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『
戦
前
台
湾
に
お
け
る
公
学
校
教
育
の
研
究

	
─
「
国
語
」
教
育
と
い
う
名
の
「
日
本
語
教
育
」
の
体
系
─
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
序
論
・
第
一
編
・
第
二
編
の
三
部
十
九
章
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

戦
前
台
湾
に
お
け
る
台
湾
人
子
弟
へ
の
教
育
は
国
語
教
育
と
い
う
名
の
下
に
行
わ
れ
た

が
、
実
は
そ
れ
は
、
外
国
語
教
育
で
あ
り
、
日
本
語
教
育
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
日
本
語
教
育
史
や
歴
史
で
は
、
戦
前
台
湾
で
の
教
育
は
植
民
地
教

育
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
特
に
植
民
地
に
お
け
る
日
本
語
教
育
と
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い
う
と
、
同
化
教
育
、
皇
民
化
教
育
、
日
本
語
の
強
制
な
ど
結
論
が
先
に
あ
っ
て
そ
の
証
明

の
た
め
に
論
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
こ
と
を

目
的
と
せ
ず
、
日
常
的
に
い
か
な
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
授
業
を
支
え
て
い

た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

序
論
「
研
究
史
」
の
第
一
章
「
戦
前
台
湾
に
お
け
る
『
国
語
』
教
育
の
位
置
づ
け
」
で

は
、
現
代
の
歴
史
学
、
国
語
学
、
植
民
地
教
育
研
究
者
が
戦
前
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
教
育

を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
と
に
戦
前
の
「
国
語
」
教
育
を
受

け
た
研
究
者
が
、
戦
前
の
教
育
は
日
本
語
教
育
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
に
対
し
、

そ
れ
以
外
の
国
語
学
者
、
植
民
地
教
育
を
論
じ
る
研
究
者
は
、
日
本
語
教
育
と
は
何
を
す
る

こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
評
価
が
先
行
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
当
時
の
台

湾
で
日
本
人
は
「
国
語
」
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
、
外
国
語
も
し
く
は

日
本
本
土
で
の
「
国
語
」
教
育
と
は
違
う
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
第
二
章
「
日
本
語
教
育
史
研
究
の
問
題
」
で
は
、
日
本
語
教
育
史
の
観
点
か
ら
の
問
題
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点
と
認
識
を
検
討
し
た
結
果
、
活
字
教
材
に
つ
い
て
の
研
究
は
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
以
外

に
な
る
と
、
全
体
と
し
て
評
価
が
先
に
あ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
三

章
「
時
代
区
分
と
区
分
か
ら
見
え
て
く
る
性
格
」
で
は
、
台
湾
の
日
本
語
教
育
史
研
究
の
問

題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
今
ま
で
の
時
代
区
分
の
仕
方
は
教
育
制
度
の
変
更
に
ば
か
り
目

を
向
け
て
い
た
が
、
教
育
制
度
の
変
更
は
統
治
支
配
体
制
の
変
更
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
そ
の
節
目
を
中
心
に
検
討
し
た
上
で
時
間
軸
を
通
し
て
性
格
付
け
を
行
い
、「
統
治
」

「
言
語
教
授
」「
言
語
の
取
り
扱
い
」「
学
習
志
向
」「
教
育
機
能
」「
学
習
者
へ
の
志
向
」「
学

校
」
の
面
か
ら
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
今
ま
で
の
日
本
語
教
育
史
の
区
分
で
は
、
大
正
八

年
の
台
湾
教
育
令
と
大
正
十
一
年
の
新
台
湾
教
育
令
に
つ
い
て
区
切
っ
て
い
る
た
め
に
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
事
を
詰
め
込
ん
で
お
り
、教
授
法
を
扱
い
な
が
ら
皇
民
化
教
育
で
あ
っ
た
り
、

国
語
教
育
の
手
法
が
い
つ
の
間
に
か
同
化
教
育
と
な
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
区
別
が
付
か
な

