
　
現
在
の
大
学
に
着
任
し
4
年
目
を
迎
え
た
が
、い
ま
だ
に
ゼ
ミ

の
あ
り
方
に
つ
い
て
日
々
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

　
所
属
す
る
学
科
で
は
3・4
年
生
の
ゼ
ミ
を
受
け
持
って
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に「
専
門
ゼ
ミ
」「
総
合
ゼ
ミ
」と
い
う
科
目
名
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
が
、学
生
は
実
質
2
年
間
同
じ
教
員
に
つ
い
て
学
び
、最

終
的
に
卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
。自
身
の
担
当
す
る
ゼ
ミ
は
北
米

研
究
を
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、例
年
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の

文
化
に
興
味
の
あ
る
学
生
を
募
集
し
て
い
る
。新
型
コロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
前
ま
で
は
、2
年
次
前
期
の
ア
メ
リ
カ
留
学
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
利
用
す
る
学
生
が
多
かっ
た
た
め
、滞
在
先
で
培
っ
た
経
験

や
視
野
を
ベ
ー
ス
に「
も
っ
と
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
よ
く
知
り
た
い
」

と
い
う
動
機
を
持
っ
た
学
生
の
集
ま
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
右
の
よ
う
に
科
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、ゼ
ミ
の
授
業
内
容

を
考
え
る
際
に
は
2
年
間
に
わ
た
る
学
生
の
育
成
計
画
を
練
る
こ

と
に
な
る
。そ
こ
で
、学
生
が
個
別
に
調
査
テ
ー
マ
を
見
つ
け
、卒
業

論
文
執
筆
に
向
け
た
取
り
組
み
を
3
年
次
か
ら
行
え
る
よ
う
に
授

業
を
組
み
立
て
た
。し
か
し
、個
々
の
学
生
が
独
立
し
て
調
査
を
行

う
だ
け
で
は
、ゼ
ミ
と
い
う
コ
ミュニ
テ
ィ
の
持
つ
利
点
を
活
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
。少
人
数
で
率
直
に
話
し
合
う
こ
と
で
、学
生
が
多

様
な
意
見
や
異
な
る
視
点
を
認
識
し
、特
定
の
問
題
に
対
す
る
理

解
を
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
ゼ
ミ
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
。以
上
の
点
を

加
味
し
、自
身
の
ゼ
ミ
で
は
所
属
す
る
す
べて
の
学
生
が
、3
年
次

か
ら
各
々
の
興
味
や
追
究
し
た
い
テ
ー
マ
を
研
究
計
画
や
予
備
調

査
報
告
と
いっ
た
形
で
共
有
で
き
る
よ
う
に
し
、4
年
次
に
は
卒
業

論
文
の
草
稿
を
読
ん
で
互
い
に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
合
う
と
い
う
形

式
を
取
る
こ
と
に
なっ
た
。

　
さ
て
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
形
式
を
整
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
教

員
の
仕
事
だ
が
、毎
回
の
ゼ
ミ
で
は
学
生
が
主
役
と
なって
切
磋
琢

磨
す
る
の
が
理
想
的
な
ゼ
ミ
の
あ
り
方
で
あ
る
と
常
々
考
え
て
き

た
。ゼ
ミ
は
何
か
を
習
う
場
で
は
な
く
、作
る
場
で
あ
って
欲
し
い

と
願
う
か
ら
だ
。一
般
的
に
大
学
で
の
学
び
の
特
色
と
し
て「
主
体

性
」と
い
う
理
念
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、現
実
に
は
学
ぶ

姿
勢
が
受
け
身
な
学
生
は
多
い
。し
か
し
、自
分
で
関
心
の
あ
る

主
体
的
な
学
び
の
難
し
さ

今
野 

裕
子

亜
細
亜
大
学
国
際
関
係
学
部
講
師

私の授業実践 ～教育現場の最前線から～
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テ
ー
マ
を
設
定
で
き
、な
お
か
つ
他
ゼ
ミ
生
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
も
ら

