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ど
う
も
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

　

東
京
学
芸
大
学
の
岩
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
に

お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
が
「
私
学
教
員
養
成
系
学
部
に
お
け

る
「
質
保
証
」
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
構
築
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
も

出
来
て
五
年
目
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
こ
の
國
學
院
大
學
人
間
開
発
学
部
の

取
り
組
み
に
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
い
い
機
会
だ
と
思
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　

私
の
方
か
ら
は
、
そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
を
検
討
す
る
前
振
り
と
致

し
ま
し
て
、
日
本
の
教
員
養
成
教
育
と
「
質
保
証
」
と
の
関
係
を
ど
う
い

う
ふ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
田
沼
先
生
の
方
か
ら
私
の

紹
介
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
私
自
身
は
東
京
学
芸
大
学
の

教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
研
究

セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
十
三
年

ほ
ど
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
昔
の
国
立
大
学
時
代
に
、「
国
立

学
校
設
置
法
」
に
条
文
が
入
る
形
で
設
け
ら
れ
ま
し
た
全
国
共
同
利
用
施

設
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
学
芸
大
に
あ

る
の
だ
け
れ
ど
も
、
学
芸
大
の
こ
と
を
や
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
教
員
養

成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
こ
と
に
関
す
る
全
国
的
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
設

け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
教
育
系
大
学
の
連
合
体
と
し
て
の
日
本
教
育
大
学
協
会

の
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
と
め
役
と
し
て

の
企
画
委
員
会
の
委
員
長
で
す
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
も
や
っ
て
参
り
ま
し

た
。

　

そ
の
過
程
で
中
央
教
育
審
議
会
の
専
門
委
員
も
務
め
た
時
期
が
ご
ざ
い

ま
し
て
、
こ
の
時
は
ち
ょ
う
ど
二
〇
〇
六
年
の
答
申
で
教
員
免
許
の
更
新

制
、
教
職
大
学
院
、
そ
れ
か
ら
「
教
職
実
践
演
習
」
と
い
う
三
つ
の
中
身

を
柱
と
す
る
提
案
を
ま
と
め
た
と
き
の
専
門
委
員
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
快
く
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
方
か

ら
は
「
戦
犯
」
扱
い
と
い
い
ま
す
か
、
お
ま
え
が
作
っ
た
の
だ
ろ
う
、
み

た
い
に
恨
ま
れ
る
こ
と
も
時
々
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
こ
こ
数
年
、
東
京
学
芸
大
学
は
東
ア
ジ
ア
の
教
育
系
大
学

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
四
年
前
か
ら
「
東
ア

〔
基
調
講
演
〕

　
日
本
の
教
員
養
成
教
育
に
お
け
る
「
質
保
証
」
の
現
状
と
課
題
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ジ
ア
教
員
養
成
国
際
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」と
い
う
の
を
立
ち
上
げ
ま
し
て
、

こ
れ
は
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
台
湾
、
香
港
の
四
十
四
の
教
育
系
の
大
学

で
す
ね
。何
と
か
教
育
大
学
、何
と
か
師
範
大
学
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
い
で
い
る
も
の
で
、
研
究
交
流
と
学
生
交
流
な
ど
を
手

掛
け
て
お
り
ま
す
。

　

元
々
は
研
究
者
と
し
て
は
教
員
養
成
の
歴
史
研
究
を
や
っ
て
き
て
お
り

ま
し
て
、
近
年
教
員
養
成
の
問
題
が
錯
綜
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
皆
さ
ん
お
感
じ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
、
な
ぜ
錯
綜
し
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
因
っ
て
来
た
る
所
以
を
説
明
し
て
も
ら
え
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
、
お
声
掛
け
い
た
だ
く
機
会
が
増
え
て
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
質
保
証
」
と
大
学
―
「
教
職
実
践
演
習
」
を
例
に
―

　

ま
ず
、
そ
も
そ
も
日
本
の
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
と
「
質
保
証
」
と

の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
時
の
「
教
職
実
践
演

習
」
の
導
入
の
議
論
を
素
材
と
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
「
教
職
実
践
演
習
」
と
い
う
科
目
が
現
在
の
大
学
四
年
生
か
ら
導

入
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
学
部
の
先
生
方
も
今
、
授
業
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
東
京
学
芸
大
学
で
「
教
職
実
践
演
習
」
の
授
業
を
担
当
し
て
お
り

ま
す
が
、
元
々
は
「
教
職
実
践
演
習
」
と
い
う
科
目
自
体
は
免
許
更
新
制

の
議
論
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
免
許
更
新
制
自
体
は

二
〇
〇
〇
年
の
教
育
改
革
国
民
会
議
で
導
入
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
中
央
教
育
審
議
会
に
一
旦
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
二
年
に
中
教
審
の
答
申
が
出
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で

は
教
員
の
適
格
性
確
保
の
た
め
に
免
許
更
新
制
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と

に
対
し
て
慎
重
論
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
免
許
を
授

与
す
る
と
き
に
適
格
性
を
判
断
す
る
仕
掛
け
が
な
い
の
に
、
そ
の
後
更
新

の
と
き
に
適
格
性
を
判
断
す
る
と
い
う
の
は
制
度
的
な
整
合
性
を
欠
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　

つ
ま
り
、
我
々
が
教
員
免
許
状
を
、
単
位
の
取
得
の
積
み
重
ね
で
認
定

す
る
と
き
に
、
そ
の
人
が
教
師
に
適
格
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
は

直
接
見
極
め
て
は
い
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
要
す
る
に
免

許
授
与
時
に
適
格
性
の
判
定
を
し
て
い
な
い
の
に
、
一
定
期
間
ご
と
に
適

格
性
を
判
定
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う

い
う
こ
と
で
二
〇
〇
二
年
の
答
申
の
と
き
に
は
免
許
更
新
制
に
つ
い
て
は

一
旦
慎
重
論
が
呈
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
代
わ
り
、
教
員
の
質
的
向
上
策
と
し
て
は
研
修
制
度
で
対
応
す
べ

し
と
い
う
こ
と
で
、
十
年
経
験
者
研
修
が
次
の
二
〇
〇
三
年
か
ら
導
入
さ

れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
再
び
二
〇
〇
六
年
に
答
申
が
ま
と
ま
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

も
う
一
度
諮
問
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
は
更
新
制
導
入
と
い
う
と
こ

ろ
に
対
し
て
の
外
か
ら
の
圧
力
が
大
変
強
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
し
た
。

文
部
科
学
省
サ
イ
ド
は
終
始
一
貫
、
適
格
性
判
定
の
た
め
の
仕
掛
け
と
し

て
更
新
性
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
慎
重
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
首
相
官
邸
な
ど
の
方
か
ら
是
非
、
と
い
う
こ
と
で
導
入
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
の
次
の
諮
問
の
時
は
更
新
制
導
入
を
前
提
と
し
て
、
そ

の
具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
諮
問
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
私
も
そ
の
中
教
審
に
参
加
を
し
た
時
に
は
、
庶
務
担
当

の
文
部
科
学
省
の
担
当
官
の
方
か
ら
、「
こ
こ
は
更
新
制
の
是
非
を
論
じ
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る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
ふ
う
に
最
初
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
更
新
制
を
導
入
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
そ
の
具
体
的
な
方
策
を
検

討
す
る
の
が
こ
の
場
で
す
」と
い
う
ふ
う
に
最
初
に
言
わ
れ
ま
し
た
の
で
、

最
初
か
ら
更
新
制
導
入
を
前
提
と
し
た
議
論
で
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
こ

の
二
〇
〇
二
年
の
答
申
と
辻
褄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
免
許
授
与
時
に

適
格
性
を
判
定
す
る
た
め
の
仕
掛
け
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
と
併
せ
て

免
許
更
新
制
を
検
討
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
免
許
更
新
制
の
検
討
に
関
し
て
は
中
教
審
の
教
員
養
成
部
会
に

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
て
、
私
は
そ
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
は

な
か
っ
た
の
で
、
一
番
具
体
的
な
検
討
の
と
こ
ろ
に
は
立
ち
会
っ
て
い
ま

せ
ん
。
た
だ
、
二
〇
〇
五
年
の
六
月
に
関
係
団
体
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
中
央

教
育
審
議
会
の
教
員
養
成
部
会
が
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
私
は
日

本
教
育
大
学
協
会
の
、
そ
の
時
二
つ
の
常
置
委
員
会
が
あ
り
、
そ
の
取
り

ま
と
め
役
の
小
委
員
会
の
委
員
長
を
や
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
日
本
教
育

大
学
協
会
の
立
場
か
ら
こ
の
適
格
性
判
定
の
た
め
の
仕
掛
け
を
導
入
す
る

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
意
見
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。

　

結
局
、大
学
の
立
場
か
ら
す
る
と
、教
員
養
成
免
許
授
与
に
当
た
っ
て
、

大
学
の
果
た
す
役
割
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
の
知
識
と
か
技
能

と
か
が
水
準
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
判
定
す
る
と
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
ト
ー
タ
ル
で
そ
の
人
が
教
師
に
適

格
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
判
定
ま
で
は
責
任
を
持
て
な
い
、
と
い

う
よ
う
な
趣
旨
の
意
見
書
を
提
出
し
て
意
見
陳
述
を
致
し
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
我
々
の
実
感
と
し
て
は
、
様
々
な
若
者
が
教
職
を
志
望
し
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
教
科
指
導
に
は
す
ご
く

長
け
て
い
て
優
秀
だ
け
れ
ど
も
躓
き
を
抱
え
る
子
ど
も
の
気
持
ち
に
寄
り

添
う
こ
と
は
少
し
苦
手
と
か
、
あ
る
い
は
逆
に
悩
み
を
抱
え
る
子
ど
も
に

と
こ
と
ん
付
き
合
う
の
は
得
意
と
か
、
色
ん
な
タ
イ
プ
の
若
者
が
教
職
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
我
々
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
人
が
教
師
に
な
っ
て
も
い
い

