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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
三
号
（
令
和
四
年
三
月
刊
）

米
国
に
お
け
る
理
解
方
略
指
導
の
一
展
開

︱
︱「
州
共
通
コ
ア
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
）」
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
︱
︱神

　部

　
　
　智

一　

研
究
の
背
景

　

米
国
で
は
2
0
1
0
年
に
「
州
共
通
コ
ア
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」（C

om
m

on C
ore 

S
tates S

tandard for E
nglish L

anguage A
rts &

 L
iteracy in H

istory /S
ocial 

S
tudies, S

cience, and Technical S
ubjects: C

C
S

S
）
が
公
開
さ
れ
、
国
語
科

（E
nglish L

anguage A
rts: E

L
A

）
の
領
域
に
お
い
て
も
、
大
学
進
学
と
就
職
準

備
を
見
据
え
た
、
Ｋ-

12
（
幼
稚
園
か
ら
高
等
学
校
卒
業
段
階
ま
で
）
の
各
学
年

の
到
達
基
準
が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
主
要
著
者
の
う
ち
の

2
人
で
あ
るC

olem
an

とPim
entel

は
、
教
育
関
係
者
や
出
版
社
を
支
援
す
る

た
め
、
2
0
1
2
年
に
こ
れ
を
一
部
改
訂
し
、
基
準
の
要
点
に
つ
い
て
「
教
材

文
章
の
選
定
」「
質
問
と
学
習
課
題
」「
学
問
的
な
語
彙
」「
根
拠
を
示
す
こ
と
と

研
究
活
動
」
等
の
観
点
か
ら
説
明
を
加
え
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
第
一
の
変
化
は
、
よ
り
複
雑
で
難
度
の
高
い
文

章
が
教
材
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
だ
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
10
~
11
歳
相
当
の

L
exile

指
数
は
770
~
980
に
増
加
し
（
註
1
）、
12
歳
以
上
で
取
り
扱
う
教
材
文
は
、
約
7

対
3
の
割
合
で
、
説
明
的
文
章
と
文
学
的
文
章
が
編
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（C
olem

an &
 Pim

entel, 2012

）。
こ
う
し
た
変
化
は
、「
Ｋ-

12
対
象
の
教
材
文

章
の
複
雑
さ
が
減
少
し
て
い
る
」「
現
在
の
高
校
卒
業
生
の
多
く
が
大
学
や
職
場

の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
準
備
が
で
き
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
知
見
に
基
づ
い
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
知
見
の
正
し
さ
は
概
ね
他
の
研
究
者
に
も
支
持
さ
れ
て
い
る
（
註
2
）

（H
iebert &

 M
esm

er, 2013 ; Pearson, 2013

）。
学
習
者
の
熟
読
と
再
読
を
促
す

た
め
に
、
教
材
文
章
の
質
が
強
化
さ
れ
た
。

　

第
二
の
変
化
は
、
本
文
に
依
拠
（text-dependent

）
し
た
質
問
と
学
習
課
題

が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
だ
。C

olem
an &

 Pim
entel

（
2
0
1
2
）
は
、「
学
習

者
の
背
景
知
識
や
経
験
は
読
解
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
文
自
体
へ
の

注
意
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（
7
頁
）
と
し
て
、
学
習
者
が
本
文
中

の
証
拠
に
基
づ
き
応
答
で
き
る
よ
う
な
課
題
を
用
意
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

そ
れ
は
「
出
版
社
は
テ
ク
ス
ト
に
依
拠
し
な
い
学
習
活
動
の
提
供
を
控
え
る
べ

き
だ
」（
10
頁
）
と
述
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
結
果
、
こ
の
背
景
知
識
の
役
割
を

軽
視
す
る
発
言
は
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
（B

oyles, 2012

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
争
点
は
あ
る
も
の
の
、
基
準
の
修
正
が
定
期
的

に
試
み
ら
れ
た
り
、
基
準
の
達
成
手
段
が
教
師
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
期
待
を

含
め
る
な
ら
、
注
意
深
く
綿
密
な
読
書
を
強
調
す
る
こ
の
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
は
全
米
に
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よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
お
り
（H

inchm
an &

 M
oore, 

2013 ; Pearson, 2013

）、
各
州
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

二　

問
題
の
所
在

　

こ
う
し
た
現
状
に
対
し
、A

f�erbach et al.

（
2
0
2
0
）
は
「
理
解
方
略
の

指
導
」
と
題
し
た
一
編
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
傍
線
稿
者
）。

多
く
の
学
習
者
は
、
学
校
で
の
読
解
力
の
要
求
の
高
ま
り
に
直
面
し
て
い

る
。
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
や
、
他
の
到
達
基
準
に
依
拠
し
た
行
政
主
体
は
、
学
習
者

が
教
室
で
学
ぶ
こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。
全
米
学

力
調
査
（
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
）
と
、
そ
の
結
果
を
反
映
す
る
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
は
、
読
解

に
は
読
者
・
テ
ク
ス
ト
・
読
書
行
為
・
文
脈
が
関
係
す
る
と
い
う
考
え
を

共
有
し
、
関
連
す
る
課
題
に
取
り
組
む
中
で
理
解
し
た
方
略
を
読
者
が
活

用
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
現
在
、
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
と
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
両
方

で
、
文
章
理
解
は
読
み
の
主
要
な
成
果
だ
が
、
理
解
は
も
は
や
そ
れ
の
み

で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
み
書
き
に
関
す
る
よ
り
大
き
な

行
為
の
必
須
の
要
素
と
み
な
さ
れ
て
い
る
事
実
に
、
読
み
の
概
念
の
発
展

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
の
理
解
方
略
の
使
用

に
対
し
て
も
新
し
く
複
雑
な
要
求
が
生
ま
れ
て
い
る
。（
106
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
や
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
の
方
針
は
、
米
国
の
読
解
指
導
全
般

に
影
響
を
与
え
、
理
解
方
略
の
指
導
に
も
、「
新
し
く
複
雑
な
」
指
導
の
あ
り
方

を
要
求
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
指
摘
は
、
他
の
先
行
研
究
に
お

い
て
も
み
ら
れ
る
（Frey &

 Fisher, 2013 : 57 ; D
ole et al., 2014 : 22-23

）。

　

