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一　

は
じ
め
に

　

世
界
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、日
本
で
も
国
際
化
、

多
文
化
化
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
学
校
教
育
の
現
場
で
は
、
様
々
な

文
化
的
、
言
語
的
背
景
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
の
存
在
を
多
数
目
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
部
科
学
省
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
﹁
日

本
語
指
導
が
必
要
な
外
国
人
児
童
生
徒
の
受
入
れ
状
況
等
に
関
す

る
調
査︶

1
︵

﹂ 

に
よ
れ
ば
、二
〇
〇
八
年
九
月
現
在
、日
本
の
公
立
小
・

中
・
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
お
よ
び
盲
・
聾
・
養
護
学
校
に

在
籍
す
る
日
本
語
指
導
が
必
要
な
外
国
人
児
童
生
徒
数
は
二
万
八

五
七
五
人
︵
二
〇
〇
七
年
度
は
二
万
五
四
一
一
人
、
前
年
比
一
二
・

五
％
増
︶
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
の
調
査
開
始
以
来
、
最
多
の
数

に
の
ぼ
る
。

　

国
際
化
、
多
文
化
化
の
流
れ
に
伴
い
、
日
本
国
内
で
も
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
へ
の
日
本
語
・
教
科
支
援
に
関
し
て
様
々
な
議
論
や
実
践
が
行
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
移
民
先
進
国
に
お
け
る
調
査
研
究
で
彼
ら
の
学
力
を
高
め
る
の
に
必
要
と
い
わ
れ
て
い
る
母
語
保
持
伸
長
を
目
指
し
た
取
り
組
み
は
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
、
日
本
国
内
で
彼
ら
の
言
語
力
の
実
態
を
つ
か
む
調
査
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
よ
り
有
益
な

教
育
・
支
援
の
追
求
の
た
め
、
母
語
と
日
本
語
の
二
言
語
の
力
を
捉
え
る
基
礎
的
研
究
が
今
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

要　
　

約

論
文

多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
の
母
語
保
持
伸
長
と
日
本
語
習
得（
上
）

─
そ
の
現
状
と
課
題

櫻
井
千
穂
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こ
の
よ
う
な
現
状
の
な
か
、
学
校
教
育
の
現
場
の
み
な
ら
ず
、

大
学
な
ど
の
研
究
機
関
や
国
、地
方
自
治
体
と
い
っ
た
行
政
機
関
、

地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
、
多
言
語
環
境
に
育
つ

子
ど
も
た
ち
の
教
育
や
支
援
に
関
わ
る
組
織
や
人
々
の
間
で
、

日
々
、
様
々
な
議
論
や
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
は
い
る
が
、
い
ま
だ
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
移
民
先
進
国
と
呼
ば
れ
る
国
々
に
お
け
る
多
言
語

環
境
に
育
つ
子
ど
も
の
言
語
能
力
に
関
す
る
研
究
成
果
と
理
論
的

背
景
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
内
で
の
こ
れ
ら
の
子
ど
も

た
ち
へ
の
言
語
教
育
の
変
遷
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
へ

の
言
語
教
育
の
現
状
の
課
題
と
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を

試
み
る
。

　

そ
し
て
、
本
稿
に
続
く
﹁
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
の

母
語
保
持
伸
長
と
日
本
語
習
得
︵
下
︶﹂
で
取
り
上
げ
る
日
本
国

内
に
お
け
る
言
語
能
力
調
査
が
今
、
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
と
考
え
る
。

二 

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
学
に
お
け
る
理
論
的
枠
組
み

１　

多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
の
言
語
能
力
と
学
力
問
題

　

学
校
教
育
現
場
に
お
い
て
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
言
語
教
育
を
論
じ
る
と
き
、よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、

﹁
日
常
会
話
を
流
暢
に
こ
な
す
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、
学
習
場

面
で
必
要
と
な
る
こ
と
ば
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
﹂
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
来
日
後
数
年
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
日
常
会
話
の
中
に

も
非
母
語
話
者
の
発
話
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、

ま
だ
、
そ
の
直
面
し
て
い
る
課
題
に
周
囲
が
気
づ
き
や
す
い
。
し

か
し
、
日
本
生
ま
れ
や
幼
児
期
に
来
日
し
た
子
ど
も
た
ち
の
中
に

も
、
会
話
の
流
暢
度
は
日
本
語
母
語
話
者
の
子
ど
も
と
比
べ
て
も

遜
色
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
室
で
の
教
科
学
習
に
つ
い
て
い

け
な
い
子
ど
も
が
多
く
存
在
す
る
。
彼
ら
が
抱
え
る
言
語
上
の
問

題
は
表
面
的
に
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
、
個
々
に
起
因
す
る
学
力

の
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
移
民
を
受

け
入
れ
て
い
る
多
く
の
国
々
が
直
面
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
進
め
て
い
る﹁
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
﹂︵
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
︶