な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
ら
、
単
位
認
定
も
し
ま
す
し
、
結
果
的
に
そ
の

人
は
免
許
取
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
人
事
配
置
と
の
関
係
で

適
性
と
い
う
の
は
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
教
科
指
導
に
は
長
け

て
い
て
も
、
躓
き
を
抱
え
る
生
徒
に
付
き
合
う
の
は
今
ひ
と
つ
苦
手
、
み

た
い
な
、
そ
う
い
う
若
者
を
困
難
校
に
配
置
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は

養
成
の
誤
り
と
い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
人
事
配
置
の
方
の
問
題
だ
ろ
う
と
。

だ
か
ら
、
大
学
は
そ
こ
ま
で
は
責
任
持
て
な
い
と
い
う
の
が
大
学
側
と
し

て
の
主
張
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
適
格
性
の
判
定
と
い
う
の
は
大
学
教
育
に

な
じ
ま
な
い
。
だ
か
ら
、
入
職
後
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
趣
旨

の
主
張
を
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
と
き
の
教
員
養
成
部
会
の
あ
る
委
員
、
こ
の
方

は
小
学
校
の
校
長
を
長
く
や
っ
て
お
ら
れ
て
、
そ
の
後
大
学
の
教
授
に
転

じ
た
方
で
す
が
、
そ
の
方
か
ら
「
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
ら
大

学
は
い
か
ん
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
ど
も
が
言
い
た

か
っ
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
と
い
う
の
は
全
部
を

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
の
後
こ
の
教
員
養
成
部
会
、特
に
免
許
制
度
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
の
方
で
ど
う
い
う
検
討
が
な
さ
れ
た
か
は
議
事
録
に
も
詳
し
く
出
て
い

な
い
部
分
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
教
職
実
践
演
習
」
に
関
し
て
は

「
適
格
性
」
と
い
う
文
言
が
消
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
知
識
・
技
能
」
の

確
認
と
い
う
ふ
う
に
こ
の
後
ト
ー
ン
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
以

て
、
ま
た
「
教
職
実
践
演
習
」
の
科
目
の
目
的
が
ま
す
ま
す
見
え
に
く
く

な
っ
た
と
い
う
部
分
は
あ
る
の
だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
更
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新
制
そ
れ
自
体
の
目
的
か
ら
も
適
格
性
確
保
の
た
め
の
更
新
制
と
い
う
の

は
消
え
ま
す
。
こ
れ
は
知
識
や
技
能
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、
刷
新
と
い
う
こ

と
が
表
に
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
「
東
ア
ジ
ア
的
教
師
像
」
と
日
本
の
大
学

　

こ
の
こ
と
は
何
を
表
し
て
い
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
日
本
の

大
学
は
、
教
員
の
資
質
の
養
成
に
つ
い
て
全
て
は
出
来
な
い
。
特
に
そ
れ

ぞ
れ
の
科
目
に
つ
い
て
、そ
の
学
生
の
知
識
が
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
い
る
か
、

こ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
判
定
し
て
単
位
を
出

す
と
い
う
こ
と
は
出
来
る
け
れ
ど
も
、
ト
ー
タ
ル
な
人
間
的
な
要
素
も
含

め
て
適
格
性
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
要
請
に
た
い
し
て
は

大
学
と
い
う
の
は
応
え
る
こ
と
が
し
に
く
い
と
い
う
ふ
う
な
事
実
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。つ
ま
り
、

「
質
保
証
」
に
関
し
て
大
学
が
出
来
る
こ
と
に
は
限
り
が
あ
る
と
い
う
、

こ
の
前
提
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
る
と
、
私
自
身
が
最

近
考
え
て
い
る
の
は
、
次
に
示
す
表
１
で
す
。

　

教
職
を
専
門
職
、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」（profession

）
と
し
て
捉

え
る
と
い
う
捉
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
「
プ

ロ
フ
ェ
ス
」（profess

）
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
神
か
ら
託
さ
れ

る
と
い
う「
神
託
」に
な
り
ま
す
。そ
う
す
る
と
、前
提
と
し
て
神
が
い
て
、

そ
こ
か
ら
専
門
分
野
の
知
識
を
託
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
権
威
が
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
専

門
的
な
知
識
の
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ン
」
の
権
威
付
け
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
日
本
の
、

あ
る
い
は
広
く
い
っ
て
東
ア

ジ
ア
の
教
師
と
い
う
の
は
人

格
的
な
要
素
が
か
な
り
強
く

求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
私

が
国
際
学
会
な
ん
か
に
出
て

行
く
と
、
日
本
の
学
校
の
先

生
方
の
こ
と
を
「
テ
ィ
ー

チ
ャ
ー
」（teacher

）
っ
て

呼
ぶ
だ
け
で
は
不
十
分
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
と
き
が

あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
日

本
の
学
校
の
先
生
方
が
要
請

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
の

は
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教

科
の
授
業
を
教
え
る
、
英

語
で
言
う
と
「
テ
ィ
ー
チ
」

（teach

）
で
す
ね
。
そ
れ
を

す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ

れ
以
外
の
子
ど
も
の
発
達
に

関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
請
け
負
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
実

際
先
生
方
の
仕
事
を
見
て
い
る
と
「
テ
ィ
ー
チ
」
以
外
の
仕
事
と
い
う
の

が
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
少
し
前
に
よ
く
報
じ
ら
れ
た
給
食
費
を
払
え
な

い
子
と
か
、
あ
る
い
は
払
わ
な
い
親
の
問
題
な
ん
て
い
う
の
は
、
こ
れ
は

や
は
り
格
差
が
存
在
す
る
と
、
払
え
な
い
家
庭
と
い
う
の
は
ど
こ
に
も
あ

表１　学力観と教師像の東西対照
東アジア 西ヨーロッパ

古代からの紙の流通
表意文字（漢字）

「徳を積む行い」としての学問
↓

documentの知

学力観

紙の流通の遅れ
表音文字（アルファベット）
「神託」としての専門知識

↓
performanceの知

先達が得た知識・技能＋「学ぶ
人のあり方」を後世に伝える
（知の伝達＋人生のモデル）

↓
「師」としての教師像

教師像

専門の（限られた範囲の）知識
を伝えるミッション
（教えることのプロ）

↓
「teacher」としての教師像
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習
の
比
重
が
高
い
、
文
字
で
読
み
書
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
伝
え
る
度
合
い
と
い
う
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
る
と
だ
い
ぶ
高
い

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
紙
の
流
通
が
遅
れ
た
エ
リ
ア
で
は
、
や
っ
て
み
せ
る

と
い
う
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う

な
要
素
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
違
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
も
東

ア
ジ
ア
の
教
師
た
ち
の
様
子
を
考
え
る
と
、「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
」
と

し
て
捉
え
る
こ
と
に
無
理
が
あ
っ
て
、
で
す
か
ら
教
師
の
資
質
に
対
す
る

養
成
と
い
う
の
も
、
単
に
授
業
を
こ
な
す
、
専
門
的
な
部
分
、
授
業
の
内

容
の
知
識
が
あ
る
、
方
法
的
に
長
け
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
使
命

感
だ
と
か
、
人
間
性
だ
と
か
い
っ
た
要
素
が
い
つ
も
求
め
ら
れ
る
構
造
に

な
る
。
こ
れ
は
や
は
り
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
に
は
な
じ
ま
な
い
。
そ
れ

に
加
え
て
、
日
本
に
特
有
の
事
情
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
と
教
員
養
成
、
師
範
学
校
と
い
う

の
は
か
な
り
対
立
す
る
価
値
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
次
に
示
す
表
２
は
ル
ー
ス
・
ヘ
イ
ホ
ー
と
い
う
人
の
整
理
し
た
も
の

で
す
（Ruth	H

ayhoe	

„Teacher	Education	and	the	U
niversity:	

A
	Com

parative 	A
nalysis 	w

ith 	Im
plications 	in 	H

ong 	K
ong

＂	in	
T
eaching	Education	V

ol.13,	N
o.1	2002,	pp.5-23

）。

　

こ
の
ル
ー
ス
・
ヘ
イ
ホ
ー
さ
ん
と
い
う
方
は
、
カ
ナ
ダ
の
方
（
現
ト
ロ

ン
ト
大
学
教
授
）
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
香
港
教
育
学
院
の
院
長
を
か
な

り
長
い
こ
と
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

香
港
教
育
学
院
と
い
う
の
は
、
香
港
の
教
員
養
成
機
関
と
し
て
一
番
メ

ジ
ャ
ー
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
院
長
を
長
く
や
っ
て
お

ら
れ
て
、
東
西
の
教
師
養
成
の
こ
と
に
通
じ
て
お
ら
れ
る
方
で
す
。
彼
女

の
整
理
に
よ
る
と
、
や
は
り
大
学
と
い
う
の
は
理
論
だ
し
、
専
門
的
で
体

る
。
だ
け
ど
、
そ
の
取
り
立
て
を
担
任
の
先
生
が
や
る
み
た
い
な
こ
と
を

話
す
と
、
こ
れ
は
対
外
的
に
は
ほ
と
ん
ど
通
用
し
な
い
、
な
ん
で
そ
ん
な

こ
と
や
る
の
、そ
ん
な
の
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
だ
ろ
う
と
か
、

別
の
人
の
仕
事
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
や
っ
ぱ
り

英
語
で
語
ら
れ
る
「
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
」
と
い
う
の
と
、
日
本
語
で
語
ら
れ

る
、
あ
る
い
は
漢
字
で
語
ら
れ
る
「
先
生
」、
あ
る
い
は
「
師
範
」
と
い

う
こ
と
と
は
だ
い
ぶ
開
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
手
前
に
は
東
ア
ジ
ア
で
漢
字
を
使
う
エ
リ
ア
と
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
う
エ
リ
ア
で
の
学
習
の
仕
方
の
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
、
よ
く
私
、
学
生
た
ち
に
言
う
の

で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
が
義
務
教
育
で
マ
ス
タ
ー
す
る
文
字
の
数
っ
て

