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一 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
学
校
建
築
の
歴
史
と
意
義 

―
そ
の
社
会
的
機
能
の
変
化
に
着
目
し
て
― 

 

ロ
イ
・
ロ
ウ 

著
／
梶
井
一
暁 

訳 

 

一
．
問
題
の
所
在 

  

学
校
建
築
は
、教
育
シ
ス
テ
ム
を
考
察
す
る
た
め
の
有
効
な
手
だ
て
と
な
る
。

学
校
建
築
が
照
ら
し
だ
す
の
は
、
そ
の
建
物
の
な
か
で
何
が
な
さ
れ
て
き
た
の

か
だ
け
で
な
い
。
教
師
や
教
育
者
が
ど
の
よ
う
な
社
会
を
構
築
し
よ
う
と
し
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
要
求
が
差
し
込
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
側
面

に
も
及
ぶ
。
そ
の
営
み
は
、
国
家
の
子
ど
も
の
教
育
を
担
う
べ
く
責
務
と
無
関

係
で
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
把
握
は
お
そ
ら
く
ど
の
社
会
に
つ
い
て
も
あ
て
は

ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
考
察
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
め
ぐ
る
問
題
を
中
心
に
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
考
察
が
日
本
の
状
況
を
考
え
る
う

え
で
も
示
唆
や
意
義
を
与
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
す
。 

著
者
が
学
校
建
築
へ
の
関
心
を
も
ち
、
そ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
共
著
を
世
に

問
う
て
か
ら
三
〇
年
以
上
が
経
つ
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
〇
年
代
に
マ
ル
コ
ム
・

シ
ー
ボ
ー
ン
（Malcolm Seaborne

）
と
著
者
は
共
著
を
公
刊
し
た
。
そ
れ
以

降
こ
ん
に
ち
ま
で
、
同
様
の
テ
ー
マ
を
扱
う
研
究
は
少
な
く
な
い
成
果
が
著
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
研
究
の
深
ま
り
は
さ
ほ
ど
で
は
な
い
。

学
校
建
築
と
組
織
に
関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
進
展
の
余
地
が
あ
る
と
把
握
さ
れ

る
。 本

考
察
で
は
、
と
く
に
つ
ぎ
の
三
つ
の
問
題
を
扱
い
た
い
。 

第
一
は
、
建
築
様
式
の
重
要
性
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
他
の
国
や
地
域

に
と
っ
て
も
興
味
深
い
事
例
と
な
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
建
築
様
式
は
世
界
中

で
模
倣
さ
れ
、
と
り
わ
け
旧
帝
国
植
民
地
に
お
い
て
そ
れ
は
顕
著
で
あ
っ
た
。 

第
二
は
、
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
学
校
建
築
様
式
と

経
済
活
動
の
主
要
形
態
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
学
校
の
設
計
が

職
場
へ
の
準
備
や
適
応
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
視
角
を
提
起
す
る

こ
と
と
な
る
。 

第
三
は
、
学
校
の
内
部
組
織
の
発
展
形
態
で
あ
り
、
そ
の
形
態
と
教
授
ス
タ

イ
ル
の
変
化
を
論
じ
る
。
こ
の
問
題
は
教
師
の
役
割
の
変
化
と
関
係
す
る
。
そ

の
役
割
が
教
授
者
（didacts

）
か
ら
支
援
者
（helpers

）
へ
と
変
容
す
る
位

相
に
つ
い
て
、
学
校
建
築
の
観
点
か
ら
、
歴
史
的
文
脈
の
も
と
に
明
ら
か
に
す

る
。 
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二
．
建
築
様
式
の
重
要
性 

  

一
九
世
紀
以
降
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
有
力
校
は
、
新
た
な
校
舎
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
優
れ
た
建
築
家
を
求
め
て
競
い
あ
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
多
く
の
学
校

で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
郊
外
に
移
転
す
る
際
に
そ
れ
は
顕
著
で
あ
っ
た
。

労
働
者
階
級
の
た
め
の
基
礎
学
校
（elementary schools

）
に
つ
い
て
は
、

し
か
し
建
築
様
式
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
建

築
家
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ク
ラ
ー
ク
は
、
一
八
五
二
年
、
校
舎
を
設
計
す
る
に
あ
た

り
、「
納
屋
に
倣
う
の
は
必
ず
し
も
悪
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
図
１
（
図
は

十
四
頁
以
降
に
ま
と
め
て
掲
載
。
以
下
同
様
）
は
、
カ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
国
民
学

校
（national schools

）
で
あ
り
、
一
九
世
紀
の
基
礎
学
校
の
典
型
例
と
い

え
る
。
な
ぜ
ク
ラ
ー
ク
が
如
上
の
よ
う
に
述
べ
た
か
が
う
か
が
え
よ
う
。 

し
か
し
、
や
が
て
一
八
七
○
年
教
育
法
が
公
布
さ
れ
る
と
、
各
地
の
学
務
委

員
会
は
地
方
税
を
使
っ
て
著
名
な
建
築
家
を
起
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か

に
は
、
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
リ
リ
イ
ク
ロ
フ
ト
・
ス
ク
ー
ル
（the Lilycroft 

School

）の
よ
う
な
例
も
あ
る（
図
２
）。同
校
は
一
八
七
〇
年
教
育
法
公
布
後
、

ま
も
な
く
建
て
ら
れ
た
。
少
な
く
な
い
費
用
が
投
じ
ら
れ
、
子
ど
も
に
必
要
と

思
わ
れ
る
以
上
に
、
技
巧
的
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様

に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
で
も
、
一
八
七
三
年
に
開
校
し
た
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
・
ロ
ー
ド
・

ス
ク
ー
ル
（the Jenkins Road School

）
は
ゴ
シ
ッ
ク
様
式(

1)

で
建
て
ら

れ
た
（
図
３
）。
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
は
そ
の
学
務
委
員
会
が
国
教
会
風
の
様
式
を
し

ば
し
ば
好
む
と
い
う
点
で
特
色
的
な
地
域
で
あ
っ
た
。 

な
ぜ
建
築
様
式
の
問
題
が
一
九
―
二
○
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
重

要
な
の
か
。
建
築
様
式
は
格
式
や
威
信
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
メ
ッ
セ
ー
ジ

性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
学
校
が
備
え
る
意
義
や
機
能
や

性
格
を
表
象
す
る
の
が
建
築
様
式
で
あ
っ
た
。
も
し
親
は
授
業
料
を
払
っ
て
子

を
学
校
に
や
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
学
校
が
教
育
投
資
に
み
あ
う
だ
け
の

対
象
で
あ
る
か
知
ろ
う
と
す
る
。
建
築
様
式
は
そ
の
答
え
を
得
る
た
め
の
手
が

か
り
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。 

学
校
建
築
様
式
の
い
わ
ば
定
型
化
は
、
と
く
に
誰
か
が
そ
れ
を
企
図
し
て
な

さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
あ
る
程
度
の
知
識
の
あ
る

者
が
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
建
て
ら
れ
た
学
校
を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
会

と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
つ
学
校
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。英
国
国
教
会
派
の
国
民
協
会（the National Society

）

が
建
て
た
学
校
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
建
築
物
で
あ
る
と
い

う
特
徴
を
有
し
た
。
そ
の
装
飾
は
予
算
が
限
ら
れ
て
い
て
さ
え
施
さ
れ
た
。
ア

シ
ュ
ボ
ー
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー
ル
（the Ashbourne National School

）

は
一
八
七
〇
年
法
公
布
の
直
前
に
建
て
ら
れ
た
学
校
と
し
て
よ
い
例
で
あ
る 
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(
図
４)

。
レ
ン
ガ
の
建
物
で
あ
る
。
他
方
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ッ

シ
ュ
の
セ
ン
ト
・
ウ
ィ
ル
フ
リ
ッ
ド
・
ス
ク
ー
ル
（St. Wilfrid's School

）

は
石
造
り
で
あ
る(

図
５)

。
同
校
は
教
会
学
校
（church schools

）
で
あ
り
、

そ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
ゴ
シ
ッ
ク
調
の
窓
が
し
つ
ら
え
ら
れ
た
建
築
様
式
が

人
目
を
引
く
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
な
ど
の
有
力
中
等
学
校
は
、
多
額
の

予
算
を
使
っ
て
優
れ
た
建
築
家
を
招
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
学
校
を
み
て
誰
も

が
強
い
印
象
を
い
だ
く
よ
う
な
ク
ラ
シ
カ
ル
様
式(

2)

を
用
い
、
学
校
の
存
立

意
義
の
揺
る
ぎ
な
さ
を
誇
示
し
た
。
ア
ン
プ
ル
フ
ォ
ー
ス
・
カ
レ
ッ
ジ

（Ampleforth College

）
は
建
築
が
そ
の
印
象
を
決
定
づ
け
る
顕
著
な
例
で

あ
り
、
教
会
風
の
様
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る(

図
６)
。
ま
た
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー

の
ト
ー
マ
ス
・
ロ
ゼ
ル
ハ
ム
・
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（the Thomas Rotherham 

Grammar School

）
が
そ
の
校
舎
と
し
て
、
も
と
も
と
神
学
校
で
あ
っ
た
建
物

を
転
用
し
て
使
っ
た
よ
う
に(

図
７)

、
既
存
の
建
物
を
利
用
す
る
学
校
も
あ
っ

た
。
ブ
ラ
イ
ト
ン
に
近
い
ロ
ー
デ
ィ
ー
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
（Roedean College

）

は
一
八
九
九
年
、
上
級
の
女
学
校
と
し
て
設
立
さ
れ
た(

図
８)

。
同
校
は
シ
ン

プ
ソ
ン
（J. W. Simpson

）
の
設
計
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
当
時
も
っ
と

も
よ
く
知
ら
れ
た
建
築
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
彼
は
テ
ュ
ー
ダ
ー
様
式(

3)

で
建
物
の
正
面
を
構
成
し
、
そ
の
突
き
出
し
た
壁
面
上
部
に
イ
タ
リ
ア
風
の
ラ

ン
タ
ン
タ
ワ
ー
を
配
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
校
を
象
徴
的
な
建
築
物
と
し
て

際
だ
た
せ
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
、
移
転
・
新
築
し
た
キ
ン
グ
ス
・
リ
ン
・
グ

ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（the Kings Lynn Grammar School

）
は
、
や
は
り
当

時
も
っ
と
も
評
判
の
建
築
家
の
ひ
と
り
バ
ジ
ル
・
シ
ャ
ン
プ
ニ
ー
ズ 

（Basil 

Champneys

）
に
設
計
さ
れ
た(

図
９)

。
華
美
な
ク
ィ
ー
ン
・
ア
ン
様
式(

4)

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ク
の
セ
ン
ト
・
ピ
ー
タ
ー
ズ
・
ス
ク
ー
ル
（St. 

Peter's School

）
で
は
、
一
八
九
八
年
、
体
育
館
で
さ
え
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の

建
築
で
新
調
さ
れ
た
（
図
10
）。
一
八
九
一
年
、
ロ
ビ
ン
ス
（E. C. Robins

）

が
設
計
し
た
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ク
ー
ル
（the Bedford School

）
は
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
建
築
の
す
ぐ
れ
た
例
と
い
え
る
（
図
11
）。

同
校
は
設
計
で
は
、
校
舎
中
央
に
ホ
ー
ル
を
備
え
、
そ
こ
か
ら
伸
び
る
廊
下
に

教
場
（schoolroom

）
と
教
室
（classroom

）
が
配
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
学

校
建
築
は
当
時
で
は
ま
さ
に
伝
統
的
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
通
常
の
学
校
と
は

い
い
が
た
い
ほ
ど
の
建
築
物
で
あ
っ
た
。 

し
ば
し
ば
有
名
校
は
新
し
い
地
に
移
転
す
る
際
、
旧
校
舎
に
お
け
る
何
ら
か

の
建
築
備
品
を
も
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
新
校
舎
に
そ
れ
を
移
設
し
、
学

校
の
由
緒
づ
け
や
権
威
づ
け
に
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
ト
ン
・
ス
ク

ー
ル
（the Bolton School

）
は
、
一
九
三
〇
年
の
移
転
の
際
、
街
の
中
心
地

に
建
つ
新
校
舎
に
、
旧
校
舎
に
あ
っ
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
運
び
込
み
、
備
え

つ
け
た
（
図
12
）。
同
様
に
、
ウ
ィ
ッ
ド
ネ
ズ
の
ウ
ェ
イ
ド
・
デ
ィ
ー
コ
ン
・
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ス
ク
ー
ル
（Wade Deacon School

）
で
も
一
九
三
二
年
、
郊
外
に
移
転
・
新

築
す
る
際
、
旧
校
舎
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
移
設
さ
れ
た
（
図
13
）。
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
は
学
校
創
立
記
念
（
一
五
〇
七
年
）
と
、
か
つ
て
「
近
代
建
築
物
」

（the modern building

）
と
し
て
街
の
中
心
地
に
建
立
さ
れ
た
記
念
（
一
八

九
七
年
）
を
想
起
さ
せ
、
同
校
の
伝
統
の
重
み
を
表
象
し
た
。 

も
し
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
学
校
で
あ
っ
た
な

ら
、
そ
れ
ら
は
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
様
式
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
様
式
の
建
築
で
あ

る
こ
と
が
共
通
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
本
拠
は
イ

タ
リ
ア
に
あ
り
、
そ
の
管
理
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お

け
る
そ
の
好
例
は
、
一
般
的
な
学
校
で
は
な
い
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
キ

ー
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
（Keble College

）
で
あ
る
（
図
14
）。
同
校
は
ア
ン
グ

ロ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
カ
レ
ッ
ジ
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
強

い
関
連
を
有
し
た
。
同
校
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
（Alfred 

Waterhouse

）
が
設
計
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
イ
タ
リ
ア
様
式
の
建
築
を
手

が
け
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
者
で
も
あ
っ
た
。 

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
一
八
七
〇
年
以
降
、
ロ
ン
ド
ン
学
務
委
員
会
が

設
置
さ
れ
る
と
、
ひ
と
り
の
建
築
家
が
登
用
さ
れ
た
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン(E. R. 

