
国
語
科
授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
言
に
関
す
る
考
察

-
　
大
学
生
に
よ
る
国
語
科
授
業
の
回
想
を
手
が
か
り
と
し
て
　
-

l
　
は
じ
め
に

国
語
科
授
業
に
お
い
て
、
教
師
が
自
ら
の
体
験
談
を
学
習
者
に
語
る
こ
と

が
あ
る
。
守
田
　
(
二
〇
〇
〇
)
　
で
は
、
こ
の
行
為
に
つ
い
て
へ
　
教
材
を
学
習

者
に
媒
介
す
る
指
導
書
と
し
て
そ
の
働
き
を
単
純
に
規
定
で
き
な
い
こ
と
を

述
べ
た
。
具
体
的
に
は
、
教
師
に
よ
る
体
験
談
の
語
り
を
(
語
り
)
と
定
義

し
、
授
業
に
お
い
て
(
語
り
)
が
登
場
す
る
場
面
　
(
中
学
校
に
お
け
る
古
典

の
授
業
の
1
場
面
)
　
を
分
析
・
考
察
し
た
。
そ
の
上
で
、
学
習
者
に
と
っ
て

は
、
(
語
り
)
が
経
験
を
共
有
し
な
い
他
者
と
し
て
の
教
師
と
の
関
係
を
媒

介
し
、
そ
の
関
係
に
お
け
る
学
び
を
成
立
さ
せ
る
契
機
と
な
る
可
能
性
を
指

摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
は
'
授
業
を
観
察
す
る
立
場
か
ら
の
推
測
に

過
ぎ
ず
、
学
習
者
の
立
場
か
ら
教
師
の
指
導
言
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と

が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。

(
I
)

さ
て
、
稿
者
の
手
元
に
'
大
学
生
十
一
名
が
記
し
た
'
小
学
校
か
ら
高
等

学
校
に
か
け
て
各
自
が
受
け
て
き
た
国
語
科
授
業
を
回
想
す
る
記
述
　
(
題
目

は
「
国
語
の
授
業
の
思
い
出
」
)
　
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
を
分
析
・
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
学
習
者
に
近
い
立
場
か
ら
、
教
師
の
指
導
書
の

(
2
)

働
き
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
へ
　
こ
の
想
定
を

守
　
田
　
庸
一

拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
へ
指
導
言
が
発
せ
ら
れ
る
国
語
科
授
業
観
に
つ
い
て

も
示
唆
を
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。

た
だ
し
'
授
業
を
受
け
て
か
ら
時
を
経
た
大
学
生
が
記
憶
に
よ
っ
て
記
し

た
数
少
な
い
記
述
を
研
究
の
対
象
と
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
先
に
記
し
た

守
田
　
(
二
〇
〇
〇
)
　
に
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本

稿
は
'
守
田
　
(
二
〇
〇
〇
)
　
の
継
続
、
発
展
で
あ
る
が
、
今
後
へ
　
学
習
者
の

立
場
か
ら
教
師
の
指
導
書
を
実
証
的
に
把
握
す
る
た
め
の
予
備
考
察
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
授
業
に
関
す
る
記
憶
の
記
述
を
対
象
と
す
る
研

究
の
方
法
に
つ
い
て
も
'
試
行
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

〓
　
国
語
科
授
業
の
回
想
に
記
さ
れ
た
教
師
の
指
導
言
の

分
析
と
考
察

二
・
一
教
材
を
学
習
者
に
媒
介
す
る
指
導
言

授
業
と
は
教
師
が
1
定
の
教
材
を
子
ど
も
・
集
閲
に
伝
え
る
=
媒
介
す

る
作
用
だ
と
い
え
る
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
教
材
が
実
在
し
て
い
て
も
、
そ

れ
が
自
動
的
に
子
ど
も
・
集
団
に
伝
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
材
は
教
師
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の
教
材
解
釈
=
分
析
に
は
じ
ま
る
1
連
の
指
導
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
子
ど

も
・
集
団
に
「
媒
介
」
　
(
V
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
)
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
-

稿
者
)
教
師
は
習
得
過
程
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を

人
類
文
化
の
世
界
に
導
い
て
い
-
媒
介
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
'
授
業
に
お
け
る
教
師
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
を

r
媒
介
的
指
導
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
吉
本
、
7
九
八
7
)

国
語
科
授
業
に
お
け
る
「
媒
介
的
指
導
」
を
示
唆
す
る
記
述
を
、
次
に
引

用
す
る
。
(
以
下
へ
　
国
語
科
授
業
を
回
想
し
た
記
述
を
示
す
が
'
そ
れ
ぞ
れ

の
引
用
に
お
け
る
最
初
の
番
号
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。
)

①
高
校
の
国
語
(
特
に
古
典
)
　
は
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
教
え
て
も
ら
っ

た
作
品
名
や
内
容
も
、
(
完
ぺ
き
じ
ゃ
な
い
け
ど
)
　
覚
え
て
い
ま
す
。
先

生
の
説
明
の
仕
方
が
上
手
で
'
内
容
が
よ
-
分
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

こ
の
記
述
で
は
'
「
先
生
の
説
明
」
　
の
内
容
は
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
教
師
の
説
明
が
'
教
材
　
(
「
古
典
」
)
　
を
学
習
者
に
媒
介
す
る
機
能
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
は
看
取
で
き
る
。
教
師
の
指
導
言
が
'
教
材
と
彼
ら
を

結
ぶ
媒
介
的
指
導
言
と
し
て
の
働
き
を
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
記
述
で

あ
る
。
先
に
引
用
し
た
吉
本
(
1
九
八
1
)
　
に
あ
る
よ
う
に
'
国
語
科
授
業

に
お
け
る
媒
介
者
と
し
て
の
教
師
の
役
割
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

