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帰
国
生
徒
に
対
す
る
国
語
教
育

正

俊

佐

野P

日
本
の
現
行
教
育
制
v
度

・
内
容
と
は
異
な
る
教
育
的
背
裁
を
持
つ
海
外

よ
り
の
帰
国
生
徒
に
対
す
る
教
育
に
は
様
々
な
困
難
が
存
在
し
て
い
る
。

私
の
勤
務
校
は
そ
の
よ
う
な
生
徒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て

い
る
。
帰
国
生
徒
が
全
校
の
引
を
占
め
、
日
英
両
言
語
に
よ
る
バ
イ
リ
ン

ガ
ル
制
度
を
導
入
し
て
い
る
本
校
に
と

っ
て
、
特
に
日
本
語
・
国
語
の
授

業
は
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。

海
外
生
活
が
十
年
を
超
え
る
よ
う
な
生
徒
の
日
本
語
力
が
小
学
校
三
年

生
程
度
で
あ
る
か
と
思
え
ば
、

一
般
中
学
出
'
身
者
は
か
な
り
高
度
な
授
業

内
容
を
要
求
し
て
く
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
単
位
で

の
授
業
は
成
立
し
な
い
。
生
徒
は
日
本
語
(
三
段
階
〉
と
外
国
語
(
英
語

四
段
階
、
仏
語
、
独
語
、
西
語
各
二
段
階
)
の
言
語
力
に
よ

っ
て
セ
Y

ト

分
け
さ
れ
る
。
日
英
一
一
ヶ
国
語
を
駆
使
す
る
日
本
語
教
育
専
門
の
専
任
教

員
を
二
名
持
ち
な
が
ら
も
、
我
が
国
語
科
の
教
員
に
も
特
殊
な
授
業
方
法

が
必
要
と
さ
れ
る
。

一
般
生
徒
と
比
較
し
て
、
日
本
語
力
に
潜
在
的
な
不
安
を
持
つ
帰
国
生

徒
は
、
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
文
章
の
一
字
一
旬
の
意
味
内
容
に
対
し
て
、

吟
味
、
反
拐
を
繰
り
返
し
な
が
ら
読
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。
日
常
の
言
語

生
活
に
お
い
て
常
に
精
神
的
圧
迫
を
感
じ
て
い
る
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、

至
極
当
然
な
行
為
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
基
礎
的
な
接
続
詞
一
一
語
に
も
こ

だ
わ
る
一
見
、
「
た
ど
た
ど
し
い
」
と
も
思
え
る
彼
ら
の
読
解
作
業
に
接

し
て
い

る
う
ち
に
、
私
は
逆
に
自
分
自
身
の
言
語
に
対
す
る
態
度
の
甘
さ

を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
我
々
は
偏
っ
た
先
入
観
や
独
断
的
な
理
解
に
よ

っ
て
、
テ
キ
只

ト
の
真
意
を
歪
曲
、
脱
落
さ
せ
た
ま
ま
授
業
に
臨
ん
で
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
毎
日
の
生
活
や
教
材
引
先
、
表
現
指
導
の
過
程
等
に
お

い
て
、

言
語
に
対
す
る
哀
愁
な
姿
勢
を
常
持
し
続
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
他
、
授
業
方
法
論
上
の
問
題
も
い
く
つ
か
感
じ
て
い
る
。
帰
国
生

徒
の
感
覚
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
、
欧
米
的
合
理
主
義
と
日
本
の
精
神
主

義
と
の
創
価
蜘
は
、
し
ば
し
ば
テ
キ
ス
ト
読
解
の
妨
げ
と
な
る
。
激
石
の

『
こ
こ
ろ
』
に
お
け
る
「
先
生
」
の
自
殺
の
理
由
を
日
本
的
な
罪
の
意
識

や
義
理
等
の
概
念
を
導
入
し
て
説
明
す
る
作
楽
に
は
多
く
の
困
難
が
伴

う
。
古
典
文
学
の
世
界
に
お
い
て
は
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。
ま
た
、
高

度
な
中
国
語
力
を
持
つ
生
徒
に
対
す
る
漢
文
と
い
う
教
科
の
持
つ
存
在
怒

義
。
一
般
的
な
高
校
生
で
あ
れ
ば
当
然
既
知
で
あ
る
日
本
の
文
化
財
や
風

土
等
の
紹
介
ま
で
も
請
け
負
う
国
語
科
の
授
業
の
慢
性
的
な
時
間
数
不
足

に
も
頭
を
痛
め
て

い
る。

現
在
、
社
会
的
に
日
本
語
教
育
に
対
す
る
関
心
は
高
い
。
文
化
の
国
際

化
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
今
、
初
等
中
等
教
育
-課
程
に
お
け
る
帰
国
生
徒
教