え
る
と
な
れ
ば
、主
体
的
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。当

初
は
こ
の
よ
う
な
見
立
て
で
あ
っ
た
。だ
が
、実
際
こ
ち
ら
が
想
定

し
た
ほ
ど
学
生
が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、当
然

な
が
ら
学
生
に
よ
って
温
度
差
が
あ
る
。ま
し
て
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
と
い
う
形
で
討
論
を
促
そ
う
と
す
る
と
、こ
の
態
度
の
違
い
が
如

実
に
表
れ
る
。

　
ま
ず
、個
別
の
テ
ー
マ
設
定
と
予
備
調
査
の
段
階
で
早
く
も
対
象

への
向
き
合
い
方
の
違
い
が
明
確
に
な
る
。学
生
個
人
の
力
量
や
熱

意
に
差
が
あ
る
た
め
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、予
想
以
上
に
成
果

物
か
ら
モ
チ
ベ
ー
ション
の
有
無
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。主
体
的
に
取

り
組
む
学
生
が
特
に
教
員
の
指
図
が
な
く
と
も
文
献
を
し
ょ
う
り
ょ
う

渉
猟
し
、問

題
に
対
す
る
考
察
を
重
ね
、積
極
的
に
質
問
を
す
る
の
に
対
し
、後
れ

を
取
って
い
る
学
生
は
教
員
か
ら
課
さ
れ
た
宿
題
を
最
低
限
の
労
力

で
こ
な
し
て
い
る
よ
う
な
ア
ウ
ト
プッ
ト
の
仕
方
に
なって
し
ま
う
。

　
本
来
な
ら
ば
、こ
れ
を
補
正
し
て
く
れ
る
の
が
ゼ
ミ
の
役
割
で
あ

る
べ
き
だ
。主
体
的
な
取
り
組
み
が
で
き
な
い
、あ
る
い
は
そ
も
そ

も
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
学
生
を
助
け
る
た
め
の
場
が
ゼ

ミ
だ
。前
述
の
よ
う
に
こ
の
ゼ
ミ
で
は
互
い
の
卒
論
研
究
を
途
中
経

過
ま
で
含
め
て
共
有
し
て
い
る
た
め
、取
り
組
み
の
良
し
悪
し
が
直

接
的
に
視
覚
化
さ
れ
る
。力
量
の
あ
る
学
生
が
模
範
と
な
って
他

ゼ
ミ
生
に
よ
い
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、学
生

同
士
遠
慮
し
合
って
直
截
的
な
物
言
い
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
、

ま
た
取
り
組
み
が
消
極
的
な
学
生
も
よ
い
例
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る

意
欲
が
十
分
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

　
実
際
に
卒
論
の
執
筆
を
始
め
て
草
稿
に
フ
ィ
ー
ド
バッ
ク
を
与

え
合
う
段
階
で
も
、状
況
は
変
わ
ら
な
い
。積
極
的
に
発
言
し
な
い

学
生
は
、原
稿
を
読
ん
で
き
て
い
る
の
か
す
ら
定
か
で
は
な
い
。さ

ら
に
何
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
建
設
的
な
助
言
に
な
る
の
か
、あ

る
い
は
問
題
に
対
す
る
ゼ
ミ
全
体
で
の
理
解
が
深
ま
る
の
か
ま
で

踏
ま
え
た「
良
質
の
」発
言
ま
で
求
め
よ
う
と
す
る
と
、授
業
が
成

り
立
た
な
く
なって
し
ま
う
。当
面
は
と
に
か
く
自
由
な
雰
囲
気
で

何
で
も
発
言
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
、程
よ
き
と
こ
ろ
で
介
入
し
て

軌
道
修
正
す
る
よ
う
心
掛
け
て
い
る
。

　
学
生
の
主
体
性
を
育
て
る
こ
と
の
難
し
さ
、実
の
あ
る
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
の
困
難
さ
、学
生
の
自
由
な
会
話
や
発
言
と
教
員
の
関
与

の
バ
ラ
ン
ス
。ゼ
ミ
運
営
に
関
わ
る
難
問
は
山
積
し
て
い
る
。解
決

に
は
教
員
の
成
長
な
ど
時
間
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
が
、形
式
の

