
【
第
3
 
9
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
-

国
語
単
元
学
習
の
可
能
性

-
　
今
な
ぜ
単
元
学
習
か
-
生
き
生
き
と
し
た
学
び
手
を
育
て
る

今
、
国
語
教
育
は
何
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
指
導
要
領
に
掲
げ
ら
れ
た
「
主
体
的
」
「
個
別
化
」
に
し
て
も
従

来
の
方
法
で
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
い
や
従
来
も
優
れ

た
教
育
実
践
や
方
法
は
数
多
-
あ
っ
た
。
だ
が
国
語
教
育
に
お
い
て
あ
る
1

つ
の
方
法
を
行
え
ば
、
誰
で
も
い
つ
で
も
す
ば
ら
し
い
効
果
が
あ
る
と
い
う

も
の
は
な
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
大
事
な
の
は
、
目
の
前
に
い
る
子
ど
も

た
ち
に
今
ど
の
よ
う
な
力
を
付
け
た
い
か
と
い
う
教
師
の
強
烈
な
思
い
と
適

切
な
教
材
選
択
'
そ
し
て
生
徒
の
側
に
立
っ
て
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

今
'
単
元
学
習
の
振
興
が
求
め
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
二
点
あ
る
。

1
点
目
は
子
ど
も
た
ち
の
国
語
学
習
へ
の
意
欲
を
喚
起
し
、
主
体
的
能
動

的
な
学
習
活
動
を
組
織
し
て
い
-
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
課
題
に

答
え
る
道
と
し
て
で
あ
る
。
あ
る
話
題
に
対
す
る
学
習
者
の
興
味
や
関
心
を

掘
り
起
こ
し
'
学
習
へ
の
意
欲
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
軸
に
学
習
者
の
主
体

的
能
動
的
な
学
習
を
組
織
し
て
い
-
の
が
単
元
学
習
だ
か
ら
だ
。

二
点
目
は
子
ど
も
た
ち
に
「
人
間
ら
し
い
発
達
と
結
び
つ
い
た
形
で
言
語

中
　
島
　
元
　
昭

能
力
が
発
達
し
て
い
な
い
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
人
間
ら
し
い
感
性
が
育
っ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
、
こ
と
ば
と
意
識
の
歪
み
、
人
間
ら
し
い
心
や
認

識
が
育
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
-
る
、
こ
と
ば
と
思
考
の
歪
み
へ
人
と
人
と

の
深
い
交
わ
り
を
避
け
る
行
動
と
こ
と
ば
と
い
っ
た
現
象
が
、
心
あ
る
人
々

の
心
を
痛
め
て
い
る
。
人
間
的
発
達
の
総
体
の
中
で
国
語
の
学
力
の
発
達
を

は
か
っ
て
い
く
た
め
に
は
'
次
の
四
つ
の
原
則
に
し
た
が
う
必
要
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。

ア
　
言
語
に
よ
る
理
解
や
表
現
の
活
動
を
、
認
識
活
動
と
一
体
の
も
の
と

し
て
学
習
さ
せ
る
。

イ
　
学
習
活
動
の
中
に
「
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
」

が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
　
国
語
の
教
育
課
程
は
、
言
語
そ
れ
自
体
を
認
識
の
対
象
と
し
て
学
習

(
言
語
学
習
)
と
言
語
を
用
い
て
行
う
言
語
活
動
の
学
習
と
が
へ
相
互

に
作
用
し
合
う
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
言
語
活
動
の
指
導
の
中
心
は
'
「
話
し
方
・
聞
き
方
・
古
き
方
・
読

み
方
」
と
い
っ
た
方
法
に
関
す
る
「
知
識
」
を
与
え
る
こ
と
や
、
む
き

出
し
の
「
技
能
の
訓
練
」
を
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
そ
の
よ
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う
な
方
法
や
技
能
が
必
要
と
な
る
場
面
を
指
導
者
が
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
へ
　
実
際
に
「
言
語
活
動
を
さ
せ
へ
　
そ
の
言
語
活
動
の
中
で
そ

の
よ
う
な
方
法
や
技
能
を
使
用
さ
せ
る
」
　
こ
と
に
あ
る
。
指
導
者
の
な

す
べ
き
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
「
場
」
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
原
則
に
し
た
が
っ
た
授
業
へ
　
即
ち
人
間
的
発
達
の
総
体
の
中

で
国
語
の
学
力
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
も
、
単
元
学
習
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

2
　
国
語
単
元
学
習
の
長
所

単
元
学
習
は
学
習
者
の
目
的
意
識
を
最
も
重
視
す
る
.
目
的
は
評
価
の
よ

り
ど
こ
ろ
に
も
な
る
。
自
分
の
目
的
を
明
確
に
自
覚
し
て
、
そ
の
目
的
に
照

ら
し
て
自
己
評
価
し
な
が
ら
へ
　
自
分
の
行
動
を
修
正
し
っ
つ
行
動
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
主
体
的
に
判
断
し
行
動
す
る
人
格
の
育
ち
を
助
け
る
こ
と
に
な

