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育
つ
こ
と
ば
育
て
る
こ
と
ば
=
国
語
・
言
語
の
教
育
-
』

「
言
語
文
化
」
。
こ
れ
が
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
序
章
に
お
い

て
、
「
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
の
中
核
的
目
標
は
「
言
語
文
化
」
に
基
本

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
著
者
は
、
言
語
と
言
語

活
動
の
「
文
化
」
を
国
語
教
育
に
お
い
て
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
本

書
は
、
こ
の
よ
う
な
目
標
を
掲
げ
な
が
ら
、
国
語
教
育
全
体
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
'
特
に
書
く
学
習
と
音
声
言
語
の
学
習
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が

「
文
化
創
造
」
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
書
は
、
具
体
的
な
提
案
と
し
て
は
、
書
く
学
習
と
音
声
言
語
の
学
習
が

中
心
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
'
序
章
に
お
い
て
、
「
言
語
文

化
」
に
根
ざ
し
た
国
語
教
育
が
提
案
さ
れ
る
。
第
1
章
で
は
、
「
言
語
の
教

育
と
し
て
の
基
本
的
課
題
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、

「
言
語
の
教
育
」
に
お
け
る
「
亭
き
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、
語
句
・
語
嚢

の
指
導
、
文
法
指
導
、
漢
文
の
指
導
を
、
授
業
実
践
の
記
録
を
ま
じ
え
な

が
ら
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
三
葦
で
は
、
「
言
語
の
教
育
」
に
お
け
る

「
話
し
こ
と
ば
・
生
活
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
見

直
さ
れ
て
い
る
音
声
言
語
教
育
に
つ
い
て
'
実
践
を
基
に
提
案
が
な
さ
れ

て
い
る
。
最
後
に
終
章
で
は
、
「
育
つ
こ
と
ば
育
て
る
こ
と
ば
」
と
し
て
、

今
後
の
音
声
言
語
教
育
に
お
い
て
'
話
し
手
の
育
成
は
も
と
よ
り
、
聞
き

手
の
育
成
の
見
直
し
に
つ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
'
本
書
の
概
略
で
あ
る
。
国
語
教
育
の
多
方
面
に
渡
っ
て
、
提

言
・
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
切
れ
味
鋭
く
、
ま
た
具
体
的
な

実
践
を
基
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
わ
か
り
や
す
い
。
特
に
、
近
年
見
直

さ
れ
て
い
る
音
声
言
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
示
唆
深
い
と
こ
ろ
が
多
い
の

で
'
こ
の
分
野
に
つ
い
て
関
心
の
あ
る
方
の
み
な
ら
ず
へ
国
語
教
育
に
携

わ
る
人
は
必
読
の
書
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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中
谷
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彦
著

F
高
等
学
校
に
お
け
る
詩
学
習
指
導
の
軌
跡

-
詩
の
学
習
指
導
個
体
史
を
求
め
て
I
』

詩
教
育
で
培
わ
れ
る
学
力
に
つ
い
て
、
今
年
度
も
様
々
な
提
胃
が
な
さ
れ
た
。

本
書
も
ま
た
、
我
々
に
詩
教
育
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
筆
者
の
目
標

は
1
貫
し
て
「
詩
に
親
し
み
を
覚
え
'
ど
ん
ど
ん
読
も
う
、
作
ろ
う
と
い
う
意

欲
」
を
学
習
者
の
中
に
育
て
る
こ
と
に
あ
る
。
作
品
と
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い

く
学
習
者
の
育
成
を
目
指
し
て
、
教
師
主
導
の
「
読
解
指
導
か
ら
脱
却
し
、
詩

に
親
し
ま
せ
る
鑑
宜
指
導
」
の
あ
り
方
を
求
め
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
筆
者

の
十
九
年
間
の
成
果
が
本
書
に
結
実
し
て
い
る
。

本
書
に
は
六
つ
の
実
践
例
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
次
の
三
期
(
三
段
階
)

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
(
〓
内
は
実
践
名
)

I
読
解
的
指
導
期
言
の
鑑
賞
指
導
-
多
く
の
帯
に
出
会
わ
せ
る
た
め
に
I
L
T
I
I
章
対
応

I
工
鑑
賞
指
導
法
の
模
索
期
-
読
解
か
ら
鑑
賞
へ
-
ヨ
現
代
詩
の
指
導
-
詩
語
の
豊
か
さ
を

認
識
さ
せ
る
た
め
に
3
」
・
r
同
∽
」
)
-
H
章
対
応

E
j
詩
学
習
指
導
法
の
探
索
期
(
「
現
代
詩
の
鑑
賞
指
導
I
主
体
的
な
学
習
指
導
の
方
法
を
求
め
て

I
」
・
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
詩
歌
の
鑑
賞
-
詩
歌
集
編
集
の
指
導
を
中
心
と
し
て
-
」
・
「
r
秋
の
詩
」
の

鑑
賞
I
生
徒
の
実
体
に
応
じ
た
詩
の
学
習
指
導
法
を
求
め
て
⊥
T
m
章
対
応

各
実
践
で
ね
ら
わ
れ
た
こ
と
は
、
実
践
名
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
加
え
て
'

H
期
に
は
教
材
の
開
発
'
E
j
期
に
は
評
価
法
に
も
尽
力
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
実

践
に
つ
い
て
も
授
業
構
想
の
視
点
、
授
業
の
実
際
、
反
省
と
課
題
が
明
確
に
記

さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
着
実
な
歩
み
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
記
録

か
ら
我
々
は
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
Ⅳ
章
「
高
等
学

校
に
お
け
る
詩
学
集
指
導
の
方
法
と
課
題
」
は
、
締
め
く
く
り
の
章
と
な
っ
て

お
り
'
十
九
年
の
詩
教
育
指
導
か
ら
帰
納
さ
れ
た
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ど
の
指
摘
も
、
そ
の
指
摘
が
導
出
さ
れ
た
背
景
が
明
確
で
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

筆
者
は
本
容
を
詩
教
育
実
践
の
ま
と
め
と
し
'
今
後
は
独
自
の
詩
教
育
論
の

構
築
に
力
を
そ
そ
が
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
期
待
し
た
い
。
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