幾
つ
で
す
か
。
常
用
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
合
わ
せ
て
二
千
を
少
し
超

え
ま
す
。
中
国
で
す
と
、
こ
れ
三
千
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
イ

ギ
リ
ス
に
行
っ
た
ら
二
十
六
。
つ
ま
り
皆
さ
ん
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
学

ん
で
い
る
人
よ
り
も
文
字
学
習
を
二
桁
余
計
に
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

し
か
も
、
東
ア
ジ
ア
で
言
い
ま
す
と
、
古
代
中
国
で
製
紙
法
が
発
明
さ

れ
て
い
て
、紙
の
普
及
が
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
紙
が
流
通
す
る
の
は
中
世
以
後
、つ
ま
り
、文
字
学
習
、ペ
ー
パ
ー

テ
ス
ト
の
比
重
が
す
ご
く
高
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
積
み
上
げ
型

の
知
識
と
い
い
ま
す
か
、学
徳
を
積
む
み
た
い
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

だ
か
ら
、
学
徳
を
積
む
こ
と
が
教
師
と
し
て
の
権
威
に
な
る
と
い
う
よ

う
な
捉
え
方
で
捉
え
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
教
師
と
い
う
の
と
、「
テ
ィ
ー

チ
ャ
ー
」
と
か
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
」（Professor

）
と
か
と
い
う
ふ
う

に
捉
え
ら
れ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
生
方
と
は
か
な
り
違
っ
た
教
師
像
。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
と
か
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
か
と
い
う
言
葉

が
、
何
故
日
本
語
に
な
じ
ま
な
い
の
か
と
い
う
の
も
、
要
す
る
に
文
字
学
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系
付
け
ら
れ
る
し
、
価
値
中
立
的

で
あ
る
と
い
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
教
員
養
成
と

い
う
の
は
実
践
が
大
事
だ
し
、
専

門
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
総

合
的
な
学
習
領
域
を
形
作
る
し
、

そ
の
知
識
と
い
う
の
は
道
徳
的
に

方
向
付
け
ら
れ
る
と
。な
お
か
つ
、

そ
の
知
識
の
伝
授
の
仕
方
と
い
う

の
は
、
師
弟
関
係
を
ベ
ー
ス
に
す

る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
師
範

学
校
の
特
質
で
、
こ
れ
と
大
学
の

い
わ
ゆ
る
没
個
性
的
な
環
境
で
あ

る
と
か
、
或
い
は
リ
ベ
ラ
ル
な
論

の
運
び
方
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の

と
は
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
中
国
の
大
学
と
い

う
の
は
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
モ
デ
ル

の
大
学
と
は
少
し
違
っ
た
成
り
立

ち
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
書
院
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
高

等
教
育
機
関
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
生
と
生
活
を
共

に
す
る
、
そ
の
中
で
専
門
的
な
学
問
を
師
弟
関
係
の
中
で
学
ん
で
い
く
と

い
う
、
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
で
す
か
ら
、
若
い
人
た

ち
が
先
生
に
つ
い
て
学
識
の
研
鑽
を
積
む
と
同
時
に
、
人
格
の
陶
冶
も
行

う
と
い
う
の
が
「
書
院
」
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
実
は
今
で
も
中
国
の
大
学
の
基
本
的
な
性
格
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
い
て
、
例
え
ば
日
本
で
は
「
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
ー
」（faculty

）、
学

部
と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
す
。「
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
」（departm

ent

）、

学
科
と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
問
領
域
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

分
化
し
た
教
育
組
織
を
取
り
ま
す
け
れ
ど
も
、例
え
ば
中
国
の
師
範
大
学
、

教
育
系
の
大
学
に
行
き
ま
す
と
、何
と
か
学
院
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。

物
理
学
院
、
体
育
学
院
。
例
え
ば
物
理
学
を
専
門
と
す
る
学
生
、
理
科
の

先
生
に
な
る
学
生
は
物
理
学
院
に
所
属
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
教
育
学
院

の
提
供
し
て
い
る
授
業
も
受
け
る
。
教
職
の
授
業
で
す
ね
。

　

と
い
う
ふ
う
に
、
ベ
ー
ス
に
な
る
学
院
と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
い
て
、

学
院
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
し
て
、
や
は
り
生
活
を
共
有
す
る
場
で
も

あ
る
の
で
す
。
寄
宿
舎
も
あ
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
人
格
形
成
と
高

等
教
育
と
い
う
の
が
中
国
の
大
学
の
中
で
は
か
な
り
結
び
付
い
て
い
る
。

こ
れ
は
台
湾
で
も
事
情
は
通
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
大
学
と
い
う
の
は
、
近
代
初
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
モ
デ
ル
で
す
し
、
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
が
か
な
り
強
い
影
響
を
持
ち
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
欧
米
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
フ
ァ
カ
ル

テ
ィ
ー
」
な
り
「
デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
」
に
専
門
の
学
問
の
教
育
研
究
を
す

る
場
に
分
か
れ
た
組
織
な
の
で
す
。
だ
か
ら
専
門
的
な
知
識
や
技
能
に
秀

で
た
「
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
」
と
か

を
養
成
す
る
の
に
は
向
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
人
格
的
な
陶
冶
と
い
う
の

は
そ
こ
の
カ
バ
ー
で
き
る
範
囲
か
ら
外
れ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
の
教
員
資

質
の
養
成
に
日
本
の
教
育
大
学
と
い
う
か
、
教
員
養
成
を
提
供
す
る
大
学

が
適
応
で
き
な
い
の
は
、
こ
う
い
う
背
景
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う

ふ
う
な
説
明
を
私
は
最
近
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本

の
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
と
い
う
の
は
「
質
保
証
」
の
要
請
に
全
部
は

表２　「大学」と「師範学校」（Hayhoe2002より岩田訳出）
大学 vs 師範学校
理論

◀■▶

実践
専門的で体系づけられた知識 総合的な学習領域

価値中立的な知識 道徳的に方向づけられた知識
どちらかと言えば没個性的な環境 強い師弟関係における相互作用
知的好奇心や疑問のリベラルな追求 行動と現場に即した知識

学問の自由と自律性 政府による統制とアカウンタビリティ
深い理解と長期的な変化を志向 高度な実践に向けたワザの追求
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応
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
応
え
ら
れ
な

い
部
分
と
い
う
の
は
師
範
と
し
て
求

め
ら
れ
る
人
格
的
な
要
素
な
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

政
権
交
代
と
教
師
像

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
く
る
と
、

日
本
の
教
員
養
成
の
「
質
保
証
」
と

い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て

い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、
二
つ

の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
の
間
に
私
ど
も
は
政
権

政
党
の
交
代
を
二
回
経
験
し
ま
し

た
。
二
〇
〇
九
年
に
自
民
党
か
ら
民

主
党
に
移
り
、
二
〇
一
二
年
の
暮
れ

に
民
主
党
か
ら
自
由
民
主
党
に
移
り

ま
し
た
。
民
主
党
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
リ
ベ
ラ
ル
で
、
自
由
民
主
党

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ネ
オ
リ
ベ

ラ
ル
な
政
党
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
多
少
重
な
り
合
い
は
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
あ
え
て
色
分
け
を
す
る

と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
（
表
３
）。

　

そ
れ
で
、
今
私
が
指
摘
し
た
よ
う

な
事
情
を
ど
こ
ま
で
自
覚
的
に
ご
存
じ
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

今
の
日
本
の
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
は
不
十
分
だ
と
い
う
認
識
は
、
ど

ち
ら
の
政
権
政
党
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す

ね
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
先
の
考
え
方
が
民
主
党
的
な
政
策
と
、
自
民
党

的
な
政
策
で
は
百
八
十
度
違
う
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
民
主
党
の
方
は
、
今
の
大
学
が
不
十
分
だ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
教
職
大
学
院
の
よ
う
な
形
で
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
す
る
。
ま
た
、
そ
の

教
員
養
成
の
教
育
内
容
も
、
こ
れ
は
後
で
中
田
先
生
な
ど
か
ら
も
お
話
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
旧
来
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
も
の
か
ら
脱
し
て
、

よ
り
教
師
と
し
て
の
仕
事
の
実
際
に
即
し
た
も
の
と
し
て
再
組
織
す
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
信
頼
を
回
復
し
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
、
既
存
の

シ
ス
テ
ム
の
強
化
に
よ
っ
て
解
決
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
と
し
て

民
主
党
の
政
策
は
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
教
員
養
成
を
修
士
レ

ベ
ル
に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
に
対
し
て
自
由
民
主
党
、
こ
れ
は
昨
年
、
ま
だ
野
党
だ
っ
た
と
き

か
ら
検
討
を
始
め
て
い
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
、
教
育
再
生
実
行

本
部
と
い
う
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
党
の
中
で
は
、
そ
こ
の
報
告
は

第
三
次
報
告
ま
で
出
て
い
ま
す
が
、
教
員
養
成
に
直
接
関
わ
る
の
は
五
月

に
出
た
第
二
次
報
告
、
第
二
次
提
言
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
要
す
る

に
教
師
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
度
。
今
の
大
学
、
あ
る
い
は
大
学
院
で
取

れ
る
免
許
状
は
準
免
許
と
い
う
扱
い
に
し
て
、
そ
の
後
、
数
年
の
学
校
現

場
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
経
て
正
式
な
免
許
を
認
定
す
る
。つ
ま
り
、

大
学
で
の
教
員
養
成
が
不
十
分
だ
っ
た
な
ら
ば
、
も
う
大
学
は
そ
の
ま
ま

で
い
い
か
ら
、
教
育
の
現
場
に
養
成
の
場
所
を
徐
々
に
移
し
て
い
く
と
い

う
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

表３　日本の教師教育改革論の対立構図
近代的 モデル 非近代的

民主党に近い 政党との親和性 自由民主党に近い

既存の教員養成システムの強化 基本的な発想 既存の教員養成システムの軽視、代替
ルートへの期待

専門的な学識に基づく実践性 重視する価値 高い使命感に基づく実践性
高度化した大学・大学院 養成教育の場 学校現場、教育委員会がメイン

「修士レベル化」（2012.08中教審答申） 施策の例 インターンシップ、社会人の登用
（2013.05教育再生実行会議）
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或
い
は
、
こ
れ
も
社
会
人
枠
を
一
割
に
す
る
と
か
い
う
提
案
も
同
時
に