微
調
整
な
ど
を
通
じ
、日
々
の
実
践
の
中
か
ら
少
し
ず
つ
改
善
し

て
ゆ
く
し
か
な
い
。
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明
日
へ
の
試
み

�

単
科
大
学
か
ら
４
学
部
制
へ

大
谷
大
学
は
、１
９
０
１
年
に「
真
宗
大
学
」と
し
て
開
学
以

来
、１
０
０
年
近
く
に
わ
たって
文
学
部
の
単
科
大
学
で
あ
っ
た
が
、

２
０
１
８
年
に
は
社
会
学
部
と
教
育
学
部
を
加
え
た
３
学
部
体

制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、２
０
２
１
年
に
国
際
学
部
を
新
設
し
た
こ
と

で
、開
学
１
２
０
周
年
に
し
て
４
学
部
の
大
学
と
なっ
た
。こ
の
新
体

制
は
、そ
れ
ま
で
文
学
部
の
中
に
あ
っ
た
社
会
学
科
、教
育
・
心
理

学
科
、国
際
文
化
学
科
を
学
部
と
し
て
再
編
す
る
こ
と
で
教
育
の

実
相
を
外
か
ら
見
え
や
す
く
す
る
と
同
時
に
、学
部
ご
と
に
独
自
性

の
あ
る
教
育
の
展
開
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。で
は
、仏
教

系
大
学
と
し
て
長
い
伝
統
を
持
つ
大
谷
大
学
が
、21
世
紀
の
今
日
、

国
際
学
部
を
設
置
す
る
社
会
的
意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

�

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
必
要
な
人
間
教
育

現
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
は
、「
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
な
が
ら
、広
い
視
野
に
立
って
培
わ

れ
る
教
養
と
専
門
性
、異
な
る
言
語
、文
化
、価
値
を
乗
り
越
え
て

関
係
を
構
築
す
る
た
め
の
コ
ミュニ
ケ
ー
ション
能
力
と
協
調
性
、新

し
い
価
値
を
創
造
す
る
能
力
、次
世
代
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
社

会
貢
献
の
意
識
な
ど
を
持
っ
た
人
間
」（
文
部
科
学
省『
産
学
官
に

よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
の
た
め
の
戦
略
』、２
０
１
１
年
４
月

28
日
）で
あ
る
と
い
う
。だ
が
、こ
の
定
義
に
含
ま
れ
る「
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」に
は
実
の
と
こ
ろ
大
き
な
課
題
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、従
来
の
よ
う
に
共
通
の
文
化
的
・
精
神
的
伝
統
に
立
脚

し
た「
日
本
人
」と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
は
も
は
や
困

大
谷
大
学
国
際
学
部　

・　

藤
田 

義
孝 ﹇
国
際
学
部
長
﹈

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
必
要
な
人
間
教
育
を
担
う
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難
だ
か
ら
で
あ
る
。日
本
の
在
留
外
国
人
は
ほ
ど
な
く
３
０
０
万
人

に
達
し
よ
う
と
し
て
お
り
、う
ち
永
住
者
と
特
別
永
住
者
を
合
わ
せ

て
１
０
０
万
人
以
上
が
定
住
し
て
い
る
。つ
ま
り
、外
国
人
は
既
に

日
本
社
会
の
コ
ミュニ
テ
ィ
構
成
員
と
な
って
い
る
の
だ
。そ
う
し
た

中
で
、「
日
本
人
ら
し
い
日
本
人
」の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
前
提
と

す
る
こ
と
は
、異
文
化
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
、い
わ
ゆ
る「
ハ
ー
フ
」「
ダ

