
2023 年度 4 月入学 博士後期課程 一般入学試験・国費留学生等入学試験 
事前課題 

 
課題文を読んで、2500 字から 3000 字程度で設問に答えなさい。その際、資料や文献を
参照し、それらを明記すること。参考文献や引用文献等のリストも上記文字数に含みま
す。 

 

設問 
課題文の論旨を簡潔にまとめなさい。その上で、日本語教育学においてはどのような研
究課題となり得るか、そこで得られる研究成果の可能性、および、限界について、根拠
を示しながら具体的に述べなさい。 
  



課
題
文 

日
常
に
お
け
る
行
為 

実
践
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
語
る
前
に
︑
私
た
ち
の
行
為
︑
行
動
あ
る
い
は
活
動
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

触
れ
て
お
こ
う
︒
も
ろ
も
ろ
の
人
間
行
為
は
異
な
っ
た
文
化
の
間
で
︑
あ
る
い
は
同
じ
文
化
の
な
か
で
も
差
異
が

み
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
差
異
を
こ
え
て
そ
れ
ら
は
慣
習
的
に
過
去
か
ら
反
復
さ
れ
ル
ー
テ
ィ
ン

化
さ
れ
た
活
動
と
し
て
︑
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
広
が
っ
て
い
る
︒ 

朝
︑
食
事
を
し
︑
電
車
に
乗
っ
て
職
場
に
行
き
︑
同
僚
と
挨
拶
を
交
わ
し
︑
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
か
っ
て
書
類

を
作
り
︑
会
議
で
議
論
を
交
わ
し
︑
ひ
ま
に
ま
か
せ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ゲ
ー
ム
を
や
り
︑
家
に
帰
っ
て
テ
レ
ビ

で
野
球
中
継
を
見
な
が
ら
家
族
と
食
事
を
し
︑
寝
る
前
に
風
呂
に
入
っ
て
歯
を
み
が
く
︑
な
ど
な
ど
︒
こ
れ
ら
は

あ
り
き
た
り
の
日
常
的
な
活
動
の
連
鎖
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
日
常
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
面
で
も
活
動
は
よ
ど
み

な
く
つ
づ
く
︒
会
社
に
到
着
し
た
ら
友
人
の
訃
報
に
接
し
︑
あ
わ
て
て
家
に
も
ど
っ
て
喪
服
を
着
て
葬
儀
場
に
か

け
つ
け
︑
受
付
で
香
典
を
渡
し
て
記
帳
し
︑
故
人
の
家
族
や
参
列
者
と
と
も
に
死
者
を
悼
み
︑
首
を
う
な
だ
れ
て

僧
の
読
経
を
聞
き
︑
帰
途
に
は
久
し
ぶ
り
に
出
会
っ
た
友
人
た
ち
と
飲
み
屋
で
す
ご
す
︑
な
ど
な
ど
︒ 

こ
れ
ら
の
活
動
の
一
こ
ま
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ
て
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
当
事
者
の
欲
望
や
意
志
︑
動
機
が
作

用
し
︑
き
わ
め
て
複
雑
な
心
と
身
体
の
働
き
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
朝
食
を
摂
る
と
い
う
︑
た
っ
た
二
十
分
間
を
ビ
デ

オ
に
収
め
た
場
合
で
も
︑
そ
こ
に
は
数
百
単
位
に
の
ぼ
る
特
徴
あ
る
身
体
の
動
き
や
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
ぎ
っ
し

り
と
連
鎖
し
て
い
る
の
を
見
て
お
ど
ろ
く
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
的
に
く
り
か
え
さ
れ
る
習
性
の

よ
う
な
行
為
で
あ
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
よ
り
意
識
的
に
何
ら
か
の
意
図
や
動
機
に
支
え
ら
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
り

す
る
︒﹁
な
ぜ
歯
を
み
が
く
の
？
﹂
と
問
わ
れ
れ
ば
︑﹁
い
つ
も
そ
う
し
て
い
る
か
ら
だ
﹂
と
答
え
る
か
も
し
れ
な

い
︒﹁
な
ぜ
葬
儀
場
に
行
く
の
？
﹂
と
間
わ
れ
れ
ば
︑﹁
友
人
の
葬
式
に
行
く
た
め
だ
﹂
と
答
え
る
だ
ろ
う
︒ 

 

歯
み
が
き
は
社
会
的
な
行
為
だ 

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
活
動
の
場
面
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
重
要
な
点
は
︑
そ
れ
ら
が
す
べ
て
何
ら
か
の
形
で

社
会
的
に
構
成
さ
れ
︑
慣
習
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
家
族
で
食
事
す
る
こ
と
は
︑
場
面
そ
の