る
。
完
望
な
単
元
学
習
を
行
っ
た
場
合
、
次
の
点
が
実
現
す
る
。

1
　
1
人
7
人
の
学
習
者
に
必
要
な
教
師
の
助
け
が
得
ら
れ
る
。

2
　
他
の
子
と
比
べ
ら
れ
て
優
劣
が
取
り
ざ
た
さ
れ
な
い
で
、
1
人
一
人

の
向
上
が
認
め
ら
れ
助
け
ら
れ
る
。

3
一
人
1
人
の
違
い
が
認
め
ら
れ
'
1
人
1
人
が
生
か
さ
れ
て
尊
重
さ

れ
る
。

4
　
集
団
の
中
で
個
が
生
き
る
。

5
　
分
担
共
同
学
習
な
ど
の
方
法
が
工
夫
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ

て
の
学
習
者
に
出
番
が
与
え
ら
れ
る
。

6
　
す
べ
て
の
学
習
者
が
他
の
学
習
者
に
犯
さ
れ
な
い
持
ち
場
を
持
つ
。

7
　
学
習
者
1
人
l
人
に
ふ
さ
わ
し
い
目
標
や
学
習
材
が
用
意
さ
れ
る
O

8
　
1
人
1
人
の
学
習
活
動
の
ペ
ー
ス
が
尊
包
さ
れ
る
。

9
　
結
果
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
作
品
の
出
来
映
え
よ
り
も
、
作
る
過
程

で
作
業
や
練
習
を
す
る
中
で
学
習
が
成
立
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。

1
 
0
　
誤
り
が
と
が
め
ら
れ
な
い
。

1
 
1
　
成
就
体
験
に
よ
る
学
習
が
盛
祝
さ
れ
る
。

1
2
　
日
分
が
よ
-
理
解
さ
れ
、
自
分
の
現
在
が
肯
定
さ
れ
、
い
つ
も
自
分

の
現
在
か
ら
出
発
す
る
。

1
 
3
　
学
校
内
外
の
生
活
に
根
ざ
し
た
学
習
で
あ
る
。

1
4
　
家
庭
・
地
域
な
ど
自
分
の
属
す
る
社
会
と
の
関
連
が
密
接
で
あ
る
。

1
5
　
教
師
の
側
に
学
習
者
の
言
語
生
活
の
向
上
に
つ
い
て
の
指
導
目
標
が

明
確
で
あ
る
。

言
葉
を
変
え
て
い
う
と
'
次
の
点
が
実
現
す
る
。

a
、
主
体
的
に
学
習
す
る
学
習
は
、
生
徒
の
興
味
、
関
心
、
必
要
か
ら
出

発
し
、
教
材
の
選
定
や
扱
い
方
も
生
徒
の
発
想
を
尊
虫
す
る
。

b
、
経
験
を
通
し
て
学
習
す
る
作
業
を
通
し
て
学
ぶ

c
t
　
協
力
し
て
学
習
す
る
グ
ル
ー
プ
学
習
や
話
し
合
い

d
、
個
の
特
性
に
応
じ
て
学
習
す
る
作
業
の
分
担
や
発
間
の
工
夫
学
習
内

容
の
多
様
化
、
活
動
の
多
角
化

e
、
目
標
と
計
画
を
持
っ
て
学
習
す
る
学
習
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
国
語

力
が
身
に
付
-
か
と
い
う
見
通
し
の
上
に
立
っ
て
の
学
習

I
、
問
題
解
決
を
目
指
し
て
学
習
す
る
問
題
を
設
定
し
解
決
す
る
1
連
の

行
為
、
問
題
解
決
に
必
要
な
手
順
や
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
。
そ
の
中

に
'
文
献
を
調
べ
る
'
作
品
を
読
み
と
る
と
い
う
学
習
を
位
田
づ
け
る
。
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g
、
総
合
的
に
学
習
す
る

・
計
画
、
実
施
、
評
価
の
2
段
階
に
ま
と
め
る
。

・
読
解
の
学
習
で
も
'
文
章
を
読
む
、
朗
読
を
聞
-
'
ノ
ー
ト
を
取
る
、

討
論
を
す
る
と
い
う
様
々
な
行
為
の
組
み
合
わ
せ
で
'
閉
-
'
話
す
、

普
-
、
読
む
な
ど
の
力
を
つ
け
る
o

こ
れ
ら
は
ま
さ
し
-
新
し
い
学
力
観
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
抜
-
人
間
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

3
　
単
元
学
習
の
短
所

①
　
時
間
が
か
か
る
。

生
徒
を
主
体
に
考
え
、
作
業
を
多
-
取
り
入
れ
る
の
で
'
時
間
が
か
か
り
'

教
材
を
精
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
単
元
構
成
の
規
模
が
大
き

-
な
る
ほ
ど
へ
　
時
間
配
当
も
多
-
な
る
。
従
っ
て
そ
の
学
習
内
容
は
'
学

習
者
に
と
っ
て
必
然
的
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
間
指
導
計
画

