
｛
第
臼
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

国
語
科
授
業
実
践
に
お
け
る
学
習
の
段
階
性
の
再
検
討

は
じ
め
に

本
学
会
で
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
「
新
し
い
学
習
指
導
要
領
と
国
語
科

授
業
」
と
い
う
テ
l
マ
を
掲
げ
た
協
議
会
を
、
サ
ブ
テ
1
マ
を
移
し
な
が
ら
一
一
一

年
間
の
計
画
で
開
催
し
て
い
る
。
二
年
度
目
と
な
る
今
回
は
、
初
年
度
の
「
一
言

語
活
動
の
充
実
を
ど
う
図
る
か
」
に
続
き
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
を
ど
う
考

え
る
か
」
と
い
う
問
い
を
起
点
と
し
て
、
そ
う
し
た
課
題
に
対
応
し
た
国
語
科

授
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

と
は
言
え
、
「
生
き
る
力
」
の
育
成
と
い
う
基
本
方
針
の
も
と
、
基
礎
的
・
基

本
的
な
知
識
・
技
能
を
「
確
か
な
学
力
」
と
し
て
習
得
さ
せ
、
「
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
も
目
指
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
何
が
改
め
て
問
題
と
な
る
の
か
。

協
議
会
で
は
、
は
じ
め
に
司
会
が
協
議
会
テ
l
マ
に
関
し
て
簡
単
な
問
題
設

定
を
行
い
、
続
い
て
三
名
の
先
生
方
に
授
業
実
践
を
報
告
い
た
だ
い
た
。
そ
の

後
、
全
体
で
協
議
を
行
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
展
開
に
沿
っ
て
、
改
め

て
協
議
会
の
ま
と
め
を
行
い
た
い
。

間

i頼

茂

夫

問
題
設
定

「
習
得
」
「
活
用
」
「
探
究
」
と
い
う
用
語
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
登
場
し
た

の
か
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
三
つ
の
用
語
の
う
ち
「
習
得
」
と

「
活
用
」
に
関
し
て
は
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い

る
。
教
育
基
本
法
の
改
正
（
平
成
十
八
年
十
三
月
）
を
受
け
て
平
成
十
九
年
六

月
に
そ
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
で
は
、
小
学
校
の
目
標
が
次
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
た
（
第
三
十
条
第
三
項
）

0

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
生
涯
に
わ
た
り
学
習
す
る
基
盤
が
培
わ
れ

る
よ
う
、
基
礎
的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現

力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
み
、
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
を
養

う
こ
と
に
、
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

基
礎
的
な
知
識
と
技
能
の
「
習
得
」
と
、
こ
れ
ら
を
「
活
用
」
し
た
「
思
考

力
、
判
断
力
、
表
現
力
」
の
育
成
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
「
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
む
態
度
」
を
養
う
こ
と
が
「
学
習
意
欲
」
の
育
成
に
対
応
す
る
こ
と
を
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考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
一
月
に
中
央
教
育
審
議
会
が
答
申
し
た
「
幼

稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領

等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
生
き
る
力
」
の
基
本
方
針
と
一
致
し
、
こ

れ
ら
が
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
教
育
の
共
通
す
る
理
念
的
枠
組
み
で
あ
る
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
教
科
に
お
い
て
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
や

技
能
を
確
実
に
「
習
得
」
さ
せ
る
と
と
も
に
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
に
お

い
て
現
実
的
な
課
題
の
「
探
究
」
を
通
し
て
学
習
意
欲
を
育
成
す
る
こ
と
は
、

「
生
き
る
力
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
改
訂
前
の
学
習
指
導
要
領
か
ら
求
め
ら

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
連
の
経
過
に
お
い
て
、
法
律
の
条
文
に

も
「
活
用
」
と
い
う
用
語
が
入
っ
た
の
は
あ
る
程
度
の
重
み
を
持
っ
た
変
化
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
教
育
基
本
法
お
よ
び
学
校
教

育
法
の
改
正
と
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
先
立
ち
、
平
成
十
八
年
二
月
に
出
さ

れ
た
中
央
教
育
審
議
会
の
審
議
経
過
報
告
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
知
識
・
技
能
の
習
得
と
考
え
る
力
の
育
成
と
の
関
係

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
－
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技