G
>

二
・
二
　
学
び
を
も
た
ら
す
教
材
と
し
て
の
指
導
言

国
語
科
授
業
に
お
い
て
は
、
教
材
を
学
習
者
に
媒
介
す
る
に
と
ど
ま
ら
な

い
教
師
の
営
み
が
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
回
想

が
あ
る
。

②
私
の
心
に
残
っ
て
い
る
「
国
語
の
授
業
」
は
、
小
学
校
の
時
の
「
一
つ
の

花
」
の
授
業
で
す
。
当
時
感
受
性
の
強
か
っ
た
　
(
か
も
し
れ
な
い
)
　
私
は
、

先
生
の
範
読
を
聞
い
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
と
に
か
-
私
は
か
戦

争
モ
ノ
″
に
弱
-
、
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
へ
　
(
マ
マ
)
-
」

や
、
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
-
り
」
も
感
涙
も
の
で
し
た
。
あ
の
こ
ろ

の
私
は
、
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
〟
戦
争
モ

ノ
″
を
中
心
に
.
今
思
う
と
'
あ
の
時
私
が
泣
い
た
こ
と
の
要
因
の
1
に

は
、
先
生
の
範
説
が
上
手
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

決
し
て
大
げ
さ
で
は
な
い
の
に
'
し
み
じ
み
と
し
た
心
に
染
み
渡
る
よ
う

な
範
読
。
滑
舌
の
悪
い
私
で
す
が
、
い
つ
か
あ
ん
な
範
託
を
し
て
み
た
い

も
の
だ
t
　
と
思
い
ま
す
。

「
先
生
の
範
託
」
は
、
「
1
つ
の
花
」
　
(
教
材
)
　
を
「
私
」
　
(
学
習
者
)
　
に

媒
介
す
る
。
し
か
し
へ
　
こ
の
と
ら
え
方
で
は
、
「
1
　
つ
の
花
」
と
「
私
」
　
の

関
係
の
中
で
の
み
、
「
私
」
　
の
泣
い
て
し
ま
う
ほ
ど
の
感
動
が
生
じ
た
こ
と

に
な
る
。
右
の
引
用
で
「
私
」
自
身
が
記
す
よ
う
に
、
「
あ
の
時
私
が
泣
い

た
こ
と
の
要
因
の
二
と
し
て
「
先
生
の
範
読
が
上
手
だ
っ
た
こ
と
」
も
挙

げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
回
想
さ
れ
て
い
る
授
業
の
1

場
面
で
は
、
教
材
と
学
習
者
の
関
係
に
加
え
て
へ
　
教
師
　
(
厳
密
に
は
、
「
先
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生
の
範
読
」
)
　
と
学
習
者
の
関
係
も
成
立
し
て
お
り
'
こ
の
関
係
の
成
立
も

ま
た
、
学
習
者
の
感
動
が
産
ま
れ
る
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

学
習
指
導
に
資
す
る
教
師
の
表
現
行
為
で
あ
る
範
読
は
う
指
導
吉
の
1
つ

(
-
1

の
あ
り
方
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
へ
②
の
回
想
は
'

教
師
の
範
託
が
、
教
材
と
学
習
者
を
結
ぶ
媒
介
以
上
の
働
き
を
持
ち
う
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
へ
教
師
の
指
導
言
が
'
教
材
を
学
習
者
に
媒

介
す
る
だ
け
の
透
明
な
存
在
と
し
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る

の
で
あ
る
。
教
科
容
に
記
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
　
(
こ
こ
で
は
'
「
一
つ
の

花
」
)
　
だ
け
で
は
な
-
、
教
師
の
指
導
言
(
こ
こ
で
は
、
範
読
)
　
も
ま
た
へ

学
習
者
に
と
っ
て
は
学
び
を
も
た
ら
す
テ
ク
ス
ト
、
教
材
と
な
り
う
る
存
在

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
二
二
　
授
業
の
主
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
学
び
を
生
起
さ
せ
る
指
導
言

①
「
先
生
の
説
明
」
お
よ
び
②
「
先
生
の
範
読
」
は
'
教
師
自
身
の
読
み

に
基
づ
い
て
い
る
。
教
師
の
読
み
は
'
教
材
と
教
師
の
関
係
の
中
で
産
ま
れ

る
。
つ
ま
り
、
①
・
②
の
指
導
吉
は
、
教
材
と
教
師
の
関
係
の
成
立
を
前
提

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
授
業
の
主
文
脈
は
教
材
を
読
む
こ
と
で

あ
り
、
教
師
の
指
W
l
言
は
、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
へ
授

業
に
お
い
て
は
、
授
業
の
主
文
脈
を
意
識
し
て
発
せ
ら
れ
た
指
導
言
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
'
そ
れ
が
教
材
と
の
関
係
を
前
提
と
し
な
い
た
め
に
、
そ
の

指
導
言
を
契
機
と
し
て
授
業
の
主
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
学
び
が
産
ま
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
次
の
二
つ
の
記
述
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。

③
小
学
校
の
と
き
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
た
の
に
作
業
し
な

い
子
が
い
た
。
そ
の
と
き
先
生
が
皆
で
7
緒
に
す
る
よ
う
に
言
い
、
し
ぶ

し
ぶ
私
は
(
私
本
人
だ
っ
た
か
別
の
子
だ
っ
た
か
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
)

「
じ
ゃ
あ
い
れ
て
あ
げ
る
」
と
誘
っ
た
。
先
生
は
そ
の
こ
と
ば
を
聞
き

「
し
て
あ
げ
る
な
ん
て
こ
と
ば
は
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。

な
に
げ
な
い
I
I
百
だ
っ
た
の
に
、
「
～
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
子
供
心
に

ご
う
ま
ん
さ
が
あ
っ
た
の
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
、
「
自
分
が

嫌
な
こ
と
は
人
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
い
そ
え
た
。
そ
の
後
の
こ
と

は
よ
-
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
-
グ
ル
ー
プ
で
活
動
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
～
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
心
情
、
「
自
分
が
嫌
な
こ
と

