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現
在
使
わ
れ
て
い
る
〝
国
民
教

育
″
と
い
う
概
念
は
、
か
つ
て
そ
れ

が
使
わ
れ
た
の
と
は
著
し
く
異
な
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
現
在
の
そ
れ
は
〝
国
民
教

育
運
動
″
と
同
義
、
若
し
く
は
、
少

な
く
と
も
そ
う
い
う
運
動
の
基
盤
の

上
に
成
立
つ
理
想
、
と
い
う
意
味
で

考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ

い
よ
う
で
あ
る
。
国
民
教
育
と
い
う

言
葉
が
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
こ

と
は
従
来
、
少
な
く
と
も
五
年
位
前

ま
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
事
実
と

し
て
あ
る
も
の
の
呼
称
で
あ
り
、
一

般
的
な
名
称
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し

か
し
現
在
は
、
あ
る
べ
き
も
の
、
運

動
に
よ
っ
て
追
究
さ
る
べ
き
理
想
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

そ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
そ
う
い
う
国
民
教
育
と
は

内
容
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
如
何
に
し
て

実
現
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
置
か
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
問

い
に
答
え
る
の
が
『
思
想
』
四
月
号

の
特
集
し
た
「
国
民
教
育
の
課
題
」

で
あ
る
。 

こ
の
特
集
は
、
六
つ
の
論
文
と
、

そ
れ
に
関
係
の
あ
る
二
つ
の
資
料
か

ら
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
日
高
六
郎
氏

の
「
国
民
教
育
運
動
を
め
ぐ
っ
て
」

が
、
現
在
の
国
民
教
育
運
動
の
系
譜

を
述
べ
て
い
る
。
氏
は
こ
の
、
か
つ

て
戦
前
に
保
守
的
反
動
的
国
民
教
育

運
動
が
使
用
し
た
シ
ン
ボ
ル
を
、
戦

後
そ
の
反
対
者
が
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
取
上
げ
た
こ
と
、
そ
し
て
保
守

派
が
こ
れ
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る

の
も
例
外
的
で
あ
る
と
い
う
。
し
か

し
そ
れ
は
国
民
が
現
在
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
歴
史
的
課
題
で
あ
っ
て
、

近
代
国
家
の
要
請
と
し
て
の
そ
れ
の

上
に
、
戦
後
十
五
年
の
歴
史
的
必
然

の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と

く
に
、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
に

続
く
一
連
の
政
治
情
勢
に
も
と
づ
く

平
和
教
育
、
つ
い
で
一
九
五
四
年
頃

か
ら
の
教
育
の
中
央
官
僚
統
制
、
更

に
勤
評
闘
争
に
つ
づ
く
新
安
保
反
対

闘
争
か
ら
生
れ
た
問
題
意
識
の
結
果

と
し
て
の
性
格
を
、
は
っ
き
り
認
識

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。 

『
図
書
新
聞
』
一
九
六
一
年
四
月
十
五
日
（
図
書
新
聞
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だ
か
ら
氏
の
言
う
よ
う
に
こ
の
国

民
教
育
論
の
底
に
は
、
教
育
と
政
治

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る

か
と
い
う
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
わ

け
で
あ
る
。 

そ
こ
で
小
林
直
樹
氏
が
「
憲
法
と

国
民
教
育
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
理
由
も
は
っ
き
り
す
る
。
「
『
自
由

陣
営
』
に
属
す
る
以
上
、
タ
テ
マ
エ

と
し
て
民
主
憲
法
を
棄
て
去
る
わ
け

に
は
行
か
な
い
が
、
ホ
ン
ネ
と
し
て

は
そ
の
反
動
的
『
改
正
』
の
機
を
う

か
が
い
つ
づ
け
て
き
た
」
保
守
支
配

層
に
対
し
て
、
国
民
教
育
の
立
場
を

ど
う
す
る
か
は
も
う
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
国
民
教
育
の
目
標

