
2023 年度 9 月入学 修士課程一般入学試験・国費留学生等入学試験・学内選抜入学試
験（第 2 回） 

2024 年度 4 月入学 修士課程学内選抜入学試験（第 1 回）・海外指定大学特別選考 
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 
課題文では「優れた授業を観察し、まねることは基本であるが、文化学習としての「ま
ね」でなければならない」と述べています。その理由について、筆者の考えをまとめた
うえで、日本語教育における「よい授業」とは何かということについてあなたの考えを
述べなさい。 



課
題
文 

教
え
る
技
術
と
思
い
込
み 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
に
と
っ
て
の
﹁
教
え
る
技
術
﹂
は
経
験
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
万
人
に
と
っ
て
有
効
な
﹁
教
え
る
技
術
﹂
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ

に
も
な
い
︒
学
習
者
の
興
味
・
関
心
や
学
習
ス
タ
イ
ル
︑
英
語
力
や
英
語
学
習
の
経
験
な
ど
は
︑
常
に
変
動
的
な

も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
あ
る
程
度
の
一
般
化
は
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
る
こ
と
は
︑
目
の
前
の
学
習
者
か
ら
目
を
そ
ら
し
︑﹁
よ
い
授
業
﹂
の
成
立
自
体
が
目
的
化
さ
れ
て
し

ま
う
︒ 

 

﹁
文
化
的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
﹂ 

﹁
優
れ
た
授
業
﹂
を
観
察
し
︑
自
ら
の
教
育
実
践
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
︒
あ
ら

ゆ
る
学
習
と
同
様
に
︑﹁
ま
ね
る
こ
と
﹂
は
基
本
で
あ
る
か
ら
だ
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
言
う
﹁
ま
ね
﹂
は
︑﹁
文
化

的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
佐
伯
︵
一
九
九
五
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁﹃
学
ぶ
﹄
と
い
う
こ
と
ば

は
︑
も
と
も
と
は
﹃
ま
ね
て
︑
す
る
こ
と
﹄
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
﹂(
同
八
三
ペ
ー
ジ) 

そ
う
で
あ
る
︒
佐
伯
は

ト
マ
セ
ロ
ら
︵Tom

asello et al. 1993

︶
の
提
唱
し
た
﹁
文
化
的
学
習
︵cultural learning

︶﹂
論
を
ひ
き
つ

つ
︑﹁
文
化
的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
﹂
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

文
化
的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
と
い
う
の
は
︑
他
者
の
行
為
の
外
側
︵
見
か
け
︶
を
自
分
自
身
の
行
為
と
し
て
再

現
す
る
の
で
は
な
く
︑
他
者
の
﹁
内
側
﹂
に
入
り
込
ん
で
︑
い
わ
ば
︑
そ
の
人
の
身
に
﹁
な
っ
て
﹂︑
そ
の
人

の
目
的
や
動
機
を
自
分
の
中
に
取
り
込
み
︑
そ
の
上
で
そ
の
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
﹁
そ
の
人
と

し
て
﹂
自
然
な
︑
当
然
な
︑
妥
当
な
行
為
を
す
る
と
い
う
︑
結
果
と
し
て
﹁
ま
ね
た
﹂
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒︵
佐
伯 

一
九
九
五
︑
九
〇
ペ
ー
ジ
︶ 

 

文
化
的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
に
対
し
︑﹁
た
ん
に
﹃
見
よ
う
見
ま
ね
で
﹄
類
似
の
行
動
を
し
た
り
︑
注
意
を
喚

起
さ
れ
て
結
果
的
に
同
じ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
﹂(

同
八
七
ペ
ー
ジ)

こ
と
は
︑﹁
社
会
的
学
習
﹂
と
し
て

の
ま
ね
︑
で
あ
る
︒
単
純
に
授
業
の
ま
ね
を
す
る
の
で
は
な
く
︑
自
分
な
り
に
消
化
し
て
創
造
ヘ
と
つ
な
げ
る
文

化
的
学
習
と
し
て
の
ま
ね
で
あ
れ
ば
︑
他
人
の
授
業
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
少
な
く
な
い
︒
自

ら
の
目
の
前
に
い
る
学
習
者
た
ち
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
環
境
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
︑
教
え
方
の
技
術
だ

け
を
﹁
ま
ね
﹂
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒ 

 

﹁
よ
い
授
業
﹂
を
見
る
こ
と
に
よ
り
︑
自
ら
の
教
育
実
践
に
行
き
詰
っ
て
い
る
英
語
教
師
で
あ
れ
ば
︑﹁
教
え

