
【
研
究
協
議
会
の
ま
と
め
】

「
国
語
科
単
元
学
習
」
　
の
可
能
性

-
生
き
て
働
-
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
生
み
出
す
た
め
に
-

ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
育
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
提
唱
す
る

「
対
話
と
し
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
論
(
A
p
p
l
e
b
e
e
.
A
.
N
.
,
C
u
r
r
i
c
u
l
u
m

a
s
C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
,
T
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
,
1
9
9
6
)
は
、
学

習
を
切
り
開
い
て
い
-
た
め
の
根
本
問
題
を
多
角
的
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
の

論
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

○
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
知
識
で
は
な
く
て
'
あ
る
状
況
の
な
か
で
生
き

て
働
-
知
識
の
獲
得
を
。

○
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
相
互
肥
沃
化
　
(
お
互
い
が
お
互
い
を
豊
か
に
し
て
い

-
こ
と
)
　
を
促
進
す
る
こ
と
。

○
学
習
者
が
本
気
で
取
り
組
む
殺
良
の
経
験
を
創
造
し
て
い
-
こ
と
。

〇
個
入
内
の
活
動
と
個
人
間
の
活
動
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
。

こ
れ
が
'
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
構
成
主
義
(
s
o
c
i
a
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
i
s
m
)
」

の
立
場
か
ら
為
さ
れ
た
指
摘
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
が
'
そ
の

よ
う
な
「
主
義
」
　
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
'
「
単
元
学
習
」
を
成
立
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
何
か
を
探
る
も
の
た
り
え
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。

山
　
元
　
隆
　
春

こ
の
夏
の
研
究
協
議
に
登
増
し
た
三
人
の
報
告
者
の
実
践
報
告
は
、
い
ず

れ
も
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
示
し
た
学
習
の
「
構
成
」
　
に
関
す
る
指
摘
に
響
き
合

う
と
こ
ろ
が
少
な
-
な
か
っ
た
。
高
等
学
校
に
お
け
る
「
国
語
科
単
元
学
習
」

の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
こ
と
は
'
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
学
習
を
構
成
し
、
活

性
化
す
る
条
件
を
明
る
み
に
出
す
営
み
な
の
で
あ
る
。

一
学
習
者
に
と
っ
て
「
最
良
の
経
験
」
と
し
て
の
読
み
を
創
造
す

る
こ
と

金
子
直
樹
氏
の
報
告
は
'
古
典
作
品
に
対
し
て
学
習
者
が
生
み
出
し
た
反

応
に
焦
点
を
当
て
た
実
践
報
告
で
あ
っ
た
。
金
子
氏
の
学
習
実
践
に
お
い
て

重
要
な
の
は
、
学
習
者
が
古
典
作
品
と
の
対
話
の
末
に
生
み
出
し
た
「
読
み
」

の
進
展
・
展
開
を
い
ざ
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
荒
木
繁
氏
の
実
践
報
告
を
出
発
点
と
し
へ

日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
で
論
議
さ
れ
た
「
問
題
意
識
喚
起
の
文
字
数
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育
」
論
争
の
中
心
課
題
と
も
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
'
学
習
者
側
の

古
典
作
品
と
の
対
話
を
学
習
指
導
の
中
心
に
す
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
'
学
習
指
導
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
金
子
氏
自
身
の
内
に
抱
か

れ
た
各
々
の
作
品
に
対
す
る
見
方
が
、
学
習
の
方
向
性
を
決
定
す
る
重
い
条

件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
の
見
方
を
大
切
に

し
な
が
ら
も
な
お
、
学
習
者
に
と
っ
て
の
「
最
良
の
経
験
」
と
し
て
教
室
で

の
古
典
作
品
の
読
み
が
営
ま
れ
る
こ
と
を
金
子
氏
が
目
指
し
て
い
る
こ
と
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
金
子
氏
の
報
告
資
料
の
末
尾
「
E
　
よ
り
よ
い
単
元
構
成

の
た
め
に
」
　
に
は
次
の
よ
う
な
諸
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
-
)
　
教
材
の
選
定
へ
　
配
列
の
工
夫