の
位
置
づ
け
を
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

②
　
面
倒
だ
。
ま
わ
り
く
ど
い
。

個
に
応
じ
た
教
育
'
生
徒
主
体
の
学
習
を
考
え
れ
ば
'
あ
る
程
度
は
や
む

を
得
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
'
共
同
研
究
や
実
践
成
果
を
蓄
積
し
、
お

互
い
に
活
用
す
る
必
要
性
が
高
ま
る
だ
ろ
う
。

③
　
学
力
が
つ
か
な
い
。

「
も
っ
と
へ
　
1
　
つ
の
作
品
を
読
み
込
ん
で
、
言
葉
の
力
を
つ
け
る
こ
と
が

大
切
だ
。
単
元
学
習
が
教
師
の
趣
味
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
の
批

判
が
あ
る
。
読
む
力
や
書
-
力
を
授
業
で
伸
ば
す
こ
と
が
本
来
な
の
に
、

何
か
を
す
る
た
め
に
読
む
'
告
-
な
ど
副
次
的
目
標
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
と
単
元
学
習
を
疑
問
視
す
る
見
方
を
代
表
し
た
も
の
だ
。

そ
う
し
た
「
精
読
主
義
」
　
へ
の
疑
問
と
し
て
「
一
つ
の
作
品
を
精
読
し
て

読
む
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
き
た
が
'
従
来
、
そ
れ
で
へ
　
そ
の
教
材
を
読

む
力
は
つ
い
て
も
、
他
の
作
品
を
読
み
た
い
と
思
わ
な
い
よ
う
な
子
供
を

育
て
て
き
た
の
が
実
状
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
精
読
主
義
が
教
室
で
与

え
ら
れ
た
教
材
を
読
む
だ
け
の
力
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

の
問
題
が
あ
る
。

単
元
学
習
が
唱
遺
さ
れ
た
背
景
に
は
、
国
語
の
学
習
が
教
室
で
の
授
業
場

面
に
終
始
し
'
日
常
生
活
で
の
国
語
の
力
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
な
い
の
で
は
'
と
の
疑
問
へ
従
来
型
の
授
業
へ
の
問
題
提
起
と
し
て
の

意
味
も
あ
る
。

教
科
書
教
材
を
あ
-
ま
で
素
材
の
一
つ
と
し
て
'
他
の
教
材
と
組
み
合
わ

せ
る
な
ど
、
そ
の
素
材
で
つ
け
た
い
力
を
明
確
に
し
た
単
元
づ
く
り
を
図

る
ね
ら
い
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
新
し
い
学
力
観
に
立
っ
た
国
語
授
業
を

め
ざ
す
方
向
と
い
え
る
。

④
　
学
力
の
穴
を
あ
け
そ
う
だ
。

年
間
指
導
計
画
の
中
で
'
指
導
事
項
を
意
識
し
た
学
習
指
導
が
頻
度
数
も

含
め
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
と
き
し
て
い
る
こ
と
が
'
全
学
習
指
導
計
画
の
ど
こ
に
位
置

を
持
っ
て
い
る
か
を
は
っ
き
り
知
っ
て
お
-
。
学
習
に
重
複
や
欠
落
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
綿
密
な
計
画
を
立
て
へ
　
知
的
満
足
を
与
え
る
よ

う
な
新
鮮
な
教
材
を
発
掘
し
'
生
徒
が
真
に
意
義
の
あ
る
学
習
で
あ
る
と

感
じ
る
学
習
活
動
を
展
開
さ
せ
る
。
経
験
単
元
の
開
発
に
努
め
、
知
識
や

・'蝣16



技
術
に
直
接
関
わ
る
学
習
も
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

ま
た
総
合
単
元
学
習
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
留
意
点
と
し
て
は
ヘ

ア
　
単
元
の
学
習
課
題
が
学
習
者
の
「
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
」
に
な
っ

て
い
る
か
。

イ
　
必
要
な
情
報
(
た
と
え
ば
へ
新
聞
・
雑
誌
・
図
雷
な
ど
)
が
'
必
要

な
数
だ
け
準
備
で
き
る
か
。

ウ
　
学
習
活
動
を
す
す
め
る
の
に
必
要
な
基
礎
的
学
力
が
育
っ
て
い
る
か
.