Robson)

で
あ
る
。
彼
は
新
た
に
流
行
す
る
ク
ィ
ー
ン
・
ア
ン
様
式
を
専
門
に
手

が
け
る
建
築
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
様
式
は
、
国
の
成
長
ぶ
り
を
示
す
テ
ム
ズ
河

岸
の
建
設
に
も
用
い
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
様
式
か
ら
ク
ィ
ー
ン
・
ア
ン
様
式
へ

の
転
換
は
、
学
校
教
育
が
も
は
や
教
会
の
手
を
離
れ
、
非
宗
教
的
な
営
み
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
ハ
ノ
ー
バ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
・

ス
ク
ー
ル
（Hanover Street School

）
は
ロ
ン
ド
ン
学
務
委
員
会
が
建
て
た

初
期
の
例
で
あ
る
（
図
15
）。
図
16
も
同
様
の
例
で
あ
る
。
学
校
が
ど
の
よ
う

な
景
観
の
な
か
に
建
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
留
意
し
て
お
き
た
い
。
ア
ー
サ

ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
小
説
『
海
軍
条
約
文
書
事
件
』（The naval treaty

）

に
お
い
て
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
は
助
手
の
ワ
ト
ソ
ン
と
と
も
に
ロ
ン

ド
ン
に
向
か
う
列
車
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
み
て
み
な
さ
い
。
大

き
な
建
物
の
塊
が
ス
レ
ー
ト
葺
き
の
屋
根
の
う
え
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
そ
び
え

た
っ
て
い
る
。
ま
る
で
鉛
色
の
海
に
浮
か
ぶ
レ
ン
ガ
の
島
の
よ
う
だ
。
学
務
委

員
会
学
校
（the Board Schools

）
だ
。
灯
台
だ
。
将
来
を
照
ら
す
灯
り
だ
。

あ
の
建
物
は
輝
か
し
い
小
さ
な
種
が
詰
ま
っ
て
い
る
莢
（capsules

）
だ
。
そ

れ
が
割
れ
て
芽
が
出
て
、
よ
り
賢
明
で
よ
り
よ
き
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
将
来
が
拓

か
れ
る
の
だ
」
と
。 

二
〇
世
紀
初
頭
に
建
て
ら
れ
た
新
し
い
女
子
中
等
学
校
は
、
当
時
流
行
の
ネ

オ
・
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ン
様
式(

5)

で
設
計
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
リ
ザ
ム
の

セ
ン
ト
ア
ン
の
ク
ィ
ー
ン
・
メ
ア
リ
ズ
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
（the Queen Mary's 

High School
）
は
そ
の
好
例
で
あ
る
（
図
17
）。
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
、
そ
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の
様
式
は
独
占
的
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
相
当
程
度
、
女
子
教
育
と
の
結
び

つ
き
の
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で

も
、
女
子
学
生
の
た
め
の
ホ
ー
ル
は
ネ
オ
・
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ン
様
式
で
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
。
一
方
、
男
子
学
生
の
た
め
の
ホ
ー
ル
は
ク
ラ
シ
カ
ル
様
式
が
用
い
ら

れ
た
の
だ
っ
た
。
建
築
様
式
に
よ
っ
て
、
男
ら
し
さ
と
女
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ

る
の
で
あ
る
。 

お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
中
等
学
校
は

基
礎
学
校
よ
り
も
威
厳
的
で
様
式
的
な
外
観
を
も
ち
、
基
礎
学
校
は
よ
り
簡
素

で
機
能
的
な
つ
く
り
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
び
と
は
学
校
を
一
見
し
て
、

そ
の
外
観
か
ら
、
そ
れ
が
下
層
の
た
め
の
基
礎
学
校
か
、
比
較
的
上
層
の
た
め

の
中
等
学
校
か
認
識
し
た
。
な
か
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
厳
し
い
経
済

不
況
下
で
あ
っ
て
さ
え
、
そ
の
権
威
維
持
の
た
め
に
建
築
費
を
い
と
わ
な
い
学

校
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
〇
年
に
郊
外
に
移
転
し
た
ボ
ル
ト
ン
・
ス

ク
ー
ル
（the Bolton School

）
は
そ
の
よ
う
な
学
校
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
図

18
）。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
や
は
り
郊
外
に
移
転
し
た
の
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ

ー
・
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（Manchester Grammar School

）
で
あ
る
（
図

19
）。
当
代
を
牽
引
す
る
建
築
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
（W. G. 

Newton

）
は
、「
こ
こ
に
見
事
な
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
建
築
の
様
式
が
用
い
ら
れ
、
そ

の
建
築
に
よ
っ
て
学
校
は
確
か
な
名
声
を
誇
り
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ

ら
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
な
い
有
力
中
等
学
校
が
そ
の
社
会
的
地

位
を
誇
示
す
る
た
め
に
建
築
を
利
用
し
た
。
建
築
に
付
与
さ
れ
る
意
味
や
機
能

は
、
当
時
の
人
び
と
に
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
を
簡
潔
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
学
校
の
社
会

的
序
列
を
位
置
づ
け
、
そ
の
存
立
意
義
や
名
声
を
謳
い
、
学
校
の
歴
史
や
由
緒

を
旌
表
す
る
役
割
を
果
た
す
の
が
、
学
校
の
建
築
様
式
で
あ
っ
た
。 

 

三
．
学
校
建
築
と
経
済
活
動
の
主
要
形
態
の
関
連
性 

  

著
者
は
こ
れ
ま
で
学
校
の
設
計
や
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
調
査
を
進
め
、
学
校

の
設
計
や
組
織
の
方
法
と
、
子
ど
も
が
教
育
を
受
け
た
の
ち
に
入
る
こ
と
と
な

る
仕
事
場
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
、
少
な
か
ら
ず
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
多
く
の
建
築
家
が
設
計
し
て
い
た
の
は
働
く
場
と
し
て
の
建
物
で
あ

り
、
か
わ
っ
て
彼
ら
が
学
校
を
設
計
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
配

置
や
構
成
が
援
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
が
述
べ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
偶
然
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
歴
史
的
に
み
て
、
し
ば
し
ば
公
的
建
築
物
が
い
か
に
人
び
と
を
移
動
さ

せ
、
秩
序
づ
け
、
律
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
設
計
さ
れ
る
と
こ
ろ
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の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
校
建
築
に
も
そ
れ
に
通
底
す
る
要
素
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
こ
の
こ
と
は
工
業
や
商
業
に
関
す
る
活
動
に
お

け
る
主
要
形
態
と
関
連
す
る
。
も
う
少
し
説
明
を
加
え
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、

工
業
化
以
前
の
社
会
に
お
い
て
、
経
済
的
生
産
は
小
規
模
で
、
そ
の
営
み
は
小

さ
く
、
作
業
場
も
秩
序
だ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
学
校
に
お
い
て

も
あ
て
は
ま
っ
た
。
こ
の
絵
は
一
八
世
紀
の
デ
イ
ム
・
ス
ク
ー
ル
（dame 

schools

）
で
あ
る
（
図
20
）。
部
屋
は
狭
く
、
乱
雑
で
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の

目
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
非
効
率
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
屋
で
は
、
当

時
の
作
業
場
で
効
率
的
な
生
産
を
果
た
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
と
同
様
、
ど

の
よ
う
な
体
系
的
な
教
授
も
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
学
校
に
通
う
子
ど
も
は
、
い
ず
れ
小
規
模
の
作
業
場
で
の
雇
用
に
与
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
連
続
し
て
い
た
。 

工
場
が
一
九
世
紀
初
頭
に
は
建
ち
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
巨
大

で
、
な
じ
み
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
れ
と
と
き
を
同
じ
く
し
て
、

学
校
は
そ
の
規
模
を
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

(Joseph Lancaster)

は
モ
ニ
ト
リ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
（monitorial system

）

を
考
案
し
、
一
度
に
千
人
も
の
多
く
の
子
ど
も
に
、
同
じ
ひ
と
つ
の
部
屋
で
教

授
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
の
学
校
か
ら
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
学
校
の
教
場
（schoolroom

）
は
ま
る
で
工
場
の
様
相
を
呈

し
た
（
図
21
）。
こ
こ
で
よ
り
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
け
る

教
授
や
組
織
の
方
法
が
、
新
た
な
紡
織
工
場
に
お
け
る
大
量
生
産
の
方
式
と
類

似
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
の
学
校
で
生
徒
が
統
制
さ
れ
る
様
子
を

み
て
み
る
と
よ
い
。
モ
ニ
ト
リ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
教
授
法
に
よ
っ
て
、
学
校

自
体
が
工
場
式
の
生
産
ラ
イ
ン
の
う
え
を
稼
働
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
助
教

（monitors

）
と
呼
ば
れ
る
年
長
の
生
徒
た
ち
が
、
教
師
の
監
督
の
も
と
、
初

歩
的
な
知
識
を
、
年
少
者
た
ち
に
教
授
し
た
。
助
教
を
用
い
た
大
量
一
斉
教
授

の
方
式
は
、
工
業
化
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
教
授
法
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

学
校
が
労
働
生
活
の
準
備
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ

っ
た
。 

一
九
世
紀
末
に
な
る
と
、
第
二
次
産
業
革
命
が
起
こ
り
、
石
油
と
化
学
加
工

を
中
心
と
す
る
新
た
な
工
業
が
発
展
し
た
。こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
重
要
な
の
は
、

経
済
の
第
三
次
部
門
が
成
長
し
、
省
ス
ペ
ー
ス
の
職
場
で
働
く
雇
用
者
が
男
女

と
も
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
、
教
室

（classroom

）
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図
22
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

最
初
に
設
計
さ
れ
た
教
室
の
配
置
図
で
あ
り
、
一
八
七
三
年
に
建
て
ら
れ
た
ロ

ン
ド
ン
の
ス
テ
ッ
プ
ニ
ー
の
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
ス
ク
ー
ル（the Ben Jonson 

School
）
の
も
の
で
あ
る
。
小
さ
な
教
室
が
登
場
し
、
し
か
し
大
き
な
教
場
も

維
持
さ
れ
、
教
場
の
周
囲
に
教
室
が
配
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
教
室
の
見
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習
い
教
師
（pupil 

teachers

）
は
、
中
央
の
ホ
ー
ル
に
い
る
校
長

（headmaster

）
の
監
督
を
う
け
た
。
工
場
で
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
事
務
員
や

管
理
職
に
関
す
る
職
場
の
あ
り
方
が
、
新
た
な
教
室
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
も
生
徒
も
、
横
に
一
列
に
な
っ
て
並
ぶ
（
図
23
）。

子
ど
も
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
職
場
に
通
じ
る
よ
う
な
状
況
に
、
知
ら
な
い
う
ち

に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
24
は
一
九
〇
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
ク
ロ
フ
ォ

ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
エ
レ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（the Crawford Street 

Elementary School

）
に
お
け
る
学
校
集
会
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
学
校

と
工
場
の
共
通
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

時
代
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
移
り
、
オ
ー
プ
ン
・
プ
ラ
ン
式
の
オ
フ
ィ
ス

が
普
及
す
る
と
、
教
室
も
オ
ー
プ
ン
・
プ
ラ
ン
式
で
開
放
感
の
あ
る
間
取
り
が

広
が
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
地
方
当
局
は
オ
ー
プ
ン
・
プ
ラ
ン
式

学
校
の
設
置
を
推
進
し
た
先
駆
で
あ
り
、
一
九
六
七
年
の
設
立
と
な
る
エ
ン
シ

ャ
ム
の
こ
の
学
校
は
も
っ
と
も
最
初
の
例
で
あ
る
（
図
25
）。
校
長
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
ベ
イ
ン
ズ
（George Baines

）
が
同
校
の
設
計
に
か
か
わ
っ
た
。
彼
は
子

ど
も
が
調
理
や
芸
術
や
読
書
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
っ
た
活
動
エ
リ
ア
を
自

由
に
行
き
来
で
き
る
建
物
を
望
み
、
そ
れ
を
得
た
。
さ
ら
に
い
う
と
、
こ
こ
で

は
教
師
は
伝
統
的
な
教
授
者
（didacts

）
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
助
言
者

（mentors

）
と
し
て
あ
り
、
子
ど
も
中
心
の
教
育
を
行
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
エ
ン
シ
ャ
ム
の
学
校
に
み
ら
れ
る
オ
ー
プ
ン
な
形
式
の
採
用

は
、
こ
の
こ
ろ
職
場
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
形
式
が
普
及
し

た
こ
と
の
反
映
で
あ
っ
た
。
学
校
と
職
場
が
対
応
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
モ
ニ
ト
リ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
式
の
学
校
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ホ
ー

ル
式
の
学
校
、
オ
ー
プ
ン
・
プ
ラ
ン
式
の
学
校
と
い
う
こ
れ
ら
の
学
校
の
発
達

は
、
大
人
の
職
場
に
お
け
る
労
働
慣
行
の
変
容
と
、
子
ど
も
に
対
す
る
新
し
い

教
授
法
の
導
入
と
い
う
両
側
面
が
関
連
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。 

以
上
の
考
察
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
建
築

は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
意
図
的
・
無
意
図
的
に
、
や
が
て
彼
ら
が
進
む
大
人

の
世
界
や
労
働
の
世
界
に
お
け
る
組
織
形
態
や
社
会
関
係
や
人
間
関
係
に
対
し

て
、
親
和
的
・
準
備
的
で
あ
る
よ
う
に
作
用
す
る
施
設
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い

る
。
学
校
建
築
の
デ
ザ
イ
ン
、
教
授
法
、
職
場
に
お
け
る
労
働
形
態
は
、
相
互

に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
変
遷
し
て
き
た
。
一
方
の
変
化
は
、
他
方
の
変
化
を

も
た
ら
す
の
で
あ
る
。 

 

四
．
学
校
の
内
部
組
織
の
発
展
形
態 

  

こ
こ
か
ら
は
、
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
に
組
織
さ
れ
、
教
授
さ
れ
、
管
理
さ
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
学
校
の
物
理
的
環
境
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
重
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点
的
に
考
察
を
加
え
よ
う
。
学
校
建
築
と
教
授
ス
タ
イ
ル
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
か
。
教
師
は
さ
ま
ざ
ま
の
文
脈
の
も
と
で
教
授
を
行
う
も
の
と
は
い

え
、
学
校
の
設
計
上
の
制
約
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
甘
ん
じ
て
実
践
を
展
開
し

て
き
た
の
か
。
そ
れ
と
も
教
場
や
教
室
の
設
計
の
あ
り
方
は
、
学
校
の
内
部
に

迫
る
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
。
学
校
の
設
計
は
、
教
師
が
何

を
な
そ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
目
的
や
意
図
と
か
か
わ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で

あ
る
。つ
ま
り
、こ
こ
ま
で
み
て
き
た
学
校
建
築
の
変
遷
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、

教
授
ス
タ
イ
ル
が
産
業
革
命
以
来
、
こ
こ
二
世
紀
を
通
じ
て
大
き
く
変
容
し
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
学
校
建
築
と
い
う
物
理
的
環
境
が
、
い

か
に
進
歩
主
義
的
な
教
育
や
子
ど
も
中
心
主
義
的
な
教
育
の
展
開
に
資
す
る
条

件
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
制
約
す
る
条
件
と
な
っ
た
の
か
と
い
う

問
題
を
照
射
し
た
い
。 

い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
時
代
の
写
真
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
議
論
を
進
め
る
。

