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周
囲
と
自
分
と
の
間
に
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
各
章

ご
と
に
著
者
の
コ
メ
ン
ト
、
ア
ド
バ
イ
ス
が
書
か
れ
て

お
り
、
ま
た
「
ア
メ
リ
カ
で
は
…
…
、
日
本
で
は
…
…
」

「
ア
メ
リ
カ
人
は
…
…
、
日
本
人
は
…
…
」
と
い
う
表
現

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
た
め
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
文
化

比
較
が
し
や
す
く
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
い
や
す
い
の

が
特
徴
だ
。

授
業
は
週
１
回
２
時
間
連
続
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ

カ
出
身
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
外
国
語
指
導
助
手
）
と
英
語
教
師

の
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
行
わ
れ
た
。
２
時
間
の

う
ち
、
最
初
の
１
時
間
は
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
あ
て
、

次
の
１
時
間
は
日
本
語
と
英
語
を
交
え
た
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
形
式
で
進
め
ら
れ
た
。

「
テ
キ
ス
ト
を
読
み
な
が
ら
、『
ア
メ
リ
カ
人
は
こ
ん

な
と
き
に
は
こ
う
思
い
ま
す
。
で
も
日
本
人
は
こ
う
で

す
』
と
い
う
単
な
る
講
読
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
つ

ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
生
徒
た
ち
に
自
分
の
意
見
を
発

表
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
ん
で
す
。
し
か
も
感
想
レ
ベ
ル

に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
テ
キ
ス
ト
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
に
自
分
自
身
が
直

面
し
た
と
き
に
、『
私
な
ら
ど
う
す
る
か
』
と
考
え
さ
せ

る
よ
う
な
機
会
を
持
ち
た
い
と
思
い
ま
し
た
」（
加
藤
先

生
）テ

キ
ス
ト
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
著
者
の
コ
メ
ン

ト
に
強
く
共
感
で
き
る
部
分
が
あ
る
反
面
、
当
然
意
見

が
違
う
部
分
も
出
て
く
る
。
そ
れ
は
生
徒
だ
け
で
な
く
、

日
本
人
に
と
っ
て
の
「
異
文
化
」
で
育
っ
た
Ａ
Ｌ
Ｔ
も

同
様
で
あ
る
。
と
き
に
は
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
方
か
ら
異
論
が
発

せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
生
徒
も
敏
感

較
文
化
論
」
を
担
当
し
て
い
た
加
藤
治
之
先
生
は
振
り

返
る
。

「
比
較
文
化
論
」
は
、
嵯
峨
野
高
校
京
都
こ
す
も
す

科
の
２
年
生
の
選
択
科
目
で
あ
る
。
こ
の

授
業
で
は
１
、
２
学
期
の
間
、
講
演
会
の

講
師
に
招
い
た
小
林
純
子
先
生
の
著
書

『C
oping

w
ith

C
ulture

Shock

』（
成
美

堂
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
い
た
。

同
書
は
英
語
で
書
か
れ
た
本
で
、
著
者
が

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
と
き
に
体
験
し
た
、

２
学
期
末
に
行
わ
れ
た
「
比
較
文

化
論
」
の
授
業
で
は
、
関
西
外
大

講
師
の
小
林
純
子
先
生
を
招
い
た
講
演
会
が
実
施
さ
れ

た
。
こ
の
日
の
講
演
の
テ
ー
マ
は
「
異
文
化
探
求
」。
小

林
先
生
の
講
演
が
一
通
り
終
わ
り
質
疑
応
答
に
入
る
と
、

質
問
を
求
め
る
生
徒
た
ち
の
手
が
、
次
々
と
挙
が
り
始

め
た
。

「
先
生
が
著
書
で
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
中
で
、
私

は
疑
問
を
感
じ
て
い
る
点
が
あ
り
ま
す
」

「
先
生
は
ア
メ
リ
カ
人
と
日
本
人
の
違
い
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
点
で
は
ど
う
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

