
私
が
在
籍
し
て
い
た
大
阪
教
育
大
学
は
、
卒
業
要
件
の
な
か
に
教
員
免
許

の
取
得
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
現
場
の
教
員
が
開
催
す
る
研
究
会
な
ど

に
も
参
加
す
る
機
会
が
多
く
、
実
践
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
す
る

機
会
は
多
く
あ
っ
た
。
中
で
も
、
実
践
は
、
目
の
前
の
生
徒
に
即
し
た
も
の

に
し
な
け
れ
ば
有
効
で
は
な
い
と
思
う
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
。
あ
る
研
究
会

に
参
加
し
た
際
に
、
定
時
制
高
校
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
る
先
生
が
、
漢
字

も
十
分
に
知
ら
ず
、
本
も
ほ
と
ん
ど
読
ま
な
い
学
生
た
ち
に
配
布
し
た
プ
リ

ン
ト
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
小
学
校
高
学

年
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
習
う
だ
ろ
う
漢
字
や
言
葉
の
意
味
を
覚
え
る
た
め

の
プ
リ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
高
校
生
だ
か
ら
、
高
校
生
に
向
け
て
作
ら
れ
た
教

材
を
す
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
い
る
生
徒
に
必
要
な
も
の
を
何
と
か
し

て
教
え
よ
う
と
す
る
そ
の
先
生
の
姿
勢
に
、
生
徒
を
主
体
と
し
た
教
育
を
す

る
根
本
的
な
も
の
を
教
え
ら
れ
た
．
し
か
し
、
自
身
の
教
育
活
動
を
思
う

国
語
を
え
る

教

は
じ
め
に

’
十
年
一
貫
校
に
お
け
る
実
践
の
た
め
に
Ｉ

と
、
教
員
で
あ
る
自
分
を
主
体
と
し
た
授
業
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
危
倶
を
抱
く
こ
と
も
多
く
、
先
の
先
生
の
姿
勢
を
自
分
の
も
の
に

し
た
い
と
思
い
、
日
々
の
教
育
活
動
に
従
事
し
て
い
る
。

さ
て
、
国
語
教
員
と
い
っ
て
も
、
学
校
に
行
け
ば
、
教
科
を
越
え
て
教
員

と
し
て
の
立
場
を
求
め
ら
れ
、
教
科
を
教
え
る
以
外
に
も
様
々
な
こ
と
を
指

導
す
る
立
場
に
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
教
科
指
導
を
有
益
な
も
の
に

す
る
た
め
に
も
生
徒
指
導
を
蔑
ろ
に
は
で
き
ず
、
生
徒
指
導
を
有
益
な
も
の

に
す
る
た
め
に
も
教
科
指
導
を
蔑
ろ
に
は
で
き
な
い
。
生
徒
が
保
護
者
以
外

に
間
近
に
接
す
る
大
人
は
教
員
な
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
自
己
研
讃

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
年
々
移
り
変
わ
っ
て
い
く
生
徒
た
ち
と
関
わ
る
の

だ
か
ら
、
生
徒
の
現
状
に
関
心
を
も
つ
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
教
員

に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
再
度
確
認

し
た
上
で
、
本
稿
を
進
め
た
い
。

東
口
昌
央
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文
部
科
学
省
（
以
下
、
「
文
科
省
」
）
が
示
す
高
等
学
校
と
中
学
校
の
国
語

（
１
）

の
学
習
指
導
要
領
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
掲
げ
る
目
標
は
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。

中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
「
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚
を

豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て

る
」
こ
と
を
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
「
思
考
力
を
伸
ば
し
心
情

を
豊
か
に
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国

語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

国
語
を
適
切
に
表
現
し
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う

力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
を
伸
ば
し
心
情
を
豊
か
に
し
、
言
語

感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て

そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。

（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
第
一
節
国
語
第
一
款
目
標
）

国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う

力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚
を
豊
か

に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て

ブ
（
》
○

（
中
学
校
学
習
指
導
要
領
第
一
節
国
語
第
一
目
標
）

｜
何
の
た
め
に
国
語
を
教
え
る
の
か

る
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
求
め
る
内
容
の
難
易
度
が
反
映
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
両
者
は
共
に
「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力

を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
」
こ
と
を
冒
頭
に
あ
げ
、
国
語
力
の
向

上
に
よ
っ
て
「
思
考
力
」
、
「
想
像
力
」
あ
る
い
は
「
心
情
」
と
い
っ
た
生
徒

の
内
面
的
な
成
長
を
促
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
「
言
語
感
覚
」

（
高
校
で
は
さ
ら
に
「
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
」
も
）
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
で
、
国
語
を
「
尊
重
す
る
態
度
」
を
潤
養
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い

る
。
（
た
だ
し
、
「
国
語
」
と
い
う
教
科
の
設
定
自
体
に
こ
れ
ま
で
も
様
々
な

議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
「
国
語
」
と
い
う
言
葉
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性

を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
）
こ
こ
か

ら
、
文
科
省
や
中
央
教
育
審
議
会
な
ど
の
諮
問
機
関
が
、
国
語
科
教
育
に
対

し
て
求
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
、
批
判
す
べ
き
点
は
あ
る
も
の
の
、
全

体
的
に
は
こ
れ
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
な
ど

に
も
組
み
込
ま
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
酒
養
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
中
学
校
教
員
で
あ
る