る
技
術
﹂
が
存
在
し
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ま
ね
る
こ
と
で
︑
改
善
さ
れ
る
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
や
す
い
︒
と
こ

ろ
が
︑
実
際
に
は
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い
︒
教
師
の
個
性
も
学
習
者
の
個
性
も
違
う
た
め
︑﹁
見
よ

う
見
ま
ね
で
﹂
や
っ
た
と
こ
ろ
で
︑﹁
よ
い
授
業
﹂
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
︒
さ
ら
に
︑
次
に
述
べ
る
よ
う

口



に
︑
い
わ
ゆ
る
研
究
授
業
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
い
る
授
業
は
︑
そ
の
当
日
に
向
け
て
︑
英
語
教
師
だ
け
で
は
な

く
学
習
者
も
﹁
練
習
﹂
を
積
ん
で
お
り
︑
い
わ
ば
﹁
演
劇
﹂
と
し
て
完
成
さ
れ
た
授
業
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
︒ 

 

﹁
演
劇
﹂
と
し
て
の
﹁
よ
い
授
業
﹂ 

以
前
︑
中
学
校
の
英
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
︒
教
科
書
の
本
文
は
︑
ネ
パ

ー
ル
の
少
年
が
︑
近
隣
に
学
校
が
な
く
︑
ま
た
貧
困
の
た
め
に
学
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
内
容
で
あ

っ
た
︒
授
業
の
後
半
で
は
︑﹁
ネ
パ
ー
ル
の
少
年
た
ち
に
︑
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
﹂
を
英
語
で
書
く
︑
と
い
う

タ
ス
ク
が
あ
っ
た
︒
英
語
教
師
は
︑﹁
あ
な
た
の
思
っ
た
通
り
に
書
い
て
い
い
﹂
と
声
を
か
け
る
︒
少
し
間
が
あ

い
た
後
︑
学
習
者
た
ち
は
い
っ
せ
い
に
英
文
を
書
き
始
め
た
︒ 

学
習
者
た
ち
が
タ
ス
ク
に
取
り
組
む
間
︑
筆
者
は
机
間
巡
視
を
し
て
ぃ
た
︒
手
が
止
ま
り
︑
な
か
な
か
書
け
な

い
学
習
者
も
い
た
が
︑
多
く
の
学
習
者
が
す
ら
す
ら
と
英
文
を
書
い
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
学
習
者
た
ち
の
書
い

て
い
た
英
文
は
︑
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
︒
黒
板
に
は
︑
大
き
く
﹁
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
﹂
と
し
て
﹁﹁It is 

～ 
for 

人 to 

動
詞
の
原
型
﹂
を
使
っ
て
自
分
の
意
見
を
伝
え
よ
う
﹂
と
︑
黄
色
で
強
調
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
た

︵
学
習
者
の
使
っ
て
い
た
プ
リ
ン
ト
に
も
﹁
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
﹂
を
書
き
込
む
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い

た
︶︒
つ
ま
り
︑
言
語
表
現
に
お
い
て
も
内
容
に
関
し
て
も
︑
あ
ら
か
じ
め
学
習
者
に
書
か
せ
た
い
英
文
が
想
定

さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
授
業
の
テ
ー
マ
は
﹁
英
文
を
読
み
︑
自
分
の
意
見
・
感

想
を
英
語
で
伝
え
よ
う
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒ 

念
の
た
め
に
断
っ
て
お
く
が
︑
授
業
全
体
と
し
て
は
︑
お
そ
ら
く
﹁
よ
い
授
業
﹂
と
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
公
開
授
業
の
後
に
設
け
ら
れ
た
︑
英
語
教
師
ど
う
し
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
︑﹁
生
徒
の
目
が
キ
ラ
キ

ラ
し
て
い
た
﹂
や
﹁
生
徒
が
生
き
生
き
と
授
業
に
参
加
し
て
い
た
﹂
と
い
っ
た
意
見
が
目
立
っ
た
︒
確
か
に
︑
そ

の
題
材
で
扱
う
べ
き
言
語
材
料
は
︑
学
習
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
︑

彼
ら
は
言
語
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
よ
ぃ
授
業
﹂
を
見
て
い
た
時
の
︑
筆
者
の
違

和
感
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
英
語
教
師
と
学
習
者
と
の
三
人
称
的
な
関
係

性
に
対
す
る
違
和
感
に
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
︑
公
開
授
業
を
見
た
あ
と
の
﹁
自
由
な
意
見
交
換
﹂
に
お
い