の
二
〇
〇
三
年
調
査
の
う
ち
、
移
民
の
子
ど
も
の
社
会
的
背
景
や

学
校
で
の
使
用
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
研
究
に
お
い
て

も
興
味
深
い
結
果
が
出
て
い
る( O

ECD
,2007)

。
こ
の
調
査
に
参

加
し
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ド
イ
ツ
、

ロ
シ
ア
な
ど
一
七
カ
国
に
お
い
て
、
母
語
話
者
の
子
ど
も
と
移
民

の
子
ど
も
と
の
学
力
の
比
較
が
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
読
解
力
の
結

果
を
み
る
と
、
移
民
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
言
語
教
育
に
古
く
か
ら
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力
を
入
れ
て
い
る
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
香
港
、

マ
カ
オ
を
除
く
国
々
で
は
、
移
民
の
子
ど
も
の
得
点
が
、
母
語
話

者
の
子
ど
も
と
比
較
し
て
有
意
に
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。し
か
も
、

学
齢
期
途
中
で
移
り
住
ん
だ
一
世
の
子
ど
も
の
み
な
ら
ず
、
現
地

生
ま
れ
の
、
初
等
教
育
の
初
め
か
ら
そ
の
国
の
教
育
を
そ
の
国
の

言
語
で
受
け
て
い
る
二
世
の
子
ど
も
の
読
解
力
得
点
ま
で
も
が
有

意
に
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。

２　

 

し
き
い
理
論
︵Thresholds Theory

︶
と 

 

言
語
能
力
の
三
つ
の
側
面

　

で
は
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
こ
と
、
ま
た
は
子
ど
も
た
ち
が
バ

イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
こ
と
自
体
が
学
力
低
下
の
要
因
で
あ
る
と
し

て
し
ま
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
、
バ

イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
学
に
お
け
る
様
々
な
研
究
に
よ
っ
て
す
で
に
否

定
的
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

認
知
力
の
発
達
と
言
語
能
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
た
の

はCum
m
ins(

1978)

の
し
き
い
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
ど

も
の
言
語
能
力
の
発
達
に
二
つ
の
し
き
い
が
存
在
し
、
そ
の
し
き

い
を
超
え
ら
れ
る
か
超
え
ら
れ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
認
知
力
の
発

達
に
プ
ラ
ス
に
も
マ
イ
ナ
ス
に
も
影
響
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
両
言
語
の
レ
ベ
ル
が
上
の
し
き
い
を

超
え
、
二
言
語
に
お
い
て
年
齢
相
応
の
能
力
を
獲
得
し
て
い
る
場

合
、
一
言
語
の
環
境
に
育
つ
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
の
子
ど
も
よ
り
も
認

知
的
に
優
位
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
、
両
言
語
に
お

い
て
下
の
し
き
い
を
超
え
ら
れ
な
い
場
合
は
、
認
知
力
の
発
達
に

マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
方
の
言
語
の

み
年
齢
相
応
の
能
力
を
獲
得
し
て
い
る
場
合
は
、
認
知
面
へ
の
影

響
は
プ
ラ
ス
で
も
マ
イ
ナ
ス
で
も
な
い
と
さ
れ
る
。

　

ベ
ー
カ
ー(

一
九
九
六)

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
の

し
き
い
理
論
の
問
題
点
は
、し
き
い
が
ど
の
よ
う
な
言
語
能
力
の

獲
得
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
が
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
点

で
あ
る
。た
だ
、し
き
い
を
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
も

の
の
、Cum

m
ins(2003)

で
は
、多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
の

言
語
能
力
を
そ
の
質
的
側
面
、習
得
期
間
、習
得
方
法
に
よ
っ
て
三

つ
に
分
類
し
て
い
る
。こ
の
三
つ
の
側
面
を
別
々
に
捉
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、教
育
現
場
で
一
括
で
扱
わ
れ
が
ち
な
言
語
習
得
上
の

課
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
ご
と
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
① Conversational Fluency

︵
以
下
Ｃ
Ｆ
︶、
② 

D
iscrete Language Skills

︵
以
下
Ｄ
Ｌ
Ｓ
︶、
③ A

cadem
ic 

Language Proficiency

︵
以
下
Ａ
Ｌ
Ｐ
︶
と
呼
ば
れ
る
言
語
能

力
の
側
面
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
と
は
よ
く
慣
れ
て
い
る
場
面
で
相
手
と

対
面
し
て
会
話
を
す
る
流
暢
度
を
表
し
、
高
頻
度
の
語
彙
や
簡
単

な
文
法
構
造
が
使
用
さ
れ
る
。
非
母
語
話
者
の
子
ど
も
が
学
年
相

当
の
力
の
獲
得
に
普
通
一
～
二
年
が
必
要
と
さ
れ
る
力
で
あ
り
、
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従
来
カ
ミ
ン
ズ
が
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ｓ( Basic Interpersonal Com

m
uni-

cative Skills)

