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国
民
挙
校
国
民
科
国
語
の
教
則
に
、
「
日
常
ノ
国
語
ヲ
習
得
セ
ー
ジ
メ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
「
醇
正
ナ
ル
国
語
」
を
目
標
と
す
べ

き
こ
せ
が
詮
か
れ
て
ゐ
る
。
「
軒
正
ナ
ル
国
語
」
は
、
「
故
へ
て
培
準
語
の
範
園
に
止
ら
ぬ
。
標
埠
頭
は
晋
聾
言
語
に
限
っ
て
い
ふ
こ
と
で

あ
り
、
群
正
ナ
ル
国
語
は
標
準
語
を
基
礎
と
す
る
文
章
語
及
び
或
程
度
の
文
章
を
も
含
む
」
（
教
則
案
説
明
要
領
）
と
い
ふ
。

国
語
教
育
の
出
費
鮎
或
は
場
が
、
兄
童
の
あ
り
祐
っ
た
日
常
の
言
語
生
活
即
ち
何
等
か
の
方
言
生
活
に
あ
る
こ
と
は
明
か
せ
あ
ら
う
。

酢
正
な
国
語
の
陶
冶
は
こ
の
l
地
方
語
醍
系
で
行
は
れ
る
。
こ
ゝ
に
右
の
標
準
語
教
育
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
も
と
．
よ
り
軍
軍
言
語
と

′

文
字
墓
等
を
分
任
し
て
了
つ
て
は
な
ら
な
い
が
、
今
や
「
話
し
方
」
の
教
育
も
一
分
節
と
し
て
表
面
に
l
出
さ
れ
、
「
文
字
言
語
と
し
て

の
国
語
教
授
を
撒
底
す
る
虜
に
も
、
其
の
地
盤
た
る
書
聖
墓
相
と
し
て
の
国
語
が
正
し
く
豊
か
に
培
は
れ
る
宅
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
詭

、

か
れ
た
り
も
し
て
、
教
師
児
童
相
互
の
既
に
有
す
る
言
語
生
活
の
彫
琢
錬
成
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
標
準
語
教
育
を
考
へ

る
こ
と
は
緊
要
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
各
地
の
国
民
畢
校
ほ
、
・
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
土
の
晋
堅
嘉
生
活
を
ど
う
指
導
し
て
行
っ
た
ら
よ
い
の

方
言
生
活
　
の
　
指
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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○

標
準
語
教
育
に
は
標
準
が
要
る
。
理
想
・
規
範
が
な
く
て
は
教
育
の
し
や
う
が
な
小
。

一
應
さ
う
言
へ
．
る
。
・
然
し
そ
の
具
控
的
な
指
示

・
が
な
い
と
す
れ
ば
、
我
貞
自
身
で
考
へ
て
之
を
進
め
て
行
く
外
は
な
い
。
・
標
準
語
は
む
し
ろ
我
カ
が
育
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
湾
へ
る
べ
き

で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
お
互
の
脱
ひ
は
、
醇
化
と
い
ふ
こ
と
で
よ
い
。
醇
化
と
は
、
ぐ
だ
い
て
言
へ
ば
、
兄
童
の
こ
と
ば
を
、
少
し
で
も
、

よ
り
よ
い
と
思
ふ
方
に
向
け
に
行
く
こ
と
で
あ
る
。
結
局
は
、
教
師
自
身
で
捌
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
す
べ
て
は
教
師
の
責
任
に
厨
す

る
。
こ
ゝ
に
自
覚
の
必
要
な
所
以
が
あ
り
、
研
究
も
ま
た
必
要
に
な
る
。
自
費
の
境
木
は
、
自
己
の
醇
化
意
諭
が
国
語
の
歴
史
的
本
質
に

基
づ
い
て
ゐ
る
に
相
違
な
い
こ
と
を
、
．
国
語
に
生
き
る
国
民
と
し
て
反
省
し
、
確
信
す
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
は
、
兄
童
の
こ

と
ば
を
、
少
し
で
も
廣
い
言
語
社
食
の
撃
的
動
向
に
近
附
け
る
こ
と
を
念
と
す
れ
ば
よ
い
。
多
数
の
人
芸
通
ず
る
扶
翼
多
く
空

般
人
の
是
認
す
る
も
し
い
方
向
を
債
重
に
見
究
か
て
行
く
の
で
あ
る
。
具
腔
的
な
研
究
は
こ
ゝ
に
始
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

