
【
第
4
 
2
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
-

学
習
者
を
取
り
巻
く
状
況
変
化
と
国
語
科
教
育

一
、
は
　
じ
　
め
　
に

I
T
革
命
時
代
、
映
像
世
代
'
そ
ん
な
言
葉
で
時
代
は
表
現
さ
れ
、
つ
い
に

将
来
的
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
授
業
を
展
開
し
て
い
く
よ
う
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
-
社
会
が
変
化
す
る
の
と
連
動
し
て
、

学
習
者
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
'
と
い
う
研
究
協
議
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
は
も
実
践
に
基
づ
い
た
デ
ー
タ
や
記
鎚
な
ど
も
な
く
私
自
身
分
析
で

き
て
い
な
い
。
引
き
受
け
る
に
あ
た
っ
て
は
多
少
と
ま
ど
い
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
私
自
身
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
思
う
こ
と
も
あ
り
も

ま
た
現
場
に
い
る
者
と
し
て
は
自
分
自
身
が
日
々
目
の
前
に
し
て
い
る
実
態
を

報
告
し
た
い
と
言
う
気
持
ち
も
あ
る
。
今
回
の
研
究
協
議
で
は
私
の
日
々
の
雑

感
を
交
え
な
が
ら
、
皆
さ
ん
の
意
見
や
感
想
な
ど
い
ろ
い
ろ
情
報
交
換
で
き
れ

ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
。

黒
　
瀬
　
直
　
美

二
、
学
習
者
は
ど
う
変
化
し
て
い
る
の
か

同
じ
学
校
に
勤
務
し
て
九
年
目
を
迎
え
た
。
そ
の
間
、
生
徒
達
は
ポ
ケ
ベ
ル

か
ら
P
H
S
、
携
帯
電
話
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
も
変
化
し
、
そ
れ

と
と
も
に
ゲ
ー
ム
機
も
高
性
能
に
な
っ
た
。
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
-
、
高
所

な
お
金
を
平
気
で
持
ち
歩
き
も
高
校
生
に
は
不
相
応
な
金
額
を
消
費
し
て
い
る
。

時
代
は
確
実
に
変
化
し
て
い
る
中
で
も
授
業
は
依
然
と
し
て
指
導
者
が
教
壇
に

立
っ
て
多
数
の
生
徒
に
教
え
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

①
　
話
を
聞
き
取
る
能
力
の
低
下

そ
の
流
れ
の
中
で
実
感
し
て
い
る
と
は
ま
ず
、
話
を
聞
き
取
る
能
力
の
低
下

で
あ
る
。
幼
い
頃
か
ら
テ
レ
ビ
で
育
っ
て
き
た
生
徒
へ
ゲ
ー
ム
で
遊
ん
で
き
た

生
徒
に
あ
る
程
度
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
'
人
が
前
に
出
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る

と
言
う
こ
と
に
対
し
て
'
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
-
と
い
う
心
構
え
が
乏
し
い
。

教
壇
に
立
つ
指
導
者
は
、
居
間
で
見
る
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
と
同
じ
で
、
-
だ
ら

な
い
こ
と
を
言
え
ば
隣
の
友
人
に
茶
々
を
い
れ
て
同
意
を
求
め
た
り
'
こ
ち
ら
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の
説
明
の
流
れ
な
ど
を
無
視
し
て
'
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
流
れ
に
逆

ら
っ
て
押
し
っ
け
て
-
る
。
そ
し
て
聞
-
べ
き
時
を
把
握
し
き
れ
ず
、
話
の
波

に
乗
れ
な
い
ま
ま
、
大
切
な
部
分
を
開
き
逃
し
て
し
ま
う
。
指
導
者
の
言
葉
が

彼
ら
の
頭
上
を
滑
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
表
現
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