は
-
」
　
の
二
つ
が
私
の
心
に
残
っ
て
い
る
。

④
小
学
校
で
、
本
読
み
の
苦
手
な
子
が
当
て
ら
れ
た
。
自
分
も
含
め
て
、
み

ん
な
そ
の
子
の
音
読
が
下
手
な
の
は
知
っ
て
い
た
L
t
　
誰
も
ま
じ
め
に
聞

こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
先
生
が
「
話
し
上
手
に
な
る
よ
り
も
、

聞
き
上
手
に
な
る
方
が
大
事
な
ん
で
す
よ
」
と
言
っ
た
。
何
の
文
章
を
読

ん
で
い
た
の
か
は
忘
れ
た
が
、
先
生
の
こ
の
言
葉
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。

両
者
の
回
想
で
は
'
「
そ
の
後
の
こ
と
は
よ
-
わ
か
ら
な
い
」
(
③
)
、
「
何

の
文
章
を
読
ん
で
い
た
の
か
は
忘
れ
た
」
(
④
)
　
と
し
て
、
授
業
で
の
学
習

活
動
や
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
教
材
を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、
「
し
て
あ
げ
る
な
ん
て
こ
と
ば
は
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
　
(
③
)
、

「
話
し
上
手
に
な
る
よ
り
も
、
聞
き
上
手
に
な
る
方
が
大
事
な
ん
で
す
よ
」

(
④
)
　
と
い
う
教
師
の
指
m
l
言
が
'
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

③
の
場
合
へ
記
さ
れ
て
い
る
「
グ
ル
ー
プ
学
習
」
が
'
何
を
課
題
と
す
る
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学
習
だ
っ
た
の
か
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
グ
ル
ー
プ

学
習
」
で
の
何
ら
か
の
学
習
課
題
と
、
教
師
の
指
導
言
を
契
機
に
学
習
者
が

考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
「
～
し
て
あ
げ
る
」
　
の
意
味
内
容
と
は
'
直
接
関
わ

ら
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
「
グ
ル
ー
プ
学
習
」
　
に
お
け
る
こ
の
学
習
者
の
学

び
は
、
「
～
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
自
ら
の
「
ご
う
ま
ん
さ
」
を

照
ら
し
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
へ
　
授
業
の
主
文
脈
に
即
し

て
設
定
さ
れ
た
「
グ
ル
ー
プ
学
習
」
の
中
で
、
こ
の
主
文
脈
か
ら
逸
脱
し
た
へ

「
～
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
考
え
る
こ
と
に
よ
る
言
葉
の
学
び
が

成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

④
の
場
合
'
こ
れ
は
読
み
の
授
業
の
一
場
面
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
教
師

の
指
導
言
に
は
'
曹
読
を
さ
せ
る
/
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
学
習
者
を
教

材
の
読
み
に
向
か
わ
せ
る
意
図
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
指
導
言
は
'

授
業
の
主
文
脈
に
即
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
学
習
者
か
ら
見
て

こ
れ
は
授
業
の
主
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

記
憶
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
記
述
か
ら
は
'
そ
の
時
そ
の
場
で
'
学
習
者
が
こ

の
指
導
言
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
'

教
材
を
覚
え
て
い
な
い
へ
と
す
る
記
述
に
着
目
す
る
と
、
学
習
者
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
教
材
の
読
み
に
向
か
わ
せ
る
指
導
言
と
い
う
よ
り
も
、
「
聞
き
上
手

に
な
る
こ
と
」
の
重
要
性
を
説
-
指
導
言
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
へ
　
こ
の
授
業
の
一
場
面
で
は
、
教
材
を
読
む
こ
と
と

い
う
授
業
の
主
文
脈
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
'
聞
-
こ
と
の
学
び
が
成
立
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

③
・
④
で
描
き
出
さ
れ
る
授
業
に
お
い
て
'
教
師
は
、
少
な
-
と
も
「
グ

ル
ー
プ
学
習
」
　
の
成
立
を
意
識
し
　
(
③
)
、
教
材
の
読
み
に
向
か
わ
せ
る
こ

と
を
意
識
し
て
い
た
　
(
④
)
　
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
師
は
、
授
業

の
主
文
脈
を
意
識
し
て
指
導
言
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
へ
　
こ
れ

ら
の
指
導
言
は
'
教
材
と
教
師
の
関
係
の
成
立
を
前
提
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
へ
　
こ
れ
を
契
機
に
授
業
の
主
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
学
び
が
学
習
者
に

生
起
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
び
を
生
起
さ
せ
う
る
点
に
、

こ
こ
に
引
用
し
た
③
・
④
に
お
け
る
教
師
の
指
導
言
と
'
先
に
引
用
し
た
①
・

②
に
お
け
る
そ
れ
と
の
違
い
が
あ
る
。

二
・
四
　
想
定
さ
れ
る
教
師
の
指
導
言
の
働
き

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
大
学
生
に
よ
る
教
師
の
指
一
撃
吉
に
関

す
る
回
想
の
記
述
か
ら
は
、
国
語
科
授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
言
が
、
教

材
と
学
習
者
を
結
ぶ
媒
介
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
学
習
者
に
'
教
師
と
彼

ら
の
関
係
に
お
け
る
学
び
を
も
た
ら
す
働
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。
こ
の
想
定
か
ら
、
教
師
の
指
導
言
は
、
教
材
と
学
習
者
の
関
係
だ
け

で
は
生
じ
な
い
複
数
の
学
び
を
媒
介
す
る
存
在
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

学
習
者
に
と
っ
て
、
教
師
の
指
導
言
は
1
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
か
は
、
学
習
者
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
例
え
ば
④
の
よ
う
に
'
読
み
の
授
業
の
中
で
'
指