(
た
と
え
ば
へ
　
話
し
合
い
の
能
力
や
発
表
の
能
力
な
ど
)

エ
　
総
合
単
元
学
習
を
指
導
で
き
る
だ
け
の
力
立
を
教
師
が
備
え
て
い
る

か
。
(
た
と
え
ば
へ
使
用
す
る
資
料
の
す
べ
て
に
目
が
通
し
て
あ
る
こ
と
)

オ
　
学
習
者
に
応
じ
た
個
別
指
導
が
で
き
る
か
。

な
ど
が
あ
る
。

な
お
へ
総
合
単
元
学
習
の
展
開
に
当
た
っ
て
は
'
適
切
な
「
学
習
の
手
引

き
」
も
用
意
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
な
い
と
総
合
単
元
学
習
に
踏
み
切

れ
な
い
と
な
る
と
'
こ
れ
ま
た
実
践
不
可
能
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
指
導
者
の

お
か
れ
て
い
る
条
件
に
合
わ
せ
て
、
ま
ず
実
践
で
き
そ
う
な
こ
と
か
ら
着
手

し
て
み
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
い
き
方
で
あ
ろ
う
。

4
　
単
元
学
習
の
実
践
的
課
信

ア
　
単
元
学
習
の
基
本
は
子
供
が
、
課
題
を
持
っ
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
'
教
師
の
課
題
の
選
択
が
重
要
で
あ
る
が
'
教
科
書
を
使
用
す

る
場
合
に
も
'
何
の
た
め
に
そ
れ
を
教
え
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
の
意
味

の
把
捉
と
'
そ
の
理
解
を
広
げ
へ
深
め
る
た
め
の
教
材
研
究
が
重
要
だ
。

さ
ら
に
そ
の
課
題
を
'
ど
の
よ
う
に
子
供
自
身
の
課
題
と
し
て
い
く
か
が
'

肝
要
で
あ
り
'
教
師
が
子
供
た
ち
の
多
様
な
興
味
、
関
心
に
対
応
し
う
る
'

課
題
に
つ
い
て
の
広
-
柔
軟
な
理
解
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

イ
　
特
に
教
科
告
に
従
っ
て
授
業
が
進
め
ら
れ
る
と
き
へ
教
材
は
断
片
化
さ

れ
、
授
業
は
そ
の
伝
達
と
い
う
性
格
を
強
め
る
。
そ
こ
で
必
要
な
の
は
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
構
想
の
中
で
、
テ
ー
マ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
だ
。

ウ
　
課
題
を
追
求
す
る
中
で
'
読
み
、
書
き
、
話
す
と
い
っ
た
力
が
必
要
感

を
持
っ
て
学
ば
れ
'
要
求
さ
れ
、
鍛
え
ら
れ
て
い
く
'
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
力
が
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
課
題
の
質
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う

相
互
の
関
連
が
必
要
だ
。
こ
の
よ
う
な
指
導
に
お
い
て
教
師
の
学
習
者
に

対
す
る
個
別
的
へ
　
具
体
的
な
援
助
が
求
め
ら
れ
る
。

エ
　
l
斉
授
業
の
中
で
、
1
人
1
人
の
表
現
の
機
会
を
作
り
、
そ
の
表
現
に

即
し
て
援
助
す
る
こ
と
が
個
別
指
導
の
重
要
な
機
会
で
あ
り
、
草
花
学
習

に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。

オ
　
単
元
と
し
て
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
選
ぶ
か
、
あ
る
単
元
の
意
義
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
そ
の
単
元
の
背
景
に
あ
る
学
問
、
文
化
へ
　
そ

し
て
子
供
の
生
活
等
に
関
す
る
教
師
の
理
解
を
求
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の

テ
ー
マ
を
子
供
の
課
題
と
し
へ
授
業
に
お
い
て
子
供
の
表
現
を
読
み
と
る

に
は
'
学
習
者
へ
の
広
-
柔
軟
な
理
解
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
理

解
に
基
づ
い
て
、
学
習
者
へ
の
具
体
的
な
援
助
が
可
能
と
な
る
。

何
の
た
め
に
、
何
を
教
え
る
の
か
と
い
う
大
き
な
目
的
の
た
め
に
'
そ
の
よ

う
な
力
量
を
、
発
展
さ
せ
て
い
-
こ
と
を
欠
い
て
は
、
単
元
学
習
は
成
立
し

tiVt



得
な
い
。
個
別
的
な
視
点
が
必
要
で
あ
り
'
生
徒
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
「
わ
か
り
や
す
-
説
明
し
'
教
え
込
む
」
「
効
率

よ
く
す
っ
き
り
と
整
理
し
て
与
え
る
」
や
り
方
で
は
「
自
分
で
感
じ
'
考
え

る
力
」
は
育
た
な
い
。

5
　
実
践
に
移
す
際
の
障
害

ア
　
教
員
の
意
識

今
、
発
想
の
転
換
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
状
の

・
追
い
つ
き
型
教
育
(
教
科
雷
の
知
識
を
暗
記
し
'
教
師
の
講
義

を
筆
記
し
、
テ
ス
ト
に
上
手
に
解
答
す
る
こ
と
が
高
-
評
価
さ

れ
る
学
校
・
効
率
的
に
上
手
に
教
え
る
教
師
)

・
学
校
だ
け
を
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
中
で
過
度
に
尊
重
す
る
教
育
風