②
　
抽
象
的
な
話
に
な
る
と
空
中
分
解

さ
ら
に
'
し
み
じ
み
と
実
感
し
て
い
る
こ
と
は
'
抽
象
的
な
話
に
な
る
と
も
う

思
考
が
空
中
分
解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
で

あ
れ
ば
ま
だ
何
と
か
つ
い
て
い
け
る
が
、
抽
象
度
の
高
い
話
題
に
な
る
と
'
実
際

の
生
活
体
験
に
基
づ
い
た
話
で
な
い
か
ぎ
り
'
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ

れ
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
年
々
そ
の
様
相
を
濃
く
し
て
い
る
よ

r
a
n

③
　
作
文
能
力
の
低
下

同
様
に
荘
近
特
に
見
ら
れ
る
の
は
作
文
能
力
の
低
下
で
あ
る
。
ま
ず
物
事
を

論
理
的
に
把
挺
す
る
力
が
乏
し
い
。
感
想
文
な
ど
は
ま
だ
思
っ
た
こ
と
を
そ
の

ま
ま
書
-
こ
と
で
な
ん
と
か
字
数
を
埋
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
'
自

分
の
考
え
を
構
築
し
た
り
、
そ
れ
を
論
理
的
に
組
み
立
て
て
表
現
し
た
り
と

い
っ
た
こ
と
は
本
当
に
苦
手
な
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
砧
近
の
特
徴
と
し
て
、
作

文
の
文
章
に
話
し
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。
こ
れ
は
読
書
H
l
一
駅

の
低
下
と
も
大
き
-
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

④
　
話
す
能
力
の
変
化

最
近
の
生
徒
は
ギ
ャ
グ
が
う
ま
い
。
特
に
ボ
ケ
と
つ
っ
こ
み
は
幼
少
の
頃
か

ら
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の
視
聴
で
鍛
え
ら
れ
て
き
た
せ
い
か
、
う
ま
く
危
機
を

回
避
す
る
ジ
ョ
ー
ク
な
ど
、
ツ
ポ
を
得
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
、
ノ
リ
で
話
す

会
話
な
ら
お
手
の
物
で
あ
る
が
'
大
勢
の
人
の
前
で
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る

と
い
う
形
式
に
は
慣
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
こ
こ
で
も
テ
レ
ビ
の
影
響
は
強
く
'

お
笑
い
芸
人
の
よ
う
に
友
人
や
自
分
を
お
と
し
め
る
こ
と
で
、
ま
わ
り
の
ウ
ケ

を
と
っ
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

⑤
　
映
像
か
ら
の
情
鰯
収
集
能
力

高
性
能
の
ゲ
ー
ム
横
で
遊
ん
だ
世
代
で
'
特
に
男
子
は
ゲ
ー
ム
が
う
ま
い
と

い
う
こ
と
が
一
つ
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
所
が
あ
る
。
ゲ
ー
ム

は
主
に
映
像
で
大
E
f
l
の
情
報
を
表
示
し
、
そ
の
情
報
を
読
み
と
っ
て
プ
レ
I
L

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
イ
コ
ン
の
持
つ
意
味
、
動
-
画
像
か
ら
読
み
と
れ
る

情
報
な
ど
な
ど
、
映
像
を
見
て
理
屈
抜
き
に
感
覚
で
判
断
し
、
動
い
て
い
く
と
い

う
要
素
が
あ
る
。
自
分
の
思
考
を
う
ま
-
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
生
徒
が
増
え

て
き
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
逆
に
、
映
像
か
ら
様
々
な
情
報
を
読
み
と
る
力
は
か
な
-
高
い
よ
う
に
思
う
)

⑥
　
人
間
関
係
を
作
る
の
が
下
手

今
ま
で
気
付
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
き
た
が
'
そ
う
い
う
こ
と
を
総
合
し
て
み

る
と
、
、
普
通
に
話
し
か
け
て
授
業
を
展
間
し
て
い
て
は
、
学
習
者
に
[
g
き
に
く

く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
が
1
番
の
変
化
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
言
葉
を
聞
き
取
り
へ
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
'
思
考
し
た
り
と
い