と
呼
ん
で
い
た
言
語
能
力
で
あ
る
。
Ｄ
Ｌ
Ｓ
と
は
、

音
韻
に
対
す
る
意
識
や
、
音
と
文
字
と
の
関
係
を
読
み
取
る
力
な

ど
の
こ
と
で
、
こ
ち
ら
も
就
学
後
二
年
ぐ
ら
い
で
身
に
つ
く
と
い

わ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｌ
Ｐ
と
は
従
来
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｐ( Cognitive A

ca-
dem
ic Language Proficiency)

と
呼
ば
れ
て
い
た
言
語
能
力
を

指
し
、
学
年
相
当
レ
ベ
ル
に
達
す
る
の
に
少
な
く
と
も
五
年
以
上

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
教
科
学
習
の
場
面
で
使
用
さ
れ
る
、
日
常

会
話
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ
と
の
な
い
低
頻
度
の
語
彙
、
複
雑
な

構
文
、
抽
象
的
な
表
現
な
ど
が
含
ま
れ
、
言
語
的
に
も
概
念
的
に

も
高
度
な
文
章
を
理
解
し
、
使
用
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

　

Ｄ
Ｌ
Ｓ
も
Ａ
Ｌ
Ｐ
も
生
活
の
中
で
自
然
に
習
得
さ
れ
て
い
く
言

語
能
力
で
は
な
く
、
原
則
的
に
学
校
に
お
け
る
学
習
場
面
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
方
法
で
習
得
さ
れ
て
い
く
能
力
で
あ
る
。

特
に
Ａ
Ｌ
Ｐ
の
習
得
は
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
難

し
く
な
る
概
念
の
習
得
と
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
母
語
話
者
に
追
い
つ
く
こ
と
を
目
標
と
し
た
場
合
に
長
い
期

間
を
要
す
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

３　

二
言
語
相
互
依
存
仮
説

　

で
は
、
こ
の
Ａ
Ｌ
Ｐ
の
習
得
を
考
え
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
方

法
が
効
果
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
学
に
お
い

て
、
そ
の
鍵
と
な
る
重
要
な
仮
説
はCum

m
ins(

1981)

の

Linguistic Interdependence H
ypothesis(

二
言
語
相
互
依
存

仮
説)

で
あ
ろ
う
。
そ
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

言
語
︵
Lx
︶
に
よ
る
教
育
に
よ
っ
て
Ｌ
ｘ
の
言
語
能
力
が
促

進
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
言
語
能
力
は
、
言
語(

Ly)

に
対
す
る
適

度
の
接
触
の
機
会
と
Ｌ
ｙ
の
学
習
に
対
す
る
動
機
付
け
が
あ
れ

ば
、
言
語(

Ly) 

に
転
移( transfer)

す
る
で
あ
ろ
う
。

( Cum
m
ins 1981 p.29)

　

カ
ミ
ン
ズ(

二
〇
〇
六
中
島
・
湯
川
訳)

に
よ
れ
ば
、
①
概
念
的

要
素
︵
例
え
ば
、
光
合
成
と
い
う
概
念
の
理
解
︶、
②
メ
タ
概
念
ス

ト
ラ
テ
ジ
ー
、
メ
タ
言
語
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー︵
例
え
ば
、
視
覚
化
、︵
概

念
の
︶
図
式
化 

、
記
憶
術
、
語
彙
習
得
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
な
ど
︶、
③
言

語
使
用
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
要
素
︵
第
二
言
語

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ろ
う
と
す
る
意
欲
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
助
け
る
た
め
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
や
顔
の
表
情
な
ど
を
使
い
こ
な

す
力
︶、
④
特
定
の
言
語
的
要
素
︵
例
え
ば
﹁
光
合
成
﹂
と
い
う
熟

語
に
お
け
る
﹁
光
﹂
の
意
味
︶、
⑤
音
韻
意
識(

単
語
が
異
な
っ
た
音

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
知
識)

の
五
つ
の
側
面
で
転
移
が
起

こ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
島(

二
〇
〇
五
b)

で
は
、
こ

の
二
言
語
相
互
依
存
仮
説
の
示
す
転
移
と
は
、
観
察
可
能
な
表
層

面
の
言
語
上
の
転
移(L inguistic T

ransfer)

の
み
を
取
り
上
げ

る
第
二
言
語
習
得
研
究
の
概
念
と
は
異
な
り
、
深
層
面
、
そ
れ
も
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認
知
面
の
転
移
︵Cognitive T

ransfer

︶
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
仮
説
を
応
用
す
れ
ば
、
多
言

語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
が
一
つ
め
の
言
語
で
獲
得
し
た
力
を

な
か
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
め
の
言
語
で

の
獲
得
に
十
分
に
活
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
ベ
ー
カ

ー(

一
九
九
六)