第
二
次
提
言
の
中
で
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
別
ル
ー
ト
か
ら
人
材
を
確
保

す
る
。
つ
ま
り
、
今
の
大
学
の
教
員
養
成
が
役
に
立
た
な
い
。
だ
っ
た
ら
、

他
か
ら
人
材
を
採
れ
ば
い
い
。
で
す
か
ら
、
教
育
委
員
会
の
行
う
教
師
塾

で
す
と
か
、学
校
現
場
で
先
生
を
育
て
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
す
と
か
、

或
い
は
社
会
人
を
登
用
す
る
と
い
う
ふ
う
な
政
策
と
し
て
結
び
付
い
て
く

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、今
の
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
が
役
に
立
っ
て
い
な
い
。だ
っ

た
ら
、
大
学
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
民
主
党
。
も
う
大

学
じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
で
養
成
し
よ
う
と
い
う
の
が
自
民
党
。
と
い
う
ふ
う

に
色
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
自
由
民
主
党
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
教

師
塾
に
し
ろ
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
し
ろ
、
こ
れ
は
前
近
代
の
徒
弟
制

に
近
い
形
で
す
よ
ね
。
徒
弟
制
が
教
育
の
場
と
し
て
効
果
を
発
揮
す
る
の

は
伝
統
芸
能
だ
と
か
、
伝
統
工
芸
だ
と
か
、
前
の
人
が
や
っ
た
通
り
に
や

る
と
い
う
こ
と
が
価
値
を
持
つ
場
面
で
一
番
力
を
発
揮
す
る
の
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
教
師
の
仕
事
と
い
う
の
は
、
時
代
と
と
も
に
仕
事
の
中
身
が

ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
や
っ
て
い
る
人
と
同
じ

よ
う
に
や
っ
た
の
で
は
、
こ
れ
か
ら
先
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
ふ
う
に
は

や
っ
ぱ
り
足
り
な
い
の
で
す
ね
。
当
座
の
問
題
の
解
決
に
は
な
っ
て
も
、

中
長
期
的
に
は
こ
の
徒
弟
制
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
限
界
が
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
別
ル
ー
ト
か
ら
の
人
材
確
保
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
私
に

言
わ
せ
る
と
や
は
り
前
近
代
的
で
、
例
え
ば
、
中
世
の
貴
族
の
家
庭
教
師

の
雇
用
な
ん
か
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
う
か
、
別
に
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な

養
成
機
関
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た
ま
た
ま
ど
こ
か
で
そ
の
力

を
身
に
付
け
た
人
を
個
別
に
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
。
そ
う
い
う
発
想
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
養
成
教
育
の
否
定
か
ら
始
ま

る
の
で
す
。
そ
う
い
う
リ
ク
ル
ー
ト
の
仕
方
と
い
う
の
は
部
分
的
に
は
効

果
を
発
揮
し
ま
す
。
い
ち
い
ち
養
成
シ
ス
テ
ム
を
整
え
る
よ
り
も
、
ど
っ

か
か
ら
出
来
る
人
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
ば
い
い
。
そ
れ
こ
そ
、
今
の
小
学

校
の
外
国
語
活
動
の
指
導
な
ん
か
も
そ
う
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

要
す
る
に
、
今
ま
で
小
学
校
教
員
に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
と
い
う
の
は
、

子
ど
も
に
外
国
語
の
指
導
を
す
る
と
い
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
な
い

の
だ
か
ら
、
で
き
る
人
を
余
所
か
ら
引
っ
張
っ
て
く
れ
ば
い
い
。
そ
う
い

う
発
想
で
、
一
時
的
に
は
、
部
分
的
に
は
効
果
発
揮
し
ま
す
が
、
や
っ
ぱ

り
教
育
基
盤
の
中
長
期
的
な
整
備
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
か
な
り
課
題
を
抱

え
て
い
る
。で
す
か
ら
、非
近
代
的
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
も
一
時
的
に
は
、

或
い
は
部
分
的
に
は
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
長
期
的
な
見
通
し
を

欠
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
最
近
、
色
々
な
所
で
私
な
り
の
見
方
と
し
て
お
話

を
し
て
い
る
と
、
な
ん
で
こ
う
な
の
で
す
か
、
と
い
う
ふ
う
に
質
問
を
受

け
ま
す
。
私
は
半
分
冗
談
、
半
分
本
気
で
答
え
る
の
で
す
け
ど
も
、
民
主

党
と
い
う
の
は
、い
う
な
れ
ば
有
名
大
学
を
出
た
イ
ン
テ
リ
が
多
い
か
ら
、

大
学
の
可
能
性
と
い
う
の
を
信
頼
し
て
い
る
の
だ
と
。
自
民
党
は
ど
っ
ち

か
と
い
う
と
二
世
、
三
世
の
議
員
が
多
い
か
ら
、
親
父
の
言
う
こ
と
を
聞

く
、み
た
い
な
感
じ
で
徒
弟
制
に
な
じ
み
易
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
な
、

半
分
冗
談
の
答
え
を
し
て
い
ま
す
。

　

実
際
ど
う
な
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
元
々
大
学
に
お
け
る
教
員
養

成
と
い
う
の
が
「
質
保
証
」
の
要
請
に
十
分
応
え
て
い
な
い
。
そ
の
先
の

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
と
し
て
こ
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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日
本
に
お
け
る
教
員
養
成
教
育
の
「
質
保
証
」
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る

　

で
は
、
日
本
の
「
質
保
証
」
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
ど
ん
な
ふ
う
に

考
え
ら
れ
て
き
て
、
今
ど
ん
な
課
題
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の

お
話
に
移
り
ま
す
。

　

日
本
の
教
員
養
成
教
育
が
開
放
制
の
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
そ
れ

ぞ
れ
に
単
位
認
定
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
免
許
状
の
認
定
が
出
さ
れ
て
き

て
い
る
。
そ
の
バ
ラ
バ
ラ
さ
加
減
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
政
策
的
な
動

き
は
、
こ
こ
十
年
以
上
具
体
的
に
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
・
学
部
の
あ
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
」
と

い
う
と
こ
ろ
が
十
二
年
ほ
ど
前
に
出
し
た
報
告
の
中
で
、「
教
員
養
成
に

お
け
る
体
系
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
教
員
養
成
に
携
わ
る
教
員
の
間
に

お
い
て
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
」
と
い
う

ふ
う
に
指
摘
さ
れ
、「
日
本
教
育
大
学
協
会
を
中
心
と
し
て
速
や
か
に
教

員
養
成
の
モ
デ
ル
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
、（
…
中
略
…
）
各
大
学

は
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
自
ら
の
学
部
に
お
け
る
特
色
あ
る
教
員

養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
提
案
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
「
あ
り
方
懇
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
懇
談
会
は
、
当
時
の

文
科
省
高
等
教
育
局
の
教
育
大
学
室
、
現
在
の
教
員
養
成
企
画
室
の
所
管

す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
国
立
の
教
員
養
成
系
大
学
の
あ
り
方
、
四
十

数
大
学
の
間
で
「
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
私
が
日
本
教
育
大
学
協
会
で
こ
の
「
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
」
を
作
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
、
途

中
か
ら
委
員
長
を
務
め
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
数
年
間
検
討
を
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
の
基
本
理
念
と

し
て
の
「〈
体
験
〉
―
〈
省
察
〉
の
往
還
」
と
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
〈
協

働
〉
の
提
案
、
要
す
る
に
、
研
究
と
実
践
の
往
還
と
い
う
こ
と
を
基
軸
に

し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た

だ
単
に
体
験
を
さ
せ
れ
ば
よ
い
、
実
習
を
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
そ
れ
と
こ
の
振
り
返
り
を
軸
に
し
な
が
ら
、
教
科
専
門
な
り
、

教
職
専
門
な
り
を
有
機
的
に
連
関
さ
せ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
り
ま
し
ょ

う
と
い
う
提
案
を
二
〇
〇
四
年
の
答
申
に
出
し
ま
し
た
。
こ
の
提
案
と
い

う
の
は
そ
の
後
、
教
員
養
成
系
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
り
に
は
相
当

に
影
響
を
与
え
た
、
或
い
は
既
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
後
押
し
し

た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

の
み
な
ら
ず
、
お
隣
の
中
華
人
民
共
和
国
の
教
育
部
で
、「
教
師
教
育

課
程
標
準
」
と
い
う
の
が
二
年
ほ
ど
前
に
出
さ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
に
際
し
て
も
参
考
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
「
岩
田

さ
ん
、
中
国
で
は
有
名
人
で
す
よ
」
み
た
い
に
言
わ
れ
る
時
も
あ
る
の
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
立
大
学
の
多
く
は
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も
、
教
員
養
成
系
以
外
の
一
般
大
学
学
部
へ
の
影
響
は
殆
ど
無
か
っ
た

の
で
す
。
つ
ま
り
、
課
程
認
定
を
受
け
て
い
る
大
学
は
六
百
か
ら
あ
る
の

を
、
統
一
的
に
束
ね
る
よ
う
な
モ
デ
ル
な
ん
て
日
本
で
は
全
く
非
現
実
的

な
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
作
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、

そ
の
後
、「
教
職
実
践
演
習
」
の
よ
う
な
形
で
出
口
管
理
を
す
る
よ
う
な

方
向
に
移
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
実
は
東
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
で
「
質
保
証
」
策
と
か
、
量
的
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
け
ど
も
、
実
は
台
湾
と
か
韓
国
で
は
、
結
構
全
国
規
模
の
試
験
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
台
湾
の
場
合
は
開
放
制
を
採
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
養
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
終
え
て
、
実
習
を
終
え
た
後
に
政
府
が
行
う
教
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師
資
格
試
験
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
パ
ス
し
な
い
と
ラ
イ
セ
ン
ス
が
取
れ
な

