
◎
佐
野
恵
里
（
学
校
教
育
課 

高
校
教
育
・
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
担
当
） 

  

城
北
高
校
の
鈴
木
先
生
に
は
、「
国
語
科
に
お
け
る
資
質
・
能
力
の
向
上
と
観
点

別
学
習
状
況
評
価
に
つ
い
て
の
試
行
」
と
題
し
た
発
表
を
ま
と
め
て
い
た
だ
き
、

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

 

令
和
四
年
度
か
ら
新
学
習
指
導
要
領
が
年
次
進
行
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
各
校
に
お
い
て
は
、
生
徒
が
卒
業
ま
で
に
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
資
質
・

能
力
の
育
成
に
向
け
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
視
点
か
ら
の
授
業
改

善
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
充
実
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
国
語
科
で
育
成
す
る
資
質
・
能
力
を
明
確
に
し

た
上
で
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
取
り
組
ん
だ
鈴
木
先
生
の
発
表
は
、
私
た

ち
に
一
つ
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
た
だ
け
る
大
変
貴
重
な
も
の
で
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

学
習
評
価
は
、
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
に
関
し
、
生
徒
の
学
習
状
況
を
評
価

す
る
も
の
で
す
。「
生
徒
に
ど
う
い
っ
た
力
が
身
に
つ
い
た
か
」
と
い
う
学
習
の
成

果
を
的
確
に
捉
え
、
教
師
が
指
導
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
生
徒
自
身
が
自
ら

の
学
習
を
振
り
返
っ
て
次
の
学
習
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
も
学
習
評
価
の
在
り
方
は
重
要
で
す
。 

 

新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
と

し
て
「
知
識
及
び
技
能
」「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等
」
と
整
理
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い

て
も
「
知
識
・
技
能
」「
思
考
・
判
断
・
表
現
」「
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
」
の
三
観
点
に
整
理
さ
れ
ま
し
た
。
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
は
、
評
価
の
基

軸
を
学
習
指
導
要
領
を
も
と
に
各
学
校
で
作
成
さ
れ
た
国
語
科
の
目
標
に
置
き
、

生
徒
の
実
現
状
況
を
観
点
ご
と
に
評
価
し
、
生
徒
の
学
習
状
況
を
分
析
的
に
捉
え

る
も
の
で
す
。
た
だ
、
高
校
に
お
い
て
は
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
に
つ
い
て
の

協
議
や
研
究
が
ま
だ
ま
だ
必
要
で
、
評
価
の
更
な
る
工
夫
・
改
善
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
鈴
木
先
生
の
取
組
の
中
で
、
今
後
、
私
た
ち
が
観
点
別
学
習
状
況

の
評
価
を
行
っ
て
い
く
上
で
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
た
い
と
思
う
点
に
つ
い
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

一
点
目
は
、
学
校
の
教
育
目
標
に
沿
っ
て
、
国
語
科
の
「
教
科
マ
イ
ス
タ
ー
・

ポ
リ
シ
ー
」
を
掲
げ
、
国
語
科
と
し
て
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
学
年
ご
と
に

系
統
立
て
て
明
確
に
し
て
い
る
点
で
す
。 

 

こ
れ
ま
で
は
、
教
員
の
視
点
か
ら
「
何
を
教
え
る
か
」
と
い
う
観
点
で
授
業
が

組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
生
徒

の
観
点
で
捉
え
直
し
、「
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
」「
育
成
す
べ
き
資
質
・
能

力
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
軸
に
し
た
授
業
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
特
に
国
語
科

で
は
、「
教
材
を
教
え
る
」
と
い
う
発
想
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
今
回
の
取
組
は
、

「
教
材
で
資
質
・
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
と
い
う
意
識
で
授
業
が
構
成
さ
れ

て
お
り
、
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
の
新
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
た
授
業
実
践
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。 

 

二
点
目
は
、
生
徒
自
身
が
自
ら
の
学
習
を
振
り
返
っ
て
次
の
学
習
に
向
か
う
こ



と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。 

 
今
回
の
取
組
で
は
、
単
元
ご
と
、
学
期
ご
と
の
振
り
返
り
と
し
て
、
ま
た
、
思

考
・
判
断
・
表
現
を
問
う
思
考
力
問
題
に
お
け
る
評
価
基
準
と
し
て
、
ル
ー
ブ
リ

ッ
ク
を
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
徒
は
、
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
に
よ
る
自
己
評
価
を
通