は
民
主
主
義
の
擁
護
に
あ
る
。
教
育

基
本
法
の
具
体
化
に
あ
る
。 

か
く
て
民
主
的
な
国
民
教
育
が
、

戦
前
の
天
皇
制
下
で
の
「
忠
良
な
国

民
」
の
訓
育
で
な
い
以
上
、
そ
の
主

体
も
ま
た
当
然
に
民
主
政
治
の
主
体

た
る
資
格
を
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
タ
テ
マ
エ
は
現

実
に
は
ひ
と
つ
の
擬
制
に
す
ぎ
な
い

原
則
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
保
守
と
革

新
の
対
立
が
あ
る
。
が
、
真
の
主
体

は
ど
こ
に
あ
る
か
。
い
う
ま
で
も
な

く
教
組
を
中
心
と
す
る
革
新
陣
営
で

あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
今
の
所
ま
だ
十

分
に
強
力
で
な
い
。 

し
か
し
ま
た
民
主
憲
法
は
厳
と
し

て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
擁
護
す

る
勢
力
は
国
会
に
三
分
の
一
を
占
め

て
い
る
。
問
題
は
如
何
に
し
て
こ
れ

を
育
て
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
憲
法

学
習
が
も
っ
と
自
覚
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
。 

次
の
三
つ
の
論
文
は
、
技
術
教
育
、

自
然
科
学
教
育
、
社
会
科
学
教
育
と

い
う
主
と
し
て
教
育
の
内
容
問
題
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
高
浜
介
二

氏
の
「
技
術
革
新
と
科
学
技
術
教
育
」

は
、
わ
が
国
の
教
科
構
造
論
に
あ
る

技
術
蔑
視
の
思
想
を
批
判
し
、
生
産

技
術
科
の
特
設
の
必
要
性
を
強
調
し
、

高
い
科
学
と
技
術
お
よ
び
労
働
と
の

三
位
一
体
の
教
育
を
発
展
さ
せ
る
べ

き
だ
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
は
、
教

研
や
民
間
教
育
団
体
で
の
個
々
の
成

果
を
結
晶
し
て
、
民
主
的
教
育
の
原

則
に
も
と
づ
く
科
学
技
術
教
育
の
内

容
と
最
低
基
準
を
設
定
し
組
織
的
に

実
践
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
と

く
に
企
業
内
教
育
に
着
目
し
て
具
体

的
に
勤
労
者
の
年
教
育
を
充
実
す
る

努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
最

近
言
わ
れ
出
し
た
科
学
技
術
教
育
の

振
興
と
い
う
こ
と
は
独
占
資
本
の
政

策
で
あ
る
か
ら
反
対
す
る
と
い
う
考

え
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
の
政

治
主
義
的
な
把
握
で
あ
っ
て
、
受
動

的
で
あ
る
か
ら
と
ら
な
い
、
と
い
う

の
が
そ
の
主
張
の
大
体
で
あ
る
。 

遠
山
啓
氏
は
「
国
民
教
育
に
お
け

る
教
科
の
役
割
」
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
。
こ
れ
ま
で
教
育
運
動
が
政
治