能
を
確
実
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

2
こ
う
し
た
理
解
・
定

着
を
基
礎
と
し
て
、
知
識
・
技
能
を
実
際
に
活
用
す
る
力
の
育
成
を
重
視

す
る
。
さ
ら
に
、

3
こ
の
活
用
す
る
力
を
基
礎
と
し
て
、
実
際
に
課
題
を

探
究
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
で
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
を
高
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
て
習
得
と
探
究
と
の
聞
に
、
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
と
い
う

過
程
を
位
置
付
け
重
視
し
て
い
く
こ
と
で
、
知
識
・
技
能
の
習
得
と
活

用
、
活
用
型
の
思
考
や
活
動
と
探
究
型
の
思
考
や
活
動
と
の
関
係
を
明
確

に
し
、
子
ど
も
の
発
達
な
ど
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
を
相
乗
的
に
育
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
検
討
を
進
め
て
い
る
。

教
科
で
育
成
す
べ
き
学
力
の
「
習
得
」
を
旨
と
し
た
学
習
と
総
合
的
な
学
習

に
お
け
る
「
探
究
」
を
旨
と
し
た
学
習
と
の
問
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
「
活

用
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
「
活
用
」
に
つ
い
て
、
中
央
教
育
審
議
会
の
最
終
的
な
答
申
で
は
、

「
習
得
」
「
探
究
」
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
来
、
教
科
で
は
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を

習
得
し
つ
つ
、
観
察
・
実
験
を
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
レ
ポ
ー
ト
を
作

成
す
る
、
文
章
や
資
料
を
読
ん
だ
上
で
、
知
識
や
経
験
に
照
ら
し
て
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
て
論
述
す
る
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
・
技
能
を
活

用
す
る
学
習
活
動
を
行
い
、
そ
れ
を
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
教

科
等
を
横
断
し
た
課
題
解
決
的
な
学
習
や
探
究
活
動
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ

と
が
音
ω
因
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
お

り
、
裁
然
と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る

学
習
活
動
や
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
た
探
究
活
動
を
通
し
て
、
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
各
教
科
に
お
い
て
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
「
習

得
」
と
「
活
用
」
を
行
い
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
の
教
科
横
断
的
な
学

習
に
お
い
て
「
探
究
」
的
な
学
習
を
行
、
っ
と
し
、
教
育
課
程
に
お
け
る
役
割
分

担
が
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
三
つ
の
概
念
と
授
業
に
お
け
る
学
習
過
程
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
ホ

1
ム
ベ

l
ジ
に
お
い
て
、
「
よ
く
あ
る
聞

い
」
に
答
え
る
形
で
次
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
及
び
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
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現
力
等
」
は
子
ど
も
に
身
に
付
け
さ
せ
る
も
の
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」

は
そ
の
た
め
の
学
習
活
動
の
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
裁
然
と
分
類
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

各
教
科
で
の
「
習
得
」
や
「
活
用
」
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
中
心

と
し
た
「
探
究
」
は
決
し
て
一
つ
の
方
向
で
進
む
だ
け
で
は
な
い
（
「
習

得
↓
活
用
↓
探
究
」
の
一
方
通
行
で
は
な
い
）

0

「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
は
学
習
活
動
の
類
型
を
表
す
概
念
と
さ
れ
、
各
教

科
に
お
け
る
「
習
得
」
と
「
活
用
」
、
ま
た
総
合
的
な
学
習
に
お
け
る
「
探
究
」

は
相
互
に
関
連
し
補
完
し
合
っ
て
学
習
効
果
を
生
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
関
係
に
あ
る
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
に
つ
い
て
、
国
語
科

の
授
業
と
し
て
、
あ
る
い
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
何

を
ど
の
よ
う
に
実
践
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
問
題
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

一
方
で
、
教
師
が
授
業
実
践
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
学
習
は
、
こ
の

よ
う
な
三
つ
の
用
語
に
よ
る
学
習
局
面
の
区
別
や
授
業
時
間
の
役
割
分
担
で
は

と
ら
え
ら
れ
な
い
面
を
持
つ
。
例
え
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
国
語

教
科
書
に
も
、
一
単
元
の
学
習
展
開
を
「
習
得
」
「
活
用
」
「
探
究
」
と
い
う
こ

と
ば
で
表
し
、
三
教
材
を
各
段
階
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
三
つ
の
教
材
を
読
み
重
ね
る
指
導
過
程
に
お
い
て
、
よ
り
高
度
な

言
語
活
動
を
行
わ
せ
、
読
み
の
技
能
を
発
展
的
に
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う

な
学
習
段
階
に
関
す
る
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
学
習
段
階
や
指