ブ
ル
」「
ミ
ッ
ク
ス
」な
ど
外
国
に
も
ル
ー
ツ
を
持
つ
日
本
人
の
存
在

を
不
可
視
化
す
る
危
険
を
孕は
ら
む
と
い
え
る
。「
内
な
る
国
際
化
」時

代
の
他
者
理
解
に
必
要
な
の
は
、日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は

何
か
を
反
省
的
に
問
い
続
け
、多
様
性
を
含
む
新
た
な
日
本
人
像
の

（
再
）構
築
を
試
み
る
開
か
れ
た
知
的
態
度
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
他
者
理
解
へ
と
開
か
れ
た
自
己
理
解
を
深
め
る
こ

と
、あ
る
い
は
自
己
理
解
を
深
め
て
他
者
理
解
へ
と
つ
な
げ
る
こ
と

は
、ま
さ
に
開
学
以
来
、仏
教
精
神
に
則
っ
た
人
間
教
育
を
伝
統
と

し
て
き
た
大
谷
大
学
の
教
育
が
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、

仏
教
の
精
神
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、深
く
自
己
を
見
つ
め
る
こ

と
、他
者
を
敬
い
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
怠
ら
な
い
こ
と
、自
他

が
幸
福
に
共
生
す
る
社
会
の
創
造
を
目
指
す
こ
と
で
あ
り
、大
谷
大

学
で
は
こ
れ
を「
本
務
遂
行
・
相
互
敬
愛
・
人
格
純
真
」の
三
モ
ッ

ト
ー
と
し
て
長
年
大
切
に
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。こ
の
理
念
を
、現

在
は「Be Real 

―
寄
り
そ
う
知
性
―
」と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、

現
実
や
己
の
真
実
に
向
き
合
い
、他
者
に
寄
り
そ
え
る
知
性
の
持
ち

主
で
あ
れ
と
い
う
教
育
理
念
と
し
て
発
信
し
て
い
る
。そ
れ
ゆ
え
、グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
現
実
と
向
き
合
い
、他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
己
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か
め
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
も
つ
人

び
と
に
寄
り
そ
え
る
真
の
意
味
で
の
国
際
人
を
育
成
す
る
こ
と
は
、

建
学
の
精
神
に
沿
った
大
谷
大
学
の
使
命
で
あ
り
、同
時
に
、現
代
お

よ
び
今
後
の
日
本
に
お
い
て
果
た
す
べき
社
会
的
使
命
で
も
あ
る
。

し
た
がって
、大
谷
大
学
の
国
際
学
部
で
は「
グ
ロ
ー
カ
ル
」（
グ
ロ
ー

バル
＋ロ
ー
カ
ル
）を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、海
外
だ
け
で
な
く
京
都
の
地
域

社
会
も
学
び
の
場
と
し
て
、身
の
回
り
の
国
際
化
に
対
応
で
き
る
人
、

多
文
化
共
生
社
会
を
作
る
人
の
育
成
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

�

他
者
理
解
と
共
生
の
た
め
の
宗
教
理
解

仏
教
を
基
礎
と
し
て
展
開
さ
れ
る
大
谷
大
学
の
学
び
は
、グ
ロ
ー

バル
社
会
に
お
い
て
、あ
る
べき
人
間
関
係
を
考
察
す
る
重
要
な
手
が

か
り
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
。な
ぜ
な
ら
、文
化
的
に
多
様
な
人
々

が
共
存
す
る
社
会
に
お
い
て
他
者
の
人
格
を
尊
重
す
る
に
は
、宗
教
へ

の
理
解
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。宗
教
と
は
、広
い
意
味
に
お
い
て
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明
日
へ
の
試
み人

間
が
何
を
尊
ぶ
べ
き
か
を
定
め
る
価
値
体
系
で
あ
り
、人
間
と
し

て
の
誇
り
あ
る
生
き
方
、す
な
わ
ち
人
間
の
尊
厳
の
根
幹
を
成
す
も

の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に「
人
間
の
尊
厳
」の
定
義
と
構
成
要
件
そ
の

も
の
が
宗
教
及
び
そ
の
文
化
圏
に
よって
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
な

く
て
は
、多
文
化
共
生
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
がって
、宗
教
的
観
点
か
ら
も
自
己
を
深
く
見
つ
め
る
と
と
も

に
、他
者
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
、そ
の
過
程
で
さ
ら
に
自
己
理
解
を