う
学
習
者
の
活
動
が
乏
し
-
な
っ
て
い
る
の
だ
o
確
か
に
映
像
(
映
画
'
捜
両
'

画
像
)
は
情
報
が
l
皮
に
大
円
加
に
し
か
も
視
覚
を
通
し
て
楽
に
入
っ
て
く
る
の
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で
'
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
育
つ
と
多
少
の
労
力
を
割
-
l
一
皇
p
u
活
動
が
苦
手

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
.
当
然
の
結
末
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'

そ
れ
で
は
人
の
気
持
ち
を
想
像
し
た
-
'
人
に
物
事
を
伝
え
る
と
い
う
本
当
の

意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
に
-
-
な
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
o
事
実
'
人
間
関
係
を
作
る
の
が
下
手
な
生
徒
は
多
-
な
っ
て
き
て
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
れ
は
核
家
族
化
、
少
子
化
が
進
む
社
会
情
勢
と
の
絡

み
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
ど
う
対
応
し
て
い
く
か

時
代
は
流
れ
て
い
-
。
そ
れ
に
即
し
て
人
間
も
変
化
し
て
い
-
。
そ
れ
は
も

う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
流
れ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
流
れ
に
逆
ら
わ
ず
'
う
ま
-

乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
昔
前
の
人
間
か
ら
見
て
も
講
の
通
じ
な
い
生
徒

を
目
の
前
に
、
ど
う
授
業
を
展
開
し
て
い
-
か
'
私
の
思
い
を
ま
と
ま
ら
な
い

ま
ま
述
べ
て
い
-
こ
と
に
す
る
。

昨
年
十
一
月
に
文
部
省
(
当
時
)
　
が
マ
ン
ガ
文
化
も
表
現
伝
達
手
段
の
一
つ

と
し
て
認
め
、
教
科
書
に
も
マ
ン
ガ
が
採
用
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
。
マ
ン
ガ

に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
が
'
授
業
で
マ
ン
ガ
を
用
い
て

い
る
私
は
'
や
は
り
マ
ン
ガ
を
う
ま
-
利
用
し
'
学
習
活
動
を
活
性
化
す
る
こ

と
が
大
変
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
従
来
の
や
-
方
に
加
え
て
適
所
で
マ
ン
ガ

を
用
い
る
授
業
を
す
る
と
'
生
徒
の
反
応
も
ま
た
ひ
と
昧
違
い
、
よ
-
探
-
翠

え
よ
う
と
し
た
り
'
取
-
組
も
う
と
し
た
り
す
る
。

例
え
ば
マ
ン
ガ
プ
リ
ン
-
を
配
布
し
た
り
'
あ
る
い
は
マ
ン
ガ
を
描
い
た

ボ
ー
ド
を
黒
板
に
貼
っ
て
授
業
を
す
る
と
も
　
生
徒
は
そ
こ
に
一
瞬
引
き
つ
け
ら

れ
'
画
像
の
刺
激
で
反
応
が
良
-
な
る
。
こ
の
瞬
間
を
捉
え
て
'
ど
う
に
か
こ

ち
ら
の
術
中
(
言
葉
で
探
-
考
え
る
'
相
手
に
伝
え
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
っ

て
表
現
し
よ
う
と
す
る
)
　
に
持
っ
て
い
-
よ
う
に
し
て
き
た
い
と
い
つ
も
考
え

て
い
る
。
次
に
'
そ
う
い
う
思
い
で
授
業
に
マ
ン
ガ
を
と
り
い
れ
た
私
の
実
践

に
つ
い
て
報
告
し
て
み
た
い
。

四
、
指
導
の
実
際
と
生
徒
の
反
応

(
こ
現
代
文
の
場
合
-
「
山
根
魚
」
(
高
校
二
年
生
)

【
指
導
の
実
際
】
　
(
資
料
そ
の
①
、
②
参
照
)