I
指
導
者
の
好
み
に
よ
る
窓
意
と
、
学
習
目
標
に
照
ら
し
て
の
必
然

と
の
か
ね
合
い

(
中
略
-
山
元
)

(
2
)
　
ま
と
め
の
作
業
の
工
夫

-
読
解
と
表
現
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
作
業
の
明
確
化
、
意
識
化

(
3
)
　
授
業
形
態
の
工
夫

-
学
習
活
動
の
個
別
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
深
ま
り
・
拡
が
り
と
'
水

準
化
・
統
合
と
の
か
ね
合
い

(
4
)
　
授
業
の
ね
ら
い
、
学
習
指
導
の
工
夫

こ
の
う
ち
　
(
-
)
　
か
ら
　
(
3
)
　
の
「
-
」
以
降
に
記
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が

こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
-
)
　
で
は
教
師
側
の
意
図
と
、
学

習
者
側
の
学
習
目
標
と
の
関
係
が
問
わ
れ
、
そ
の
な
か
で
学
習
す
る
上
で
の

必
然
性
を
持
た
せ
た
教
材
の
「
選
定
、
配
列
」
の
必
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。

(
2
)
　
で
は
古
典
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
と
'
そ
れ
を
も
と
に
し
て
表
現
活

動
を
営
ん
で
い
-
上
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
活
動
や
作
業
を
営
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
学
習
者
側
の
意
識
を
明
碇
な
も
の
に

し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
(
3
)
　
で
は
'
学
習

者
の
個
人
内
で
営
ま
れ
る
学
習
の
深
化
・
拡
充
が
'
個
人
間
で
の
相
互
作
用

と
交
流
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
問

い
か
け
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
　
金
子
氏
の
報
告
は
、
古
典
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
が
、

学
習
者
に
と
っ
て
「
最
良
の
経
験
」
に
な
る
た
め
に
「
単
元
学
習
」
が
果
た

す
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

〓
　
人
間
と
し
て
の
発
達
の
中
で
の
国
語
学
力
の
発
達

中
島
元
昭
氏
の
報
告
は
、
「
人
間
的
発
達
の
総
体
の
中
で
国
語
学
力
を
発

達
さ
せ
る
た
め
」
　
に
国
語
科
単
元
学
習
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、

国
語
竪
冗
学
習
成
立
の
た
め
の
諸
条
件
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
島
氏

は
当
日
の
発
表
の
な
か
で
'
「
総
合
単
元
学
習
」
　
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の

「
留
意
点
」
と
し
て
次
の
四
点
を
掲
げ
て
い
る
。

ア
　
単
花
の
学
習
課
題
が
学
習
者
の
「
や
り
た
い
こ
と
」
に
な
っ
て
い
る
か
。

イ
　
必
要
な
情
報
(
た
と
え
ば
、
新
関
・
雑
誌
・
図
告
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
、
話
し
合
い
の
能
力
や
発
表
の
能
力
な
ど
)

エ
　
総
合
型
冗
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
、
使
用
す
る
資
料
の
す
べ
て
に
目
が
通
し
て
あ
る
こ
と
)
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オ
　
学
習
者
に
応
じ
た
個
別
指
導
が
で
き
る
か
。

学
習
者
の
側
の
「
や
り
た
い
こ
と
」
を
中
心
に
据
え
な
け
れ
ば
、
学
習
を

展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
の
動
機
づ
け
が
著
し
-
弱
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
学
習
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
人
の
力
を

伸
ば
す
学
習
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
学
習
者
の
能
動
的

な
姿
勢
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
中
島
氏

の
な
か
に
は
あ
る
。
中
島
氏
の
場
合
、
こ
の
五
つ
の
「
留
意
点
」
を
導
き
出

す
根
底
に
あ
る
の
が
、
当
日
の
報
告
資
料
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
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
-
」
た
め
の
「
原