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
仮
説
を
支
持

す
る
実
証
研
究
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

４　

二
言
語
相
互
依
存
仮
説
を
支
持
す
る
実
証
研
究

　

Lanauze,M
.&
 Snow

,C.(
1989)

は
半
日
母
語
、
半
日
英
語
の

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
習
す
る(
作
文
教
育
は
ほ
ど
ん
ど

な
さ
れ
て
い
な
い)

プ
エ
ル
ト
リ
コ
系
の
ス
ペ
イ
ン
語
母
語
児
童
三

八
名(

四
・
五
年
生)

の
作
文
力
を
調
査
す
る
た
め
、
絵
を
提
示
し

て
三
〇
分
間
作
文
を
書
か
せ
、
複
雑
さ
、
精
巧
さ
、
意
味
内
容
の

観
点
か
ら
二
言
語
の
関
係
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
両
言
語

の
力
が
高
い
子
ど
も
た
ち
の
グ
ル
ー
プ(

Ｇ
Ｇ)

と
、
英
語
力
は
低

い
が
ス
ペ
イ
ン
語
力
は
高
い
子
ど
も
た
ち
の
グ
ル
ー
プ(

Ｐ
Ｇ)
が

両
方
の
言
語
で
の
伸
び
を
示
し
た
が
、
英
語
力
も
ス
ペ
イ
ン
語
力

も
低
い
子
ど
も
た
ち
の
グ
ル
ー
プ(

Ｐ
Ｐ)

は
伸
び
る
兆
し
が
見
え

な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
英
語
力
が
と
も
に
弱
い
Ｐ
Ｇ
、
Ｐ
Ｐ
グ

ル
ー
プ
を
比
較
し
た
と
き
、
Ｐ
Ｇ
の
ほ
う
が
英
語
の
作
文
に
お
い

て
も
よ
り
長
く
、
統
語
的
に
よ
り
複
雑
に
、
そ
し
て
意
味
的
に
も

よ
り
複
雑
な
作
文
を
書
い
て
お
り
、
ま
た
Ｐ
Ｇ
は
英
語
の
口
頭
能

力
が
十
分
伸
び
る
以
前
に
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
が
母
語
か
ら
第
二
言
語
に
転

移
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｐ
Ｇ
は
Ｇ
Ｇ
と
比
べ
る
と
、
ス
ペ
リ

ン
グ
誤
用
や
母
語
の
干
渉
に
よ
る
誤
用
は
あ
っ
た
が
、
複
雑
さ
や

精
巧
さ
、
ま
た
意
味
内
容
の
観
点
で
は
Ｇ
Ｇ
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ

り
、
英
語
へ
の
接
触
量
が
増
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
誤
用
は
減
少

し
た
と
し
て
い
る
。

　

二
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
有
益
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
研
究
と
し

て
はT

hom
as&
Collier(

2002)

の
大
規
模
調
査
が
興
味
深
い
。

こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
五
つ
の
州
に
お
い
て
、
幼
稚
園
か
ら
一
二

年
生
ま
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
言
語
の
移
民
の
子
ど
も
た
ち
と
英
語

を
母
語
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
学
力
・
言
語
能
力
に
関
す
る
調
査

を
様
々
な
タ
イ
プ
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
Ｅ
Ｓ
Ｌ
コ
ー

ス
ま
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
で
の
英
語
に
よ
る
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
比
較
の
中
で
縦
断
的
か
つ
横
断
的
に
実
施
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
研
究
で
は
延
べ
二
一
万
件
の
デ
ー
タ
が
分
析
対
象
と
さ

れ
た
。
主
な
結
果
と
し
て
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。

・
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
ク
ラ
ス(

在
籍
学
級)

だ
け
で
学
習
し
た

英
語
を
第
二
言
語
と
す
る
子
ど
も
た
ち
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教

育
や
Ｅ
Ｓ
Ｌ
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
と
比
べ
て
、
五
年
生
ま
で

に
読
み
と
算
数
で
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
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た
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
子
ど
も
た
ち
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
率
が
一

番
高
い
。

・
学
年
相
当
の
第
二
言
語
能
力
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
に
は
少
な
く

と
も
四
年
は
か
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
少
な
く
と
も
四
年
間
母

語
で
初
等
教
育
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
は
、
第
二
言
語
で
も
四

年
で
学
年
相
当
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
。
し
か
し
、
母
語
で
の
初

等
教
育
を
受
け
て
い
な
い
子
ど
も
は
第
二
言
語
で
学
年
相
当
レ

ベ
ル
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
児
童
生
徒
が
全
教
科
に
お
い
て
平
均
点
以
上
の

成
績
を
取
り
、
そ
れ
を
学
校
教
育
の
最
後
ま
で
維
持
で
き
た
の

は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
コ
ー
ス

の
子
ど
も
た
ち
が
一
番
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
の
率
も
低
か
っ
た
。