主
義
的
、
生
活
主
義
的
で
教
科
を
考

え
る
と
い
う
観
点
が
欠
如
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
教

科
の
教
育
を
従
来
文
化
遺
産
の
継
承

と
い
う
立
場
で
考
え
て
い
た
が
、
こ

れ
で
は
狭
す
ぎ
る
し
誤
り
で
も
あ
ろ

う
。
専
門
学
者
の
参
加
を
得
て
、
将

来
へ
の
観
点
を
強
く
打
ち
出
す
こ
と

が
国
民
教
育
運
動
と
な
る
所
以
で
あ

ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
一
般
に
そ
う

い
う
次
代
の
教
育
を
考
え
る
雰
囲
気

が
乏
し
い
の
が
我
が
国
の
特
色
で
あ

る
。 長

洲
一
二
氏
は
「
国
民
教
育
と
社

会
科
教
育
」
で
社
会
科
学
的
教
育
の

国
民
教
育
に
お
け
る
役
割
と
基
本
的

方
式
を
述
べ
る
。
社
会
科
の
教
育
は

科
学
的
社
会
科
で
あ
る
べ
き
で
、
そ

れ
に
よ
っ
て
科
学
的
認
識
の
基
礎
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

そ
の
意
味
で
深
く
正
し
い
意
味
で

の
政
治
教
育
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
点

か
ら
系
統
学
習
と
い
う
こ
と
も
新
し

く
考
え
直
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。 

以
上
三
つ
は
国
民
教
育
の
教
育
内

容
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
が
、
略

妥
当
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、

こ
れ
ら
の
論
文
を
受
け
て
、
国
民
教

育
研
究
所
の
森
田
俊
男
氏
、
伊
ヶ
崎

暁
生
氏
が
、
国
民
教
育
運
動
推
進
の

中
核
体
と
し
て
の
日
教
組
の
運
動
方

針
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

国
民
教
育
は
「
今
日
の
政
治
的
問
題

状
況
を
積
極
的
に
担
な
う
人
間
に
な

る
国
民
の
自
己
革
新
の
問
題
」
と
し

て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
政
治
的

問
題
状
況
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
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ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
対
す
る
民
族

的
独
立
の
た
た
か
い
で
あ
り
、
新
安

保
体
制
打
破
の
た
た
か
い
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も

広
範
な
父
母
、
国
民
大
衆
の
支
持
を

う
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
国
民
大
衆
の
教
育
的
要
求
と
自
覚

化
を
以
上
の
線
に
そ
っ
て
す
す
め
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
内
容
は

七
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
と
く

に
中
心
は
教
育
課
程
の
自
主
的
編
成

が
当
面
の
急
務
で
あ
る
。
そ
れ
は
教

師
、
労
働
者
、
研
究
者
、
農
民
の
協

力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
こ
れ
に
は
大
変
な
努
力
が

必
要
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
国
民
教
育
運
動
が
、
国、

民
の
国
民
教
育
運
動

、
、
、
、
、
、
、
、
と
な
る
に
は
、 

ま
だ
ま
だ
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
こ
の
特
集
は
示
し
て
い

る
。 と

こ
ろ
で
、
た
ま
た
ま
国
民
教
育

運
動
の
総
本
山
・
日
教
組
の
機
関
誌

『
教
育
評
論
』
に
お
い
て
「
国
民
教

育
創
造
の
新
展
開
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
特
集
を
行
っ
て
い
る
。
六
つ
の
論

文
と
一
つ
の
座
談
会
か
ら
成
っ
て
い

る
が
、
座
談
会
は
民
主
教
育
の
原
則

追
求
の
分
科
会
報
告
、
論
文
の
う
ち

二
つ
は
運
動
そ
の
も
の
の
展
望
、
他

の
四
つ
は
内
容
研
究
発
展
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
。 

運
動
の
展
望
は
堀
江
正
規
氏
と
海

老
原
治
善
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
が
、
国
民
教
育
運
動
の
中
核
は
、

労
働
者
で
あ
る
こ
と
、
教
研
運
動
も

労
働
運
動
に
お
け
る
学
習
運
動
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
教

師
の
自
己
革
新
が
必
要
な
こ
と
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
国
民

教
育
創
造
の
土
台
づ
く
り
が
必
要
で

あ
る
が
、
し
か
し
労
働
者
、
農
民
ま

た
教
師
も
い
ず
れ
も
未
成
熟
な
と
こ

ろ
に
悩
み
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
ホ

ン
ネ
で
あ
る
。 

内
容
研
究
の
た
め
の
論
文
の
う
ち

二
つ
は
生
活
指
導
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
春
田
正
治
氏
が

生
活
指
導
と
教
科
と
の
統
合
、
竹
内

常
一
氏
は
集
団
主
義
教
育
に
つ
い
て
、

生
徒
会
を
学
校
民
主
化
闘
争
の
一
組

織
と
い
う
方
向
へ
強
化
す
べ
き
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
ほ
か
に
自
然
科

学
教
育
に
関
し
て
の
も
の
と
教
育
技

術
を
取
扱
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
短
篇
で
具
体
的
で
な
く
国
民

教
育
創
造
の
方
向
を
示
し
て
い
る
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
い
。 

全
体
を
通
じ
て
国
民
教
育
創
造
は

政
治
的
視
野
に
於
い
て
華
々
し
い
論

議
が
は
ら
れ
て
い
る
に
比
し
て
、
教

育
プ
ロ
パ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
み
す

ぼ
ら
し
い
。
そ
れ
が
日
本
の
教
育
と

社
会
の
現
状
の
反
映
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。 

（
筆
者
＝
国
立
教
育
研
究
所
教
育
内

容
研
究
室
長
） 

 