し
ょ
う
か
」

１
人
の
生
徒
が
質
問
の
口
火
を
切
る
と
、
そ
れ
に
触

発
さ
れ
て
ほ
か
の
生
徒
も
活
発
に
質
問
を
繰
り
出
し
て

い
く
。
生
徒
自
身
も
友
達
が
出
す
質
問
や
意
見
の
多
さ

に
驚
い
た
様
子
だ
っ
た
と
い
う
。

「
私
自
身
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
が
、

臆お
く

す
る
こ
と
な
く
講
師
の
先
生
に
ズ
バ
ズ
バ
と
質
問
す

る
様
子
に
と
て
も
感
心
し
ま
し
た
」
と
、
昨
年
度
「
比

に
反
応
し
て
意
見
交
換
を
す
る
。
テ
キ
ス
ト
を
媒
介
と

し
て
、
授
業
は
生
徒
の
意
見
形
成
を
す
る
場
と
し
て
効

果
的
に
機
能
し
て
い
っ
た
。『C

oping
w
ith

C
ulture

Shock

』
を
選
ん
だ
の
は
、

あ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
国
際
科
や
英
語
科
に
は
、
た
い

て
い
比
較
文
化
に
関
す
る
科
目
が
あ
る
。
だ
が
加
藤
先

生
は
、
従
来
の
比
較
文
化
の
授
業
に
、
な
に
か
も
の
足

り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
。

「
文
化
に
は
、
文
学
や
芸
術
、
歴
史
や
政
治
な
ど
の

目
に
見
え
る
も
の
と
、
思
考
様
式
や
価
値
観
な
ど
の
目

に
見
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
上
の
食
い
違
い
は
、
主
と
し
て
目
に
見
え
な
い
文
化

の
違
い
か
ら
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
価
値
観
の
違
い
が
、

両
者
を
決
定
的
に
分
か
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ

に
焦
点
を
あ
て
、
異
文
化
の
人
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
模

索
す
る
授
業
が
必
要
だ
と
、
私
た
ち
は
思
っ
て
い
た
ん

で
す
」

『C
oping

w
ith

C
ulture

Shock

』
は
、
外
国
に
暮

ら
す
日
本
人
の
日
常
的
な
行
き
違
い
、
齟
齬

そ

ご

、
失
敗
を

描
い
た
本
で
あ
る
。
加
藤
先
生
の
思
惑
と
、
ぴ
っ
た
り

一
致
す
る
著
書
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

だ
が
学
習
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
思
考
様
式
や
価
値
観

な
ど
の
文
化
を
扱
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
と
目
に
見
え

な
い
も
の
だ
け
に
、
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
で
は
意
識
的
に
「
ア
メ
リ
カ
人
は
こ
う
、
日

本
人
は
こ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的

に
両
者
を
類
型
化
し
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
人
に
も
い

ろ
ん
な
人
が
い
る
わ
け
で
、
本
来
な
ら
一
概
に
は
論
じ

昨
年
度
の

較文化論」の授業はＡＬＴと
英語教師のティームティーチ

ングで行われ、日本語と英語を交え
たディスカッションも取り入れられ
ている。

比

昭
和
30
年
京
都
府
生
ま
れ
。

英
語
担
当
。
前
任
校
は
西
乙
訓
高
校
。

同
校
に
は
平
成
７
年
度
か
ら
勤
務
。

京
都
こ
す
も
す
科
開
設
準
備
部
を
経
て
、

10
年
度
よ
り
国
際
文
化
系
統
主
任
。

京
都
府
立
嵯
峨
野
高
校

加
藤
治
之

K
ato

H
aruyuki
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７
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よ
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専
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学
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部
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く
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京
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立
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高
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Y
am

ano
Shigehiko

テ
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文
化
や
宗
教
、
習
慣
に
つ
い
て
も
勉
強
し
て
お
く
の
だ

と
い
い
ま
す
。
相
手
が
控
え
め
な
表
現
を
多
く
用
い
る

国
な
ら
、
通
訳
者
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
訳
語
を
考
え
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
ん
な
ふ

う
に
国
際
舞
台
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い

る
方
か
ら
直
接
話
を
聞
く
こ
と
で
、
生
徒

た
ち
も
な
ぜ
異
文
化
理
解
が
重
要
な
の
か
、

す
ん
な
り
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う

で
す
」（
山
埜
先
生
）

ま
た
異
文
化
理
解
へ
の
試
み
は
、「
比
較
文
化
論
」
や

「
外
国
事
情
」
な
ど
の
選
択
科
目
ば
か
り
で
な
く
、「
総

合
英
語
」、「
英
語
理
解
」
な
ど
の
必
修
科
目
の
中
で
も

取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

「
必
修
科
目
で
は
、
テ
キ
ス
ト
は
検
定
教
科
書
を
使

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
生
徒
に
英
語
力
を
身
に

つ
け
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
目
標
に
し
た
授
業
を
す
る
の

で
は
な
く
て
、
同
時
に
教
科
書
の
内
容
を
肉
づ
け
し
、

異
文
化
に
つ
い
て
も
理
解
し
て
い
け
る
よ
う
に
工
夫
を

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
教
科
書
で
『
風
と
共
に
去
り

ぬ
』
が
出
て
き
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
出
身
の
Ａ
Ｌ
Ｔ
に
、