・
第
一
言
語
で
ど
の
く
ら
い
教
育
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

第
二
言
語
の
到
達
度
の
も
っ
と
も
よ
い
予
測
指
標
と
な
る
。
つ

ま
り
、
第
一
言
語
で
の
教
育
レ
ベ
ル
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、

第
二
言
語
の
到
達
度
も
高
く
な
る
。

・
バ
リ
ン
ガ
ル
教
育
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
が
、
モ
ノ
リ

ン
ガ
ル
教
育
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
よ
り
四
年
か
ら
七
年
後
に

は
す
べ
て
の
教
科
に
お
い
て
到
達
度
が
高
く
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
調
査
は
、
母
語
に
よ
る
指
導
や
母
語
力
そ
の
も
の
を

伸
ば
す
こ
と
は
、
第
二
言
語
の
伸
長
に
も
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
し
、
逆
に
、
第
二
言
語
の
み
で
教
育
を
受
け

た
子
ど
も
た
ち
は
、
な
か
な
か
母
語
話
者
に
追
い
つ
く
こ
と
は
難

し
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

日
本
国
内
で
行
わ
れ
た
二
言
語
の
相
関
を
示
す
大
規
模
調
査
と

し
て
は
、
中
島
・
ヌ
ナ
ス(

二
〇
〇
一)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
国
立
国
語
研
究
所
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
全
国
八
県
の
小
学
校
二
九
校
、
中
学
校
四
校

に
在
籍
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
母
語
児
童
生
徒(

二
四
二
名)

と
中
国

語
母
語
児
童
生
徒(

一
一
二
名)

に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
会
話
、
聴

解
、
読
解
、
語
彙
力
の
調
査
で
あ
る
。
中
島(

二
〇
〇
五
a)

に
よ

れ
ば
、
日
本
語
会
話
力
の
習
得
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
滞
日

年
数
と
の
間
で
有
意
の
関
係(. 428

～.520P=.000)

が
見
ら
れ
、
来

日
後
一
～
二
年
は
非
常
に
個
人
差
が
激
し
い
が
、
二
年
を
過
ぎ
る

と
ほ
ぼ
全
員
の
会
話
得
点
が
上
昇
し
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
二

年
を
過
ぎ
て
も
低
迷
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
年
齢

別
に
見
る
と
圧
倒
的
に
低
学
年
に
多
く
、
さ
ら
に
認
知
タ
ス
ク
の

得
点
と
年
齢
と
に
は
有
意
の
関
係( .487 P=.000)

が
見
ら
れ
た
と

い
う
。
そ
し
て
﹁
母
語
の
熟
達
度
の
高
い
子
ど
も
ほ
ど
認
知
タ
ス

ク
で
高
得
点
を
取
る
傾
向
が
あ
る
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
結
果
同
様
、
母
語
で
の
教
育
が
十
分
で
は
な
い
低
年
齢
児

童
の
ほ
う
が
母
語
で
の
学
習
経
験
を
も
つ
高
年
齢
児
童
よ
り
も
第

二
言
語
習
得
に
お
い
て
も
母
語
の
保
持
に
お
い
て
も
不
利
で
あ
る

と
い
う
指
摘
はSkutnabb

-K
angas(

1981)

に
お
い
て
も
な
さ
れ
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て
い
る
。Skutnabb

-K
angas(

1981)

は
、
一
〇
歳
か
ら
一
二
歳

ま
で
の
間
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
移
住
し
、
現
地
の
学
校
に
通
っ
て

い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
母
語
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
も
ほ
ぼ
学
年
相

応
レ
ベ
ル
に
な
っ
た
が
、
七
歳
か
ら
八
歳
に
移
住
し
た
子
ど
も
た

ち
は
反
対
に
両
方
の
こ
と
ば
と
も
に
発
達
が
遅
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。
ま
た
上
述
のCum

m
ins(

二
〇
〇
六
中
島
・
湯

川
訳)

で
も
学
校
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
﹁
学
校
が
母
語
を
効

果
的
に
教
え
、適
宜
母
語
を
通
し
て
リ
テ
ラ
シ
ー
を
伸
ば
す
な
ら
、

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
児
は
学
校
で
よ
く
伸
び
る
。
反
対
に
、
母
語
を
否

定
す
る
こ
と
が
暗
に
促
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
母
語
の
発
達
が
停
滞

す
る
と
、
子
ど
も
の
学
習
の
個
人
的
、
概
念
的
基
盤
が
崩
れ
て
し

ま
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
結
果
を
概
観
す
る
と
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
子

ど
も
た
ち
の
学
力
の
向
上
を
目
指
す
と
き
、
母
語
力
の
保
持
伸
長

が
い
か
に
重
要
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
く
る
。
一
方
で
、
日
本
国
内
の
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
対

す
る
教
育
、
支
援
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
章
で
は
、
国
内
で
の
教
育
、
支
援
の
あ
り
方
に
目
を
向

