
一
　
研
究
協
議
の
主
題
と
趣
旨

　
本
学
会
の
研
究
協
議
会
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
中
学
校
・
高
等
学
校
の

「
読
む
こ
と
」
の
領
域
の
学
習
指
導
に
つ
い
て
継
続
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
。
二

〇
〇
七
年
度
は
小
説
、
二
〇
〇
八
年
度
は
説
明
的
文
章
（
評
論
・
論
説
等
を
含

む
）、
二
〇
〇
九
年
度
は
古
典
（
古
文
）
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
熱
心
に
議
論

し
た
。
二
〇
一
〇
年
度
の
今
回
は
古
典
（
漢
文
）
の
順
番
と
な
っ
た
。『
学
習
指

導
要
領
』
の
改
訂
に
伴
い
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
重
視
に
よ
っ
て
、
こ
れ

か
ら
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
領
域
で
も
あ
る
。

　
本
研
究
協
議
会
の
提
案
者
と
し
て
、
い
ず
れ
も
漢
文
の
学
習
指
導
に
造
詣
深

い
三
氏
（
植
田
隆
─
平
成
　
年
卒
業
、
北
崎
貴
寛
─
平
成
９
年
卒
業
、
同
　
年

２１

１１

院
修
了
、
高
尾
香
織
─
平
成
４
年
卒
業
、
同
６
年
院
修
了
）
に
依
頼
し
た
。
そ

の
際
、
研
究
協
議
の
趣
旨
と
し
て
、
次
の
四
点
を
お
願
い
し
た
。

①『
学
習
指
導
要
領
』
の
改
訂
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
中
・
高
校
の
漢
文
授
業

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
せ
ば
良
い
の
か
─【
目
標
】

②
ど
の
よ
う
な
単
元
編
成
、
教
材
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
─【
内
容
】

③
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
─【
方
法
】

④
学
習
・
指
導
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
良
い
の
か
─【
評
価
】

二
　
研
究
協
議
の
概
要

　
以
上
を
受
け
て
、
提
案
者
三
名
か
ら
、
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
各
自
二
〇
分
間

の
提
案
を
し
て
も
ら
っ
た
。
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
発
表
を
読
ん

で
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
以
下
は
司
会
者
・
吉
田
の
受
け
と
め
で
あ
る
。

○
植
田
隆
「
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
詩
教
材
を
用
い
た
学
習
指
導
に
つ
い
て
の

一
考
察
」

　
植
田
氏
は
卒
業
し
て
ま
だ
二
年
目
、
ま
さ
に
新
進
気
鋭
。
き
わ
め
て
意
欲
的

で
、
真
摯
な
姿
勢
が
十
分
に
う
か
が
え
る
提
案
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
充
実
し

た
授
業
が
、
こ
の
若
さ
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
驚
き
と
喜
び
と
で
聞
い
た
。

二
つ
の
単
元
、
①
「
訳
詞
を
比
べ
て
読
む
」、
②
「
教
科
書
の
唐
詩
観
を
探
る
」

は
、
い
ず
れ
も
斬
新
で
、
こ
の
よ
う
な
漢
文
授
業
で
あ
れ
ば
学
習
者
が
意
欲
的

に
取
り
組
む
で
あ
ろ
う
と
実
感
で
き
る
実
践
で
あ
っ
た
。
現
代
語
訳
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
む
し
ろ
内
容
面
へ
の
追
究
に
よ
っ
て
学
習
者
の
見
方
・
考
え
方
を
揺
さ

ぶ
る
授
業
を
目
指
し
、
複
数
教
材
を
組
み
合
わ
せ
、
単
元
学
習
と
し
て
展
開
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
学
習
者
を
教
科
書
編
集
者
の
立
場
に
立
た
せ
る
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学
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斬
新
な
発
想
で
あ
る
。
教
科
書
は
学
ぶ
も
の
、
神
聖
に
し
て
冒
す
べ
か
ら
ず
と

い
う
見
方
か
ら
、
教
科
書
と
い
え
ど
も
誰
か
が
作
っ
た
（
集
め
た
）
も
の
と
い

う
発
想
へ
の
転
換
は
、
お
そ
ら
く
貴
重
な
学
習
の
機
会
を
提
供
し
た
こ
と
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
難
解
で
は
あ
る
が
、
教
材
、
教
科
書
を
別
の
視
点
か
ら
見

る
こ
と
に
な
り
、
新
鮮
に
し
て
価
値
あ
る
学
習
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

○
北
崎
貴
寛
「
表
現
す
る
こ
と
で〈
読
む
こ
と
〉を
深
め
る
漢
文
の
授
業
の
試
み
」

　
北
崎
氏
は
教
職
十
二
年
、
ま
さ
に
中
堅
。
学
部
・
大
学
院
で
漢
文
・
漢
文
教

育
に
取
り
組
み
、
そ
の
問
題
意
識
を
持
続
さ
せ
て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。「
漢

