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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）

一

　章
名

　

こ
の
た
び
の
研
究
協
議
の
「
趣
旨
文
」
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

₂
₀
₁
₇
年
₃
月
に
小
学
校
・
中
学
校
の
次
期
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
₂
₀
₁
₈
年
₃
月
に
は
高
等
学
校
の
学
習

指
導
要
領
も
告
示
さ
れ
ま
し
た
。「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
「
社

会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
つ
く
る
三
つ
の
柱
の
一
つ
と
し
て
、
依
然
重

視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
次
期
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
関
わ
っ
た
田
村
学
氏

の
﹃
深
い
学
び
﹄（
東
洋
館
出
版
社
、
₂
₀
₁
₈
年
₄
月
）
で
は
「
主
体
的
な

学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

・「
主
体
的
な
学
び
」
と
は
「
学
習
者
と
し
て
の
子
供
自
身
が
自
ら
の
学
び
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
学
び
に
つ
い
て
は
「
授
業
の

導
入
に
お
け
る
「
課
題
設
定
」
と
「
見
通
し
」」、
終
末
に
お
け
る
「
振
り
返

り
」
に
意
識
を
向
け
た
い
。

・「
対
話
的
な
学
び
」
は
「
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
を
質
的
に
高
め
て
い
く
と
と
も

に
、
他
者
と
力
を
合
わ
せ
た
問
題
の
解
決
や
協
働
に
よ
る
新
た
な
ア
イ
デ
ィ

ア
の
創
造
が
求
め
」
る
も
の
で
あ
る
た
め
、「
異
な
る
多
様
な
他
者
と
の
学
び

合
い
を
重
視
す
る
こ
と
」
が
大
切
に
な
る
。

・「
深
い
学
び
」
で
は
「
問
題
を
解
決
す
る
プ
ロ
セ
ス
」「
解
釈
し
考
え
を
形

成
す
る
プ
ロ
セ
ス
」「
構
想
し
創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
等
、
授
業
者
も
学
習
者

も
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
以
上
に
「
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
」
に
自
覚
的
に
な
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。「
深
い
学
び
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、「
身
に
付

け
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し
た
り
、
発
揮
し
た
り
し
て
関
連
付
け
る
こ
と
」

「
明
確
な
課
題
意
識
を
も
っ
た
主
体
的
で
文
脈
的
な
学
び
で
知
識
や
技
能
の
つ

な
が
り
を
生
む
こ
と
」「
情
報
と
し
て
の
知
識
や
技
能
を
対
話
に
よ
っ
て
つ
な

い
で
再
構
成
す
る
処
理
場
面
の
活
性
化
」「
学
習
活
動
を
振
り
返
り
、
体
験
し

た
こ
と
と
収
集
し
た
情
報
や
既
有
の
知
識
と
を
関
連
さ
せ
、
自
分
の
考
え
と

し
て
整
理
し
意
味
付
け
た
り
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
り
共
有
し
た
り
す
る
こ
と
」

等
が
大
切
で
あ
る
。（﹃
深
い
学
び
﹄pp. ₁₈-₂₄

の
内
容
を
要
約
。）

【
第
60
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
い
ざ
な
う
条
件

︱
︱
学
び
の
「
つ
な
が
り
」
意
識
を
教
師
が
意
図
的
に
育
て
る
︱
︱

山

　元

　隆

　春
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「
協
働
」「
学
び
合
い
」「
学
び
の
プ
ロ
セ
ス
」「
関
連
付
け
る
」「
つ
な
が

り
」「
活
性
化
」「
意
味
付
け
」「
自
覚
」「
共
有
」
と
い
っ
た
鍵
概
念
は
、
本

学
会
で
の
皆
様
の
実
践
報
告
や
研
究
協
議
に
お
い
て
重
ん
じ
ら
れ
、
探
究
が

な
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
、
重
な
っ
て
い
ま
す
。
₂
₀
₁
₈
年
（
第
₅₉
回
）
の

研
究
協
議
の
テ
ー
マ
と
し
た
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
議
論
を
進
め
る
必
要
が

あ
り
、
教
育
現
場
で
試
行
を
続
け
な
が
ら
、
そ
の
内
実
を
探
っ
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
必
履
修
科
目
が
「
現

代
の
国
語
」「
言
語
文
化
」、
選
択
科
目
が
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国

語
表
現
」「
古
典
探
究
」
と
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
学
習
指
導
要
領
解
説