け
、
そ
の
変
遷
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三　

年
少
者
日
本
語
教
育
学
に
お
け
る
研
究

１　

 

多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る 

 

言
語
教
育
の
変
遷

　

日
本
国
内
に
お
い
て
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
対

す
る
言
語
教
育
は
、
主
に
年
少
者
日
本
語
教
育
学
と
い
う
、
日
本

語
教
育
学
の
一
分
野
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
年
少
者
に

特
化
し
た
日
本
語
教
育
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
当
初
は
、
岡(

一
九
七

六)

、
金
井(

一
九
七
九)

ら
の
報
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、｢

帰
国

生
徒｣

に
対
し
て
や｢

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル･

ス
ク
ー
ル｣

な
ど
で

の
日
本
語
教
育
が
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。こ
の
時
期
の
報
告
で
は
、

成
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
と
の
区
別
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て

は
い
る
が
、
何
を
ど
う
区
別
す
る
か
と
い
っ
た
具
体
的
示
唆
は
少

な
い
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー(

新
渡
日)

と
呼
ば
れ
る
子
ど
も

た
ち
の
中
で
は
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
以
降
に
来
日

し
た｢

中
国
帰
国
者｣

、
そ
し
て
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終

結
後
に
来
日
し
た｢

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民｣

の
子
ど
も
た
ち
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
、
定
住
促
進
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

が
、
実
態
調
査
や
実
践
報
告
が
学
会
誌
上
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
と
、ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
九
〇
年
代
前
半
は
、
日
本
語
を
使
っ
て
日
常
的
な
生
活
が
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行
え
る
よ
う
に
と
、
生
活
の｢

適
応
指
導｣

や
日
本
語
の｢

初
期
指

導｣
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た(

川
上
一
九
九
一
、関
口
一
九
九
四
他)

。

　

一
九
九
〇
年
改
定
の｢

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法｣

の
施
行

以
降
は
、
上
述
の
子
ど
も
た
ち
に
加
え
、
中
南
米
か
ら
の
日
系
人

労
働
者
の
随
伴
家
族
の
子
ど
も
た
ち
も
一
般
の
公
立
小
中
学
校
に

多
く
在
籍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
、
九
〇

年
代
後
半
に
は
、
年
少
者
日
本
語
教
育
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
理

論
化
・
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
論
考
も
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
伊

東(

一
九
九
九)

は
、
外
国
人
児
童
生
徒
へ
の
日
本
語
指
導
を
、
生

活
適
応
や
日
常
生
活
で
最
小
限
必
要
な
日
本
語
指
導
で
あ
る｢

初

期
指
導｣

、
在
籍
学
級
で
の
学
習
に
必
要
な
言
語
能
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
指
導
、
特
に
高
学
年
以
上
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、

教
科
内
容
の
理
解
力
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
語
彙

の
指
導
が
中
心
と
な
る｢

中
期
指
導｣

、
そ
し
て
在
籍
学
級
の
教
科

学
習
支
援
を
目
的
と
し
て
、
教
科
内
容
の
予
習
的
指
導
や
や
さ
し

い
日
本
語
を
使
っ
て
教
科
内
容
の
説
明
を
行
う｢

教
科
指
導｣
の
三

段
階
に
分
類
し
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
、
生
活
の｢

適
応
指
導｣
や

日
本
語
の｢

初
期
指
導｣

に
加
え
、
教
科
学
習
へ
の
移
行
を
考
慮
し

た
日
本
語
指
導
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
池
上

︵
一 

九
九
八
、
一
九
九
九)

の
実
践
は
、
教
科
内
容
の
理
解
に
必
要

な
日
本
語
の
指
導
か
ら
、
教
科
内
容
を
も
指
導
対
象
に
入
れ
る
と

い
う
方
法
論
の
移
行･

拡
大
を
示
す
実
践
と
し
て
興
味
深
い
。
さ

ら
に
齋
藤(

一
九
九
九)

、
齋
藤
・
池
上
他(

二
〇
〇
〇)

は
、
教
科

指
導
と
日
本
語
指
導
の
統
合
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
動
き

は
そ
の
後
、
文
部
科
学
省
主
導
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト｢

学
校
教
育
に

お
け
る
Ｊ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発｣

へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

２　

Ｊ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

　

Ｊ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
は
、
日
常
生
活
で
は
流
暢
に
日
本
語

を
操
っ
て
い
る
子
ど
も
も
、
い
っ
た
ん
学
校
の
授
業
に
参
加
す
る

と
、
そ
の
授
業
内
容
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
現
状

に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
、
文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
一
年
か
ら
継

続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る﹁
日
本
語
指
導
と
教
科
指
導
を
統
合
し
、

学
習
活
動
に
参
加
す
る
た
め
の
力
の
育
成
を
め
ざ
し
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
開
発
﹂
で
あ
る
。
こ
の
Ｊ
Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
狙
い
は
、