「
山
椴
魚
」
は
使
用
し
て
い
る
教
科
書
の
中
の
教
材
で
あ
る
。
山
根
魚
と
い
う

動
物
を
題
材
に
し
て
い
る
面
白
さ
'
ユ
ー
モ
ア
が
持
ち
味
の
教
材
で
あ
る
が
'

山
似
佃
…
の
絶
望
、
挫
折
'
対
立
'
友
情
t
と
い
っ
た
'
生
き
て
い
-
上
で
も
誰

も
が
味
わ
う
身
近
な
感
情
が
括
か
れ
て
い
る
。
そ
の
l
つ
一
つ
の
心
の
動
き
を

自
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
'
自
分
の
内
面
を
じ
っ
-
り
見
つ
め
直
さ
せ
る
に
は

ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
、
指
聾
す
る
こ
と
に
し
た
o
た
だ
、
読
解
し
て
い
-
中
で
'

語
句
や
言
い
回
し
の
推
し
さ
が
ハ
ー
ド
ル
と
な
る
と
い
う
事
が
大
い
に
予
想
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
読
解
の
不
十
分
な
点
は
'
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
入
れ
　
(
マ
ン
ガ

は
指
導
者
が
書
い
た
も
の
)
を
行
い
'
生
徒
に
よ
-
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
こ
と
で
、
読
解
の
困
難
な
点
を
補
う
よ
う
に
し
た
。
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
入
れ

は
前
半
と
後
半
に
分
け
て
行
う
こ
と
、
E
.
3
校
に
感
利
心
文
を
吉
-
こ
と
を
予
告
し

て
授
業
を
展
開
し
た
。
(
授
業
は
す
べ
て
プ
リ
ン
ト
学
習
で
あ
る
。
)

第
一
時
-
-
作
品
も
作
者
に
つ
い
て
の
概
要
を
学
び
'
山
椴
魚
の
置
か
れ
た
状
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祝
を
理
解
す
る
。

第
二
時
-
-
岩
屋
の
中
で
の
山
根
魚
の
思
い
と
'
外
の
風
景
へ
の
憧
れ
を
読
み

・ ->/る。

第
三
時
-
-
岩
屋
に
紛
れ
込
ん
だ
小
エ
ビ
と
の
対
立
と
'
脱
出
を
試
み
た
も
の

の
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
山
轍
魚
の
絶
望
を
読
み
取
る
。
(
そ
の
後
、

前
半
部
分
の
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
入
れ
)

第
四
時
-
-
岩
屋
に
紛
れ
込
ん
だ
蛭
を
閉
じ
こ
め
た
山
根
魚
と
蛙
の
激
し
い
対

立
を
読
み
取
る
。

第
五
時
-
-
対
立
を
続
け
た
両
者
に
芽
生
え
た
、
和
解
と
友
情
の
気
持
ち
を
読

み
取
る
。
(
そ
の
後
へ
後
半
部
分
の
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
入
れ
)

第
六
時
-
・
・
・
感
想
文
を
苦
-
0
(
後
で
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
は
名
前
を
伏
せ

て
印
刷
'
配
布
す
る
こ
と
を
伝
え
る
。
)

【
生
徒
の
反
応
】

読
解
は
指
導
者
中
心
で
'
解
説
的
に
行
っ
て
い
っ
た
。
時
々
へ
具
体
的
に
山

机
何
州
の
気
持
ち
を
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
で
た
と
え
た
り
し
た
。
そ
の
時
は

良
-
耳
を
傾
け
て
開
い
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
読
解
は
ど
う
し
て
も
語
句
が

難
し
-
'
ま
た
文
章
か
ら
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
よ
う
で
、
気
が
乗
ら

な
い
よ
う
で
も
あ
っ
た
O
　
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
入
れ
で
は
'
「
こ
れ
先
生
が
青
い