の
「
国
語
編
」
も
₂
₀
₁
₈
年
₃
月
末
に
刊
行
さ
れ
、
授
業
づ
く
り
の
参
考

に
な
る
資
料
が
少
し
ず
つ
出
版
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
い
ま
し
ば
ら
く
は
、
こ

の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
経
験
を

も
と
に
協
議
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
₂
₀
₁
₉
年
（
第
₆₀
回
）
の

研
究
協
議
で
は
、
テ
ー
マ
を
、
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」（
₂
）
と
設
定
し
、
₂
₀
₁
₈
年
に
引
き
続
い

て
新
し
い
教
育
課
程
に
お
け
る
国
語
科
授
業
の
姿
を
探
り
た
い
と
考
え
ま
し

た
。
今
後
の
国
・
各
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
に
お
け
る
教
育
改
革
の
動

向
を
見
据
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
々
の
国
語
教
育
実
践
に
つ
い
て
協
議

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
は
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
を
つ

く
る
三
本
の
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
が
次
期
学
習
指
導
要
領
の
非
常
に
重
要

な
語
句
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
実
現
で
き

て
、
ま
た
、
生
徒
た
ち
が
こ
の
「
学
び
」
を
達
成
し
得
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

見
極
め
、
そ
し
て
こ
の
「
学
び
」
を
通
し
て
「
社
会
」
を
い
き
る
た
め
の
何
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
把
握
し
、
彼
ら
の
「
学
び
」
の
成
果
と
な

お
残
る
課
題
を
ど
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
研
究
協
議
登
壇

者
で
あ
る
世
良
裕
紀
子
、
神
部
智
、
真
木
昭
久
の
三
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。

二

　生
徒
の
な
か
で
学
び
の
「
つ
な
が
り
」
意
識
が
「
深

い
学
び
」
を
い
ざ
な
う

　

世
良
裕
紀
子
氏
は
、
田
村
学
氏
に
よ
る
「「
知
識
・
技
能
」
が
関
連
付
い
て
構

造
化
さ
れ
た
り
、
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か

う
こ
と
」
と
い
う
「
深
い
学
び
」
に
つ
い
て
の
定
義
を
踏
ま
え
、「
知
識
や
場
面

が
相
互
に
「
つ
な
が
り
」
を
も
つ
こ
と
で
、「
深
い
学
び
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
課
題
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
を
自
身
の
中
学
二
年
生

に
対
す
る
実
践
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
。

　

₂
₀
₁
₉
年
₇
月
ま
で
に
実
施
し
た
合
計
₁₉
の
単
元
の
学
習
記
録
に
基
づ
い

た
報
告
で
あ
っ
た
が
、「
表
₁　

温
品
中
学
校
₂
年
生
前
期
の
単
元
計
画
」
に
は
、

簡
潔
な
言
葉
で
そ
の
全
体
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
世
良
氏
の
明

確
な
見
通
し
の
も
と
に
単
元
計
画
が
綿
密
か
つ
周
到
に
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

世
良
氏
が
重
視
し
た
の
は
単
元
間
の
「
つ
な
が
り
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
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の
単
元
で
学
ん
だ
知
識
を
学
習
者
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
「
構
造
化
」
し
て
い

く
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
営
み
の
な
か
で
見
出
さ
れ
た

の
が
「
つ
な
が
り
の
も
た
せ
方
の
質
的
な
異
な
り
」
で
あ
る
。「
①
題
材
は
異
な

る
が
、
似
た
活
動
の
中
で
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
い
る
も
の
」「
②
似
た
活
動

だ
が
、
発
展
的
な
場
面
で
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
い
る
も
の
」「
③
ま
っ
た
く

違
う
活
動
の
中
で
、
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
三
つ
の

「
構
造
化
」
の
パ
タ
ー
ン
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
学
習
者
の
「
知
識
の
構
造

化
」
が
自
立
し
て
い
く
階
梯
（
そ
れ
を
「
深
ま
り
」
と
呼
ん
で
い
い
の
か
も
し

れ
な
い
）
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。

　

論
考
の
後
半
に
示
さ
れ
て
い
る
「
既
習
事
項
と
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
事
例
」

で
は
、
彼
・
彼
女
た
ち
が
既
に
学
ん
だ
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
学
び

に
い
か
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
実
際
が
、
学
習
中
の
生
徒
た
ち
の
言
葉