土
・
「
余
分
な
こ
と
を
考
え
ず
に
し
っ
か
り
勉
強
さ
せ
る
」
進
学
校

「
言
葉
の
学
び
手
を
育
て
る
」
と
い
う
視
点

「
学
力
を
身
に
つ
け
る
能
力
」

「
自
ら
の
学
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
生
徒
を
育
成
す
る
こ

と
」
を
重
視

へ
と
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
担
当
の
問
題

七
ク
ラ
ス
。
国
語
科
七
名
。
内
担
任
五
名
。
四
月
一
日
に
校
務
分
掌
と
担

任
の
発
表
が
あ
っ
た
後
、
教
科
会
議
で
決
め
る
。
担
任
を
持
つ
学
年
中
心
。

1
ク
ラ
ス
は
な
る
ペ
-
複
数
で
受
け
持
つ
。
生
徒
と
の
向
き
不
向
き
'
成
績

の
偏
り
を
避
け
る
。
担
任
外
の
も
の
が
、
学
年
を
ま
た
が
っ
て
持
つ
。
今
年

三
年
の
理
系
四
ク
ラ
ス
は
四
単
位
を
一
人
で
も
っ
て
い
る
。

ウ
　
評
価
の
問
題

学
年
で
同
1
問
題
。
平
均
六
五
点
め
ど
。
選
択
を
し
た
場
合
に
'
ど
う
い

う
設
問
が
適
当
か
。
客
観
性
の
問
題
。

6
　
単
元
学
習
的
な
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
授
業

ア
　
単
元
学
習
の
原
理
的
特
徴

(
-
)
教
師
中
心
の
講
義
型
や
発
問
中
心
型
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

学
習
者
の
言
語
生
活
を
基
盤
と
し
、
そ
の
興
味
関
心
(
顕
在
へ
潜
在
)

と
社
会
的
要
請
と
の
接
点
に
単
元
学
習
は
組
織
さ
れ
る
。

(
2
)
興
味
関
心
の
み
に
基
づ
-
作
業
化
で
は
な
-
、
ど
の
よ
う
な
国
語
の

力
を
付
け
る
の
か
と
い
う
明
確
な
目
標
を
目
指
し
て
作
業
へ
活
動
が
組

織
さ
れ
る
。

(
3
)
教
科
書
を
順
次
扱
う
行
き
方
と
対
照
的
で
あ
る
。
教
科
書
を
包
み
込

む
よ
う
な
複
数
の
豊
か
な
、
個
に
即
し
た
教
材
の
発
掘
、
収
集
へ
組
織

が
決
め
手
に
な
る
。

(
4
)
全
員
に
同
じ
問
題
を
与
え
る
よ
う
な
画
一
的
授
業
と
は
縁
が
な
い
。
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個
を
生
か
す
た
め
に
、
目
標
を
重
層
的
に
と
ら
え
、
方
法
は
多
彩
に
用

意
さ
れ
る
。
特
に
方
法
に
つ
い
て
は
'
知
ら
ず
知
ら
ず
に
目
指
す
力
が

つ
-
よ
う
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
る
。

(
5
)
　
教
師
は
、
学
習
者
の
言
語
生
活
の
実
態
を
と
ら
え
る
力
や
言
語
文
化

に
関
す
る
幅
広
い
知
識
や
技
術
を
持
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

単
元
学
習
は
'
言
語
生
活
の
向
上
を
目
指
し
て
'
国
語
教
室
に
実
の
場
を

設
定
し
、
多
彩
な
教
材
資
料
を
駆
使
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
'
こ
れ
ま
で
述
べ
た
壁
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
総
合
単
元
学
習
を
取
り

入
れ
て
実
践
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
蹟
侍
す
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
単
元
学
習
の
精
神
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
広
め
て
い
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

イ
　
私
の
過
去
の
授
業
-
二
例

「
舞
姫
」
　
(
森
鴎
外
)

印
象
に
残
っ
て
い
る
。

ウ
　
自
分
た
ち
で
口
語
に
直
し
た
の
で
'
理
解
し
や
す
か
っ
た
。

エ
　
授
業
は
楽
し
-
、
グ
ル
ー
プ
単
位
で
休
み
時
間
も
作
業
し
て
い
た
。

オ
　
割
り
当
て
ら
れ
た
部
分
だ
け
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
前
後
を
読
ま

な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
'
十
分
よ
-
読
ん
だ
L
へ
　
と
て
も
た

め
に
な
っ
た
。

そ
の
原
因
を
私
な
り
に
分
析
し
て
み
る
と
へ

-
　
取
り
組
む
課
題
を
生
徒
自
身
が
選
択
し
た
。

2
　
班
ご
と
に
課
題
が
違
っ
て
い
た
。

3
　
場
所
が
図
書
室
で
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
で
き
た
。

4
　
班
の
中
で
相
談
し
な
が
ら
へ
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

a
　
朗
読
を
す
る

b
　
口
語
体
に
直
す

C
　
難
語
句
の
意
味
調
べ
を
す
る

d
　
作
者
に
つ
い
て
調
べ
る

e
　
紙
芝
居
を
作
る

1
　
試
験
問
題
を
作
る

g
　
劇
を
作
る

を
板
苦
し
へ
自
分
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
に
名
前
を
記
入
さ
せ
'
班
分
け
し
た
。