導
言
と
の
関
わ
り
を
契
機
と
し
て
、
教
師
の
意
図
と
は
無
関
係
に
聞
-
こ
と

の
学
び
が
学
習
者
に
生
起
し
う
る
の
で
あ
る
。

学
習
者
が
'
教
師
の
指
導
吉
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け

る
の
か
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
意
味
づ
け
が
、
ど
の
よ
う
な
学
び
に
関
わ
る
の
か
。

学
習
者
の
立
場
か
ら
'
授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
言
を
検
討
す
る
際
に
は
、

46



こ
の
よ
う
な
観
点
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
る
。

三
　
教
師
の
指
導
言
が
産
み
出
さ
れ
る
国
語
科
授
業
観
に

関
す
る
考
察

授
業
に
お
い
て
、
学
習
者
は
複
数
の
役
割
を
担
い
'
複
数
の
行
為
を
要
求

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
読
み
の
授
業
の
場
合
、
学
習
者
は
、
教
材
を
読
み
つ
つ

教
師
の
指
導
言
を
聞
-
。
彼
ら
は
'
教
材
と
学
習
者
の
関
係
に
お
け
る
〟
読

み
手
″
と
し
て
だ
け
で
は
な
-
'
教
師
と
学
習
者
の
関
係
に
お
け
る
〟
聞
き

手
″
と
し
て
の
役
割
を
担
い
'
読
む
行
為
と
と
も
に
聞
く
行
為
を
行
っ
て
い

る
O
　
さ
ら
に
'
読
み
の
授
業
に
お
い
て
苔
-
活
動
が
導
入
さ
れ
る
と
'
学
習

者
は
'
〟
読
み
手
″
 
〟
聞
き
手
″
だ
け
で
は
な
-
〟
書
き
手
″
と
し
て
の
役
割

も
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
役
割
の
複
数
性
、
行
為
の
複
数
性
に
お
い
て
'
学
習
者
に
複

数
の
学
び
が
生
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
学
び
と
し
て
評
価
で
き
な
い
単
な

る
意
識
の
焦
点
化
と
の
違
い
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
が
'
先
に
引
用
し
た

③
・
④
の
記
述
か
ら
は
'
教
師
の
指
導
言
を
聞
-
中
で
生
じ
る
学
び
が
'
授

業
の
主
文
脈
で
成
立
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
学
び
よ
り
も
顕
在
化
す
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
。
授
業
の
主
文
脈
か
ら
逸
脱
し
た
学
び
が
生
じ
る
指
導
言

に
は
問
題
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
'
教
師
の
指
導
言
が
1
つ
の
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
か
ぎ
り
、
学
習
者
が
そ
こ
か
ら
新
た
な
学
び
を
生
起
さ
せ
る
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

以
上
で
は
、
教
師
の
指
導
言
に
焦
点
を
当
て
、
教
師
と
学
習
者
の
関
係
に

お
け
る
学
び
が
う
か
が
わ
れ
る
回
想
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
個
々
の
学
習
者

の
学
び
は
'
教
師
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
-
'
他
の
学
習
者
と
の
関
係
の
中

で
も
生
起
し
う
る
O

⑤
小
学
校
6
年
生
の
と
き
、
宮
沢
賢
治
の
「
や
ま
な
し
」
を
勉
強
し
た
。

「
や
ま
な
し
」
の
中
で
自
分
が
一
番
好
き
な
と
こ
ろ
を
覚
え
て
き
て
暗
唱

す
る
と
い
う
授
業
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
担
任
の
先
生
は
、
竹
ひ
ご
の

先
を
削
っ
た
も
の
に
数
字
(
出
席
番
号
)
　
を
書
い
た
も
の
を
く
じ
の
よ
う

に
ひ
い
て
い
つ
も
指
名
し
て
い
た
。
私
は
そ
の
日
な
か
な
か
あ
た
ら
な
か
っ

た
の
で
、
い
つ
あ
た
る
か
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
へ
他
の
子
の
暗
唱
を
聞
い

て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
同
時
に
'
多
-
の
子
が
「
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
カ

ブ
カ
ブ
笑
っ
た
よ
。
」
の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
'
私
と
し
て

は
不
満
だ
っ
た
。
短
-
て
覚
え
や
す
い
か
ら
そ
こ
に
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
当
に
自
分
が
1
番
好
き
な
と
こ
ろ
を
暗
唱
し

た
子
は
何
人
い
た
の
だ
ろ
う
?
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
い
う
言
葉
は
へ
　
そ
の
と
き

初
め
て
聞
-
も
の
だ
っ
た
し
、
よ
く
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
印
象

に
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
う
が
'
2
-
3
人
ど
こ
ろ
で

は
な
-
1
0
人
程
度
(
そ
れ
以
上
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
)
　
が
そ
の
部
分
を

暗
唱
し
て
い
た
の
で
'
疑
問
が
浮
か
ん
だ
の
だ
と
思
う
。

こ
の
記
述
で
は
、
本
考
察
の
対
象
と
す
る
教
師
の
指
導
言
に
関
し
て
は
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
国
語
科
授
業
に
お
け
る
学
習
者
の
内
面
を
示
唆
す
る
回

想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
学
習
者
は
、
他
の
学
習
者
の
暗
唱
を
聞
き
な
が
ら
、
「
ク
ラ
ム
ボ
ン

は
カ
ブ
カ
ブ
笑
っ
た
よ
。
」
が
暗
唱
す
べ
き
叙
述
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
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理
由
に
「
疑
問
」
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
'
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
叙
述
に
、
な
ぜ

眼
差
し
を
向
け
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
'
他
の
学
習
者
の
暗
唱
を
聞
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
次
々
に
指
名
さ
れ
る
学
習
者
は
'
「
自
分
が
一
番
好
き
な

と
こ
ろ
」
を
暗
唱
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
-
こ
の
学
習
者
は
、
そ
の
叙

