
9 8

「
現
地
の
学
校
に
長
く
い
る
子
ど
も
の
方
が
、
日
本
語
補
習
校
で
作
る

作
文
が
う
ま
い
と
い
う
現
象
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
言
語
能
力
と
い
う

も
の
が
、
単
に
○
○
語
の
熟
達
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
文
化
を
継
承

す
る
努
力
に
よ
っ
て
自
己
の
内
面
を
耕
す
と
い
う
、
人
間
に
共
通
な
性
質

を
も
っ
て
い
て
、
第
二
言
語
と
格
闘
し
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
そ
う
い
う

能
力
が
高
い
の
だ
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本

で
第
二
言
語
を
早
期
に
教
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
日
本
で
な
さ
れ
て
い
る
国
語
教
育
が
い
さ
さ
か
頼

り
な
い
と
思
う
の
で
す
。
帰
国
後
に
受
け
た
中
学
、
高
校
の
授
業
で
は
、

自
分
自
身
の
変
革
を
迫
ら
れ
た
り
、
中
身
を
し
ぼ
り
出
さ
せ
ら
れ
た
り
す

る
よ
う
な
体
験
に
は
不
幸
に
し
て
出
会
え
ま
せ
ん
で
し
た
。」（
※
１
）

こ
れ
は
、
三
歳
十
か
月
か
ら
十
五
歳
ま
で
旧
西
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
た
帰

国
子
女
の
レ
ポ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。
筆
者
の
「
発
達
心
理
学
」
の
授
業

で
は
、
授
業
に
つ
い
て
の
疑
問
や
コ
メ
ン
ト
な
ど
を
書
い
て
も
ら
う
三
分

間
作
文
を
課
し
て
い
る
が
、
第
二
言
語
学
習
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
日
、

こ
の
学
生
は
「
思
い
が
あ
り
す
ぎ
て
と
て
も
三
分
間
で
は
書
け
な
い
」
と

言
い
、
一
週
間
後
に
Ａ
４
版
レ
ポ
ー
ト
用
紙
十
五
枚
が
提
出
さ
れ
た
。
十

一
年
半
ド
イ
ツ
で
暮
ら
し
て
も
「
と
う
と
う
一
度
も
ド
イ
ツ
語
を
自
由
に

使
え
た
こ
と
は
な
く
、
高
学
年
に
な
る
ほ
ど
そ
の
不
自
由
さ
は
増
し
ま
し

た
。」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
文
章
は
日
本
の
国
語
教
育
に
つ
い
て

の
痛
烈
な
批
判
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、「
自
分
自
身
の
変
革
を
迫
ら
れ
た
り
、
中
身
を
し
ぼ
り
出
さ
せ
ら
れ

た
り
す
る
よ
う
な
体
験
」
が
国
語
教
育
で
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

教
育
課
程
改
訂
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
「
生
き
る
力
」
と
は
、
課
題

を
発
見
し
、
課
題
を
解
決
す
る
能
力
を
指
し
て
い
る
。
戦
後
か
ら
続
い
た

偏
差
値
主
義
教
育
の
中
で
は
答
が
一
つ
、
答
に
い
た
る
思
考
経
路
も
一
本

と
い
う
収
束
的
思
考
力
（
暗
記
能
力
）
が
大
事
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

人
が
人
生
で
直
面
す
る
課
題
は
答
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
。
答

が
一
つ
と
は
限
ら
ず
、
答
に
い
た
る
思
考
経
路
も
一
つ
だ
け
と
は
限
ら
ぬ

課
題
に
答
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
「
拡
散
的
思
考
力
」、
す
な
わ
ち
、
考

え
、
想
像
し
、
創
造
す
る
こ
と
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
の
新

聞
各
紙
に
は
「
高
一
生
の
学
習
到
達
度
、
三
年
前
比
、
日
本
下
が
る
」
の

見
出
し
が
踊
り
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
よ
る
第
二
回

（
二
〇
〇
三
年
）
の
「
国
際
学
力
比
較
調
査
」（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
の
結
果
が
掲

載
さ
れ
た
。「
読
解
力
」
は
八
位
か
ら
十
四
位
に
、「
数
学
応
用
力
」
は
一

位
か
ら
六
位
に
下
が
っ
た
と
い
う
新
聞
各
紙
の
報
道
に
、
当
時
の
中
山
成

彬
文
部
科
学
大
臣
は
「
授
業
時
間
数
を
増
や
す
」「
競
争
を
強
化
す
る
」

と
述
べ
、
学
習
指
導
要
領
の
見
直
し
を
表
明
し
た
。

日
本
の
十
五
歳
は
、
教
師
の
こ
と
ば
や
教
科
書
に
書
か
れ
た
こ
と
ば
を

「
真
実
」
と
し
て
受
け
身
的
に
受
け
取
り
、
覚
え
て
使
う
と
い
う
タ
イ
プ

の
学
習
に
慣
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
で
考
え
判
断
す
る
よ
う
な
力