い
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
の
合
格
率
が
、
お
よ
そ
六
割

か
ら
七
割
な
の
で
す
。
日
本
で
い
う
医
師
国
家
試
験
み
た
い
な
も
の
を
政

府
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
韓
国
の
場
合
は
そ
う
い
う

の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
採
用
試
験
を
全
国
共
通
の
問
題
で
や
っ
て
、
道
単

位
で
採
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
統

一
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
特
に
香
港
な
ん
か
が
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
教
員
養

成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
総
定
員
を
政
府
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
つ
ま
り
、

小
学
校
教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
ト
ー
タ
ル
で
何
人
と
い
う
よ
う
に
政

府
が
決
め
る
。
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
競
争
入
札
で
、
う
ち
は
何
人

取
り
ま
す
と
い
う
ふ
う
に
や
る
と
い
う
。
こ
れ
は
部
分
的
に
は
中
国
メ
イ

ン
ラ
ン
ド
で
も
導
入
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
は
量
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
な
い
。
そ
れ
か
ら

ネ
イ
シ
ョ
ン
ワ
イ
ド
な
試
験
と
い
う
の
も
な
い
。
そ
れ
か
ら
教
員
養
成
機

関
に
対
す
る
定
期
的
な
評
価
の
仕
組
み
と
い
う
の
も
、
後
で
取
り
上
げ
ま

す
課
程
認
定
が
部
分
的
に
そ
の
仕
掛
け
を
担
っ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

十
分
で
は
な
い
。
こ
れ
が
一
番
徹
底
し
て
い
る
の
は
韓
国
で
、
こ
れ
は
全

て
の
教
員
養
成
機
関
に
定
期
的
に
千
点
満
点
の
評
価
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
で
、
免
許
種
別
ご
と
に
評
価
が
な
さ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
点
以

下
だ
と
予
算
上
増
し
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
、
そ
の
逆
に
何
点
以
下

だ
と
定
員
カ
ッ
ト
、
予
算
カ
ッ
ト
、
さ
ら
に
何
点
以
下
だ
と
閉
鎖
と
い
う

ふ
う
な
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
が
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
と
い
う
の
は
、
否
応
な
く
教
員
養
成
の

質
を
自
ら
高
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
具
体
的
に
い
う
と
、
一
般
大
学
の
教

職
課
程
に
入
っ
て
来
る
学
生
と
い
う
の
も
、
す
ご
く
優
秀
な
学
生
だ
け
絞

り
込
み
ま
す
。「
エ
ブ
リ
バ
デ
ィ
、
ウ
エ
ル
カ
ム
」
み
た
い
な
感
じ
に
し

な
い
で
す
、
日
本
み
た
い
に
ね
。
逆
に
言
う
と
、
そ
の
こ
と
が
優
秀
な
学

生
だ
け
を
、
要
す
る
に
「
Ｇ
Ｐ
Ａ
三
点
幾
つ
」
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

基
準
を
決
め
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
教
職
課
程
に
入
る
と
い
う
こ

と
自
体
が
優
秀
で
あ
る
こ
と
の
証
ら
し
い
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
実
習
に

行
っ
て
も
こ
の
人
は
す
ご
い
人
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
実
習
先
に
お
け

る
受
け
入
れ
ら
れ
方
か
ら
し
て
違
う
の
で
、
日
本
で
い
う
「
実
習
公
害
」

み
た
い
な
こ
と
も
起
こ
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
、
国
家
統
制
が
強
い
の
が
い
い
こ
と
な
の
か
、
悪
い
こ
と
な
の

か
と
い
う
の
は
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
は
そ

う
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
仕
組
み
と
い
う
の
が
、
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
行

わ
れ
て
い
な
い
。
唯
一
「
質
保
証
」
策
と
し
て
期
待
を
さ
れ
て
い
て
、
ま

た
実
際
に
運
用
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
、
課
程
認
定
な
の
で
す
ね
。

　

課
程
認
定
行
政
の
功
罪

　

こ
こ
ま
で
の
一
連
の
こ
と
で
、私
自
身
が
学
ん
だ
こ
と
を
整
理
す
る
と
、

ま
ず
開
放
制
が
多
様
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
の
で
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
モ
デ

ル
は
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
出
口
管
理
と
し
て
「
教
職
実
践
演
習
」
が

新
設
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
日
本
の
大
学
の
授
業
科
目
と
し
て
や
る

以
上
は
知
識
・
技
能
の
確
認
以
上
の
こ
と
は
し
に
く
い
。そ
う
し
た
中
で
、

ほ
ぼ
唯
一
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
ワ
イ
ド
な
管
理
策
と
し
て
課
程
認
定
行
政
と
い

う
の
が
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
実
態
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
課
程
認
定
行
政
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
私

自
身
は
、
船
寄
俊
雄
さ
ん
と
い
う
神
戸
大
学
の
先
生
で
す
け
れ
ど
も
、
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彼
が
主
宰
す
る
研
究
会
、
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
で
『
近
代
日
本
中
等
教

員
養
成
に
果
た
し
た
私
学
の
役
割
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』（
学
文
社
、

二
〇
〇
五
年
）と
い
う
の
を
本
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。こ
れ
は
何
を
や
っ

た
の
か
と
い
う
と
、戦
前
の
私
立
の
旧
制
専
門
学
校
、或
い
は
各
種
学
校
、

公
立
の
高
等
女
学
校
専
攻
科
な
ど
で
中
学
校
、
高
等
女
学
校
な
ど
の
教
員

免
許
の
無
試
験
検
定
の
許
可
学
校
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
調
べ
た
の
で

す
。
國
學
院
も
当
然
入
り
ま
す
。
国
語
で
言
う
と
國
學
院
で
す
と
か
、
二

松
学
舍
。
英
語
で
言
う
と
津
田
塾
。
理
科
で
言
う
と
東
京
物
理
学
校
の
東

京
理
大
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
老
舗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
専
門
学
校
っ

て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
こ
と
を
調
べ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
と
き
の
許
可
学
校
の
許
可
の
仕
組
み
と
い
う
の
を
国
立
公
文
書
館

な
ん
か
の
史
料
で
見
た
ら
、
今
の
課
程
認
定
の
仕
組
み
そ
っ
く
り
な
の
で

す
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
は
大
学
以
外
の
と
こ
ろ
が
許
可
を
得
る
た
め
の

手
続
き
だ
っ
た
の
で
、
要
す
る
に
蔵
書
が
何
冊
あ
る
か
と
か
、
ス
タ
ッ
フ

が
何
人
い
る
か
と
か
。
例
え
ば
英
語
で
申
請
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
ネ
イ

テ
ィ
ブ
が
何
人
い
る
か
、
英
語
の
本
が
何
冊
あ
る
か
、
と
か
い
う
よ
う
な

外
形
的
な
資
料
に
す
る
の
で
す
。
今
で
も
課
程
認
定
の
チ
ェ
ッ
ク
っ
て
そ

う
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
教
育
関
係
の
図
書
が
幾
つ
あ
る
か
と
い
う
の
を
調

べ
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
実
地
視
察
に
行
っ
て
予
算
削
減
で
教
育
雑

誌
の
新
し
い
も
の
を
買
っ
て
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
文
句
言
わ
れ

ま
す
よ
ね
。
ち
ゃ
ん
と
学
生
が
教
育
雑
誌
の
新
し
い
本
を
読
め
る
よ
う
に

し
な
さ
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
ね
。

　

た
だ
、
今
の
課
程
認
定
制
と
違
っ
た
の
は
、「
大
学
」
で
は
な
い
と
こ
ろ

を
相
手
に
し
て
い
た
の
で
、
卒
業
生
の
学
力
を
直
接
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
掛

け
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
課
程
認
定
制
度
の
中
で
は
な
く
な
っ
た
わ

け
で
す
ね
。
そ
の
後
高
等
教
育
が
日
本
で
は
ど
ん
ど
ん
大
衆
化
し
て
、
課

程
認
定
制
度
の
始
ま
っ
た
こ
ろ
に
は
百
八
十
ぐ
ら
い
の
大
学
し
か
な
か
っ

た
も
の
が
、
今
は
六
百
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
も
そ
う
だ
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
〇
五
年
に
小
学
校
教
員
養
成
の
抑
制
策
が
撤
廃

さ
れ
て
か
ら
、小
学
校
教
員
の
課
程
を
設
け
る
私
立
大
学
が
激
増
し
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
免
許
状
の
威
信
が
低
下
し
て
き
て
い
る
の

で
、「
質
保
証
」
を
要
請
さ
れ
る
と
。
そ
の
手
立
て
と
し
て
課
程
認
定
制

度
と
い
う
も
の
の
運
用
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
ふ
う
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
課
程
認
定
制
度
と
い
う
も
の
の
運
用
強
化
の
実
例
と
は
ど
う
い
う

も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
の
大
学
と
多
分
近
い
と
こ
ろ
で
例

を
持
っ
て
来
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
小
学
校
教
員
養
成
の
課
程
認
定
を
得
る
た
め
に
は
、
教
員
養

成
を
主
た
る
目
的
と
す
る
学
科
等
の
課
程
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
が
要
件

に
な
り
ま
す
。
こ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
学
科
等
の
課
程
と
い
う
の
は
、

今
の
基
準
と
い
う
か
、
運
用
の
基
準
は
独
自
に
定
員
を
割
り
振
っ
て
入
学

者
募
集
を
す
る
こ
と
と
い
う
の
が
要
件
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
、
実
は
課
程
認
定
が
始
ま
っ
た
と
き
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