か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
一
編
「
戦
前
に
お
け
る
学
校
の
展
開
」
で
は
「
学
校
の
展
開
」
を
扱
う
。
第
一
部
「
点
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と
し
て
の
国
語
伝
習
所
の
展
開
」
で
は
公
学
校
に
先
立
つ
教
育
拠
点
と
し
て
の
「
国
語
伝
習

所
」
を
検
討
し
、
第
二
部
「
線
か
ら
面
へ
の
台
湾
教
育
の
展
開
」
で
は
面
へ
の
展
開
と
し
て

「
公
学
校
」
の
広
が
り
方
を
検
討
す
る
。

　

第
一
部
で
は
国
語
伝
習
所
が
ど
の
よ
う
な
考
え
と
理
由
で
設
置
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検

討
し
、
ま
た
、
国
語
伝
習
所
が
語
学
学
校
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

特
に
国
語
伝
習
所
と
共
に
あ
っ
た
伊
沢
修
二
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
、
そ
の
考
え
が
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
第
四
章
「
国
語
伝
習
所
時
代
の
時

代
区
分
」
で
は
国
語
伝
習
所
の
設
置
過
程
、
第
五
章
「
伊
沢
の
構
想
」
で
は
伊
沢
修
二
の
台

湾
教
育
の
構
想
を
論
ず
る
。
第
六
章
「
伊
沢
の
台
湾
教
育
の
展
開
」
で
は
国
語
伝
習
所
の
展

開
過
程
を
論
じ
、
第
七
章
「
伊
沢
の
台
湾
教
育
の
挫
折
」
で
は
伊
沢
修
二
が
台
湾
を
去
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
を
論
ず
る
。
第
八
章
「
伊
沢
の
台
湾
教
育
の
性
格
」
で
は
国
語
伝
習
所
は

約
二
年
半
の
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
に
、
日
本
語
教
育
に
果
た
し
た
役
割
と
、
ど
の
よ

う
な
性
格
を
持
っ
た
学
校
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
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第
二
部
で
は
、
伊
沢
以
後
の
後
藤
新
平
に
始
ま
る
公
学
校
創
設
と
許
認
可
の
関
係
、
お
よ

び
施
設
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
特
に
戦
前
台
湾
に
お
け
る
教
育
を
問
題
に
す
る

と
き
、
公
学
校
教
育
が
問
題
に
な
り
、
植
民
地
教
育
、
同
化
教
育
、
皇
民
化
教
育
な
ど
が
論

じ
ら
れ
る
が
、
学
校
が
ど
の
よ
う
に
認
可
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い

て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
た
と
え
論
じ
ら
れ
て
も
、
全
体
の
数
の
み
挙
げ
る
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
解
明
す
る
。
第
九
章
「
学
校
史
か
ら
み
た
公
学
校
の
体

系
」
で
は
公
学
校
の
創
校
過
程
を
資
料
か
ら
検
討
し
、
創
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
研

究
方
法
を
提
示
す
る
。
第
十
章
「
公
学
校
史
の
展
開
」
で
は
第
九
章
の
方
法
に
基
づ
い
て
具

体
的
に
台
北
市
に
あ
る
、
台
北
市
立
太
平
國
民
小
學
を
例
に
、
学
校
史
の
検
討
を
行
っ
て
い

る
。
第
十
一
章
「
全
員
教
育
へ
全
台
湾
へ
の
展
開
」
で
は
公
学
校
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

広
が
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
年
度
ご
と
の
本
校
、
分
校
、
学
級
数
か
ら
分
析
し
、
そ
の
変
動

か
ら
学
校
設
置
の
政
策
的
な
面
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
学
校
が
増
え
た
年
、
学
校

数
が
さ
ほ
ど
増
え
て
い
な
い
が
学
級
数
が
倍
近
く
増
え
た
年
な
ど
目
立
っ
て
変
動
が
あ
っ
た
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年
と
政
策
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
十
二
章
「
日
本
語
教
育
の
全
台
湾

へ
の
普
及
」
で
は
、
公
学
校
の
広
が
り
の
背
景
を
考
察
す
る
。

　

