
生徒の目線で話を聞く

　

生
徒
の
目
線
で
話
を
聞
く
と
は

　

知
り
合
い
の
国
語
教
師
か
ら
最
近
耳
に
す
る
の

は
、
生
徒
が
教
師
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
い

う
話
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ほ
と
ん
ど
毎
時
間
の
遅
刻
、
ク
ラ
ス
内
の
私
語
、

飲
食
、
自
己
主
張
の
わ
り
に
決
ま
り
を
守
ら
な
い
、

何
事
も
中
途
半
端
、
そ
の
く
せ
体
面
だ
け
は
気
に

す
る
…
…
。
も
し
内
容
的
に
興
味
の
あ
る
こ
と
、

彼
・
彼
女
ら
が
全
身
全
霊
で
打
ち
込
め
る
よ
う
な

環
境
が
用
意
さ
れ
る
な
ら
、
状
況
は
変
わ
っ
て
く

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
『
国
語
表
現
Ⅰ
・
Ⅱ
』
を
編
集
す
る
に
当

た
っ
て
考
え
た
こ
と
は
こ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
彼
ら
一
人
ひ
と
り
の
話
を

聞
く
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
一
番
忘
れ
て
い
る
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
教
師
な
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
が
編
集
担
当
者
と
し
て
の
私
が
ま
ず
考
え

た
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
教
室
を
彼
ら
の
居
場
所
と

し
て
ど
の
よ
う
に
保
障
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。

「
生
徒
の
目
線
で
彼
ら
・
彼
女
ら
の
話
を
聞
く
」

と
は
、
彼
ら
へ
の
期
待
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
自
ら

へ
の
励
ま
し
の
こ
と
ば
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
教

室
を
担
当
す
る
国
語
教
師
た
ち
へ
の
、
や
や
辛
口

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ
る
。

　

自
分
に
し
か
関
心
の
な
い
生
徒
た
ち

　

で
は
、
生
徒
自
身
が
何
か
を
考
え
る
こ
と
、
生

徒
自
身
に
何
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
は
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

　

実
際
の
「
国
語
表
現
」
授
業
担
当
者
か
ら
し
ば

し
ば
持
ち
込
ま
れ
る
の
は
、「
子
ど
も
た
ち
は
自

分
に
し
か
興
味
が
な
い
」
と
い
う
苦
情
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
自
分
に
し
か
関
心
の
な
い
生
徒
」

に
と
っ
て
こ
そ
、
こ
う
し
た
方
法
、
つ
ま
り
「
生

徒
の
目
線
で
話
を
聞
く
」
こ
と
が
有
効
な
の
だ
。

　

こ
と
ば
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
す
な

わ
ち
他
者
と
の
関
係
づ
く
り
の
活
動
で
も
あ
る
と

指
導
書
の
中
で
も
述
べ
た
が
、「
他
者
と
の
関
係

づ
く
り
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
性
の
認

識
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
場
合
の
他
者
と
は
「
私
」
に
と
っ
て
常
に

了
解
不
能
の
存
在
、
つ
ま
り
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス

で
あ
る
。
他
者
が
何
を
感
じ
、
考
え
て
い
る
の
か
、

「
私
」
に
は
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
の
行
動
も
予
測

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
と
つ
き
合
う
こ

と
は
、「
私
」
を
不
安
に
さ
せ
、
そ
の
不
安
の
た

め
に
、
他
者
に
対
し
「
私
」
は
な
か
な
か
自
分
を

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

「
自
分
に
し
か
関
心
の
な
い
生
徒
」
が
、
自
分

の
こ
と
に
し
か
興
味
を
示
さ
ず
、
自
己
の
世
界
に

閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
の
は
、
他
者
に
対
し
「
私
」

は
な
か
な
か
自
分
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
生
徒
に
と
っ
て
こ
そ
、
一
方
向
的
な

教
授
活
動
か
ら
、
生
徒
自
身
が
考
え
る
活
動
へ
と

い
う
、教
室
に
お
け
る「
他
者
と
の
関
係
づ
く
り
」

が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
ま
た
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
他