｢

日
常
的
な
会
話
は
あ
る
程
度
で
き
る
が
、
学
習
活
動
へ
の
参
加

が
難
し
い
子
ど
も
た
ち
に
対
し
、
学
習
活
動
に
日
本
語
で
参
加
さ

せ
る
た
め
の
力
︵
＝
学
ぶ
力
︶
の
育
成
を
目
指
す｣

︵
同
省
二
〇
〇

二
︶
こ
と
で
あ
る
。
齋
藤(

二
〇
〇
九)

に
よ
れ
ば
、﹁
日
本
語
教

室
か
ら
在
籍
教
室
へ
の
﹁
橋
渡
し
﹂
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
﹂

で
あ
り
、﹁
初
期
段
階
の
日
本
語
学
習
を
終
え
た
児
童
生
徒
を
対

象
に
、
取
り
出
し
の
日
本
語
教
室
で
実
施
す
る
こ
と
が
基
本
と
な

っ
て
い
る
﹂
も
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
基
盤
と
し
て

い
る
、
内
容
重
視
の
ア
プ
ロ
ー
チ
︵Content-based 
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Instruction

︶
は
内
容
と
言
語
と
を
結
び
つ
け
た
中
で
言
語
の
習

得
を
促
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
州
で
行
わ
れ
て
い
た
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
の
イ
マ
ー
ジ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
採
択
さ
れ
て
い
る｢

教
科
統
合
ア

プ
ロ
ー
チ｣(
中
島
一
九
九
八)

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
二
〇
〇
七

年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
に
か
け
て
、
文
部
科
学
省
に
よ
り
﹁
Ｊ

Ｓ
Ｌ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
践
支
援
事
業
﹂
が
実
施
さ
れ
、
学
校
教
育

現
場
で
の
実
践
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。

　

一
〇
年
と
い
う
短
い
歳
月
の
間
に
、
日
常
生
活
に
必
要
な
日
本

語
の
初
期
指
導
や
、
教
科
学
習
で
使
用
す
る
日
本
語
を
文
脈
と
切

り
離
し
て
指
導
す
る
こ
と
か
ら
、
教
科
学
習
の
中
で
日
本
語
を
指

導
す
る
こ
と
、
ま
た
、
日
本
語
で
教
科
そ
の
も
の
を
指
導
し
て
い

く
こ
と
へ
と
発
展
し
て
き
た
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
年
少
者
日
本

語
教
育
分
野
に
お
け
る
支
援
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
は
飛
躍
的

な
深
ま
り
を
見
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
バ
イ
リ
ン

ガ
ル
教
育
学
の
理
論
で
い
わ
れ
て
い
る
母
語
保
持
伸
長
に
つ
い
て

は
、
次
章
に
述
べ
る
と
お
り
、
そ
の
重
要
性
に
言
及
は
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
具
体
的
な
議
論
や
そ
の
支
援
の
取
り
組
み
が
後
手
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。

四　

母
語
保
持
伸
長
に
関
す
る
議
論
の
必
要
性

　

日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
の
教
育

に
お
け
る
母
語
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
、
少
し
ず
つ

認
識
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
岡
崎(

一
九
九
七)

の｢

教
科
・
母
語
・

日
本
語
相
互
育
成
学
習
モ
デ
ル｣

は
、
子
ど
も
の
来
日
当
初
か
ら
、

①
母
語
の
助
け
を
か
り
て
教
科
書
や
授
業
の
理
解
を
進
め
る
な
か

で
、
学
習
に
必
要
な
日
本
語
を
学
ぶ
、
②
学
習
に
必
要
な
日
本
語

を
学
ぶ
た
め
母
語
を
使
い
続
け
る
こ
と
で
、
母
語
を
保
持
・
育
成

す
る
、
③
学
習
の
た
め
に
使
う
な
か
で
母
語
・
日
本
語
を
学
ぶ
の

と
併
行
し
て
、
教
科
書
の
単
元
ご
と
の
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と

を
狙
い
と
し
て
お
り
、
こ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
実
践
と
し
て
は
、

原(

二
〇
〇
一)

、
朱(

二
〇
〇
七)

、
清
田(

二
〇
〇
七)

な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
群
馬
県
太
田
市
で
の﹁
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
員
﹂

の
役
割
に
触
れ
た
池
上(

二
〇
〇
九)

や
、
兵
庫
県
の
母
語
教
室
支

援
事
業
の
報
告
書(

二
〇
〇
九)

な
ど
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、

各
地
で
母
語
を
活
用
し
た
日
本
語
指
導
や
、
母
語
保
持
伸
長
を
視

野
に
入
れ
た
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い

る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
今
、
ま
さ
に
緒
に
つ
い
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
目
的
や
方
法
論
が
具
体
的
に
議
論
さ
れ
る
段

階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
母
語
力
を
視
野
に
入
れ
た
取
り
組
み
の

