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の
中
に「
国
語（
日
本
語
）」を「
外
国
語
」と
し
て
学
ぶ
必

要
が
あ
る
子
ど
も
が
い
る
と
き
、
教
師
は
ど
ん
な
こ
と
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
少
し
言
語
学
的
な
話
を
し
ま
す
。

　

20
世
紀
の
言
語
学
の
基
礎
を
作
っ
た
ソ
シ
ュ
ー
ル

（Ferdinand de Saussure

）と
い
う
人
が
い
ま
す
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
指
摘
し
た
言
語
に
関
す
る
重
要
な
原
理
に

「
言
語（
記
号
）の
恣し

意い

性せ
い

」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

言
語
記
号（
語
）に
は「
指
す
も
の
」（
音
形
）と
そ
れ
で「
指

さ
れ
る
も
の
」（
指
示
対
象
）が
あ
り
ま
す
が
、
両
者
に
必

然
的
関
係
は
な
い
と
い
う
の
が「
言
語（
記
号
）の
恣
意
性
」

と
い
う
こ
と
で
す（
詳
し
く
は
庵
、
２
０
１
２
参
照
）。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
一
般
的
に
、
あ
る
言
語
の
母

語
話
者
が
他
の
言
語
を
学
習
す
る
と
き
に
最
低
限
必
要
な

こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

●
指
す
も
の「
音
形
」／
指
さ
れ
る
も
の「
意
味
」　　

　

●
文
法
的
知
識
／
表
記（
字
形
）

　

こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
英
語
を
学
ぶ
場
合
に
即
し
て
言
う

と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
日
本
語
の「
犬
」が「dog

」と
い
う「
指
す
も
の
」

（
音
形
）を
持
つ
こ
と
と
、「dog

」の「
指
さ
れ
る
も
の
」（
指

示
対
象
）を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
前
者

は
覚
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
母
語

い
て
は
、
筆
者
が
提
唱
し
て
い
る「
や
さ
し
い
日
本
語
」と

い
う
考
え
方
に
基
づ
く
の
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

紙
幅
の
関
係
で
詳
細
は
省
き
ま
す
が（
詳
し
く
は
庵
、

２
０
１
６
参
照
）、
ま
ず
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、

「
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

　

外
国
人
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、「
国
語
」は
難
関
で
す
。

漢
字
以
外
に
、「
国
語
」に
は「
背
景
知
識
」を
必
要
と
す
る

部
分
が
多
い
こ
と
も
そ
の
理
由
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、「
赤
飯
」が
祝
い
ご
と
で
食
べ
ら
れ
る
も
の

だ
と
い
う
背
景
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
国
語
の
教
科
書

の
文
章
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
た
事
例
が
あ
り
ま

す
。
国
語
の
教
科
書
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
直
す
だ
け

で
も
、
外
国
人
の
子
ど
も
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
授
業

に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
形
で「
相

手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
」て
表
現
す
る
と
い
う
活
動
は

日
本
人
の
子
ど
も
の
日
本
語
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
と
言
え
ま
す（
庵
、
２
０
１
６
、
第
６
章
参
照
）。

「
他（
多
）文
化
」を
生
か
し
た
授
業
の
た
め
に

　

以
上
、「
日
本
語
」を「
国
語
」と
し
な
い
子
ど
も
が
い

る
国
語
教
育
に
お
け
る
留
意
点
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。

「
他（
多
）文
化
」を
背
景
に
も
つ
児
童
・
生
徒
が
い
る
こ

と
が
授
業
を
活
性
化
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
て

い
ま
す
。

参
考
文
献

●
庵
功
雄（
２
０
１
２
）『
新
し
い
日
本
語
学
入
門
』ス
リ
ー

エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

●
庵
功
雄（
２
０
１
６
）『
や
さ
し
い
日
本
語
』岩
波
新
書

●
清
水
睦
美（
２
０
０
６
）『
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
子
ど
も
た

ち
』勁
草
書
房

の
知
識
か
ら
の
類
推
が
可
能
な
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
母

語
の
転
移
と
言
い
ま
す
。
一
方
、
文
法
的
知
識
と
い
う
の

は
、「dog

」は
数
え
ら
れ
る
名
詞
で
単
数
と
複
数
の
区
別

が
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
文
字
に
よ
る
表
記

（
字
形
）が
加
わ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
英
語
の
よ
う
な
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
言
語
の
場
合
は
負
担
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
語（
お
よ
び
中
国
語
）の
場
合

は
、
漢
字
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

　

大
部
分
の
外
国
人
は
非
漢
字
圏
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人

た
ち
に
と
っ
て
、日
本
語
習
得
の
最
大
の
壁
は
漢
字
で
す
。

　

こ
こ
で
、日
本
人
の
子
ど
も
と
外
国
人
の
子
ど
も
に
と
っ

て
の
漢
字
学
習
の
負
担
の
違
い
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日
本
人
の
子
ど
も
の
場
合
、
小
学
校
か
ら
漢
字
を
習
い

始
め
る
と
し
て
も
、そ
れ
ま
で
に
、「
音
形
」と「
指
示
対
象
」

は
既
に
知
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。
た
と
え
ば
、「
学
校
」

と
い
う
音
形
と
そ
の
指
示
対
象
は
知
っ
て
い
て
、
そ
の
表

記
だ
け
を
学
べ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

　

