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イ

ギ

リ

ス
の
国

語

教

育

ヂ
ョ
ン
・
ス
チ
ェ
ア
ト
・
ミ
ル
の

一，自
叙
伝
」
に
は
、
三
歳
の
頃
か
ら
、
父

に
ギ
リ
ン
ヤ
語
を
教

へ
ら
れ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
当
時

（
と
い
ふ
の
は
、

一
八
〇
六
年
の
頃
）
希
英
辞
典
が
な
か
っ
た
の
で
、
父
と
同
じ
机
で
勉
強
し
な

が
ら
、
意
味
の
解
ら
な
い
語
が
出
て
く
る
毎
に
、
父
に
質
ね
つ
ヽ
読
ん
で
行

っ

た
。
そ
の
外
、
毎
晩
算
術
を
習
ひ
、
叉
英
語
の
歴
史
本
を
読
ま
さ
れ
た
。
英
語

の
綴
り
な
ど
は
、
何
時
覚
え
た
の
か
、
全
く
記
憶
に
残

っ
て
ゐ
な
い
と
語

っ
て

ゐ
る
。

三
歳
の
幼
児
に
ギ
リ
ン
ヤ
語
を
教

へ
る
こ
と
は
、
如
何
に
非
几
な
親
子
で
あ

っ
て
も
、
非
常
識
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
我
子
の
教
育
に

あ
た
っ
て
、
特
に
ギ
リ
シ
ヤ
語
か
ら
始
め
た
と
い
ふ
、
あ
の
誠
実
な
学
者
ヂ
ニ

ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
、
古
典
語
教
育
に
対
す
る
信
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼

一
個
の

突
飛
な
思
ひ
付
き
で
は
な
か
っ
た
。

母
国
語
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
綴
字
法
で
も

一
通
り
教

へ
れ
ば
、
あ
と
は
古

典
語
の
知
識
で
、
読
み
書
き
は
自
在
に
出
来
る
。
否
、
古
典
語
の
知
識
な
く
し

て
は
、
立
派
な
英
文
は
書
き
得
な
い
。
古
典
語
こ
そ
す
べ
て
の
規
準
な
の
だ
。

精
神
の
陶
冶
は
古
典
語
と
数
学
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
か
う
い
ふ
、
ル
ネ
サ
ン

ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
達
の
教
育
理
念
が
、
伝
承
さ
れ
て
ゐ
た
。

一
人
三
三
年
、　
エ
マ
ソ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
を
訪
れ
て
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
や
ケ
ン

ネ申

津

東

ブ
リ
ッ
ヂ
に
見
出
し
た
も
の
が
、
同
じ
理
念
で
あ

っ
た
。
彼
は
い
ふ
。

「
こ
の
大
学
教
育
で
得
ら
れ
る
結
果
と
い
へ
ば
、　
ギ
リ
シ
ヤ
語
と
ラ
テ
ン

語
、
そ
れ
に
数
学
の
根
本
的
知
識
を
援
け
ら
れ
、
あ
る
ひ
は
地
道
で
味
の
あ
る

イ
ギ
リ
ス
批
評
精
神
を
教

へ
込
ま
れ
る
。
か
う
い
っ
た
や
う
な
知
識
を
得
た
か

ら
と
い
っ
て
、
何
の
得
が
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
イ
ー
ト
ン
の
級
長
で
も
、
長

短
の
音
節
も
正
し
い
ラ
テ
ン
語
の
詩
が
書
け
る
し
、
…
…
…
後
期
の
学
生
な
ら

『
古
典
詩
華
集
』
を
、　
一
字
も
間
違

へ
ず
語
誦
で
き
る
…
…
」

「全
体
が
ギ
リ
シ
ヤ
学
の
空
気
に
つ
ヽ
ま
れ
て
ゐ
る
。
ギ
リ
ン
ヤ
人
の
精
神

に
接
し
て
、
趣
味
の
水
準
は
向
上
す
る
、
思
想
は
豊
富
に
な
る
。
…
…
ギ
リ
ン

ヤ
人
が
、
黙
々
と
無
数
に
、
自
分
を
取
巻
い
て
ゐ
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家

は
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
葉
を
慎
し
み
、
箋
を
択
ぶ
。
イ
ギ

リ
ス
の
新
聞
の
調
子
と
文
体
と
は
、
こ
ヽ
か
ら
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
…
…
」

（
ェ
マ
ソ
ン
著

一．英
国
の
印
象
』
加
納
秀
夫
氏
訳
）

勿
論
、
こ
の
頃
に
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
に
も
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
も
、
英
語
英