ア
メ
リ
カ
人
は
南
北
戦
争
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
と
ら

え
て
い
る
か
を
話
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
一

つ
の
授
業
の
中
で
、
英
語
力
を
高
め
、
異
文
化
理
解
を

深
め
ら
れ
る
授
業
を
す
る
こ
と
が
理
想
で
す
」（
山
埜
先

生
）授

業
で
は
、
生
徒
の
好
奇
心
を
引
き
出
す
よ
う
な
形

で
、
変
形
文
法
や
語
用
論
な
ど
の
大
学
レ
ベ
ル
で
学
ぶ

内
容
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
″

学

問
と
し
て
の
語
学
″
に
生
徒
た
ち
が
興
味
を
持
つ
き
っ

か
け
に
な
れ
ば
…
…
と
嵯
峨
野
高
校
の
教
師
た
ち
は
期

待
し
て
い
る
。

「
英
語
を
さ
ら
に
深
く
学
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
ち

ら
側
の
思
い
を
、
伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

授
業
の
内
容
が
教
科
書
レ
ベ
ル
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
ま

で
進
ん
だ
と
き
に
、
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
話
を

聞
く
生
徒
も
お
り
、
こ
う
し
た
態
度
を
大
切
に
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
」（
加
藤
先
生
）

で
は
、
こ
の
３
月

に
１
期
生
が
卒
業

す
る
。
こ
れ
ま
で
の
３
年
間
は
、
英
語
力
と
異
文
化
を

理
解
す
る
能
力
の
養
成
と
い
う
明
確
な
目
標
に
沿
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
実
践
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て

山
埜
先
生
は
、
国
際
文
化
系
統
に
お
け
る
今
後
の
課
題

は
「
生
徒
の
自
発
性
を
い
か
に
育
て
る
か
」
に
あ
る
と

い
う
。

「
こ
れ
は
本
校
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
学
校
側
が
準
備
し
た
も
の
を
、
生
徒
た
ち
が
受

け
身
的
に
こ
な
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
り
が

ち
で
す
。
で
も
、
い
く
ら
学
校
が
海
外
研
修
や
交
流
会

を
用
意
し
て
も
、
生
徒
た
ち
が
受
け
身
の
ま
ま
で
は
、

異
文
化
や
自
ら
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け

は
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
基
本
的
に
は
現
在

の
取
り
組
み
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

で
き
る
限
り
生
徒
自
身
を
前
面
に
立
た
せ
、
教
師
は
サ

ポ
ー
ト
役
に
回
る
よ
う
な
形
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す

ね
」例

え
ば
、
海
外
の
学
校
な
ど
と
の
交
流
会
。
代
表
ス

ピ
ー
チ
や
司
会
進
行
役
を
経
験
し
た
生
徒
は
、
以
前
と

は
見
違
え
る
よ
う
に
成
長
す
る
。
そ
れ
を
一
部
の
生
徒

だ
け
で
な
く
、
場
面
ご
と
に
い
ろ
ん
な
生
徒
に
成
長
の

チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
れ
ば
と
、
山
埜
先
生
は
考
え
て

い
る
。

英
語
力
と
異
文
化
を
理
解
す
る
力
、
そ
し
て
自
発
性
。

こ
れ
ら
の
力
を
身
に
つ
け
た
生
徒
た
ち
が
、
今
後
、
日

本
の
社
会
や
国
際
社
会
の
中
で
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
て

い
く
か
。
山
埜
先
生
、
加
藤
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
京

都
こ
す
も
す
科
国
際
文
化
系
統
を
担
当
す
る
教
師
た
ち

は
、
生
徒
た
ち
の
５
年
後
、
10
年
後
の
姿
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。

ィームティーチングで行
われる「ＬＬ演習」。語

学の修得だけを目標にするの
ではなく、言語の背後にある
歴史、慣習にまで目を向ける。

テ

ら
れ
な
い
。
極
端
な
い
い
方
を
す
れ
ば
人
間
は
１
人
ひ

と
り
違
う
も
の
だ
し
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
人
間
な
ん
て

み
ん
な
同
じ
生
き
物
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

「
し
か
し
そ
れ
で
は
科
目
と
し
て
『
比
較
文
化
論
』

は
成
立
し
ま
せ
ん
。
か
と
い
っ
て
生
徒
た
ち
に
、
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
的
な
発
想
を
し
て
ほ
し
く
も
な
い
わ
け
で
、

そ
の
辺
り
の
さ
じ
加
減
は
難
し
い
で
す
ね
。
と
も
あ
れ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
異

文
化
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
そ
し
て

異
文
化
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
文
化

や
自
分
自
身
に
つ
い
て
考
え
る
目
を
養
う
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
」（
加
藤
先
生
）