は
じ
め
に
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
ま
で
の
時
代
（
一
四
〇
〇
年
～
一
七
五
〇
年
）

を
み
よ
う
。
図
26
は
約
四
〇
〇
年
前
、
中
世
の
村
の
教
会
敷
地
内
に
建
て
ら
れ

た
キ
ン
グ
ス
・
ノ
ー
ト
ン
・
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（Kings Norton Grammar 

School

）
で
あ
る
。
同
校
は
た
だ
こ
の
小
さ
な
建
物
か
ら
成
り
、
当
時
の
学
校

で
行
わ
れ
る
教
育
の
規
模
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
建
物
の
な
か
に
は
ふ
た
つ
の

部
屋
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
一
階
、
も
う
ひ
と
つ
は
二
階
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

部
屋
が
異
な
っ
た
年
齢
の
少
年
の
学
ぶ
ふ
た
つ
の
教
場
と
な
っ
た
。
同
校
は
お

そ
ら
く
教
師
（teacher

）
ひ
と
り
と
、
助
教
師
（usher

）
ひ
と
り
か
補
助
指

導
者
（assistant master

）
ひ
と
り
を
雇
っ
て
い
た
。
年
少
の
子
ど
も
と
年

長
の
子
ど
も
を
わ
け
て
教
授
す
る
た
め
に
は
、
ふ
た
り
の
教
授
者
が
必
要
と
な

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
学
校
の
備
品
は
こ
の
土
地
で
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
仕
様
は
要
す
る
と
こ
ろ
、
学
校
の
管
理
者
の
要
望
と
地
元
の
大
工
の
腕
に

よ
っ
た
。
学
校
環
境
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
れ
を
定
め
る
基
準
や
規
格
が
あ
っ

た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。教
場
を
み
て
み
る
と
、そ
こ
で
行
わ
れ
た
教
授
は
、

ほ
と
ん
ど
教
師
の
個
人
的
な
技
術
や
考
え
方
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
そ
の
教
師
は
現
在
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
専
門
的
な

訓
練
を
受
け
た
者
で
は
な
い
。
同
校
で
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
ど
う
実
施
さ
れ
た
の

か
。
講
義
と
発
問
と
応
答
は
ど
の
よ
う
な
配
分
で
な
さ
れ
た
の
か
。
生
徒
集
団

は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
の
か
。
同
校
に
お
け
る
教
育
が
ど
の
程
度
、
組
織

的
な
営
み
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
か
は
推
測
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
い
ず

れ
に
し
て
も
、
そ
の
教
育
は
こ
の
学
校
独
自
の
や
り
方
で
行
わ
れ
て
い
た
と
み

て
よ
い
。 

一
九
世
紀
初
期
の
学
校
例
を
引
い
て
み
る
。
近
世
ま
で
の
学
校
に
比
し
、
よ

り
大
き
く
、
組
織
的
で
あ
り
、
別
種
の
学
校
と
い
っ
て
よ
い
差
が
あ
る
。
図
27

は
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
ズ
・
ス
ク
ー
ル
（St. Paul's School

）
で
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あ
り
、
一
九
世
紀
に
は
い
っ
て
ま
も
な
く
建
て
ら
れ
た
。
同
校
か
ら
、
近
世
ま

で
の
学
校
と
の
差
異
が
う
か
が
え
よ
う
。
学
校
教
育
は
秩
序
と
規
律
が
与
え
ら

れ
、
大
き
さ
も
工
業
規
模
並
み
と
な
っ
た
。
こ
の
絵
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
モ

ニ
ト
リ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
が
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
部
屋
で
多
数
の
生
徒
に
、
い

か
に
指
導
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
モ
ニ
ト
リ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム
は
基
礎
学
校
で
よ
く
採
用
さ
れ
た
方

法
で
あ
る
が
、
同
校
の
よ
う
に
中
等
学
校
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
教
授
の
仕
組
み
を
も
つ
学
校
が
機
能
し
う
る
の

は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、
そ
れ
が
指
示
ど
お
り
教
え
ら

れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、あ
る
種
の
限
定
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

た
だ
ち
に
理
解
さ
れ
る
。
も
し
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
授
方
法
に
厳
し
い
制
約
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
教
場
内
は
た
ち
ま
ち
大
混
乱
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

つ
ぎ
の
図
28
は
、
学
校
に
一
定
程
度
の
秩
序
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

根
拠
と
な
る
。
一
九
世
紀
の
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ク
ー
ル
（the Bradford 

School

）
の
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
様
子
が
物
語
る
の
は
、
当
時
の
教
育

者
が
直
面
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、未
曾
有
の
人
口
増
加
が
起
き
、

そ
れ
は
歯
止
め
が
き
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
人
び
と
は
慢
性
的
な
健

康
問
題
を
抱
え
、
人
生
に
対
す
る
無
気
力
感
さ
え
蔓
延
し
て
い
た
。
都
市
下
層

労
働
者
階
級
が
か
か
え
る
こ
う
し
た
病
弊
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
郊
外
や
地
方
へ
の
移
転
を
促
し
た
。
も
し
親
は
よ
り
よ

い
中
等
教
育
を
わ
が
子
に
受
け
さ
せ
る
た
め
に
授
業
料
を
支
払
お
う
と
す
る
な

ら
、
な
に
が
し
か
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
に
子

を
通
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
が
当
時
街
中
で
流
行
し
て
い
た
病
気
に
か
か
っ

て
し
ま
っ
て
は
あ
ま
り
に
代
償
が
大
き
い
。
親
は
子
が
病
気
の
リ
ス
ク
か
ら
守

ら
れ
な
け
れ
ば
、
子
を
学
校
に
や
り
が
た
い
。
こ
の
こ
と
が
学
校
の
郊
外
移
転

を
導
く
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
下
層
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
回
避
策
を
と
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
。基
礎
学
校
は
前
例
の
な
い
深
刻
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。

そ
れ
は
生
徒
の
健
康
問
題
で
あ
っ
た
。こ
の
危
機
に
学
校
は
ど
う
対
応
し
た
か
。

最
初
に
、
二
○
世
紀
初
頭
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
特
殊
学
校
（special 

schools

）
を
み
る
。
特
殊
学
校
は
都
市
周
辺
の
田
園
地
域
に
設
け
ら
れ
、
と
く

に
結
核
症
の
子
ど
も
の
た
め
の
学
校
で
あ
っ
た
。
ア
フ
カ
ム
・
ス
ク
ー
ル
（the 

Uffculme School

）
は
一
九
一
一
年
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
郊
外
の
キ
ン
グ
ス
・
ヒ

ー
ス
に
開
設
さ
れ
た
（
図
29
）。
毎
日
、
市
内
か
ら
病
症
の
子
ど
も
が
馬
車
で

運
び
込
ま
れ
、
健
康
教
育
を
受
け
た
。
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
教
室
は
吹
き
抜

け
式
で
通
風
が
よ
く
、開
放
し
て
存
分
に
自
然
を
採
り
い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
様
式
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
自
然
が
子
ど
も
の
病
状
改
善
に
よ
い
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
判
明
し
た
の
は
、
彼
ら
の
健
康
に
よ



―10― 

い
影
響
を
与
え
た
の
は
、
学
校
で
の
食
事
が
家
庭
で
の
食
事
よ
り
も
よ
い
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
学
校
に
学
ぶ
子
ど
も
に
は
、
学
校
に
連
れ
て
こ

ら
れ
た
と
き
、
飢
餓
状
態
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
者
も
い
た
。
ア
フ
カ
ム
・
ス

ク
ー
ル
の
設
計
図
を
み
る
と
、
学
校
全
体
が
市
内
の
学
校
よ
り
も
、
い
か
に
健

康
に
配
慮
し
た
つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
（
図
30
）。
つ
ぎ
の
図
31

で
は
、
校
舎
全
体
が
換
気
作
用
を
な
し
て
い
る
。 

こ
の
特
殊
学
校
の
取
り
組
み
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
別
に
も
あ
る
。つ
ま
り
、

こ
の
学
校
に
学
び
う
る
子
ど
も
は
ま
だ
よ
い
。
実
は
そ
れ
以
上
の
数
の
子
ど
も

が
、
こ
の
よ
う
な
保
護
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
一
定

の
成
果
は
、
一
般
学
校
に
お
い
て
健
康
に
優
れ
な
い
子
ど
も
の
た
め
、
校
庭
で

青
空
教
室
（playground classes

）
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
認

め
ら
れ
る
（
図
32
）。
図
か
ら
は
「
療
養
教
室
」（sanatorium class

）
の
表

示
が
み
え
る
。青
空
教
室
は
彼
ら
を
健
康
児
か
ら
引
き
離
し
て
集
め
て
行
わ
れ
、

彼
ら
の
健
康
状
態
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。 

つ
づ
い
て
再
び
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
事
例
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
多
く
の
子
ど
も

が
教
練
指
導
を
受
け
る
た
め
に
郊
外
に
連
れ
だ
さ
れ
た
（
図
33
）。
こ
の
写
真

は
二
〇
世
紀
初
期
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
郊
外
の
ウ
ォ
ー
リ
ー
・
ウ
ッ
ズ
で
撮
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
授
業
風
景
が
想
起
さ
せ
る
の
は
、
当
時
の
学
校
が
も
っ

て
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
機
能
、
す
な
わ
ち
男
児
に
対
す
る
軍
隊
へ
の
入
隊
準
備

で
あ
る
。
多
く
の
小
学
校
に
は
、
校
舎
い
っ
ぱ
い
に
の
び
る
「
行
進
廊
下
」

（marching corridors

）
が
設
計
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
天
気
が
悪
く
て

外
で
活
動
で
き
な
い
と
き
で
も
、
男
児
は
屋
内
で
行
進
や
教
練
が
指
導
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。 

 

学
校
は
そ
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
の
な
か
で
機
能
を
拡
充
し
、
さ
ま
ざ

ま
の
状
況
に
対
応
し
て
い
く
。
そ
の
ひ
と
つ
が
特
別
支
援
教
育
（special 

needs education

）
で
あ
る
。
特
別
支
援
教
育
の
重
要
性
は
す
ぐ
さ
ま
理
解
さ

れ
、
ど
の
学
校
建
築
に
も
こ
れ
に
対
応
し
た
設
計
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
。
建
築

家
に
と
っ
て
、
身
体
や
健
康
に
配
慮
し
た
学
校
環
境
の
設
計
は
、
彼
ら
が
こ
れ

ま
で
設
計
し
て
き
た
威
厳
的
な
そ
れ
と
同
様
、
彼
ら
に
求
め
ら
れ
る
責
任
と
な

っ
た
。 

一
九
〇
八
年
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
一
般
学
校
の
設
計
に
影
響
が
お

よ
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
ダ
ー
ビ
シ
ャ
ー
の
ボ
ル
ズ
オ
ー
ヴ
ァ
ー
で
は
、
新
し
い

基
礎
学
校
が
、
部
屋
の
通
風
性
と
採
光
性
に
優
れ
る
設
計
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ

た
（
図
34
）。
こ
の
設
計
は
広
く
普
及
し
、
教
育
院
（the Board of Education

）

の
建
築
規
定
の
修
正
を
促
す
に
い
た
っ
た
。
従
来
の
セ
ン
タ
ー
・
ホ
ー
ル
式
の

学
校
は
換
気
が
す
こ
ぶ
る
悪
く
、
こ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

学
校
が
不
健
康
児
問
題
の
対
応
に
追
わ
れ
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

と
り
わ
け
就
学
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
学
校
は
子
ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
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の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
特
別
の
設
備
を
整
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
二
〇
世
紀
初

頭
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
お
け
る
あ
る
教
室
の
光
景
は
、
そ
の
経
過
が
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
か
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
（
図
35
）。 

以
上
の
検
討
か
ら
、わ
れ
わ
れ
は
別
の
新
た
な
考
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
育
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
へ
の
突
入
は
、
絶
え
ず
教
師
の
役
割
と
機
能
の
変

化
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
は
や
教
師
は
学
習
や
学
力
の
向
上
に
責
任
を

負
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
い
ま
や
子
ど
も
の
健
康
福
祉
の
問
題
は
人
び
と
の

中
心
的
な
関
心
と
な
り
、
子
ど
も
が
学
業
面
で
の
発
達
を
と
げ
る
た
め
に
は
、

健
康
福
祉
面
で
の
向
上
に
も
っ
と
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と
、
多
く
の
人
び
と
が

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
校
が
給
食
を
提
供
し
、
子
ど
も
の
身
体
や
健
康
を

管
理
す
る
あ
り
方
は
、
あ
る
い
は
さ
き
に
み
た
生
徒
教
練
や
男
児
に
対
す
る
軍

隊
へ
の
入
隊
準
備
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
軍
国
主

義
が
台
頭
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
前
、
学
校
は
「
戦
争
国
家
」（warfare 

state

）
の
従
属
機
関
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

最
後
に
ふ
た
つ
の
事
例
を
示
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
学
校
の
設
計
に
大

き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。事
例
は
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
か
ら
引
く
。

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
は
こ
の
時
期
の
大
都
市
の
ま
さ
に
典
型
例
と
い
え
る
。
一
九
五

〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
大
量
の
過
剰
人
口
用
住
宅
団
地
が
造

成
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
生
徒
数
が
増
大
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
大
規
模
の
中
等
学
校
の
建
設
が
必
要

と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
学
校
は
た
い
て
い
千
人
以
上
の
生
徒
に
対
応
し
、
な
か

に
は
二
千
人
以
上
で
も
対
応
可
能
な
学
校
も
あ
っ
た
。
キ
ン
グ
ス
・
ヒ
ー
ス
の

ク
ィ
ー
ン
ズ
ブ
リ
ッ
ジ
・
ス
ク
ー
ル
（the Queensbridge School

）
は
、
珍

し
い
例
で
は
な
い
（
図
36
）。
現
代
建
築
様
式
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
町
郊
外

の
大
規
模
工
場
の
設
計
に
も
と
り
い
れ
ら
れ
る
様
式
と
似
て
お
り
、
全
体
的
に

は
オ
フ
ィ
ス
・
ビ
ル
の
趣
を
感
じ
る
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
・
ベ
イ
ル
・
ス
ク
ー
ル
（the 

Castle Vale School

）
も
、
過
剰
人
口
用
住
宅
団
地
に
住
む
子
ど
も
を
大
量

収
容
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
た
中
等
学
校
で
あ
る
（
図
37
）。
同
校
の
た
た
ず

ま
い
は
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
共
産
主
義
政
権
下
、
子
ど
も
の
発
達
の
た
め
に
最

良
の
環
境
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
啓
蒙
的
取
り
組
み
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
一

九
九
七
年
以
降
、
政
府
は
学
校
の
シ
テ
ィ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
（City Academies