導
過
程
の
と
ら
え
方
は
、
こ
の
教
科
書
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
国
語
の
教

師
が
持
つ
学
習
観
の
中
に
も
見
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

国
語
の
教
師
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
観
を
も
っ
て
自
ら
の
授
業
実
践
に
お
い

て
学
習
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習

の
過
程
や
段
階
性
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
学
習
を
実
現
す
る
た
め

に
ど
の
よ
う
な
指
導
の
方
法
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は

「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
と
い
う
概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
本
協
議

会
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
こ
こ
に
設
定
さ
れ
る
。

実
践
報
告
と
協
議
の
概
要

（
ご
斉
藤
実
践
の
概
要

各
授
業
実
践
に
つ
い
て
は
、
三
名
の
先
生
が
そ
れ
ぞ
れ
論
考
に
ま
と
め
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
各
先
生
が
、
実
践
報
告
に
お
い
て
、
自
ら
の
授
業
実
践
を

「
習
得
・
活
用
・
探
究
」
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
中

心
に
見
て
い
く
。

ま
ず
、
斉
藤
隆
彦
先
生
（
鳥
取
大
学
附
属
中
学
校
）
は
、
「
『
よ
く
わ
か
ら
な

い
』
と
つ
き
あ
う
古
文
の
読
み
方
・
つ
な
げ
方
」
と
題
し
、
中
学
校
に
お
け

る
「
竹
取
物
語
」
の
単
元
を
中
心
と
し
て
古
典
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
実
践

を
報
告
さ
れ
た
。
実
践
は
、
普
段
用
い
て
い
る
現
代
語
と
異
な
り
「
よ
く
わ
か

ら
な
い
」
古
典
を
繰
り
返
し
読
ま
せ
、
「
ち
ょ
っ
と
わ
か
っ
た
か
も
」
に
至
る

た
め
の
い
く
つ
か
の
過
程
か
ら
な
る
。

一
時
間
の
授
業
は
、
次
の
よ
う
な
学
習
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
構
成
さ
れ
、
単

元
に
お
い
て
帯
的
な
つ
な
が
り
で
学
習
が
展
開
す
る
。

・
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
古
典
一
休
さ
ー
ん
」
・
：
短
い
読
み
切
り
教
材
の
プ
リ

ン
ト
学
習
。
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・
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
つ
き
あ
う
」
・
・
本
教
材
（
竹
取
物
語
）
の
学
習

0

・
「
ど
ん
な
写
真
・
何
の
写
真
」
古
典
以
外
の
継
続
的
な
認
識
・
表
現
学
習
。

古
典
の
学
習
方
法
と
し
て
は
、
古
典
を
読
む
活
動
の
量
的
、
質
的
な
充
実
を

図
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
る
。

－
音
読
の
工
夫
・
個
人
で
の
欧
諸
説
、
ペ
ア
や
ク
ラ
ス
で
の
音
読
な
ど
本
文
や

訳
の
音
読
を
繰
り
返
し
行
う
。

－
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
教
材
開
発
－
a

本
文
、
学
習
課
題
、
現
代
語
訳
な
ど
か
ら

構
成
さ
れ
る
プ
リ
ン
ト
教
材
を
モ
ジ
ュ
ー
ル
ご
と
に
開
発
し
て
い
る
。

単
元
の
終
末
部
で
は
、
古
典
の
世
界
と
現
代
と
を
「
つ
な
げ
る
」
た
め
に
、

例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
活
動
を
行
わ
せ
て
い
る
。

・
「
あ
な
た
の
経
験
か
、
あ
な
た
の
読
ん
だ
小
説
な
ど
で
、
那
須
与
一
と

『
似
て
い
る
』
も
の
を
探
し
、
六
百
字
程
度
で
書
き
な
さ
い
」

－
古
典
作
品
を
引
い
て
、
悩
み
相
談
に
答
え
る

こ
う
し
た
実
践
報
告
に
お
い
て
、
斉
藤
先
生
は
、
短
い
古
典
教
材
を
繰
り
返

し
読
む
学
習
（
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
古
典
」
）
を
「
習
得
」
と
「
活
用
」
の
両
側
面

