑫
純
真
に
、
強
く
生
き
ぬ
く
力
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
原

動
力
で
あ
る
べ
き
で
し
よ
う
。

ヘ

へ

⑬
新
石
器
文
化
の
特
徴
を
具
有
す
る
縄
文
式
土
器
文
化
。

ヘ

ヘ

へ

⑬
現
代
社
会
学
を
べ

っ
見
し
な
が
ら
…
…

ヘ

ヘ

ヘ

へ

⑮
各
執
筆
者
と
も
、
い
ま
そ
れ
を
咀
し
ゃ
く
し

つ
つ
あ
る
。

①
②
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
説
明
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
③
か
ら

⑦

の
例
文
に
は
用
語
と
措
辞

の
問
題
が
あ
り
過
ぎ
る
。
新
し
い
こ
と
ば

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
古
さ
の
中
の
新
し
さ
で
も
な
い
。
た
だ
漢
語
の
簡

潔
を
利
用
し
た
口
悪
く
言

う
な
ら
ば
文

の

ハ
ツ
タ
リ
に
過
ぎ
な
い
と

言
え
よ
う
。
特
に
③
に
お
け
る

「
時
流
」
は

「
青
少
年
非
行
の
類
例
」

で
こ
れ
に

「
反
逆
」
す
る
。
い
か
に
も
尤
も
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
非
行

が
時
流
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ぽ
そ
れ
こ
そ

一
大
事
だ
。
④
は

「
学
校
の

社
会
的
評
価
と
校
舎

・
設
備
に
つ
い
て
の
…
…
」
で
あ
ろ
う
し
、

「
想

起
」
や

「
喪
失
に
堕
ち
入

っ
て
」
は
、
書
き
変
え
、
言
い
変
え
を
行
な

っ
て
も
ら
い
た
い
。
⑥
漢
字
か
な
交
り
文
の
典
型
な
の
だ
ろ
う
が
、
漢

語
が
正
し
く
国
語
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
漢
語
の
正
し
い
意

味
が
理
解
さ
れ
な
い
で
た
だ
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
為
に
文
脈
の
乱

れ
が
は
な
は
だ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑦
も
⑥
と
同
じ
で
努
力
は

精
神
に
勝
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
り
た
い
が
、
も

っ
と
底
辺
の
広
い

日
本
の
こ
と
ば
を
使

っ
て
も
ら
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
⑧
は

「
散
歩
」
ば

「
研
究
会
」
に
較
べ
る
と
、
そ

の
価
値
が
な
い
よ
う
に
誤

解
さ
れ
る
。

一
体
学
問
と
は
何
ぞ
や
と
開
き
直
り
た
く
な
る
。
⑨
は

「
飛
躍
的
」
と
い
う
漢
語
の
魔
術
に
か
か

っ
て
い
る
の
と
主
語
を
書
き

手
が
忘
れ
て
い
る
文
で
あ
る
。
⑩
⑪
⑫
は

「
真
実

に
」

「純
真
に
」
と

い
う
連
用
修
飾
語
の
使
用
の
し
か
た
が
適
当

で
な
い
。
⑩
は
、

「
諸
君

は
自
己
の
能
力
の
限
界
を
真
実

に
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
」
の
方

が
よ
り
正
し
く
伝
達
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
語
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を
や
わ
ら
か
い
国
語
に
言
い
代
え
て
使
用
す
れ
ぽ
よ
い
。
⑬
は
「
具
有
」

だ
け
が

問
題
で
、
⑭
⑮
は
、
こ
れ
こ
そ

「
変
化
流
行
に
う
つ
ら
ざ
れ
ぽ

風
あ
ら
た
ま
ず
」
の
好
例
で
あ
る
。
な
ん
と
し
て
も
言
い
代
え
、
書
き

代
え
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
べ
っ
見
は
、

「
瞥
見
」
で

「
瞥
」
が
当

用
漢
字
表
に
な
い
の
で
か
な
書
き
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
咀
し
や
く

は

「
咀
嚼
」
で

「
嚼
」
が
当
用
漢
字
表
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
前
者
が

「
一
見
」
で
、
後
者
は

「
か
み
こ
な
し
」
で
あ
る
。
新
し
い

時
代
に
は
新
し
い
用
語
が

「
風
を
あ
ら
た
む
」
の
で
あ
る
。

四

「広
辞
苑
」
を
見
る
と
、

「
不
易
流
行
は
芭
蕉
俳
諧

の
術
語
で
、
不

易
は
詩

的
生
命

の
基
本
的
永
遠
性

の
体
。
流
行
は
詩

に
お
け
る
流
転

の

相
で
、

そ
の
時
々
の
新
風

の
体
。

こ
の
二
体
は
共
に
風
雅
の
誠
か
ら
出

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、根
行
に
お
い
て
は

一
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語

の
語
源
や
出
典

に
つ
い
て
い
く
ら
か
調

査
し
て
あ
る
が
、
紙
数
の
制
限
上
今
回
は
省
く
こ
と
に
し
た
。

俳
諧

で
い
う

「
不
易
流
行
」
と
こ
と
ば
の
問
題

.
文
学
の
問
題
と
し

て
考
え

こ
こ
に
述

べ
た
こ
と
が
ら
は
、
次
元
は
違
う
け
れ
ど
も
、
質
は

同
じ
で
あ
る
と
思
う
。

こ
と
ば
は
人
の
魂

の
現
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
化
の
遺
産
で
あ

る
。
こ
の
遺
産
を
相
続
す
る
権
利
と
、
新
し
い
文
化
を
生
み
出
す
義
務

が
あ
り
、
こ
の
義
務
を
果
た
す
努
力
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ

う
が
、
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
義
務
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
。
も

し
く
は
果
た
し
て
い
な
い
人
々
が
い
る
よ
う

に
思

え

る
。
と
申
す
の

は
、
す
で
に
生
命
を
失

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

え
る
漢
語
を
手
離
さ
ず
、

逆
に
新
し
い
言
い
代
え
、
書
き
代
え
の
こ
と
ば
を
使
お
う
と
し
な
い
こ

と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
こ
と
ぽ
を
借
り
る
な
ら
ば
、

「
古
人
の
涎
」
を
な

め
、

「
一
端
の
口
質
」
の
み
に
捉
ら
わ
れ
て
、

「
四
時
の
押
し
う

つ
る

ご
と
く
物
あ
ら
た
ま
る
」
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
か
ら

の
若

い
諸
君
、
温
古
知
新
と
い
こ
う
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
正

し
く
、
美
し
い
国
語
を
育
て
よ
う
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
引
用
し
た
文
例
に
は
、
誤
解
も
あ
り
、
曲
解
も
あ

っ
た
こ

と
と
思
う
。
で
あ
れ
ば
そ
の
点
深
く
お
わ
び
す
る
。
こ
の
誤
解

.
曲
解

を
考
慮
し
た
の
で
、
文
例
の
出
典
を
明
記
し
な
か

っ
た
。
が
、
学
識
者

に
こ
う
い
っ
た
用
語
が
案
外
多
く
使
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は

添
え
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
。

☆

☆

☆

一31-一