）

化
を
進
め
て
い
る
。
シ
テ
ィ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
民
間
ス
ポ
ン
サ
ー
の
協
力
を
得

て
運
営
さ
れ
る
新
構
想
の
学
校
で
あ
る
。
シ
テ
ィ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
と
な
っ
た
学

校
は
大
幅
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
の
自
由
が
与
え
ら
れ
る
。
脱
厳
格
管
理
タ
イ

プ
の
学
校
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
新
た
な
学
校
も
、
こ
れ
ま
で
歴
史

の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
学
校
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
な
学
校
を
維
持
さ
せ
て
い
る

こ
と
に
は
か
わ
ら
な
い
。
今
後
の
議
論
は
、
新
た
な
文
脈
の
な
か
で
、
ど
う
教

師
の
役
割
が
規
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
か
、
さ
ら
に
進
め
ら
れ
よ
う
。 
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最
後
に
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
学
校
建
築
へ
の
視
角
は
、
子
ど

も
が
ど
う
教
授
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
。
そ

の
視
角
は
、
四
〇
〇
年
の
歴
史
を
め
ぐ
る
分
析
に
お
い
て
も
、
ま
た
こ
ん
に
ち

の
位
相
を
照
射
す
る
場
合
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。 

   
 
 

注 

（
1
）
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
（Gothic Style
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
一
〇
六
六

年
か
ら
一
六
〇
三
年
ま
で
、
教
会
の
建
築
に
用
い
ら
れ
た
。
北
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
背
の
高
い
建
物
を
基
本
と
す
る
。
一
九
世
紀
後
半
、
教
会
や
学

校
の
建
築
様
式
と
し
て
復
興
し
た
。ゴ
シ
ッ
ク
様
式
は
つ
ぎ
の
五
期
に

大
別
さ
れ
る
。
①
ノ
ル
マ
ン
・
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
、
②
ア
ー
リ
ー
・
イ

ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
様
式
、
③
垂
直
様
式
、
④
後
期
垂
直
様
式
、
⑤
テ
ュ
ー

ダ
ー
様
式
で
あ
る
。 

（
2
）
ク
ラ
シ
カ
ル
様
式
（Classical Style

）
は
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
様
式

（
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
様
式
）
を
基
本
と
す
る
建
築
様
式
で
あ
る
。
一

九
三
〇
年
以
前
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
建
築
の
す
べ
て
は
、
南
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
様
式
に
も
と
づ
く
ク
ラ
シ
カ
ル
様
式
か
、北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
様
式
に
も

と
づ
く
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
に
よ
っ
た
。 

（
3
）
テ
ュ
ー
ダ
ー
様
式
（Tudoresque Style

）
は
、
テ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
（
一

四
八
五
―
一
六
〇
三
）
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
様
式
で
あ
る
。
ゴ
シ

ッ
ク
様
式
の
な
か
の
最
終
様
式
で
あ
る
。 

（
4
）
ク
ィ
ー
ン
・
ア
ン
様
式
（Queen Anne Style

）
は
、
ア
ン
女
王
在
位

期
（
一
七
〇
二
―
一
四
）
の
建
築
様
式
。
一
八
六
五
年
以
降
、
家
屋
や

学
校
の
建
築
様
式
と
し
て
復
興
し
た
。建
物
は
背
が
高
く
、白
い
窓
枠
、

赤
レ
ン
ガ
造
り
に
隅
石
が
配
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

（
5
）
ネ
オ
・
ジ
ョ
ー
ジ
ア
ン
様
式
（Neo-Georgian Style

）
は
、
ジ
ョ
ー

ジ
三
世
在
位
期
（
一
七
六
〇
―
一
八
二
〇
）、
田
舎
に
あ
る
貴
族
や
大

地
主
の
大
邸
宅
に
用
い
ら
れ
た
様
式
に
も
と
づ
く
建
築
様
式
で
あ
り
、

二
〇
世
紀
初
頭
に
流
行
し
た
。 

（
以
上
、
ロ
イ
・
ロ
ウ
教
授
講
演
内
容
訳
出
） 

 

【
著
者
に
つ
い
て
】 

ロ
イ
・
ロ
ウ
教
授
（Professor Roy Lowe

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る

教
育
史
の
専
門
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
、
ス
ォ
ン
ジ
ー
大

学
（
ウ
ェ
ー
ル
ズ
）、
ロ
ン
ド
ン
大
学
な
ど
で
教
育
史
担
当
の
教
授
を
つ
と
め
て

こ
ら
れ
た
。
同
教
授
は
も
と
よ
り
イ
ギ
リ
ス
教
育
史
一
般
に
通
暁
す
る
が
、
と

り
わ
け
教
師
教
育
、
高
等
教
育
史
、
教
育
思
想
史
、
成
人
教
育
史
な
ど
の
分
野
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で
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
、
数
多
く
の
著
作
を
著
し
て
お
ら
れ
る
。
近
年
の
編

著
書
に
は
、The Death of Progressive Education : How Teachers Lost 

Control of the Classroom  (Routledge, 2007)

、The History of Higher 

Education : Major Themes in Education  

（Routledge, 2008

）
な
ど

が
あ
る
。 

こ
こ
で
特
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ロ
イ
・
ロ
ウ
教
授
が
学
校
建
築
の
問
題

に
い
ち
は
や
く
着
目
さ
れ
、
研
究
を
先
導
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
や
や

遡
る
が
、同
教
授
は
学
位
論
文
を'The organization and architecture of 

schools in England, 1870-1939'

（Ph.D., University of Birmingham, 

1977

）
の
テ
ー
マ
で
書
か
れ
た
。
そ
し
て
、
本
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
マ

ル
コ
ム
・
シ
ー
ボ
ー
ン
教
授
と
の
共
著
、Malcolm Seaborne and Roy Lowe, 

The English school : its architecture and organization. Vol.2, 

1870-1970

（Routledge and Kegan Paul, 1977

）
を
発
表
し
、
広
く
成
果

を
世
に
問
わ
れ
た
。
近
年
、
日
本
で
も
教
育
文
化
解
明
を
め
ざ
し
た
歴
史
研
究

や
比
較
史
研
究
が
進
展
を
み
て
お
り
、
教
育
を
め
ぐ
る
空
間
や
場
、
習
俗
や
習

慣
を
ま
な
ざ
す
問
題
関
心
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
同
教
授
が
一
九
七
〇
年
代

に
す
で
に
深
め
ら
れ
て
い
た
学
校
建
築
に
関
す
る
テ
ー
マ
と
そ
の
分
析
視
角
は
、

二
一
世
紀
を
迎
え
て
一
〇
年
が
経
と
う
と
す
る
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
豊
か

な
示
唆
を
与
え
つ
づ
け
て
い
る
。 

 

【
付
記
】 

本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
に
よ
る
「
深
層
構
造
と
し

て
の
教
育
文
化
解
明
の
た
め
の
比
較
教
育
文
化
史
研
究
」（
代
表
・
添
田
晴
雄
）

研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
二
月
二
一
日
、
於
佛
教
大
学
）
に
お
け
る
ロ
イ
・
ロ
ウ

教
授
の
講
演 'The significance of school architecture : a study 

of its varied and changing social functions in England'

を
訳
出

し
、
論
文
と
し
て
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
一
部
編
集
し
、
著
者
紹
介
を
加
え
た

も
の
で
あ
る
。 

本
論
文
は
、
同
上
科
学
研
究
お
よ
び
若
手
研
究
Ｂ
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
大

学
の
社
会
連
携
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
」（
代
表
・
土
井
貴
子
）
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。 

ロ
イ
・
ロ
ウ
教
授
の
招
聘
に
あ
た
り
、
山
﨑
洋
子
教
授
（
武
庫
川
女
子
大
学
）

か
ら
多
大
な
ご
支
援
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。 

（
以
上
、
訳
者
補
記
） 
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図２ リリイクロフト・スクール 

 
図１ 基礎学校の例 

 
図４ アシュボーン・ナショナル・スクール 

 
図３ ジェンキンス・ロード・スクール 

 
図６ アンプルフォース・カレッジ 

 
図５ セント・ウィルフリッド・スクール 

 
図８ ローディーン・カレッジ 

 
図７ トーマス・ロゼルハム・グラマー・スクール 
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図10 セント・ピーターズ・スクール 

 
図９ キングス・リン・グラマー・スクール 

 
図12 ボルトン・スクール 図11 ベッドフォード・スクール 

 
図14 キーブル・カレッジ 図13 ウェイド・ディーコン・スクール 

図16 ロンドン学務委員会学校の例 図15 ハノーバー・ストリート・スクール 
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図18 ボルトン・スクール 図17 クィーン・メアリズ・ハイスクール 

図20 デイム・スクールの例 
 

図19 マンチェスター・グラマー・スクール 

図22 ベン・ジョンソン・スクールの設計図 
 

図21 ランカスターの学校例 

 
図24 クロフォード・ストリート・エレメ

ンタリー・スクール 図23 列になって座る生徒 
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図26 キングス・ノートン・グラマー・スクール 図25 オープン・プラン式の学校例 

図28 ブラッドフォード・スクールの生徒 
 

図27 セント・ポールズ・スクール 

図30 アフカム・スクールの設計図 
 

図29 アフカム・スクール 

図32 青空教室の例 図31 特殊学校の例 
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図34 基礎学校の例 図33 生徒教練の例 

図36 クィーンズブリッジ・スクール 
 

図35 教室風景の例 

 

図37 キャッスル・ベイル・スクール 
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二 

学
制
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成 

 
 

― 

第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」

の
成
立
に
つ
い
て 

― 

 

川
口 

仁
志 

 

一
．
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
の
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」 

 
 

第
一
大
学
区
教
育
会
議
の
第
一
回
会
議
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
一

月
十
日
か
ら
二
月
三
日
に
か
け
て
、
第
一
大
学
区
内
の
一
府
八
県
（
東
京
府
、

栃
木
県
、
茨
城
県
、
熊
谷
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
足
柄
県
、
山

梨
県
）
か
ら
、
学
務
吏
員
、
学
区
取
締
、
師
範
学
校
教
員
、
小
学
校
教
員
が
集

ま
り
、
東
京
府
の
昌
平
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
会
議
で
あ
る
。
そ
こ
で
審
議

さ
れ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
に
「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
が
あ
る
が
、
審
議
の
結
果
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
、
学
校
建
築
の
標
準
化
・
規
格

化
の
「
最
も
早
い
例
」
で
あ
る
と
さ
れ
る(

1)

。
本
稿
は
、
こ
の
「
学
校
建
築

法
ノ
議
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
審
議
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
制
期

に
お
け
る
小
学
校
建
築
に
つ
い
て
の
議
論
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。 

大
学
区
単
位
の
教
育
会
議(

2)

は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
に
第
三
大

学
区
に
お
い
て
開
か
れ
た
会
議
が
最
初
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
八
七
九
年
（
明

治
一
二
年
）
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
五
つ
の
大
学
区
に
お
い
て
開
催
さ
れ
て

い
る
。
佐
藤
秀
夫
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
会
議
で
は
「
普
通
教
育
実
施
に
関
す

る
広
範
な
問
題
」
が
審
議
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
各
府
県
が
そ
れ
ら
の

問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
の
「
範
型
を
提
示
す
べ
き
機
能
」
を
も
っ
て
い

た
と
い
う(

3)

。 

先
行
研
究
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
な
か
で
も
第
二
大
学
区
教
育
会
議
に
つ

い
て
の
研
究
が
、
早
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仲
新
は
、

当
時
の
大
学
区
は
一
般
に
行
政
区
画
と
し
て
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
か
っ

た
と
し
な
が
ら
、
第
二
大
学
区
教
育
会
議
が
開
か
れ
た
こ
と
は
「
大
学
区
が
当

時
教
育
行
政
区
画
と
し
て
何
ほ
ど
か
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
」

で
あ
る
と
す
る(

4)

。
梅
村
佳
代
は
、
文
部
省
の
「
教
育
国
会
」
構
想
の
直
接

の
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
大
学
区
教
育
会
議
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
第
二
大

学
区
教
育
会
議
に
つ
い
て
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る(

5)

。
篠
田
弘
は
、
第

二
大
学
区
教
育
会
議
で
決
議
さ
れ
た
「
教
員
養
成
法
」
が
管
内
各
県
の
正
規
の

教
員
養
成
機
関
の
形
態
を
決
定
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
し
て
い
る

(

6)
。
橋
本
美
保
は
、
第
二
大
学
区
教
育
会
議
が
契
機
と
な
り
、
そ
こ
で
作
成

さ
れ
た
小
学
教
則
に
つ
い
て
の
決
議
を
範
型
と
し
て
、
管
内
の
多
く
の
県
に
お
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い
て
小
学
教
則
の
改
正
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る(

7)

。 
ま
た
、
第
一
大
大
学
区
教
育
会
議
に
つ
い
て
の
研
究
も
少
な
く
な
い
。
久
原

甫
に
よ
れ
は
、
こ
の
会
議
が
開
か
れ
た
あ
と
、
各
府
県
の
小
学
教
則
の
改
正
に

一
つ
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
会
議
で
議
決
さ
れ
た
小
学
教

則
が
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う(

8)

。
湯
川
嘉
津
美
は
、

第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
の
日
誌
を
発
掘
し
、「
学
区
取
締
処
分
ノ
議
」「
学

校
世
話
役
ノ
議
」「
生
徒
養
成
ノ
法
」「
教
場
指
令
規
則
」「
男
女
ヲ
教
授
ス
ル
ニ

方
法
自
ラ
別
ア
ル
事
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
審
議
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
を
お

こ
な
っ
て
い
る(

9)

。
柏
木
敦
は
、
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
年
）
に
開
催
さ

れ
た
第
一
大
学
区
第
二
回
教
育
会
議
に
つ
い
て
、
そ
の
日
誌
を
発
見
し
、
内
容

の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る(

10)

。
湯
川
嘉
津
美
は
、
一
八
七
八
年
（
明
治
一

一
年
）
の
第
一
大
学
区
第
三
回
教
育
会
議
の
日
誌
の
分
析
を
中
心
に
、
協
議
内

容
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る(

11)

。
第
一
大
大
学
区
教
育
会
議
に
関
す
る
研

究
は
、
と
く
に
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
蓄
積
が
著
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。 

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
第
一
大
学
区
第
一
回

教
育
会
議
に
お
い
て
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い

て
検
討
す
る
。「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
学
校
建
築
の

基
準
を
示
し
た
最
も
早
い
例
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
後
の
各
府
県
の
小
学

校
建
築
に
関
す
る
規
則
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
で
も
注

目
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
の
学
事
諮
問
会
に
お
い
て

示
さ
れ
た
『
文
部
省
示
諭
』
の
な
か
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
と
、
こ
の
「
学
校

