
m
m
澗
r
a
g

高
森
邦
明
　
著

近
代
国
語
教
育
史

わ
た
し
は
'
本
書
を
机
辺
に
お
い
て
国
語
教
育
史

に
つ
い
て
の
辞
書
が
わ
り
に
使
っ
て
き
た
。
た
と
え

ば
'
国
民
科
国
語
に
つ
い
て
知
り
た
い
時
に
は
、
日

次
を
手
が
か
り
に
、
三
T
七
頁
か
ら
読
め
ば
よ
い

し
、
寒
川
道
夫
に
つ
い
て
知
り
た
い
時
に
は
、
人
名

索
引
を
手
が
か
り
に
二
〇
三
百
と
四
二
〇
頁
を
閃
け

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
碓
尖
な
史
料
に
益
づ

く
的
確
な
説
明
が
あ
る
。
木
」
.
 
'
"
'
は
'
国
語
教
市
史
を

学
ぶ
た
め
の
座
右
の
古
で
あ
る
と
と
も
に
'
国
語

教
育
史
上
の
事
項
を
知
る
た
め
の
座
右
の
古
で
も
あ

る
。こ

れ
ま
で
に
も
、
飛
田
多
岩
雄
氏
の
r
国
語
教
輔

方
法
論
史
J
　
(
　
九
六
五
年
)
、
山
舶
安
太
郎
先
生
の

r
国
語
教
育
史
研
究
.
]
　
二
九
六
六
年
)
へ
野
地
潤
家

先
生
の
　
「
国
語
教
育
通
史
』
　
二
九
七
四
年
)
　
な
ど

の
労
作
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら

を
受
け
て
、
江
戸
末
期
か
ら
7
九
七
七
年
ま
で
の
約

7
五
〇
年
間
の
国
語
数
百
を
つ
ぶ
さ
に
記
述
し
た
浩

潮
な
古
物
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
説
　
内
治
教
育
史
研
究
の
意
義
と
時
代
把
鮎
の

>-i-+̂
p

第
〓
早
　
学
制
期
の
国
語
教
育

第
二
草
　
初
期
の
国
語
教
育
論

第
三
草
　
近
代
国
語
教
育
の
碇
立

川
群
　
叫
:
&
.
-
:
-
 
'
糊
の
m
説

第
五
章
　
大
止
新
教
育
と
作
文
教
育
の
革
新

第
六
章
　
読
み
方
教
育
の
深
化

第
七
草
　
昭
和
前
期
の
時
代
相
と
国
語
数
台

苅
八
群
-
-
"
-
*
-
1
の
捕
同
語
-
'
r
付
の
:
V
思

第
九
草
　
戦
後
国
語
教
育
の
発
展

第
十
軍
　
蛇
近
十
年
の
国
語
教
育

歴
史
記
述
の
方
法
と
し
て
は
'
著
者
は
山
根
先
生

か
ら
多
く
を
学
ん
で
実
証
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
。

慈
悲
的
な
記
述
を
排
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
安
心

し
て
試
　
ろ
'
V
た
、
木
i
.
=
は
叫
代
仙
・
E
-
帆
"
*
r
-
v
Z

思
糊
・
国
語
教
育
行
政
・
教
科
宙
・
実
践
史
等
の
す

べ
て
に
目
く
ぼ
り
を
し
て
「
国
語
科
教
育
の
債
域
を

広
く
包
む
窓
困
」
(
あ
と
が
き
)
を
実
現
し
て
い
る
O

と
り
わ
け
'
著
者
の
前
任
地
で
あ
る
f
c
H
山
地
方
の
国

語
　
　
　
に
間
す
る
知
見
L
J
&
5
を
蝣
v
.
 