か
ら
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
古
典
の
学
習
の
後
、
古
典

作
品
と
似
て
い
る
こ
と
を
現
代
の
自
分
の
生
活
や
小
説
の
中
か
ら
さ
が
し
て
作

文
を
書
き
、
古
典
と
現
代
と
を
「
つ
な
げ
る
」
学
習
を
「
探
究
」
と
位
置
づ
け

て
い
る
。

（
二
）
難
波
実
践
の
概
要

難
波
健
悟
先
生
（
岡
山
県
立
玉
野
高
校
）
は
、
「
－
高
等
学
校
学
習
指
導
に
お

け
る
「
習
得
・
活
用
』
の
位
置
づ
け
二
つ
の
実
践
例
を
手
が
か
り
に
」
と

題
し
て
、
高
等
学
校
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
の
二
つ
の
系
統
の
授
業
実
践
を

報
告
さ
れ
た
。

実
践
報
告
の
一
つ
目
は
、
寓
話
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
物
語
と
現
実
世
界

と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
そ
の
読
み
方
を
用
い
て

小
説
教
材
（
安
部
公
房
「
良
識
派
」
）
を
学
習
す
る
と
い
う
展
開
か
ら
な
る
単

元
で
あ
る
。
二
つ
目
の
報
告
は
、
評
論
の
読
み
の
学
習
に
お
い
て
対
比
・
並

立
・
譲
歩
と
い
っ
た
文
章
の
論
展
開
を
理
解
し
た
後
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
学
習

者
自
身
が
意
見
文
を
書
く
と
い
う
実
践
で
あ
る
。

難
波
先
生
は
、
「
活
用
」
に
二
つ
の
音
山
味
が
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

学
習
指
導
要
領
の
い
う
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
し
て
の
意
味
と
、
「
ミ
ニ
・

レ
ッ
ス
ン
で
学
ん
だ
こ
と
を
練
習
す
る
場
」
と
し
て
知
識
や
技
能
の
転
移
性
を

重
視
し
た
学
習
の
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
つ
の
側
面
か
ら
自
身
の
実

践
を
位
置
づ
け
、
文
学
の
単
元
が
転
移
性
を
重
視
し
た
も
の
、
評
論
の
単
元
が

言
語
活
動
の
充
実
を
音
仙
図
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

質
疑
に
お
い
て
は
、
読
み
方
を
明
示
し
た
場
合
、
そ
の
獲
得
に
意
識
が
向
き

過
ぎ
、
作
品
を
丸
ご
と
読
む
こ
と
や
読
み
を
表
現
す
る
こ
と
へ
の
意
識
が
向
か

な
く
な
る
こ
と
の
問
題
が
、
方
略
指
導
の
課
題
と
い
う
観
点
か
ら
出
さ
れ
た
。
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（
三
）
頼
岡
実
践
の
概
要

頼
岡
由
美
先
生
（
広
島
県
立
祇
園
北
高
校
）
は
、
「
短
歌
・
俳
句
に
学
ぶ
こ

と
ば
の
力
｜
主
体
的
に
活
動
す
る
場
を
ど
う
作
る
か
｜
」
と
題
し
て
、
高
等
学

校
に
お
け
る
短
歌
・
俳
句
の
鑑
賞
と
創
作
の
授
業
実
践
を
報
告
さ
れ
た
。

実
践
は
、
テ
l
マ
（
犬
・
猫
・
飲
む
・
食
う
・
蝶
・
走
る
・
歩
く
）
ご
と

に
編
ん
だ
短
歌
・
俳
句
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
基
本
と
な
る
表
現
方
法
を
理
解
さ

せ
、
鑑
賞
文
を
作
成
し
、
そ
の
後
、
学
習
し
た
表
現
技
法
や
効
果
が
あ
る
と
感



じ
た
表
現
方
法
を
用
い
て
学
習
者
自
身
が
短
歌
・
俳
句
を
創
作
し
、
相
互
に
鑑

賞
し
合
う
と
い
う
展
開
で
行
わ
れ
て
い
る
。

実
践
報
告
の
中
で
は
、
学
校
全
体
で
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
へ
の
取

り
組
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
高
校
一
年
生
か
ら
三
年
生
ま
で
「
新
聞
学
習
」

「
進
路
研
究
」
「
課
題
研
究
」
な
ど
の
内
容
や
テ
l
マ
で
、
課
題
解
決
的
な
学
習

が
段
階
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

頼
岡
先
生
は
、
「
習
得
」
と
「
活
用
」
の
関
係
を
往
還
的
な
関
係
と
と
ら
え
、

自
ら
の
実
践
に
お
け
る
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
と
創
作
の
関
係
を
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
学
校
全
体
で
取
り
組
む
「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
践
す
る
中
で
「
感
じ
る
力
」
「
想
像
す
る
力
」

