
だ
し
、
模
範
解
答
以
上
に
参
考
に
な
る
反

面
、
抽
象
的
な
こ
と
も
あ
り
、
か
み
砕
い

て
説
明
し
て
く
れ
る
教
師
の
存
在
が
生
成

A
I
と
の
共
存
の
道
と
言
え
る
。

Ⅱ
．
現
状
把
握

　
　
―
―
中
高
大
接
続
に
向
け
て

　

2
0
2
3
年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況

調
査
に
お
け
る
、
中
3
生
の
英
語
で
話
す

力
の
正
答
率
は
12
・
4
%
。
4
年
前
の
前

回
調
査
と
比
べ
て
18
・
4
ポ
イ
ン
ト
も
下

が
っ
て
い
る
。
生
徒
の
6
割
が
0
点
で
あ

り
、
自
分
の
考
え
を
英
語
で
表
現
す
る
の

が
苦
手
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
2
0
2
1
年
度
か
ら
実
施
さ

れ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
の
英
語
の

位
置
づ
け
が
強
調
さ
れ
、
話
す
力
や
聞
く

力
を
測
定
す
る
問
題
が
出
題
さ
れ
た
。
結

果
と
し
て
、「
聞
く
」
と
「
読
む
」
の
正
答

率
が
5
〜
6
割
で
あ
る
の
に
対
し
、「
話

す
」
は
12
%
と
低
水
準
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
外
国
人
留
学
生
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
を
聞
き
、
自
分
の
考
え
を
30
秒
で
説

明
す
る
問
題
の
正
答
率
は
4
・
2
%
。
特

記
す
べ
き
事
項
は
、
話
す
内
容
が
浮
か
ん

で
も
表
現
が
分
か
ら
な
い
生
徒
が
41
・

1
%
を
占
め
て
い
る
点
。
た
だ
し
設
問
の

場
面
設
定
が
難
し
く
、
意
見
を
表
現
し
に

く
い
問
題
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
単

に
英
語
力
が
低
い
と
は
言
い
に
く
い
と
い

う
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
話
す
授
業
に
偏

り
す
ぎ
て
英
語
で
の
や
り
取
り
が
十
分
に

Ⅰ
．
生
成
A
I
の
到
来

　
　
―
―
個
別
最
適
化
に
向
け
て

　

生
成
A
I
に
よ
る
和
訳
や
英
訳
の
精
度

は
高
い
。
文
部
科
学
省
は
学
校
で
の
活
用

指
針
と
し
て
、
英
会
話
の
相
手
と
す
る
一

方
、
詩
や
俳
句
な
ど
創
作
の
場
面
で
の
安

易
な
使
用
は
不
適
切
と
し
て
い
る
。
リ
ス

ク
管
理
に
留
意
し
つ
つ
、
民
間
が
先
行
し
、

研
究
開
発
を
進
め
て
い
る
。
英
語
教
育
で

言
え
ば
、
生
成
A
I
が
英
語
の
添
削
機
能

を
担
い
、
生
徒
が
書
い
た
間
違
い
を
適
切

な
表
現
に
正
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
指
導
に
格
段
の
進
歩
が
見
込
め

る
。
ま
た
個
別
最
適
化
学
習
に
お
い
て
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
答
案
を
文
脈
に
合
う

表
現
に
修
正
し
て
く
れ
れ
ば
、
よ
り
多
く

の
生
徒
に
効
率
よ
く
教
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
、
解
答
に
至
る
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
し
て
く
れ
る
生
成

A
I
は
、
使
い
方
次
第
で
学
習
者
自
律

（learner autonom
y

）
に
貢
献
す
る
。
た

平 井 正 朗

大学入試改革に対応する英語教育Ⅲ大学入試改革に対応する英語教育Ⅲ
─生成AIとの共存──生成AIとの共存─

な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
４
技
能
の
バ
ラ
ン
ス

に
欠
け
る
と
分
析
す
る
専
門
家
も
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
改
善
を
模
索
す
る
の
が

指
導
者
の
努
め
で
あ
る
。

　

質
問
紙
調
査
で
は
、
即
興
で
の
や
り
と

り
や
意
見
を
述
べ
合
う
言
語
活
動
を
行
っ

て
い
る
中
学
校
が
65
・
6
%
（
2
0
1
9

年
）
か
ら
76
・
8
%
に
増
加
し
た
が
、
生

徒
の
受
け
止
め
方
は
63
・
0
%
か
ら
63
・

8
%
で
推
移
し
、
意
識
の
違
い
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
難
易
度

が
上
が
り
、
語
彙
数
も
増
え
、
日
常
的
な

話
題
に
寄
せ
て
説
明
す
る
の
が
よ
り
難
し

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
学
校

5
・
6
年
で
の
英
語
教
科
化
や
大
学
入
試

改
革
を
鑑
み
る
と
、
中
高
大
連
携
の
英
語

教
育
を
産
官
学
協
働
で
構
築
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

Ⅲ
．
表
現
力
育
成

　
　
―
―
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
活
動
に

　
　
　
　
向
け
て

　