【
生
徒
の
感
想
】

ア
　
グ
ル
ー
プ
で
や
っ
た
の
は
楽
し
か
っ
た
け
ど
、
少
し
無
駄
な
時
間
が

あ
っ
た
。

イ
　
作
業
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
で
考
え
た
り
、
調
べ
た
り
し
た
こ
と
が

教
材
　
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集

(
「
国
語
王
I
」
三
省
堂
)
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a
　
教
科
書
の
和
歌
　
万
葉
集
九
首
　
古
今
集
九
首
　
新
古
今
集
九
首
を
'

そ
れ
ぞ
れ
範
読
し
た
後
へ
後
を
つ
け
て
読
ま
せ
る
。
各
自
読
み
返
し
'

好
き
な
歌
に
○
を
つ
け
る
。

b
一
人
一
人
が
取
り
組
む
課
題
を
決
め
、
方
法
を
考
え
る
。
必
要
な
者

は
図
雷
室
に
行
-
。

C
　
作
業
を
す
る
。
(
冬
季
休
業
中
)

d
　
自
己
評
価
票
を
つ
け
て
提
出
。

e
 
l
時
間
に
3
首
ず
つ
扱
い
へ
作
者
や
修
辞
法
、
鑑
賞
文
や
給
な
ど
関

係
し
た
物
が
あ
る
と
き
は
、
生
徒
に
発
表
し
て
も
ら
っ
た
。
(
該
当
す

る
物
が
な
け
れ
ば
、
教
師
が
補
足
。
)



【
生
徒
の
感
想
か
ら
】

ア
　
思
っ
て
い
た
よ
り
大
変
だ
っ
た
が
、
3
つ
の
資
料
を
見
て
、
調
べ
て

い
く
の
が
と
て
も
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
課
題
を
仕
上
げ
て

と
て
も
満
足
し
て
い
る
。

イ
　
教
科
書
の
恒
良
の
イ
メ
ー
ジ
と
違
っ
た
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
何
冊
か
本
を
見
て
へ
少
し
だ
け
だ
が
、
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ

り
へ
　
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

ウ
　
作
者
の
こ
と
を
調
べ
て
い
-
う
ち
に
'
す
ご
く
好
き
に
な
れ
た
。

エ
作
品
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
-
理
解
で
き
、
関
心
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

オ
　
ど
う
す
れ
ば
う
ま
-
絵
で
表
現
で
き
る
か
と
い
う
の
が
結
構
難
し
か
っ

た
。
で
も
仕
上
げ
た
後
は
と
て
も
充
実
し
た
気
持
ち
。
1
応
自
信
作
で
す
。

カ
　
A
M
4
時
ま
で
か
か
り
、
本
当
に
し
ん
ど
か
っ
た
O
で
も
最
後
の
所

を
雷
-
と
き
、
何
と
な
-
楽
し
か
っ
た
。
家
持
の
こ
と
な
ら
何
で
も
聞

い
て
-
れ
I
と
い
う
く
ら
い
に
で
き
た
。

キ
　
や
り
が
い
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た

ク
　
適
当
な
資
料
が
少
な
-
、
苦
労
し
た
。

●
資
料
　
配
布
プ
リ
ン
ト

①
三
つ
の
歌
集
の
特
徴
を
調
べ
て
'
一
覧
表
に
す
る
。

②
教
科
譜
の
い
く
つ
か
の
歌
を
例
に
挙
げ
て
、
調
べ
た
特
徴
が
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
、
説
明
す
る

課
題
B

①
教
科
古
の
歌
の
中
か
ら
、
自
分
の
1
番
好
き
な
歌
を
一
首
選

び
、
そ
の
歌
を
絵
で
表
現
す
る
。

②
絵
と
響
き
あ
う
鑑
貿
文
を
告
-
。

課
題
C

①
教
科
書
の
中
で
自
分
の
1
番
好
き
な
歌
人
を
選
ん
で
、
そ
の

人
や
作
品
の
傾
向
に
つ
い
て
調
べ
へ
紹
介
す
る
。

②
そ
の
人
の
歌
で
、
教
科
雷
に
載
っ
て
い
な
い
歌
を
、
三
首
あ

げ
る
。

○
形
式
は
す
べ
て
B
4
の
用
紙
1
枚
に
仕
上
げ
る
こ
と
。
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「
万
葉
集
」
　
「
古
今
集
」
「
新
古
今
集
」
に
つ
い
て

次
の
3
つ
の
課
題
の
中
か
ら
t
 
L
番
興
味
の
あ
る
物
、
や
り
が
い

を
感
じ
る
も
の
を
I
つ
選
ん
で
取
り
組
も
う
。

課
題
A

「
万
葉
集
」
「
古
今
集
」
「
新
古
今
集
」
課
題
自
己
評
価
票

-
　
選
ん
だ
課
馬
　
(
　
　
)