例
と
し
て
、
先
頃
行
っ
て
み
た
土
地
、
紀
州
日
高
郡
の
山
地
、
川
上
村
を
と
る
と
、
著
し
い
語
法
現
象
二
段
活
用
が
先
づ
注
意
を
払

く
。
土
地
の
教
師
は
、
こ
れ
が
今
日
世
に
一
般
的
で
な
い
こ
と
を
す
ぐ
に
領
解
し
ょ
う
。
で
あ
れ
ば
、
早
速
こ
れ
の
指
撃
を
問
題
に
す
る

の
で
あ
る
。
一
つ
の
眞
創
な
解
決
が
次
の
仕
芋
を
産
む
。
こ
れ
を
着
火
と
些
行
さ
せ
れ
ば
、
後
に
は
そ
の
全
国
が
、
誉
与
し
て
拉
系
的

な
措
置
と
な
り
得
る
。
教
具
は
そ
こ
に
確
か
な
の
で
あ
る
。
右
の
二
段
活
用
に
つ
い
て
は
、

○
オ
マ
刈
到
イ
列
ラ
田
－
ソ
ク
ル
ル
づ
　
今
か
ら
行
っ
た
ら
日
が
暮
れ
る
よ
。

．
1
＿
－
－
．
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○
ク
可
列
珂
ナ
コ
ト
ナ
ラ
キ
ヨ
の
ル
可
J
．
舞
妄
や
ぅ
窒
日
英
な
ら
開
か
せ
て
あ
げ
る
よ
。

た
ど
の
言
ひ
方
と
、
「
ク
レ
ル
L
「
ア
ゲ
ル
L
と
、
世
上
に
通
り
の
よ
い
望
H
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
す
、
め
る
方
法
を
と
る
。
基
本
の

窺
望
員
へ
て
何
ほ
ど
か
反
接
さ
せ
て
お
け
ば
・
あ
の
土
誓
二
役
的
・
左
二
段
活
用
は
、
明
瞭
な
規
則
性
を
有
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、
料
っ

て
よ
く
嬰
簑
利
い
て
、
改
訂
が
容
易
に
出
来
る
か
と
恩
ふ
。

二
段
活
用
に
関
研
し
て
、
他
の
曇
つ
l
た
活
用
形
に
気
附
く
や
ぅ
に
な
れ
ば
幸
で
や
Q
。

○
ワ
シ
ー
ラ
ワ
イ
ケ
l
到
4
サ
カ
l
…
…
。
わ
し
等
は
行
け
な
い
か
ら
…
…
。

○
イ
ケ
ジ
（
Ⅵ
ソ
レ
ス

ギ
ク
。
　
生
き
過
ぎ
た
。

ノ

な
ど
が
あ
る
。
1
イ
ケ
ジ
」
は
「
イ
ケ
ツ
し
の
棒
で
あ
る
こ
と
を
、
雫
際
に
．
現
は
れ
る
二
．
つ
の
言
ひ
方
か
ら
知
れ
ば
、
こ
れ
と
「
イ
ケ
ラ

ン
」
「
ミ
≡
ヤ
」
（
見
な
く
て
は
）
な
ど
が
雲
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
翌
日
の
計
附
き
か
ら
は
、

－
）

○
ミ
司
デ
ヤ
ソ
可
－
三
封
テ
4
－
．
。
水
が
田
な
い
や
う
に
な
っ
て
ね
。
、

の
1
チ
ャ
ン
」
の
形
が
問
題
に
な
っ
て
く
吾
あ
ら
う
。
1
ヤ
ソ
」
は
恐
ら
く
1
ラ
ソ
L
で
あ
る
。
義
の
諸
地
方
に
あ
る
「
ア
可
ヤ
ソ

日
の
っ
テ
l
L
「
ア

ケ
ラ
レ
ヤ
ン
」

（
「
明
け
る
な
し
と
禁
止
す
る
言
ひ
方
）
な
ど
の
「
ヤ
ソ
」
も
、
元
は
と
れ
で
あ
ら
う
。
「
…
ラ
ン
」
「
：
‥
ヤ