者
に
向
け
て
発
信
す
る
と
い
う
行
為
は
、
一
方
的

な
授
業
を
し
つ
つ
、
自
分
の
こ
と
ば
で
語
る
喜
び

を
忘
れ
た
教
師
に
こ
そ
、
有
効
な
の
で
あ
る
。
本

当
に
「
自
分
に
し
か
感
心
が
な
い
」
の
は
、
生
徒

た
ち
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
師
た
ち
の
現
実

の
姿
で
も
あ
る
の
だ
。

　

生
徒
自
身
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
テ
ー
マ

　

今
ま
で
は
、「
教
え
る
べ
き
も
の
」
が
教
師
の
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側
に
厳
然
と
存
在
し
、
そ
れ
を
ど
う
教
え
、
理
解

さ
せ
る
か
が
教
師
に
と
っ
て
の
課
題
だ
っ
た
。
教

え
・
教
わ
る
状
況
下
で
は
、
ど
の
よ
う
に
話
し
掛

け
た
と
こ
ろ
で
生
徒
が
答
え
る
機
会
も
、
意
識
も
、

さ
ら
に
は
テ
ー
マ
も
生
じ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
生
徒
は
自
分
の
こ
と
に
し
か
興
味
を
示
さ
ず
、

自
己
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

問
題
は
、
そ
う
し
た
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
生
活

意
識
の
と
こ
ろ
へ
、
授
業
担
当
者
が
ど
の
よ
う
に

し
て
踏
み
込
ん
で
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
与
え
る
べ
き
、
そ
し
て
頼
る
べ
き
教

材
の
な
い
状
況
の
中
で
、
担
当
者
は
あ
ら
か
じ
め

ど
こ
か
で
決
め
ら
れ
た
答
え
を
用
意
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
だ
。

　

む
し
ろ
自
ら
の
問
い
を
立
て
、
こ
の
問
い
の
答

え
を
見
つ
け
出
す
作
業
を
通
し
て
、
生
徒
自
身
が

自
分
の
こ
と
ば
を
発
見
す
る
の
を
担
当
者
は
側
面

か
ら
サ
ポ
ー
ト
す
る
し
か
な
い
。
担
当
者
も
そ
の

答
え
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
こ

そ
が
、
問
題
を
発
見
し
解
決
す
る
学
習
の
あ
る
べ

き
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

情
報
を
わ
が
こ
と
と
す
る
力

　

教
室
に
お
い
て
は
、
優
れ
た
教
材
を
教
え
る
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
い
い
教
材
が

な
け
れ
ば
教
え
ら
れ
な
い
、
い
い
授
業
の
た
め
に

は
優
れ
た
教
材
が
必
要
と
い
う
教
師
の
声
は
ま
さ

に
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
・
状
況
の
中
で
他
者
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。

こ
の
複
合
的
か
つ
重
層
的
な
場
面
連
続
の
中
で
こ

と
ば
は
獲
得
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
場
合
を
考
え
る

と
、
必
要
な
の
は
、
情
報
と
し
て
の
「
教
材
」
で

は
な
く
、
身
辺
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
こ
と
ば
に

よ
る
学
習
に
よ
っ
て
、
わ
が
こ
と
と
し
て
考
え
て

い
く
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

教
育
の
主
体
が
教
師
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
と

ば
に
よ
る
学
習
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
生
徒
自
身

で
あ
る
。
し
か
も
、
生
徒
に
と
っ
て
一
番
重
要
な

こ
と
は
、
自
分
の
「
考
え
て
い
る
こ
と
」
を
、
こ

と
ば
を
用
い
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
こ
と
だ
。
こ
の
と
き
担
当
者
の
で
き
る
こ
と
と

い
え
ば
、
教
室
と
い
う
空
間
で
ど
の
よ
う
に
し
て

生
徒
自
身
の
「
言
い
た
い
こ
と
」
を
見
い
だ
さ
せ
、

そ
れ
を
本
人
に
い
か
に
表
現
さ
せ
る
か
、
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
考
え
て
い
る
こ
と
」「
言
い
た
い