第
二
編
で
は
「
教
育
の
展
開
」
を
扱
う
。
第
一
部
で
は
、
史
料
の
問
題
と
教
科
書
を
作
る

理
想
と
現
場
の
現
実
に
つ
い
て
検
討
し
、
第
二
部
で
は
、
言
語
教
育
の
時
代
と
し
て
、
第
三

章
の
時
代
区
分
に
よ
る
性
格
付
け
の
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
部
第
十
三
章
「
戦
前
台
湾

に
お
け
る
学
校
関
係
史
料
の
紹
介
」
で
は
、
公
学
校
研
究
の
方
法
と
し
て
、
現
場
資
料
の
重

要
性
を
指
摘
し
、
一
次
史
料
を
概
観
す
る
。
第
十
四
章
「
教
授
法
の
理
想
と
現
実
」
で
は
、

公
学
校
の
授
業
に
つ
い
て
、
教
材
開
発
と
現
場
の
落
差
を
山
口
喜
一
郎
の
時
代
を
例
に
教
科

書
研
究
と
現
場
教
育
と
に
い
か
に
落
差
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
、
教
科
書
研
究
が
教
育

研
究
の
全
て
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
例
を
提
示
す
る
。
第
二
部
第
十
五
章
「
植
民
地
台
湾
の

国
語
伝
習
所
に
お
け
る
最
初
の
教
授
書
『
日
本
語
教
授
書
』
と
教
科
書
『
新
日
本
語
言
集
甲

號
』」
で
は
国
語
伝
習
所
時
代
に
使
用
さ
れ
た
教
材
を
検
討
し
、
ど
の
よ
う
な
考
え
で
作
ら

れ
て
い
た
か
に
焦
点
を
あ
て
、
当
時
の
日
本
語
教
育
に
対
す
る
姿
勢
と
そ
の
性
格
を
考
察
し
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て
、
日
本
人
の
質
問
に
正
確
に
反
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
た
め

の
日
本
語
教
育
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
十
六
章
「
直
接
法
と
日
本
語
教
育
の

展
開
」
で
は
公
学
校
時
代
に
な
っ
て
、
直
接
法
の
導
入
に
よ
り
「
国
語
」
教
育
が
日
本
語
教

育
と
し
て
外
国
語
教
授
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
源
流
は
本
土
で
の
国
語
教

授
法
の
影
響
も
あ
り
な
が
ら
、外
国
語
教
授
法
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
部
で
は
手
書
き
の
新
資
料
に
よ
り
現
場
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
昭
和
七
年
の
研
究
授

業
報
告
、
昭
和
十
一
年
の
教
案
綴
、
昭
和
九
年
の
教
育
実
習
ノ
ー
ト
と
い
う
自
筆
の
現
場
資

料
を
通
し
て
、
台
湾
人
教
師
の
「
国
語
」
教
育
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
現
場
資
料

は
活
字
印
刷
文
献
で
は
な
く
、
現
場
教
師
の
生
の
記
録
で
あ
り
、
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
教

育
史
研
究
で
は
今
ま
で
に
な
か
っ
た
資
料
に
基
づ
く
分
析
で
あ
る
。
第
十
七
章
「
戦
前
台
湾

新
屋
公
学
校
に
お
け
る
研
究
授
業
に
み
る
戦
前
台
湾
の
台
湾
人
教
師
の
話
し
方
授
業
─
『
昭

和
五
年
度　

教
育
研
究
綴
か
ら
』」
で
は
新
屋
公
学
校
に
お
け
る
研
究
授
業
の
記
録
を
用
い
、

台
湾
語
が
教
室
内
で
飛
び
交
っ
て
い
た
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
十
八
章
「
戦
前
台
湾
新
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港
公
学
校
の
教
師
顔
傳
福
の
『
昭
和
一
一
年
教
授
案
綴
』
に
み
る
戦
前
台
湾
に
お
け
る
台
湾

人
教
師
の
話
し
方
教
授
」
で
は
新
港
公
学
校
に
お
け
る
教
師
の
教
案
集
を
用
い
て
、
第
一
学

年
と
は
い
え
、
今
の
文
型
教
育
そ
の
も
の
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
十
九