;
a
的
に
活
用

し
て
い
る
点
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
地
方
国
語
教

育
史
の
視
点
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
進
的
な
理

論
が
日
本
各
地
の
実
際
の
現
切
で
は
ど
う
受
け
と
め

ら
れ
生
か
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
具
体
相
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

内
容
に
つ
い
て
は
'
初
期
の
国
語
教
育
論
へ
垣
内

松
三
「
実
践
の
技
術
学
」
の
評
価
、
峯
地
光
重
の
国

語
教
育
論
の
進
歩
性
'
倉
沢
栄
吉
の
読
解
指
導
論
な

ど
'
そ
れ
ぞ
れ
に
著
者
の
新
見
と
新
し
い
位
紅
づ
け

が
見
ら
れ
'
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
c
L

鼓
後
に
'
本
書
を
読
ん
で
感
じ
た
疑
問
を
一
つ
書

い
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
若
者
は
r
近
代
国
語
教

育
史
」
の
「
近
代
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
が
物

虹
的
な
時
間
の
長
さ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
-
'
そ

の
内
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら

ば
'
国
語
教
育
に
お
け
る
「
近
代
と
は
」
と
い
う
問

い
か
け
が
望
ま
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
へ
著
者
は
'
「
明
治
以
後
の
国
家
体
制
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が
庶
民
教
育
の
上
に
負
わ
し
て
い
た
課
題
を
国
語
教

育
が
い
か
に
に
な
い
」
(
序
説
)
と
記
し
て
い
る
が
'

近
代
教
育
の
内
質
に
は
、
国
家
の
教
育
史
求
が
規
定

し
た
面
と
「
文
字
を
習
い
た
い
、
本
が
読
め
る
よ
う

に
な
り
た
い
」
等
の
国
民
の
教
育
要
求
が
規
定
し
た

両
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
国
民
の
国
語
教
育
要

求
と
そ
の
実
視
へ
の
過
程
を
歴
史
と
し
て
把
糾
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
代
は
民
主
主
義
を
め
ざ
す
時
代
で
も
あ
る
が
'

そ
う
と
す
る
な
ら
ば
'
民
衆
の
思
想
表
別
と
伝
達
の

方
法
を
開
発
し
て
い
-
話
し
こ
と
ば
教
育
の
歴
史
へ

は
も
っ
と
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

邪
者
は
第
十
翠
に
お
い
て
「
人
間
育
成
の
総
合
的

な
機
能
を
回
復
」
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い

る
。
自
己
を
表
現
さ
せ
た
り
言
語
文
化
に
触
れ
さ
せ

た
り
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
こ
の
人
間
性
を
め
ざ
め

さ
せ
る
こ
と
こ
そ
近
代
国
語
教
育
の
本
質
で
は
な
か

っ
た
か
。
こ
の
視
点
か
ら
の
史
実
の
検
討
は
不
十
分

に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ

の
一
例
と
し
て
、
「
こ
と
ば
を
育
て
'
人
間
を
育
て

る
」
こ
と
を
日
棟
と
し
て
高
い
実
践
を
迂
成
さ
れ
た

大
村
は
ま
氏
の
仕
郡
を
位
紅
づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

い
ま
や
世
を
あ
げ
て
軍
備
強
化
の
時
代
へ
と
進
ん

で
い
る
.
‖
-
i
n
v

-
.
.
a
J
-
ハ
-
;
~
x
.
も
t
r
i
?
:
U
*
の
柁
約
五
か
ら
望

回
心
の
教
封
を
め
ざ
す
内
容
主
義
へ
と
変
貌
す
る
や

も
し
れ
な
い
。
若
者
は
'
第
四
期
国
定
国
語
教
科
古

に
つ
い
て
'
「
超
国
家
主
義
へ
軍
国
主
義
へ
の
傾
向
を

は
ら
む
も
の
と
し
て
'
危
険
な
特
色
を
示
し
て
も
い

た
」
と
教
科
書
の
軍
国
主
義
化
を
危
険
と
見
な
し
て

い
る
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
健
全
な
国
語
教
育
史
観

が
共
通
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
潤
筆
す
る
。

(
A
五
判
五
〇
六
ペ
ー
ジ
へ
昭
和
五
四
年
1
0
月
、

鳩
の
森
謂
日
刊
七
へ
五
〇
〇
円
)

二
九
八
二
・
五
・
六
)

(
浜
本
　
純
逸
)
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