文
学
の
講
座
は
な
か
っ
た
。

と
は
云
へ
、
国
語
尊
重
、
国
語
教
育
の
重
要
性
を
説
く
熱
心
な
論
者
も
、
ま

ん
ざ
ら
無
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
音
に
さ
か
の
ば

っ
て
、
イ
ギ
リ

ス
に
於
け
る
国
語
教
育
の
伝
続
ら
し
い
も
の
を
、
さ
ぐ
っ
て
見
よ
う
。

=」
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一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
征
服
こ
の
か
た
、
上
流
支
配
階
級
の
通
用
語
と
な

っ
て
ゐ
た
フ
ラ
ン
ス
語
も
、
十

四
世
紀
の
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
勢
力
を
失

っ

た
。
議
会
や
法
廷
で
も
、
英
語
が
用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
、
や
が
て
、
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
ァ
の
頃
と
な
っ
て
、
民
族
意
識
の
高
揚
と
と
も
に
、
空
前
の
英
語
文

化
が
開
花
す
る
と
、
国
語
教
育
の
必
要
を
説
く
者
が
、
ポ
ツ
ノ
ヽ
現
は
れ
て
来

た
。
マ
ル
カ
ス
タ
ー

（
一
五
三
〇
―

一
六

一
一
）
は
、
学
校
教
育
を
論
じ
て
、

ラ
テ
ン
語
に
先
立

っ
て
、
英
語
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
教

へ
る
べ
き
だ
と
主
張
し

た
。
ロ
ー
ジ
ャ
。
ア
ス
カ
ム
を
は
じ
め
、　
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
右
識
者
の
中
に

は
、
英
語
が
表
現
の
具
と
し
て
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
力
説
し
た
者
が
妙
く
な

い
。
十
六
世
紀
の
末
期
に
は
、
あ
る
カ
レ
ッ
デ
や
学
院
で
は
、
純
粋
の
学
徒
以

外
の

一
般
聴
講
者
に
は
、
ラ
テ
ン
語
を
用
ひ
ず
、
英
語
で
特
別
の
講
義
が
行
は

れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
十
七
世
紀
後
半
に
は
、
英
作
文
の
課
程
を
も
つ
学
院
も

あ

っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
絶
頂
で
あ
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
が
過
ぎ
て
、
法
則

秩
序
を
重
ん
じ
、　

８ヽ
８
●

を
尊
ぶ
時
代
に
入

っ
て
く
る
と
、　
国
語
問
題
に

も
、　
一
層
の
関
心
が
も
た
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
英
語
の
乱
脈
が
日
に
つ
い
て

来
た
。
か
う
い
ふ
、
綴
字
と
い
ひ
、
文
法
と
い
ひ
、
規
準
も
な
く
、
統
制
も
な

く
、
で
た
ら
め
な
国
語
を
こ
の
ま
ヽ
放
置
す
る
な
ら
ば
、
遂
に
は
国
語
の
無
政

府
状
態
を
来
す
で
あ
ら
う
。
英
語
を
純
正
な
も
の
に
し
、
規
準
と
な
る
べ
き
用

法
を
定
め
、
ラ
テ
ン
語
の
や
う
に
固
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
意
見

が
、
次
第
に
有
力
と
な
っ
て
来
た
。

先
進
国
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ー
に
は
、
す
で
に
ア
カ
デ
ミ
ー
が
あ

っ
た
。

そ
れ
に
な
ら

っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
翰
林
院
を
設
立
し
よ
う
と
い
ふ
議
が
、
も
ち
上

っ
た
。
ド
ラ
イ
デ
ン
や
イ
ー
ブ
リ
ン
、
や
ヽ
降

っ
て
は
デ
フ
ォ
ー
や
ス
キ
フ
ト

の
や
う
な
文
豪
が
、
熱
心
に
こ
れ
を
唱
導
し
た
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
国
語
問
題

に
対
す
る
世
人
の
関
心
は
、
著
し
く
高
め
ら
れ
、
十
八
世
紀
以
径
一、
国
語
の
正

月
誤
月
に
関
し
て
、
盛
に
論
議
が
か
は
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
設
立

に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
自
由
を
尊
ぶ
気
風
に
合
は
な
い
と
し
、
ま
た
、

言
語
は
固
定
で
き
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
デ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
を

は
じ
め
、
多
く
の
反
対
論
者
が
あ
り
、
結
局
、
今
日
に
至
る
ま
で
設
立
を
見
な

い
。
ド
イ
ツ
の
英
語
学
者
フ
ラ
ス
デ
ィ
ー
ク
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
け