深
め
て
ゆ
く
人
物
、身
近
な
他
者
に
寄
り
そ
え
る
知
性
と
感
性
と
を
磨

き
続
け
る
人
物
こ
そ
が
、こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
と
さ
れ
る
真
の
国

際
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
ゆ
え
、大
谷
大
学
国
際
学
部
で
は
、

仏
教
に
基
づ
く
生
命
への
畏
敬
と
尊
重
を
学
び
の
根
底
に
置
き
、宗
教

を
も
含
ん
だ
多
文
化
共
生
社
会
の
創
出
に
貢
献
し
う
る
人
物
の
育
成

を
目
指
す
。具
体
的
に
は
、全
学
生
が
１
年
次
に
仏
教
につい
て
学
ぶ
必

修
科
目「
人
間
学
」に
加
え
て
、宗
教
と
文
化
の
多
様
性
を
理
解
す
る

た
め
の
学
科
専
門
科
目「
世
界
の
宗
教
と
文
化
」を
置
い
て
い
る
。

�

学
部
・
学
科
の
構
成
と
教
育
の
特
徴

国
際
学
部
に
は
、１
９
９
３
年
以
来
の
旧
文
学
部
国
際
文
化
学
科

を
再
編
し
た
国
際
文
化
学
科
が
置
か
れ
て
い
る
。コ
ー
ス
編
成
と
し

て
は
、１
年
次
に
は
全
員
が
共
通
コ
ー
ス
に
所
属
し
、２
年
次
以
降
は

学
生
の
関
心
に
応
じ
て
、英
語
コ
ミュニ
ケ
ー
ション
コ
ー
ス
、欧
米
文

化
コ
ー
ス
、ア
ジ
ア
文
化
コ
ー
ス
に
分
か
れ
る
３
コ
ー
ス
制
を
取
る
。

国
際
文
化
学
科
の
専
門
的
な
学
問
領
域
は
、文
学
、言
語
学
、比

較
文
化
学
、歴
史
学
な
ど
を
含
む
地
域
文
化
研
究
及
び
比
較
文
化

研
究
で
あ
る
。こ
う
し
た
学
際
的
側
面
を
持
つ
教
育
研
究
を
通
し

て
、固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
幅
広
い
視
野
と
柔
軟
な
思
考
力

を
培
う
と
と
も
に
、文
学
部
教
育
の
伝
統
を
継
承
し
た
少
人
数
ゼ

ミ
に
よ
る
思
考
力
と
表
現
力
の
鍛
錬
を
行
う
。そ
の
た
め
、国
際
文

化
学
科
の
１
年
次
に
は
広
く
文
化
を
学
ぶ
た
め
の
入
門
と
し
て
、複

数
教
員
に
よ
る
リ
レ
ー
式
講
義
の「
国
際
文
化
概
論
」と「
国
際
言

語
概
論
」を
置
く
。「
国
際
文
化
概
論
」で
は
、世
界
の
文
化
の
多

様
性
と
文
化
研
究
の
多
様
な
観
点
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、英
米
、ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、中
国
、韓
国
・
朝
鮮
に
関
す
る
文
化

研
究
の
入
門
的
講
義
を
行
う
。「
国
際
言
語
概
論
」で
は
、英
語
、ド

イ
ツ
語
、フ
ラ
ン
ス
語
、中
国
語
、韓
国
・
朝
鮮
語
に
つ
い
て
の
概
要

を
学
ぶ
こ
と
で
言
語
の
多
様
性
と
言
語
と
文
化
の
つ
な
が
り
を
理

解
し
、多
言
語
状
況
への
対
応
力
を
高
め
る
こ
と
も
目
指
す
。そ
し

て
、コ
ー
ス
を
選
択
し
て
分
か
れ
る
２
年
次
以
降
に
は
、少
人
数
ゼ
ミ

（
１
ク
ラ
ス
平
均
16
名
）で
の
密
な
指
導
や
議
論
の
積
み
重
ね
に
よ
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り
、約
２
万
字
に
お
よ
ぶ
卒
業
研
究
の
完
成
に
至
る
ま
で
時
間
を
か