た
ん
?
」
「
え
ー
'
こ
ん
な
話
じ
ゃ
っ
た
ん
か
I
。
」
「
山
机
魚
っ
て
か
わ
い
I
o
」

な
ど
と
い
い
な
が
ら
へ
楽
し
そ
う
に
や
っ
て
い
た
。
「
本
文
に
忠
実
に
セ
リ
フ

入
れ
を
行
っ
て
も
い
い
し
、
自
分
で
理
解
し
た
こ
と
を
セ
リ
フ
入
れ
に
生
か
し

て
も
い
い
よ
。
」
と
い
う
と
、
自
分
で
乗
っ
て
や
っ
て
い
る
生
徒
も
い
た
。
読
解

に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
生
徒
'
仝
-
本
文
を
読
ん
で
い
な
い
生
徒
も
、
友
人

に
聞
き
な
が
ら
へ
な
ん
だ
か
ん
だ
と
セ
リ
フ
を
入
れ
て
い
た
。
生
徒
の
作
品
を

以
下
挙
げ
て
お
く
。
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そ
の
後
の
感
想
文
は
、
こ
ち
ら
の
予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
集
中
度
で
'
(
中

に
は
書
け
な
い
子
も
二
、
三
人
は
い
た
が
)
自
分
の
体
験
や
、
自
分
の
内
面
に

引
き
つ
け
て
舌
い
て
い
る
生
徒
が
多
-
見
受
け
ら
れ
た
。
生
徒
に
と
っ
て
も
自

分
を
見
つ
め
直
す
い
い
機
会
だ
っ
た
よ
う
だ
。
日
頃
の
生
徒
の
様
子
か
ら
考
え

る
と
'
か
な
り
の
気
持
ち
で
取
-
組
ん
だ
作
文
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
読
み
応

え
の
あ
る
感
想
文
を
三
、
四
作
品
、
ま
と
め
と
し
て
み
ん
な
で
読
ん
だ
が
'
「
こ

の
作
文
す
ご
す
ざ
る
。
」
「
こ
の
言
葉
、
カ
ッ
コ
え
え
よ
ね
-
。
」
と
い
う
反
応

が
あ
っ
た
。
友
人
の
作
文
に
大
い
に
刺
激
さ
れ
、
ま
た
選
ば
れ
た
生
徒
も
友
人

た
ち
に
評
価
さ
れ
て
、
自
信
が
も
て
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

反
省
点
と
し
て
は
、
文
章
そ
の
も
の
を
軽
視
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
を
追
う
こ
と
ば
か
り
を
考
え
、
山
椴
魚

の
心
情
を
文
面
か
ら
読
み
取
ら
せ
る
、
マ
ン
ガ
か
ら
も
う
一
度
文
章
に
立
ち
返

る
と
い
っ
た
過
程
を
も
っ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ガ
の
セ
リ
フ
を
入

れ
て
い
れ
ば
良
し
、
と
い
っ
た
こ
と
で
満
足
し
な
い
で
、
更
に
工
夫
を
加
え
て

い
-
必
要
を
感
じ
た
。

(
二
)
古
文
の
場
合
‥
・
伊
勢
物
語
「
初
冠
」
(
高
校
三
年
生
)

【
指
導
の
実
際
】
　
(
資
料
そ
の
③
参
照
)

本
校
の
場
合
'
古
文
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
文
法
事
項
は
扱
わ
な
い
。
口

語
に
通
じ
る
語
句
や
文
法
'
そ
の
他
'
一
般
常
識
的
な
事
項
な
ど
を
簡
単
に
解

説
す
る
程
度
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
文
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
し
た
り
、

昔
の
人
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
-
す
る
こ
と
が
'

主
な
学
習
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

だ
が
や
は
り
'
古
文
の
場
合
'
そ
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
の
が
、
時
代
背
黒
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の
理
解
度
も
文
脈
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
読
解
力
の
不
足
で
あ
る
。
い

-
ら
内
容
的
に
生
徒
の
興
味
、
関
心
を
引
き
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で