章
「
教
育
実
習
ノ
ー
ト
に
見
る
昭
和
九
年
の
台
南
師
範
学
校
に
お
け
る
日
本
語
指
導
の
教
授

─
台
湾
人
教
師
顔
明
徳
氏
の
教
育
実
習
ノ
ー
ト
『
實
習
録
』
よ
り
」
で
扱
う
史
料
は
台
南

師
範
学
校
の
学
生
が
教
育
実
習
を
行
っ
た
と
き
の
実
習
ノ
ー
ト
で
、
実
習
に
お
い
て
は
教
案

の
指
導
が
徹
底
的
に
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に
そ
れ
が
大
事
で
あ
る
か
、
ま
た
教
師
と
し
て
の

心
が
け
な
ど
も
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
求
め
ら
れ
て
い
た
教
師
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
時

期
と
し
て
は
新
港
公
学
校
の
教
師
が
教
授
法
を
学
ん
だ
時
よ
り
新
し
い
た
め
、
教
案
の
ス
タ

イ
ル
が
改
良
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
り
、
ま
た
教
師
像
に
し
て
も
軍
国
主
義
的
な
教
師
像

と
は
違
っ
て
、
よ
り
人
間
性
を
求
め
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

　

本
論
文
で
は
、
最
終
的
に
は
授
業
を
貫
い
て
い
る
「
教
案
」
が
公
学
校
教
育
を
支
え
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
、「
教
案
」
が
教
師
に
よ
る
授
業
時
の
時
間
配
分
の
指
針
に
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な
っ
て
お
り
、
教
師
中
心
の
授
業
で
あ
る
限
り
、
そ
の
系
統
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す

る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、「
国
語
教
育
」
の
名
の
下
に
行
わ
れ
た
戦
前
台
湾
の
公
学
校
教
育
が
実
は
外

国
語
教
育
で
あ
り
、日
本
語
教
育
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
と
に
、
論
者
が
台
湾
で
新
た
に
発
掘
・
収
集
し
た
一
次
資
料
を
用
い
て
当
時
の
教
室
の
現

場
の
実
態
に
迫
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ア
的
研
究
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で

の
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
教
育
史
研
究
に
不
足
し
て
い
た
部
分
を
補
っ
た
と
こ
ろ
に
意
義
が

あ
る
。
実
証
的
研
究
の
た
め
に
膨
大
な
文
献
・
資
料
を
渉
猟
し
聞
き
取
り
調
査
も
行
い
、
そ

れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
丹
念
に
記
述
し
た
努
力
も
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

序
論
は
三
章
か
ら
成
り
、
第
一
章
は
戦
前
の
台
湾
に
お
け
る
「
国
語
」
教
育
の
位
置
づ
け
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を
先
行
研
究
者
に
よ
る
「
国
語
」
規
定
の
視
点
を
確
認
し
た
上
で
学
校
規
則
、「
国
語
研
究
会
」

に
お
け
る
「
国
語
」
の
認
識
を
検
討
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
日
本
語
教
育
史
研
究
の
視
座

を
検
討
し
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
第
三
章
で
本
論
文
に
お
け
る
時
代
区
分
を
示
し
、
日

本
語
教
育
史
の
戦
前
台
湾
に
関
す
る
研
究
方
法
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
視
点
で
は
な
い
教
育

学
的
な
方
法
論
を
提
示
し
た
点
は
本
論
文
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
時
代
区
分
に
つ
い
て

は
大
正
九
年
の
地
方
制
度
改
正
が
大
き
な
分
岐
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
統

治
に
つ
い
て
は
占
領
地
の
統
治
か
ら
支
配
へ
の
転
換
、
外
地
か
ら
内
地
延
長
へ
の
転
換
で
あ

り
、
そ
れ
に
伴
う
教
育
は
外
地
で
の
日
本
語
が
外
国
語
と
な
っ
て
の
教
育
か
ら
内
地
の
外
国

人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
へ
の
転
換
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