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
世
良
氏
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
言
葉
に
集

約
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
既
習
事
項
と
意
図
的
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
て
単
元
を
構

想
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
自
身
の
気
付
き
を
促
し
、
知
識
の
構
造
化
を
経
て

「
深
い
学
び
」
の
獲
得
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
意
図
し
な
い
場
面
で
も
、
困
難
な
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
学
習

者
自
身
が
、
既
習
事
項
と
つ
な
げ
て
考
え
、
知
識
を
構
造
化
し
て
「
深
い
学

び
」
を
獲
得
す
る
姿
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
稿
者
は
、
意
図
的
に
単
元

に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
て
い
く
こ
と
は
、
学
習
者
Ａ
の
よ
う
に
授
業
者
の
意

図
を
超
え
て
、
自
分
自
身
で
学
び
を
つ
な
げ
て
い
く
学
習
者
を
育
む
こ
と
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
「「
学
習
者
Ａ
」
の
よ
う
な
学
び
」
を
一
人
で
も
多
く
の
生
徒
が
果
た
し
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
能
動
的
に
学
ぶ
共
同
体
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
世
良
氏
の

ク
ラ
ス
は
既
に
そ
う
な
っ
て
い
る
）
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
「
単
元
に
つ
な
が

り
を
も
た
せ
て
い
く
」
教
師
の
「
意
図
性
」
で
あ
る
。
そ
の
「
意
図
性
」
が
学

習
者
の
「
知
識
の
構
造
化
」
の
起
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
世
良
氏
は
教
え
て

い
る
。三

　理
解
方
略
の
獲
得
過
程
と
表
現
者
の
選
択
行
為
の
意

識
化

　

世
良
氏
の
言
う
「
単
元
に
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
」
教
師
の
「
意
図
性
」
の

重
要
性
は
、
神
部
智
氏
も
共
有
し
て
い
る
。
神
部
氏
は
高
等
学
校
国
語
科
で
の

「
理
解
方
略
指
導
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、「
文
章
や
文
脈
」
の
細
や
か
な

呼
び
か
け
に
応
じ
な
が
ら
「
よ
り
正
確
な
文
章
表
象
」
を
形
成
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
に
神
部
氏
の
「
理
解
方
略
指
導
」
の
主
眼
が
あ
る
。

　

神
部
氏
の
取
り
上
げ
た
「
理
解
方
略
」
は
十
種
類
（
従
来
の
研
究
実
践
に
な

い
独
自
の
も
の
）
で
あ
る
。
氏
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

「
理
解
方
略
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
識
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
で
そ
の
指

導
が
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
こ
れ
ら
の
十
種
類
の
「
理
解
方
略
」

を
内
化
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
時
間
を
か
け
て
繰
り
返

し
実
践
す
る
か
ら
こ
そ
、
氏
の
取
り
上
げ
る
「
理
解
方
略
」
は
生
徒
の
身
に
つ

い
て
、
そ
こ
か
ら
先
の
探
究
を
導
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
過
程
の
こ
と
を
神
部
氏
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
「
理
解
方
略
の
精

緻
化
過
程
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
「
精
緻
化
過
程
」
は
あ
る
程
度
長
期
に
わ
た
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
長
期
に
わ
た
る
学
習
を
と
お
し
て
「
精
緻
化
」
す
る
か
ら
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こ
そ
、「
理
解
方
略
」
は
生
徒
の
身
に
つ
い
て
い
く
と
神
部
氏
は
考
え
る
。「
深

い
学
び
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
「
理
解
方
略
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
重

要
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
果
た
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

確
か
め
て
い
く
た
め
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
学
習
の
過
程
を
考
察
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
神
部
氏
の
実
践
報
告
と
考
察
は
そ
の
こ
と
に
光
を
あ
て
る
。

　

神
部
氏
が
₄₂
時
間
に
わ
た
っ
て
実
践
し
た
八
つ
の
単
元
で
取
り
上
げ
た
「
理

解
方
略
」
の
一
覧
は
「
表
₁
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、「
理
解
方

略
」
を
知
識
と
し
て
獲
得
さ
せ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
は
じ
め
は
モ
デ
ル
と
し
て

示
し
、
次
第
に
生
徒
た
ち
が
自
分
た
ち
で
使
い
な
が
ら
そ
の
成
果
を
確
か
め
、

理
解
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
身
に
つ
け
る
「
段
階
的
移
行
」
を
神
部
氏
が