あ
っ
て
も
'
そ
こ
に
い
た
る
所
ま
で
生
徒
は
意
欲
を
持
続
で
き
な
い
。

そ
こ
で
'
少
し
で
も
学
習
に
意
欲
を
持
っ
て
臨
ん
で
も
ら
う
よ
う
、
導
入
と

し
て
マ
ン
ガ
を
採
用
し
ょ
う
と
思
い
つ
い
た
。
マ
ン
ガ
は
一
度
に
大
量
の
情
報

を
相
手
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
北
‖
茄
や
当
時
の
手
放
の
習
慣
な
ど
に
つ

い
て
説
明
し
た
と
し
て
も
、
講
義
式
の
話
は
右
か
ら
左
で
あ
る
。
(
そ
こ
を
う

ま
-
話
す
話
術
を
麿
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
。
)
ま
ず
'
マ
ン
ガ
で
衝
撃
を
与

え
で
も
　
興
味
を
引
き
つ
け
て
お
き
も
更
に
読
解
に
持
っ
て
い
-
と
い
う
や
り
方

で
生
徒
は
よ
-
主
体
的
に
授
業
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
古
文
の
場
合
、
時
間
が
許
す
限
り
'
マ
ン
ガ
化
さ
れ
た
も
の
を
探
し
た

り
、
な
け
れ
ば
私
自
身
が
マ
ン
ガ
化
し
た
り
し
て
導
入
に
用
い
て
い
る
。
今
回

は
導
入
と
い
う
こ
と
で
'
平
安
時
代
の
貴
族
の
習
慣
(
元
服
'
和
歌
の
や
り
と

り
)
や
'
和
歌
の
修
辞
法
、
貴
族
の
洗
練
さ
れ
た
振
る
舞
い
　
(
「
み
や
び
」
)
　
な

ど
'
盛
-
だ
-
さ
ん
の
内
容
の
、
「
初
冠
」
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
マ
ン

ガ
を
読
み
閃
か
せ
た
後
へ
本
文
の
読
み
'
語
句
の
説
明
も
現
代
語
訳
、
内
容
の

読
み
深
め
'
和
歌
の
作
辞
法
の
説
明
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

【
生
徒
の
反
応
】

マ
ン
ガ
の
プ
リ
ン
ト
を
配
っ
た
と
き
は
'
大
部
分
の
生
徒
は
目
を
真
剣
に
し

て
マ
ン
ガ
に
見
入
っ
て
い
る
.
指
尊
者
の
説
明
さ
え
耳
に
入
ら
な
い
ほ
ど
、
マ

ン
ガ
を
見
て
い
る
。
こ
の
と
き
ば
か
り
は
頭
の
中
は
働
い
て
い
る
.
し
か
し
、

マ
ン
ガ
を
離
れ
て
普
通
の
授
業
展
開
に
な
っ
て
か
ら
は
、
い
つ
も
の
反
応
で
あ

る
。
生
徒
の
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
な
が
ら
読
み
深
め
て
い
っ
て
も
ら
い

た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
の
期
待
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
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だ
が
、
後
で
感
想
を
開
く
と
'
生
徒
に
は
わ
か
り
や
す
い
と
お
お
む
ね
好
評

で
あ
る
。
「
最
初
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
も
わ
か
る
け
ど
'
勉
強
し
終
わ
っ
た
後
で

読
ん
だ
ら
'
も
っ
と
わ
か
っ
た
。
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
。

授
業
を
し
て
い
て
、
一
番
役
立
っ
た
と
思
う
と
き
は
'
比
較
的
学
力
の
低
い

生
徒
で
も
'
発
間
に
対
し
て
は
マ
ン
ガ
を
見
な
が
ら
で
も
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
時
で
あ
る
。
い
つ
も
は
授
業
の
流
れ
に
な
か
な
か
乗
れ
な
い
生
徒
で
も
、
マ

ン
ガ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
業
に
参
加
し
て
い
る
実
感
、
質
問
に
答
え
て
評

価
し
て
も
ら
え
る
喜
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
細
い
な
が
ら
も
、