第
一
編
で
は
戦
前
の
台
湾
に
お
け
る
学
校
の
展
開
を
扱
い
、点
と
し
て
の
「
国
語
伝
習
所
」

の
展
開
を
検
討
し
た
第
一
部
五
章
と
、「
線
か
ら
面
へ
の
台
湾
教
育
」
の
展
開
を
検
討
し
た

第
二
部
四
章
と
か
ら
成
る
。
第
一
部
第
四
章
で
は
台
湾
領
有
直
後
に
学
務
部
長
に
な
っ
た
伊

沢
修
二
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
日
本
語
を
教
え
る
語
学
学
校
で
あ
る
「
国
語
伝
習
所
」
時
代
の
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時
代
区
分
を
、
台
湾
占
領
ま
で
と
伊
沢
修
二
の
動
向
に
分
け
て
考
察
し
、
第
五
章
・
第
六
章

で
伊
沢
修
二
の
構
想
・
展
開
を
検
討
し
、
学
務
部
に
よ
る
芝
山
巌
学
堂
つ
い
で
国
語
伝
習
所

設
置
の
経
緯
を
文
書
に
基
づ
い
て
精
密
に
考
察
し
て
い
る
。
第
七
章
で
は
予
算
削
減
に
対
す

る
意
見
の
対
立
等
か
ら
台
湾
を
離
れ
た
伊
沢
修
二
の
構
想
の
挫
折
の
経
過
を
考
察
し
、
第
八

章
で
伊
沢
修
二
の
台
湾
教
育
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。第
二
部
第
九
章
で
は
そ
の
後
、

後
藤
新
平
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
公
学
校
に
つ
い
て
確
実
な
文
献
資
料
に
基
づ
く
正
確
な
学

校
史
の
解
明
を
試
み
、
創
校
に
至
る
文
献
資
料
の
発
掘
分
析
に
努
め
、
十
分
な
成
果
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
と
に
第
十
章
で
よ
り
具
体
的
に
台
北
市
の
太
平
公
学
校
を
調
査
対
象
と
し
て
新

資
料
を
駆
使
し
、
創
校
か
ら
大
稲
埕
公
学
校
に
至
る
経
緯
を
解
明
し
、
第
十
一
章
で
拠
点
と

し
て
の
国
語
伝
習
所
か
ら
公
学
校
に
よ
る
全
員
教
育
が
全
台
湾
へ
と
展
開
し
、台
湾
教
育
令
、

昭
和
期
の
展
開
に
至
る
過
程
を
解
明
し
た
と
こ
ろ
は
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
詳
細
か
つ
膨
大
な

一
覧
表
で
あ
る
「
公
学
校
名
称
変
遷
史
」
等
の
資
料
と
と
も
に
本
論
文
の
成
果
と
し
て
特
筆

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
第
十
二
章
に
至
り
日
本
語
教
育
の
全
台
湾
へ
の
普
及
に
つ
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い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
評
価
で
き
る
が
、
第
十
二
章
第
三
節
の
「
原
住
民
族
へ
の
日
本

語
教
育
」
は
、
花
蓮
で
当
時
教
育
を
受
け
た
人
々
を
対
象
に
行
っ
た
極
め
て
貴
重
な
聞
き
取

り
調
査
の
成
果
を
活
か
し
て
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
ミ
ク
ロ
ヒ
ス
ト
リ
ア
の
研
究
の
一
環

と
し
て
さ
ら
に
有
効
活
用
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。

　

第
二
編
で
は
言
語
教
育
と
し
て
の
台
湾
教
育
の
展
開
を
扱
い
、
現
場
研
究
の
方
法
論
を
論

じ
た
二
章
と
外
国
語
教
授
法
を
通
し
て
の
台
湾
教
育
の
展
開（
一
八
九
五
年
～
一
九
二
○
年
）

を
考
察
し
た
第
二
部
二
章
、
構
成
式
教
授
法
が
行
わ
れ
た
日
本
語
教
育
と
し
て
の
て
展
開

（
一
九
二
○
年
～
一
九
四
一
年
）
を
考
察
し
た
第
三
部
三
章
か
ら
成
る
。
第
一
部
第
十
三
章

で
戦
前
台
湾
に
お
け
る
学
校
関
係
史
料
の
調
査
方
法
と
保
存
の
意
義
に
つ
い
て
記
述
し
、
第

十
四
章
で
公
学
校
に
お
け
る
教
授
法
の
理
想
と
現
実
と
の
落
差
を
当
時
の
史
料
を
踏
ま
え
て

検
討
し
た
上
で
、
山
口
喜
一
郎
の
教
授
法
へ
の
関
与
と
教
科
書
編
纂
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