る
ア
カ
デ

ミ
ー
の
思
想
を
跡
付
け
て
、
こ
れ
が
設
立
を
見
な
か
っ
た
の
は
、
英
国
民
の
非

合
理
性
の
た
め
で
あ
る
と
結
論
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
が
、
英
語
を
純
化
し
固
定
し
よ
う
と
い
ふ
要
望
は
、　
一
人
の
保
守
主

義
者
の
辞
典
の
出
舅
に
よ
っ
て
、
殆
ど
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
一
七
五

五
年
、
デ
コ
ン
ソ
ン
博
士
の
英
語
辞
典
は
、
刊
行
さ
れ
る
や
直
ち
に
初
版
が
売

切
れ
た
ほ
ど
、
熱
狂
的
に
款
迎
さ
れ
、
こ
れ
が
後
の
世
の
英
語
に
甚
大
な
影
響

を
与
へ
た
。
こ
の
結
果
、
英
語
の
綴
字
が
固
定
し
、
ラ
テ
ン
語
ば
り
の
文
童
が

は
や
る
や
う
に
な
っ
た
。

こ
の
時
代
―
―
十
八
世
紀
後
半
―
―
に
な
る
と
、
あ
る
私
塾
に
於
て
は
、
少

年
少
女
に
自
日
の
文
学
作
品
の
抜
粋
を
読
ま
せ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
英
文

学
を
講
ず
る
先
生
も
現
は
れ
る
や
う
に
な
り
、
学
校
用
の
英
文
法
テ
キ
ス
ト
も

刊
行
さ
れ
始
め
た
。

十
九
世
紀
に
入
れ
は
、　
ロ
マ
イ
ア
ィ
ン
ズ
ム
の
勃
興
と
と
も
に
、
自
日
の
文

学
、
特
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
文
学
に
対
す
る

一
般
の
興
味
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。

と
は
い
へ
、
学
校

・
大
学
に
於
て
、
英
語

。
英
文
学
が
真
面
目
に
研
究
さ
れ
る

や
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
世
紀
も
後
半
に
入

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
・あ
る
。
教
育

界
の
大
勢
は
、
依
然
と
し
て
、
古
典
第

一
主
義
で
あ

っ
た
。
グ
ラ
マ
・
ス
ク
ー

ル

（
中
学
校
で
あ
る
が
、
名
称
の
示
す
や
う
に
、
元
来
、
古
典
語
の
初
歩
を
授

け
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
）
で
は
、
十
六
世
紀
に
シ
ュ
ー
ク
ン
ピ
ア
が
戯
画
化
し



〓
１

・
１

１１

１
Ｉ

リ

ー

・
　

・―

た
村
塾
に
於
け
る
と
同
様
に
、
相
も
変
ら
ず

「
ア
モ
ー
、
ア
マ
ー
ス
、
ア
マ
ッ

ト
」
と
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
変
化
表
を
、
大
抵
は
英
語
訛
り
で
、
暗
記
す
る
こ

と
が
日
課
で
あ

っ
た
。

実
は
、
そ
れ
で
、
大
し
た
不
都
合
も
感
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
せ

な
ら
ば
、
グ
ラ
マ
・
ス
ク
ー
ル
か
ら
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ

ｏ
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
に
進

学
す
る
や
う
な
学
生
は
、
多
く
が
上
流
階
級
か
、
知
識
階
級
の
出
で
あ

っ
て
、

学
校
教
育
の
欠
陥
は
、
他
で
十
分
に
補
ふ
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。

一
人
三
二
年
の
改
革
法
令
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
普
通
教
育
が
は
じ
め
て

組
織
化
さ
れ
、
庶
民
の
子
弟
に
も
教
育
が
普
及
す
る
や
う
に
な
る
と
と
も
に
、

英
語
は
漸
次
、　
ヵ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
来
た
。　
し
か

し
、
こ
れ
は
、
は
じ
め
か
ら
国
語
教
育
に
特
別
の
意
義
が
認
め
ら
れ
た
た
め
で

は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
や
む
を
得
ず
、
古
典
語
教
育
の
予
備
内

至
代
用
に
、
英
語
が
持

っ
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

教
養
あ
る
限
ら
れ
た
家
庭
の
子
弟
の
教
育
な
ら
ば
、
ラ
テ
ン
語
ギ
リ
シ
ャ
語

の
文
法
の
訓
練
だ
け
や
っ
て
ゐ
て
も
、
教
育
の
目
的
は
あ
る
程
度
ま
で
達
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
比
較
的
教
養
に
乏
し
い
家
庭
の
子
弟
を
、
国
家
が