述
を
暗
唱
す
る
こ
と
に
し
た
他
の
学
習
者
の
根
拠
と
'
自
ら
の
暗
唱
す
べ
き

叙
述
を
選
ん
だ
根
拠
と
を
突
き
合
わ
せ
、
「
短
-
て
覚
え
や
す
い
か
ら
そ
こ

に
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
そ
の
根
拠
を
自
分
な
り
に
推
測
し
「
疑
問
」
を

感
じ
て
い
る
。
こ
の
「
疑
問
」
は
、
自
ら
が
あ
る
特
定
の
叙
述
に
惹
か
れ
た

根
拠
を
逆
照
射
す
る
点
で
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
関
わ
る
学
び
の
萌
芽
と
し

て
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
回
想
か
ら
は
、
あ
る
学
習
者
の
発
話
の
意

味
づ
け
が
、
そ
れ
を
聞
-
他
者
　
(
教
師
や
他
の
学
習
者
)
　
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
教
師
の
指
導

言
と
同
じ
-
'
授
業
に
お
け
る
個
々
の
学
習
者
の
発
言
は
一
つ
の
テ
ク
ス
ト

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
の
記
述
か
ら
は
、
「
『
や
ま
な
し
』
　
の
中
で
自
分
が
一
番
好
き
な
と
こ
ろ

を
覚
え
て
き
て
暗
唱
す
る
と
い
う
授
業
」
　
の
背
景
に
あ
る
教
師
の
意
図
を
推

測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
へ
　
こ
の
回
想
か
ら
は
'
授
業
に
お
け
る

学
習
者
間
の
関
係
の
生
起
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
の

中
で
産
ま
れ
た
学
び
の
萌
芽
と
、
教
師
の
設
定
し
た
「
や
ま
な
し
」
を
読
む

と
い
う
授
業
の
主
文
脈
と
の
整
合
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
'
授
業
を
批
評
す

る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

従
来
、
授
業
研
究
と
し
て
、
授
業
づ
-
り
に
関
わ
る
教
師
の
意
図
に
眼
差

し
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
山
本

(
二
〇
〇
〇
)
　
で
は
'
「
授
業
研
究
会
へ
の
参
加
に
よ
る
授
業
研
究
」

(
「
-
国
語
科
授
業
研
究
の
改
善
」
「
第
三
章
国
語
科
授
業
研
究
の
目
的
と

方
法
」
の
「
4
」
)
　
に
お
い
て
、
「
川
授
業
の
目
的
の
理
解
-
授
業
研
究
へ
の

参
加
の
準
備
-
」
「
f
i
授
業
観
察
I
授
業
記
録
を
と
る
-
」
「
㈱
授
業
後
の
話

し
合
い
へ
の
参
加
」
　
の
項
を
あ
げ
、
川
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

授
業
研
究
と
し
て
授
業
を
参
観
す
る
場
合
は
、
授
業
研
究
の
目
的
に
つ

い
て
理
解
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
開
研
究
会
な
ど
で
は
'

テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
方
の
な
か
に
'
授
業
づ
-
り
の
視
点
や
課

題
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
O
提
案
さ
れ
て
い
る
授
業
の
趣
旨

を
十
分
理
解
し
て
授
業
の
意
図
や
工
夫
を
見
て
取
る
よ
う
に
し
た
い
。

具
体
的
に
は
'
学
習
指
導
案
に
授
業
研
究
と
し
て
の
提
案
や
工
夫
が
表

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
着
目
し
て
授
業
を
参
観
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

授
業
を
参
観
す
る
場
合
は
、
自
分
な
り
の
目
的
を
明
確
に
し
て
臨
む
と
よ

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
引
用
で
は
'
授
業
研
究
と
し
て
授
業
を
観
察
す
る
時
に
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
留
意
点
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
授
業
を
分
析
・

考
察
の
対
象
と
す
る
上
で
は
、
「
授
業
の
趣
旨
」
「
授
業
の
意
図
や
工
夫
」
'

「
学
習
指
導
案
」
に
表
さ
れ
た
「
授
業
研
究
と
し
て
の
提
案
や
工
夫
」
　
に
着

目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
集
約
で
き
な
い
指
導
、
事
前
に
は
計
画
さ

(
i
n
)

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
指
導
に
も
眼
差
し
を
向
け
へ
　
授
業
の

主
文
脈
に
相
即
し
な
い
学
び
の
生
起
の
有
無
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。こ

れ
ま
で
に
、
学
習
者
に
焦
点
を
当
て
へ
　
学
習
者
の
立
場
か
ら
授
業
を
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検
討
す
る
授
業
研
究
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
'
先
に
引
用

し
た
山
本
(
二
〇
〇
〇
)
　
で
は
、
「
脚
授
業
観
察
I
授
業
記
録
を
と
る
-
」

に
お
い
て
「
教
師
の
活
動
に
目
が
向
き
が
ち
で
あ
る
が
'
学
習
者
の
反
応
を

十
分
見
て
お
-
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
　
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
へ
　
高
木

(
一
九
九
六
)
　
で
は
、
「
授
業
研
究
の
改
革
課
題
」
と
し
て
「
学
習
者
も
参

加
す
る
授
業
研
究
」
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
'
学
習
者
の
立

場
か
ら
授
業
を
と
ら
え
る
授
業
研
究
の
あ
り
方
の
指
摘
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
立
場
か
ら
授
業
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
授

業
研
究
の
議
論
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
へ
学
習
者
の
立
場
か
ら
授
業
を
検
討

す
る
と
言
っ
て
も
、
授
業
の
主
文
脈
に
即
し
た
学
び
の
実
態
だ
け
に
焦
点
を

当
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
教
師
の
立
場
か
ら
見
た
授
業
を
補
強
す
る
別
の
観

点
の
設
定
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
'
学
習
者
の
立
場
か
ら
、
と
言
い
な
が
ら
へ

実
は
'
そ
こ
で
の
学
習
者
把
握
は
'
既
に
教
師
の
視
点
に
絡
み
と
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

