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・
ペ
ア
、
四
人
な
ど
グ
ル
ー
プ
の
学
習
に
す
る
と
き
、
だ
れ
と

だ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
学
習
の
効
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
、

ま
た
、
学
習
者
一
人
一
人
の
個
性
・
学
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で

き
る
か

・
グ
ル
ー
プ
学
習
と
全
体
学
習
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
学

習
の
効
果
を
高
め
て
い
く
か

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
生
徒
に
、
学
習
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
体
験
が
、
生
き
て
い
く
の
に
実
は
大
き
な
力

と
な
る
こ
と
を
体
得
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
の
で
す
。

「
手
び
か
え
」
の
実
際

学
習
者
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
で
す
か
ら
、
と
ら
え
た
内
容
を
忘
れ
な

い
た
め
に
手
早
く
正
確
に
メ
モ
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
。
メ

モ
に
は
「
名
表
」
も
し
く
は
「
座
席
表
」
を
使
用
し
ま
す
。
名
前

と
顔
が
一
致
し
な
い
時
期
（
例
え
ば
新
学
期
、
転
任
早
々
）
は
後

者
が
役
立
ち
ま
す
。「
○
○
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
、
○
×
？
な

ど
の
記
号
を
用
い
、
一
言
メ
モ
す
る
程
度
に
し
ま
す
。
こ
れ
は
授

業
中
（
例
え
ば
机
間
指
導
や
発
言
・
発
表
の
学
習
の
と
き
）
に
行

う
場
合
で
す
が
、
事
前
、
事
後
に
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
学
習
の
記
録
（
ノ
ー
ト
や
作
文
な
ど
）
に
よ
っ
て
と
ら
え
て

「
手
び
か
え
」
と
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
次
の
授
業
の
計
画
を
立
て

ま
す
。
だ
れ
と
だ
れ
が
ペ
ア
を
組
む
か
、
四
人
グ
ル
ー
プ
な
ら
ど

う
す
る
か
な
ど
を
考
え
る
の
で
す
。

「
手
び
か
え
」は
授
業
展
開
に
直
接
作
用
す
る
も
の
で
す
が
、
さ

ら
に
、
子
ど
も
一
人
一
人
を
知
っ
て
お
く
と
、
発
表
を
し
た
が
ら

な
い
学
習
者
に
発
言
を
求
め
て
発
表
力
を
伸
ば
し
た
り
、
発
表
意

欲
を
わ
き
た
た
せ
た
り
と
い
う
指
導
に
も
威
力
を
発
揮
し
ま
す
。

「
手
び
か
え
」
の
意
味

教
師
の
「
手
び
か
え
」
は
教
育
指

導
用
語
で
は
な
い
の
で
す
が
、
国
語

教
室
で
は
便
利
で
重
宝
な
言
葉
で
す
。

学
習
者
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
メ
モ
、
生
徒

が
学
習
の
と
き
ど
き
に
見
せ
る
姿
や
彼
ら

の
心
の
中
の
思
い
・
動
き
な
ど
の
メ
モ
で
、
授

業
を
つ
く
っ
て
い
く
と
き
の
構
成
要
素
の
一
つ
と
な
る
も
の
で

す
。
授
業
の
展
開
計
画
を
立
て
る
と
き
は
当
然
必
要
で
す
が
、
授

業
中
に
そ
れ
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
出
て
き
ま
す
。
学
習
者
の
一

人
一
人
が
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
教
師
が
知
っ

て
い
る
と
、
だ
れ
と
だ
れ
が
話
し
合
う
と
対
話
に
な
っ
て
い
く
と

か
、
生
徒
Ａ
と
生
徒
Ｂ
と
の
話
し
合
い
が
つ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
に
生
徒
Ｃ
を
登
場
さ
せ
る
と
別
の
方
向
に
動
い
て
学
習
が
進
む

と
か
の
予
想
が
立
て
ら
れ
る
の
で
す
。
話
し
言
葉
の
学
習
で
は
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

話
す
・
聞
く
・
話
し
合
う
の
学
習
で
は
、
学
習
の
目
的
や
形
態

に
も
よ
り
ま
す
が
、
テ
ー
マ
や
教
材
の
文
章
の
選
び
方
で
授
業
の

成
否
が
分
か
れ
ま
す
。
伝
達
や
報
告
の
学
習
の
場
合
は
、
そ
の
目

的
が
達
せ
ら
れ
れ
ば
学
習
は
終
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
話
し
合
っ

て
意
見
の
交
換
を
す
る
、
話
し
合
っ
て
考
え
方
の
違
い
を
発
見
し

な
が
ら
問
題
の
所
在
を
突
き
止
め
た
り
新
た
な
考
え
方
を
導
き
出

そ
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
学
習
の
場
合
は
（
テ
ー
マ
や
教
材
の

文
章
は
、
多
く
の
考
え
方
を
引
き
出
せ
る
、
多
く
の
視
点
を
も
て

る
と
い
っ
た
要
素
の
あ
る
も
の
が
選
ば
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
）、
学
習
者
一
人
一
人
の
考
え
や
考
え
の
向
き
を
知
っ
て

具
体
的
な
授
業
展
開
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
教
師
が
、

だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け

れ
ば
、
授
業
に
な
っ
て
い
か
な
い
の
で
す
。

「
手
び
か
え
」
は
こ
の
よ
う
に
役
立
た
せ
る

意
見
を
交
換
し
、
話
し
合
い
で
学
習
を
進
め
て
い
く
場
合
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
（
あ
る
い
は
文
章
を
読
ん
で
）
考
え
た

と
し
ま
す
。
学
習
者
は
と
り
あ
え
ず
自
分
の
考
え
を
出
し
、
そ
の

論
拠
（
そ
う
考
え
た
理
由
）
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
う
考
え
た
理
由
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
示
し
て
、
相
手
に
伝

わ
る
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
組
み
立
て
ま
す
。
そ
こ
ま
で
は
で
き

な
く
て
も
、
わ
た
し
の
考
え
は
○
○
だ
（
反
○
○
だ
）
あ
た
り

で
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
あ
た
り
で
も

指
導
者
が
メ
モ
し
て
（
だ
れ
が
ど
ん
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
か
）

手
元
に
持
っ
て
い
る
と
、

・
学
習
を
ど
の
よ
う
な
形
態
に
す
る
か

・
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ら
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
か

連載
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授業に

「手びかえ」
を生かす

（
前
大
正
大
学
教
授
）
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