を
通
し
て
、

同
時
に
自

分
た
ち
の
文
化
や
自
分
自
身
に
対
す
る
考
え
も
深
め
て

い
く
。
こ
れ
は
「
比
較
文
化
論
」
だ
け
で
な
く
、
国
際

文
化
系
統
の
授
業
や
行
事
全
般
に
渡
っ
て
、
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
嵯
峨
野
高
校
に
人
文
芸
術
、
自

然
科
学
、
そ
し
て
国
際
文
化
の
三
つ
の
系
統
か
ら
な
る

京
都
こ
す
も
す
科
が
設
置
さ
れ
た
の
は
平
成
８
年
度
の

こ
と
で
あ
る
。
専
門
学
科
教
育
推
進
部
部
長
の
山
埜
茂

彦
先
生
は
、
国
際
文
化
系
統
の
教
育
目
標
を
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。

「
国
際
文
化
系
統
で
は
、
当
然
英
語
力
の
養
成
を
重

視
し
て
い
ま
す
。
生
徒
も
、
中
学
校
時
代
か
ら
英
語
が

好
き
で
、
将
来
は
国
際
的
な
分
野
で
仕
事
を
し
た
い
と

い
う
生
徒
も
集
ま
っ
て
き
ま
す
か
ら
ね
。
し
か
し
生
徒

を
、
単
な
る
英
語
屋
さ
ん
に
は
し
た
く
な
い
。
他
者
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分

自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
し
っ
か
り
と
確
立
す

る
こ
と
。
同
時
に
相
手
の
文
化
を
理
解
す
る
能
力
が
必

要
で
す
。
英
語
力
と
異
文
化
理
解
能
力
養
成
が
、
国
際

文
化
系
統
の
２
本
柱
で
す
」

現
在
、
国
際
文
化
系
統
で
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
と

し
て
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
入
門
」
な
ど
の
課
外
講
座
、
青

年
海
外
協
力
隊
の
方
の
話
を
聞
い
た
り
、
ユ
ニ
セ
フ
な

ど
を
訪
問
す
る
研
修
旅
行
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
海

外
研
修
ツ
ア
ー
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
海
外
の
高

校
と
の
文
化
交
流
や
、
社
会
人
講
師
を
招
い
た
講
演
会

な
ど
が
あ
る
。

講
演
会
は
「
比
較
文
化
論
」
以
外
で
も
、「
総
合
英

語
」「
英
語
表
現
」「
英
語
理
解
」
な
ど
の
授
業
で
随
時

実
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
９
年
度
に
は
、
同
志
社
大
の

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
ペ
ネ
マ
ン
教
授
に
よ
る
「
国
際
化
へ

の
条
件
」、
会
議
通
訳
者
の
佐
々
木
悦
子
さ
ん
「
通
訳
者

に
学
ぶ
視
点
と
技
術
」（
と
も
に
１
年
生
・
総
合
英
語
）、

神
戸
市
外
大
・
中
野
道
雄
教
授
「
言
葉
の
意
味
、
行
動

の
意
味
」（
２
年
生
・
英
語
表
現
）
と
い
っ
た
講
演
が
あ

較文化論」の授業では、
生徒たちがグループに

分かれて興味を持った国につ
いて調べ、ボードにまとめて
英語で発表した。

比

京
都
こ
す
も
す
科
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嵯
峨
野
高
校�

国
際
理
解
教
育�

京
都
府
立�

っ
た
。

「
講
演
会
の
中
で
も
特
に
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、
佐
々

木
悦
子
さ
ん
の
お
話
で
す
ね
。
通
訳
者
は
日
常
的
に
ど

う
い
う
訓
練
を
し
て
い
る
の
か
を
語
っ
て
も
ら
っ
た
の

で
す
が
、
講
師
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、
と
に
か
く

勉
強
が
大
事
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
も
語
学
の
勉
強
だ
け

で
は
と
う
て
い
足
り
な
い
と
い
う
ん
で
す
。
例
え
ば
石

油
関
係
の
国
際
会
議
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る

と
石
油
に
関
す
る
専
門
用
語
は
も
ち
ろ
ん
、
相
手
国
の

異
文
化
理
解
の
作
業

″
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き
る
限
り
持
っ
て
い
る
。
特
に
重
視
し
て
い
る
の
が
、

海
外
の
人
た
ち
と
の
交
流
だ
。
毎
年
多
く
の
外
国
人
が

同
校
を
訪
れ
て
授
業
を
見
学
し
、
と
き
に
は
い
っ
し
ょ

に
授
業
を
体
験
す
る
。
姉
妹
校
提
携
を
し
て
い
る
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
リ
ッ
カ
ー
ト
ン
高
校
と
ア
メ
リ
カ
の