実
際
、
米
国
に
お
い
て
は
、
2
0
1
0
年
の
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
公
開
直
後
か
ら
、
理

解
方
略
指
導
の
実
践
者
か
つ
研
究
者
た
ち
（
後
述
す
るB

oyles, Frey &
 Fisher, 

Saccam
ano, D

ole et al., B
eers &

 Probst

ら
の
著
者
た
ち
）
が
、
こ
う
し
た
到

達
基
準
や
読
解
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
踏
ま
え
て
、
新
し
い
理
解
方
略
指
導
の
方

法
論
を
さ
ま
ざ
ま
に
提
案
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
彼
ら
が
提
案
す
る
指
導
の
姿
は
実
に
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
稿
者

か
ら
す
る
と
、「
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
公
開
は
理
解
方
略
の
指
導
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
た
の
か
」「
米
国
の
理
解
方
略
指
導
は
2
0
1
0
年
代
に
ど
の
よ
う
な
方
向

へ
向
か
っ
た
の
か
」
を
伺
い
知
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、「
我
が
国
の
理
解
方
略
指
導
は
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ

う
な
教
訓
・
示
唆
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の

分
析
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
、
稿
者
は
考
え
る
（
註
3
）。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
特
に
2
0
1
0
年
代
に
米
国
で
提
案
さ
れ
た
理
解
方

略
指
導
の
方
法
論
や
実
践
例
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
共

通
の
傾
向
を
分
析
・
整
理
す
る
こ
と
で
、「
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
公
開
後
の
2
0
1
0
年
代

に
、
米
国
の
理
解
方
略
指
導
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
た
の
か
」
を
、
稿
者

の
管
見
の
限
り
で
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

三　

線
引
き
方
略
へ
の
再
注
目

（
Ⅰ
）
指
導
法
の
傾
向
分
析

　

第
一
に
分
析
す
る
の
はF

rey &
 F

isher

（
2
0
1
3
）
とS

accam
ano

（
2

0
1
4
）
の
指
導
法
で
あ
る
。
彼
ら
は
、「
本
文
の
、
重
要
な
記
述
に
下
線
を
引
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く
」「
不
明
瞭
な
言
葉
を
丸
で
囲
む
」「
本
文
の
内
容
同
士
を
結
び
つ
け
る
た
め

に
矢
印
記
号
を
書
き
込
む
」
等
の
広
く
知
ら
れ
た
読
み
の
方
略
に
再
注
目
を
促

し
て
い
る
。
例
え
ば
、Saccam

ano

（
2
0
1
4
）
は
、「
精
読
に
ど
れ
だ
け
親

し
ん
で
い
る
か
？
」
と
題
し
た
一
編
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

学
習
者
に
「
本
文
中
の
重
要
な
情
報
に
下
線
を
引
く
よ
う
に
」
な
ど
と
指

示
す
る
こ
と
は
曖
昧
な
発
言
だ
。
こ
の
よ
う
な
指
示
が
与
え
ら
れ
て
も
、

学
習
者
は
関
係
す
る
具
体
的
な
情
報
を
探
さ
な
い
。
極
め
て
具
体
的
な
も

の
を
記
号
化
す
る
方
法
を
学
習
者
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
。
学
習
者

は
本
文
内
の
特
定
の
要
素
を
探
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
与
え

ら
れ
た
課
題
に
応
じ
て
変
わ
る
。
本
文
を
分
析
さ
せ
る
一
つ
の
方
法
は
、

事
前
に
学
習
し
た
記
号
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
だ
。（
144
~
145
頁
）

　

同
様
に
、F

rey &
 F

isher

（
2
0
1
3
）
も
、A

dler &
 V

an D
oren

（
1
9

4
0
）
の
古
典
的
著
作
を
引
き
合
い
に
、
線
引
き
方
略
（A

nnotation

）
の
重
要

性
を
説
い
て
い
る
（
58
頁
）。
だ
が
、
こ
こ
で
提
案
さ
れ
る
指
導
は
、
読
解
の
指

導
と
し
て
も
、
方
略
の
指
導
と
し
て
も
珍
し
い
も
の
と
は
言
え
ず
、
指
導
法
の

展
開
を
見
出
す
に
は
不
足
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
方
略
指
導

の
実
践
者
で
も
あ
っ
た
彼
ら
が
こ
の
指
導
法
を
改
め
て
提
案
し
た
背
景
に
、
以

下
のB

oyles

（
2
0
1
2
）
の
記
述
（
傍
線
稿
者
）
を
み
る
と
き
（
註
4
）、
理
解
方
略

指
導
の
ひ
と
つ
の
展
開
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
稿
者
は
思
う
。

過
去
十
年
、
私
は
読
み
の
指
導
が
、
学
習
者
の
理
解
度
を
一
連
の
質
問
と

応
答
に
よ
っ
て
測
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、「
優
れ
た
読
者
」
が
使
用
す

る
方
略
を
活
性
化
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
変
化
す
る
さ
ま
を
目
撃
し
て
き

た
。
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
（
2
0
0
2
）
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
読
者
の
経
験
と
テ

ク
ス
ト
を
関
連
づ
け
る
方
略
を
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ん
だ
（
註
5
）。
長
い

間
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
理
想
的
に
思
え
た
。
学
習
者
を
メ
タ
認
知
的
な

読
者
に
育
て
る
以
上
に
よ
い
こ
と
な
ど
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
忘
却
し
た
、
テ
ク
ス
ト
と
学
習
者
の
個
人
的
な
つ

な
が
り
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（
ハ
イ
・
ス
テ
イ
ク
ス
な
試
験
で
表
れ

た
よ
う
な
）
が
理
解
の
指
導
と
評
価
に
お
い
て
支
配
的
に
な
る
に
つ
れ
、

読
み
の
指
導
は
軌
道
か
ら
外
れ
、
ま
と
も
な
指
導
と
は
言
え
な
い
よ
う
な

代
物
に
な
っ
た
。[
中
略
=
稿
者
]
結
果
、
一
連
の
方
略
の
指
導
は
、
テ
ク

ス
ト
は
思
索
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
や
、
ぱ
っ
と
思
い
浮
か

ん
だ
想
像
、
本
文
の
理
解
を
深
め
る
の
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
出
鱈
目

な
質
問
を
読
者
の
頭
に
残
し
た
だ
け
で
、
学
習
者
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の