則
」
で
あ
る
。

ア
　
言
語
に
よ
る
理
解
や
表
現
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
は
'
「
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
、
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
・
雷
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
-
'
そ
の
よ
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
、
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
な
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
。

中
島
氏
の
「
原
則
」
は
、
あ
-
ま
で
も
人
と
人
と
が
出
会
う
「
場
」
　
の
な

か
で
'
「
言
語
」
　
に
関
す
る
生
き
て
働
-
知
識
を
学
習
者
の
も
の
に
し
て
い

-
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
知
識
」
が
学
習
者
の

内
部
に
必
然
性
を
伴
っ
た
生
き
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
学
習
と
し

て
「
総
合
単
元
学
習
」
が
必
要
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
　
《
こ
と
ば
の
力
》
の
体
系
の
把
捉
と
重
層
的
な
単
元
学
習
の
構
想

片
桐
啓
恵
氏
の
研
究
報
告
は
'
氏
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
授
業
実
践
に
基
づ

き
な
が
ら
、
「
単
元
学
習
」
　
の
原
理
を
的
確
に
集
約
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

当
日
の
資
料
の
l
枚
目
に
は
'
次
の
よ
う
に
「
単
元
学
習
」
成
立
の
七
つ
の

条
件
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

I
へ
単
元
学
習
の
必
要
条
件
は
、
言
語
活
動
が
明
確
な
目
標
の
も
と
に
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
、
主
題
単
元
に
必
要
な
の
は
'
大
き
な
抽
象
的
な
テ
ー
マ
で
は
な
く
へ

独
自
の
切
り
込
み
ロ
　
(
-
キ
ー
ワ
ー
ド
の
設
定
)
0

3
、
言
語
活
動
と
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
ら
へ
　
そ
れ
が
実
現
で
き
る
教
材
を

集
め
る
。

4
、
単
元
学
習
は
単
発
で
は
本
来
の
機
能
を
果
た
さ
な
い
。
1
「
重
層
的

単
元
学
習
構
想
」
　
の
必
要
性
。

5
、
単
元
学
習
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
が
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
情
報

交
換
の
場
づ
-
り
　
(
現
場
サ
ー
ク
ル
な
ど
)
　
が
必
要
。

6
、
教
師
自
身
が
多
様
な
言
語
活
動
を
体
験
し
て
い
な
け
れ
ば
、
単
元
学

習
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
。
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7
、
教
室
の
中
だ
け
に
お
さ
ま
ら
な
い
生
徒
た
ち
1
人
1
人
の
空
し
と
ば

の
力
〉
の
育
ち
方
を
'
さ
り
げ
な
-
見
守
り
続
け
る
こ
と
が
、
教
室
で

の
単
元
学
習
実
践
に
還
っ
て
く
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
単
元
学
習
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
大
切
な
条
件

で
あ
る
。
「
単
元
学
習
」
を
全
う
す
る
た
め
に
私
た
ち
が
何
を
為
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
'
実
に
的
確
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

と
-
に
右
の
　
「
4
」
な
い
し
「
7
」
　
に
関
わ
っ
て
'
片
桐
氏
は
「
単
元
学

習
」
　
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
学
習
者
の
空
)
と
ば
の
力
》
を
育
て
て
い
-
の

か
と
い
う
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
空
し
と
ば

の
力
》
　
の
問
題
に
関
わ
っ
て
、
片
桐
氏
は
「
空
し
と
ば
の
力
》
　
の
積
み
上
げ

は
'
螺
旋
状
的
か
つ
網
の
目
的
」
　
で
あ
る
と
述
べ
へ
　
「
重
層
的
単
元
学
習
構

想
」
　
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
協
議
会
当
日
の
報
告
資
料
に
詳
述
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
片
桐
氏
は
、
「
空
し
と
ば
の
力
》
の
体
系
」
　
の
モ
デ
ル
を
構
築
し