て
い
る
。
第
二
部
第
十
五
章
で
は
植
民
地
台
湾
の
国
語
伝
習
所
に
お
け
る
最
初
の
教
授
書
で

あ
る『
日
本
語
教
授
書
』（
一
八
九
五
年
）と
教
科
書『
新
日
本
語
言
集
甲
號
』と
を
取
り
上
げ
、
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第
十
六
章
で
は
直
接
法
の
出
現
に
対
す
る
教
科
書
の
使
用
法
を
当
時
の
記
録
で
あ
る
長
井
教

生
の
「
国
語
科
実
地
授
業
」
に
基
づ
い
て
分
析
し
、
日
本
本
土
で
の
国
語
教
育
で
使
わ
れ
て

い
る
方
法
が
「
グ
ア
ン
法
」
に
応
用
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
貴
重
で
あ
る
。
公

学
校
に
お
け
る
教
育
が
「
内
地
延
長
主
義
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
た
め
に
は
当
時
の
内
地

に
お
け
る
国
語
教
育
と
の
比
較
が
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
も
第
十
六
章
で
紹
介
さ
れ

た
尋
常
小
学
校
の
教
案
例
の
分
析
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
比
較
考
察
を

加
え
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
三
部
第
十
七
章
で
は
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
、「
日
本
語
教
育
」
の
時
代
で
あ
る
戦
前
台

湾
新
屋
公
学
校
に
お
け
る
研
究
授
業
に
み
る
台
湾
人
教
師
の
話
し
方
授
業
の
記
録
『
昭
和
五

年
度　

教
育
研
究
綴
』
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
特
に
国
語
研
究
会
に
よ
る
研
究
活
動
の
実

態
を
分
析
し
、
当
時
の
学
校
現
場
の
日
常
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
。
第
十
八
章
で
は
戦
前
台
湾
の
新
港
公
学
校
教
師
顔
傳
福
の
話
し
方
授
業
の
教
授
案

で
あ
る
『
昭
和
十
一
年
教
授
案
綴
』
の
分
析
を
通
じ
て
、
教
授
法
の
構
成
が
大
正
八
年
の
台
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湾
教
育
令
以
後
に
研
究
さ
れ
た
「
構
成
式
言
語
教
授
法
」
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
第
十
九
章
で
は
台
湾
人
教
師
顔
明
徳
氏
の
教
育
実
習
ノ
ー
ト
『
實
習
録
』
の
分
析

に
よ
っ
て
、
台
南
師
範
学
校
に
お
け
る
日
本
語
指
導
が
構
成
式
よ
り
も
一
歩
複
雑
に
な
っ
た

方
法
で
指
導
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
三
章
は
い
ず
れ
も
論
者
の

地
道
な
史
料
発
掘
の
成
果
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
貴
重
な
資
料
か
ら
示
さ
れ
た
事
実
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ

り
、
か
な
ら
ず
し
も
史
料
が
研
究
に
十
分
生
か
し
切
れ
て
い
な
い
憾
み
も
な
し
と
し
な
い
の

で
、
今
後
さ
ら
に
時
間
を
か
け
て
咀
嚼
し
て
実
態
の
解
明
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
こ
れ
は
論
者
の
日
本
語
教
育
史
の
史
料
発
掘
に
寄
せ
る
熱
意
に
よ
っ
て
膨
大
な

資
料
群
を
探
り
当
て
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
汲
め
ど
尽
き
せ
ぬ
潤
沢
な
史
料
群
を
手

に
し
た
論
者
に
よ
る
、
今
後
の
研
究
の
発
展
が
大
い
に
望
ま
れ
る
有
益
な
論
文
と
し
て
認
め

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
、
泉
史
生
は
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資



─ 15 ─

格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

平
成
二
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年
二
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十
八
日
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