意
図
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

神
部
氏
は
、「
旅
す
る
力
」（
沢
木
耕
太
郎
）
の
学
習
に
お
け
る
、
一
人
の
学

習
者
の
、
理
解
方
略
「
細
部
」
の
精
緻
化
過
程
を
追
跡
し
、
考
察
し
て
い
る
。

こ
の
学
習
者
の
次
の
よ
う
な
自
己
の
理
解
過
程
の
反
省
か
ら
神
部
氏
は
学
ぶ
。

　
︻
読
後
︼
は
じ
め
に
感
想
を
書
い
た
と
き
は
、
筆
者
が
こ
ら
し
た
細
部
の
工

夫
に
気
づ
か
ず
、「
距
離
」
を
距
離
と
そ
の
ま
ま
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。
内
容

は
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
よ
か
っ
た
が
、
表
記
に
こ
め
ら
れ
た
筆
者
の
思

い
に
も
気
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
。

　

こ
の
生
徒
が
沢
木
耕
太
郎
の
文
章
の
「
細
部
の
工
夫
」
に
目
を
向
け
る
重
要

性
に
気
づ
い
た
こ
と
を
、
神
部
氏
は
「
記
述
課
題
に
上
手
く
解
答
で
き
な
か
っ

た
経
験
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
」
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
初
読
段

階
で
は
「
内
容
」
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、「
細
部
の
工
夫
」
に
目
を

向
け
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、「
細
部
の
工
夫
」
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
こ
の
文

章
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
ま
で
思
い
を
向
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
こ
の
学
習
者
は
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う

「
内
容
」
と
は
要
約
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、「
細
部
の
工
夫
」
の
方
は
要
約
不

能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
化
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の
表
現
過
程
に
お
け

る
「
選
択
」
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
初
読
段
階
よ
り
も
、「
旅
す
る

力
」
の
理
解
が
深
ま
っ
た
と
い
う
実
感
が
こ
の
学
習
者
に
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
羅
生
門
」（
芥
川
龍
之
介
）、「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」（
山
崎
正

和
）、「
夢
十
夜
：
第
一
夜
」（
夏
目
漱
石
）、「
美
し
さ
の
発
見
」（
高
階
秀
爾
）、

「
富
岳
百
景
」（
太
宰
治
）
と
い
っ
た
文
章
を
読
む
過
程
で
「
学
習
者
Ａ
」
は
、

「
旅
す
る
力
」
の
学
習
に
お
い
て
習
得
し
た
理
解
方
略
を
活
用
し
て
、
文
章
に
つ

い
て
の
発
見
を
し
て
い
る
。「
学
習
者
Ａ
」
の
学
び
に
お
い
て
次
第
に
強
ま
っ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
書
き
手
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
選

択
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
表
面
的
な
情
報
や
内

容
を
捉
え
る
理
解
の
仕
方
を
超
え
、
表
現
者
が
な
ぜ
そ
の
表
現
を
選
ん
だ
の
か

と
い
う
こ
と
の
考
察
が
誘
わ
れ
る
。
神
部
氏
の
理
解
方
略
指
導
は
、
三
月
ほ
ど

を
か
け
て
こ
の
「
学
習
者
Ａ
」
を
「
深
い
学
び
」
に
い
ざ
な
っ
た
と
言
え
る
。

四

　「コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
」
の
授
業
づ
く
り
と
「
資
質
・

能
力
ベ
ー
ス
」
の
授
業
づ
く
り
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

　

世
良
氏
、
神
部
氏
が
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
科
授
業
に
つ

い
て
の
報
告
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
真
木
昭
久
氏
は
教
育
委
員
会
に
身
を
置

く
立
場
か
ら
、
高
等
学
校
国
語
科
教
員
の
研
修
活
動
の
分
析
を
通
し
て
、
高
等

学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
深
い
学
び
」
の
具
体
像
を
探
っ
た
。
先
生
方
の
衆
知

を
集
め
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
を
見
据
え
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る
た
め
の
重
要
な
知
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「（
六
）
研
究
成
果
に
つ
い
て
」
に
は
「
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
成
果
と
課

題
の
両
面
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、︻
成
果
︼
と

し
て
「
既
存
の
教
材
を
も
と
に
授
業
を
構
想
す
る
と
い
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー

ス
に
つ
い
て
は
深
い
学
び
に
つ
な
が
り
に
く
い
傾
向
が
あ
り
、
資
質
・
能
力

ベ
ー
ス
で
構
想
し
た
授
業
の
ほ
う
が
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
い
と

い
う
こ
と
が
見
え
た
」
と
さ
れ
る
一
方
で
、「
資
質
・
能
力
か
ら
授
業
を
構
想
す

る
流
れ
に
つ
い
て
は
、
委
員
の
先
生
に
意
識
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
た
も
の

の
、
教
員
個
人
の
身
に
染
み
つ
い
た
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
の
授
業
設
計
か
ら
の

脱
却
の
困
難
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
」
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
︻
成
果
︼

と
︻
課
題
︼
は
表
裏
一
体
を
な
す
一
連
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
真
木
氏
は
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー
ス
」
に
す
る
か
、「
資
質
・
能
力

ベ
ー
ス
」
に
す
る
か
、
の
二
者
択
一
を
迫
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、「「
知
識
・
技
能
」
が
関
連
付
い
て
構
造
化
さ
れ
た
り
、
身

体
化
さ
れ
た
り
し
て
高
度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
こ
と
」
を
可
能
に

す
る
た
め
に
は
、
授
業
者
の
姿
勢
と
し
て
「
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
」
で
授
業
づ

く
り
に
向
か
う
こ
と
が
最
低
限
必
要
で
あ
る
と
い
う
知
見
が
得
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
資
質
・
能
力
ベ
ー
ス
」
の
授
業
づ
く
り
が
「
コ
ン
テ
ン
ツ
ベ
ー

ス
」
の
授
業
づ
く
り
の
完
璧
な
代
案
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
真
木
氏

の
指
摘
は
、
そ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。

五

　お
わ
り
に

　

真
木
氏
が
最
後
に
集
約
し
た
こ
れ
か
ら
の
高
等
学
校
国
語
科
授
業
づ
く
り
に

お
け
る
次
の
よ
う
な
留
意
点
は
、
世
良
氏
と
神
部
氏
の
実
践
報
告
及
び
考
察
と

問
題
を
共
有
し
て
い
る
。

・「
活
用
」
の
学
習
過
程
で
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ

と
が
、
深
い
学
び
に
繋
げ
る
上
で
重
要

・
複
数
の
言
語
情
報
を
関
連
づ
け
る
よ
う
な
学
習
過
程
を
通
る
こ
と
が
不
可
欠

・
関
連
づ
け
ら
れ
た
知
識
が
「
構
造
化
さ
れ
た
り
身
体
化
さ
れ
た
り
し
て
高

度
化
し
、
駆
動
す
る
状
態
に
向
か
う
」
に
は
、
一
つ
の
資
質
・
能
力
を
育

成
す
る
た
め
の
短
い
時
間
で
設
定
し
た
単
元
を
複
数
繰
り
返
す
よ
う
な
指

導
計
画
や
、
も
っ
と
長
時
間
の
単
元
の
設
定
が
必
要

　

世
良
氏
も
神
部
氏
も
、
学
習
指
導
の
な
か
で
生
徒
に
よ
る
言
葉
に
よ
る
振
り

返
り
を
重
ん
じ
、「
関
連
づ
け
」
る
こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
資
質
・
能
力
」
を
子
ど
も
の
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
わ
ず
か
な
時
間
で
は
む

ず
か
し
く
、
長
期
に
わ
た
っ
て
「
単
元
」
同
士
の
関
連
づ
け
を
行
い
な
が
ら
、

次
第
に
学
習
者
が
自
分
で
知
識
・
技
能
や
方
略
を
選
択
し
、
使
い
こ
な
し
な
が

ら
、
考
え
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
学
習
過
程
を
、
教
師
側
が
意
図
的
に
仕
組
ん

で
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
繰
り
返
し
論
じ
て
い
た
。
真
木
氏
の
研
究
成
果
は
世

良
氏
と
神
部
氏
の
実
践
を
も
と
に
し
た
考
察
の
確
か
さ
を
裏
付
け
る
も
の
で
も

あ
る
。
こ
の
点
で
三
人
の
登
壇
者
の
考
察
は
重
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の

国
語
科
授
業
づ
く
り
の
た
め
の
重
要
な
指
針
と
な
る
の
で
あ
る
。（

広
島
大
学
）