桝
井
英
人
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

目
標
は
、
①
表
現
・
理
解
の
〈
能
力
〉
＋
〈
伝
え
あ
う
力
〉
、
②
〈
思

考
力
〉
・
〈
想
像
力
〉
（
心
情
）
・
〈
言
語
感
覚
〉
、
③
国
語
に
た
い
す
る
関

心
・
国
語
尊
重
の
〈
態
度
〉
、
の
育
成
と
さ
れ
た
。
焦
点
は
挿
入
さ
れ

た
く
伝
え
あ
う
力
〉
で
あ
る
。
ま
た
、
表
現
／
理
解
か
ら
、
〈
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
〉
／
書
く
こ
と
／
読
む
こ
と
、
と
い
う
領
域
区
分
に
変

更
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
〈
話
す
・
聞
く
〉
を
一
体
に
し
、
〈
音
声
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〈
内
面
〉
を
伝
え
合
う
た
め
に
は
、
伝
え
る
べ
き
〈
内
面
〉
が
必
要
に
な

（
３
）

る
と
言
え
ば
、
柄
谷
行
人
氏
が
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
の
中
で
「
内
面

の
発
見
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
こ
こ
か
ら
現
に
生
き
て
い
る
生
徒
に
〈
内
面
〉
は
何
ら
か
の
形
で
あ

る
は
ず
だ
と
、
教
員
が
生
徒
に
接
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
も
思

う
。
事
実
、
学
校
行
事
な
ど
の
感
想
を
求
め
た
と
き
に
、
感
想
が
何
も
な
い

と
答
え
る
生
徒
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
つ
な
げ
る
と
、
〈
内
面
〉
が
用
意

さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
教
員
の
思
い
込
み
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

実
際
に
共
存
が
不
可
避
で
あ
る
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
は
語
る
べ
き
〈
内
面
〉
が
用
意
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
共
存
す
る
こ
と
も
困
難
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
桝
井
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
〈
伝
え
合
う
〉
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
「
背
景
」
が
あ
る
の
は
首
肯

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
伝
え
合
う
〉
上
で
の
障
害
は
、
〈
内
面
〉
を
備

言
語
に
よ
る
伝
え
合
い
〉
を
推
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
学
校
を
含
め
た
社
会
の
諸
単
位
で
の
共
同
性
の
弱

体
化
、
伝
達
の
障
害
と
い
う
問
題
、
お
よ
び
、
個
人
の
内
面
に
お
け
る

自
己
の
言
語
的
把
握
の
困
難
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
音
声
へ
の
期
待

は
、
話
す
聞
く
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
品

の
音
読
に
よ
る
身
体
性
↓
精
神
性
の
賦
活
に
も
お
よ
ぶ
。
ま
た
、
通
じ

な
さ
の
感
覚
は
、
他
者
問
題
を
主
題
化
す
る
が
、
そ
れ
は
文
字
ど
お
り

の
他
者
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
人
格
統
一
の
ゆ
ら
ぎ
の
問
題

（
２
）

と
も
関
係
す
る
。

国
語
を
教
え
る

え
た
自
己
と
〈
内
面
〉
を
備
え
た
他
者
を
言
語
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
、
言
語

に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る

、
『
ノ
○

こ
の
困
難
は
、
「
入
試
に
国
語
リ
ス
ニ
ン
グ
公
立
高
、
今
春
８
県
に
拡

（
４
）大

」
と
報
道
さ
れ
、
中
学
校
対
象
の
問
題
集
に
「
聞
く
」
ド
リ
ル
が
登
場
す

る
な
ど
、
言
語
活
動
の
出
発
点
と
な
る
「
聞
く
」
動
作
の
弱
体
化
へ
の
対
応

が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
今
の
学
習
指
導
要
領
が

「
聞
く
力
」
の
育
成
を
国
語
の
重
要
な
目
標
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
リ
ス
ニ

ン
グ
問
題
を
出
題
す
る
主
な
理
由
に
な
ろ
う
が
、
「
「
人
の
話
を
聞
け
な
い
生

（
５
）

徒
が
増
え
た
」
と
い
っ
た
現
場
の
危
機
感
も
背
景
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
中
学
校
指
導
要
領
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ

と
」
が
生
徒
の
力
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
生
徒
の
発
達

を
考
え
れ
ば
、
指
導
要
領
の
目
標
設
定
は
理
念
と
し
て
は
正
し
い
と
は
思
わ

れ
る
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
聞
く
力
が
低
下
し
た
と
さ
れ
る
現
代
の
子
ど

も
た
ち
を
考
え
る
と
、
そ
の
実
現
は
学
校
教
育
だ
け
で
は
非
常
に
難
し
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
全
国
規
模
に
広
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
「
聞
く
こ
と
」

の
低
下
は
、
第
三
章
で
詳
述
す
る
が
「
話
す
こ
と
」
「
書
く
こ
と
」
「
読
む
こ

と
」
「
言
語
事
項
」
に
も
影
響
し
て
お
り
、
前
任
校
の
よ
う
な
中
高
一
貫
校

で
は
そ
の
後
の
向
上
を
求
め
る
上
で
も
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

痛
感
し
た
。
話
を
聞
く
姿
勢
や
意
識
の
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
話
が
聞
け

な
い
生
徒
が
増
え
て
い
る
の
は
様
々
な
教
育
機
関
に
お
い
て
も
問
題
に
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
単
に
国
語
科
教
育
の

問
題
と
い
う
よ
り
も
、
学
校
教
育
全
体
（
そ
れ
以
前
に
は
家
庭
教
育
）
の
問
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日
本
の
教
育
力
、
あ
る
い
は
教
育
が
及
ぼ
す
国
際
的
な
競
争
力
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
全
国
学
力
調
査
の
結
果
な
ど
が
話
題
に
な
る