2
　
使
っ
た
資
料
　
雷
名

著
者
名

出
版
社
名

3
　
自
己
評
価

①
　
資
料
を
十
分
使
い
こ
な
し
た
か

1

　

　

A

 

B

 

C

②
　
調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
自
分
な
り
の
工
夫
を
し
た
か
。



1

　

　

A

 

B

 

C

③
　
わ
か
り
や
す
-
丁
寧
に
仕
上
げ
た
か

1

　

　

A

 

B

 

C

④
　
苦
心
し
た
と
こ
ろ
・
特
に
見
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ

(
3
行
　
記
述
欄
)

⑤
　
課
題
を
仕
上
げ
て
の
感
想

(
　
記
述
柵
　
)

2
行
　
記
述
欄

4
総
合
評
価
　
　
　
A

2
年
　
(
　
　
)
　
組
　
(

評
価
　
A
 
B
 
C

B

C

)
　
号
　
(

七
ク
ラ
ス
。
国
公
立
大
学
に
百
名
程
度
合
格
す
る
。
生
徒
は
大
学
進
学
を

目
指
し
て
入
学
し
て
い
る
も
の
が
八
割
。
も
う
じ
き
九
十
周
年
を
迎
え
る
。

イ
　
進
度
表
(
後
掲
資
料
1
、
参
照
)

ウ
　
授
業
の
実
際

▼
二
分
間
ス
ピ
ー
チ

授
業
の
始
め
に
、
二
分
間
ス
ピ
ー
チ
を
二
人
実
施
。
評
価
・
感
想
を
雷
-

時
間
ま
で
十
～
十
五
分
。

【
考
察
】
　
こ
れ
は
授
業
と
い
う
よ
り
も
課
題
の
出
し
方
で
あ
る
。
「
冬
休

み
に
や
っ
て
き
な
さ
い
」
と
い
う
場
合
も
、
複
数
の
課
題
を
立
て
て
そ
の
中

か
ら
生
徒
に
選
択
さ
せ
る
。
こ
れ
だ
け
で
生
徒
の
意
欲
に
大
き
な
違
い
が
表

れ
た
の
で
あ
る
。
予
想
以
上
で
あ
っ
た
。

私
は
'
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
選
択
・
創
作
　
(
自
己
表
現
)
・
達
成
感
」
と
し

た
い
。

7
　
今
年
度
の
取
り
組
み

ア
　
現
状

伊
万
里
高
校
に
勤
務
。
九
年
目
。
進
路
指
導
部
就
職
・
公
務
員
担
当
。
P

T
A
係
。
国
語
科
主
任
。
県
研
究
委
員
。
学
校
は
全
日
制
普
通
科
一
学
年

①
　
指
導
目
標

ア
　
「
二
分
間
ス
ピ
ー
チ
」
を
通
し
て
、
ス
ピ
ー
チ
に
自
信
や

関
心
を
持
た
せ
る
。

イ
　
話
材
や
話
し
方
の
技
術
を
学
ん
だ
後
へ
　
下
準
備
を
し
て
ス

ピ
ー
チ
を
さ
せ
る
。

ウ
　
ス
ピ
ー
チ
の
評
価
に
つ
い
て
各
自
が
向
上
す
る
よ
う
な
評

価
の
方
法
を
学
ば
せ
る
。

②
　
帯
単
元
と
し
て
、
各
時
間
の
最
初
に
実
施
す
る
。
発
表

順
は
-
じ
で
決
め
る
。

③
　
八
百
字
程
度
の
原
稿
を
書
き
、
提
出
。
ス
ピ
ー
チ
は
発
表
メ

モ
で
行
う
。

・
一
回
日
は
全
-
の
自
由
。

・
二
回
日
は
「
意
見
文
」
　
で
あ
れ
ば
'
題
は
自
由
。

④
一
回
に
二
名
実
施
。
担
当
者
は
事
前
に
題
と
氏
名
を
黒
板
右

側
に
書
い
て
お
く
。
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⑤
　
他
の
人
は
評
価
表
で
評
価
す
る
。
発
表
者
に
手
渡
し
、
発
表

者
は
後
で
自
己
評
価
・
原
稿
と
あ
わ
せ
て
、
指
導
者
に
提
出
す

る
。

○
ス
ピ
ー
チ
向
上
評
価
表

・
教
師
が
聞
き
た
い
箇
所
も
加
え
て
、
一
覧
表
(
後
掲
資
料
2
)

に
し
、
斑
ご
と
に
割
り
当
て
た
。
班
ご
と
に
話
し
合
い
、
班
と

し
て
の
統
一
見
解
を
出
す
　
(
二
時
間
)
0

・
段
落
ご
と
に
指
名
読
み
し
、
含
ま
れ
て
い
た
疑
問
点
に
つ
い
て

発
表
す
る
　
(
発
表
の
手
引
き
へ
後
掲
資
料
3
)
。
前
後
の
班
が

質
問
し
た
り
、
同
意
し
た
り
す
る
　
(
四
時
間
)
0

・
確
認
問
題
を
し
、
ノ
ー
ト
に
整
理
す
る
　
二
時
間
)
0

・
(
作
者
に
対
す
る
反
論
を
考
え
る
。
)