典
型
的
な
例
を
二
つ
だ
け
出
し
ま
す
と
、
課
程
認
定
の
導
入
の
最
初
の

こ
ろ
か
ら
文
学
部
に
初
等
教
育
学
専
攻
を
置
い
て
い
た
聖
心
女
子
大
学
文

学
部
、
こ
れ
は
文
学
部
一
括
募
集
で
す
。
二
年
次
に
他
の
専
攻
と
同
じ
く

学
生
を
割
り
振
っ
て
二
年
次
か
ら
初
等
教
育
学
専
攻
に
行
っ
た
学
生
が
小

学
校
免
許
を
取
れ
る
と
い
う
ふ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
の
文
学
部
、
一
年
次
に
全
部
一
括
で

取
っ
て
、
二
年
次
に
専
攻
に
分
け
る
と
い
う
形
の
文
学
部
で
、
二
十
一
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
新
し
く
課
程
認
定
を
得
た
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
関
西
大

学
の
文
学
部
が
そ
う
な
の
で
す
。
こ
の
関
西
大
学
の
文
学
部
は
一
括
で
学

生
を
取
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
初
等
教
育
専
修
と
い
う
の
を
増
設
し
ま
し
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た
。
そ
の
増
設
し
た
と
き
に
入
学
者
募
集
に
際
し
て
は
文
学
部
の
他
専
攻

の
一
括
募
集
と
は
別
に
初
等
教
育
専
攻
独
自
の
入
試
を
や
っ
て
取
れ
と
い

う
ふ
う
な
指
導
を
受
け
て
、
何
か
文
科
省
と
の
や
り
と
り
の
中
で
三
十
人

だ
け
を
設
定
し
て
、
あ
と
の
二
十
人
は
一
括
募
集
の
中
か
ら
入
れ
る
と
い

う
よ
う
な
形
で
妥
協
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
運
用
が
強
化
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
新
し
く
小
学
校
教
員
養
成
を
始
め
た
と
こ
ろ
に
伺
い
ま
す

と
、大
体
き
ち
ん
と
ま
と
ま
っ
た
教
育
組
織
と
い
う
の
が
出
来
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、「
閉
じ
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
問
題
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
き
ち
ん
と
「
ま
と
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
凝
集

性
の
高
い
組
織
が
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
担
当
科
目
と
業
績
と
の
整
合
性
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
ま

す
。
但
し
、
こ
れ
は
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
基
本
的
に
お
役
人
で
す
か
ら
、

キ
ー
ワ
ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

す
。
で
す
か
ら
、
課
程
認
定
申
請
の
と
き
に
概
要
を
書
き
ま
す
よ
ね
。
そ

の
概
要
に
、
そ
の
科
目
に
相
当
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
第
二
欄
科
目
の
「
教

職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
」
だ
っ
た
ら
、
教
師
と
か
教
員
と
か
教
職
と

か
と
い
う
の
に
関
連
す
る
よ
う
な
業
績
が
あ
る
。
業
績
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー

と
か
、
レ
ベ
ル
は
問
わ
れ
な
い
の
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
逆
に
お
役
人
が

読
ん
で
レ
ベ
ル
を
判
断
し
て
、
駄
目
出
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ま

た
、も
っ
と
大
き
な
別
の
問
題
が
生
じ
る
と
思
い
ま
す
が
。ク
オ
リ
テ
ィ
ー

は
関
係
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
実
は
課
程
認
定
行
政
の
運
用
強
化
と
い
う

の
は
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
を
上
げ
る
仕
掛
け
で
は
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り

元
々
が
外
側
の
基
準
で
、
本
が
何
冊
あ
る
か
、
人
が
何
人
い
る
か
、
校
舎

が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
掛
け
で

最
低
限
を
保
つ
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
全
体
と
し
て

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と
い
う
ふ
う
な
仕
掛
け
に
は
な
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
実
務
家
教
員
の
問
題
に
も
な
る
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
す
ご
く
能
弁
な
教
育
実
践
家
が
、「
私
の
実
践
的

教
育
哲
学
」、「
私
の
実
践
的
教
師
論
」、「
私
の
実
践
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
論
」、

「
私
の
実
践
的
生
徒
指
導
」、
み
ん
な
自
費
出
版
で
出
し
て
い
る
け
れ
ど
、

「
著
書
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
教
職
科
目
で
も
た

い
て
い
の
科
目
は
通
り
ま
す
ね
。
設
置
認
可
の
方
は
ど
う
な
の
か
分
か
り

ま
せ
ん
。
こ
の
方
は
教
授
と
し
て
雇
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
の

は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
の
が
あ
れ
ば
課
程
認
定
上
は
オ
ー
ケ
ー
な
の
で
す
ね
。
で

す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
運
用
を
強
化
し
て
い
っ
て
も
質
的
な
向
上
に
繋
が
ら

な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
益
々
細
か
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
の
主

体
性
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
侵
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
弊
害
の
方
が

大
き
い
仕
組
み
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
見
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
弊
害
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
文
部
科
学
省
の
事
務
官
だ
っ
た
方

が
課
程
認
定
を
受
け
て
い
る
大
学
の
事
務
官
と
し
て
異
動
す
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
方
と
い
う
の
は
、
課
程
認
定
行
政

に
す
ご
く
通
じ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
こ
そ
先
生
方
の
業
績
を
見
た
だ
け

で
、
こ
の
人
は
こ
の
科
目
を
担
当
す
る
の
に
オ
ー
ケ
ー
か
、
担
当
で
き
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

実
は
、
教
員
の
側
に
そ
こ
ま
で
課
程
認
定
の
細
か
く
な
っ
た
運
用
の
実

態
に
通
じ
て
い
る
人
が
い
な
い
と
、
人
事
を
教
員
が
自
治
的
に
決
め
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
侵
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
や
は
り
大
学
の
自
治

だ
と
か
自
主
性
だ
と
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
か
な
り
食
い
破
っ
て
く
る
仕
掛
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け
と
し
て
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
弊
害
の
ほ
う
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ

う
に
見
て
い
ま
す
。

　

そ
の
点
で
、
課
程
認
定
委
員
会
を
し
ば
ら
く
仕
切
っ
て
い
た
横
須
賀
薫

さ
ん
と
い
う
方
が
、
私
の
大
先
輩
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
い
い

面
と
悪
い
面
と
両
方
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま

す
。
彼
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
教
員
養
成
の
「
領
域
論
」
を
主
張
し
ま

し
た
（
横
須
賀
薫
「
教
員
養
成
教
育
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
―
『
提
言
』

を
斬
る
―
」、『
教
師
養
成
教
育
の
探
究
』、
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）。
特

に
幼
稚
園
だ
と
か
、
小
学
校
だ
と
か
、
特
別
支
援
だ
と
か
の
と
こ
ろ
と
い

う
の
は
、
教
科
の
枠
を
超
え
た
教
育
組
織
が
必
要
だ
と
、
こ
れ
は
大
学
の

中
に
き
ち
ん
と
し
た
領
域
と
し
て
確
保
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
ず
っ
と

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
主
張
が
政
策
と
し
て
現
れ
た
の
が
、
先
ほ
ど
の
、

特
に
小
学
校
の
教
員
養
成
に
関
し
て
は
そ
れ
を
主
た
る
目
的
と
す
る
学
科

を
作
れ
と
い
う
も
の
で
す
。
或
い
は
、
こ
れ
が
今
、
中
学
校
、
高
等
学
校

の
教
員
養
成
の
課
程
認
定
に
際
し
て
も
、
学
科
等
の
設
置
目
的
と
免
許
状

と
の
相
当
関
係
と
い
う
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

言
っ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
「
一
大
学
人
」

と
し
て
言
う
の
と
、
国
家
権
力
に
よ
る
統
制
と
し
て
そ
れ
を
命
じ
る
の
と

で
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
大
分
違
っ
て
い
て
、
こ
の
あ
た
り
横
須
賀
さ
ん
は
自

覚
的
だ
っ
た
の
か
、
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
今
度
お
会
い
し
た
ら

聞
い
て
み
た
い
な
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
こ
と
で
、
や
っ
ぱ
り
政
策
的
に
「
質
保
証
」
を
直
接
や
っ
て

い
く
と
い
う
の
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ

と
引
用
に
制
限
が
掛
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
四
年
ほ
ど
前
に
文
部
科
学

省
の
教
職
員
課
が
教
員
の
資
質
能
力
追
跡
事
業
と
い
う
の
を
公
募
し
て
、

十
八
の
大
学
が
そ
れ
を
請
け
負
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
私
ど
も
の
大
学
も
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
、

二
〇
〇
九
年
と
い
う
の
は
政
権
が
移
る
年
、
規
制
改
革
の
議
論
と
い
う
も

の
が
盛
ん
で
し
た
。
文
部
科
学
省
は
、
教
職
課
程
を
得
て
い
る
こ
と
が
有

能
な
教
員
を
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
エ
ビ
デ
ン
ス
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
再
三
規
制
改
革
会
議

か
ら
攻
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
ま
だ
、
議
事
録
は
内
閣
府
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
読
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
日
頃
、
文
部
科
学
省
に
相
当
批
判
的
な
人
で
も
、
あ
あ
い
う

苛
め
ら
れ
方
を
見
る
と
文
部
科
学
省
の
肩
を
持
ち
た
く
な
る
と
い
う
ぐ
ら

い
、
ひ
ど
い
苛
め
ら
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。
エ
ビ
デ
ン
ス
は
あ
る
の
か
、

と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
、
数
字
で
出
せ
と
言
わ
れ
て
。
数
字
で
出
せ
と
言

わ
れ
て
、
数
字
で
出
し
て
く
れ
る
大
学
を
求
め
た
の
で
す
ね
。

　

私
ど
も
の
大
学
を
含
む
十
八
校
が
受
け
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
は
っ
き

り
言
っ
て
文
科
省
の
都
合
の
い
い
デ
ー
タ
が
出
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
結

果
に
つ
い
て
の
引
用
と
か
複
製
と
か
に
関
し
て
は
、
文
部
科
学
省
の
許
諾

手
続
き
が
必
要
で
す
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
具
体
的
に
は
言

え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
学
業
成
績
と
教
師
と
し
て
の
働
き
と
に
は
、
あ
ん