昨
今
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
言
『
◎
四
画
ヨ
ョ
①
さ
こ
員
の
ョ
畠
。
目
尻
冒
号
昌
跨
‐

銅
①
鵲
ョ
①
三
」
生
徒
の
国
際
的
学
力
調
査
）
と
の
関
わ
り
は
考
え
て
お
く
べ
き

で
あ
る
。
以
下
に
文
科
省
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
か
ら
国
語
（
科
）
教
育

に
求
め
る
も
の
は
何
か
を
見
て
お
き
た
い
。

（
６
）

「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
（
読
解
力
）
の
結
果
を
踏
ま
え
た
指
導
の
改
善
」
で

は
、
「
指
導
の
改
善
の
方
向
」
に
つ
い
て
「
基
本
的
な
考
え
方
」
を
以
下
の

よ
う
に
列
記
し
て
い
る
。

題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ア
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
行
学
習
指
導
要
領

で
子
ど
も
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
資
質
・
能
力
と
相

通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
習
指
導
要
領
の
ね
ら
い
と
す
る

と
こ
ろ
の
徹
底
が
重
要
で
あ
る
。

イ
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
、
教
育
課
程

実
施
状
況
調
査
の
結
果
と
に
は
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
課

程
実
施
状
況
調
査
の
結
果
を
受
け
た
改
善
の
提
言
も
併
せ
て
指
導
の

改
善
に
生
か
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ウ
読
解
力
は
、
国
語
だ
け
で
は
な
く
、
各
教
科
、
総
合
的
な
学
習
の
時

こ
く
生
き
る
力
〉
を

こ
の
よ
う
な
文
科
省
の
示
す
「
改
善
の
方
向
」
に
お
い
て
、
文
科
省
が
学

習
指
導
要
領
の
正
統
（
正
当
）
性
と
、
そ
れ
に
則
っ
た
指
導
を
し
て
お
け
ば

国
際
社
会
に
も
通
用
す
る
読
解
力
が
構
成
で
き
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
自
己

弁
護
と
傲
慢
さ
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
（
ァ
）
に
お
い
て

示
さ
れ
て
い
る
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
方
向
性
と
学
習
指
導
要
領
の
方
向
性
の

一
致
を
述
べ
る
以
下
の
よ
う
な
文
言
に
現
れ
て
い
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
は
、
義
務
教
育
修
了
段
階
の
胴
歳
児
が
、
そ
の
持
っ

て
い
る
読
解
の
知
識
や
技
能
を
、
実
生
活
の
様
々
な
場
面
で
直
面
す
る

課
題
に
お
い
て
ど
の
程
度
活
用
で
き
る
か
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

一
方
、
学
習
指
導
要
領
で
は
、
子
ど
も
た
ち
に
「
生
き
る
力
」
を
は

ぐ
く
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
知
の
側
面
か
ら
と
ら
え
た

「
確
か
な
学
力
」
は
、
知
識
や
技
能
に
加
え
、
学
ぶ
意
欲
や
、
自
分
で

課
題
を
見
付
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、
行
動

し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
学
習
指
導
要
領
国
語
は
、
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
重
視

し
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
と

と
も
に
、
豊
か
な
言
語
感
覚
を
養
い
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し

問
な
ど
学
校
の
教
育
活
動
全
体
で
身
に
付
け
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ

り
、
教
科
等
の
枠
を
超
え
た
共
通
理
解
と
取
組
の
推
進
が
重
要
で
あ

ブ
（
〕
○
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文
学
教
材
に
「
偏
り
が
ち
」
だ
と
指
摘
す
る
文
科
省
は
、
自
ら
が
検
定
し

た
教
科
書
に
対
す
る
自
己
批
判
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
論
理
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ヶ
ー
シ
ョ
ン
カ
を
養
う
よ
う
示
す
こ
と
自
体
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
を
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
が
示
す
既
習
の
「
読
解
の
知
識
や
技
能
」
を

「
実
生
活
の
様
々
な
場
面
」
に
「
活
用
で
き
る
」
こ
と
が
、
「
生
き
る
力
」
と

な
る
と
し
て
、
そ
れ
を
「
確
か
な
学
力
」
と
直
線
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に

は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
「
学
ぶ
意
欲
」
が
な
け
れ
ば
、

「
知
識
や
技
能
」
の
獲
得
は
難
し
く
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
す
る
「
確
か
な
学

力
」
の
定
義
は
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
確
か

な
学
力
」
の
定
義
で
あ
る
「
知
識
や
技
能
に
加
え
、
学
ぶ
意
欲
や
、
自
分
で

課
題
を
見
付
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、
行
動
し
、

よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
」
は
、
個
々
の
生
徒
の
生
活
総
体

の
中
で
徐
々
に
育
ま
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
学
校
教
育
が

提
供
す
る
「
知
識
や
技
能
」
を
前
提
と
す
る
「
学
力
」
だ
け
で
、
真
の
「
生

き
る
力
」
が
身
に
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
佐
貫
浩
氏
が
示
す
子
ど
も
の
生
き
が
た
い
。
生
き
づ
ら
い
状
況
へ

て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
の

改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏

り
が
ち
で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
、
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
論

理
的
に
意
見
を
述
べ
る
能
力
、
目
的
や
場
面
な
ど
に
応
じ
て
適
切
に
表

現
す
る
能
力
、
目
的
に
応
じ
て
的
確
に
読
み
取
る
能
力
や
読
書
に
親
し

む
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

国
語
を
教
え
る

の
分
析
を
抜
き
に
し
て
、
「
子
ど
も
が
生
き
ら
れ
な
い
の
は
、
子
ど
も
に

「
生
き
る
力
」
と
な
る
学
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
」
「
無
責
任
き
わ