授
業
に
引
き
つ
け
て
お
-
こ
と
の
で
き
る
糸
と
な
っ
て
い
る
。

(
≡
)
漢
文
の
場
合
・
・
・
漢
詩
(
高
校
二
年
生
)

【
指
導
の
実
際
】
　
(
資
料
そ
の
④
参
照
)

漢
詩
は
比
較
的
生
徒
に
と
っ
て
は
取
り
組
み
や
す
い
教
材
で
あ
る
。
返
り
点

も
少
な
く
、
楽
に
音
読
で
き
る
こ
と
へ
　
古
き
下
し
文
も
短
-
、
内
容
も
把
握
し

や
す
い
こ
と
t
　
な
ど
が
要
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
漢
詩
を
読
み
味
わ

う
、
鑑
賞
す
る
と
い
う
、
漢
詩
学
習
の
醍
醐
味
が
味
わ
え
な
い
ま
ま
、
学
習
を

終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
中

国
の
唐
の
時
代
昔
l
F
訳
、
作
者
の
生
い
立
ち
、
描
か
れ
て
い
る
風
=
・
X
の
様
子
な
ど

様
々
な
知
識
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
漢
詩
の
鑑
賞
の
壁
を
高
-
し
て
い
る

も
の
を
な
ん
と
か
マ
ン
ガ
で
補
え
な
い
か
と
考
え
へ
漢
詩
を
四
コ
マ
マ
ン
ガ
に
し

て
も
マ
ン
ガ
だ
け
書
い
た
も
の
に
漢
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
を
l
一
;
a
i
間
然
で
表
現

し
て
出
目
き
入
れ
へ
　
茨
詩
の
四
コ
マ
マ
ン
ガ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

茨
詩
の
学
習
に
入
る
前
に
'
学
習
後
に
四
コ
マ
マ
ン
ガ
に
説
明
書
き
を
書
い

て
も
ら
う
こ
と
を
予
告
し
、
学
習
に
入
っ
た
。
学
習
し
た
漢
詩
は
教
科
書
に
採
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用
さ
れ
て
い
た
唐
詩
で
'
「
登
幽
州
台
歌
」
(
陳
子
昂
)
'
「
送
別
」
(
王
維
)
、
「
子

夜
呉
歌
」
　
(
李
白
)
　
の
三
編
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
読
み
、
書
き
下
し
文
'
語

句
の
意
味
、
作
者
に
つ
い
て
、
内
容
に
つ
い
て
、
詩
の
形
式
に
つ
い
て
学
習
し

た
後
(
す
べ
て
プ
リ
ン
ト
学
習
)
'
指
導
者
が
む
い
た
四
コ
マ
マ
ン
ガ
の
説
明
古

き
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。

【
生
徒
の
反
応
】

大
変
反
応
が
良
-
'
授
業
の
時
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
で
、
取
り
組
み

が
早
く
出
来
上
が
り
も
早
か
っ
た
。
マ
ン
ガ
に
か
げ
な
ど
の
効
果
を
書
き
入

れ
で
も
い
い
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、
自
由
に
両
日
が
っ
て
吾
い
て
い
た
。
本

当
に
面
白
が
っ
て
書
い
て
い
た
こ
と
は
'
作
品
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
自
分

の
学
力
の
低
さ
を
教
員
に
対
す
る
冗
談
や
お
ど
け
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い

る
生
徒
ほ
ど
、
自
由
に
面
白
が
っ
て
吾
い
て
い
た
。
か
え
っ
て
t
 
l
E
H
両
目
で

き
っ
ち
-
作
業
を
こ
な
そ
う
と
す
る
生
徒
ほ
ど
現
代
語
訳
に
こ
だ
わ
っ
て
自
由

な
発
想
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
工
夫
の
見
ら
れ
た
作
品
を
校
で
全
員
に
プ