の
理
解
を
ほ
と
ん
ど
助
け
は
し
な
か
っ
た
。
で
は
、
個
人
的
に
テ
ク
ス
ト

に
反
応
し
て
も
学
習
者
は
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
教
師

は
学
習
者
の
理
解
の
深
化
を
助
け
る
た
め
に
ど
こ
に
向
か
え
ば
よ
い
か
。

当
然
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ
。（
37
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
以
前
の
理
解
方
略
の
指
導
が
、
読
者
側
の
個
人
的
な
経
験
や
想

像
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、「
テ
ク
ス
ト
は
思
索
の
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考

え
や
、
本
文
の
理
解
を
深
め
る
の
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
出
鱈
目
な
質
問
を

読
者
の
頭
に
残
し
た
だ
け
」
の
指
導
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
、
と
反
省
さ
れ
て

い
る
。S

accom
ano

（
2
0
1
4
）
やF

isher &
 F

rey

（
2
0
1
3
）
が
線
引

き
方
略
へ
の
再
注
目
（
精
読
方
略
の
重
視
）
を
促
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
反
省
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の
も
と
、
読
者
の
関
心
を
テ
ク
ス
ト
に
向
か
わ
せ
、
読
者
と
テ
ク
ス
ト
の
間
に

交
流
を
生
み
出
す
（
註
6
）こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）
展
開
の
考
察
と
、
我
が
国
の
方
略
指
導
へ
の
示
唆

　

こ
の
よ
う
な
指
導
の
傾
向
か
ら
、
稿
者
は
次
の
よ
う
な
理
解
方
略
指
導
の
一

展
開
を
見
出
せ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
読
者
の
個
人
的
な
反
応
を
引
き
出
す

理
解
方
略
に
、
精
読
の
観
点
か
ら
、
線
引
き
の
よ
う
な
「
自
然
と
テ
ク
ス
ト
と

関
わ
り
あ
う
よ
う
な
具
体
的
手
続
き
」
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
既
存
の
方

略
を
よ
り
有
効
な
も
の
に
編
み
直
そ
う
と
す
る
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
（
2
0
0
2
）
等
で
早
い
段
階
か
ら
提
案
さ
れ

て
き
た
「
既
有
知
識
を
活
性
化
す
る
」「
自
己
の
理
解
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
問
を
作

る
」「
想
像
す
る
」
と
い
っ
た
理
解
方
略
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
理
解
と
無

関
係
に
進
行
し
て
し
ま
う
一
面
が
あ
り
、
そ
の
反
省
と
し
て
、「
既
有
知
識
を
直

接
本
文
に
書
き
込
む
」「
疑
問
を
も
っ
た
ら
、
本
文
に
そ
の
問
い
を
書
き
込
む
」

「
想
起
し
た
こ
と
を
付
箋
紙
に
書
い
て
本
に
貼
り
つ
け
る
」
と
い
っ
た
具
合
に
、

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
と
の
関
わ
り
を
確
認
さ
せ
る
手
続
き
的
知
識
と
の
融
合
が

図
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

従
来
、
読
者
側
の
個
人
的
な
経
験
や
想
像
に
偏
っ
て
指
導
さ
れ
て
し
ま
い
が

ち
だ
っ
た
理
解
方
略
を
、「
本
文
に
依
拠
し
つ
つ
、
経
験
を
結
び
つ
け
た
り
想
像

す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
有
効
な
（
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
間
に
自
然
な
交

流
を
生
み
出
す
よ
う
な
）
方
略
に
編
み
直
し
て
い
く
と
い
う
展
開
が
、
線
引
き

方
略
へ
の
再
注
目
と
い
う
現
象
か
ら
見
出
さ
れ
る
、
と
稿
者
は
考
え
た
。
こ
う

し
た
指
導
の
展
開
は
、「
理
解
方
略
は
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
間
に
自
然
な
交
流

を
生
み
出
す
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示
唆

を
、
我
が
国
の
理
解
方
略
指
導
に
も
与
え
て
い
る
。

四　

方
略
記
述
形
式
の
簡
素
化
と
詳
細
化

（
Ⅰ
）
指
導
法
の
傾
向
分
析

　

第
二
に
分
析
す
る
の
はB

eers &
 Probst

（
2
0
1
6
）
とB

oyles

（
2
0
1

2
・
2
0
1
4
）
の
指
導
法
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
方
略
使
用
時
に
生
徒
が
自
問

す
べ
き
言
葉
の
形
式
を
明
示
し
た
り
、
画
用
紙
に
印
刷
し
た
方
略
表
を
教
室
壁

面
に
掲
示
す
る
な
ど
、
方
略
の
指
導
に
様
々
な
実
践
的
工
夫
を
施
し
て
い
る
。

例
え
ば
、B

oyles

（
2
0
1
2
）
は
、「
精
読
の
指
導
に
迫
る
」
と
題
し
た
一
編

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
書
き
手
は
こ
こ
で
何
を
言
っ
て
い
る
か
」「
難
し
い
言
葉
や
重
要
な
言
葉

は
あ
る
か
」「
書
き
手
は
私
に
何
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
」

「
書
き
手
は
意
味
を
作
り
出
す
た
め
に
、
言
葉
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
」 

読

書
中
、
学
習
者
が
こ
れ
ら
四
つ
の
質
問
を
自
問
す
る
時
間
を
取
り
、
そ
れ

に
答
え
る
の
が
上
手
く
な
る
と
、
教
師
は
全
て
の
質
問
を
す
る
必
要
が
な

く
な
る
。[
中
略
=
稿
者
]
生
徒
に
四
つ
の
一
般
的
な
質
問
と
、
内
容
と
構

造
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
質
問
を
自
問
さ
せ
る
こ
と
は
、
長
期
的
な
目

標
だ
。「
自
立
し
た
読
者
」
で
も
あ
る
注
意
深
い
読
者
を
育
成
す
る
た
め
に

は
、
テ
ク
ス
ト
に
迫
る
方
法
を
明
示
的
し
、
意
味
に
複
数
の
層
が
あ
る
こ

と
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。（
40
~
41
頁
）

　