真
に
学
習
者
の
立
場
か
ら
授
業
を
検
討
す
る
た
め
に
は
'
学
習
者
に
と
っ

て
'
そ
の
授
業
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
は

(
6
)

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
把
握
を
実
現
す
る
た
め
に
は
'
②
～
⑤
の
記
述
か
ら
教
師
と
学
習
者
へ

学
習
者
と
学
習
者
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
'
教
材
と
学
習
者
の
関
係

だ
け
で
は
な
-
'
個
々
の
学
習
者
に
つ
い
て
、
教
室
に
お
け
る
他
者
　
(
教
師

や
他
の
学
習
者
)
　
と
の
関
係
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

学
習
者
は
、
授
業
の
主
文
脈
に
従
う
だ
け
の
存
在
で
は
な
-
'
そ
れ
ゆ
え
へ

総
体
(
〟
学
習
者
″
と
い
う
漠
然
と
し
た
抽
象
体
)
　
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
授
業
研
究
と
し
て
、
授
業
目
標
に
相
即
す
る
学
び
の
実
現
の

可
否
を
検
討
す
る
こ
と
は
当
然
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
と
も
に
へ

他
者
の
産
み
出
す
テ
ク
ス
ト
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
へ
個
々
の
学
習
者
に
と
っ

て
の
学
び
が
成
立
す
る
可
能
性
に
も
焦
点
を
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
上
で
、
教
師
が
実
現
を
期
待
す
る
学
び
と
'
学
習
者
の
内
面
に
成
立
し
た

学
び
と
の
関
係
性
を
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

教
師
の
指
導
言
に
焦
点
を
当
て
'
そ
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す
る
際
に
も
、

指
導
言
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
産
み
出
さ
れ
る
国
語
科
授
業
と
い
う
大
き
な
枠

組
み
そ
の
も
の
が
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
が
併
存
す
る
場
で
あ
り
'
個
々
の
学

習
者
の
複
数
の
学
び
を
許
容
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
へ
　
そ
こ
で
の
教
師
の
指
導
言

の
検
討
は
'
そ
れ
が
授
業
の
主
文
脈
に
相
即
す
る
学
び
に
資
す
る
か
否
か
を

吟
味
す
る
こ
と
に
収
束
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
　
〝
学
習
者
の
立
場

か
ら
″
と
い
う
重
要
な
視
点
が
欠
落
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四
　
お
わ
り
に

「
二
　
国
語
科
授
業
の
回
想
に
記
さ
れ
た
教
師
の
指
導
言
の
分
析
と
考
察
」

で
は
'
大
学
生
の
記
し
た
記
述
の
分
析
・
考
察
か
ら
'
国
語
科
授
業
に
お
け

る
教
師
の
指
導
言
が
'
教
材
を
媒
介
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
'
教
材
と
の

関
係
だ
け
で
は
生
じ
な
い
複
数
の
学
び
を
媒
介
す
る
働
き
を
有
す
る
と
い
う

示
唆
を
得
た
。
こ
れ
は
、
授
業
観
察
者
に
よ
る
単
な
る
推
測
で
は
な
-
'
よ

り
学
習
者
に
近
い
立
場
か
ら
得
た
示
唆
で
あ
る
。
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授
業
を
受
け
て
か
ら
時
を
経
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
教
師
の
発

し
た
指
導
言
が
忘
却
さ
れ
ず
自
由
記
述
に
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
'
教
材
と
の

関
係
に
還
元
し
て
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
教
師
の
指
導
言
と
学
習
者

の
学
び
と
の
強
い
関
係
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
'

教
材
と
の
関
係
に
収
束
し
な
い
学
び
の
成
立
の
可
能
性
と
い
う
観
点
は
'

授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
言
を
分
析
・
考
察
す
る
重
要
な
観
点
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

「
一
　
は
じ
め
に
」
　
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
教
師
の
指
導
言
を

継
続
し
て
分
析
・
考
察
す
る
た
め
の
予
備
考
察
と
し
て
'
試
み
に
大
学
生
に

よ
る
国
語
科
授
業
の
回
想
に
焦
点
を
当
て
た
O
唆
味
な
課
題
に
基
づ
-
自
由

記
述
、
し
か
も
数
少
な
い
記
憶
に
よ
る
記
述
を
分
析
・
考
察
の
対
象
と
し
て

お
り
へ
　
研
究
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
加
え
て
へ
　
実
体
験

の
記
憶
が
と
ら
え
直
さ
れ
'
記
述
と
し
て
再
現
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
生
じ

る
〟
体
験
そ
の
も
の
″
と
〟
言
葉
に
よ
る
体
験
の
再
現
″
と
の
差
異
に
つ
い

て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
三
　
教
師
の
指
導
言
が
産
み
出
さ
れ
る
国
語
科
授
業
観
に
関
す
る
考
察
」

で
は
、
教
室
に
併
存
す
る
テ
ク
ス
ト
　
(
授
業
に
お
い
て
他
者
が
産
み
出
し
た

テ
ク
ス
ト
)
　
と
の
関
わ
り
か
ら
個
々
の
学
習
者
の
学
び
が
生
起
す
る
可
能
性

を
検
討
し
'
そ
れ
と
教
師
が
成
立
を
期
待
す
る
学
び
と
の
関
係
性
を
問
う
授

業
研
究
の
必
要
性
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
「
二
」
　
の
考
察
か
ら
示
唆
さ
れ
た

教
師
の
指
導
言
を
今
後
よ
り
広
い
枠
組
み
で
と
ら
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
仮

説
的
考
察
で
あ
る
。

国
語
科
授
業
に
お
け
る
教
師
の
指
導
吉
を
実
証
的
に
検
討
す
る
た
め
に
は
'

ま
ず
そ
れ
を
発
す
る
教
師
の
立
場
か
ら
そ
の
機
能
を
分
類
し
'
そ
の
指
導
言

に
対
す
る
学
習
者
の
反
応
を
詳
細
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
調
査
の
方
法

