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一
「
学
習
」
を
構
想
す
る
こ
と
の
難
し
さ

　

国
語
科
の
授
業
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、「
言

語
活
動
」
を
中
心
に
し
た
授
業
が
提
案
さ
れ
、
実
践

さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、「
言
語
活
動
」
を
中
心
に

し
た
授
業
を
拝
見
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
声
を
耳

に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
「
い
ま
ま
で
は
深
い
思
考
を
導
い
て
い
く
発
問
を

考
え
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
…
」

　

従
来
の
授
業
と
は
異
な
り
、
学
習
の
展
開
や
深
ま

り
が
、
発
問
を
中
心
と
し
た
教
師
と
の
や
り
と
り
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
に
、
現
場
の
先
生
方
は
難
し
さ
を
感
じ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
、
学
習
者
相
互
の
話
し

合
い
で
の
や
り
と
り
や
、
言
語
活
動
を
通
じ
て
得
ら

れ
た
学
習
者
の
気
付
き
や
考
え
を
も
と
に
し
て
、
学

習
の
展
開
や
深
ま
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
難
し

さ
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
言
語

活
動
の
質
を
捉
え
る
（
評
価
す
る
）
観
点
と
学
習
の

深
ま
り
を
も
た
ら
す
た
め
の
教
師
の
指
導
の
あ
り
方

を
模
索
す
る
現
場
の
先
生
方
の
真
摯
な
姿
勢
の
現
れ

と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
関

す
る
実
際
的
な
問
題
は
、
い
か
に
「
学
習
」
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
あ
る
い

は
、
い
か
に
「
学
習
」
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

二　

�

実
際
の
授
業
を
通
し
て
検
証
し
て
み

ま
し
ょ
う

　

こ
こ
で
実
際
の
授
業
を
検
証
す
る
こ
と
で
、「
言

語
活
動
の
充
実
」
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
「
学
習
作

り
」
の
観
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
は
、「
言
語
事
項
」、
と
り
わ
け
漢
字
の
学
び

に
関
し
て
の
授
業
の
提
案
で
あ
る
。（
注
１
）

　

従
来
、
漢
字
学
習
と
言
え
ば
、
読
み
書
き
の
習
得

の
た
め
に
、
繰
り
返
し
書
か
せ
た
り
、
読
ま
せ
た
り

す
る
だ
け
の
学
習
が
多
か
っ
た
が
、
漢
字
学
習
に
言

語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（
注
２
）

　

例
え
ば
、読
者
諸
氏
は
、「
シ
ン
ユ
ウ
」と
聞
け
ば
、

「
親
友
」
と
漢
字
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
中
学
生
の
学
習
者
に
つ
い
て
も
同
じ
よ

う
な
置
き
換
え
は
す
ぐ
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
こ
で
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
に
な

り
た
い
、
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
が

ほ
し
い
な
、
と
思
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
を
、「
親
」
と

い
う
漢
字
を
使
わ
ず
に
表
現
し
て
み
よ
う
と
い
う
課

題
が
出
さ
れ
た
と
き
に
、
学
習
者
は
、「
シ
ン
」
に

ど
う
い
う
漢
字
を
当
て
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
逆

に
、
こ
う
い
う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
は
嫌
だ
な
、
こ
う
い

う
「
シ
ン
ユ
ウ
」
は
ほ
し
く
な
い
な
、
と
思
う
「
シ

ン
ユ
ウ
」を
表
現
し
て
み
よ
う
と
言
わ
れ
た
時
、「
シ

ン
」
に
ど
う
い
う
漢
字
を
当
て
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
学
習
者
は
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
漢
字
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

①　

な
り
た
い
「
シ
ン
友
」

　
　
　

申
・
伸
・
紳
・
神	

信

　
　
　

心
・
芯	

真
・
慎

　
　
　

深

②　

な
り
た
く
な
い
「
シ
ン
友
」

　
　
　

臣	

針

　
　
　

辛	

震
・
振
・
唇

　
　
　

侵
・
浸

言
語
活
動
の
充
実
の
た
め
に

―
学
習
の
足
場
作
り
と
し
て
の
教
師
の
問
い
か
け
―

武
庫
川
女
子
大
学
　
　

宮
本　

浩
治
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こ
こ
ま
で
で
授
業
が
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
目
的

も
な
く
、
単
に
漢
字
の
知
識
量
を
尋
ね
た
も
の
で
し

か
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、「
み
ん
な
が
考
え
て
く
れ
た

漢
字
を
も
と
に
し
て
、
こ
う
い
う
『
シ
ン
ユ
ウ
』
は

い
い
な
と
思
う
も
の
に
つ
い
て
、
班
で
一
つ
挙
げ
て

み
よ
う
。
同
時
に
、
理
由
も
一
緒
に
考
え
て
説
明
し

て
み
よ
う
。」
と
い
う
発
問
を
打
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
あ
る
意
味
で
、「
言
語
活
動
」
を
組
織
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
の
考
え
に
つ
い
て
、
理
由
を