な
が
ら
、
《
こ
と
ば
の
力
》
を
育
て
る
学
習
構
想
を
具
体
化
し
、
そ
の
重
要

性
を
明
確
に
し
た
。

四
　
「
国
語
科
単
元
学
習
」
　
の
可
能
性

今
回
の
協
議
会
に
お
け
る
三
者
の
報
告
は
、
い
ず
れ
も
「
国
語
科
単
元
学

習
の
可
能
性
」
を
考
え
て
い
-
た
め
の
重
要
な
論
点
を
提
出
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。ま

ず
へ
　
三
者
と
も
に
、
「
学
習
者
」
　
の
内
部
で
'
あ
る
い
は
「
学
習
者
」

の
間
で
営
ま
れ
る
何
か
、
を
見
つ
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
保
つ
こ
と
を

重
要
な
こ
と
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
も

の
で
あ
れ
、
学
習
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
が
'
と
り
わ

け
「
国
語
科
単
元
学
習
」
と
い
う
方
法
を
と
る
場
合
に
盃
要
な
問
題
と
し
て

浮
か
び
上
が
っ
て
-
る
。
と
い
う
の
も
、
「
国
語
科
単
元
学
習
」
が
学
習
者

の
側
に
何
ら
か
の
「
総
合
化
」
を
求
め
る
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
単
元
学

習
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
な
か
で
め
ざ
さ
れ
る
「
総
合
」
と
は
、
け
っ
し
て

教
材
　
(
学
習
材
)
　
の
配
列
・
選
択
上
の
総
合
で
は
な
い
。
あ
-
ま
で
も
学
習

者
の
内
で
あ
る
い
は
間
で
営
ま
れ
る
総
合
の
あ
り
方
が
そ
こ
で
は
常
に
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
　
そ
の
よ
う
な
学
習
者
側
の
「
総
合
」
　
の
あ

り
方
は
一
様
で
は
な
い
。
教
師
の
側
が
想
定
す
る
総
合
の
あ
り
方
と
'
学
習

者
側
が
実
際
に
営
む
総
合
の
あ
り
方
は
多
く
の
場
合
食
い
違
う
。
そ
れ
は
'

教
師
の
側
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
テ
ー
マ
と
学
習
者
各
々
が
抱
-
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
:
7
1
マ
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
し
、
ま
た
学
習
者
側
の
総
合

す
る
力
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
学

習
者
側
の
総
合
に
至
る
す
じ
み
ち
を
ど
の
よ
う
に
見
据
え
て
'
価
値
づ
け
て

い
-
の
か
と
い
う
こ
と
が
　
「
国
語
科
単
元
学
習
」
　
の
成
果
を
左
右
す
る
こ
と

に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
'
三
人
の
報
告
者
が
共
通
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
問
題
に
'
「
教

師
の
力
立
」
の
問
題
が
あ
る
.
金
子
氏
が
指
導
の
「
工
夫
」
と
し
て
掲
げ
て

い
た
諸
点
'
中
島
氏
が
総
合
単
元
学
習
成
立
の
条
件
の
1
　
つ
と
し
て
取
り
上

げ
て
い
た
「
指
導
で
き
る
だ
け
の
力
丑
」
を
教
師
の
側
が
そ
な
え
て
い
る
か

ど
う
か
の
問
題
、
片
桐
氏
の
言
う
「
情
報
交
換
の
場
づ
-
り
」
及
び
「
教
師

の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
　
の
必
要
性
の
問
題
へ
　
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
'
「
力
完
」
が
な
け
れ
ば
「
国
語
科
単
元
学
習
」
は
で
き
な
い
'
な
ど
と

言
っ
て
み
て
も
、
こ
の
際
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
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を
自
覚
し
た
上
で
、
な
お
こ
の
学
習
方
法
に
「
可
能
性
」
を
兄
い
だ
そ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
'
「
力
量
」
を
形
成
し
て
い
-
要
因
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
分
析
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
。
三
人
の
報
告
者
の
報
告
は
い
ず
れ
も
豊
か