ま
り
な
い
」
発
想
へ
の
次
の
よ
う
な
批
判
は
、
そ
の
点
で
見
る
べ
き
も
の
が

あ
る
だ
ろ
う
。

権
利
と
し
て
の
教
育
・
学
習
の
理
念
が
、
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
学

力
を
獲
得
で
き
る
か
ど
う
か
の
自
己
責
任
に
帰
す
る
と
い
う
論
理
へ
と

組
み
替
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
「
生
き
る
力
」
理
念
は
、
生
き
る
こ
と
が

で
き
る
個
人
の
力
、
学
力
を
獲
得
せ
よ
、
さ
も
な
く
ぱ
生
き
ら
れ
な
い

苦
難
を
甘
受
せ
よ
と
い
う
新
自
由
主
義
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
、
子

ど
も
た
ち
を
襲
っ
て
い
る
。

（
中
略
）

新
学
習
指
導
要
領
は
、
そ
う
い
う
自
己
責
任
化
さ
れ
た
学
力
概
念
を

さ
ま
ざ
ま
に
組
み
込
ん
で
い
る
。
ひ
と
つ
の
典
型
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
能
力
」
で
あ
る
ｃ
し
か
し
は
た
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
個
々
人
の
「
学
力
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
き
ら
れ

な
い
こ
と
は
、
人
間
関
係
に
お
い
て
生
き
づ
ら
い
こ
と
は
、
い
じ
め
を

受
け
る
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
不
足
の
結
果
だ
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。
関
係
の
病
理
は
、
関
係
そ
れ
自
体
を
組
み
替
え
る
実
践

に
よ
っ
て
こ
そ
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
関
係

に
組
み
込
ま
れ
、
囚
わ
れ
た
個
人
の
側
の
学
力
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
力
）
の
転
換
だ
け
で
困
難
が
克
服
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
教
育
と
は
、
た
だ
単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
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こ
こ
で
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
学
校
教
育
全
体
と
言
え
ば
大
仰
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
国
語
科
教
育
だ
け
で
、
学
習
指
導
要
領
に
示

さ
れ
る
「
生
き
る
力
」
と
な
る
「
確
か
な
学
力
」
を
育
て
る
の
は
不
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
「
生
き
る
力
」
の
根
幹
を
形
成
す
る
と
示

さ
れ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を
形
成
す
る
の
は
、
生
徒
個
々
人

の
学
校
生
活
を
も
含
む
日
常
生
活
総
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
学
校
教
育
に
の
み

担
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
学
校
教
育
に
携
わ
る
者
の
あ
る
種
の
謙
虚
さ

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

（
８
）

湯
浅
誠
氏
が
『
ど
ん
と
こ
い
、
貧
困
！
』
な
ど
で
示
す
、
社
会
の
矛
盾
を

前
に
生
き
が
た
さ
を
抱
え
る
人
間
が
日
本
で
増
え
て
い
な
が
ら
、
「
自
己
責

任
」
と
い
う
聞
こ
え
の
い
い
言
葉
で
そ
の
生
き
が
た
さ
を
個
人
の
責
任
に
帰

し
て
い
く
傾
向
を
考
え
れ
ば
、
佐
貫
氏
の
言
う
生
き
が
た
さ
を
乗
り
越
え
る

た
め
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
こ
そ
が
、
生
徒
に
は
必
要
な
の
で

ン
ス
キ
ル
を
鍛
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
支
配
的
な
関
係
性
ｌ

と
く
に
新
自
由
主
義
的
な
競
争
や
自
己
責
任
と
い
う
関
係
性
、
あ
る
い

は
暴
力
的
な
支
配
と
被
支
配
の
関
係
ｌ
を
批
判
し
、
組
み
替
え
、
子

ど
も
が
生
き
る
空
間
に
つ
な
が
り
や
協
同
、
共
感
、
安
心
、
平
和
、

等
々
の
関
係
を
組
み
込
ん
で
い
く
教
育
実
践
の
一
環
と
し
て
こ
そ
遂
行

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
競
争
や
自
己
責
任
の
論

理
で
学
習
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
教
室
空
間
を
、
人
間
の
協
同
や
平

等
、
平
和
、
自
由
な
ど
の
価
値
が
共
感
さ
れ
高
め
ら
れ
て
い
く
新
た
な

（
７
）

公
共
性
空
間
へ
と
組
み
替
え
て
い
く
教
育
実
践
が
不
可
欠
と
な
る
。

あ
る
。
ま
さ
に
、
「
子
ど
も
を
人
間
と
し
て
生
き
さ
せ
る
理
念
と
し
て
で
は

な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
資
本
が
勝
ち
残
る
た
め
に
必
要
な
人
間
の

（
９
）

能
力
」
を
「
生
き
る
力
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
佐
貫
氏
が
批
判
す
る
よ
う

な
力
を
生
徒
に
求
め
る
の
で
は
、
社
会
の
矛
盾
を
拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
し

か
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
実
的
な
視
点
と
し
て
、
（
打
算
・
妥
協
と
な
っ
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
が
）
こ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
「
グ
ロ
ー

バ
ル
に
展
開
す
る
資
本
が
勝
ち
残
る
た
め
に
必
要
な
人
間
の
能
力
」
を
養
う

必
要
も
、
現
場
と
し
て
は
発
生
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
ど

の
よ
う
に
乗
り
越
え
る
べ
き
か
を
考
え
る
た
め
に
も
、
国
語
を
教
え
る
こ
と

を
通
し
て
、
「
子
ど
も
を
人
間
と
し
て
生
き
さ
せ
る
理
念
」
と
し
て
の
「
生

き
る
力
」
を
生
徒
た
ち
自
身
に
培
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
森
島
久
雄
氏
が
、
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
「
国
語
重
視
の
方