と
い
っ
た
情
緒
や
主
体
性
と
関
わ
る
「
国
語
力
」
の
育
成
に
課
題
を
感
じ
て
い

た
と
し
、
今
回
の
単
元
に
お
い
て
学
習
者
の
学
習
へ
の
主
体
性
や
表
現
へ
の
意

欲
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
「
探
究
」
的
な
学
習
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
。

質
疑
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
授
業
に
お
け
る
学
習
者
の
主
体
的
な
学
習
の

姿
を
具
体
的
に
尋
ね
る
質
問
が
出
さ
れ
た
。

（
四
）
協
議
の
概
要

実
践
報
告
の
後
の
協
議
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
が
質
問
・
意
見
と
し
て
出
さ

れ
、
実
践
報
告
者
の
受
け
答
え
を
介
し
た
検
討
が
行
わ
れ
た
。

・
学
校
で
の
学
び
を
学
校
外
で
の
現
実
的
な
学
び
へ
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ

る
か
。

・
「
習
得
」
か
ら
「
活
用
」
あ
る
い
は
「
活
用
」
か
ら
「
習
得
」
へ
と
至
る

単
元
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
す
る
か
。

－
主
体
的
な
意
欲
や
態
度
の
形
成
を
国
語
科
の
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

実
現
す
る
か
。

・
「
生
き
る
力
」
と
し
て
の
言
語
ス
キ
ル
の
「
習
得
」
「
活
用
」
を
ど
の
よ
う

な
学
習
課
題
、
言
語
活
動
、
単
元
を
通
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
る
か
。

－
毎
時
間
の
授
業
に
お
い
て
、
国
語
学
力
の
「
習
得
」
の
た
め
の
指
導
の
工

夫
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
。

四

国
語
科
授
業
実
践
に
お
け
る
学
習
の
段
階
性

以
上
の
よ
う
な
協
議
の
結
び
に
お
い
て
、
＝
一
人
の
先
生
に
よ
る
実
践
の
報
告

と
そ
れ
ら
の
協
議
の
成
果
を
司
会
の
立
場
か
ら
次
の
＝
一
点
に
ま
と
め
た
。

・
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
の
持
つ
学
習
観
が
授
業
実
践
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と

0

．
学
習
者
の
学
習
意
欲
の
育
成
を
重
視
し
た
指
導
過
程
を
と
っ
て
い
た
こ
と

0

・
各
学
習
段
階
で
、
国
語
学
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
効
果
的
な
指
導

の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
先
に
設
定
し
た
問
題
を
中
心
に
、
改
め
て
実
践
報
告
と
協
議
を

通
し
て
考
え
た
こ
と
を
三
点
述
べ
て
み
た
い
。

一
つ
目
は
、
学
習
に
お
け
る
「
習
得
」
お
よ
び
「
活
用
」
と
「
探
究
」
の
段

階
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
活
用
」
を
「
文
章
や
資
料
を
読

ん
だ
上
で
、
知
識
や
経
験
に
照
ら
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
論
述
す
る
と

い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
学
習
活
動
」
と
い
う
よ

う
に
、
現
実
的
な
文
脈
で
の
学
習
課
題
の
設
定
に
よ
る
言
語
活
動
と
の
み
と
ら

え
る
な
ら
ば
、
斉
藤
実
践
に
お
け
る
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
系
」
や
「
よ
く
わ
か
ら

な
い
と
つ
き
あ
う
系
」
な
ど
の
古
典
を
繰
り
返
し
読
む
学
習
、
難
波
実
践
に
お
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け
る
転
移
性
を
重
視
し
た
文
学
教
材
の
学
習
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
な
知
識
・

技
能
の
習
得
段
階
の
学
習
過
程
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
方
で
、

「
習
得
」
「
活
用
」
と
「
探
究
」
の
関
係
を
、
新
学
習
指
導
要
領
に
し
た
が
い
、

「
習
得
」
「
活
用
」
は
教
科
で
、
「
探
究
」
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
ど
教
科

横
断
的
な
学
習
を
通
し
て
と
ば
か
り
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
探
究
」
は
頼
岡
実

践
に
見
ら
れ
た
学
校
全
体
で
の
取
り
組
み
に
の
み
見
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
斉

藤
実
践
に
お
け
る
古
典
と
現
代
と
を
「
つ
な
げ
る
」
た
め
の
学
習
活
動
は
、

「
活
用
」
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
は
、
三
人
の
先
生
が
、
自
ら
の
実
践
に
お
い