ま
り
相
関
関
係
が
出
な
か
っ
た
の
で
す
。
対
し
て
、
サ
ー
ク
ル
活
動
だ
と

か
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
と
か
に
自
発
的
に
取
り
組
ん
だ
経
験
を
持
っ
て
い

る
学
生
と
い
う
の
は
、
た
だ
有
為
に
教
師
と
し
て
の
働
き
に
、
い
い
影
響

が
出
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
結
果
が
出
た
と
い
う
こ
と
を
す
ぐ
政
策
に
直

接
活
か
そ
う
と
す
る
と
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
義
務
化
」
と
か
と
い
う
こ

と
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
。
し
か
し
、
義
務
化
し
た
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
政
策
が
直
接
や
る
と
い
う
こ

と
に
は
限
界
が
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
政
策
的
に
採
る
べ
き
と
こ
ろ
と
い
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う
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
直
接
義
務
付
け
る
と
か
、
採
用
に
当
た
っ
て

優
位
な
要
素
と
し
て
使
う
と
か
と
い
う
ふ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
各
大
学
で
教
職
課
程
を
取
っ
て
い
る
学
生
た
ち
が
自
主
的
、
自
発
的

に
学
ぶ
機
会
を
確
保
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
要
だ
ろ
う
と
い
う
ふ

う
に
思
う
。
だ
か
ら
、
政
策
誘
導
に
よ
る
「
質
保
証
」
策
に
は
限
界
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
「
ラ
イ
セ
ン
ス
の
商
品
化
」
か
「
人
材
養
成
・
社
会
貢
献
」
か

　

そ
ろ
そ
ろ
時
間
と
し
て
は
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
最
後
に
私

立
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
今
後
の
課
題
を
お

話
し
し
て
締
め
く
く
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
立
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
と
い
う

の
は
、
お
よ
そ
一
世
紀
以
上
の
伝
統
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
学
に

よ
っ
て
は
、
教
職
の
免
許
が
取
れ
る
と
い
う
こ
と
は
学
生
確
保
の
手
立
て

と
し
て
相
当
に
有
効
で
あ
り
ま
す
。
意
地
悪
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ

は
「
ラ
イ
セ
ン
ス
の
商
品
化
」
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
お
金
を
も
ら
っ

て
単
位
を
売
る
、
そ
の
単
位
の
積
み
重
ね
で
免
許
が
出
る
、
資
格
の
取
得

が
出
来
ま
す
と
い
う
こ
と
で
、
学
生
が
い
っ
ぱ
い
来
る
。

　

で
す
か
ら
、
か
な
り
老
舗
の
大
学
で
も
、
例
え
ば
戦
前
の
早
稲
田
大
学

は
、
学
部
と
は
別
に
高
等
師
範
部
と
い
う
の
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
が

現
在
の
教
育
学
部
。
日
大
も
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
現
在
の
文
理
学
部
。
と

い
う
ふ
う
に
大
学
と
別
に
中
等
学
校
教
員
の
養
成
の
た
め
の
専
門
部
を
設

け
て
い
た
の
で
す
。

　

あ
る
意
味
で
大
衆
的
な
教
育
機
関
、
高
等
教
育
機
関
を
設
け
て
、
そ
こ

で
た
く
さ
ん
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
教
員
資
格
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
は
学
生
確
保
の
手
立
て
に
も
な
っ
た
し
、

政
府
の
側
か
ら
見
れ
ば
、高
等
師
範
学
校
だ
け
で
足
り
な
い
教
員
養
成
を
、

や
は
り
私
学
の
優
れ
た
部
分
に
も
担
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
の
補
完
策

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
戦
後
の
開
放
制
の
原
則
の
下
で
小
学
校
の
教
員
養
成
に
も
広

が
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
私
立
大
学
を
見
て
い
て
思
う
の
は
、
や
っ
ぱ

り
ま
と
ま
り
の
よ
さ
と
自
由
さ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
私
ど
も
の
よ
う
な
養
成
系
大
学
で

す
と
、
当
然
教
育
委
員
会
と
の
関
係
が
重
要
で
す
。
や
っ
ぱ
り
そ
の
位
置

す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
の
関
係
と
い
う
の
は
か
な
り
組
織
的
に

重
要
で
す
。
中
田
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ

に
く
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
都
教
委
か
ら
こ
の
人
と
言
わ
れ
る

と
大
学
は
ノ
ー
と
言
い
に
く
い
の
で
す
。
そ
れ
に
類
す
る
こ
と
と
い
う
の

は
、
い
ろ
ん
な
養
成
系
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
組
織
的
な
し
が

ら
み
か
ら
自
由
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
私
立
大
学
で
教
員
養
成
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
中
に

は
、そ
う
い
う
し
が
ら
み
か
ら
自
由
で
、自
分
た
ち
の
建
学
の
理
念
に
合
っ

て
い
る
、
ふ
さ
わ
し
い
実
践
キ
ャ
リ
ア
を
持
っ
て
い
る
人
と
い
う
の
を
一

本
釣
り
で
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
。
こ
れ
が
出
来
る
の
は
い
い
な
あ
と
い
う
ふ

う
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
一
本
釣
り
で
リ
ク

ル
ー
ト
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
ま
か
り
間
違
え
ば
、
ワ
ン
マ
ン
経
営
者
が

自
分
の
知
り
合
い
を
強
引
に
ね
じ
込
む
と
い
う
の
と
手
続
き
的
に
は
同
じ

な
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
大
学
の
良
識
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
と

こ
ろ
で
、課
程
認
定
行
政
で
い
く
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
、こ
れ
は
実
践
キ
ャ

リ
ア
が
あ
る
人
と
し
か
見
な
い
で
す
か
ら
、
同
じ
な
の
で
す
よ
。
そ
こ
の

と
こ
ろ
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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表
４
に
小
学
校
の
課
程
認
定
を

受
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
増
加
を
出

し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
や
は

り
規
制
緩
和
策
で
、
こ
ち
ら
も
含

め
て
こ
こ
数
年
で
倍
に
増
え
て
い

ま
す
。
一
方
で
私
ど
も
の
よ
う
な

教
員
養
成
系
大
学
、
国
立
で
、
税

金
で
運
営
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

関
し
て
は
、
国
費
を
投
入
す
る
こ

と
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
私
、
先
ほ
ど
も
少
し
言

い
ま
し
た
が
、
規
制
改
革
会
議
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
一
度
呼
ば
れ
ま
し

た
。
日
付
を
覚
え
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
九
月
九
日
な
の
で
す
。

娘
の
誕
生
日
な
の
で
ケ
ー
キ
買
っ

て
帰
っ
た
の
で
覚
え
て
い
る
の
で

す
け
ど
。そ
の
時
、選
挙
が
終
わ
っ

て
民
主
党
が
勝
っ
て
、
ま
だ
鳩
山

内
閣
が
組
閣
さ
れ
る
前
で
す
。
だ

か
ら
規
制
改
革
会
議
は
ま
だ
生
き

て
い
た
の
で
す
。
や
る
気
な
さ
そ

う
で
し
た
、
も
う
。
永
田
町
ま
で

行
っ
て
、
言
わ
れ
た
の
は
、
私
立

が
こ
れ
だ
け
教
員
養
成
や
っ
て
い

る
の
に
国
費
を
投
入
し
て
や
る
こ
と
の
説
明
責
任
は
ど
う
つ
け
る
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
東
京
学
芸
大
は
と
っ
ち
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が

規
制
緩
和
の
中
で
行
わ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

実
は
、
私
立
大
学
の
教
職
課
程
の
問
題
性
、
小
学
校
教
諭
の
問
題
性
に

つ
い
て
は
私
、こ
の
抑
制
策
撤
廃
の
前
か
ら
少
し
注
目
を
し
て
い
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
日
本
物
理
学
会
と
い
う
と
こ
ろ
が
「
理
科
離
れ
」
の
問
題
で
か

な
り
教
員
養
成
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
学
会
誌
に
寄
稿
し

た
の
で
す
け
れ
ど
も
（「
小
学
校
教
員
養
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
「
理
科
離

れ
」」『
大
学
の
物
理
教
育
』
一
〇
―
二
）。
こ
れ
は
二
〇
〇
四
年
の
論
文
な

の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
時
点
で
私
立
大
学
に
よ
る
小
学
校
教
諭
一

種
免
許
状
の
課
程
の
多
く
が
、
女
子
大
の
文
学
部
教
育
学
科
だ
っ
た
り
、

家
政
学
部
児
童
学
科
だ
っ
た
り
と
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
偏
っ
て
い
ま
し
た
。

　

圧
倒
的
に
文
系
学
部
が
多
か
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る

か
と
い
う
と
、
小
学
校
の
教
員
に
な
る
人
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
だ
け
は
履
修

だ
と
か
、
あ
る
い
は
ス
タ
ッ
フ
の
人
事
だ
と
か
み
ん
な
文
学
部
教
授
会
で

決
ま
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
入
試
も
私
大
文
系
型
な
の
で
す
。
そ
う

い
う
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く

と
、
小
学
校
の
先
生
っ
て
理
科
離
れ
起
こ
し
ま
す
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ

と
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
指
摘
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

最
近
は
、
こ
れ
に
加
え
て
体
育
系
で
す
と
か
、
い
ろ
ん
な
大
学
が
小
学

校
の
教
員
養
成
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
の
評

価
と
い
う
の
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
卒
業
生
が
た
く
さ
ん
出
て
い
く
、
こ
れ

か
ら
の
時
期
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

幾
つ
か
そ
う
い
う
新
規
参
入
の
私
立
大
学
、
こ
こ
も
含
め
て
見
さ
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
思
う
こ
と
と
い
う
の
は
、先
ほ
ど
関
西
大
学
の
よ
う
に
、

老
舗
の
し
っ
か
り
し
た
高
等
教
育
機
関
に
、
新
た
に
そ
う
い
う
教
育
組
織

表４　小学校教諭一種免許状の課程認定を有する大学数の変遷（1955年～2007年）

年度
1955
課程認定
制度

1960 1970 1980 1990 2000
新法適用 2005 2007

国立 養成系 46 46 46 46 46 46 46 46
一般大学 2 2 2 2 3 3 7 7
公立 0 1 3 3 3 3 2 2
私立 4 6 27 34 39 39 49 96