ソ
L
に
よ
っ
て
ア
段
音
が
説
し
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
、

○
ソ
レ
マ
チ
エ
ワ
シ
可
可
イ
ト
モ
ー
チ
…
…
。
そ
れ
ま
で
に
は
死
ぬ
ま
い
と
思
っ
て
…
…
。

●

の
1
シ
ヰ
マ
イ
上
の
形
、
印
も
1
マ
イ
L
が
ア
段
青
に
撃
こ
と
と
に
は
・
亦
関
聯
す
る
性
質
が
見
出
さ
れ
て
苑
よ
う
。
二
段
活
用
の
改

訂
を
起
鮎
と
し
て
、
色
カ
の
関
係
事
項
が
指
導
で
き
甘
。

方
．
軍
生
活
Q
．
指
導
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

／
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・

122

女
に
は
、
言
表
の
終
末
把
く
る
助
詞
が
眼
に
つ
き
易
い
。
際
立
っ
て
著
し
い
の
が
「
ヨ
t
L
で
あ
る
。
侃
り
に
教
師
が
土
地
出
身
者
だ

●

．
と
し
て
も
、
少
し
く
心
を
は
せ
る
も
の
を
C
は
、
す
ぐ
に
こ
れ
が
気
附
か
れ
よ
う
。
今
ま
で
の
単
純
な
言
語
経
験
を
以
て
し
て
も
容
易
に
気

附
く
こ
と
か
ら
始
め
れ
ば
ま
い
。
そ
．
こ
に
熱
意
を
傾
け
る
こ
と
か
ら
出
賛
す
れ
ば
、
道
は
順
序
に
自
ら
開
け
る
。
「
ヨ
ー
」
に
は
、

∴
〇
才
ー
ソ
ー
カ
イ
ヨ
ー
。
．
あ
ゝ
さ
う
か
い
。

．

ヽ

ノ

　

．

．

．

1

0
司
七
可
－
、
ワ
ル
カ
ツ
タ
ナ
ー
。
．
あ
れ
ま
あ
、
姦
か
っ
た
わ
ね
。

○
ニ
ー
ワ
ヨ
ー
。
′
兄
ち
ゃ
ん
は
え
7

な
ど
、
枝
美
の
用
法
が
あ
っ
て
、
一
月
注
意
を
賀
す
る
。
「
ヨ
I
L
の
現
れ
方
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

〇
イ
チ
ー
ク
ラ
当
り
　
行
っ
て
く
る
わ
ね
。

、

○
ソ
司
「
モ
カ
刈
八
車
七
刊
ヨ
t
。
そ
ん
な
に
も
か
ゝ
り
は
し
な
い
さ
。

な
ど
、
「
ク
ラ
」
・
「
セ
ナ
」
と
、
二
7
音
に
開
い
た
言
ひ
方
へ
揖
ぐ
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
猫
用
が
耳
に
つ
く
。
こ
ゝ
に
思
ひ
排
さ
れ
る
の
は
、

同
じ
く
頻
用
せ
ら
れ
る
。

〇
月
〓
デ
ス
ラ
「
。
さ
う
な
ん
で
す
よ
。

の
「
ラ
ー
」
の
、
ア
昔
に
開
い
た
言
ひ
方
で
あ
る
。
こ
の
「
ラ
ー
」
は
、
「
ラ
イ
」
と
言
ふ
甫
娘
の
こ
と
ば
と
比
べ
て
き
し
も
、
「
ラ
イ
」

＜
「
ウ
ィ
L
で
．
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ワ
イ
L
は
、
「
わ
た
し
L
に
関
孫
の
あ
る
、
特
殊
の
教
具
と
も
ろ
た
、
文
末
し
め
く
ゝ
り
の
用
言

で
、
自
己
の
言
説
に
念
を
押
し
、
相
手
の
注
意
と
十
分
に
引
き
つ
け
よ
う
と
す
る
心
意
空
中
挙
の
る
ら
し
い
。
「
ク
ラ
」
・
「
七
ナ
L
は
「
ク
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ラ
イ
」
，
「
セ
ナ
イ
」
で
、
も
と
′
～
「
ク
ル
ワ
イ
」
・
「
セ
ソ
ワ
イ
」
で
は
な
か
つ
l

た
か
。
こ
れ
に
「
ワ
イ
L
の
内
碧
点
景
す
。
。
C
り
ー
∵
こ

い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
・
そ
れ
が
怒
貢
の
助
詞
1
ヨ
t
t
に
蓮
る
こ
と
に
特
徴
を
も
っ
て
ゐ
る
こ
と
と
は
二
系
の
等
質
と
し
て