※
班
の
編
成

1
回
目
は
番
号
順
の
座
席
で
組
み
合
わ
せ
。
二
回
目
は
班
長
も
含
め
て
、

く
じ
で
決
定
。

▼
表
現
、
創
作
へ

書
か
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
-
0

252

・
短
詩
形
の
創
作
。
(
期
末
考
査
十
点
分
と
す
る
)

・
七
月
に
中
学
校
の
先
生
へ
の
近
況
報
告
を
書
か
せ
た
。

▼
教
科
書
を
使
っ
て

残
り
の
時
間
で
授
業
。
一
学
期
現
代
文
は
評
論
二
編
。
中
間
考
査
ま
で
に

「
若
い
人
た
ち
へ
の
手
紙
」
期
末
考
査
ま
で
に
「
理
解
と
誤
解
」
　
(
尚
学
図

書
国
　
語
-
)
0

・
通
読
後
に
疑
問
点
を
各
自
出
す
　
二
時
間
)
0

エ
　
授
業
の
感
想

・
中
学
校
ま
で
の
国
語
の
授
業
と
違
っ
て
'
自
分
た
ち
で
出
し
合
っ
た
疑

問
点
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
発
表
で
解
い
て
い
-
方
法
は
'
自
分
で
調

べ
る
意
欲
も
わ
く
L
へ
　
と
て
も
い
い
。
こ
れ
か
ら
も
析
極
的
に
授
業
に

取
り
組
み
た
い
。



・
現
代
文
は
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
り
'
発
表
し
た
り
す
る
授
業
だ
か

ら
'
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
最
近
で
は
発
表
の
仕
方
も
よ
-
わ
か
っ
て

き
た
。
そ
れ
に
毎
回
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
へ
　
み
ん
な
の
い
ろ
い
ろ
な
意
見

が
開
け
て
お
も
し
ろ
い
。

・
今
の
授
業
の
や
り
方
は
楽
し
い
な
と
思
う
。
同
じ
文
章
で
も
人
が
た
-

さ
ん
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
別
の
意
見
が
出
て
-
る
か
ら
だ
。
こ
ん
な
授

業
だ
と
長
-
感
じ
な
い
。
ず
っ
と
こ
ん
な
授
業
だ
っ
た
ら
い
い
と
思
う
。

・
僕
は
今
の
授
業
の
や
り
方
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
。
話
の
方
に
夢
中

に
な
り
'
実
際
は
あ
ま
り
充
実
し
て
い
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。
そ
れ
と

僕
に
は
あ
ま
り
内
容
が
つ
か
め
な
い
。

・
高
校
は
自
分
で
何
で
も
考
え
る
所
な
ん
だ
と
思
っ
た
。

(
佐
賀
県
立
伊
万
里
高
校
)
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理解と誤解　疑同点プリント
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tHa
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8(必粟なは韓)とは例えばどんなも

のか'

9r不意に】の拝の意味を托せ

12rその雷をめぐる多くの情鞍の脈絡
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3班の人は'3、13、mco・・・-53を'発表する。

○何番の　r--)　という間眉について、発表します'

私たちの班では　r--」　という答えになりました'

これは　(広辞苑で調べて　　　に聞いて・教科書の-　を基にして)　まとめ

ました.

前後の甥に質問か'確艶をする。

3班の人は2班と4班にする。

3班は2'12、32、

4も　14、34、-・・・質問か確認担当の分

1斑は、2班と10班に質問か確比'10班は1班と9班に

○　私たちの班でも'何班と同じ答えになりま~した.さっきの答えでいいと思

います.　(確琵)

○　私たちの班は大体同じですが、「-IJ　と付け加えた方がいいと思います。

何班どうですか.　(付け加え)

◎何故のいうとおりですのでt rI...J　と付け加えてください。

◎私たちの答えのままがいいと思います?　それi!　r-　　だからです。

他の班はどちらがいいと思いますか。何班お顔いします.

'◎すみません'すぐに答えが出ないので、検付させても.Jつて'次の時

間にお答えします。

○　私たちの班は大体同じですがも　r-　j　の部分はr-・・・」とした方がいい

と思います。何班どうですか。(1郎訂正)

○　私たちの班は「・・-こという答えになりました'

これは　(広辞苑で調べて-　に聞いて・教科書の　　を基にして)まとめ

ました'何班どうですか'　(訂正)

○　発表の中のr jといヶ部分がよくわかりませんでした。すみませんが'

もう一度説明をお顔いします'(質問)

現代文投票の流れ・

6
　
5
　
4
　
3
　
2
 
1スピーチ　(増と名前を黒板に書いておく)

一段落を読ませる.(番号順に指名`形式段落一段ずつ)

班の発表

発表に対する応答(放球・質問・訂正・付け加え)

答えの独定

次の間鰭へ進む

全知沈み終わって~から・筆者に対する反論文を考えてみましょう。




