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教
育
者

巌
は
、
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
Ｋ
児

に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

一
八
七
八

（明
治

十

こ

年
八
月
、
県
庁
第
五
課
は
第

二
十

一
区
副
区
長
に
、
巌
の
実
践
を

固

後

）
来
参
雰

‘墨

零

後

の
参
考
に
し
た
い
た
め
）
調
査
し
て

至
急
報
告
せ
よ
と
通
知
し
て
き
た
。

こ
れ
を
受
け
て
副
区
長
は
、
巌
に
Ｋ

児
の
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
報
告
せ

よ
と
い
う
文
書
を
送
っ
て
い
る
。
県

が
授
業
記
録
の
報
告
を
求
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、
県
が
障
が
い
児
の
教
育

に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。

巌
が
県
に
提
出
し
た
授
業
記
録
の

資
料

（控
）
が
残
っ
て
い
る
。

◆
唖
生
授
業
方
法

・
教
室
に
あ
る
教
具
や
単
語
図
に

あ
る
教
え
た
い
物
を
指
さ
す
。

・
教
師
は
繰
り
返
し
発
音
し
、
黒

板
に
そ
の
物
の
生
ｕ
削
を
漢
字
と
仮

名
で
書
く
。
　
　
　
　
　
　
　
・

。
生
徒
に
そ
の
字
を
書
き
取
ら
せ

る
。

・
習
熟
す
る
に
し
た
が
い
教
師
は

仮
名
ば
か
り
板
書
し
、
生
徒
に
実

字
（形
象
の
あ
る
物
を
表
す
漢
字
）

:矛、

>295く

岩
谷
　
巌

□

を
書
か
せ
る
。

・
諸
物
の
名
前
を
文
字
に
書
き
取

ら
せ
る
と
き
は
手
真
似
（動
作
化
）

を
す
る
。

。
例
え
ば
、
ハ
カ
マ
を
つ
け
る
真

似
を
し
て
「袴
」
の
字
を
書
か
せ
、

物
を
包
む
真
似
を
し
て
「風
昌
敷
」

と
書
か
せ
る
よ
う
に
し
て
、
生
徒

に
字
義

（漢
字
の
意
味
）
を
分
か

ら
せ
る
。

◆
人
名
を
授
け
る
方
法

・
図
の
よ
う
に
前
も
っ
て
父
、母
、

兄
の
指
を
決
め
て
教
え
て
お
く
。

・
例
え
ば
、
巨
指

（以
下
親
指
を

表
す
）
は
父
、
食
指

（以
下
入
指

し
指
を
表
す
）
は
母
、
中
指
は
兄

を
表
す
。

・
教
師
は

「Ｋ
児
の
こ
れ
は
」
と

右
食
指
を
出
し
て
母
の
名
前
を
書

か
せ
、
ま
た
巨
指
を
出
し
て
父
の

名
前
を
書
か
せ
た
。

・
他
の
名
前
を
教
え
る
と
き
は
、

生
徒
の
名
前
を
予
め
教
え
て
お
き

語
の
父
は
誰
、
誰
の
母
は
謹

と
言
っ
て
文
字
を
黒
板
に
書
く
。

。
そ
れ
か
ら
、巨
指
を
出
し
て
「誰

の
こ
れ
は
」
と
言
え
ば
、
誤
り
な

く

「何
の
某
」
と
書
い
た
。

◆
人
体
の
部
分
を
授
け
る
方
法

。
図
を
予
め
示
し
、
習
熟
す
る
に
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し
た
が
い
体
中
を
指
し
、
手