一
方
、外
国
人
の
子
ど
も
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

ア
ラ
ビ
ア
文
字
を
見
た
と
き
多
く
の
方
は
全
然
区
別
が
つ

か
な
い
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
は
28

字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
小
学
校
で
学
ぶ
漢
字
は
約

１
０
０
０
字
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
未
知
の
文
字
体

系
を
学
ぶ
こ
と
の
負
担
が
い
か
に
大
き
い
か
は
お
わ
か
り

い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
外
国
人
の
子
ど

も
は
日
本
人
の
子
ど
も
と
違
っ
て
、「
音
形
」と「
指
示
対
象
」

を
覚
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

外
国
人
の
子
ど
も
が
い
る
国
語
教
育
で
必
要
な
こ
と

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、外
国
人
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、

日
本
語
習
得
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
配
慮
し
た
国
語
教
育
を
行
う

う
え
で
の
留
意
点
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
わ
か
り
に
く
い
日
本
語
」を
理
解
す
る

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、
外
国
人
の
子
ど
も
は
最
初
か

ら
日
本
人
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
日
本
語
を
表
出
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。

い
ろ
い
ろ
が
わ
か
な
い
し
。
た
れ
か
お
し
え

て
欲
し
い
。
で
も
み
な
で
わ
た
し
の
き
も
ち

な
ん
か
わ
か
な
い
で
す
。
わ
た
し
は
わ
か
る

一
年
前
に
わ
た
し
は
日
本
に
き
た
の
学
校
に

き
た
と
き
に
み
ん
な
怖
い
。
学
校
に
い
き
た

ぐ
な
い
。
こ
こ
ろ
と
き
と
き
す
る
。
教
室
の

中
に
。
み
な
て
な
ん
か
い
わ
れ
た
。
わ
た
し

は
い
ろ
い
ろ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
れ
か
た

す
け
て
。（
清
水
、
２
０
０
６
よ
り
）

　

こ
れ
は「
来
日
２
年
に
な
ろ
う
と
す
る
中
学
校
１
年
生

の
中
国
籍
の
女
の
子
」の
作
文
で
す
。
こ
の
中
の
誤
用
に

つ
い
て
は
庵（
２
０
１
６
、２
０
５
―
２
０
６
頁
）を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た「
わ
か

り
に
く
い
日
本
語
」を
理
解
す
る
努
力
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」で
表
現
す
る

　

一
方
、
外
国
人
の
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
に
話
す
か
に
つ

国
語
教
育
で
必
要
な
こ
と

庵 

功
雄 

● 

一
橋
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授

科
目
名
と
し
て
の「
国
語
」と「
日
本
語
」

　

本
誌
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
を
扱
う
授
業
の
科

目
名
は「
国
語
」で
あ
る
の
は
自
明
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
大
学
で
留
学
生
に

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
を
生な

り

業わ
い

と
し
て
い
ま
す
が
、
私
が

出
し
て
い
る
授
業
の
科
目
名
は「
日
本
語
」で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
くJapanese language

を
対
象

と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、科
目
名
が「
国
語
」と「
日

本
語
」に
分
か
れ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
小
文

の
テ
ー
マ
の
１
つ
は
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。

「
国
語
」は
固
有
名
詞
で
は
な
い

　
「
国
語
」と「
日
本
語
」は
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

両
者
の
最
大
の
違
い
は
、「
国
語
」は
固
有
名
詞
で
は
な

い
の
に
対
し
、「
日
本
語
」は
固
有
名
詞
だ
と
い
う
点
で
す
。

　

韓
国
に
も「
国
語
」と
い
う
語
が
あ
り
、こ
の
場
合「
国
語
」

が
指
す
の
は「
韓
国
語
」で
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
国
語
」は
、

「
誰
が
ど
こ
で
」使
う
か
に
よ
っ
て
、「
指
さ
れ
る
も
の
」（
指

示
対
象
）が
異
な
る
名
詞
で
す
。こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、「
首
相
」

と
い
う
語
を
日
本
人
が
日
本
で
使
え
ば「
安
倍
氏
」を
、
ド

イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
で
使
え
ば「
メ
ル
ケ
ル
氏
」を
指
す
の
と

同
様
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
国
語
」の「
指
さ
れ
る
も
の
」

（
指
示
対
象
）は
一
意
的
に
決
ま
ら
な
い
の
で
、「
国
語
」は

固
有
名
詞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、「
日
本
語
」は
常
に

Japanese language

を
指
す
の
で
、
固
有
名
詞
で
す
。

「
日
本
語
」が「
国
語
」で
は
な
い
児
童
・
生
徒
が
い
る

　
「
国
語
」が
固
有
名
詞
で
は
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
日

常
生
活
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
で
も
な
い
の
で
す
。

　

現
在
、
日
本
国
内
で
定
住
外
国
人
が
増
え
て
い
ま

す（
２
０
１
６
年
度
末
現
在
で
約
２
３
０
万
人
）。
そ
の

子
ど
も
が
日
本
の
小
中
高
に
入
学
す
る
こ
と
も
普
通
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す（
た
だ
し
、
彼
／
彼
女
た
ち
は
義
務

教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。
こ
う
し
た
外
国
籍
の
児
童
・

生
徒
に
と
っ
て
、「
国
語
」は「
日
本
語
」で
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
は
単
な
る
国
籍
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語

教
育
の
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
に

と
っ
て
、「
日
本
語
」は「
外
国
語
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

外
国
語
と
し
て
見
た
日
本
語

　

こ
の
よ
う
に
、「
国
語
」の
授
業
を
受
け
る
児
童
・
生
徒
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