ほ
と
ん
ど
が
、
第
二
言
語
で
あ
る
日
本
語
や
日
本
語
に
よ
る
教
科

学
習
の
理
解
の
た
め
の
手
段
と
し
て
母
語
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
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る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
母
語
力
の
保
持
伸
長
の
た
め
の
具
体
的

な
教
育
、
支
援
方
法
の
議
論
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。

五　

現
状
の
課
題
と
今
後
の
基
礎
的
調
査
の
必
要
性

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
内
の
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る

言
語
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が
、
日
本
語
習
得
や
日
本
語

に
よ
る
教
科
学
習
の
方
法
論
に
関
す
る
も
の
か
ら
な
か
な
か
踏
み

出
せ
な
い
の
に
は
、
国
内
に
お
け
る
基
礎
的
研
究
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
国
内
の
多

言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
の
数
が
増
加
し
、
彼
ら
に
関
心
が

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、冒
頭
に
示
し
た
と
お
り
、

こ
と
ば
の
支
援
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
数
は
三

万
人
弱
で
あ
り
、日
本
語
を
母
語
と
す
る
子
ど
も
た
ち
と
比
較
し
、

ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

子
ど
も
た
ち
は
全
国
各
地
の
五
〇
〇
〇
校
以
上
も
の
学
校
に
分
か

れ
て
在
籍
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
在
籍
外
国
人
児
童
生
徒
数
五
人

未
満
の
学
校
が
全
体
の
八
割
を
占
め
て
い
る) 2

(

。
こ
の
よ
う
な
現
状

の
中
、
日
本
国
内
で
は
、T

hom
as&
Collier(

2002)

が
行
っ
た

よ
う
な
大
規
模
調
査
の
実
施
は
難
し
く
、
ど
の
よ
う
な
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
有
益
か
と
い
う
比
較
は
さ
れ
に

く
く
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
な
ど
の
実
践
研
究
に
基
づ
く
報
告
が
中

心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
り
わ
け
、
先
述
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査

で
明
ら
か
に
な
っ
た
現
地
生
ま
れ
の
二
世
の
学
力
の
問
題
や
、
Ａ

Ｌ
Ｐ
面
の
言
語
能
力
の
獲
得
の
問
題
な
ど
に
関
し
て
は
、
学
校
教

育
現
場
か
ら
の
声
は
上
が
っ
て
は
く
る
も
の
の
、
表
層
面
の
言
語

能
力
に
は
現
れ
に
く
い
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
た
め
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
力
を
ど
の
言
語
で
伸
ば
す
の
が
効
果
的
な

の
か
と
い
う
点
が
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

学
校
教
育
の
中
で
、
あ
る
程
度
の
習
得
段
階
が
目
に
見
え
る
日
本

語
力
な
ら
ま
だ
し
も
、
普
段
の
学
校
生
活
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
表

出
さ
れ
る
場
の
な
い
母
語
力
に
つ
い
て
は
、
実
態
を
つ
か
む
こ
と

す
ら
難
し
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
学
の
多
く
の
先
行
研
究
に
示

唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る

教
育
、
支
援
の
向
上
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
母
語
、
日
本
語
両

面
か
ら
言
語
能
力
を
捉
え
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の

た
め
の
地
道
な
基
礎
的
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
の
言
語
教
育
に
つ
い
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て
、
諸
外
国
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
調
査
と
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育

学
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
理
論
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
国
内
で

の
年
少
者
日
本
語
教
育
の
変
遷
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

研
究
分
野
に
お
い
て
今
現
在
、
日
本
国
内
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
の
一
端
に
つ
い
て
筆
者
の
見
解
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景

を
踏
ま
え
、
本
稿
に
続
く
﹁
多
言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
の

母
語
保
持
伸
長
と
日
本
語
習
得
︵
下
︶﹂
で
は
、
日
本
国
内
の
多

言
語
環
境
に
育
つ
子
ど
も
た
ち
の
Ａ
Ｌ
Ｐ
面
の
言
語
能
力
に
着
目

し
実
施
し
た
横
断
調
査
に
つ
い
て
触
れ
、
彼
ら
に
対
す
る
教
育
、

支
援
に
つ
い
て
の
具
体
的
提
案
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

注︵
１
︶同
調
査
で
は﹁
日
本
語
指
導
が
必
要
な
外
国
人
児
童
生
徒
﹂を﹁
日

本
語
で
日
常
会
話
が
十
分
に
で
き
な
い
児
童
生
徒
及
び
日
常
会
話

が
で
き
て
も
、
学
年
相
当
の
学
習
言
語
が
不
足
し
、
学
習
活
動
へ

の
参
加
に
支
障
が
生
じ
て
お
り
、
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
生

徒
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。

︵
２
︶文
部
科
学
省
︵
二
〇
〇
七
︶
の
結
果
に
基
づ
く
。
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﹄
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Ｃ
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︶﹃
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︵
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︶﹁
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﹂﹃
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築
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﹄
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﹃
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