ラ
ム
ジ
ー
高
校
か
ら
は
、
隔
年
で
そ
れ
ぞ
れ
十
数
名
の

生
徒
た
ち
が
訪
問
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な

受
け
入
れ
だ
け
で
な
く
、
武
生
東
高
校
か
ら
も
姉
妹
校

を
訪
問
し
た
り
、
海
外
へ
長
期
留
学
を
し
た
り
と
積
極

的
に
国
際
交
流
を
進
め
て
い
る
。

「
生
徒
に
は
い
ろ
ん
な
文
化
や
考
え
方
に
触
れ
る
中

で
、
自
分
の
意
見
を
形
成
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
本
校
の
英
語
教
育
の
モ
ッ
ト
ー
は
″

習
う
、
使
う
、

広
げ
る

で
す
が
、『
Ｌ
Ｌ
演
習
』
や
国
際
交
流
は
そ
れ

ぞ
れ
″

使
う

″
広
げ
る

取
り
組
み
に
あ
た
り
ま
す
」

（
金
牧
先
生
）

の
７
時
間
目
、

語
学
演
習
室
で

は
、
２
年
６
組
（
国
際
科
）
の
生
徒
を
対
象
と
し
た
「
Ｌ

Ｌ
演
習
」
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
の
テ
ー

マ
は
「A

ging
population

」。
高
齢
者
の
問
題
に
つ
い

て
話
し
合
お
う
と
い
う
も
の
だ
。

「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
で
は
、
生
徒
が
テ
ー
マ
に
関
心
を
持

ち
、
ま
た
積
極
的
に
発
言
で
き
る
雰
囲
気
を
作
る
た
め

に
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
２
年
生
向
け
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
『L

E
T

U
S

T
A
LK

A
B
O
U
T

T
H
E

W
O
R
LD

』。
武
生
東
高
校
創

設
期
の
教
師
に
よ
る
自
作
教
材
で
あ
る
。
環
境
問
題
や

教
育
問
題
な
ど
、
世
界
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

を
取
り
上
げ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト

持
つ
価
値
観
は
、
相
手
を
説
得
す
る
た
め
に
は
自
分
の

意
見
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と

い
う
も
の
で
す
。
本
校
の
生
徒
た
ち
は
将
来
国
際
社
会

で
生
き
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
我
々
教
師
は
今
の
う
ち
か
ら

そ
う
い
う
こ
と
に
少
し
で
も
慣
れ
さ
せ
て

お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
授
業
を
し
て

い
ま
す
」

武
生
東
高
校
で
は
「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
以
外

に
も
、
生
徒
が
意
見
発
表
す
る
機
会
を
で

の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
語
学
演

習
室
か
ら
は
、
生
徒
た
ち
の
明
る

く
活
発
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

週
１
回
、
武
生
東
高
校
で
は
１
、
２
年
生
を
対
象
に
、

「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
と
い
う
授
業
を
設
け
て
い
る
。「
Ｌ
Ｌ
演

習
」
と
い
っ
て
も
同
校
の
場
合
は
、
Ｌ
Ｌ
教
室
で
行
わ

れ
る
授
業
の
こ
と
で
は
な
い
。
教
師
と
生
徒
、
あ
る
い

は
生
徒
同
士
が
対
話
を
重
ね
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形

式
の
授
業
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
授
業
中
に
使
用
す

る
言
語
は
英
語
の
み
で
、
日
本
語
は
原
則
禁
止
と
な
っ

て
い
る
。「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
に
使
わ
れ
て
い
る
語
学
演
習
室

は
ほ
か
の
教
室
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
、
生
徒
た
ち
が

大
き
な
声
で
発
表
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
周
囲
に
迷
惑
が
か

か
ら
な
い
。

「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
は
、
武
生
東
高
校
国
際
科
の
目
玉
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
授
業
で
あ
る
。
同
校
国
際

科
主
任
の
金
牧
廣
先
生
は
「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
の
目
的
に
つ

い
て
、
こ
う
説
明
す
る
。

「
国
際
科
で
学
ぶ
生
徒
の
多
く
は
、
将
来
海
外
で
生

活
し
た
り
、
国
際
的
な
舞
台
で
働
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
語
学
力
だ
け
で
な
く
、
自
分
の

考
え
を
き
ち
ん
と
相
手
に
伝
え
、
相
手
の
考
え
も
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
必
要
で
す
。
そ
の
能
力

を
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
授
業
が
『
Ｌ
Ｌ
演

は
、
同
校
が
開
校
し
た
昭
和
62
年
以
来
ず
っ
と
使
わ
れ

続
け
て
お
り
、
毎
年
若
干
の
改
訂
は
行
う
と
は
い
う
も

の
の
「
完
成
度
と
し
て
は
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
」（
水
嶋

先
生
）
に
あ
る
と
い
う
。

こ
の
日
の
テ
ー
マ
の
「A

ging
population

」
も
、
テ

キ
ス
ト
のLesson14

に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
授
業
は
、
必
ず
し
も
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
頼
り
に