し
て
、
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
意
識
し
て
学
習
に
取
り
組
め
る
と
と
も

に
、
教
師
に
よ
る
評
価
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
で
自
己
反
省
を
し
た

り
、
次
の
学
習
へ
の
動
機
付
け
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
「
思
考

す
る
力
」
や
「
発
信
す
る
力
」
を
育
成
す
る
上
で
、
非
常
に
有
効
な
取
組
だ
と
思

い
ま
す
。 

 

生
徒
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
単
元
ご
と
の
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
評
価
で
、

自
分
が
何
が
で
き
て
い
て
何
が
で
き
て
い
な
い
の
か
と
い
う
振
り
返
り
を
す
る

こ
と
で
自
分
に
つ
い
て
い
る
力
の
把
握
が
で
き
る
と
い
う
意
見
や
、
授
業
時
プ
リ

ン
ト
や
提
出
物
へ
の
取
組
評
価
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
見

が
大
半
を
占
め
て
い
ま
す
。 

 

三
点
目
は
、
学
習
評
価
の
妥
当
性
・
信
頼
性
を
高
め
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
点

で
す
。 

 

鈴
木
先
生
も
実
感
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
を
行
う
に

は
、
教
員
の
負
担
感
が
大
き
い
こ
と
が
課
題
と
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
評
価
規
準

が
し
っ
か
り
と
し
て
い
れ
ば
評
価
が
進
み
や
す
い
、
と
い
う
実
感
も
納
得
で
き
る

も
の
で
す
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
、
評
価
規
準
や
評
価
方
法
を
事
前
に
教
員

同
士
で
検
討
し
、
明
確
に
す
る
こ
と
で
す
。
今
回
の
取
組
の
よ
う
に
、
ル
ー
ブ
リ

ッ
ク
を
事
前
に
検
討
し
て
作
成
し
、
教
員
間
で
共
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
生
徒

に
対
し
て
も
評
価
の
観
点
や
仕
組
み
に
つ
い
て
事
前
に
説
明
し
、
評
価
結
果
に
つ

い
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
、
評
価
の
妥
当
性
・
信
頼
性
を
高
め
る
上
で

有
効
な
取
組
だ
と
考
え
ま
す
。 

 

ま
た
、
評
価
結
果
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
し
て
、
評
価
の
改
善
を
図
っ
て
い
く

こ
と
も
重
要
で
す
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
の
学
習
の
成
果
を

捉
え
た
の
か
、
さ
ら
に
的
確
に
捉
え
る
方
法
は
な
い
か
等
、
評
価
規
準
や
評
価
方

法
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
て
い
る
点
も
非
常
に
参
考
に
な
り
ま
す
。 

  

三
年
間
に
渡
り
、
試
行
錯
誤
を
続
け
な
が
ら
学
習
評
価
に
関
す
る
実
践
を
積
み

重
ね
、
さ
ら
に
評
価
結
果
を
検
討
す
る
こ
と
で
指
導
の
改
善
を
図
っ
た
鈴
木
先
生

の
取
組
は
、
私
た
ち
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
だ
さ
る
も
の
で
す
。
今
回
の
発

表
事
例
を
参
考
に
、
各
校
の
実
情
に
合
わ
せ
た
形
で
取
組
を
進
め
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。 

た
だ
、
学
習
評
価
の
工
夫
や
改
善
を
教
員
が
個
々
に
行
う
の
は
、
負
担
も
大
き

く
、
困
難
で
す
。
特
に
、
評
価
が
難
し
い
観
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
主
体
的
に

学
習
に
取
り
組
む
態
度
」
を
含
め
、
生
徒
の
学
習
状
況
を
ど
う
見
取
り
、
ど
う
評

価
す
る
か
、
検
討
や
改
善
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
組
織
的
・
計
画
的
な
取

組
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。 

先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
多
忙
な
毎
日
を
過
ご
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
ぜ
ひ
教
科
会
や
授
業
研
究
会
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
た
だ
き
、
評
価
規
準

や
評
価
の
場
面
・
方
法
等
に
関
し
て
協
議
し
、
学
習
評
価
を
よ
り
良
い
も
の
へ
と

高
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 