け
て
思
考
力
と
表
現
力
を
鍛
え
上
げ
る
。

そ
の
よ
う
に
文
学
部
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、国
際
学
部

で
は
体
験
に
基
づ
く
学
び
や
実
践
的
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
を
通
じ

た
学
び
を
重
視
し
、２
年
次
に
は
全
員
に「
実
践
文
化
演
習
」の
履

修
を
義
務
付
け
て
い
る
。「
実
践
文
化
演
習
」に
は
、海
外
で
の
語
学

研
修
や
文
化
研
修
に
加
え
て
、街
中
で
の
活
動
や
合
宿
を
取
り
入

れ
実
践
的
に
英
語
を
学
ぶ「English W

orkshop

」「English 
W
orkshop &

 Cam
p

」や
、集
中
講
義
形
式
に
よ
る
初
修
外
国

語
の
語
学
集
中
科
目
、京
都
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ラ
ー
ニ
ン
グ
科
目
を

用
意
し
、海
外
で
も
、京
都
で
も
、学
内
で
も
、体
験
と
実
践
を
通

じ
て
学
び
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
実
践
文
化
演
習
」に
代
え
て

（
も
し
く
は
加
え
て
）、１
年
ま
た
は
半
年
の
間
、海
外
への
正
規
留

学
や
交
換
留
学
、あ
る
い
は
語
学
留
学
に
行
く
こ
と
も
で
き
る
。ま

た
、教
諭
一
種
免
許
状（
英
語
）の
取
得
を
目
指
す
場
合
に
は
、半

年
留
学
と
の
両
立
が
可
能
な
カ
リ
キュラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
。

現
場
の
知
か
ら
学
ぶ
と
い
う
点
で
は
、日
本
航
空
お
よ
び
Ｊ
Ｔ
Ｂ

の
協
力
を
得
て
開
講
さ
れ
る
学
科
専
門
科
目「
グ
ロ
ー
カ
ル
・
キ
ャ

リ
ア
論
」も
特
徴
的
で
あ
る
。両
社
の
講
師
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会

に
お
け
る
仕
事
の
現
実
を
学
び
つ
つ
、ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
や
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
な
ど
、現
代
社
会
の
実
相
と
課
題
に
つ
い
て
考
え
る
産
学

連
携
型
の
講
義
で
あ
る
。

�

人
間
教
育
に
根
ざ
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
養
成

現
代
の
日
本
で
は
、第
一
次
産
業
か
ら
コ
ン
ビ
ニエ
ン
ス
ス
ト
ア
ま

で
、様
々
な
労
働
現
場
で
外
国
人
や
外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
々
が

働
き
、地
域
社
会
で
生
活
し
て
い
る
。そ
の
た
め
、私
た
ち
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、文
化
的
背
景
の
多
様
な
人
々
と
共
に
仕
事
し
、生
活
し

て
い
く
た
め
の
コ
ミュニ
ケ
ー
ション
能
力
で
あ
る
。そ
れ
は
、語
学
力

や
表
現
力
と
いっ
た
単
な
る
ス
キ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、自

己
の
あ
り
方
を
問
い
な
が
ら
他
者
を
尊
重
し
、宗
教
も
含
め
て
相
手

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
開
か
れ
た
知
性
と
人
格
の
持
ち
主
だ
け
が

発
揮
し
う
る
、い
わ
ば
人
間
的
な
総
合
力
の
一
側
面
で
あ
る
。大
谷

大
学
国
際
学
部
が
養
成
を
目
指
す
の
は
、そ
の
よ
う
に
人
間
教
育

に
根
ざ
し
た
共
生
の
た
め
の
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
で
あ
り
、そ

れ
こ
そ
が
、貿
易
や
旅
行
・
観
光
と
いっ
た「
国
際
系
」の
仕
事
に
と

ど
ま
ら
ず
、今
後
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
職
業
に
お
い
て
本
当
に
必
要
と

さ
れ
て
い
く
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。




