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第
二
十
三
回
日
本
国
語
教
育
学
会
熊
本
支
部
大
会

を
今
年
も
十
二
月
二
十
三
日
に
熊
本
大
学
教
育
学
部

附
属
小
学
校
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
翌
日

は
終
業
式
と
い
う
学
校
も
多
く
あ
る
中
、
午
前
中
に

三
百
人
を
超
え
る
先
生
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
さ

ら
に
午
後
の
鶴
田
清
司
氏
の
講
演
に
は
三
百
五
十
名

あ
ま
り
の
先
生
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
盛
会
裏
に

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

午
前
中
の
授
業
研
究
会
で
は
、
教
師
に
な
っ
て
六

年
目
の
熊
本
県
天
草
市
立
湯
島
小
学
校
の
原
慧
美
香

先
生
と
河
野
の
共
同
研
究
に
よ
る
「
二
十
一
世
紀
型

学
び
」
の
授
業
提
案
を
行
い
ま
し
た
。
附
属
小
学
校

の
四
年
生
を
相
手
に
、「
わ
た
し
の
『
ゆ
め
の
ロ
ボ
ッ

ト
』」「『
着
る
ロ
ボ
ッ
ト
』
を
作
る
」（
東
京
書
籍
）

を
用
い
た「
批
評
読
み
と
そ
の
交
流
」の
提
案
で
す
。 

具
体
的
に
は
、
昨
年
度
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
教

科
書
本
文
の
「
ま
と
め
」
を
批
評
読
み
す
る
と
い
う

学
び
を
展
開
し
ま
し
た
。
学
習
者
の
主
体
的
な
批
評

読
み
を
実
現
す
る
た
め
に
、本
教
材
と
出
会
う
前
に
、

「
ど
う
ぶ
つ
の
赤
ち
ゃ
ん
」（
光
村
図
書
）、「
流
氷
の

役
わ
り
」（
大
阪
書
籍
）
と
い
う
教
材
を
用
い
て
、
本

文
中
の
表
現
や
論
理
展
開
を
根
拠
に
し
て
、
各
自
が

「
ま
と
め
」
の
文
章
を
書
き
、
そ
れ
に
納
得
で
き
る

か
で
き
な
い
か
を
意
見
交
流
す
る
と
い
う
事
前
学
習

（
二
時
間
）
を
河
野
が
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
受
け
て
原
先
生
が
、
本
教
材
の
「『
着
る
ロ
ボ
ッ

ト
』
を
作
る
」
を
用
い
て
、
空
欄
に
し
て
お
い
た
結

論
部
分
を
子
ど
も
た
ち
に
書
い
て
も
ら
い
、
そ
の
あ

と
で
筆
者
の
結
論
部
分
に
出
会
わ
せ
て
、
筆
者
の
結

論
部
分
に
納
得
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
「
批
評
読

み
と
そ
の
交
流
」
を
展
開
し
ま
し
た
。 

 

子
ど
も
た
ち
が
既
習
教
材
で
の
学
び
を
経
て
、
主

体
的
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
姿
に
、
参
観
者
で
あ
る

私
た
ち
も
引
き
込
ま
れ
、
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と

の
で
き
る
提
案
性
の
あ
る
授
業
と
な
り
ま
し
た
。 

 
授
業
検
討
会
で
は
河
野
と
原
先
生
と
の
対
話
を
中

核
に
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
積
極
的
か
つ
建
設
的
な

意
見
が
多
く
出
さ
れ
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
終
了
時
間

と
な
り
ま
し
た
。
最
後
に
兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授

の
中
洌
正
堯
先
生
の
ミ
ニ
講
演
へ
と
続
き
、
充
実
し

た
授
業
検
討
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

午
後
の
分
科
会
は
、
今
年
は
学
生
た
ち
に
よ
る
第

一
分
科
会
の
時
間
を
ず
ら
し
て
開
催
し
た
た
め
、
多

く
の
先
生
方
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。「
私
は
劇
化
を
授
業
で
よ
く
取
り
入
れ
る
の
で
す

が
、こ
の
よ
う
な
理
論
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

理
論
を
知
る
と
何
の
た
め
に
劇
化
を
す
る
の
か
が
よ

く
わ
か
り
、
私
も
授
業
に
効
果
的
に
取
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
し
た
」
と
い
っ
た
ご
意
見
も

い
た
だ
き
、
学
生
た
ち
が
理
論
と
実
践
の
統
合
の
重

要
性
を
新
た
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
他

の
分
科
会
で
は
、
熊
本
県
の
ス
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
チ
ャ

ー
の
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
か
ら
教
師
に
な
っ
て
三
年
、

四
年
目
と
い
う
若
手
の
先
生
方
ま
で
、
願
い
を
込
め

た
発
表
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ

き
ま
し
た
先
生
方
か
ら
、「
今
年
の
会
は
若
手
の
先
生

の
頑
張
り
が
伝
わ
り
、
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
」
と

い
っ
た
声
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

最
後
の
全
体
講
演
は
、
以
前
よ
り
要
望
が
多
か
っ

た
鶴
田
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。「
文
学
教
材
の
特

質
に
応
じ
た
授
業
の
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

の
一
時
間
半
の
お
話
で
し
た
が
、
途
中
で
模
擬
授
業

風
に
進
め
て
く
だ
さ
っ
た
り
し
て
、
参
加
者
が
こ
れ

か
ら
の
文
学
の
授
業
づ
く
り
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ

す
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
し
た
。「
自
分
の
ワ
ン
パ

タ
ー
ン
の
授
業
を
反
省
し
ま
し
た
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ

ー
ニ
ン
グ
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
教
師
が
ど
の
教

材
で
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
材
に
応
じ
た
学
び
の
方
法
を
し
っ
か
り
と
考
え
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
」
と
い
っ
た
感
想
を
た
く

さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。 