て
︑
予
定
調
和
の
発
言
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
教
師
と
学
習

者
に
よ
る
﹁
授
業
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
自
由
討
論
の
場
ま
で
を
含
め
て
︑
ま
る
で
一
つ
の
﹁
演
劇
﹂
で
あ
る
か
の

よ
う
に
︑
公
開
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

こ
の
授
業
の
英
語
教
師
に
と
っ
て
︑
学
習
者
は
﹁
英
語
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
べ
き
対
象
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
成

長
﹂
を
見
守
る
べ
き
﹁
観
察
の
対
象
﹂
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
自
体
は
問
違
っ
て
は
い
な
い
︒
教
育
現
場
で

あ
る
か
ぎ
り
︑
学
習
者
が
学
習
事
項
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
工
夫
や
︑
学
習
者
の
定
着
度
を
評
価
す
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

た
だ
︑
そ
れ
だ
け
で
よ
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
自
分
の
意
見
・
感
想
を
英
語
で
伝
え
よ
う
﹂
と
い
う
こ
と
が
目
標
で

あ
る
な
ら
ば
︑
学
習
者
た
ち
は
文
字
通
り
︑
自
分
の
意
見
や
感
想
を
自
由
に
書
い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
こ
ろ

が
上
記
の
授
業
に
お
け
る
﹁
自
分
の
意
見
・
感
想
を
英
語
で
伝
え
よ
う
﹂
と
い
う
言
語
活
動
で
は
︑﹁
今
曰
の
ポ

イ
ン
ト
﹂
で
あ
る
言
語
表
現
を
機
械
的
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
︒ 



自
分
の
意
見
や
感
想
を
︑
学
習
者
た
ち
が
い
き
な
り
英
語
で
書
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
意
見
や
感
想
の
中
身
に
つ
い
て
は
自
由
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
学
校
生
活
に
悩
ん

で
い
る
学
習
者
で
あ
れ
ば
︑﹁
学
校
に
行
か
な
く
て
よ
い
の
だ
か
ら
︑
う
ら
や
ま
し
い
﹂
と
思
う
か
も
し
れ
な

い
︒
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
英
語
に
し
よ
う
と
も
︑﹁
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
﹂
で
あ
る
﹁It is 

～ for 

人 to 

動
詞
の
原

型
﹂
を
使
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
仮
に
今
日
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
言
語
表
現
を
使
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
少
し

日
本
語
の
発
想
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
︑
学
習
者
に
と
っ
て
は
容
易
で
は
な
く
︑
し

た
が
っ
て
︑
教
師
と
の
対
話
が
自
然
に
生
ま
れ
る
︵﹁
ど
う
や
っ
て
英
語
に
す
る
の
？
﹂﹁
ど
う
い
う
日
本
語
の
ほ

う
が
英
語
に
し
や
す
い
？
﹂
な
ど
︶︒
学
習
者
の
立
場
に
な
っ
て
︵
親
密
な
自
己
投
入
︶︑﹁
英
文
を
読
み
︑
自
分

の
意
見
・
感
想
を
英
語
で
伝
え
よ
う
﹂
と
い
う
力
や
態
度
を
伸
ば
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
︑
教
師
が
学
習
者
の
用
い

る
言
語
表
現
や
そ
の
内
容
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
は
ず
で
あ
る
︒ 

こ
の
よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
公
開
授
業
は
︑
一
度
や
二
度
で
は
な
い
︒
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動

を
中
心
と
し
た
公
開
授
業
に
お
い
て
も
︑
同
様
で
あ
る
︒﹁
英
語
の
授
業
を
見
た
﹂
と
い
う
よ
り
は
︑﹁
英
語
の
授

業
の
演
劇
を
見
た
﹂
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
︑
帰
路
に
つ
く
こ
と
が
少
な
く
な
い
︒ 

 

仲
潔
︵
二
〇
一
七
︶﹁
授
業
を
演
劇
化
す
る
﹁
教
え
る
技
術
﹂：
英
語
教
育
者
は
学
習
者
と
ど
う
向
き
合
う
の

か
﹂︑
佐
藤
慎
司
・
佐
伯
胖(

編)

﹃
か
か
わ
る
こ
と
ば: 

参
加
し
対
話
す
る
教
育
・
研
究
へ
の
い
ざ
な
い
﹄
東
京

大
学
出
版
会
︐pp. 143-161

︵
抜
粋
部
分
は146-150

︶ 
  