。
目

・
耳
等
の
文
字
を
書
き
取
ら
せ
た

０
算
術
を
授
け
る
方
法

・
予
め
数
字
と
算
用
数
字
を
教
え

て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
記
憶
す
る
に

し
た
が
い
、
指
二
本
を
出
し
て
、

「二
」
と

「２
」
と
書
き
示
す
。

・
算
盤

（そ
ろ
ば
ん
）
を
用
い
て

図
の
よ
う
に
珠
の
位
置
で

「二
」

と
書
か
せ
た
り
、

「四
」
と
書
か

せ
た
り
、算
盤
を
与
え
て
、
「四
」

を
珠
に
置
き
換
え
る
な
ど
を
し
て

教
え
た
。

◆
そ
の
他

・
一
緒
に
歩
き
な
が
ら
、
必
要
な

物
の
名
前
を
教
え
る
た
め
に
、
実

物
を
指
し
て
、

「こ
れ
は
何
と
言

い
、
こ
れ
は
何
と
言
う
」
等
の
文

字
を
書
き
示
し
た
。

・
遠
方
を
指
し
て
、山
は
「何
山
」

と
言
い
、
川
は

「何
川
」
、
或
い

は

「何
村
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
書
き
示
し
て
教
え
た
。

巌
の
教
育
実
践
に
つ
い
て
、
聴
覚

障
が
い
教
育
が
専
門
の
宮
域
教
育
大

学
教
授
の
藤
島
省
太
氏
は
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

コ
一谷
塵
氏
の
実
践
に
は
、
自
由
民

権
思
想
が
底
流
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま

さ
に
現
代
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育

の
理
念
に
通
ず
る
実
践
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
さ
ら
に
、
岩
谷
氏
の
実
践

は
、
障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
教
育
的

知
見
が
皆
無
な
時
代
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
非
常
に
理
に
適
っ
た
方
法
で
進

め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
学
習
者

に
と
っ
て
身
近
な
事
象
か
ら
始
め
、

具
体
的
な
も
の
か
ら
抽
象
的
な
も
の

へ
、
さ
ら
に
は
単
語
か
ら
文
章
へ
、

と
い
う
よ
う
な
ス
モ
ー
ル

・
ス
テ
ッ

プ
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
科
学
的

・
教
育
的
実
践
は
、

十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
イ
タ
ー
ル
の

実
践
や
、
わ
が
国
初
の
山
梨
県
立
盲

学
校
に
お
け
る
盲
ろ
う
児
へ
の
教
育

実
践
に
匹
敵
す
る
特
別
支
援
教
育
研

究
上
の
一墓
重
な
資
料
と
も
い
え
る
」

ま
た
、
前
文
部
科
学
省
初
等
中
等

教
育
局
特
別
支
援
教
育
課
特
別
支
援

教
育
調
査
富

（聴
覚
障
が
い
教
育
担

当
）
で
、
現
在
東
北
福
祉
大
学
教
授

の
大
西
孝
志
氏
は
ヽ
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「岩
谷
巌
氏
の
実
践
は
福
沢
諭
吉

が

『西
洋
事
情
』
の
中
で
欧
米
の
障

が
い
児
教
育
に
つ
い
て

『唖
院
は
聾

や
唖
人
を
教
ゆ
る
学
校
な
り
。
唖
子

数
百
人
を
集
め
て
語
学
、
算
術
、
天

文
、
地
理
な
ど
を
教
授
す
る
こ
と
、

尋
常
の
学
校
と
異
な
る
な
し
』
と
記

し
た
こ
ろ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い

る
。
当
時
、
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も

へ
の
教
育
は
慈
善
の
対
象
で
あ
る
と

い
う
の
が

一
般
的
だ
っ
た
が
、
そ
の

可
能
性
に
気
付
い
た
氏
の
教
師
と
し

て
の
感
性
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と

思
う
」

「ま
た
、
岩
谷
氏
の

『唖
生

授
業
方
法
』
の
内
容
は
障
が
い
特
性

に
合
っ
て
お
り
、
聾
教
育
の
専
門
性

と
し
て
現
在
の
指
導
技
術
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
参
考
文

献
等
が
な
い
中
で
こ
れ
だ
け
の
方
法

を
開
発
さ
れ
た
、
氏
の
教
育
に
か
け

る
情
熱
に
は
頭
が
下
が
る
」

こ
れ
ま
で
、
教
育
者
と
し
て
の
巌

の
足
跡
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
次
回

は
ヽ
現
在
の
特
別
支
援
教
育
の
現
状

に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

（筆
者
は
県
立
聴
寛
支
援
学
校
長

の
芳
買
孝
美
氏
）

＝
次
回
は
来
年
１
月
６
日
掲
載
＝

自
由
民
権
思
想
が
底
流
に
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