針
」
を
見
出
し
、
「
言
葉
の
力
」
が
「
①
学
力
形
成
の
基
盤
」
「
②
思
考
力
の

育
成
」
「
③
社
会
的
対
話
の
手
段
ｌ
他
者
理
解
・
自
己
表
現
」
「
④
知
的
活
動

の
基
盤
ｌ
芸
術
・
科
学
・
文
化
一
般
」
「
⑤
感
性
・
情
緒
の
基
盤
ｌ
倫
理
意

識
」
で
あ
る
と
い
う
「
言
語
観
が
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ

ー
皿
）卜

」
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
を
人

間
と
し
て
生
き
さ
せ
る
理
念
」
に
と
っ
て
も
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る

資
本
が
勝
ち
残
る
た
め
に
必
要
な
人
間
の
能
力
」
に
と
っ
て
も
求
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
言
葉
が
一
人
の
個
人
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

鍵
に
な
る
の
は
、
や
は
り
「
自
己
」
と
「
他
者
」
な
の
で
あ
る
。
次
節
に
お

い
て
、
こ
の
問
題
を
前
任
校
で
の
実
践
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
“
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私
が
勤
務
し
て
い
た
啓
明
学
院
中
学
校
・
高
等
学
校
は
、
関
西
学
院
大
学

と
創
設
者
を
同
じ
く
す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。
私
立
学
校
を
取

り
囲
む
状
況
の
厳
し
さ
を
反
映
し
て
、
女
子
校
と
し
て
存
在
し
て
い
た
本
校

は
、
関
西
学
院
大
学
へ
と
進
学
で
き
る
共
学
の
継
続
校
と
し
て
改
組
さ
れ
、

今
年
で
九
年
目
を
迎
え
る
。
私
は
、
共
学
三
期
生
を
六
年
間
担
任
し
、
中
学

校
三
年
間
で
国
語
を
週
四
時
間
、
高
校
一
、
二
年
次
に
国
語
総
合
の
古
典
分

野
、
古
典
を
週
二
時
間
、
高
校
三
年
生
で
あ
る
昨
年
は
現
代
文
を
週
三
時
間

教
え
た
。
六
年
一
貫
校
で
同
じ
生
徒
を
見
続
け
て
い
る
と
、
ど
れ
だ
け
自
分

が
教
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
で
き
な
か
っ
た
の
か
が
如
実
に
分
か
り
、

三
期
生
に
充
分
な
こ
と
を
教
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
て

な
ら
な
い
。
学
校
の
制
度
の
問
題
や
、
家
庭
の
志
向
性
な
ど
を
考
え
る
と
、

大
学
へ
の
道
が
あ
る
意
味
保
証
さ
れ
て
い
る
中
で
、
生
徒
一
人
一
人
の
学
習

意
欲
を
喚
起
し
、
学
び
の
中
で
生
き
た
も
の
を
手
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
意

欲
を
か
き
立
て
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
の
一
方
で
、
彼
ら
が
卒
業
し

て
大
学
へ
と
進
学
し
て
か
ら
の
学
び
に
少
し
で
も
有
効
な
も
の
を
教
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
日
々
向
き
合
い

な
が
ら
教
え
た
が
、
高
校
入
試
、
大
学
入
試
を
通
過
す
る
た
め
に
、
自
分
自

身
の
進
路
を
自
分
の
手
で
切
り
拓
い
て
い
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
要

件
を
満
た
せ
ば
自
分
の
進
路
が
保
証
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
自
分
自
身
の

こ
と
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
機
会
を
生
徒
が
持
つ
よ
う
に
な
る
よ
う
指
導

三
前
任
校
に
お
け
る
生
徒
の
言
語
力
に
つ
い
て

国
語
を
教
え
る

す
る
こ
と
が
最
も
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
困

難
は
、
生
徒
個
々
の
言
葉
の
力
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
生
徒
と
の
日
常
の
関
わ
り
の
中
で
国
語
を
教
え
る
上
で
障
害
と

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
以
下
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
個
々
の
生
育

環
境
、
な
ら
び
に
学
習
環
境
、
さ
ら
に
家
庭
環
境
に
よ
っ
て
、
生
徒
個
々
の

国
語
力
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に

「
聞
く
こ
と
」
と
「
話
す
こ
と
」
の
力
が
弱
く
、
総
じ
て
日
常
会
話
を
円
滑

に
進
め
ら
れ
な
い
生
徒
が
多
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
年
次
が
あ
が
れ
ば
解
消
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
は
あ

る
が
、
学
齢
が
下
が
る
ほ
ど
国
語
力
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。①

「
分
か
っ
て
も
ら
っ
て
あ
た
り
ま
え
」
と
い
う
よ
う
な
発
言
が
多
く

見
ら
れ
、
誤
解
が
発
生
す
る
こ
と
も
多
く
、
分
か
っ
て
も
ら
う
努
力

も
見
せ
な
い
。
そ
こ
か
ら
人
間
関
係
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
こ

と
も
多
い
。

②
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
経
緯
を
説
明
す
る
際
、
時
系

列
に
則
っ
て
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
は
、
因
果
関
係
の
順
序
が
交
錯