示
し
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
同
時

に
、
他
者
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
比
較
し
つ
つ
、

多
様
な
観
点
か
ら
漢
字
に
向
き
合
い
、
妥
当
性
や
信

用
性
に
つ
い
て
吟
味
し
、考
え
を
深
め
て
い
く
姿
が
、

そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
た
。（
注
３
）

　

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
率
直
な
気
付
き

と
し
て
、「
へ
ん
が
違
う
だ
け
で
、
右
側
は
全
部
同

じ
漢
字
に
な
っ
て
い
る
」
と
発
言
す
る
者
が
い
た
り

も
し
た
。
こ
の
よ
う
な
気
付
き
が
提
示
さ
れ
れ
ば
し

め
た
も
の
で
あ
る
。
声
符
（
音
を
表
す
部
分
）
と
義

符
（
部
首
や
意
味
を
表
す
部
分
）
と
の
組
み
合
わ
せ

で
漢
字
が
出
来
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
当
然
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
を
取
り
上

げ
、
前
記
の
と
お
り
整
理
し
た
後
に
、
漢
字
の
成
り

立
ち
や
声
符
に
よ
っ
て
漢
字
の
読
み
（
音
）
が
確
認

で
き
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
く
こ
と
に
成
功
し

た
。「
言
語
活
動
」
を
と
お
し
て
、「
基
礎
的
・
基
本

的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
」
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与

す
る
授
業
に
も
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

た
っ
た
一
つ
の
授
業
で
語
る
こ
と
は
危
険
か
も
し

れ
な
い
が
、こ
の
授
業
を
参
考
に
し
て
、「
言
語
活
動
の

充
実
」の
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る「
学
習
作
り
」の

観
点
を
抽
出
す
る
と
、お
よ
そ
以
下
の
三
点
に
な
る
。

１　

�

学
習
者
の「
言
語
活
動
」を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、

教
師
は
、学
習
を
焦
点
化
し
た
り
、協
働
性
を
高

め
た
り
す
る
た
め
の
発
問
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
。

２　

�

他
の
学
習
者
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の
考

え
と
つ
な
げ
て
考
え
て
い
く
学
習
場
面
を
設
定

す
る
こ
と
。

３　

�

正
し
さ
を
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
別
の
評
価

規
準
（
例
え
ば
、
説
得
力
の
あ
る
説
明
）
が
求

め
ら
れ
る
学
習
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
。

　

ま
た
、
学
習
目
標
は
、「
漢
字
の
成
り
立
ち
に
つ

い
て
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち

は
漢
字
に
つ
い
て
の
気
付
き
を
つ
ぶ
や
き
、
こ
の
つ

ぶ
や
き
が
学
習
を
推
進
す
る
力
に
な
っ
て
い
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
教
師
に
は
、
言
語
活
動
の
中

で
、
学
習
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
子
ど
も
た
ち
の

つ
ぶ
や
き
を
取
り
上
げ
る
た
め
の
評
価
眼
を
育
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

三　

教
師
の
問
い
か
け
の
意
味

　

教
育
現
場
に
お
け
る
「
言
語
活
動
の
充
実
」
の
模

索
の
過
程
は
、「
学
習
」
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て

い
く
た
め
の
指
導
の
あ
り
方
を
探
究
し
よ
う
と
す
る

営
み
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
、

学
習
支
援
の
足
場
作
り
を
探
究
す
る
営
み
で
あ
る
と

位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

従
来
の
授
業
と
は
異
な
り
、
教
師
は
発
問
で
学
習

を
ひ
っ
ぱ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
学
習
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め

に
は
、
よ
り
一
層
の
教
師
の
指
導
力
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
学
習
状
況
に
合
わ
せ
、
学

習
者
に
具
体
的
な
言
語
表
現
を
求
め
る
た
め
の
、
よ

り
具
体
的
な
問
い
か
け
が
、
学
習
を
豊
か
に
し
、
深

め
て
い
く
の
で
あ
る
。

注��１　

�『
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集【
中
学
校
版
】』

（
文
部
科
学
省
・
二
〇
一
一
）
を
参
照
す
る
と
、［
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
］の
指
導
事
例

に
常
用
漢
字
を
学
ぶ
言
語
活
動
例
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

２　

�

三
原
市
立
宮
浦
中
学
校
の
小
迫
洋
子
先
生
の
研
究
会
で

の
実
践
報
告
を
改
変
し
て
、筆
者
が
二
〇
〇
九
年
四
月
に

広
島
大
学
附
属
中
学
校
一
年
生
で
行
っ
た
実
践
に
よ
る
。

３　

�『
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集【
中
学
校

版
】』第
二
章（
１
）イ
の「
事
実
等
を
解
釈
し
説
明
す
る
と

と
も
に
、
互
い
の
考
え
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、自
ら
の
考

え
や
集
団
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」に
十
分
に
対
応

す
る「
言
語
活
動
」と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

み
や
も
と　

こ
う
じ 

武
庫
川
女
子
大
学
講
師
。
中
・
高
の
教

育
現
場
に
勤
務
し
た
経
験
を
生
か
し
て
、
国
語
科
の
教
材
開
発

と
、授
業
論
・
学
習
論
の
開
発
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
。
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