て
学
習
の
段
階
性
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
に
配
慮
し
て
授
業
の
指
導
過
程
を
意
図

的
に
構
成
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
十
分
に
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
授
業
者
の
視

点
で
考
え
れ
ば
、
国
語
の
授
業
や
単
元
に
お
け
る
学
習
の
段
階
性
を
細
や
か
に

想
定
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
が
興
味
や
意
欲
、
立
ち
向
か
う
べ
き
認
知
的
葛
藤

を
持
ち
な
が
ら
、
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
指
導
方
法
や
学
習

活
動
の
工
夫
は
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
習
得
」
と
一
括
り
に
し
た
り
「
活

用
」
や
「
探
究
」
と
大
ざ
っ
ぱ
に
区
別
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
、
「
活
用
」
を

強
調
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
教
師
が
最
も
心
を
砕
く
「
習
得
」
の
段
階
に

お
け
る
指
導
過
程
を
一
面
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

二
つ
日
に
、
国
語
科
に
お
け
る
学
習
意
欲
の
育
成
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ

る
。
頼
岡
実
践
の
報
告
に
お
い
て
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
学
校
全

体
で
学
年
の
進
行
に
沿
っ
て
取
り
組
む
教
科
横
断
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
紹
介

さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
う
し
た
実
践
に
お
け
る
課
題
と
し
て
、
学
習
者
の
学
習

意
欲
の
育
成
や
主
体
的
な
学
び
を
い
か
に
成
立
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
。
中
教
審
答
申
に
お
い
て
は
、
教
科
の
目
的
に
と
ら
わ
れ
ず
、
学

習
者
の
本
来
的
な
学
習
意
欲
を
育
成
す
る
た
め
に
「
探
究
」
的
な
学
習
を
実
現

す
る
場
と
し
て
総
合
的
な
学
習
の
時
聞
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
高
校
現

場
で
は
、
受
験
指
導
や
進
路
指
導
と
い
う
枠
組
み
で
の
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が

構
成
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
こ
で
は
学
習
者
の
主
体
性
と
結
び
つ
い
た
学
習

課
題
の
「
探
究
」
が
行
わ
れ
に
く
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

そ
う
し
た
場
合
、
教
科
の
学
習
に
お
い
て
、
学
習
者
の
学
習
意
欲
を
掘
り
起

こ
し
、
鼓
舞
し
よ
う
と
教
師
は
考
え
る
。
三
人
の
先
生
の
よ
う
に
「
探
究
」
的

な
国
語
の
学
習
や
単
元
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
学
習
意
欲
の
育
成
は
、
時
間

の
割
り
振
り
に
よ
る
役
割
分
担
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
語

科
や
各
教
科
、
そ
し
て
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
学
習

者
の
現
実
と
結
び
つ
い
た
問
題
意
識
を
見
出
し
、
そ
れ
を
具
体
的
な
学
習
課
題

と
し
て
構
成
し
て
い
く
指
導
過
程
を
構
想
し
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
探

究
」
的
な
学
習
お
よ
び
学
習
意
欲
の
育
成
は
可
能
と
な
る
。

三
つ
日
に
、
各
段
階
で
の
効
果
的
な
指
導
の
あ
り
方
の
工
夫
の
問
題
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
授
業
の
時
間
の
区
切
り
ゃ
割
り
振
り
と
し
て
で
は

な
く
、
指
導
過
程
に
お
け
る
学
習
の
段
階
性
の
問
題
と
し
て
「
習
得
・
活
用
・

探
究
」
を
と
ら
え
直
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
段
階
を
支
え
て
い
る
の

は
、
教
師
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
う
教
材
開
発
や
具
体
的
な
指
導
方
法
の
工
夫
で
あ

る
。
教
師
は
、
今
後
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
学
習
の
段
階
性
へ
の
意
識
や
計
画
性

を
高
め
な
が
ら
、
指
導
方
法
や
指
導
過
程
、
学
習
課
題
や
言
語
活
動
を
工
夫
す

る
必
要
が
あ
る
。

実
践
を
ご
報
告
い
た
だ
い
た
三
名
の
先
生
、
ご
参
加
会
い
た
だ
い
た
多
く
の

方
の
協
力
で
今
後
十
年
に
渡
っ
て
取
り
組
む
べ
き
実
践
の
課
題
が
テ
l
マ
に

沿
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。
（
広
島
大
学
）
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