こ
と
」
を
表
す
こ
と
ば
は
生
徒
個
人
の
中
に
あ
る

の
だ
。

　

教
材
・
技
術
で
は
、こ
と
ば
の
力
は
つ
か
な
い

　

教
材
を
与
え
、
そ
れ
を
解
釈
さ
せ
る
だ
け
で
は

生
徒
自
身
の
こ
と
ば
の
力
は
つ
か
な
い
。
ま
た
、

こ
と
ば
を
自
己
の
中
に
あ
る
と
認
め
つ
つ
、
そ
れ

を
表
す
の
に
必
要
な
こ
と
が
単
な
る
技
術
と
の
み

考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
思
考
と
は
か
か
わ
り
が

な
く
な
り
、
言
語
運
用
技
術
と
し
て
学
習
さ
せ
れ

ば
い
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
の

よ
う
な
知
識
や
技
術
だ
け
か
ら
生
徒
一
人
ひ
と
り

の
こ
と
ば
の
力
は
つ
か
な
い
こ
と
は
担
当
者
な
ら

だ
れ
に
で
も
体
験
的
に
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　

で
は
、
生
徒
自
身
が
何
か
を
考
え
た
結
果
、
な

に
が
し
か
の
テ
ー
マ
の
発
見
を
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
そ
の
テ
ー
マ
を
見
い
だ
し
、
能
力
を
高
め
る

た
め
に
は
、
自
ら
の
こ
と
ば
を
用
い
て
考
え
、
表

現
で
き
る
言
語
活
動
の
場
、
す
な
わ
ち
生
徒
に

と
っ
て
、
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
環

境
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

つ
ま
り
、
生
徒
と
担
当
者
が
対
等
の
立
場
で
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
言
語
活
動
に
参
加
す
る
場
を
形

成
す
る
た
め
の
方
法
論
は
、
い
か
に
し
て
生
徒
の

た
め
の
言
語
学
習
環
境
を
設
定
す
る
か
、
と
い
う

問
題
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

問
題
を
発
見
し
解
決
す
る
学
習
と
は
？

　

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を

探
し
、
そ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
中
で
、

何
ら
か
の
形
で
の
生
徒
自
身
の
自
己
表
現
を
図
っ

て
い
く
と
い
う
筋
道
を
問
題
発
見
解
決
学
習
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
生
徒
が
問
題
を

発
見
し
解
決
す
る
筋
道
自
体
は
、
担
当
者
が
あ
る

程
度
つ
く
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
レ
ポ
ー
ト
集
作
成
と
い
う
活
動
の

〈

国
語
表
現〉
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場
合
、
自
己
紹
介
に
始
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
設
定
、
取
材
、
ク
ラ
ス
発
表
、
討
論
、
推
敲
、

提
出
、
相
互
評
価
と
い
っ
た
一
連
の
活
動
の
枠
組

み
は
す
で
に
で
き
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
後

の
「
何
を
テ
ー
マ
に
す
る
か
」
は
、
生
徒
一
人
ひ

と
り
の
提
案
を
待
つ
し
か
な
い
。

　

こ
の
問
題
発
見
解
決
学
習
は
、
今
ま
で
の
教
室

に
あ
り
が
ち
だ
っ
た
即
座
の
反
応
を
期
待
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
生
徒
の
つ
く
り
だ
す
意
図
と
場
面
に

応
じ
た
適
切
な
表
現
を
こ
ち
ら
か
ら
提
示
す
る
こ

と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
表
現
教
育
が
目
的
で

は
な
い
か
ら
だ
。
一
定
の
限
ら
れ
た
期
間
内
で
、

生
徒
自
身
が
自
分
で
考
え
、
そ
の
考
え
た
こ
と
を

自
分
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
の
を
担
当
者
は
じ
っ

と
待
つ
の
だ
。
生
徒
の
こ
と
ば
は
、
た
ど
た
ど
し

く
て
も
か
ま
わ
な
い
、
あ
る
い
は
間
違
っ
て
い
て

も
い
い
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
能
力
を
獲
得
す
る

の
は
、
生
徒
自
身
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
生

徒
自
身
が
自
ら
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
他
者
に
向

け
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
思
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
立
ち
現
れ
る
能
力
で
は
な
い
か
。
話
し
手
と