こ
こ
で
提
案
さ
れ
て
い
る
指
導
は
、「
四
つ
の
一
般
的
な
質
問
」
と
「
よ
り
具
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体
的
な
質
問
」（
例
え
ば
本
文
中
に
「
対
比
を
含
む
表
現
」
を
見
つ
け
た
場
合
に

は
「
何
が
対
比
さ
れ
て
い
る
か
？
」
と
問
う
よ
う
な
こ
と
）
を
、
学
習
者
自
身

が
自
問
自
答
で
き
る
よ
う
に
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
傾
向
は
、B

eers &
 Probst

（
2
0
1
6
）
の
指
導
法
に
も
み

ら
れ
る
。
彼
ら
が
提
案
す
る
、
説
明
的
文
章
の
指
導
法
は
、「S

tances

」
と

「Signposts

」
と
「Strategies

」
と
を
区
別
し
て
捉
え
る
（
表
1
）
点
で
、
特
徴

的
で
あ
る
。
こ
の
指
導
は
、「
三
つ
の
質
問
」
と
「
道
標
」
を
起
点
に
し
た
質
問

（
例
え
ば
本
文
中
に
「
数
値
的
・
統
計
的
な
デ
ー
タ
」
を
見
つ
け
た
場
合
に
は

「
な
ぜ
筆
者
は
こ
の
数
値
を
用
い
た
の
か
？
」
と
問
う
よ
う
な
こ
と
）
を
学
習
者

自
身
が
自
問
で
き
る
よ
う
に
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
でB

eers &
 Probst

（
2
0
1
6
）
とB

oyles

（
2
0
1
4
）
が
共
通
し

て
提
案
し
て
い
る
、
あ
る
問
い
の
発
言
形
式
を
自
問
自
答
さ
せ
る
こ
と
を
通
し

て
、
そ
の
発
言
形
式
の
転
移
（
註
8
）を
促
す
と
い
う
指
導
は
、
珍
し
い
も
の
と
は
言
え

な
い
。
例
え
ば
初
等
教
育
段
階
で
、「
○
○
さ
ん
の
意
見
と
は
違
っ
て
、
私
は
~

と
考
え
ま
し
た
が
、
ど
う
で
す
か
」「
な
ぜ
、
○
○
さ
ん
は
そ
う
考
え
た
の
か
、

教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
ふ
う
な
話
形
の
転
移
を
ね
ら
う
実
践
は
よ
く
み
ら

れ
る
し
、
方
略
指
導
の
文
脈
で
も
、
佐
藤
（
2
0
0
9
）
や
神
部
（
2
0
2
0
）

に
よ
る
類
似
の
実
践
が
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
稿
者
が
分
析
し
た
い
と
考
え
る
の
は
、
そ
れ
で
は
な

く
、
い
く
つ
か
の
「
一
般
的
な
問
い
」
と
「
本
文
の
特
徴
に
関
す
る
よ
り
具
体

的
な
問
い
」
と
い
う
二
種
類
を
区
別
し
て
学
習
者
に
明
示
す
る
と
い
う
指
導
の

傾
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
方
略
指
導
の
研
究
者
で
あ
り
実
践
者
で
も
あ
る
彼
ら

が
こ
う
し
た
指
導
法
を
提
案
し
た
背
景
に
、
以
下
のB

eers &
 Probst

（
2
0
1

6
）
自
身
の
記
述
（
傍
線
稿
者
）
を
み
る
と
き
、
理
解
方
略
指
導
の
ひ
と
つ
の

展
開
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
稿
者
は
思
う
。

も
し
か
す
る
と
、
三
つ
の
大
き
な
問
い
、
道
標
（Signposts

）、
そ
し
て
方

略
（Strategies

）
に
つ
い
て
教
え
る
順
番
を
探
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ま
ず
質
問
を
す
る
構
え
（Stances

）
に
つ
い
て
教

え
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
指
導
す
る
の
に
多
く
の
時

間
は
か
か
ら
な
い
し
、
指
導
さ
れ
た
学
習
者
は
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
そ
ば

か
ら
考
え
る
こ
と
を
始
め
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
何
人
か
の
学
習

表 1　三つの区別 (註7)

Stances Signposts Strategies

三つの質問をする
構えをとること

道標を見つけて
書き込むこと

修整のための
方略を使うこと

○何があなたを
驚かせたか？
○筆者は、あな
たが知ってい
たことについ
てどう考えて
いるか？
○あなたが知っ
ていたことの
う ち で、変
わったことや、
間違っていた
と思えてきた
こと、やっぱ
りだと思った
ことは何か？

○予想外の内容
（対照と矛盾）
○過剰あるいは
絶対的な表現
○数値的・統計
的なデータ
○どこかから引
用された言葉
○専門的な用語
（ギャップを
感じる言葉）

［稿者注：これ
らを本文中で見
つけたら、自問
する］

○文章内容の予想
○ KWLチャート
○ SWBS（誰が何
を望み、結果的
にどうなったか
を要約）
○本文構造の分析
と様々なアン
ダーライン
○絵や図を描いて
視覚化
○別のジャンルで
表現し直す
○ポスター発表
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者
に
と
っ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
質
問
は
、
よ
り
精
密
で
注
意
深
い
読
み
に
到

達
す
る
こ
と
を
十
分
助
け
て
く
れ
る
も
の
だ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
。[
中
略
=
稿
者
]
大
き
な
問
い
を
頭
に
留
め
て
読
む
だ
け
で
よ
い
学
習

者
も
い
る
が
、
一
部
の
学
習
者
は
そ
れ
ら
の
問
い
が
機
能
す
る
の
を
助
け

る
道
標
（Signposts

）
を
必
要
と
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
読
解
を
進
め

て
い
る
間
の
混
乱
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
い
く
つ
か
の
方
略
を
必
要
と
す

る
学
習
者
も
い
る
だ
ろ
う
。（
79
~
80
頁
）

　

こ
こ
で
は
、「
一
般
的
な
問
い
」
が
一
部
の
学
習
者
の
自
発
的
な
読
解
を
促
進

す
る
も
の
で
あ
り
、「
本
文
の
特
徴
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
問
い
」
は
別
の
一

部
の
学
習
者
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
学
習
者
の
能
力
差
に
応
じ
た
理
解
方
略
指
導
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ

る
過
程
の
延
長
上
で
、B

eers &
 P

robst

（
2
0
1
6
）
やB

oyles

（
2
0
1

2
・
2
0
1
4
）
は
こ
の
「
二
種
類
の
問
い
の
明
示
」
を
指
導
の
方
針
に
加
え

た
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
Ⅱ
）
展
開
の
考
察
と
、
我
が
国
の
方
略
指
導
へ
の
示
唆

　

こ
の
よ
う
な
指
導
の
傾
向
か
ら
稿
者
は
、
次
の
よ
う
な
理
解
方
略
指
導
の
一

展
開
を
見
出
せ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
方
略
に
関
す
る
知
識
の
記
述
形
式
に

つ
い
て
、
比
較
的
能
力
の
高
い
学
習
者
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
簡
素
化
と
、

比
較
的
能
力
の
低
い
学
習
者
を
補
助
す
る
た
め
の
詳
細
化
と
が
、
ほ
と
ん
ど
同

時
に
進
行
し
て
い
く
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
指
導
法
の
展
開
は
2
0
0
0
年
代
の
理
解
方
略
指
導
研
究
の
成

果
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
例
え
ばG

uthrie, et al.

（
2
0
0
4
）
が

示
し
た
よ
う
に
、
学
習
者
の
理
解
を
促
進
す
る
上
で
は
、
方
略
に
つ
い
て
い
ち

い
ち
指
導
す
る
よ
り
も
、
学
習
者
を
あ
る
課
題
解
決
的
な
状
況
や
文
脈
に
お
い

て
し
ま
う
ほ
う
が
効
果
的
な
場
合
も
あ
る
。
実
際
、
比
較
的
能
力
の
高
い
学
習

者
を
課
題
解
決
的
な
読
解
活
動
に
没
頭
さ
せ
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
簡
素

な
発
問
を
投
げ
か
け
る
だ
け
で
こ
と
足
り
る
場
面
も
多
い
。

　

反
面
、
そ
う
で
は
な
い
学
習
者
も
い
る
。
本
文
の
ど
こ
に
注
目
す
れ
ば
よ
い

か
わ
か
ら
な
い
学
習
者
は
、
内
容
に
疑
問
も
湧
か
ず
、
読
解
に
没
頭
す
る
こ
と

も
な
い
。
こ
う
し
た
比
較
的
能
力
の
低
い
学
習
者
を
補
助
す
る
上
で
、
方
略
の

段
階
的
な
指
導
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
対
照
実
験
等
で
も
裏
づ
け
ら
れ
て
き
た

が
（C

antrell et al., 2014

）、
学
習
者
が
方
略
を
身
に
つ
け
る
過
程
は
特
定
さ

れ
て
お
ら
ず
（A

fflerbach et al., 2020 : 115

）、
転
移
が
容
易
に
起
こ
ら
な
い

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
神
部, 2020 : 118

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
学

習
者
に
理
解
の
方
略
を
教
え
、
多
様
な
読
解
場
面
へ
向
け
そ
れ
ら
の
転
移
を
促

す
た
め
に
は
、「
本
文
の
特
徴
に
関
す
る
よ
り
具
体
的
な
問
い
」
の
形
式
を
一
層

わ
か
り
や
す
く
詳
細
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

比
較
的
能
力
の
高
い
学
習
者
の
た
め
に
理
解
方
略
を
簡
素
化
し
て
呈
示
し
な

が
ら
、
そ
う
で
は
な
い
学
習
者
の
た
め
に
理
解
方
略
使
用
の
条
件
と
手
続
き
を

詳
細
化
し
て
（
教
室
壁
面
な
ど
に
）
呈
示
す
る
こ
と
で
、
各
学
習
者
の
習
熟
度

に
応
じ
た
指
導
の
あ
り
方
が
整
備
さ
れ
て
い
く
と
い
う
展
開
が
、
二
種
類
の
問

い
の
明
示
と
い
う
現
象
か
ら
見
出
さ
れ
る
、
と
稿
者
は
考
え
た
。
こ
う
し
た
指

導
の
展
開
は
、「
方
略
は
、
能
力
の
高
い
学
習
者
の
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、

か
つ
、
能
力
の
低
い
学
習
者
の
理
解
を
う
ま
く
促
進
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て

い
る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示
唆
を
、
我
が
国
の
理
解
方
略
指
導
に
も
与

え
て
い
る
。
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五　

理
解
方
略
概
念
の
混
乱

（
Ⅰ
）
指
導
法
の
傾
向
分
析

　

最
後
に
分
析
す
る
の
はD

ole et al.

（
2
0
1
4
）
の
指
導
法
で
あ
る
。
彼
ら

は
、「
初
等
教
育
段
階
の
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
を
踏
ま
え
た
教
室
に
お
け
る
、
複
数
テ
ク
ス

ト
に
ま
た
が
る
読
解
」
と
題
し
た
著
作
の
中
で
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
公
開
後
も
有
効
性

を
も
つ
理
解
方
略
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

方
略
の
中
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ッ
プ
等
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
オ
ー
ガ
ナ
イ

ザ
ー
[
稿
者
注
:
以
下
Ｇ
Ｏ
]
を
使
う
こ
と
、
本
文
に
依
拠
し
た
質
問
に

答
え
る
こ
と
、
解
答
を
テ
ク
ス
ト
中
の
証
拠
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
、
情
報

を
速
読
（scanning

）
す
る
こ
と
、
が
含
ま
れ
る
」（
69
頁
）

　

こ
の
説
明
は
一
見
妥
当
に
思
え
る
。
図
1
の
よ
う
な
Ｇ
Ｏ
が
あ
れ
ば
、
学
習

者
は
自
然
と
複
数
テ
ク
ス
ト
の
読
解
に
取
り
組
み
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
言
葉
や
証

拠
を
抜
き
出
す
こ
と
に
集
中
で
き
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
は
大
量
の
資
料
を
読
ま
せ
る

こ
と
を
推
奨
す
る
が
（C

olem
an &

 P
im

ental, 2012 : 5

）、
こ
う
し
た
補
助
資

料
は
学
習
者
の
速
読
を
助
け
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
は
目
新
し
い
も

の
で
は
な
く
、N

ational R
eading Panel

（
2
0
0
0
）
も
Ｇ
Ｏ
を
有
効
な
方

略
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
い
る
。
前
節
で
紹
介
し
たB

eers &
 P

robst

（
2
0
1

6
）
も
「
Ｋ
Ｗ
Ｌ
チ
ャ
ー
ト
（
註
9
）」
を
方
略
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｇ
Ｏ
は
理
解
方
略
の
中
に
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
てA

f�erbach et al.