建
築
法
ノ
議
」
と
を
比
較
す
る
と
、
い
く
つ
も
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。「
小
学
校
ノ
建
築
」
は
、「
わ
が
国
最
初
の
公
的
な
学
校
建
築
基
準
」(

12)

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
基
準
は
「
以
後
な
が
く
学
校
建
築

の
準
則
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」(

13)

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」

を
先
取
り
し
て
い
る
と
い
う
と
い
う
点
で
も
、「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
．
埼
玉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議 

 

会
議
開
催
前
年
の
十
一
月
に
示
さ
れ
た「
第
一
大
学
区
教
育
会
議
章
程
」(

14)

に
よ
れ
ば
、
議
事
は
「
学
務
専
任
学
区
取
締
区
戸
長
会
議
」
と
「
教
育
会
議
」

の
二
つ
の
会
議
に
分
か
れ
て
お
こ
な
う
こ
と
と
さ
れ
、
前
者
は
八
の
議
目
、
後

者
は
七
の
議
目
、
あ
わ
せ
て
十
五
の
議
目
を
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
は
、「
教
育
会
議
」
の
議
目
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
「
教
育
会
議
規
則
」(

15)

の
「
議
員
ノ
心
得
」
に
は
、「
各
議
員
ハ

総
テ
管
等
ノ
高
下
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
さ
れ
、「
一
府
一
県
ニ
就
テ
ノ
利
害
ヲ
主
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張
ス
可
カ
ラ
ス
能
闔
府
県
ヲ
汎
視
シ
テ
論
義
総
テ
公
明
正
大
ナ
ル
ヲ
要
ス
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
各
府
県
は
会
議
に
提
出
す
る
た
め
の

原
案
の
作
成
準
備
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。 

会
議
に
集
ま
っ
た
議
員
は
四
八
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
学
務
専
任
学
区
取

締
区
戸
長
会
議
」
の
議
員
は
三
一
名
、「
教
育
会
議
」
の
議
員
は
一
七
名
で
あ
っ

た
。「
教
育
会
議
」
の
議
員
の
う
ち
、
七
名
が
東
京
師
範
学
校
出
身
者
、
二
名
が

宮
城
師
範
学
校
出
身
者
で
あ
り
、
官
立
師
範
学
校
出
身
者
が
半
数
以
上
を
占
め

て
い
た
こ
と
に
な
る(

16)

。「
学
務
専
任
学
区
取
締
区
戸
長
会
議
」
は
木
間
瀬
柔

三
（
千
葉
県
大
属
）
を
議
長
に
、「
教
育
会
議
」
は
山
田
行
元
（
千
葉
師
範
学
校

長
）
を
議
長
に
す
え
て
、
二
五
日
間
に
お
よ
ぶ
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。「
教
育

会
議
」
の
議
目
の
な
か
で
も
、
最
初
に
審
議
さ
れ
た
の
が
「
学
校
建
築
法
ノ
事
」

で
あ
る
。
審
議
の
な
か
で
は
、
各
県
が
小
学
校
建
築
の
基
準
と
し
て
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
提
案
し
、そ
れ
ら
に
つ
い
て
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
、

多
数
決
で
議
決
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
審
議
内
容
は
『
第
一

大
学
区
教
員
会
議
日
誌
』(

17)

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
に
つ
い
て
の
審
議
は
、
一
月
十
二
日
の
午
前
九
時
に

開
始
さ
れ
た
。
議
長
は
山
田
行
元
、、
議
員
は
一
六
名
で
あ
っ
た
。
ま
ず
初
め
に
、

「
学
校
建
築
法
」
と
題
す
る
埼
玉
県
の
原
案
が
鵜
瀞
巳
十
（
埼
玉
県
、
中
師
範
）

に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
四
項
か
ら
な
る
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
一
項 
 

学
校
ノ
地
位 

 
 
 

土
地
高
燥
ニ
シ
テ
生
徒
ノ
健
康
ニ
害
ナ
ク
通
学
道
路
ノ
便
ナ
ル
ヲ
要
ス 

第
二
項 

 

校
舎
ノ
結
構 

 
 
 

小
学
ニ
ハ
平
屋
ヲ
善
ト
ス
層
楼
ハ
幼
稚
ノ
昇
降
ニ
便
ナ
ラ
ス
床
ト
天
井

ハ
高
キ
ヲ
宜
ト
ス
大
小
ハ
生
員
ノ
多
少
ニ
ヨ
ル 

第
三
項 

 

教
場
ノ
間
取
リ 

 
 
 

一
教
場
生
徒
卅
名
積
リ
長
四
間
幅
三
間
半
一
方
ノ
側
面
ニ
ハ
窓
ヲ
開
キ

一
方
ノ
側
面
ニ
ハ
図
物
等
ヲ
掛
ク
可
ラ
シ
ム
両
教
場
ノ
間
ハ
隔
ル
ニ
板

戸
或
ハ
襖
ヲ
以
テ
シ
音
声
ノ
互
ニ
相
洩
レ
サ
ル
様
ニ
ス
ヘ
シ
其
戸
襖
ヲ

用
ル
ハ
臨
時
開
豁
ノ
便
ニ
ス 

第
四
項 

 

休
憩
場 

 
 
 

舎
内
ニ
扣
所
ヲ
設
ケ
舎
外
ニ
運
動
場
ヲ
設
ク
可
シ 

 

埼
玉
県
の
原
案
提
出
を
受
け
て
、
質
疑
応
答
と
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
第

一
項
は
学
校
の
立
地
条
件
に
つ
い
て
の
提
案
で
あ
る
が
、「
通
学
ノ
便
」
を
優
先

す
る
な
ら
ば
「
人
家
稠
密
」
の
場
所
を
選
ぶ
場
合
も
あ
る
と
す
る
意
見
や
、「
高

燥
」
の
土
地
で
あ
る
こ
と
を
優
先
す
る
な
ら
ば
多
少
は
通
学
に
不
便
で
も
か
ま

わ
な
い
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、
最
後
は
多
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数
決
に
よ
っ
て
、
埼
玉
県
の
原
案
、
す
な
わ
ち
、
通
学
に
便
利
で
「
高
燥
」
な

場
所
に
学
校
は
建
築
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
案
が
承
認
さ
れ
た
。第
四
項
は「
休

憩
場
」
と
し
て
「
扣
所
」
と
「
運
動
場
」
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
提
案

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
埼
玉
県
の
原
案
通
り
と
い
う
こ
と
で
採
択
さ
れ
た
。 

 

埼
玉
県
の
原
案
の
う
ち
、
審
議
を
経
て
修
正
さ
れ
た
の
は
、
第
二
項
と
第
三

項
で
あ
る
。
第
二
項
は
校
舎
に
関
す
る
も
の
で
、
幼
い
子
ど
も
に
と
っ
て
階
段

の
昇
り
降
り
は
不
便
で
あ
る
か
ら
、
校
舎
は
平
屋
建
が
望
ま
し
い
と
す
る
案
で

あ
っ
た
。
こ
の
提
案
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

○
第
廿
五
番
八
木
弘
曰
小
学
校
ハ
固
ヨ
リ
平
屋
ヲ
要
ス
然
レ
ド
モ
人
家
稠
密

ノ
地
ニ
ハ
層
楼
ヲ
築
キ
テ
可
ナ
リ
是
亦
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ
其
余

ハ
原
按
ニ
同
意
ス 

○
第
卅
五
番
小
林
義
則
曰
下
等
生
徒
ハ
平
屋
ヲ
便
ト
ス
唯
上
等
生
徒
ニ
至
テ

ハ
其
年
歯
稍
々
長
ス
ル
ヲ
以
テ
必
シ
モ
平
屋
ヲ
要
セ
ス 

○
第
廿
一
番
太
田
忠
怒マ

マ

曰
学
校
ノ
結
構
ハ
生
徒
ノ
多
少
ニ
因
テ
異
ナ
ル
可

シ
故
ニ
予
シ
メ
通
学
ス
ヘ
キ
生
徒
ノ
数
ヲ
計
リ
村
落
都
府
ヲ
論
セ
ス
三
百

人
以
上
ナ
ル
ト
キ
ハ
層
楼
ヲ
設
ケ
五
十
乃
至
百
人
ナ
ラ
ハ
平
屋
ヲ
用
ヰ
ン 

 

こ
う
し
た
議
論
を
経
て
、
多
数
決
に
よ
っ
て
、
八
木
弘
（
東
京
府
、
上
等
訓

導
）
の
動
議
、
す
な
わ
ち
、
原
則
は
平
屋
建
と
し
つ
つ
「
人
家
稠
密
」
の
場
所

で
は
二
階
建
の
校
舎
を
建
築
す
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
す
る
動
議
が
採
用

さ
れ
た
。 

最
も
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
が
、
第
三
項
の
教
室
に
関
す
る
提
案
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。
論
議
と
な
っ
た
の
は
、
一
つ
の
教
室
に
何
人
の
児
童
を
収

容
す
べ
き
か
、
教
室
間
の
仕
切
り
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
窓
は
西
洋
風
に

す
べ
き
か
日
本
風
に
す
べ
き
か
、
窓
の
数
は
ど
の
く
ら
い
に
す
る
べ
き
か
、
と

い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。 

埼
玉
県
は
教
室
の
大
き
さ
を
「
長
四
間
幅
三
間
半
」
と
し
、
三
十
人
の
児
童

を
収
容
す
る
教
室
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な

意
見
が
出
さ
れ
た
。 

 

○
第
廿
八
番
曰
教
師
一
人
到
底
五
十
名
ヲ
受
持
ツ
ヘ
シ
然
ラ
ハ
教
場
五
十
名

ヲ
容
ル
ベ
ク
設
立
シ
テ
可
ナ
リ
若
シ
卅
名
ニ
限
ル
ト
キ
ハ
五
十
名
ノ
生
徒

ア
ル
ニ
当
リ
如
何
ト
モ
ス
ル
能
ハ
ス
今
五
十
名
ヲ
容
ル
ヽ
ニ
足
ラ
ハ
少
ク

シ
テ
卅
名
多
ク
シ
テ
五
十
名
皆
以
テ
処
ス
ル
処
ア
リ
卅
名
ニ
限
ル
ハ
不
可

ナ
リ 

○
第
卅
五
番
小
林
義
則
曰
毎
教
場
卅
名
ヲ
以
テ
限
リ
以
テ
間
取
ヲ
定
ル
ト
キ

ハ
二
三
名
余
数
ア
ル
モ
一
室
ヲ
要
ス
ル
ニ
至
ル
宜
シ
ク
大
小
ノ
両
教
場
ヲ
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設
ケ
大
ハ
五
十
名
小
ハ
卅
名
ヲ
入
ル
可
ラ
シ
ム
可
シ
但
大
場
ハ
四
間
ニ
五

間
小
ハ
三
間
ニ
三
間
半
ト
ス 

 

ま
た
、
埼
玉
県
は
、
教
場
間
の
仕
切
り
を
板
戸
あ
る
い
は
襖
に
す
る
べ
き
で

あ
る
と
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。 

 

○
第
十
六
番
沼
田
順
匡
曰
教
室
ノ
間
取
ハ
原
按
ノ
如
ク
シ
テ
可
ナ
リ
唯
両
場

ノ
隔
リ
ハ
板
戸
或
ハ
襖
ト
有
リ
板
戸
襖
ハ
元
ト
導
体
ナ
ル
ヲ
以
テ
縦
令
数

葉
合
ス
ル
モ
音
声
自
ラ
相
通
徹
シ
喧
嘩
ノ
患
少
カ
ラ
ス
請
フ
磨
硝
障
子
ヲ

以
テ
之
ヲ
隔
絶
シ
試
験
ノ
節
ハ
之
ヲ
撤
シ
両
場
ヲ
合
用
ス
ベ
シ
然
レ
ハ
其

益
板
戸
襖
ノ
類
ニ
非
ス 

○
第
四
十
七
番
吉
原
呼
我
曰
試
験
ハ
定
期
ア
リ
西
室
ノ
隔
テ
ハ
壁
ヲ
以
テ
之

ヲ
作
リ
処
々
ニ
板
戸
或
ハ
襖
等
ノ
取
リ
ハ
ヅ
シ
ヲ
設
ケ
以
テ
其
用
ニ
供
ス

ヘ
シ 

 

当
時
の
試
験
は
多
く
の
参
観
者
を
招
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
た
め
、
試
験
会

場
に
は
広
い
空
間
を
充
て
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
教
室
と
教
室
の
間

を
取
り
外
し
可
能
な
戸
な
ど
で
仕
切
り
、
試
験
会
場
と
し
て
使
用
す
る
と
き
に

は
そ
れ
を
外
し
て
、複
数
の
教
室
を
つ
な
げ
る
と
い
う
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
隣
室
の
音
が
聞
こ
え
、
授
業
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
問

題
が
、
学
校
現
場
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
多
数
決
に
よ
っ
て

採
用
さ
れ
た
の
は
沼
田
順
匡
（
神
奈
川
県
、
二
等
訓
導
）
の
動
議
で
、
板
戸
や

襖
で
教
室
を
隔
て
る
の
で
は
音
声
が
漏
れ
る
た
め
、「
磨
硝
障
子
」
を
用
い
る
べ

き
と
い
う
こ
と
に
決
定
し
た
。 

第
三
項
で
は
教
室
の
窓
の
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
埼
玉
県

は
質
疑
応
答
の
な
か
で
、「
窓
ハ
日
本
製
ナ
ル
ヤ
将
タ
西
洋
風
ナ
ル
ヤ
」
と
い
う

質
問
に
対
し
て
、「
原
按
ハ
日
本
製
ノ
見
込
ナ
リ
」と
回
答
し
て
い
る
。そ
し
て
、

そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
な
議
論
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。 

 

○
第
廿
五
番
八
木
弘
曰
窓
ハ
土
地
ノ
適
宜
ニ
従
ヒ
両
製
固
ヨ
リ
妨
ケ
ナ
シ
然

レ
ド
モ
共
ニ
硝
子
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
最
ト
ス 

○
小
林
義
則
曰
西
洋
風
ニ
作
ラ
ハ
左
右
開
放
ノ
形
ニ
テ
ハ
便
ナ
ラ
ス
宜
シ
ク

滑
車
ヲ
以
テ
之
ヲ
上
下
ス
ベ
ク
造
ル
可
シ 

○
田
口
小
作
曰
窓
ハ
西
洋
風
ヲ
最
ト
ス
レ
ド
モ
土
地
ノ
便
宜
ニ
従
ヒ
製
ス
ル

ヲ
可
ト
ス
若
シ
日
本
風
ナ
ラ
ハ
之
ヲ
一
面
ノ
硝
障
子
ト
シ
西
洋
風
ナ
ラ
ハ

滑
車
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
可
ト
ス 

 