一
様
に
教

育
し
よ
う
と
す
る
に
当

っ
て
は
、
古
典

一
本
に
よ
る
躾
け
教
育
が
不
可
能
な
の

は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
が
、　
一
八
三
二
年
の
改
革
法
令
を
制
定
し
た
政
治
家
達
も
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
起
草
し
た
学
者
も
、
教
育
家
も
、
そ
の
大
多
数
は
、
古
い
グ
ラ
マ
・

ス
ク
ー
ル
の
教
育
を
受
け
て
来
た
連
中
で
あ

っ
た
。
普
通
教
育
に
国
語
を
援
け

る
と
い
っ
て
も
、
別
に
よ
い
智
慧
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
き
ほ
ひ
、
新

し
い
小
学
校
の
国
語
教
育
は
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
階
梯
を
、
そ
の
ま
ゝ
英
語
に

移
し
た
だ
け
の
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
は
ち
、
ス
ペ
リ
ン
グ

・
ブ
ッ
ク
に
よ
っ

ｃ
英
語
の
綴
り
方
を
教

へ
た
後
、
文
中
の
単
語
の
品
詞
を
区
別
す
る
こ
と

（
こ

れ
を
普
通

●
ミ
リ〓
ｍ
と
い
ふ
）
と
、
主
語

。
述
語

。
修
飾
語
な
ど
に
文
を
分

解
す
る
こ
と

（
”
●
”
】，
お

と
い
ふ
）
が
、
主
な
内
容
で
あ

っ
た
。

文
学
的
の

も
の
は
、
殆
ど
採
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
育
は
、　
一
般
大
衆
の
生
活
の
向
上
を
ま
っ
て
、
は
じ
め

て
充
実
し
て
来
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

イ
ー
ト
′
、　
ハ
ロ
ー
の
や
う
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
、
内
至
は
グ
ラ
マ

・
ス
ク
ー
ル
か
ら
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ド
、
ヶ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
に
続
く
、
音
か
ら
の
、

い
は
ば
上
流
支
配
階
級
の
教
育
系
統
に
対
し
て
、
公
立
小
学
校
か
ら
公
立
中
学

校
を
経
て
、
近
代
的
大
学

（
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
や
う
な
）
に
続
く
、　
一
般
大
衆

の
教
育
系
統
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
廿
世
紀
に
か
け
て
で
あ

っ
た
。
　
こ
の
頃
に
な
っ
て
、
国
語
は
は
じ
め
て
、　
学
校
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中

に
、
重
一要
な
地
位
を
占
め
る
や
う
に
な
っ
た
。　
公
立
中
学
校
の
主
な
教
科
目

は
、
英
語
、
近
代
外
国
語
、
歴
史
、
地
理
、
数
学
、　
自
然
科
学
、　
図
画
、　
音

楽
、
体
育
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。

廿
世
紀
に
な
っ
て
、
国
語
教
育
の
内
容
が
改
善
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
き

っ

か
け
は
、　
か
う
で
あ
る
。　
新
制
度
に
よ
っ
て
、
教
養
の
乏
し
い
家
庭
の
子
弟

が
、
毎
年
相
当
数
、
小
学
校
か
ら
奨
学
金
を
得
て
、
中
学
校
に
入
学
し
て
来
る

や
う
に
な
っ
た
。
今
ま
で
気
が
付
か
な
い
で
ゐ
た
こ
と
だ
が
、
か
う
な
っ
て
は

じ
め
て
、
母
国
語
に
よ
る
文
学
的
な
訓
練
の
必
要
が
、
痛
感
さ
れ
て
来
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
小
学
校
及
び
中
学
校
に
於
け
る
、
国
語
の
範
囲
及
び
教
授
法

が
再
検
討
さ
れ
、
種
々
の
改
革
が
提
案
さ
れ
た
。

中
で
も
、
日
頭
作
業
を
重
視
す
る
こ
と
、
優
れ
た
女
学
的
内
容
を
も
つ
図
書

を
充
分
に
供
給
す
る
こ
と
、
な
ど
が
力
説
さ
れ
、
漸
次
、
実
行
に
移
さ
れ
た
。

例
へ
ば
、　
一
九
〇
九
年
に
は
、　
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
四
万
部
の
図
書
を
各
小
学
校

に
回
覧
せ
し
め
る
施
設
が
計
画
さ
れ
た
。



口
語
と
し
て
の
英
語
を
重
視
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
も
、
著
し
い
進
歩
で
あ

る
。
音
声
学
方
面
の
研
究
も
、
こ
れ
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
今
日
で