（
2
0
2
0
）
は
こ
う
指
摘
す
る
（
傍
線
稿
者
）。

私
が
、[
稿
者
注
:
ス
キ
ル
と
方
略
の
概
念
の
区
別
が
曖
昧
な
こ
と
に
加
え

て
]
さ
ら
に
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
理
解
方
略
、
指
導
方
略
、
お
よ
び
学

習
者
の
理
解
方
略
習
得
を
助
け
る
こ
と
に
関
連
し
た
教
室
に
お
け
る
サ

ポ
ー
ト
が
、
渾
然
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。[
中
略
=
稿
者
]
全
て
が
方
略
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ッ
プ
を
含
む
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
や
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
学
習
者
の
理
解
方
略
（
あ
る

い
は
教
師
の
指
導
方
略
）
に
合
わ
せ
て
使
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
方

略
で
は
な
く
、
ツ
ー
ル
だ
。 

ま
た
協
同
学
習
は
、
学
習
者
同
士
を
結
び
つ

け
、
読
解
活
動
を
伴
っ
て
知
識
を
構
築
す
る
手
段
だ
が
、
そ
れ
は
、
や
は

り
方
略
で
は
な
い
。（
100
頁
）

　

い
っ
た
い
、「
Ｇ
Ｏ
の
利
用
」
や
「
協
同
学
習
」
は
、
指
導
の
ツ
ー
ル
な
の
か
、

そ
れ
と
も
理
解
方
略
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
、
指
導
者
に
よ
っ
て
、
理
解
方
略

の
捉
え
方
に
微
妙
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
う
し
た
相
違
に
よ
る
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、A

f�erbach et al.

（
2

0
0
8
）
に
よ
る
理
解
方
略
の
定
義
、「
テ
ク
ス
ト
を
解
読
し
、
単
語
を
理
解
し
、

意
味
を
構
成
す
る
た
め
の
努
力
を
制
御
・
調
整
し
よ
う
と
す
る
意
図
的
か
つ
目

標
志
向
の
試
み
」（
368
頁
）
と
い
う
定
義
に
、
立
ち
返
れ
ば
よ
い
。
こ
の
定
義
に
、

図
1
の
よ
う
な
Ｇ
Ｏ
は
適
合
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
、
目
的
に
か
な
う
Ｇ
Ｏ
を
学
習
者
自
身
に
選
ば
せ
た
り
、
別
の
形
式
で

情
報
の
整
理
を
試
み
る
余
地
を
残
し
た
り
、
こ
の
Ｇ
Ｏ
の
便
利
／
不
便
な
点
を

考
え
さ
せ
た
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
文
章
の
内
容
を
視
覚
的
に
整
理

す
る
方
略
」
の
指
導
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
と
し
て
配
付
し
た
り
、
こ
の
形
式
で
の
情
報
の
整
理
を
一
方
的
に
学
習
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者
に
要
求
し
た
り
す
る
限
り
に
お
い
て
、
や
は
り
そ
れ
は
単
な
る
指
導
資
料
で

あ
り
、
そ
れ
を
方
略
と
言
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
Ｇ
О
や
協
同
学
習
は
、
確
か

に
学
習
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
の
手
立
て
で
あ
る
が
、
そ
の
補
助
的
な
資
料

や
活
動
を
選
択
す
る
最
終
的
な
責
任
が
学
習
者
に
委
ね
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
れ

を
理
解
方
略
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

（
Ⅱ
）
展
開
の
考
察
と
、
我
が
国
の
方
略
指
導
へ
の
示
唆

　

以
上
の
分
析
か
ら
稿
者
は
、
次
の
よ
う
な
理
解
方
略
指
導
の
一
展
開
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
何
を
理
解
の
一
区
切
り
と
み
な
し
て

方
略
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
が
、
指
導
者
に
あ
る
程
度
委
ね
ら
れ
る
状
況
が
生
じ

て
い
る
一
方
で
、
理
解
方
略
と
指
導
方
略
と
指
導
ツ
ー
ル
と
の
概
念
的
区
別
が

判
然
と
し
な
い
状
況
が
生
ま
れ
、
実
際
の
と
こ
ろ
理
解
方
略
の
指
導
と
呼
べ
な

い
よ
う
な
指
導
も
、
方
略
の
指
導
と
み
な
さ
れ
た
ま
ま
実
践
が
蓄
積
し
て
お
り
、

混
乱
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。

　

理
解
を
補
助
す
る
た
め
の
手
立
て
の
全
て
が
方
略
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
し
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
指
導
材
を
方
略
と
し
て
教
え
る
の
な
ら
、
学
習
者
に
方
略
使

用
の
モ
デ
ル
を
示
し
、
意
図
的
な
使
用
を
促
し
、
不
使
用
を
選
ぶ
余
地
を
残
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
ツ
ー
ル
に
過
ぎ
ず
、
結
果
と
し
て
教

室
で
の
方
略
指
導
全
体
に
、
混
乱
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
指
導

の
展
開
は
、「
方
略
指
導
に
お
い
て
は
、
理
解
概
念
を
明
確
に
し
た
上
で
、
方
略

使
用
の
最
終
的
な
責
任
が
学
習
者
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示
唆
を
、
我
が
国
の
理
解
方
略
指
導
に
も
与
え

て
い
る
（
註
11
）。六　

結
語

　

本
稿
で
は
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
公
開
以
後
の
2
0
1
0
年
代
を
中
心
に
、「
米
国
の
理
解

方
略
指
導
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
た
の
か
」
を
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な

指
導
法
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
指
導
法
は
、
高
等
学

校
に
お
け
る
方
略
指
導
の
実
践
者
で
あ
る
稿
者
の
実
感
に
即
す
も
の
が
選
ば
れ

た
と
い
う
事
情
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
恣
意
的
な
分
析
の
枠
を
出
て
は
い
な
い

も
の
の
、
い
く
つ
か
の
展
開
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
一
に
、
従
来
、
ど
う
し
て
も
読
者
側
の
個
人
的
な
経
験
や
想
像
に
力
点
が

偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
方
略
（
関
連
づ
け
や
想
像
）
が
、
線
引
き
方

略
の
よ
う
な
具
体
的
手
続
き
と
結
び
つ
き
、
テ
ク
ス
ト
の
再
読
と
熟
読
を
促
す

図 1　グラフィックオーガナイザー (註10)

 テクスト名１：        

□文学的文章  □説明的文章 

 テクスト名２：       

□文学的文章  □説明的文章 

計画 

学年のスタンダードと目標 

                      

率直な疑問を書く 

                      

使用する方略について 

                      

 

 

類似点 相違点 

○ 

・ 

・ 

○ 

・ 

・ 

記述 

次の記述を穴埋めする 

・・・・は     である 

これらの本が似ているところは   である

文章の

分析
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方
略
に
発
展
的
に
加
工
さ
れ
て
い
く
と
い
う
展
開
（
①
）
を
見
出
し
た
。
こ
う

し
た
展
開
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
の
到
達
基
準
と
と
も
に
、
2
0
0
2
年
の

Ｎ
Ａ
Ｅ
Ｐ
来
指
導
の
主
流
を
な
し
た
「
読
者
の
個
人
的
な
反
応
を
過
剰
に
志
向

す
る
実
践
」
に
対
す
る
反
省
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
比
較
的
能
力
の
高
い
学
習
者
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
方
略
の

簡
素
化
が
図
ら
れ
る
と
同
時
に
、
比
較
的
能
力
の
低
い
学
習
者
の
理
解
を
補
助

す
る
た
め
に
方
略
の
詳
細
化
が
図
ら
れ
て
い
く
と
い
う
展
開
（
②
）
を
見
出
し

た
。
比
較
的
能
力
の
低
い
学
習
者
を
理
解
を
助
け
動
機
づ
け
る
た
め
に
は
、
方

略
使
用
の
条
件
や
手
続
き
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
テ
ク

ス
ト
に
下
線
を
引
く
こ
と
や
定
型
的
な
問
い
を
自
問
す
る
こ
と
は
読
み
の
主
た

る
目
的
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
明
確
な
行
動
目
標
は
読
解
を
助
け
、
新
た
な

課
題
意
識
や
目
的
を
立
ち
上
げ
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
。

　

第
三
に
、
何
を
理
解
と
み
な
し
て
方
略
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
が
指
導
者
に
委

ね
ら
れ
る
状
況
が
生
じ
る
一
方
、
理
解
方
略
と
指
導
方
略
と
指
導
ツ
ー
ル
と
の

概
念
的
区
別
が
判
然
と
し
な
い
状
況
が
生
ま
れ
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
、
と
い

う
よ
う
な
展
開
（
③
）
を
見
出
し
た
。
と
り
わ
け
、
Ｇ
Ｏ
や
協
同
学
習
を
用
い

た
指
導
が
、
方
略
指
導
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
例
が
散
見
さ

れ
た
。
読
解
に
関
連
す
る
発
展
的
な
課
題
に
取
り
組
ま
せ
る
機
会
が
増
え
、
理

解
を
助
け
る
多
様
な
手
立
て
が
考
案
さ
れ
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を

方
略
指
導
研
究
の
文
脈
に
含
め
る
際
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
指
導
の
展
開
は
、
我
が
国
の
理
解
方
略
指
導
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
、
と
稿
者
は
考
え
た
。
第
一
に
、「
理
解
方
略
は
、
テ

ク
ス
ト
と
読
者
の
間
に
自
然
な
交
流
を
生
み
出
す
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い

る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示
唆
で
あ
る
。
第
二
に
、「
方
略
は
、
能
力
の
高

い
学
習
者
の
理
解
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
能
力
の
低
い
学
習
者
の
理
解

を
う
ま
く
促
進
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示

唆
で
あ
る
。
第
三
に
、「
方
略
指
導
に
お
い
て
は
、
理
解
概
念
を
明
確
に
し
た
上

で
、
方
略
使
用
の
最
終
的
な
責
任
が
学
習
者
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
授
業
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
の
が
、
望
ま
し
い
」
と
い
う
示
唆
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
高
瀬
（
2
0
1
5
）
が
教
育
評
価
の
観
点
か
ら
2
0
1

0
年
代
の
理
解
方
略
実
践
を
分
析
し
た
の
に
対
し
、
主
に
指
導
法
や
授
業
づ
く

り
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
方
略
指
導
を
検
討
し
た
。
今
後
、
具
体
的
な
授
業
実

践
の
提
案
に
生
か
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

註（
1
）　

L
exile

指
数
と
は
、
学
習
者
の
読
解
力
と
資
料
の
難
易
度
を
照
合
す
る

た
め
、
文
章
の
単
語
数
や
難
易
度
、
構
文
の
複
雑
さ
等
を
独
自
の
計
算
式

で
総
合
的
に
数
値
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
645
~
845
か
ら
770
~
980
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
。
な
お
、﹃
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
﹄
の

L
exile

指
数
が
880
程
度
だ
と
さ
れ
る
。

（
2
）　

た
だ
し
、H

iebert &
 M

esm
er

（
2
0
1
3
）
は
「
初
等
教
育
段
階
の

テ
ク
ス
ト
の
複
雑
さ
が
増
す
と
、
高
校
と
大
学
の
テ
ク
ス
ト
と
の
レ
ベ
ル

間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
47
頁
）
と
す
る
第
三
の
仮
説

に
つ
い
て
は
、
証
拠
に
乏
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
）　

こ
こ
で
翻
っ
て
、
我
が
国
を
眺
め
る
と
、
理
解
方
略
の
指
導
に
つ
い
て

は
犬
塚
（
2
0
1
3
）
や
間
瀬
（
2
0
1
3
）、
山
元
（
1
9
9
4
）
に

よ
る
概
観
が
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
概
観
は
、
1
9
8
0
年
代
か
ら
2
0

0
0
年
代
に
か
け
て
の
理
解
方
略
指
導
研
究
の
展
開
に
即
し
た
も
の
で
あ
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る
。
方
略
概
念
に
よ
っ
て
学
力
観
の
転
換
が
図
ら
れ
て
か
ら
、
方
略
の
精