人
間
の
長
期
記
憶
に
蓄
え
ら
れ
た
過
去

の
経
験
や
出
来
事
に
つ
い
て
の
知
識
を

「
ス
キ
ー
マ
」
と
言
う
。
例
え
ば
「give

」

と
い
う
動
詞
な
ら
「
与
え
る
人
」「
受
け
取

る
人
」「
何
を
」
と
い
う
三
つ
の
情
報
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
骨
組
み
に
過

ぎ
ず
、「
誰
が
、
誰
に
、
何
を
」
が
決
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
相
手
か
ら
発
せ
ら
れ

た
情
報
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
て

い
る
ス
キ
ー
マ
を
駆
使
し
な
が
ら
内
容
理

解
に
行
き
つ
く
。
つ
ま
り
、
経
験
値
を
利

用
し
て
次
に
起
こ
る
状
況
や
行
な
わ
れ
る

べ
き
行
動
を
予
測
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
長
期
記
憶
に
あ
る
関
連
情

報
を
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
文
を
考
え

て
い
く
こ
と
が
第
一
歩
と
な
る
。

　

文
レ
ベ
ル
の
ス
キ
ル
を
高
め
て
い
く

の
に
重
宝
し
て
き
た
の
が
コ
ー
パ
ス

（corpus

）。
日
常
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉

の
例
を
大
量
に
集
め
た
、
い
わ
ば
言
語
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
こ
と
。
コ
ー
パ
ス
を
通

じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
ど
の
よ
う
な
言

い
回
し
が
さ
れ
て
い
る
の
か
を
学
び
、
結

び
つ
き
や
す
い
語
を
セ
ッ
ト
で
覚
え
て
お

く
と
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
リ
ズ
ム
に
近
づ
け
る
。

コ
ー
パ
ス
を
利
用
し
た
学
習
と
言
え
ば
、

コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（collocation

）
が
想

起
さ
れ
る
。
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
濃

い
コ
ー
ヒ
ー
」
はthick coffee

で
な
く

strong coffee

、「
強
い
雨
」はstrong rain

で
な
くheavy rain

、「
罪
を
犯
す
」
は

m
ake a crim

e

で
な
くcom

m
it a crim

e

な
ど
の
よ
う
に
、
一
緒
に
使
わ
れ
る
語
の

つ
な
が
り
の
こ
と
で
あ
る
が
、
生
成
A
I

が
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
。

　

文
と
文
の
つ
な
が
り
と
な
る
結
束
性

（cohesion

）
が
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
な
り
、
さ
ら

に
そ
の
つ
な
が
り
が
一
貫
性
（coherence

）

を
も
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
構
成
す
る
。
流
暢

さ
の
違
い
は
そ
の
温
度
差
か
ら
生
じ
る
も

の
で
、
英
語
に
限
ら
ず
ど
ん
な
言
語
で
あ

っ
て
も
、
旧
情
報
を
代
名
詞
で
表
し
た
り
、

反
復
す
る
語
句
を
省
略
し
て
繰
り
返
し
を

避
け
た
り
、
他
の
語
に
置
き
換
え
た
り
と

い
っ
た
特
性
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
評
論
文

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
中
で
徹
底
し
、
ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
活
動
へ
と
つ
な
げ
た
い
。
特
に
、

言
い
換
え
、
具
体
例
、
対
比
、
因
果
関
係

な
ど
頻
出
表
現
の
定
着
は
、
文
と
文
、
パ

ラ
グ
ラ
フ
と
パ
ラ
グ
ラ
ブ
の
明
瞭
性
に
直

結
す
る
。
こ
こ
は
教
師
の
腕
の
見
せ
所
で

あ
る
。

　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
活
動
と
結
び
つ
け
る
な

ら
、
内
容
を
要
約
す
る
サ
マ
リ
ー
・
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
が
有
効
。
テ
キ
ス
ト
本
文
の
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ
だ
け
を
ま
と
め
る

タ
ス
ク
で
あ
る
が
、
目
的
に
応
じ
た
分
析

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
自
由
英
作
文
を

盛
り
込
む
と
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
活
動

へ
発
展
す
る
。
到
達
度
が
上
が
る
に
つ
れ

て
、
な
る
べ
く
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
た

い
も
の
。
そ
の
た
め
に
は
同
意
語
へ
の
書
き

換
え
や
品
詞
転
換
す
る
（paraphrasing

）、

簡
略
化
す
る
（sim

plifying

）、
複
雑
な

文
を
二
文
に
分
け
る
（decom

posing

）、

一
文
に
ま
と
め
る
（com

pounding

）、
難

し
い
表
現
は
一
般
化
す
る
（generalizing

）、

補
足
説
明
や
文
意
を
明
確
に
す
る

（elaborating

）
な
ど
の
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
て
お
き
た
い
。
こ
こ
は
生
成
A
I
と