崇
持
す
べ
き
冨
る
。
方
言
の
指
導
に
は
、
こ
の
や
う
た
掲
妙
義
に
ま
で
同
情
あ
る
芸
を
及
ぼ
し
ち
行
っ
て
、
そ
・
こ
に
世
上
二
駁
的

た
言
払
方
を
警
て
や
一
・
芸
と
が
大
切
で
あ
る
。
方
言
生
活
に
於
て
・
覇
白
の
感
覚
に
よ
り
、
個
性
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
を
、
論
理
畢

堕
品
讐
義
・
筈
求
め
て
整
形
す
る
こ
と
は
・
往
芸
し
て
歪
を
伴
ふ
。
具
置
的
な
方
言
由
怨
と
し
て
、
常
に
は
東
京
語
本
位
の
言

ひ
方
に
技
へ
．
茫
い
所
以
で
あ
る
。
所
詮
、
先
に
述
べ
た
や
う
た
醇
化
を
念
と
す
る
に
如
く
は
な
い
。

○醇
化
は
空
一
口
の
排
警
否
定
で
は
な
く
て
、
育
成
と
も
言
ふ
べ
き
大
森
的
な
甘
定
で
．
あ
る
。
例
へ
ば
風
呂
で
垢
を
落
す
の
に
も
似
て
ゐ

る
。
人
瀾
腰
に
き
れ
い
な
の
を
好
皇
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
。
清
潔
に
な
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
元
の
汚
れ
に
踵
る
の
は
恩
に
過

ぎ
る
。
方
舌
生
活
の
指
導
は
、
と
れ
と
同
じ
や
う
に
、
亮
的
な
伸
展
を
苑
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
故
に
、
醇
化
怠
る

の
は
・
力
め
で
そ
の
封
象
と
協
調
的
に
・
そ
の
心
理
に
即
應
し
て
な
す
の
を
よ
七
と
す
る
。
豪
産
と
の
連
絡
も
、
こ
、
に
常
然
洩
定
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

家
庭
と
の
連
絡
は
」
児
童
の
こ
と
ば
の
．
な
ま
の
療
境
を
掴
む
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
更
に
は
家
庭
乃
至
郷
士
の
言
語
生
活
を
醇

化
し
よ
う
と
す
毒
み
を
含
む
。
豊
へ
の
国
語
教
育
は
、
・
そ
の
屈
す
る
言
語
社
食
の
憲
と
離
れ
た
も
の
で
、
は
な
い
。

家
庭
に
眼
を
向
け
れ
ば
・
雪
成
人
の
把
持
す
る
・
こ
と
ば
の
上
の
色
え
な
俸
銃
的
意
識
が
注
憩
に
上
る
。
先
の
二
段
活
用
に
つ
い
て

●
°
°

東
二
老
婆
は
、
「
幻
ク
マ
可
引
ガ
ト
‡

－
ン
争
ナ
イ
カ
封
し
（
苛
が
廻
呈
ろ
い
の
ぢ
貰
い
か
李
）
と
言
ひ
、
・
つ
芯
て
「
ヤ

方
軍
生
満
の
指
事

1告3
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．
Ⅵ
．
瑚
パ
コ
リ
ハ
ワ
イ
ヨ
つ
イ
ヨ
7
1
。
調
サ
u
可
4
し
・
（
u
家
の
こ
と
ば
禁
や
し
い
わ
ね
・
ど
う
も
あ
っ
さ
り
し
な
い
）
と
語
っ

た
。
或
る
三
十
歳
茎
の
男
子
は
、
「
オ
チ
ル
呈
口
へ
ば
よ
い
の
を
オ
ツ
ル
上
簡
軍
に
言
っ
て
の
け
て
し
ま
ふ
の
だ
」
と
告
げ
て
く
れ
た
。

彼
望
段
活
用
を
ぞ
ん
ざ
い
皇
ロ
ひ
方
と
見
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
舌
が
む
し
ろ
よ
く
廻
る
こ
と
．
を
知
ら
せ
、
任
卑
粗
雑
と
言
ふ
よ
少