結
局
、
窓
を
日
本
製
と
す
る
埼
玉
県
の
案
は
採
用
さ
れ
ず
、
多
数
決
に
よ
っ
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て
田
口
小
作
（
山
梨
県
、
一
等
訓
導
）
の
動
議
が
採
用
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

原
則
と
し
て
西
洋
風
の
上
げ
下
げ
窓
が
良
い
と
さ
れ
、
地
域
の
事
情
に
よ
っ
て

日
本
風
の
窓
に
す
る
場
合
に
は
「
硝
障
子
」
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。 

ま
た
、
議
長
の
「
西
洋
製
ノ
窓
ハ
其
数
如
何
ン
」
と
の
問
い
に
対
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

○
小
林
曰
五
間
ニ
三
箇
ト
定
ム
可
シ 

○
太
田
忠
怒マ

マ

曰
窓
ノ
数
多
ケ
レ
ハ
光
線
ノ
通
透
ニ
利
ア
リ
一
間
ニ
一
箇
ト

ス
ヘ
シ 

○
第
三
十
二
番
柴
垣
久
道
曰
四
間
ニ
三
箇
ヲ
以
テ
適
宜
ト
ス 

 

多
数
決
の
結
果
、
四
間
あ
た
り
三
ヶ
所
の
窓
を
設
け
る
べ
き
と
す
る
柴
垣
久

道
（
千
葉
県
、
小
学
訓
導
）
の
案
が
採
択
さ
れ
た
。
窓
に
つ
い
て
熱
心
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
室
に
お
い
て
は
採
光
に
つ
い
て
の
配
慮
が

重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
議
員
た
ち
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

  

三
．
千
葉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議 

 

埼
玉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
は
正
午
に
終
了
し
、
午
後
一
時
か
ら
再
開

さ
れ
た
会
議
で
は
、
千
葉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
柴

垣
久
道
に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
た
「
学
校
建
築
法
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
校

地
選
定
に
関
す
る
三
項
目
か
ら
な
る
第
一
条
と
、
校
舎
に
関
す
る
十
二
項
目
か

ら
な
る
第
二
条
と
で
構
成
さ
れ
、
具
体
的
な
数
値
を
あ
げ
た
提
案
を
多
く
含
ん

だ
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
一
条  

学
校
建
築
ノ
地
所
ハ
往
返
便
利
ニ
シ
テ
健
康
ニ
害
ナ
ク
生
徒
ヲ

シ
テ
静
雅
ノ
趣
味
ヲ
得
セ
シ
ム
可
キ
ノ
処
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

第
一
項 

 
 
 

学
区
ノ
中
央
土
地
高
燥
ニ
シ
テ
人
家
ニ
密
邇
セ
ス
眺
望
ニ
富
ミ
新
気
流

通
シ
或
ハ
西
北
ニ
樹
木
ア
リ
地
面
七
百
坪
以
上
ノ
処 

 
 
 
 

第
二
項 

 
 
 

少
シ
ク
偏
倚
ス
レ
ト
モ
生
徒
ノ
通
学
ヲ
妨
ク
ル
ニ
至
ラ
ス
其
他
ハ
第
一

地
所
ノ
如
ク
地
面
五
百
坪
以
上
ノ
処 

 
 
 
 

第
三
項 

 
 
 

学
区
中
央
ノ
地
高
燥
人
家
ニ
密
邇
セ
ス
空
気
ノ
新
陳
代
謝
ニ
宜
ク
地
面
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三
百
坪
以
上
ノ
処 

第
二
条 

学
校
建
築
宜
キ
ヲ
得
レ
ハ
教
導
上
ニ
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
実
ニ
鮮
少

ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
建
築
家
ハ
予
メ
左
ノ
数
項
ニ
注
意
ス
ル
ヲ
肝
要
ト
ス 

 
 
 
 

第
一
項 

 
 
 

学
校
ヲ
建
築
セ
ン
ニ
ハ
先
ツ
学
区
内
ノ
学
ニ
就
ク
ヘ
キ
児
童
ノ
幾
名
ナ

ル
ヤ
ヲ
算
シ
然
後
建
築
ノ
事
ニ
及
フ
可
シ 

 
 
 
 

第
二
項 

 
 
 

学
校
ハ
学
童
ノ
多
寡
ニ
因
テ
大
小
広
狭
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
ド
モ
左
ニ
教
場

ノ
構
造
ト
附
属
ノ
建
物
ト
ヲ
概
論
セ
リ 

 
 
 
 

第
三
項 

 
 
 

村
落
単
級
小
学
ハ
教
場
長
サ
六
間
半
幅
四
間
ト
定
メ
五
間
ト
一
間
半
ノ

二
室
ニ
区
画
シ
一
ヲ
教
室
ト
シ
一
ヲ
復
習
室
ト
ス 

 
 
 
 

第
四
項 

 
 
 

多
級
小
学
校
ハ
教
場
四
間
四
面
或
ハ
長
サ
五
間
幅
四
間
ト
シ
毎
舎
壁
或

ハ
硝
子
戸
ヲ
以
テ
区
画
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

第
五
項 

 
 
 

附
属
ノ
建
物
ハ
教
員
扣
所
生
徒(

18)

小
使
部
屋
便
所
湯
殿
ア
リ
テ
足
ル

ヘ
シ 

 
 
 
 

第
六
項 

 
 
 

床
ハ
二
尺
或
ハ
三
尺
天
井
ハ
二
間
或
ハ
一
間
半
ヲ
度
ト
シ
窓
ハ
硝
子
ヲ

用
ヒ
横
四
尺
竪
六
尺
或
ハ
三
尺
五
尺
ノ
モ
ノ
四
間
ニ
付
三
ケ
所
或
ハ
四

ケ
所
ノ
割
合
ト
シ
窓
ノ
高
ハ
床
ヲ
去
ル
凡
三
尺
ナ
ル
可
シ 

 
 
 
 

第
七
項 

 
 
 

窓
ナ
キ
一
辺
ノ
中
央
ニ
於
テ
教
師
席
ヲ
設
ケ
一
層
高
ク
構
造
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

第
八
項 

 
 
 

毎
舎
入
口
或
ハ
教
師
席
ノ
後
ニ
於
テ
必
ス
煖
炉
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

第
九
項 

 
 
 

教
場
ノ
一
方
或
ハ
両
方
ニ
窓
ヲ
附
ス
ヘ
シ
ト
雖
ド
モ
前
面
ヨ
リ
光
線
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
様
注
意
ス
ヘ
シ
又
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
西
面
ニ
窓
ヲ

付
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
庇
ヲ
設
ク
ヘ
シ
都
テ
学
校
ノ
位
置
ハ
南
ニ
面
ス
ル

ヲ
宜
ト
ス 

 
 
 
 

第
十
項 

 
 
 

建
物
ハ
洋
風
石
造
或
ハ
板
張
リ
ヲ
第
一
ト
ス
又
学
区
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
日

本
風
ニ
建
築
シ
唯
其
内
部
ト
窓
ト
ヲ
改
ム
ル
モ
可
ナ
リ 

 
 
 
 

第
十
一
項 

 
 
 

便
所
ハ
務
メ
テ
教
場
ヲ
遠
ケ
校
ノ
北
部

又
別
ニ
溜
ヲ
設
ケ
テ
汚
物
ヲ
流
シ

空
管
ヲ
附
シ
其
臭
気
ヲ
洩
ス
ノ
設
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

第
十
二
項 
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游
歩
場
ハ
樹
木
ノ
點
綴
ニ
注
意
シ
秋
千
跳
躍
木
馬
シ
ー
ソ
ー
等
ノ
設
ケ

ア
ル
ヲ
宜
ト
ス 

 

午
前
中
に
審
議
さ
れ
た
埼
玉
県
の
原
案
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
重
複

し
て
い
る
部
分
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
議
長
の
判
断
で
、
そ
う
し
た
項
目

に
つ
い
て
は
審
議
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
原
案
通
り
に
可
決
さ
れ
た
項

目
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
審
議
の
な
か
で
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
原
案
の
修
正

も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
条
第
一
項
で
「
地
面
七
百
坪
以
上
」
と
し

て
い
た
の
を
「
五
百
坪
」
で
よ
い
と
し
た
点
、
第
二
条
第
五
項
で
列
挙
さ
れ
て

い
た
「
附
属
ノ
建
物
」
に
「
応
接
所
」
を
付
け
加
え
た
点
、
第
二
条
第
八
項
で

「
煖
炉
」
の
位
置
が
「
教
師
席
ノ
後
」
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
「
位
置
ヲ
予

定
セ
サ
ル
」
と
し
た
点
な
ど
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
千
葉
県
の
原
案
に
対
す
る
最
大
の
修
正
点
は
、
第
二
条
第
三
項
が

削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
千
葉
県
の
原
案
で
は
、「
村
落
単
級
小
学
」
の
教
室

に
つ
い
て
は
広
さ
を
「
長
サ
六
間
半
幅
四
間
」
と
し
、
こ
の
空
間
を
「
五
間
ト

一
間
半
ノ
二
室
ニ
区
画
」
し
て
、
一
方
を
「
教
室
」
に
し
、
も
う
一
方
を
「
復

習
室
」
に
す
る
と
し
て
い
た
。「
単
級
小
学
」
と
は
何
か
と
質
問
さ
れ
て
、
千
葉

県
は
「
貧
困
ノ
村
落
ニ
於
テ
ハ
毎
級
一
人
ノ
教
師
ヲ
以
テ
教
授
ス
ル
固
ヨ
リ
及

ハ
サ
ル
所
ナ
リ
故
ニ
一
人
ノ
教
師
ニ
テ
二
三
級
ヲ
受
持
タ
シ
ム
之
ヲ
単
級
小
学

ト
云
フ
」
と
答
え
、「
普
通
小
学
ノ
教
則
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
「
受
業
ノ
法

異
ナ
リ
ト
雖
教
則
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
回
答
し
て
い
る
。
ま
た
、「
復
習
室
」

は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
千
葉
県
は
「
生
徒
授
業
ノ

後
之
ヲ
復
習
ス
ル
カ
為
メ
ニ
用
ヰ
ル
ナ
リ
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
て
、
次
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。 

 

○
第
十
六
番
沼
田
順
匡
曰
別
ニ
復
習
室
ヲ
設
ケ
ス
教
師
巡
廻
シ
テ
之
ヲ
教
ヘ

テ
可
ナ
リ 

○
第
廿
五
番
八
木
弘
曰
授
業
ノ
方
法
ヲ
実
見
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
可
否
ヲ
論
ス

ル
コ
ト
能
ハ
ス 

○
小
林
義
則
曰
両
室
ヲ
以
テ
教
場
ト
シ
教
師
一
室
ヲ
教
ヘ
畢
ル
ト
キ
ハ
復
タ

他
室
ニ
転
シ
其
後
ハ
助
教
之
ヲ
監
督
シ
テ
可
ナ
リ 

○
田
口
小
作
曰
単
級
小
学
ハ
答
弁
ノ
説
ニ
由
レ
ハ
尋
常
小
学
ニ
異
ナ
ル
ナ
シ

然
ラ
ハ
別
ニ
之
ヲ
区
別
ス
ル
ヲ
要
セ
ス 

○
太
田
忠
恕
曰
村
落
ニ
於
テ
単
級
学
級
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
待
タ
ス
只
教
師

ニ
乏
シ
キ
ヲ
以
テ
此
法
未
タ
行
ハ
レ
サ
ル
ノ
ミ
後
来
之
レ
無
ク
ン
バ
何
ヲ

以
テ
学
事
ノ
盛
大
ヲ
望
マ
ン
原
按
ヲ
善
ト
ス 

 

以
上
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
採
決
が
お
こ
な
わ
れ
、
千
葉
県
の
原
案
に
賛
成
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し
た
議
員
が
五
名
、
削
除
す
る
こ
と
に
賛
成
し
た
議
員
が
十
一
名
で
あ
っ
た
た

め
、
第
二
条
の
第
三
項
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
決
定
し
た
。「
復
習
室
」
と
い
う

空
間
を
教
室
に
備
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。 

千
葉
県
原
案
の
審
議
の
の
ち
、
茨
城
県
の
原
案
が
朗
読
さ
れ
た
が
、「
悉
ク
前

議
ト
小
異
ナ
キ
ヲ
以
テ
議
長
衆
議
ニ
附
セ
サ
ル
ヘ
キ
旨
ヲ
演
説
」
し
、
茨
城
県

提
出
の
議
案
の
審
議
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
一
日
目
の
審
議
は
終
了
と
な
っ
た
。 

 

四
．
栃
木
県
と
山
梨
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議 

 

一
月
十
三
日
の
午
前
中
も
、
前
日
に
引
き
続
い
て
「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
に

つ
い
て
の
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
議
長
は
前
日
と
同
じ
く
山
田
行
元
、
副
議

長
は
鵜
瀞
巳
十
、
議
員
は
一
五
名
で
あ
っ
た
。
最
初
に
栃
木
県
の
原
案
の
「
学

校
建
築
法
」
が
朗
読
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

学
校
建
築
ノ
法
種
々
ア
リ
ト
雖
ド
モ
大
凡
之
ヲ
分
ケ
テ
二
ト
ナ
ス
層
楼
平

室
是
ナ
リ
然
レ
ド
モ
小
学
校
ハ
平
室
ヲ
以
テ
最
善
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
幼
童

生
徒
階
梯
ヲ
昇
降
ス
ル
ノ
煩
ナ
ク
且
足
音
等
ノ
下
室
ニ
漏
ル
ヽ
ノ
憂
ヲ
免

カ
ル
故
ニ
必
ス
平
室
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
而
シ
テ
和
屋
洋
館
ノ
優
劣
得
失

ニ
至
テ
ハ
人
々
ノ
明
知
ス
ル
処
復
贅
言
ヲ
俟
タ
サ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
其
土
地

ノ
貧
富
資
金
ノ
多
寡
ニ
ヨ
リ
予
メ
一
定
ス
ル
ヲ
得
ス
ト
雖
ド
モ
今
其
要
ヲ

撮マ
マ

ミ
之
ヲ
左
ニ
掲
ク 

第
一
項 

建
築
ノ
模
形
ハ
図
面
上
ニ
於
テ
之
ヲ
論
セ
ズ
ン
バ
其
詳
細
ヲ
尽
ス

能
ハ
ス
ト
雖
ド
モ
概
ス
ル
ニ
高
爽
ノ
閑
地
ヲ
撰
ミ
気
空
ノ
流
通
ニ

適
セ
シ
メ
且
暑
寒
ヲ
防
ク
ニ
便
ナ
ル
ヲ
以
テ
主
的
ト
ス
故
ニ
教
舎

ヲ
東
西
ニ
連
子
窓
戸
ヲ
南
北
ニ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
ヘ
シ 

第
二
項 

毎
校
ヲ
八
舎
ニ
区
分
シ
其
一
舎
ハ
広
サ
他
ノ
二
倍
ヲ
要
ス
ヘ
シ
而

シ
テ
教
員
雑
務
掛
詰
所
及
ヒ
生
徒
休
憩
所
等
ハ
別
ニ
之
ヲ
設
ク 

 
 