す
る
ヮ

③
単
語
だ
け
で
会
話
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

④
諸
々
の
作
文
に
お
い
て
自
分
の
気
持
ち
や
考
え
を
表
現
で
き
な
い
。

自
分
の
気
持
ち
を
言
葉
に
で
き
な
い
。
（
「
思
い
」
と
「
考
え
」
の
差

異
を
理
解
で
き
な
い
。
②
と
関
係
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
や
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以
上
の
五
点
が
特
に
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題

の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

考
え
が
発
生
す
る
経
緯
が
不
明
な
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
）

⑤
課
題
な
ど
の
作
文
に
何
を
書
い
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

ａ
ご
く
少
な
い
単
語
で
会
話
を
成
立
さ
せ
、
言
葉
を
多
く
使
う
習
慣
を

持
た
ず
に
育
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
自
分
が
接
す
る
他
者
は
常
に

自
分
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
無
意
識
に
思
う
よ
う
に

な
り
、
言
語
に
よ
る
相
互
理
解
の
困
難
さ
を
厭
う
。

ｂ
映
像
メ
デ
ィ
ア
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
多
様
化
・
多
用
化
に
よ
り
、
時

間
も
手
間
も
か
か
る
言
語
の
運
用
が
軽
視
さ
れ
、
他
者
と
の
意
思
疎

通
に
お
い
て
言
語
が
担
う
大
き
な
役
割
と
い
う
も
の
が
軽
視
さ
れ
て

い
る
。

Ｃ
他
者
へ
の
関
心
の
度
合
い
が
非
常
に
低
い
の
に
反
比
例
し
て
、
自
己

（
ｕ
）

へ
の
関
心
が
異
常
に
高
く
、
「
誇
大
自
己
症
候
群
」
と
言
わ
れ
る
自

己
の
幻
像
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。

．
複
雑
な
思
考
や
多
義
性
・
多
様
性
に
対
す
る
耐
性
が
低
く
、
単
線
的

・
短
絡
的
な
思
考
に
陥
り
や
す
く
、
試
行
錯
誤
を
す
る
発
想
を
持
た

ず
、
答
え
を
出
す
ま
で
の
粘
り
強
さ
も
な
く
、
す
ぐ
に
答
え
を
求
め

た
が
る
。
し
か
も
そ
の
答
え
に
至
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
複
数
あ
る
と
混

乱
し
、
ま
た
答
え
が
複
数
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
。

ｅ
日
常
生
活
の
中
で
、
周
囲
の
大
人
の
手
厚
い
保
護
の
も
と
、
自
分
の

問
題
と
そ
の
原
因
を
こ
の
よ
う
に
列
記
し
て
み
た
が
、
印
象
に
基
づ
く
感

も
拭
え
な
い
（
〕
し
か
し
、
教
科
と
し
て
の
国
語
が
苦
手
で
、
言
葉
を
使
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
表
現
に
自
信
を
持
て
な
い
生
徒
を
分
析
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
を
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
語
力
は
生
徒
個
々
の
個

性
に
準
じ
る
の
だ
が
、
他
者
へ
の
関
心
、
社
会
へ
の
関
心
が
低
い
傾
向
に
あ

る
者
ほ
ど
、
言
葉
を
使
う
機
会
が
少
な
い
が
た
め
に
教
科
と
し
て
の
国
語
だ

け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
に
お
け
る
言
語
力
自
体
も
低
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
、
前
任
校
以
外
の
学
校
で
も
見
ら
れ
る
社
会
的
な
傾
向
で
も
あ

ろ
う
が
、
自
己
の
認
識
を
拡
張
す
る
機
会
を
乏
し
く
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

言
葉
を
使
う
う
え
で
幼
さ
や
拙
さ
を
脱
す
る
こ
と
な
く
、
情
緒
的
な
言
語
活

動
に
終
始
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
』
し
た
が
っ
て
、
他

者
に
開
か
れ
た
言
葉
を
使
お
う
と
す
る
意
欲
と
そ
の
意
欲
を
具
現
化
す
る
活

動
を
常
に
意
識
す
る
必
要
を
覚
え
る
。
特
に
、
前
任
校
の
よ
う
に
継
続
校
と

し
て
大
学
へ
の
進
学
が
あ
る
意
味
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
校

入
学
後
に
学
習
意
欲
の
減
退
を
示
す
も
の
も
多
く
、
評
論
文
や
古
典
な
ど
一

見
し
た
だ
け
で
は
理
解
し
き
れ
な
い
文
章
を
前
に
し
た
際
、
読
み
解
こ
う
と

い
う
意
欲
を
生
徒
自
身
が
喚
起
で
き
な
い
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
小
説
な
ど
の

文
学
作
品
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
思
い
込
み
や
読
み
違
え
を
修
正
す
る
こ
と

な
く
読
み
続
け
た
り
、
印
象
を
論
理
的
な
根
拠
を
以
て
修
正
し
て
い
く
こ
と

が
少
な
い
傾
向
に
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
読
書
量
に
左
右
さ
れ
る
と
言
う
よ
り

こ
と
で
す
ら
他
者
に
依
存
す
る
傾
向
が
強
い
。
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も
、
読
書
の
質
に
左
右
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
分
た
ち
の
レ
ベ

ル
で
理
解
で
き
る
程
度
に
収
ま
る
も
の
し
か
読
も
う
と
せ
ず
、
小
説
で
も
明

治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
作
品
を
読
も
う
と
す
る
生
徒
が
少
な
い
こ
と
を
考

え
て
も
、
難
し
い
も
の
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
は
乏
し
い
。
こ
の
姿
勢

ひ
と

が
他
人
の
話
を
聞
か
な
い
と
い
う
姿
勢
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、
他
者
へ
と