も
の
が
家
族
と
い
う
社
会
的
な
場
で
あ
る
︒
そ
こ
に
出
さ
れ
る
料
理
︑
食
べ
方
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
︑
あ
る
い
は
そ
こ

で
交
わ
さ
れ
る
会
話
や
行
為
は
︑
そ
の
家
族
に
特
有
の
も
の
と
し
て
慣
習
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
し
ば
し
ば
そ

の
社
会
的
な
位
置
を
も
明
瞭
に
表
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
バ
ス
ル
ー
ム
に
お
い
て
一
人
で
歯
を
み
が
く
場
面
で
さ

え
も
︑
そ
の
行
為
は
社
会
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
歯
み
が
き
の
行
為
は
︑
両
親
の
し
つ
け
や
学
校
教
育
に
よ

っ
て
慣
習
と
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
健
康
管
理
の
商
業
的
な
言
説
や
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て

強
化
さ
れ
て
い
る
︒ 

日
常
生
活
に
広
が
る
こ
れ
ら
の
行
為
や
活
動
は
︑自
分
以
外
の
他
者
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
え
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
私
た
ち
は
自
分
だ
け
で
考
え
︑
自
分
だ
け
で
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
理
性
に
よ
っ
て
行
動

す
る
自
律
し
た
︿
近
代
的
主
体
﹀︵
個
人
︶
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
は
︑
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
大
部
分
を
占
め
る

行
為
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
行
為
は
た
ん
に
個
人
の
心
の
な
か
に
描
か
れ

る
心
理
的
な
表
象
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
社
会
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
る
規
則
︑
価
値
や
規
範



に
そ
っ
て
単
純
に
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
逹
さ
れ
て
い
く
も
の
で
も
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
れ
ら
は
権
力
が
作
用
す

る
社
会
関
係
の
網
の
目
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
慣
習
に
よ
っ
て
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
も
っ

て
い
る
︒ 

人
類
学
で
は
︑社
会
的
に
構
成
さ
れ
︑慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
行
為
や
活
動
を﹁
実
践
﹂︵practice

︶

と
呼
ぶ
が
︑
そ
れ
が
こ
の
本
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
人
類
学
的
な
意
味
で
の
実
践
と
い
う
言
葉
は
︑
人
び
と
の
行
為

と
そ
の
経
験
が
社
会
関
係
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
︑
実
践
と
は

︿
社
会
的
実
践
﹀
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

日
本
語
の
﹁
実
践
﹂
と
人
類
学
で
い
う
﹁
実
践
﹂ 

こ
の
よ
う
な
実
践
の
概
念
は
︑英
語
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス︵practice

︶︑フ
ラ
ン
ス
語
の
プ
ラ
チ
ッ
ク︵pratique

︶︑

ド
イ
ツ
語
の
プ
ラ
ク
シ
ス
︵praxis

︶
な
ど
の
語
が
含
ん
で
い
る
﹁
慣
習
的
行
為
﹂
と
い
う
意
味
に
近
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
一
般
に
日
本
語
で
﹁
実
践
﹂
と
は
︑
人
間
個
人
が
自
党
的
に
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
行
う
行
為
を
指
す

こ
と
が
多
い
︒
こ
の
意
味
で
の
実
践
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
︿
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
﹀︵praxis

︶
に
由
来
す
る
︒ 

プ
ラ
ー
ク
シ
ス
と
は
︑
ポ
リ
ス
の
自
由
な
市
民
が
言
説
を
提
起
し
︑
た
が
い
の
討
議
を
も
っ
て
行
う
公
共
的
︑

政
治
的
な
活
動
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
労
働
や
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
た
者
だ
け
に
許
さ
れ
た
知
的
な
活
動
で

あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
十
九
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
︑
人
間
が
労
働
に
よ
っ
て
外
的
な
自
然
環
境
を
改
変

し
モ
ノ
を
生
産
し
て
い
く
対
象
化
行
為
︑
さ
ら
に
世
界
の
変
革
に
向
け
た
﹁
革
命
的
実
践
﹂
こ
そ
が
︑
プ
ラ
ー
ク

シ
ス
の
本
来
的
な
営
み
と
し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒ 

今
日
で
は
︑﹁
政
治
的
実
践
﹂
や
﹁
学
問
的
実
践
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
︑
よ
り
自
覚
的
な
決
断
と
反
省

的
思
考
を
そ
な
え
た
実
践
の
営
み
を
表
す
こ
と
も
多
い
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
日
本
語
の
実
践
は
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
に

由
来
す
る
行
為
や
活
動
を
指
す
傾
向
が
強
く
︑日
常
の
慣
習
的
行
為
と
い
う
意
味
は
希
薄
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒ 