行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
の
授
業

を
担
当
し
て
い
る
槇
谷
裕
子
先
生
は
こ
ん
な
ふ
う
に
語

る
。「

テ
ー
マ
は
、
生
徒
が
関
心
を
持
ち
や
す
い
よ
う
に
、

そ
の
都
度
タ
イ
ム
リ
ー
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ダ
イ
ア
ナ
妃
が
事
故
死
し
た

と
き
に
は
パ
パ
ラ
ッ
チ
の
是
非
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し

た
し
、
沖
縄
へ
の
修
学
旅
行
前
に
は
沖
縄
の
米
軍
基
地

問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
日
の
授

業
が
高
齢
者
問
題
だ
っ
た
の
は
、『
英
語
一
般
』
の
授
業

の
中
で
『
晩
秋
』
と
い
う
老
人
問
題
を
扱
っ
た
映
画
を
、

生
徒
に
見
せ
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
。
生
徒
の
記
憶
が

鮮
明
な
う
ち
に
、
問
題
意
識
を
深
め
さ
せ
た
い
と
思
っ

た
ん
で
す
」

授
業
は
、
日
本
人
教
師
２
人
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
２
人
の
テ
ィ

ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
。
一
口
に
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
形
式
の
授
業
と
い
っ
て
も
、
２
人
１
組
の
ペ

ア
ト
ー
ク
や
、
数
班
に
分
か
れ
て
の
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
取
り
入
れ
て

い
る
の
が
特
徴
だ
。

普
段
、
授
業
は
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
４
人

の
教
師
に
よ
る
″

世
間
話

か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。「
最

近
な
に
か
変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
？
」「
そ
う

習
』。
だ
か
ら
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
い
る
ん

で
す
」

金
牧
先
生
の
言
葉
を
受
け
、
国
際
科
の
英
語
の
授
業

を
担
当
し
て
い
る
水
嶋
俊
光
先
生
も
、
次
の
よ
う
に
話

す
。「

日
本
社
会
で
は
こ
れ
ま
で
、
自
分
の
意
見
を
明
確

に
口
に
し
な
い
の
が
、
美
徳
と
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本
以
外
の
多
く
の
国
々
が

徒がみんなの前で自分の意見
を発表する。自分の意見を持

ち、相手の意見を受け入れる能力を
養うため、「ＬＬ演習」ではディス
カッションを重視している。

生

Ｌ
Ｌ
演
習

11
月
20
日
金
曜
日
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武
生
東
高
校�

国
際
理
解
教
育�

福
井
県
立�

自
ら
の
意
見
を
持
ち
、

国
際
社
会
に
生
き
る

力
を
養
う

昭
和
24
年
福
井
県
生
ま
れ
。
英
語
担
当
。

開
校
４
年
目
の
平
成
２
年
度
よ
り

武
生
東
高
校
に
勤
務
。

平
成
８
年
度
よ
り
国
際
科
主
任
を
務
め
る
。

福
井
県
立
武
生
東
高
校
国
際
科
主
任

金
牧
廣

K
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福
井
県
立

武
生
東
高
校

昭
和
47
年
福
井
県
生
ま
れ
。
英
語
担
当
。

新
卒
で
平
成
８
年
度
よ
り
同
校
に
勤
務
す
る
。

国
際
科
２
年
担
任
。
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
ク
ラ
ブ

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
顧
問
。

福
井
県
立
武
生
東
高
校

槇
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裕
子
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昭
和
37
年
福
井
県
生
ま
れ
。

担
当
教
科
は
英
語
。

前
任
校
は
丸
岡
高
校
。

平
成
５
年
度
よ
り
武
生
東
高
校
勤
務
。

福
井
県
立
武
生
東
高
校
教
務
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水
嶋
俊
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じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
っ
て
、
そ
ん
な
に
は
な
い
で
す

よ
ね
。
で
も
授
業
を
通
し
て
、
ほ
か
の
人
の
意
見
を
聞

け
る
の
は
楽
し
い
で
す
ね
。
特
に
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
先
生
の

意
見
は
『
へ
え
、
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ

る
ん
だ
』
っ
て
参
考
に
な
り
ま
す
」（
磯
村

さ
ん
）

神
谷
さ
ん
は
１
年
間
の
ア
メ
リ
カ
留
学

を
経
験
し
て
い
る
が
、「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
の
授

業
が
留
学
中
に
役
立
っ
た
と
い
う
。

「
留
学
中
、
ア
メ
リ
カ
人
の
友
達
の
お
父
さ
ん
か
ら

『
日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
人
が
嫌
い
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
』