開
け
な
い
．
開
か
な
い
自
己
の
あ
り
方
を
強
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
内
面
の
問
題
が
言
語
力
と
不
可
分
で
あ
り
、
生
徒
の
内
面
の

問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
言
語
力
の
育
成
は
教
科
指
導
の
み
で
解
決
で

き
る
こ
と
で
は
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
自
己
と
向
き
合
う
、
あ
る
い
は
他

者
と
向
き
合
う
経
験
が
乏
し
け
れ
ば
、
大
学
で
学
び
た
い
こ
と
、
大
学
卒
業

後
の
方
向
性
な
ど
を
考
え
て
、
大
学
進
学
の
た
め
の
自
己
推
薦
害
や
志
望
理

由
書
な
ど
を
書
き
記
す
こ
と
も
難
し
く
な
る
こ
と
を
、
前
任
校
の
生
徒
を
見

て
い
て
痛
感
し
た
こ
と
を
関
連
さ
せ
れ
ば
、
経
験
の
創
出
も
学
校
全
体
に
必

要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
言
語
を
運
用
す
る
技
術
指
導
は
国
語
科
が
行

う
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
問
題
点
を
抱
え
る
生
徒
が
国
語
の
成
績

の
底
辺
層
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
技
術
指
導
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
拡
張
の
必
要
性
は
強
く
感
じ
る
。
こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
言
わ
ず

と
も
分
か
り
合
え
た
こ
と
が
、
言
っ
て
も
分
か
り
合
え
な
い
状
況
に
至
っ
て

い
る
こ
と
を
我
々
自
身
が
認
識
し
た
上
で
、
教
育
目
標
・
教
育
目
的
を
明
確

に
し
、
国
語
を
教
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

国
語
を
教
え
る

現
在
の
学
校
現
場
で
は
、
日
本
語
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
国
語
を
文
科

省
の
検
定
を
受
け
た
教
科
書
を
主
に
使
っ
て
教
え
て
い
る
。
「
国
家
の
イ
デ

（
皿
）

オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
と
し
て
の
学
校
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

国
語
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
何
か
を
考
え
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
、
〈
我
々
日
本
人
〉
と
い
う
求
心
性
を
教
科
指
導
に
お
い
て

醸
成
す
る
こ
と
に
よ
る
排
除
の
論
理
に
つ
な
が
る
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
学
校
で
は
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
だ
け
で
は
な

く
、
様
々
な
国
籍
の
生
徒
を
少
数
と
は
い
え
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
〈
我
々
日
本
人
〉
と
い
う
発
想
を
回
避
す
る
形
で
国
語
科
教
育
に

た
ず
さ
わ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
を
日
常
言

語
に
す
る
生
徒
に
対
し
て
、
日
常
の
言
語
生
活
を
拡
げ
る
た
め
の
教
育
と
し

て
国
語
科
教
育
を
実
践
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
上
で
、
求
め
ら
れ
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ル
の
向
上

に
よ
る
相
互
理
解
の
確
立
と
認
識
の
広
が
り
で
あ
る
。
価
値
観
の
多
様
化
が

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
、
先
述
の
よ
う
に
生
徒
指
導
の
場
面
に

お
い
て
、
物
事
の
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
が
不
得
手
で
、
社
会
一
般
に
お
け

る
共
同
性
に
基
づ
く
ル
ー
ル
の
遵
守
と
い
っ
た
論
理
が
通
じ
に
く
く
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
と
他
者
の
相
違
を
認
識
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も

必
要
な
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
言
葉
を
い
か
に
使
う
か
を
生
徒
自
身
が
反
省

的
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
教
員
は
提
供
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
相
互
理
解
の
前

四
実
践
と
し
て
こ
れ
は
国
語
科
教
育
な
の
か
？

八
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に
は
必
ず
、
他
者
と
の
了
解
不
可
能
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に

置
い
た
う
え
で
、
教
員
は
生
徒
に
と
っ
て
容
易
に
充
分
な
理
解
を
示
さ
な
い

存
在
と
し
て
、
生
徒
が
自
分
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
を
促
し
つ
づ
け
、
他
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
気
遣
い
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
、
他
者
へ
の
関
心
、
社
会
へ
の
関
心
が
低
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
他
者
に
開
か
れ
た
言
葉
を
使
お
う
と
す
る
意
欲
と
そ
の
意
欲
を
具
現
化

す
る
活
動
を
生
徒
に
求
め
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
最
終
的
な
目
標
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
国
語
が
技
能

科
目
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
時
代
錯
誤
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

「
人
間
形
成
」
な
る
用
語
は
、
独
特
の
意
味
合
い
を
持
つ
歴
史
的
な

言
葉
で
あ
る
。
国
語
科
と
い
う
教
科
が
抱
え
る
可
能
性
は
、
語
彙
や
漢

字
の
学
習
と
い
っ
た
言
語
形
式
教
科
、
あ
る
い
は
「
話
す
．
聰
く
・
書

く
．
読
む
」
の
技
能
教
科
、
そ
し
て
読
み
物
教
材
を
通
し
て
文
化
や
社

会
や
自
然
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
内
容
知
識
教
材
と
い
っ
た
側
面
だ

け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
国
語
科
に
は
言
葉
を
通
し
て
、
学
び
手

で
あ
る
子
供
た
ち
の
内
面
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
機
能
が
あ
る
。

も
ろ
も
ろ
の
言
語
活
動
を
通
し
て
、
も
の
の
見
方
（
認
識
）
、
考
え
方

（
思
考
）
、
そ
し
て
感
じ
方
（
情
緒
・
感
情
）
を
豊
か
に
し
て
い
く
。
加

え
て
言
葉
を
操
作
す
る
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
の
内
包
概
念
Ⅱ
イ
メ
ー
ジ