育
の
試
み
は
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
帰
国
生
徒
数
育
に
つ
い
て
の

包
括
的
、
実
践
的
な
報
告
例
も
極
め
て
少
な
い
。
私
に
と
っ
て
の
試
行
錯

誤
の
日
々
は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
あ
る
。

(
国
際
基
督
教
大
学
高
等
学
校
教
諭
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男
子
校
・
女
子
校
と
い
う
異
な
っ
た
環
境
の
中
で
教
鞭
を
と
り
、
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
二
年
が
過
ぎ
た
。
私
自
身
が
こ
の
期
間

に
教
壇
の
上
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
私
が
生
徒
た
ち
に
呈
示
で
き
た
こ
と
よ

り
、
間
違
い
な
く
大
き
か
っ
た
、
と
思
う
。
い
く
つ
か
の
失
敗
を
重
ね
る

う
ち
に
、

「授
業
の
流
れ
を
つ
く
る
」
と
い
う
感
覚
を
掴
ん
だ
と
思
え
る

瞬
間
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
板
番
の
方
法
や
設
聞
の
ち
り
ば
め
方
を
身
に

つ
け
て
い
く
一
方
で
、
自
分
が
目
指
す
べ
き
興
味
深
い
授
業
と
は
ど
ん
な

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
根
本
的
な
聞
い
が
、
最
近
に
な
っ
て
再
び
頭

の
片
隅
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
授
業
の
方
法
に
お
い
て
最
も
苦
し
ん
だ
教
材
に
、
夏
目
激
石

の
『
こ
こ
ろ
』
と
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』
が
あ
っ
た
。
明
治
と
い
う
時
代
の

意
識
を
無
視
し
て
読
む
こ
と
が
困
難
な
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
授
業

の
中
で
時
代
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
点
が
課

題
で
あ
っ
た
。
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
方
で
作
品
に
対
峠
し
て
い
る
横

た

冶

ら

か
ら
、
明
治
と
い
う
言
葉
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
が
な
ぜ
か
跨
踏
わ
れ
て
な

ら
な
か
っ

た
。
授
業
の
中
で
こ
れ
ら
の
作
品
を
扱
う
と
き
、
誘
導
訊
聞
の

よ
う
に
時
代
と
い
う
観
念
を
口
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
が
、
最
後
ま
で
拭
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
私
自

身
が
読
解
し
え
た
、
明
治
と
い
う
時
代
の
持
つ
意
味
の
重
さ
の
深
浅
度
に

帰
着
す
る
問
題
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
例
え
ば
、

『
徒
然
草
』
や
『
論
一
語
』
な
ど
の
古
典
作
口聞
を
学
習
し

て
い
て
、
こ
う
し
た
文
章
の
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
深
く
生
徒
の
内
奥
に
届
く

の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
。
古
典
読
解
の
た
め
の
基
礎
的
な
知
識
を
身

に
つ
け
る
と
い
う
目
標
を
踏
ま
え
た
上
で
も
、
結
局
は
教
材
に
対
す
る
理

解
の
深
さ
が
そ
の
ま
ま
古
山
内
へ
の
興
味
に
つ
な
が
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て
も

っ
と
身
近
で
興
味
深
い
教
材
こ
そ
、
必

要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
教
材
を
生
か
し
、
古
典
へ
の
興
味
を

深
め
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
改
め
て
こ
の
教
科
の
持
つ
困
難
さ

を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

朝
の
電
車
で
学
生
服
姿
の
高
校
生
に
閉
ま
れ
て
い
る
と
、
文
庫
本
の
頁

を
繰
り
な
が
ら
も
、
つ
い
彼
ら
の
会
話
に
気
持
ち
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
話
題
と
な
る
の
は
、
ど
こ

の
高
校
生
も
大
し
た
迷
い
は
な
く
、

グ
ラ
ブ
の
こ
と
、
試
験
の
こ
と
、
友
人
の
こ
と
、
テ
レ
ピ
の
こ
と
、
そ
し

て
退
屈
な
授
業
の
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
何
年
た
っ
て
も
、
高
校
生
の
会

話
な
ど
と
い
う
も
の
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
な
と
思
う
。
か
つ
て
私
た
ち

も
、
授
業
さ
え
な
け
れ
ば
学
校
は
ど
ん
な
に
楽
し
い
場
所
だ
ろ
う
と
話
し

な
が
ら
電
車
に
揺
ら
れ
た
。

し
か
し、

こ
う
し
た
会
話
が
、
最
近
の
私
の

耳
に
は
か
な
り
痛
く
響
く
よ
う
に
な
っ
た
。

(
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