は
育
た
な
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
結
果
は
日
本
の
教
育
で
欠
け
て
い
た
面
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
達
の
知
を
鵜
呑
み
に
し
て
受
け
入
れ

覚
え
て
使
う
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
の
知
の
変
革
や
新
た
な
知
の
発

見
や
創
造
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
生
き
て
働
く
こ
と
ば
は
、
ど
う
や
っ
た

ら
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

宮
城
教
育
大
学
名
誉
教
授
の
武
田
忠
氏
は
、
小
学
校
の
国
語
教
材
と
授

業
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス（
談
話
）構
造
の
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
教
室
で
の
授
業

が「
教
材
の
記
述
内
容
を
確
認
す
る
だ
け
の
学
習
」に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
教
師
は
欠
陥
の
あ
る
説
明
文
教
材
を「
事
実
」と
し
て
解
説
す
る
。

子
ど
も
も
鵜
呑
み
に
す
る
。
教
員
志
望
の
学
生
た
ち
に
欠
陥
教
材
を
分
析

さ
せ
て
も
、
教
材
の
記
述
は
絶
対
的
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
い
、
欠

陥
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
武
田
氏
は
、
学
生
た
ち
が
小
学

校
以
来
、
教
師
の
こ
と
ば
や
教
材
を
受
け
身
的
に
受
け
入
れ
る
態
度
で
臨
ん

で
き
た
結
果
、対
象
を
批
判
的
に
捉
え
る
態
度
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
大
学
生
に
な
っ
た
段
階
で
は
、
教
材
の

中
の
深
刻
な
問
題
点
す
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。（
※
２
）

本
当
の
意
味
で
の
学
び
が
起
こ
る
た
め
に
は
「
知
識
を
た
く
さ
ん
持
っ

て
い
る
」
こ
と
で
は
な
く
「
知
識
の
意
味
を
捉
え
、
自
分
の
理
解
の
限
界

も
メ
タ
的
に
捉
え
、
た
え
ず
学
び
直
し
て
自
分
を
成
長
さ
せ
て
い
く
」
力

こ
そ
が
必
要
に
な
る
。
教
科
書
に
書
か
れ
た
事
実
や
教
師
の
説
明
の
こ
と

ば
を
黙
っ
て
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
疑
問
を
も
ち
問
い
を
発
し
異
議
申

し
立
て
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
権
威
」
の
こ
と
ば
を
黙
っ
て
鵜

呑
み
に
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
受
身
的
な
知
の
受
容
者
の
立
場
に
甘
ん

じ
て
い
て
は
、
何
も
新
し
い
も
の
は
生
み
出
せ
な
い
。

生
き
て
働
く
こ
と
ば
の
力
を
鍛
え
る
た
め
に
は
、
自
分
の
思
い
や
イ

メ
ー
ジ
を
明
確
に
し
て
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
言
語
活
動
を
媒
介
に
し

て
、
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
語
、
数
学
、
理
科
、

社
会
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
で
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
四
つ
の
活
動

│
〈
情

報
の
取
り
入
れ
〉「
聞
く
」「
読
む
」
＋
〈
心
内
イ
メ
ー
ジ
の
明
確
化
と
表

出
〉「
話
す
」「
書
く
」
│

を
子
ど
も
に
行
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
と
ば
を
駆
使
す
る
活
動
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
基
礎
・
基
本

の
習
得
に
留
ま
ら
ず
、
こ
と
ば
の
力
が
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
言
語
は
生
活
や
、
そ
の
必
要
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
か
ら
生
じ
る
。

最
初
、
私
の
生
徒
（
注：

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
）
の
心
は
ま
っ
た
く
空
虚
で

あ
っ
た
。
彼
女
は
理
解
で
き
な
い
世
界
に
住
ん
で
い
た
。
言
語
と
知
識
と

は
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。（
中
略
）
私
は
決
し
て
言
語
を
教
え
る
目
的

の
た
め
に
、
言
語
を
教
え
た
の
で
は
な
い
。
考
え
を
伝
え
る
手
段
と
し
て

不
断
に
言
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
。」
―
ア
ン
・
サ
リ
バ
ン
（
※
３
）

こ
と
ば
は
理
性
や
内
省
の
手
段
と
な
る
。
教
室
の
中
で
は
、
思
考
を
練

る
手
段
、
理
性
や
内
省
の
道
具
と
し
て
生
き
て
働
く
こ
と
ば
を
子
ど
も
に

向
か
っ
て
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
考
え
る
手
段
と
し
て
の
国
語
の
力

を
子
ど
も
た
ち
に
習
得
さ
せ
、
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
今
、

日
本
の
国
語
教
育
に
求
め
ら
れ
る
課
題
で
あ
る
。
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