っ
て
問
い
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
私
は
そ

う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
っ
て
こ
と
を
、
持
っ
て
る
知
識
の
す

べ
て
を
使
っ
て
話
し
た
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
で

き
た
の
は
授
業
で
訓
練
し
て
い
た
お
か
げ
だ
と
思
い
ま

す
」早

川
さ
ん
は
、
福
井
県
の
「
高
校
生
英
語
弁
論
大
会
」

（
平
成
10
年
度
）
の
優
勝
者
だ
。

「
私
よ
り
も
き
れ
い
な
発
音
で
話
す
人
は
た
く
さ
ん

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
私
が
優
勝
で
き
た
の
は
『
こ
の

人
は
な
に
か
自
分
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
な
』
と
い
う

こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
感
じ
て
も
ら
え
た
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
普
段
の
授
業
で
、
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
機

会
を
数
多
く
持
て
た
の
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
ま
す
ね
」

ま
た
、
１
年
生
の
２
人
は
高
校
に
入
学
し
て
か
ら
、

自
分
の
英
語
力
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
く
の
が
楽
し
い

と
語
る
。

「
し
ゃ
べ
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
ず
い
ぶ
ん
な

く
な
り
ま
し
た
」

生
徒
た
ち
が
生
き
て
い
く
と

き
の
土
台
に
な
る
よ
う
な
教

育
を
し
た
い
…
…
。
武
生
東
高
校
の
教
師
の
思
い
は
、

そ
の
点
で
一
致
し
て
い
る
。
だ
が
大
学
入
試
の
こ
と
を

考
え
た
と
き
に
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
も
あ
る
と
い

う
。「

現
在
の
大
学
入
試
を
見
る
と
、
本
校
で
行
っ
て
い

る
授
業
と
完
全
に
対
応
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
本
校
の
生
徒
は
受
験
で
必
要
と
さ
れ
る
英

語
力
は
十
分
あ
り
、
大
学
入
試
に
お
い
て
も
と
て
も
よ

い
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
校
の
生
徒
が

特
に
抜
き
ん
で
て
い
る
の
は
話
す
力
や
聞
く
力
で
す
か

ら
ね
。
も
し
も
、
受
験
英
語
指
導
に
シ
フ
ト
す
れ
ば
、

い
っ
そ
う
進
学
実
績
は
伸
び
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け

ど
、
本
校
国
際
科
の
目
標
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
大
学
入
試
の
方
が
『
話
す
・
聞
く
』
力

を
見
る
よ
う
な
問
題
に
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
」（
金
牧
先
生
）

自
分
の
考
え
を
述
べ
る
力
を
身
に
つ
け
る
英
語
教
育
。

で
は
、
国
際
科
の
取
り
組
み
を
、
普
通
科
の
授
業
に
も

生
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
国
際
科
で
行
っ
て
い
る
よ
う
な
授
業
ス
タ
イ
ル
を
、

普
通
科
で
も
オ
ー
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

で
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
使
い
、
ペ

ア
ト
ー
ク
な
ど
を
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を

上
げ
て
い
ま
す
。
国
際
科
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し

て
は
い
ま
せ
ん
が
、
教
師
の
取
り
組
み
方
次
第
で
生
徒

は
こ
た
え
て
く
れ
る
も
の
で
す
」（
水
嶋
先
生
）

国
際
科
に
限
ら
ず
普
通
科
の
生
徒
の
中
に
も
、
将
来

国
境
を
越
え
幅
広
く
活
躍
す
る
よ
う
な
者
は
必
ず
い
る

は
ず
だ
。
ま
た
、
将
来
の
活
躍
の
場
を
海
外
な
ど
に
求

め
ず
、
日
本
の
中
で
生
き
て
い
く
に
し
て
も
「
自
分
の

意
見
を
述
べ
、
相
手
の
意
見
を
聞
く
力
」
は
、
こ
れ
か

ら
の
時
代
を
生
き
抜
く
う
え
で
よ
り
不
可
欠
な
も
の
と

な
る
。

武
生
東
高
校
の
教
師
た
ち
は
、
国
際
科
と
い
う
枠
組

み
を
越
え
て
、
高
校
に
お
け
る
新
し
い
観
点
で
の
英
語

教
育
を
志
向
し
て
い
る
の
だ
。

外の姉妹校の生徒たちが
武生東高校を訪れ、いっ

しょに授業を受ける。異なる
考え、文化にじかに触れる機
会である。

海

い
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
を
経
験
し
ま
し
た
よ
」。
そ
ん
な

な
に
げ
な
い
会
話
が
進
む
う
ち
に
、
今
回
の
テ
ー
マ
で

あ
る
高
齢
者
問
題
を
話
題
と
し
て
上
手
に
織
り
込
ん
で

い
く
。

教
師
側
の
話
題
提
供
を
受
け
て
か
ら
、
今
度
は
生
徒

た
ち
が
隣
の
席
の
生
徒
と
顔
を
合
わ
せ
て
、
ペ
ア
ト
ー

ク
を
始
め
る
。
こ
の
日
の
論
題
は
、“D

o
you

w
ant

to

live
long? ”