文
教
育
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
」
と
い
う
背
水
の
陣
の
中
で
、
意
欲
的
に
取
り

組
ま
れ
た
実
践
で
あ
る
。「
入
試
に
役
立
つ
授
業
と
い
う
需
要
か
ら
逃
げ
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
現
実
の
中
で
、
漢
文
授
業
を
い
か
に
学
習
者
た
ち
に

「
意
欲
が
喚
起
さ
れ
、
思
考
を
深
め
る
」
も
の
に
し
て
い
く
か
、
文
字
通
り
格
闘

し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
中
で
、「「
答
え
」
を
探
し
回
る

授
業
が
誰
に
と
っ
て
も
面
白
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
文
学
の
授
業
で

は
な
く
、
最
も
大
切
な
学
習
意
欲
や
、
知
的
好
奇
心
を
も
喪
失
さ
せ
て
い
る

（
中
略
）
現
在
私
は
「
読
解
か
ら
表
現
へ
」
を
テ
ー
マ
に
少
し
ず
つ
授
業
実
践
を

試
み
て
い
る
。（
中
略
）「
読
む
こ
と
」
が
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く
開
か
れ
た
も

の
に
な
っ
て
い
く
た
め
に
、
表
現
活
動
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」
と
述
べ
、
二

校
で
の
実
践
、「
用
例
に
よ
っ
て
解
釈
を
措
定
す
る
」、「
訳
詩
創
作
＝
リ
ラ
イ

ト
」
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
表
現
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
学
習
者

自
身
の
読
み
（
解
釈
、
思
考
）
を
深
め
る
授
業
が
実
現
し
て
い
る
。

○
高
尾
香
織
「
郷
土
古
典
文
学
作
品
の
教
材
化
お
よ
び
指
導
方
法
の
研
究
～
菅

茶
山
作
品
と
茶
山
ポ
エ
ム
～
」

　
高
尾
氏
は
三
人
の
中
で
は
も
っ
と
も
ベ
テ
ラ
ン
。
様
々
な
学
校
を
経
験
し
、

本
報
告
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
実
践
は
通
信
制
課
程
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。「
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
」
と
い
う
改
訂
『
学
習
指
導
要
領
』
の
ね
ら
い
に

沿
う
も
の
で
も
あ
る
。「
郷
土
に
ゆ
か
り
の
あ
る
古
典
作
品
を
教
材
化
し
、
郷
土

資
料
を
映
像
化
し
た
視
聴
覚
教
材
を
用
い
て
展
開
す
る
学
習
指
導
」
を
提
案
し

て
い
る
。
郷
土
福
山
地
方
出
身
の
先
賢
、
儒
学
者
、
教
育
者
、
漢
詩
人
と
し
て

優
れ
た
業
績
を
残
し
、
今
な
お
偲
ば
れ
、
慕
わ
れ
る
菅
茶
山
の
漢
詩
を
教
材
に

し
、
そ
れ
を
『
茶
山
ポ
エ
ム
』
と
し
て
写
真
・
絵
画
と
と
も
に
創
作
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
優
れ
た
創
作
例
か
ら
、
学
習
者
た
ち
が
生
き
生
き
と
こ
の
学

習
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
意
欲
的
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
本
実
践
の
最
大
の
特
徴
は
、
生
徒
に
身
近
な
郷
土
教

材
を
提
供
し
、
そ
れ
を
生
徒
に
興
味
深
い
映
像
で
表
現
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
提
案
は
、
日
本
各
地
ど
の
地
域
で
も
試
行
で
き
る
汎
用
性

の
高
い
も
の
と
し
て
共
鳴
で
き
た
。

三
　
漢
文
授
業
の
課
題
と
展
望

　「
漢
文
学
習
は
必
要
か
」
と
授
業
の
場
で
学
習
者
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
意
欲
的
で
、
工
夫
に
満
ち
た
実
践
報
告

に
接
し
て
、
そ
れ
ら
の
不
平
・
不
満
を
解
消
・
払
拭
で
き
る
方
途
が
得
ら
れ
た

よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
「
漢
文
の
授
業
健
在
な
り
」
と
の
実
感
を
大
き
く
持
つ

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
生
徒
た
ち
の
表
現
活
動
を
積
極
的
に
取
り

入
れ
た
点
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
語
訳
を

ゴ
ー
ル
に
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
対
話
し
、
学
習
者
自
ら
の
認

識
の
拡
充
と
思
考
の
深
化
に
培
う
、
学
び
甲
斐
の
あ
る
漢
文
授
業
が
ど
う
構

築
・
展
開
で
き
る
か
、
そ
の
点
に
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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