し
か
し
︑
人
類
学
で
い
う
実
践
概
念
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
の
古
典
的
あ
る
い
は
現
代
的
な
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
の

意
味
は
か
な
ら
ず
し
も
排
除
さ
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
人
類
学
で
は
そ
う
し
た
自
覚
的
あ
る
い
は
意
図
的
な
行
為
さ

え
も
︑社
会
的
に
構
成
さ
れ
る
慣
習
的
な
実
践
と
接
合
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
私
た
ち
は
い
か
に
自
覚
的
に
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
何
ご
と
か
を
行
い
︑
そ
れ
が
創
造
的
な
行
為
で
あ

り
︑
新
し
い
世
界
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
も
そ
も
の
社
会
的
な
構
成
と
慣
習
の
圏
域
か
ら
出
発
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

私
た
ち
は
知
識
を
生
き
て
い
る―

実
践
知 

で
は
︑
私
た
ち
︑
あ
る
い
は
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
行
っ
て
い
る
実
践
に
つ
い
て
︑
何
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
？ 

こ
れ
は
知
に
関
す
る
古
く
か
ら
の
哲
学
的
問
い
で
あ
る
と
と
も
に
︑
人
類
学
的
な
問
い
で
も
あ
る
︒
た
と

え
ば
︑占
い
師
の
占
い
に
注
目
し
て
み
よ
う
︒占
い
師
は
宇
宙
と
人
間
の
関
係
を
示
す
よ
う
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー︵
た

と
え
ば
十
干
十
二
支
や
占
星
術
︶
に
従
っ
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
運
命
に
つ
い
て
判
断
を
示
す
︑
と
一
部
の
人
類
学

者
た
ち
は
考
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
い
わ
ば
文
法
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
で
︑
そ
こ
に
ふ
く
ま

れ
る
知
識
︑
使
い
方
︑
慣
用
な
ど
に
従
っ
て
判
断
を
く
だ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒ 

そ
の
場
合
︑
占
い
師
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
知
識
を
十
分
に
理
解
し
︑
そ
の
使
用
法
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
︑
そ



れ
ら
の
規
則
を
活
用
し
て
判
断
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
見
方
に
立
つ
な
ら
ば
︑
占
い

師
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
外
在
す
る
知
と
そ
の
規
則
に
従
っ
て
占
い
を
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
占

い
師
は
知
的
資
源
を
駆
使
す
る
操
縦
士
な
の
で
あ
る
︒ 

し
か
し
︑
占
い
師
は
知
識
や
そ
の
用
法
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
う
し
た
規
則
の
視
点
に
立

つ
こ
と
な
く
︑
た
だ
彼
が
占
い
師
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
体
得
し
て
き
た
や
り
方
に
よ
っ
て
占
っ
て
い
る
だ
け
だ
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
︑
占
い
師
は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
︑

つ
ま
り
対
象
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
︑占
い
師
と
し
て
の
慣
習
に
従
っ
て
実
践
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

占
い
師
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
知
的
資
源
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
が
直
接
に
彼
の
占
い
と

い
う
実
践
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
単
純
な
分
類
図
式
に
よ
っ
て
成
り
た
つ
︑
そ
こ
に
お
か
れ

た
占
い
道
具
に
す
ぎ
な
い
︒
占
い
の
判
断
は
そ
う
し
た
す
べ
て
の
人
び
と
に
適
用
可
能
な
単
純
な
道
具
を
や
り
く

り
し
︑
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
特
性
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
占
い
特
有
の
あ
る
種
の

神
秘
的
な
効
果
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

人
類
学
で
は
︑
前
者
の
よ
う
な
見
方
を
︿
主
知
主
義
﹀
と
呼
ぶ
︒
外
在
す
る
知
と
そ
の
規
則
が
占
い
師
の
実
践

を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
反
対
に
︑
後
者
の
見
方
は
知
が
実
践
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
お
り
︑

占
い
師
は
そ
う
す
る
よ
う
に
慣
習
の
な
か
で
訓
練
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
す
る
︒
知
識
は
本
に
書
か
れ
た
よ
う

な
モ
ノ
で
は
な
く
生
き
た
身
体
に
宿
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
実
践
の
外
部
で
は
な
く
実
践
そ
の
も
の
に
内
在
す

る
知
を
︑
こ
の
本
で
は
実
践
的
な
知
識
︑
す
な
わ
ち
︿
実
践
知
﹀
と
呼
ん
で
お
こ
う
︒
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
で
働
い
て
い
る
の
は
︑
こ
の
実
践
知
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
私
た
ち
は
知
識
を
操
作
し
て
い
る
の
で
は

な
く
知
識
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 
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