 
 
 
 

但
其
一
舎
ヲ
広
大
ニ
ス
ル
ハ
各
級
生
徒
過
多
ノ
用
ニ
供
シ
且
之

ヲ
以
テ
試
験
ニ
充
ツ 

第
三
項 

厠
ハ
勉
メ
テ
舎
ヲ
遠
ケ
廊
下
ヲ
通
シ
風
雨
ノ
憂
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ 

第
四
項 

体
操
場
ヲ
開
濶
ニ
設
ケ
男
女
ノ
境
界
ヲ
定
メ
器
具
ヲ
備
フ
ヘ
シ 

 

四
項
目
の
う
ち
、
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
の
内
容
は
す
で
に
決
議
さ
れ

て
い
る
と
し
て
、
審
議
は
第
二
項
に
つ
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
。
第
二
項
に

対
す
る
動
議
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
○
太
田
忠
恕
第
一
動
議
ヲ
起
シ

テ
曰
第
二
項
八
舎
ニ
分
ツ
ハ
毎
級
ニ
備
ヘ
ン
ガ
為
メ
ナ
リ
然
ラ
ハ
生
徒
ノ
進
歩

ス
ル
ニ
従
ヒ
八
級
ハ
忽
チ
七
級
ト
ナ
リ
一
級
ハ
上
等
八
級
ニ
進
ム
可
シ
預
メ
舎
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ノ
数
ヲ
定
ム
ル
モ
詮
ナ
シ
」。
こ
の
動
議
を
受
け
て
採
決
が
お
こ
な
わ
れ
、
栃
木

県
の
原
案
の
う
ち
第
二
項
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

栃
木
県
に
続
い
て
、
山
梨
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

山
梨
県
の
提
出
し
た
「
学
校
建
法
ノ
議
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

夫
学
校
建
築
ノ
法
其
土
ノ
便
宜
ニ
ヨ
リ
其
郷
ノ
貧
富
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
或
ハ
之
ヲ

宏
壮
ニ
シ
或
ハ
之
ヲ
狭
小
ニ
シ
其
規
模
一
定
シ
難
シ
ト
雖
ド
モ
之
ヲ
要
ス
ル

ニ
地
ハ
必
ス
高
燥
ニ
就
キ
沮
洳
汚
下
ノ
処
ニ
於
テ
セ
ス
其
境
多
ク
ハ
閑
静
ヲ

卜
シ
車
馬
喧
填
ノ
区
ニ
於
テ
セ
ス
若
シ
車
馬
喧
填
ノ
区
ニ
在
テ
ハ
稍
其
居
ヲ

深
ウ
シ
テ
還
ラ
ス
ニ
柵
ヲ
以
テ
ス
凡
ソ
建
築
ノ
法
教
場
各
場
ト
其
結
構
ヲ
異

ニ
ス
ル
ニ
ア
リ
教
場
ノ
結
構
其
形
必
ス
之
ヲ
長
方
形
ニ
シ
楼
ヲ
設
ケ
サ
ル
ナ

リ
之
ヲ
画
シ
テ
教
場
ト
ナ
シ
毎
場
生
徒
亓
十
名
ヲ
居
ク
ニ
限
リ
其
窓
牖
ヲ
軒

豁
ニ
シ
以
テ
空
気
ノ
流
通
ヲ
宜
ウ
シ
以
テ
光
線
ノ
透
明
ニ
便
ニ
ス
其
中
右
側

若
ク
ハ
左
傍
ニ
就
キ
生
徒
往
返
ノ
通
路
ヲ
存
シ
以
テ
其
進
退
ヲ
自
由
ニ
ス
ル

ナ
リ
且
ツ
平
時
画
シ
テ
教
場
ト
ナ
ス
ト
雖
ド
モ
其
之
ヲ
画
ス
ル
ニ
襖
若
ク
ハ

板
ヲ
箝
シ
解
脱
縦
横
洞
通
シ
テ
一
場
ト
ナ
ス
可
ク
以
テ
緩
急
多
衆
ヲ
容
ル
ヽ

ヲ
要
ス
教
場
ノ
外
生
徒
ノ
溜
所
区
戸
長
教
員
其
他
学
校
世
話
掛
扣
席
ノ
如
キ

ハ
更
ニ
之
ヲ
営
シ
テ
教
場
ニ
通
シ
楼
ヲ
設
ク
ル
可
ナ
リ
方
形
ト
ナ
ス
亦
可
ナ

リ
是
教
場
ト
各
場
ト
其
結
構
自
ラ
異
ナ
ル
所
以
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
建
築
ノ
法

其
要
ヲ
得
ル
ニ
庶
幾
シ 

 

山
梨
県
の
原
案
に
つ
い
て
は
、
廊
下
に
つ
い
て
の
問
題
が
議
論
と
な
っ
た
。

「
右
側
若
ク
ハ
左
傍
ニ
設
ク
ル
大
路
ハ
何
ノ
為
メ
ナ
ル
ヤ
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、
山
梨
県
は
「
生
徒
往
来
ノ
便
利
ニ
備
フ
」
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
後

の
議
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

○
小
林
曰
両
側
ニ
通
路
ヲ
要
セ
ス
一
方
ニ
於
テ
大
ナ
ル
通
路
ヲ
設
ク
レ
ハ
可

ナ
リ 

○
八
木
弘
曰
生
徒
往
来
ノ
為
メ
ナ
ラ
ハ
両
側
ニ
在
ル
ヲ
宜
ト
ス 

○
小
林
曰
生
徒
教
場
ニ
往
復
ス
ル
ハ
一
路
ニ
テ
足
レ
リ 

 

廊
下
を
教
室
の
両
側
に
設
け
る
べ
き
か
片
側
で
よ
い
の
か
と
い
う
議
論
で
あ

る
が
、
多
数
決
の
結
果
、
山
梨
の
原
案
ど
お
り
、
片
側
に
設
け
る
こ
と
に
決
定

し
た
。 

こ
の
段
階
で
、
熊
谷
県
、
足
柄
県
、
神
奈
川
県
な
ど
の
原
案
が
残
っ
て
い
た

が
、
そ
れ
ら
は
「
皆
前
議
ト
同
一
ナ
ル
ヲ
以
テ
各
員
審
議
シ
テ
議
事
ニ
附
セ
サ

ル
」
こ
と
に
決
ま
り
、
一
日
半
に
及
ん
だ
「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
に
関
す
る
審

議
は
終
了
し
た
。
結
局
、
議
事
と
し
て
審
議
さ
れ
た
の
は
四
県
（
埼
玉
県
、
千
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葉
県
、
栃
木
県
、
山
梨
県
）
の
原
案
で
あ
り
、
残
る
四
県
（
茨
城
県
、
熊
谷
県
、

足
柄
県
、
神
奈
川
県
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
審
議
さ
れ
た
「
議
案
」
と
異
な

る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
理
由
で
審
議
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

五
．「
成
議
案
」
の
成
立 

 

以
上
の
よ
う
な
審
議
を
経
て
、「
成
議
案
」
と
呼
ば
れ
る
決
議
事
項
が
ま
と
め

ら
れ
た
。「
学
校
建
築
法
ノ
事
」
に
つ
い
て
の
「
成
議
案
」
は
「
学
校
建
築
法
ノ

議
」と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
が
、そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た(

19)

。 

 

学
校
建
設
ノ
地
所
ハ
往
返
便
利
ニ
シ
テ
健
康
ニ
害
ナ
ク
生
徒
ヲ
シ
テ
静
雅
ノ

趣
味
ヲ
得
セ
シ
ム
可
キ
ノ
処
ヲ
選
定
ス
ベ
シ 

第
一 

学
区
ノ
中
央
土
地
高
燥
ニ
シ
テ
人
家
ニ
密
邇
セ
ズ
眺
望
ニ
富
ミ
新

気
流
通
シ
或
ハ
西
北
ニ
樹
木
ア
ル
処 

第
二 

少
シ
ク
偏
倚
ス
レ
ド
モ
生
徒
ノ
通
学
ヲ
妨
ク
ル
ニ
至
ラ
ズ
其
他
ハ

第
一
地
所
ノ
如
キ
処 

 
 

第
三 

学
区
中
央
ノ
地
高
燥
人
家
ニ
密
邇
セ
ズ
空
気
ノ
新
陳
代
謝
ニ
宜
キ 

 
 

処 
 

学
校
建
築
宜
キ
ヲ
得
レ
ハ
教
導
上
ニ
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
実
ニ
鮮
少
ナ
ラ
ザ
ル

ヲ
以
テ
建
築
家
ハ
預
メ
左
ノ
数
條
ニ
注
意
ス
ル
ヲ
肝
要
ト
ス 

一
学
校
ヲ
新
築
セ
ン
ニ
ハ
先
ツ
学
区
内
ノ
学
ニ
就
ク
ヘ
キ
児
童
ノ
幾
名
ナ
ル

ヤ
ヲ
算
シ
然
後
建
築
ノ
事
ニ
及
ヘ
シ 

一
学
校
ハ
学
童
ノ
多
寡
ニ
因
テ
大
小
広
狭
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
ド
モ
左
ニ
教
場
ノ

構
造
ト
附
属
ノ
建
物
ト
ヲ
概
論
セ
リ 

一
小
学
校
ハ
平
家
ニ
建
築
ス
ル
ヲ
宜
ト
ス
但
シ
人
家
稠
密
ノ
地
止
ム
ヲ
得
ザ

ル
際
ニ
ハ
二
階
ヲ
設
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ 

一
建
物
ハ
洋
風
石
造
或
ハ
板
張
リ
ヲ
第
一
ト
ス
又
学
区
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
日
本

風
ニ
建
築
シ
唯
其
内
部
ト
窓
ト
ヲ
改
ム
ル
モ
可
ナ
リ 

一
附
属
ノ
建
物
ハ
教
員
扣
所
生
徒
扣
所
応
接
所
小
使
部
屋
便
所
水
使
ヒ
場
ア

ル
ベ
シ 

一
教
場
ハ
生
徒
三
十
名
ヲ
入
ル
ヽ
ヲ
率
ト
シ
長
四
間
幅
三
間
半
ト
シ
両
教
場

ノ
間
ハ
隔
ツ
ル
ニ
壁
ヲ
以
テ
シ
音
声
ノ
互
ニ
相
ヒ
洩
レ
サ
ル
様
ニ
ス
ヘ
シ

又
試
験
等
ニ
用
フ
ル
為
メ
一
二
ケ
所
ハ
硝
子
障
子
ヲ
用
ヰ
合
併
シ
得
ヤ
ウ

構
造
ス
ヘ
シ 

一
教
場
ノ
右
側
或
ハ
左
方
ニ
就
キ
生
徒
往
返
ノ
通
路
ヲ
設
ク
ヘ
シ 

一
教
場
ノ
一
方
或
ハ
両
方
ニ
窓
ヲ
附
ス
ヘ
シ
ト
雖
ド
モ
前
面
ヨ
リ
光
線
ヲ
受

ク
ル
コ
ト
ナ
キ
様
注
意
ス
ヘ
シ
又
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
西
面
ニ
窓
ヲ
付
ル

ト
キ
ハ
必
ズ
庇
ヲ
設
ク
ヘ
シ
都
テ
学
校
ノ
位
置
ハ
南
ニ
面
ス
ル
ヲ
宜
ト
ス 
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一
窓
ハ
硝
子
ヲ
用
ヒ
和
洋
製
適
宜
タ
ル
ヘ
シ
洋
風
ニ
建
築
ス
ル
ハ
四
間
ニ
三

ケ
所
ノ
割
合
ト
シ
日
本
風
ハ
一
辺
ニ
全
ク
窓
ヲ
附
ク
ヘ
シ 

但
洋
風
ノ
窓
ハ
滑
車
ヲ
以
テ
上
下
ス
ヘ
シ 

一
床
ハ
二
尺
或
ハ
三
尺
天
井
ハ
二
間
或
ハ
一
間
半
ヲ
度
ト
ス
ヘ
シ 

一
窓
ナ
キ
一
辺
ノ
中
央
ニ
於
テ
教
師
席
ヲ
設
ケ
一
層
高
ク
構
造
ス
ヘ
シ 

一
教
場
ニ
ハ
必
ス
煖
炉
ヲ
装
置
ス
ヘ
シ 

一
便
所
ハ
務
メ
テ
教
場
ヲ
遠
ケ
校
ノ
北
部

又
別
ニ
溜
ヲ
設
ケ
汚
物
ヲ
流
シ
空
管

ヲ
附
シ
其
臭
気
ヲ
洩
ス
ノ
設
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

一
遊
歩
場
ハ
土
地
ヲ
平
坦
ニ
シ
樹
木
ノ
點
綴
ニ
注
意
シ
秋
千
跳
躍
木
馬
シ
ー

ソ
ー
等
ノ
運
動
器
械
ヲ
具
ヘ
又
場
中
柵
ヲ
設
ケ
男
女
ヲ
区
別
ス
ヘ
シ 

 

傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
、
千
葉
県
が
提
出
し
た
原
案
の
ま
ま
、
修
正

さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
示
し
て
い
る
。「
成
議
案
」
の
ほ
と
ん
ど
が
千
葉
県
原
案

を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
審
議
の
結
果
を
ほ
ぼ
忠
実
に
反
映
す
る
か

た
ち
で
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

審
議
を
ふ
ま
え
て
修
正
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
ま
ず
、
千
葉
県
原
案
の
第
一
条
で
は
、
敷
地
の
広
さ
に
つ
い
て
「
七

百
坪
以
上
」「
五
百
坪
以
上
」「
三
百
坪
以
上
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
が
、

審
議
を
受
け
て
そ
う
し
た
記
述
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
千
葉
県
原
案
の
第
二
条

第
五
項
の
「
附
属
ノ
建
物
」
に
は
「
応
接
室
」
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

「
成
議
案
」
で
は
そ
れ
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
の

第
三
項
と
第
四
項
は
、「
村
落
単
級
小
学
」
と
「
多
級
小
学
校
」
の
教
室
の
基
準

を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
審
議
の
な
か
で
第
三
項
の
削
除
が
決
議
さ
れ
た

こ
と
を
ふ
ま
え
て
、「
成
議
案
」
で
は
第
三
項
と
第
四
項
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
八
項
は
「
煖
炉
」
に
つ
い
て
の
項
目
で
、
そ
の
位
置