選
、
指
導
対
象
方
略
の
明
示
化
や
、
複
数
方
略
を
文
脈
の
中
で
指
導
す
る

こ
と
の
効
果
等
が
示
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
詳
細
に
考
察

さ
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
公
開
以
後
の
2
0
1
0
年
代
に
米
国
の
理
解

方
略
指
導
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
た
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
数
が

少
な
い
。

（
4
）　

Saccom
ano

（
2
0
1
4
）
自
身
も
、B

oyles

（
2
0
1
2
）
を
引
用
し

て
い
る
。

（
5
）　

N
ational A

ssessm
ent G

overning B
oard

（
2
0
0
2
）
の
図
1
（
5

頁
）
を
み
て
み
る
と
、「
読
者
の
経
験
と
テ
ク
ス
ト
の
間
に
関
連
を
作
る
こ

と
」
は
、「
解
釈
を
作
る
こ
と
」
や
「
内
容
や
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
」
と

並
び
、
読
み
の
一
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）　

Fisher &
 Frey

（
2
0
1
3
）
の
、「
現
在
の
問
題
は
、
学
習
者
が
、
あ

ま
り
に
も
す
ぐ
読
解
か
ら
離
れ
て
自
分
の
経
験
を
関
連
づ
け
る
質
問
に
答

え
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
代
わ
り
に
、R

osenblatt

（
1
9

9
5
）
が
推
奨
し
た
よ
う
に
、
読
者
と
テ
キ
ス
ト
の
間
に
交
流
が
存
在
す

る
必
要
が
あ
る
。 

読
者
は
自
分
の
経
験
、
信
念
、
観
念
を
テ
ク
ス
ト
に
取

り
組
む
た
め
に
活
用
す
べ
き
で
あ
り
、
筆
者
の
言
葉
に
対
す
る
理
解
を
深

め
る
べ
き
だ
」（
57
頁
）
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
精
読
重
視
の
傾
向

は
、
読
者
反
応
理
論
や
交
流
理
論
の
正
当
な
捉
え
直
し
の
結
果
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
論
件
に
つ
い
て
は
山
元
（
2
0
1
4
）
に
詳

し
い
。

（
7
）　

B
eers &

 Probst

（
2
0
1
6
）
に
あ
る
図
21
（
61
頁
）
を
参
考
に
稿
者

が
作
成
し
た
。
な
お
、B

eers &
 P

robst

（
2
0
1
6
）
は
、「
私
た
ち
は
、

本
書
等
で
論
じ
た
道
標
（
文
学
的
文
章
と
説
明
的
文
章
を
読
む
た
め
の
）

が
、
教
師
が
学
習
者
た
ち
と
共
有
す
る
他
の
多
く
の
方
略
の
中
に
位
置
を

占
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
」（
183
頁
）
と
述
べ
、「
道
標
（S

ign-

posts

）」
は
広
義
の
方
略
に
含
ま
れ
る
と
し
た
。

（
8
）　

こ
こ
で
言
う
転
移
（transfer

）
と
は
、
方
略
を
別
の
学
習
場
面
で
も
応

用
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
おB

oyles

（
2
0
1
4
）

は
、「
も
し
私
た
ち
が
精
読
指
導
の
効
果
を
最
大
化
し
た
い
の
な
ら
ば
、
私

た
ち
は
学
習
者
が
指
導
を
﹃
点
﹄
で
は
な
く
﹃
線
﹄
と
捉
え
る
こ
と
を
助

け
る
必
要
が
あ
る
」（
33
頁
）
と
述
べ
、
実
際
こ
の
転
移
の
問
題
に
言
及
し

て
い
る
。

（
9
）　

既
に
知
っ
て
い
る
こ
と
（W

hat I know

）、
知
り
た
い
こ
と
（W

hat I 

w
ant to know

）、
新
し
く
知
っ
た
こ
と
（W

hat I learned

）
な
ど
を
事
前

に
書
き
込
ま
せ
る
表
の
こ
と
。
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
1
9
9
0
年
代

に
は
既
に
用
い
ら
れ
て
き
た
指
導
材
で
あ
る
。
な
おB

eers &
 Probst

（
2

0
1
6
）
が
使
用
す
る
の
は
こ
の
改
造
版
な
の
で
、
一
部
正
確
で
な
い
が
、

本
稿
の
内
容
と
関
わ
ら
な
い
の
で
詳
細
は
述
べ
な
い
。

（
10
）　

D
ole et al.

（
2
0
1
4
）
で
紹
介
さ
れ
る
図
2
の
5
（
28
~
29
頁
）
を

参
考
に
稿
者
が
作
成
し
た
。

（
11
）　

な
お
、
今
回
は
分
析
が
及
ば
な
か
っ
た
が
、
理
解
方
略
指
導
研
究
上
に

は
ま
だ
微
妙
な
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
、K

eene

（
2
0
1
2
）
と

N
ational R

eading Panel

（
2
0
0
0
）
やB

eers &
 Probst

（
2
0
1
6
）

と
の
相
違
で
あ
る
。
前
者
は
、「
ス
キ
ー
マ
と
関
連
付
け
る
」「
推
論
す
る
」

と
い
っ
た
理
解
方
略
を
あ
げ
た
上
で
、
方
略
を
使
用
す
る
こ
と
で
、「
作
者

の
意
図
や
価
値
観
や
主
張
を
評
価
す
る
」「
パ
タ
ー
ン
や
作
品
構
造
[
稿
者
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注
: 

因
果
、
比
較
と
対
比
、
出
来
事
の
配
列
な
ど
]
を
認
識
す
る
」
と

い
っ
た
「
理
解
の
成
果
」
を
得
ら
れ
る
と
い
う
。
一
方
後
者
で
は
、「
本
文

構
造
の
分
析
」
は
、
明
ら
か
に
理
解
方
略
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。

い
っ
た
い
、「
作
者
の
意
図
の
評
価
」
や
「
構
造
の
分
析
」
は
、
理
解
の
成

果
な
の
か
、
そ
れ
と
も
理
解
方
略
な
の
か
。
学
習
者
の
発
達
段
階
や
、
理

解
概
念
の
設
定
、
方
略
使
用
の
効
果
の
認
知
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
分

析
で
、
こ
う
し
た
相
違
に
よ
る
混
乱
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
本

稿
で
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
別
稿
で
改
め
て
考
察
を
加
え
た
い
。
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