（
あ
な
た
は
長
生
き
し
た
い
で
す
か
？
）
と

い
う
も
の
。

「
い
き
な
り
ク
ラ
ス
全
体
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に

持
ち
込
ま
な
い
の
は
、
そ
う
す
る
と
発
言
す
る
生
徒
の

数
が
限
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
で
も
ペ
ア
ト
ー
ク
は
１
対

１
の
会
話
だ
か
ら
、
自
分
も
必
ず
な
に
か
話
さ
な
く
て

は
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
内
気
な
生
徒
で
も
、
比

較
的
気
軽
に
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
も
あ
り
ま
す
ね
」（
槇
谷
先
生
）

そ
れ
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
そ
の
あ
と
は
一
つ
の

命
題
に
つ
い
て
、
ペ
ア
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
。
今
回
の

命
題
は
、“O

ld
people

in
Japan

are
happy

. ”

（
日
本

の
老
人
は
幸
せ
だ
）
で
あ
る
。
ペ
ア
ト
ー
ク
で
口
が
滑

ら
か
に
な
っ
た
生
徒
た
ち
は
、
自
分
の
立
場
に
立
っ
て

賛
成
・
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
く
。
そ
し
て
、
ク
ラ
ス

全
体
の
オ
ー
プ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
移
り
、「
日
本
の
老
人

は
幸
せ
で
あ
る
」
と
い
う
同
じ
命
題
に
対
し
て
、
ク
ラ

ス
全
体
で
賛
成
派
と
反
対
派
に
分
か
れ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト

が
行
わ
れ
る
。

最
後
に
行
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、

こ
の
日
の
授
業
の
総
ま
と
め
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

数
班
に
分
か
れ
て
、
高
齢
者
問
題
は
ど
う
す
れ
ば
解
決

す
る
か
を
話
し
合
っ
た
。
司
会
係
や
記
録
係
を
設
定
し
、

み
ん
な
で
議
論
し
な
が
ら
話
を
ま
と
め
て
い
く
。
そ
し

て
各
班
の
代
表
者
が
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
全
員
の
前
で
議

論
の
内
容
を
発
表
し
て
、
１
時
間
の
授
業
が
締
め
く
く

ら
れ
る
。

他
者
に
自
分
の
意
見
を

述
べ
る
こ
と
を
お
っ
く

う
に
感
じ
る
…
…
。
そ
ん
な
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
。
だ
が
「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
に
出
席
し
て
い
る
生
徒

た
ち
は
、
驚
く
ほ
ど
伸
び
伸
び
と
、
そ
し
て
積
極
的
に

発
言
を
す
る
。「
も
と
も
と
話
し
た
が
り
屋
の
生
徒
が
集

ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
水
嶋
先
生
は
語
る
が
、
生

徒
が
臆お

く

せ
ず
話
せ
る
よ
う
に
教
師
が
工
夫
を
し
て
い
る

の
も
事
実
だ
。

「『
Ｌ
Ｌ
演
習
』
の
目
標
は
、
あ
く
ま
で
も
生
徒
が
自

分
の
意
見
を
述
べ
、
互
い
に
考
え
を
深
め
合
っ
て
い
く

こ
と
。
だ
か
ら
自
分
の
意
見
を
持
つ
こ
と
と
、
文
法
的

な
間
違
い
を
気
に
せ
ず
に
、
伝
え
た
い
こ
と
を
皆
に
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
話
す
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
」

（
槇
谷
先
生
）

放
課
後
、
国
際
科
の
生
徒
た
ち
に
授
業
に
つ
い
て
の

話
を
聞
く
。
２
年
生
の
磯
村
さ
ん
、
神
谷
さ
ん
、
早
川

さ
ん
、
１
年
生
の
植
田
君
と
坪
川
君
の
５
人
で
あ
る
。

５
人
と
も
「
Ｌ
Ｌ
演
習
」
は
、
お
気
に
入
り
の
授
業
の

一
つ
だ
と
い
う
。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
外
国
人
労
働
者
問
題
に
つ
い
て
議

論
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
普
段
は
そ
ん
な
こ
と

アトークのメリットは、
１対１の会話のため、

必ずしゃべることになる点。
内気な生徒でも比較的しゃべ
りやすい形態である。

ペ

最
近
の
生
徒
は
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