を
思
い
浮
か
べ
、
見
え
な
い
も
の
を
豊
か
に
思
い
描
く
想
像
力
を
も
育

て
て
い
く
。
国
語
科
教
育
が
抱
え
る
こ
う
し
た
機
能
を
国
語
科
固
有
の

国
語
で
扱
う
教
材
を
「
道
徳
」
を
教
え
る
も
の
と
し
て
扱
え
ば
、
教
え
方

も
教
え
る
内
容
も
画
一
的
な
も
の
し
か
生
み
出
せ
な
い
だ
ろ
う
し
、
教
材
も

固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
語
を
教
え
る
上
で
、
生
徒
に

「
倫
理
」
を
掴
む
こ
と
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
の
内
面

が
言
語
力
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
こ
そ
、
他
者
を
意
識
し
て
、
他
者

に
向
け
て
、
他
者
と
の
合
意
形
成
を
可
能
に
す
る
言
語
運
用
能
力
の
獲
得
に

は
、
や
は
り
「
倫
理
」
が
必
要
で
あ
る
と
、
現
場
で
実
感
す
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
言
葉
が
人
間
の
精
神
活
動
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
国
語
科
固
有
の
人
間
形
成
的
機
能
」
を
充
分
に
発
揮
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
育
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

真
に
「
生
き
る
力
」
を
個
々
の
生
徒
が
掴
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

教
育
実
践
の
報
告
と
い
う
よ
り
も
、
本
稿
で
は
そ
の
姿
勢
の
報
告
に
終
始

し
た
の
で
、
別
稿
に
て
実
際
の
授
業
の
組
み
立
て
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
し

た
い
。

主
、
、
〃
グ（

１
）
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
三
ｓ
皇
君
一
乏
乏
．
ョ
①
萬
・
圏
・
弓
ざ
ｌ
ョ
①
。
匡

言
呂
冒
三
鰺
〔
）
。
◎
国
お
き
ｇ
三
里
圏
ｇ
津
言
ョ
、
「
中
学
校
学
習
指
導
要

領
」
言
官
妻
ラ
ラ
ミ
・
ョ
①
〆
信
◎
・
弓
与
ｌ
ョ
ｇ
ミ
ェ
言
君
津
二
言
）
．
（
）
ミ
Ｅ
Ｓ
（
三

ｓ
両
獣
ｓ
・
言
ゴ
。
最
終
閲
覧
日
二
○
一
○
年
一
○
月
一
五
日

（
Ｂ
）

人
間
形
成
的
機
能
と
言
う
。

八
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（
８
）社

（
２
）
桝
井
英
人
三
国
語
力
」
観
の
変
遷
ｌ
戦
後
国
語
教
育
を
通
し
て

ｌ
」
二
○
○
六
年
三
月
溪
水
社

（
３
）
柄
谷
行
人
「
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
一
九
八
○
年
八
月
講

談
社

（
４
）
「
朝
日
新
聞
」
二
○
○
八
年
一
月
二
七
日
朝
刊

（
５
）
注
（
４
）
に
同
じ

（
６
）
「
読
解
力
向
上
に
関
す
る
指
導
資
料
１
国
の
シ
調
査
（
読
解
力
）

の
結
果
分
析
と
改
善
の
方
向
ｌ
」
二
○
○
五
年
十
二
月
三
ｓ
ミ

ミ
ミ
ミ
・
ョ
⑦
三
応
○
．
弓
茜
ｌ
ョ
①
邑
貝
吾
昌
○
六
匡
碕
色
盲
一
Ｑ
○
六
三
⑫
一
昌
（
）
ろ
い
同
い
い
白
・

言
ョ
。
最
終
閲
覧
日
二
○
一
○
年
一
○
月
二
五
日

（
７
）
佐
貫
浩
『
学
力
と
新
自
由
主
義
「
自
己
責
任
」
か
ら
「
共
に
生

き
る
」
学
力
へ
』
二
○
○
九
年
二
月
大
月
書
店

（
８
）
湯
浅
誠
「
ど
ん
と
こ
い
、
貧
困
！
」
二
○
○
九
年
六
月
理
論

（
ｕ
）
Ｌ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
「
再
生
産
に
つ
い
て
ｌ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
」
西
川
長
夫
他
共
訳
二
○
○
五

年
五
月
平
凡
社

（
Ⅲ
）
森

え
る
」

（
Ⅱ
）
岡

新
書

（
９
）
前
掲
佐
貫
浩
「
学

「
共
に
生
き
る
」
学
力
へ
』

森
島
久
雄
『
い
ま
、
国
語
に
で
き
る
こ
と
「
生
き
る
力
」
を
考

邑
二
○
○
七
年
七
月
玉
川
大
学
出
版
部

岡
田
尊
司
「
誇
大
自
己
症
候
群
」
二
○
○
五
年
九
月
ち
く
ま

国
語
を
教
え
る

「
学
力
と
新
自
由
主
義
「
自
己
責
任
」
か
ら

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
二
○
○
九
年
七
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
立
命
館
大
学
国
語
教

育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
の
発
表
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
加
下
さ
っ
た

方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
と
う
こ
う
・
ま
さ
て
る
兵
庫
県
立
龍
野
北
高
等
学
校
）

（
Ｂ
）
前
掲
森
島
久
雄
「
い
ま
、
国
語
に
で
き
る
こ
と
「
生
き
る

力
」
を
考
え
る
」
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