人
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
。

　

苦
手
意
識
を
も
つ
生
徒
に
ど
の
分
野
に

課
題
が
あ
る
の
か
尋
ね
る
と
、
文
法
が
大

半
を
占
め
る
。
日
本
で
は
、
５
文
型
が
学

校
現
場
に
定
着
し
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
言
語
学
の
知
見
を
活
用
す
る
の
も
手
段
。

例
え
ば
、
語
彙
の
本
質
的
な
意
味
か
ら
文

法
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
レ
キ
シ
カ
ル
・

グ
ラ
マ
ー
な
ら
、「to

」
を
説
明
す
る
際
、

元
の
意
味
が
「（
対
象
・
行
為
）
に
向
き
合

っ
て
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
お
さ
え
る
。
そ
し

て
前
置
詞
に
適
用
さ
せ
る
と
、face to 

face

が
「
面
と
向
か
っ
て
」、dance to the 
m
usic

が
「
音
楽
に
合
わ
せ
て
踊
る
」
な

ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
理
解
で
き
る
。
ま

た
、
不
定
詞
に
適
用
さ
せ
て
、I w

ant to 
becom

e an artist.

な
ら
「
私
は
芸
術
家

に
な
る
と
い
う
〝
行
為
と
向
き
合
う
〞
こ

と
を
欲
し
て
い
る
」
⬇
「
私
は
芸
術
家
に
な

り
た
い
」
が
理
解
さ
れ
、
不
定
詞
が
「
こ

れ
か
ら
す
る
（
ま
だ
し
て
い
な
い
）」
未
来

指
向
と
言
わ
れ
る
理
由
に
つ
な
が
る
。
こ

こ
も
教
師
の
出
番
。
ど
ん
な
理
論
も
万
能

で
は
な
い
が
先
達
の
英
知
は
参
考
に
な
る
。

Ⅳ
．
指
導
に
お
け
る
留
意
点

　
　
―
―
評
価
に
向
け
て

　

エ
ラ
ー
分
析
（Error analysis

）
と
言

え
ば
、
首
尾
一
貫
し
た
も
の
、
言
語
間
の

違
い
に
よ
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
状

況
が
あ
る
。「
首
尾
一
貫
し
た
も
の
」
と
は
、

誤
り
を
訂
正
さ
れ
て
も
適
切
に
修
正
で
き

な
い
場
合
、
ま
た
、
誤
り
を
修
正
し
て
も

ま
た
同
じ
誤
り
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
場

合
の
こ
と
。
生
徒
は
自
分
な
り
の
体
系
を

作
っ
て
し
ま
う
た
め
、
指
導
さ
れ
て
も
す

ぐ
に
は
修
正
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。「
言

語
間
の
違
い
に
よ
る
も
の
」
と
は
、
母
語

の
干
渉
が
最
た
る
も
の
で
、
文
法
力
の
裏

返
し
と
も
言
え
る
。
日
頃
か
ら
目
標
言
語

に
接
す
る
機
会
が
少
な
い
た
め
に
生
じ
る

も
の
が
大
半
を
占
め
る
。
例
え
ば
、
不
規

則
動
詞
を
規
則
動
詞
と
取
り
違
え
る
、
語

法
を
類
似
す
る
も
の
に
置
き
換
え
る
、
母

語
の
干
渉
に
よ
っ
て
不
適
切
な
言
い
方
に

し
て
し
ま
う
、
適
切
な
語
彙
を
知
ら
ず
に

別
の
表
現
法
に
言
い
換
え
て
し
ま
う
、
な

ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

目
標
言
語
で
も
母
語
で
も
な
い
生
徒
が
使

う
言
語
は
、
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い

う
意
味
で
、
中
間
言
語
（interlanguage

）

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
目
標
言
語
の

修
得
は
発
達
段
階
と
多
く
の
類
似
性
が
あ

り
、
生
来
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
肝
に

命
じ
て
指
導
に
あ
た
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
に
は
、「
授
業
は
英
語

で
」
が
標
榜
さ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
英
語
を
指
導

す
る
場
合
、
生
徒
が
英
語
を
使
え
る
環
境

を
提
供
す
る
の
が
授
業
者
の
責
務
で
あ
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
英
語
し
か
使
っ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
大

切
な
の
は
バ
ラ
ン
ス
感
覚
。

　

ト
ラ
ン
ス
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
ン
グ
と
呼
ば

れ
る
指
導
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
２
つ
の
言

語
を
交
互
に
切
り
替
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
。
英
語
学
習

に
お
い
て
、
母
語
リ
ソ
ー
ス
を
自
主
的
に

活
用
す
る
、
日
本
語
を
部
分
的
に
使
う
こ

と
も
尊
重
す
べ
き
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
メ
ソ

ッ
ド
な
の
で
あ
る
。
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