リ
ン
ト
で
配
布
し
て
や
っ
た
と
き
、
教
室
中
が
楽
し
い
宗
田
気
に
包
ま
れ
て
い

た
。
普
段
テ
ス
ト
で
高
得
点
を
と
れ
な
い
生
徒
の
作
品
を
紹
介
し
て
や
っ
た
と

き
の
'
本
人
の
照
れ
-
さ
そ
う
な
顔
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

四
へ
　
お
　
わ
　
り
　
に

マ
ン
ガ
と
い
う
視
覚
の
刺
激
を
動
機
付
け
に
'
読
解
力
、
表
現
力
を
高
め
よ

う
と
す
る
私
の
工
夫
は
'
今
の
と
こ
ろ
生
徒
に
は
好
評
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
'
マ
ン
ガ
を
取
-
入
れ
る
ス
タ
イ
ル
は
い
ま
ま
で
も
多
-
の
先
生
方
が
採
用

し
て
こ
ら
れ
た
。
急
激
に
変
化
し
て
い
る
情
報
化
社
会
を
前
に
、
私
は
次
の
よ

う
な
こ
と
を
ぼ
ん
や
-
と
で
は
あ
る
が
考
え
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
高
校
に
も
導
入
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
。
こ
の
世
界
は
や
は
り

文
字
だ
け
で
な
-
今
は
大
口
班
の
画
像
'
音
声
で
情
報
を
伝
え
て
い
る
O
離
れ
た

相
手
に
で
も
即
時
に
考
え
を
伝
え
た
-
、
や
り
と
-
が
で
き
た
り
す
る
。
新
し

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
~
今
後
は
主
流
に
な
っ
て
い
く
分
野

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
生
徒
に
と
っ
て
も
新
鮮
な
刺
激
が
あ
り
'
な
お
か
つ
一

人
に
〓
口
P
C
使
用
と
な
る
と
、
情
報
入
手
'
情
報
発
信
を
通
じ
て
'
1
人
一

人
の
能
力
を
育
て
る
事
が
出
来
る
よ
う
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
う
。
生

徒
一
人
に
一
つ
の
H
P
を
持
た
せ
、
レ
ポ
1
-
は
メ
ー
ル
で
提
出
t
と
い
っ
た

時
代
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
個
人
の
学
習
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
た
授
業
(
ち

は
や
授
業
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
)
　
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
刺
激
の
多
い
環
境
の
中
で
も
情
報
を
入
手
、
分
析
、

総
合
し
て
い
-
力
を
育
て
、
次
第
に
言
葉
の
力
も
鍛
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
方

向
に
持
っ
て
い
-
事
が
で
き
る
よ
う
な
授
業
が
こ
れ
か
ら
新
た
に
模
索
さ
れ
て

い
く
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
時
代
に
な
っ
て
も
人
間
は
言
葉
で
考
え
、
言
柔
で
意

思
を
伝
え
合
う
こ
と
が
基
本
だ
。
I
T
時
代
に
な
っ
て
'
p
c
だ
け
を
相
手
に

し
て
い
る
よ
う
な
人
間
に
育
て
て
も
い
け
な
い
o
本
当
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
人
と
直
に
会
う
こ
と
だ
と
思
う
。
今
の
若
い
人
た
ち
が
い
-
ら
電
子
文
字

で
思
い
を
伝
え
合
っ
て
も
、
そ
れ
は
1
手
段
に
過
ぎ
な
い
o
教
室
は
学
習
者
と

指
導
者
が
直
に
ふ
れ
あ
う
場
、
言
柴
で
伝
え
合
う
場
で
あ
る
。
そ
の
教
室
で
の

授
業
を
新
し
い
時
代
の
流
れ
を
敏
感
に
感
じ
な
が
ら
'
新
し
い
物
を
取
り
入
れ

っ
っ
　
(
う
ま
-
利
用
し
っ
つ
)
'
話
す
、
閉
-
'
書
く
、
読
む
を
大
切
に
し
て

き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
広
島
県
立
安
西
高
等
学
校
)
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