な
実
践
を
背
景
に
し
て
お
り
へ
　
そ
の
点
で
こ
の
協
議
会
自
体
が
、
「
国
語
科

単
元
学
習
」
　
の
姿
を
描
き
、
そ
の
「
可
能
性
」
を
求
め
る
た
め
の
恰
好
の

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
参
会

者
の
各
自
が
自
ら
の
「
国
語
科
単
元
学
習
」
成
立
の
た
め
の
思
い
を
そ
れ
ぞ

れ
に
描
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
再
び
'
学
会
の
席
上
で
あ
る
い
は
他
の
場
所

で
そ
の
成
果
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
教
師
の
力
量
」
と
い
う
問

題
は
、
実
は
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
て
い
-
性
格
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
o
も
し
も
「
力
量
」
を
教
師
個
人
の
問
題
と
し
て
し
ま
え

ば
'
あ
る
い
は
限
界
に
つ
き
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

中
島
氏
が
報
告
の
中
で
「
単
元
学
習
の
短
所
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

荷
が
重
す
ぎ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
へ
　
と
い
う
思
い
が
生
じ
る
こ

と
す
ら
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
教
師
の
力
量
」
　
に
は
、
各
々
の
実
践
を
交
換

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
へ
自
ら
実
践
し
、
再
び
交
換
し
合
い
-
‥
と
い
う

サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
各
自
の
も
の
と
な
っ
て
い
-
部
分
も
少
な
-
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
の
重
要
性
を
、
三
人
の
報
告
は
教
え
る
。

片
桐
氏
が
「
〈
こ
と
ば
の
力
〉
の
体
系
」
と
し
て
'
金
子
氏
が
「
学
習
活

動
の
個
別
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
深
ま
り
・
拡
が
り
と
、
水
準
化
・
統
合
と
の

か
ね
合
い
」
と
し
て
、
中
島
氏
が
「
人
間
的
発
達
の
総
体
の
中
で
国
語
の
学

力
の
発
達
を
は
か
」
　
る
こ
と
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
述
べ
て
い
た
こ
と
は
'

「
国
語
科
単
元
学
習
」
が
必
要
と
な
る
根
拠
と
し
て
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と

で
あ
る
。
総
合
し
て
い
-
な
か
で
個
人
の
能
力
が
伸
び
、
集
団
に
お
け
る
交

流
の
な
か
で
個
人
の
能
力
が
深
ま
り
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
そ
の
こ
と
を
'

三
人
の
報
告
者
は
各
自
の
「
国
語
科
学
冗
学
習
」
実
践
の
営
み
の
な
か
で
求

め
、
あ
る
い
は
実
感
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
桐
氏
の
言
葉
を

借
り
る
と
、
「
重
層
的
」
　
に
展
開
さ
れ
る
学
習
の
中
で
い
か
な
る
空
し
と
ば

の
力
》
を
ど
の
よ
う
に
学
習
者
の
も
の
と
し
て
い
-
の
か
と
い
う
こ
と
を
見

極
め
て
い
-
こ
と
が
壷
要
な
の
で
あ
る
。
学
習
者
の
こ
と
ば
の
力
が
こ
れ
ま

で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
へ
　
現
在
は
ど
う
で
あ
る
か
'
こ
れ
か

ら
ど
の
よ
う
に
形
作
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
へ
と
い
う
見
通
し
な
り
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
な
り
を
抱
き
な
が
ら
構
想
さ
れ
る
も
の
が
単
元
学
習
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ

は
こ
と
ば
を
と
お
し
て
人
を
育
て
る
学
習
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
ろ
う
。

単
元
学
習
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
招
-
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

学
習
者
の
「
学
ぼ
う
」
と
す
る
志
を
核
に
し
て
、
こ
と
ば
の
文
化
と
対
話
・

対
決
さ
せ
な
が
ら
へ
学
習
が
展
開
さ
れ
'
学
習
者
の
手
元
に
自
ら
築
い
た
成

果
が
残
さ
れ
続
け
る
限
り
、
「
国
語
科
学
冗
学
習
」
は
学
び
手
を
育
て
、
人

を
育
て
て
い
-
「
方
法
」
と
し
て
の
「
可
能
性
」
を
開
き
続
け
る
。

(
広
島
大
学
)
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