し
て
の
生
徒
が
自
分
自
身
の
思
考
と
表
現
を
ど
う

結
ぶ
か
と
い
う
こ
と
に
直
面
し
た
と
き
得
ら
れ
る

力
で
も
あ
る
は
ず
だ
。

　

自
分
の
居
場
所
と
し
て
の
教
室

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面

で
、
わ
た
し
た
ち
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
架
空
の
存
在
と
し
て
の
「
社
会
」
で
は

な
く
、
具
体
的
な
対
話
者
の
「
他
者
性
」
そ
の
も

の
な
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
活
動
能
力
を
育
て
る
言
語
教
育
と
は
、
個

を
含
め
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
形
成
の
中
で
自

己
表
現
を
果
た
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
自
己
を
実
現
す
る

力
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
が
自
分
と
し
て
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ

う
な
、
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、「
こ
こ
に
い
て

よ
か
っ
た
」
と
い
う
自
分
の
居
場
所
と
し
て
の
認

識
を
持
つ
こ
と
な
の
だ
。

　

自
分
の
居
場
所
と
し
て
の
認
識
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
他
者
と
の
出
会
い
で
の
種
々
の
ズ
レ
あ
る
い

は
違
和
感
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

と
も
言
え
る
。
こ
の
場
合
、
ズ
レ
あ
る
い
は
違
和

感
は
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
障
害
や
ト
ラ
ブ
ル
な
の

で
は
な
く
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
当

然
あ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
把
握
さ
れ
る
事
柄
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
場
面
認
識
は
す
べ
て
話
者
の
世

界
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
す
べ
て
の

差
異
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
成
立
す
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
、「
人

は
す
べ
て
同
じ
、
し
か
し
、
す
べ
て
違
う
」
と
い

う
態
度
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
態
度

が
な
け
れ
ば
、
異
な
る
も
の
に
対
し
て
柔
軟
に
対

応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

あ
な
た
は
信
頼
で
き
る
他
者
と
な
り
え
る
か

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
異
な
る
も

の
」
と
し
て
他
者
を
捉
え
る
こ
と
は
、
新
し
い
個

と
個
の
信
頼
関
係
に
お
け
る
、
ゆ
る
や
か
で
友
好

的
な
連
帯
を
創
造
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
能
力

を
体
得
し
よ
う
と
す
る
生
徒
の
た
め
に
、
学
習
空

間
を
ど
の
よ
う
に
組
織
化
し
一
人
ひ
と
り
を
い
か

に
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
こ
と
ば

の
教
室
と
そ
の
担
当
者
に
与
え
ら
れ
た
使
命
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
と
き
、
生
徒
の
目
線
で
彼
ら
一
人
ひ
と
り

の
話
を
じ
っ
く
り
と
聞
き
、
信
頼
で
き
る
一
人
の

他
者
と
し
て
生
徒
の
前
に
確
固
と
し
て
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
自
身

な
の
だ
か
ら
。

ほ
そ
か
わ　

ひ
で
お　

早
稲
田
大
学
大
学
院
日
本
語

教
育
研
究
科
教
授
。
専
門
は
、
言
語
文
化
教
育
論
。

母
語
と
し
て
の
国
語
教
育
と
第
二
言
語
と
し
て
の
日

本
語
教
育
の
接
点
を
模
索
し
つ
つ
、
新
し
い
言
語
教

育
の
た
め
の
設
計
デ
ザ
イ
ン
と
実
施
プ
ラ
ン
の
作
成

を
提
案
し
て
い
る
。
著
書
に
、『
日
本
語
教
育
は
何

を
め
ざ
す
か

－

言
語
文
化
教
育
の
理
論
と
実
践
』（
明

石
書
店　

二
〇
〇
二
年
）･

『
研
究
計
画
書
デ
ザ
イ
ン

－

大
学
院
入
試
か
ら
修
士
論
文
完
成
ま
で
』（
東
京

図
書　

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
多
数
。

生徒の目線で話を聞く  22