は
む
し
ろ
由
緒
あ
る
言
ひ
方
で
あ
る
こ
と
を
票
た
．
い
。
こ
の
納
得
を
地
盤
と
し
て
、
元
の
二
段
化
の
訓
練
の
必
要
を
説
け
ば
・
現
達
は

そ
れ
を
、
先
生
の
有
難
い
お
骨
折
と
ば
か
り
に
、
感
謝
を
以
て
票
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
、
組
父
母
す
ら
も
、
よ
く
、
孫
の
絡
来
際
合

す
る
辰
い
世
潤
へ
の
た
也
だ
と
、
は
ず
み
心
で
諒
解
す
る
ま
で
に
、
仕
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

○

○
オ
可
可
司
オ
リ
可
シ
ク
。
お
世
話
桂
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
′

と
い
．
ふ
言
ひ
方
が
あ
る
。
家
庭
霊
威
は
村
の
敬
語
法
と
言
ふ
べ
き
も
切
で
あ
る
。
こ
れ
を
・
家
庭
に
向
つ
て
は
、
1
そ
の
吾
の
気
持

を
以
て
：
コ
ザ
イ
マ
シ
ク
と
言
へ
は
、
＝
置
上
へ
の
通
り
が
よ
く
な
る
の
だ
」
と
設
い
て
、
子
供
が
言
ふ
の
を
ぎ
こ
ち
な
く
受
取
ら
ぬ

や
う
に
心
耕
け
て
貰
ふ
こ
と
に
つ
と
め
、
さ
て
見
壷
に
向
つ
て
は
、
同
桂
な
勧
奨
の
志
度
に
出
る
と
共
に
・
竺
し
ゴ
ザ
イ
：
ク
を
し
つ

け
て
ゆ
く
。
と
の
や
う
な
挨
拶
の
富
農
は
い
閉
校
が
豊
と
家
庭
に
働
き
か
け
る
面
と
し
て
・
丑
初
殊
に
有
意
義
で
あ
一
l
っ
。

○
ク
の
イ
マ
テ
オ
リ
マ
シ
列
。
只
今
お
り
ま
し
た
。

畢
校
官
が
途
中
で
筆
者
な
ど
に
も
か
う
言
っ
て
芸
に
挨
拶
し
た
。
一
て
れ
は
見
上
げ
た
昌
た
態
度
で
あ
っ
た
。
あ
れ
に
は
一
E
l
只

今
で
御
座
い
ま
し
た
L
を
豆
反
せ
る
の
も
よ
い
。
次
い
で
1
月
．
今
彊
受
1
し
た
」
へ
の
君
茹
持
移
を
誓
書
で
あ
る
。

○
オ
コ
ツ
‥
罰
っ
司
。
行
っ
て
ら
つ
し
あ
い
三
㌔

題
■
■
■
l
一
■
t

1以
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■
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－

一

は
よ
ほ
ど
鄭
重
な
こ
と
ば
遣
ひ
と
し
て
存
す
る
。
．
少
七
で
も
欒
っ
た
言
払
方
に
は
す
ぐ
討
究
の
欲
を
出
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、

こ
れ
は
、
「
お
起
し
な
し
て
L
で
あ
る
こ
と
に
気
附
く
。
「
…
…
た
し
て
」
の
敬
語
法
は
朗
か
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
を
言
ふ
申
年
以
上
の
人

に
は
、
そ
の
語
法
の
分
析
と
共
に
、
こ
れ
が
兄
童
の
習
得
す
べ
き
ど
う
い
ふ
言
ひ
方
と
封
應
す
る
か
を
説
く
。
か
う
し
て
、
若
い
も
の
の

生
望
巨
閥
治
に
封
し
、
泊
隊
的
五
指
組
成
な
ど
偉
さ
ぬ
肯
定
の
念
を
持
た
し
め
る
の
で
あ
る
。
　
／

－

○

要
す
る
に
、
豪
産
に
も
兄
童
に
も
、
．
教
師
の
指
導
が
、
役
等
自
身
の
免
拝
と
妥
協
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
得
せ
し
め
れ
ば
兜

づ
よ
い
。
そ
の
上
は
「
教
師
が
先
頭
に
立
っ
て
、
自
己
の
標
準
語
生
活
を
安
践
弱
行
し
て
ゆ
く
こ
と
が
第
一
に
肝
要
な
の
で
あ
る
。

（
昭
和
十
六
年
四
月
二
十
五
日
）

方
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