〓
⊥

を
検
討
し
'
本
稿
で
得
ら
れ
た
観
点
か
ら
の
授
業
観
察
と
調
査
を
継
続
し
て

行
い
へ
　
学
習
者
の
立
場
か
ら
見
た
教
師
の
指
導
言
を
引
き
続
き
考
察
の
対
象

と
し
た
い
。

註
(
-
)
　
鳴
門
教
育
大
学
学
校
教
育
学
部
初
等
教
員
養
成
課
程
教
科
・
領
域
教

育
専
修
言
語
系
　
(
国
語
科
)
　
教
育
コ
ー
ス
、
同
中
学
校
教
員
養
成
課
程

教
科
・
領
域
教
育
専
修
言
語
系
I
　
(
国
語
科
)
　
教
育
専
攻
に
在
第
す
る

三
年
生
に
よ
る
記
述
。
紙
面
の
分
量
上
、
得
ら
れ
た
記
述
を
全
て
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
'
論
述
に
即
し
代
表
的
な
記
述
の
み
取
り
上
げ
る
。

(
2
)
　
後
に
も
述
べ
る
が
'
本
稿
で
研
究
の
対
象
と
す
る
大
学
生
の
記
述
か

ら
得
ら
れ
る
の
は
、
授
業
観
察
者
に
比
べ
て
「
よ
り
学
習
者
に
近
い
立

場
」
か
ら
の
示
唆
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
研
究
の
対
象
と
方
法
上
の

問
題
か
ら
'
本
稿
で
述
べ
る
の
は
'
あ
-
ま
で
も
'
学
習
者
の
立
場
か

ら
見
た
教
師
の
指
導
言
の
「
想
定
」
　
で
あ
る
。

(
3
)
　
本
稿
で
は
'
以
下
に
「
学
び
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
が
、
こ
れ

は
へ
佐
伯
　
(
一
九
九
五
)
　
を
は
じ
め
近
年
多
-
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張

さ
れ
る
「
学
び
」
だ
け
で
は
な
-
、
従
来
の
「
学
習
」
も
合
意
す
る
。

(
4
)
　
指
導
言
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
後
、
も
し
-
は
同
時
に
評

価
行
為
が
必
要
と
な
る
。
教
師
が
範
読
を
産
み
出
す
時
へ
　
た
と
え
潜
在

的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
'
聞
き
手
で
あ
る
学
習
者
の
読
み
の
あ
り
よ

う
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
へ
　
範
読
を
、
教
師
の
読
み
の
開
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示
と
し
て
学
習
者
の
読
み
の
成
立
や
改
善
に
資
す
る
間
接
的
な
指
導

と
見
る
な
ら
ば
へ
こ
れ
を
指
導
言
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し
へ
教
師
の
範
託
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
評
価
行
為
の
潜
在
性
へ
指

導
と
し
て
の
間
接
性
ゆ
え
に
へ
　
こ
れ
以
外
の
指
導
言
と
の
差
異
が
あ
る

こ
と
を
こ
こ
に
注
記
す
る
。

(
5
)
　
こ
れ
ま
で
の
授
業
研
究
で
も
'
授
業
に
お
け
る
指
導
の
非
計
画
的
側

面
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
象

学
的
な
授
業
研
究
方
法
で
は
'
「
(
-
)
　
教
師
と
子
ど
も
の
対
話

(
2
)
　
非
計
画
的
な
も
の
へ
の
着
目
　
(
3
)
　
授
業
に
お
け
る
非
言
語

的
表
現
　
(
4
)
　
授
業
に
お
け
る
雰
囲
気
　
(
5
)
　
教
材
と
の
出
会
い
の

な
か
で
生
成
さ
れ
た
価
値
」
と
い
っ
た
共
通
の
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い

る
　
(
奈
良
教
育
大
学
教
科
教
育
学
会
、
一
九
九
四
)
0

(
6
)
　
佐
藤
　
(
1
九
九
五
)
　
に
'
「
こ
れ
ま
で
、
全
国
の
教
室
を
訪
問
し
て

何
千
も
の
授
業
を
観
察
し
て
き
た
が
、
ど
の
教
室
の
ど
の
授
業
に
お
い

て
も
、
そ
の
周
辺
で
は
'
子
ど
も
1
人
ひ
と
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
(
「
四
十

と
お
り
の
学
び
の
ス
ト
ー
リ
ー
」
-
稿
者
注
)
　
が
生
み
だ
さ
れ
、
教
師

の
ス
ト
ー
リ
ー
が
創
り
だ
き
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
表

面
に
現
れ
て
こ
な
い
の
は
'
教
師
の
意
識
が
い
つ
も
中
心
に
呪
縛
さ
れ
、

周
辺
に
生
ま
れ
る
出
来
事
を
照
射
す
る
ま
な
ざ
し
と
そ
の
出
来
事
を

読
み
解
-
言
葉
が
準
備
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
　
と
あ
る
。
本

稿
の
考
察
と
共
通
す
る
議
論
で
あ
る
が
'
全
て
の
授
業
で
「
四
十
と
お

り
の
学
び
の
ス
ト
ー
リ
ー
」
が
産
ま
れ
る
と
は
考
え
に
-
い
。
(
そ
の

意
味
で
'
授
業
に
お
け
る
個
々
の
学
習
者
に
と
っ
て
の
学
び
が
う
か
が

え
る
記
述
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
重
視
す
る
本
稿
は
'
稿
者
の

慈
恵
に
よ
っ
て
い
る
。
)
　
本
稿
で
は
、
授
業
を
分
析
・
考
察
す
る
際
へ

教
師
か
ら
学
習
者
へ
の
学
び
成
立
の
要
求
の
あ
り
よ
う
　
(
そ
の
1
　
つ

と
し
て
指
導
言
が
あ
る
)
　
や
'
そ
れ
に
相
即
す
る
/
相
即
し
な
い
学
び

生
起
の
有
無
と
そ
の
要
因
を
ま
ず
実
証
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
点
を
強
調
す
る
。