は
、
殆
ど
す
べ
て
の
小
学
校
教
育
を
卒
へ
た
者
が
、
標
準
語
を
正
し
く
発
音
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
り
頃
、　
一
九
四
四
年
、
民
主
主
義
的
な
線
に
沼
っ

て
、
教
育
の
大
改
革
が
行
は
れ
た
。
そ
の
教
科
内
容
に
つ
い
て
、
審
か
に
し
得

な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
国
語
教
育
が
益
ミ
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

疑
ひ
の
余
地
が
な
い
。

た
ゞ
、
問
題
は
実
績
で
あ
る
。
新
し
い
教
育
法
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
子

供
達
は
、
明
確
な
表
現
力
を
身
に
付
け
た
で
あ
ら
う
か
。
詩
文
の
解
釈
力
は
ど

う
で
あ
ら
う
か
。
又
、
論
理
的
な
思
考
力
は
養
は
れ
た
で
あ
ら
う
か
。

答
へ
は
、
否
定
に
傾
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
ど
こ
の
国
で
も
同

じ
こ
と
で
あ
ら
う
。

「中
学
校
を
出
て
も
、
満
足
に
手
紙

一
本
書
け
な
い
。」
か

う
い
ふ
歎
息
や
非
難
が
、
各
方
面
か
ら
聞
え
て
く
る
。
最
近
の
タ
イ
ム
ズ
教
育

附
録
に
寄
せ
ら
れ
た
国
語
教
師
の
論
文
に
は
、
あ
る
中
学
生
が
、
三
十
分
も
か

ヽ
っ
て
書
い
た
十
行
程
の
、

「天
気
予
報
」
と
題
す
る
作
文
の
、
冒
頭
の
数
行

を
引
用
し
て
ゐ
る
。
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し
か
し
、
か
う
い
ふ
情
な
い
生
徒
に
対
し
て
も
、
こ
の
国
語
の
先
生
は
失
望

し
て
ゐ
な
い
。
推
敲
の
大
切
な
こ
と
、
推
敲
の
仕
方
な
ど
を
、
如
何
に
教
へ
る

べ
き
か
を
論
じ
、
教
室
に
於
け
る
共
同
作
業
の
効
果
を
説
い
て
、
自
分
の
試
み

が
成
功
し
た
こ
と
を
語
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
韻
文
を
作
ら

せ
た
経
験
を
語
り
、
さ
う
し
て
出
来
た
二
三
の
詩
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。

と
も
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
抽
象
的
な
理
論
を
ふ
り
か
ざ
さ
な
い
。
行
き
当

り
ば
っ
た
り
式
に
処
理
し
て
行
く
こ
と
に
妙
を
得
て
ゐ
る
。
国
語
の
教
育
法

も
、
こ
ヽ
に
掲
げ
た
や
う
な
教
育
者
達
の
手
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
て

行
く
で
あ
ら
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
育
を
な
が
め
て
、　
わ
れ
ノ
ヽ
に
今
す
ぐ
役
立
つ
や
う

な
、
妙
ら
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
が
、　
一
つ
だ
け
筆
者
が
よ
い

と
思
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
、
詩
文
の
話

誦
を
重
視
し
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
ケ
ン
プ
リ
ッ
ヂ
大
学
の
英
文
学
の
試
験
で
も
、

「詩
人
…
…
を
論
せ
よ
」
と
い
ふ
課
題
が
出
る
が
、
正
確
な
詩
句
の
引
用
に
よ

っ
て
論
述
し
た
答
案
で
な
け
れ
ば
通
ら
な
い
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
か
っ
て
、
東

大
に
英
文
学
を
講
じ
て
ゐ
た
詩
人
批
評
家
エ
ン
プ
ソ
ン
氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
ヘ
の

帰
路
、
中
国
の
大
学
で
講
義
を
行
っ
た
が
、　
一
冊
の
詩
集
も
な
か
っ
た
の
で
、

暗
記
し
て
ゐ
る
章
句
を
板
書
し
つ
ヽ
、
講
義
し
た
と
い
ふ
。
先
だ
っ
て
ま
で
ゐ

た
フ
レ
ー
ザ
ー
氏
に
つ
い
て
も
、
同
氏
が
よ
く
古
今
の
詩
文
を
暗
誦
し
て
ゐ
る

の
に
、
皆
驚
か
さ
れ
た
と
い
ふ
。
実
は
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
学
風
で
あ
る
ら

し
い
。
四
書
五
経
の
素
読
を
や
っ
た
祖
先
を
も
つ
わ
れ
／
ヽ
も
、
こ
の
辺
を
少

し
ま
ね
て
見
た
ら
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
　
　
　
　
　
　
―
大
阪
大
学
教
授
―