一般大学計 6 9 32 39 44 45 58 105
計 52 55 78 52 93 93 102 149

出典：岩田康之・別惣淳二・梅澤　実・諏訪英広・米沢　崇「小学校教員養成のカリキュラム評価に関する考察―学部生と教員初任者の
意識調査を中心に―」、『東京学芸大学紀要　総合教育科学系Ⅱ』第61集、2010年、199頁より引用。
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を
設
け
る
と
い
う
場
合
と
、
元
々
保
育
士
養
成
の
専
門
学
校
だ
っ
た
り
と

か
、或
い
は
福
祉
の
関
係
の
専
門
学
校
だ
っ
た
り
と
か
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

大
分
色
合
い
が
違
う
な
と
思
う
の
で
す
。

　

実
は
後
者
の
方
が
課
程
認
定
行
政
へ
の
適
応
は
ス
ム
ー
ズ
で
す
。
実
は

厚
生
労
働
省
関
係
の
諸
資
格
の
課
程
の
審
査
と
い
う
の
は
文
部
科
学
省
の

課
程
認
定
行
政
の
厳
し
さ
の
比
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

が
新
た
に
小
学
校
教
員
養
成
に
参
画
す
る
と
き
に
は
課
程
認
定
へ
の
対
応

な
ん
て
い
う
の
は
す
ご
く
簡
単
な
こ
と
な
の
で
す
ね
。
但
し
、
逆
に
そ
れ

ら
は
大
学
ら
し
い
組
織
と
し
て
の
体
を
な
し
て
い
な
い
場
合
が
多
く
て
、

そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
と
こ
ろ
だ
け
が
、
課
程
認
定
を
パ
ス
し
て
い
る
か
ら

い
い
教
員
養
成
機
関
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
見
な
さ
れ
る
傾
向
に
な
り
か
ね

な
い
の
は
、
多
少
問
題
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
日
本
型
ア
ク
レ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
」
に
向
け
て

　

そ
れ
で
、
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
日
本
型
ア

ク
レ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
の
を
考
え
始
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
特
別
経
費
を
い
た
だ
い
て
「
教
員
養
成
評

価
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
の
を
立
ち
上
げ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

「
ア
ク
レ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
の
は
「
相
互
評
価
に
よ
る
認
証
」

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
権
力
的
に
上
か
ら
、
こ
こ
は
い

い
、こ
れ
は
駄
目
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、お
互
い
に
横
の
目
線
で
ピ
ア
・

レ
ビ
ュ
ー
を
基
本
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
を
お
互
い
に
学

び
合
う
。
そ
の
中
で
全
体
的
な
水
準
向
上
を
果
た
し
て
い
け
る
よ
う
な
共

同
体
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
。
課
程
認
定
を
受
け
て

い
る
国
公
私
立
の
教
員
養
成
機
関
の
全
て
を
括
る
よ
う
な
基
準
と
そ
れ
を

基
に
し
た
試
行
評
価
と
い
う
も
の
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

色
々
誤
解
も
あ
り
、
ま
た
批
判
も
あ
る
中
で
や
っ
て
き
て
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
単
純
に
「
構
成
員
の
合
意
に
基
づ
く
主
体
的
な
教
員
養
成
教
育
の

取
り
組
み
」
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
真
ん
中
に
置
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
課
程
認
定
行
政
の
批
判

を
色
々
こ
こ
の
お
話
の
中
で
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
課
程
認

定
の
実
地
査
定
で
注
意
を
受
け
る
、
そ
れ
で
こ
う
い
う
科
目
の
担
当
者
を

補
強
し
な
さ
い
、
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
新
た
に
人
を
雇
う
。
急

い
で
や
る
と
、か
な
り
人
事
の
手
続
き
を
強
引
に
や
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。

課
程
認
定
行
政
的
に
は
そ
れ
で
問
題
は
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
中

長
期
的
に
は
そ
の
人
事
の
ゴ
タ
ゴ
タ
で
生
じ
た
し
こ
り
と
い
う
の
は
、
そ

の
大
学
の
運
営
に
後
々
ま
で
響
き
ま
す
よ
ね
。
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
大
事
で

は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
見
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
「
構
成
員
の
合
意

に
基
づ
く
主
体
的
な
教
員
養
成
の
取
り
組
み
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

縦
軸
と
な
る
の
が
、
人
材
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
か
ら
キ
ャ
リ
ア
サ

ポ
ー
ト
と
い
う
こ
と
で
、
学
生
の
取
り
込
み
か
ら
送
り
出
し
の
と
こ
ろ
で

す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
資
格
を
与
え
る
と
い
う
ふ
う

な
姿
勢
で
は
な
く
て
、
大
学
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
、
相
応
し
い
人
材
を

教
職
課
程
に
取
り
込
む
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
出
来
て
い
る
か
ど
う
か
。

そ
れ
を
、
責
任
を
持
っ
て
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
し

て
、横
軸
と
し
て
は
、そ
の
教
員
養
成
機
関
が
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
か
。

　

要
す
る
に
大
学
教
育
の
一
環
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
学
で
あ
る
か
ど

う
か
、
と
い
う
こ
と
と
、
や
っ
ぱ
り
教
員
養
成
を
提
供
す
る
機
関
と
し
て

子
ど
も
の
教
育
課
題
と
か
同
時
代
的
な
学
校
教
育
の
課
題
と
い
う
こ
と
を

ち
ゃ
ん
と
踏
ま
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
み
た
い
な
こ
と
を
評
価
基
準
に
し

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
五
つ
の
基
準
領
域
と
そ
の
下
に
基
準
を
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十
三
、観
点
を
四
十
ぐ
ら
い
設
け
て
、

今
幾
つ
か
の
試
行
評
価
を
や
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
研
究
会
を
来

週
の
日
曜
日
ぐ
ら
い
に
東
京
で
予
定

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
多
く
の
教
員

養
成
を
行
っ
て
い
る
大
学
の
方
々
の

御
参
加
を
期
待
し
よ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
あ
る
程
度
力
を
持
て

ば
、
課
程
認
定
に
パ
ス
す
れ
ば
オ
ッ

ケ
ー
、
み
た
い
な
考
え
方
か
ら
日
本

の
教
員
養
成
は
脱
し
て
、
本
当
の
意

味
で
の
「
質
保
証
」
が
出
来
る
と
い

い
な
と
い
う
ふ
う
に
希
望
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

　

以
上
、
端
折
っ
た
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
私
の
話
題
提
供
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

田
沼　

ど
う
も
岩
田
先
生
、
大
変
深
い
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
で
お
話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
時
間
も
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
方
か
ら
一

つ
だ
け
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
い
で
し
ょ
う
か
。

　

先
生
の
今
日
お
配
り
い
た
だ
い
た
資
料
の
中
で
、
表
４
で
す
ね
。
私
学

の
教
員
養
成
系
の
学
部
・
学
科
の
増
加
数
、
大
変
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で

す
が
、
や
は
り
「
質
保
証
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
側
面
か
ら
捉
え
ま
す
と
、

や
っ
ぱ
り
学
部
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
だ
け
で
は
な
く
て
、
教
職
課

程
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
ポ
リ
シ
ー
と
い
う
も
の
が
あ
る
程
度
な
い
と
、「
ラ

イ
セ
ン
ス
の
商
品
化
」
と
い
う
の
は
結
構
こ
れ
か
ら
進
ん
で
き
て
、
逆
に

教
員
養
成
の
開
放
制
と
い
う
も
の
に
影
響
を
与
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

な
と
、
そ
ん
な
気
が
す
る
の
で
す
が
、
先
生
、
そ
の
あ
た
り
ど
ん
な
ふ
う

に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

岩
田　

今
こ
れ
は
課
程
認
定
の
基
準
を
ク
リ
ア
す
れ
ば
ど
う
い
う
大
学
で

も
新
規
参
入
が
可
能
で
す
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
開
放
制
の
趣
旨
か
ら
い

う
と
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。

　

た
だ
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
大
学
を
経
営
す
る
側
の
姿
勢
と
い
い

ま
す
か
、
大
学
人
た
ち
の
意
識
と
い
う
か
、
基
本
的
な
ポ
リ
シ
ー
の
問
題

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
な
る
べ
く
安
い
コ
ス
ト
で
ラ
イ
セ
ン
ス
を
出
そ

う
と
い
う
ふ
う
に
商
品
化
と
し
て
考
え
る
の
か
、
或
い
は
そ
の
大
学
で
養

成
す
る
人
材
の
中
に
や
っ
ぱ
り
学
校
の
教
師
と
い
う
の
を
主
要
な
進
路
の

一
つ
と
し
て
き
ち
ん
と
位
置
付
け
て
、
本
学
は
こ
う
い
う
人
材
を
養
成
す

る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
ち
ゃ
ん
と
位
置
付
け
て
取
り
組
ん
で
い
く
の

か
、
と
い
う
姿
勢
が
多
分
問
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。

　

変
な
話
、
こ
れ
は
例
え
は
悪
い
で
す
け
れ
ど
も
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ

て
、食
事
が
お
い
し
い
、ま
ず
い
と
か
と
い
う
の
は
当
然
あ
り
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
以
上
に
経
営
者
の
姿
勢
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込

ん
で
あ
そ
こ
は
い
い
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
う
か
言
わ
な
い

か
、
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
多
分
制
度
的
に
は
オ
ッ
ケ
ー
か
、

そ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
と
同
じ
く
ら
い
に
、
信
頼
出
来
る
か
ど
う

か
と
い
う
と
こ
ろ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
が
考
え
て
い
る
の
は
、

信
頼
で
き
る
真
っ
当
な
志
あ
る
教
員
養
成
機
関
と
い
う
の
を
相
互
認
証
す

る
よ
う
な
仕
掛
け
と
い
う
の
が
で
き
な
い
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。

田
沼　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