(
7
)
迎
　
(
二
〇
〇
〇
)
　
は
'
文
学
の
「
授
業
記
録
」
お
よ
び
「
刺
激
回
想

記
録
」
を
資
料
と
し
て
得
ら
れ
た
「
授
業
者
の
行
動
選
択
に
関
わ
る
意

志
決
定
お
よ
び
授
業
実
態
の
解
釈
」
　
に
つ
い
て
へ
授
業
者
自
身
に
よ
る

解
釈
と
授
業
観
察
者
に
よ
る
解
釈
と
を
比
較
し
'
「
授
業
者
は
、
授
業

目
標
に
そ
う
か
た
ち
で
教
授
行
動
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
授

業
後
に
な
さ
れ
る
自
己
分
析
に
お
い
て
も
'
授
業
目
標
と
の
整
合
性
を

保
持
し
よ
う
と
す
る
解
釈
・
説
明
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
授
業

者
の
行
動
選
択
へ
　
お
よ
び
そ
の
省
察
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
る
。
こ
の
論
述
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
授
業

観
察
者
が
'
授
業
の
主
文
脈
に
相
即
し
な
い
学
び
の
生
起
の
有
無
や
そ

れ
と
教
師
の
指
導
言
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
こ
と
は
'
同
様
の
分
析
・

考
察
を
教
師
自
身
が
行
う
こ
と
と
並
ん
で
　
(
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
)

有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

引
用
文
献
‥
王
要
参
考
文
献

岡
真
理
、
『
記
憶
/
物
語
』
'
岩
波
書
店
へ
　
二
〇
〇
〇
。

佐
伯
肝
、
「
文
化
的
実
践
へ
の
参
加
と
し
て
の
学
習
」
、
佐
伯
肝
・
藤
田
英
典
・

佐
藤
学
編
、
r
シ
リ
ー
ズ
学
び
と
文
化
①
学
び
へ
の
誘
い
l
'
東
京
大
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学
出
版
会
、
1
九
九
五
、
1
-
四
八
ペ
ー
ジ
。

佐
藤
学
へ
　
r
学
び
　
そ
の
死
と
再
生
j
t
　
太
郎
次
郎
社
、
1
九
九
五
へ
　
四
二
-

四
三
ペ
ー
ジ
。

高
木
展
即
へ
「
授
業
研
究
の
改
革
課
題
」
t
 
r
教
育
科
学
国
語
教
育
.
9
6
7
月
号

臨
時
増
刊
戦
後
国
語
教
育
研
究
の
到
達
点
と
改
革
課
題
j
'
明
治
図
雷
、

一
九
九
六
、
一
四
一
-
一
四
二
ペ
ー
ジ
。

奈
良
教
育
大
学
教
科
教
育
学
会
へ
　
r
新
し
い
授
業
学
へ
の
展
望
」
'
渓
水
社
'

1
九
九
四
へ
　
1
八
八
-
1
八
九
ペ
ー
ジ
。

福
田
敦
志
・
竹
内
元
・
黒
谷
和
志
・
高
橋
英
児
、
「
学
び
論
の
動
向
と
授
業

づ
-
り
の
課
題
」
へ
中
国
四
国
教
育
学
会
編
へ
　
「
教
育
学
研
究
紀
要
」
、

第
4
5
巻
第
1
部
へ
一
九
九
九
、
三
三
四
-
三
四
四
ペ
ー
ジ
。

迎
勝
彦
'
「
授
業
分
析
に
お
け
る
授
業
者
と
第
三
者
の
解
釈
の
差
異
-
意
志

決
定
解
釈
に
基
づ
く
r
読
み
の
交
流
』
　
の
成
立
認
定
に
関
す
る
検
討
」
へ

上
越
教
育
大
学
言
語
系
教
育
研
究
系
国
語
コ
ー
ス
編
'
「
教
育
実
践
場

面
分
析
演
習
「
国
語
」
　
の
研
究
Ⅴ
-
文
学
の
授
業
に
お
け
る
担
当
教

師
と
参
観
者
に
よ
る
授
業
解
釈
の
比
較
I
j
'
二
〇
〇
〇
、
1
八
〇
-

二
〇
七
ペ
ー
ジ
。

守
田
庸
一
'
「
国
語
科
の
読
み
の
授
業
に
お
け
る
教
師
の
(
語
り
)
　
の
意
義

-
中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
記
録
の
分
析
・
考
察
を
通
し
て
-
」
、

鳴
門
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
編
、
『
語
文
と
教
育
し
'
第
十
四
号
、

二
〇
〇
〇
、
八
一
-
九
四
ペ
ー
ジ
。

山
下
正
俊
、
「
評
価
言
」
'
恒
吉
宏
典
・
深
揮
広
明
編
へ
　
r
授
業
研
究
重
要

用
語
3
0
0
の
基
礎
知
識
』
、
明
治
図
書
へ
　
1
九
九
九
、
二
二
八
ペ
1

3
K

山
本
名
嘉
子
、
『
国
語
科
授
業
研
究
の
方
法
と
課
題
」
、
渓
水
社
へ
　
二
〇
〇
〇
、

六
〇
-
六
一
ペ
ー
ジ
。

吉
本
均
、
「
媒
介
的
指
導
」
'
吉
本
均
編
、
「
教
授
学
重
要
用
語
3
0
0
の
基

礎
知
識
』
、
明
治
図
書
、
1
九
八
1
'
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

吉
本
均
へ
　
「
授
業
観
の
変
革
-
ま
な
ざ
し
と
語
り
と
問
い
か
け
を
㌔
　
明
治
図

書
、
1
九
九
二
。

(
鳴
門
教
育
大
学
)
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