に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
審
議
を
受
け
て
「
成
議
案
」
で
は
、
位
置

に
つ
い
て
の
記
述
が
削
ら
れ
て
い
る
。 

千
葉
県
以
外
の
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
結
果
も
「
成
議
案
」
に
は
反
映

さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
で
は
、
校
舎
を
平
屋
建
に
す

べ
き
が
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
審
議
結
果
を
受
け
て
、「
成
議
案
」

で
は
、
校
舎
は
平
屋
建
を
原
則
と
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
二
階
建
を
認

め
る
と
す
る
項
目
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。 

同
じ
く
埼
玉
県
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
で
は
、
教
場
の
大
き
さ
と
そ
こ
に
収

容
す
る
児
童
の
数
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
ま
た
、
教
室
間
の
仕
切
り
方
の
問
題

に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
た
が
、
そ
の
決
定
は
「
成
議
案
」
に
盛
り
込
ま
れ
、
教

室
の
大
き
さ
は
「
長
四
間
幅
三
間
半
ト
シ
」、「
生
徒
三
十
名
ヲ
入
ル
ヽ
ヲ
率
ト

シ
」、
教
室
の
間
は
壁
で
隔
て
、
試
験
会
場
に
用
い
る
場
合
に
は
「
一
二
ケ
所
ハ

硝
子
障
子
ヲ
」
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
梨
県
の
原
案
に
つ
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い
て
の
審
議
で
は
、
通
路
に
つ
い
て
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を

受
け
て
「
成
議
案
」
に
は
「
教
場
ノ
右
側
或
ハ
左
方
ニ
就
キ
生
徒
往
返
ノ
通
路

ヲ
設
ク
ヘ
シ
」
と
い
う
項
目
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。 

埼
玉
県
の
原
案
に
つ
い
て
の
審
議
の
な
か
で
は
、
と
く
に
窓
の
問
題
に
つ
い

て
熱
心
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
そ
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
「
成
議
案
」
が
つ

く
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
六
項
で
は
「
窓
ハ
硝

子
ヲ
用
ヒ
横
四
尺
竪
六
尺
或
ハ
三
尺
五
尺
ノ
モ
ノ
四
間
ニ
付
三
ヶ
所
或
ハ
四
ヶ

所
ノ
割
合
ト
シ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、「
成
議
案
」
に
な
る
と
、「
窓
ハ
硝
子
ヲ

用
ヒ
」
る
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
和
風
と
洋
風
の
窓
の
両
方
を
認
め
、

「
洋
風
ニ
建
築
ス
ル
ハ
四
間
ニ
三
ケ
所
ノ
割
合
ト
シ
日
本
風
ハ
一
辺
ニ
全
ク
窓

ヲ
附
ク
ヘ
シ
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
但
洋
風
ノ
窓
ハ
滑
車
ヲ
以
テ
上
下
ス

ヘ
シ
」
と
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
の
「
成
議
案
」
の
一
つ
で
あ

る
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
、
千
葉
県
の
提
出
し
た
原
案
を
基
本
と
し
、
審
議

を
ふ
ま
え
て
修
正
を
施
し
た
も
の
で
、
埼
玉
県
や
山
梨
県
の
原
案
に
つ
い
て
の

審
議
結
果
も
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

   

六
．
欧
米
文
献
の
翻
訳
か
ら
の
影
響 

 

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
千
葉
県
の
提
出
し
た
原
案
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作

成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
が
開

か
れ
た
時
点
で
、
原
案
の
作
成
や
審
議
に
加
わ
っ
た
教
育
関
係
者
が
入
手
で
き

た
で
あ
ろ
う
欧
米
文
献
の
日
本
語
訳
を
取
り
上
げ
て
、
千
葉
県
の
原
案
と
の
比

較
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。 

『
理
事
功
程
』
は
、
岩
倉
使
節
団
に
理
事
官
と
し
て
加
わ
っ
た
田
中
不
二
磨

が
、
欧
米
の
教
育
制
度
を
調
査
し
た
結
果
を
ま
と
め
て
、
報
告
書
と
し
て
提
出

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
ス
イ
ス
の
「
学
校
建
築
規
則
」
を
翻
訳
し
た

部
分
が
あ
る(

20)

が
、
そ
れ
と
千
葉
県
の
原
案
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
共
通

す
る
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。 

千
葉
県
の
原
案
の
第
二
条
第
六
項
は
、
床
の
高
さ
に
つ
い
て
は
「
二
尺
或
ハ

三
尺
」、
天
井
の
高
さ
に
つ
い
て
は
「
二
間
或
ハ
一
間
半
」、
窓
の
大
き
さ
に
つ

い
て
は
「
横
四
尺
竪
六
尺
或
ハ
三
尺
五
尺
」
の
よ
う
な
基
準
を
あ
げ
て
い
る
。

同
様
の
記
述
は
次
に
示
す
よ
う
に
『
理
事
功
程
』
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
第
十
三
章 

教
場
ノ
高
サ
十
尺
ヨ
リ
低
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
土
地
高
燥
ニ
シ

テ
大
気
ヨ
ク
流
通
シ
十
尺
ノ
高
サ
ニ
テ
ハ
室
内
ヲ
煖
ム
ル
ニ
不
便
ナ
ル
等
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ノ
如
キ
別
段
ノ
自
由
ア
ル
時
ハ
小
区
学
校
督
務
ノ
許
可
ヲ
得
テ
高
サ
九
尺

ニ
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ 

第
十
四
章 

窓
ハ
高
サ
六
尺
幅
四
尺
以
下
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス  

第
二
十
九
章 
牀
ハ
地
面
ヨ
リ
二
尺
ノ
高
ニ
ア
ル
ヘ
シ 

 

数
値
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
窓
の
大
き
さ
や
教
室
の
高
さ
に
つ
い

て
の
基
準
を
設
け
て
、
採
光
や
換
気
に
配
慮
し
た
教
室
空
間
を
重
視
し
て
い
る

点
で
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
七
項
に
は
「
窓
ナ
キ
一
辺
ノ
中
央
ニ
於
テ

教
師
席
ヲ
設
ケ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
理
事
功
程
』
に
も
「
窓
ナ
キ
一
辺
ノ

中
央
ニ
教
師
ノ
机
席
ヲ
設
ケ
」（
第
八
章
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
文
言
ま
で
似

通
っ
て
い
る
。
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
九
項
は
、
教
場
の
窓
に
つ
い
て
「
止

ム
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
西
面
ニ
窓
ヲ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
庇
ヲ
設
ク
ヘ
シ
」
と
し
て

い
る
が
、『
理
事
功
程
』
に
は
「
西
向
セ
ル
窓
ハ
「
ス
レ
ー
ト
」
石
盤
ノ
石

或
ハ
石

又
ハ
鉄
板
ヲ
以
テ
長
サ
六
寸
ノ
廡
ヲ
作
ル
ヘ
シ
」（
第
三
十
八
章
）
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
十
一
項
に
は
「
便
所
ハ
務
メ
テ
教
場
ヲ
遠

ケ
校
ノ
北
部
又
別
ニ
溜
ヲ
設
ケ
テ
汚
物
ヲ
流
シ
空
管
ヲ
附
シ
其
臭
気
ヲ
洩
ス
ノ

設
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
理
事
功
程
』
に
も
「
便
所
ヲ
学
校
外

ニ
建
造
セ
サ
ル
所
ニ
於
テ
ハ
便
宜
ノ
地
ヲ
撰
ミ
之
ヲ
校
内
ノ
北
部
ニ
作
リ
可
及

的
教
室
ヲ
隔
ツ
ヘ
シ
」（
第
二
十
章
）、「
臭
気
ヲ
防
ク
カ
為
ニ
管
ヲ
水
中
ニ
投
シ

テ
別
ニ
空
管
ヲ
作
リ
テ
臭
気
ヲ
洩
ス
ヘ
シ
」（
第
二
十
二
章
）
と
い
っ
た
記
述
が

見
ら
れ
る
。 

千
葉
県
原
案
と
共
通
点
を
も
つ
翻
訳
文
献
は
『
理
事
功
程
』
ば
か
り
で
は
な

い
。『
学
校
通
論
』
は
ウ
ィ
ッ
カ
ー
シ
ャ
ム
（James Pyle Wickersham

）
の

著
書
で
あ
る School Economy 

を
箕
作
麟
祥
が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
の
「
第
一
章 

学
校
ノ
設
備
」
の
「
第
一 

学
校
ノ
建
場
所
」「
第
二 

学
校
ノ
地
所
」「
第
五 

学
校
ノ
家
屋
」
の
記
述
（

21
）

に
は
、
千
葉
県
原
案
と

類
似
の
部
分
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る(

22)

。 

ま
ず
、
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
に
は
、
学
校
建
築
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考

え
方
と
し
て
、「
学
校
建
築
宜
キ
ヲ
得
レ
ハ
教
導
上
ニ
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
実
ニ
鮮

少
ナ
ラ
ザ
ル
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、『
学
校
通
論
』
に
は
「
教
導
ヲ
シ
テ
能

ク
其
目
的
ヲ
達
セ
シ
ム
ル
ハ
学
校
ノ
為
メ
適
宜
ノ
場
所
ヲ
設
ケ
且
適
宜
ノ
方
便

ヲ
備
ル
ニ
在
リ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
に
は
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
九
項
に
は
、
教
場
の
窓
に
つ
い
て
「
前
面

ヨ
リ
光
線
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
様
注
意
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
が
、『
学
校
通
論
』
に

は
「
室
ノ
前
面
ニ
窓
ヲ
設
ク
ル
時
ハ
光
線
直
ニ
人
目
ヲ
射
テ
大
ニ
其
視
力
ヲ
害

シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
千
葉
県
原
案
の
第
二
条
第
十
二
項
に
は
「
游
歩
場

ハ
樹
木
ノ
點
綴
ニ
注
意
シ
秋
干
跳
躍
木
馬
シ
ー
ソ
ー
等
ノ
設
ケ
ア
ル
ヲ
可
ト
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ス
」
と
あ
る
が
、『
学
校
通
論
』
に
は
「
遊
戯
場
」
に
つ
い
て
「
就
中
男
児
ノ
為

メ
ニ
ハ
弾
毬
ノ
器
具
、
鞦
韆(

ブ
ラ
ン
コ)

ノ
器
具
、
攀
上
台
、
平
均
竿
、
跳
躍

馬
等
ヲ
学
校
ヨ
リ
供
備
ス
可
ク
又
女
児
ノ
為
メ
ニ
ハ
鞦
韆
器
具
、
飛
越
綱
、
磚

片
、
弓
矢
等
ヲ
学
校
ヨ
リ
供
備
ス
可
シ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に

も
、
校
舎
に
は
生
徒
控
所
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
教
室
に
は
教
師
席
、
暖
房
器

具
を
備
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
な
ど
の
点
で
、『
学
校
通
論
』
と
千
葉
県
原
案
に

は
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。 

『
学
校
通
論
』
の
提
案
す
る
教
場
に
は
、「
復
習
室
」（recitation-rooms

）

が
設
け
ら
れ
、ま
た
復
習
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

千
葉
県
の
原
案
に
も
「
復
習
室
」
を
設
置
す
る
と
い
う
提
案
が
存
在
し
た
。
す

な
わ
ち
、
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
、「
村
落
単
級
小
学
」
の
場
合
に
は
教
室
を

広
め
に
設
計
し
、
そ
れ
を
二
つ
の
空
間
に
区
切
っ
て
、
一
方
を
「
教
室
」
に
し
、

も
う
一
方
を
「
復
習
室
」
に
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見

て
き
た
と
お
り
、
審
議
の
な
か
で
は
「
復
習
室
」
に
つ
い
て
論
議
は
深
め
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
項
目
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

『
理
事
功
程
』
と
『
学
校
通
論
』
が
と
も
に
重
視
し
て
い
る
も
の
に
校
地
の

選
定
が
あ
る
。『
理
事
功
程
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

第
一
章 

学
校
ヲ
建
築
ス
ル
ニ
方
テ
ハ
可
及
的
開
闊
ニ
シ
テ
高
燥
ノ
地
ヲ
選

ム
ヘ
シ 

第
二
章 

建
築
地
所
ヲ
選
ム
ニ
方
テ
ハ
可
及
的
繁
雑
ナ
ル
製
造
所
又
ハ
臭
気

ア
ル
物
品
ヲ
製
造
ス
ル
工
場
ノ
近
辺
ヲ
避
ク
ヘ
シ 

 

ま
た
、『
学
校
通
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

 

路
程
ノ
ミ
ヲ
主
要
ト
シ
之
ヲ
言
フ
時
ハ
学
校
ニ
通
学
ス
ル
諸
児
童
ノ
為
メ
成

ル
可
キ
丈
ケ
往
返
ノ
路
程
ヲ
寡
カ
ラ
シ
ム
可
キ
場
所
ヲ
擇
ム
可
シ
…
… 

其
土
乾
燥
ニ
シ
テ
且
児
童
ノ
遊
戯
ヲ
妨
ク
ル
物
ナ
ク
適
宜
ニ
之
ヲ
脩
飾
シ
得

ル
者
タ
ル
可
ク
又
学
校
ノ
家
屋
及
ヒ
学
校
ノ
地
所
ハ
共
ニ
善
ク
大
気
ヲ
通
シ

且
日
光
ヲ
受
ク
ル
者
タ
ル
可
シ
…
… 

学
校
ヲ
設
ク
ル
場
所
ハ
市
街
往
還
ヲ
少
シ
ク
離
レ
且
他
ノ
家
屋
ニ
接
近
セ
サ

ル
地
ヲ
擇
ム
可
ク
又
其
地
ノ
北
方
ニ
ハ
森
林
樹
木
ア
リ
テ
風
ヲ
遮
蔽
ス
ル
モ

亦
不
可
ナ
リ
ト
セ
サ
レ
ド
モ
其
他
ノ
方
向
ニ
於
テ
ハ
宜
シ
ク
遮
障
ス
ル
物
ナ

ク
諸
方
ヲ
観
望
ス
ヘ
キ
場
所
ヲ
擇
ム
可
シ
…
… 

学
校
ヲ
設
ク
ル
ニ
其
近
傍
ノ
地
人
身
ノ
健
康
ヲ
害
セ
サ
ル
ニ
注
意
ス
可
キ
ハ

敢
テ
異
議
ス
ル
者
ア
ラ
サ
ル
可
シ
…
… 

従
来
学
校
ノ
場
所
ヲ
擇
ミ
タ
ル
者
其
地
ノ
風
景
ノ
美
ナ
ル
ニ
留
意
セ
シ
コ
ト

幾
ン
ト
希
ナ
リ
ト
雖
モ
是
レ
其
実
ハ
頗
ル
重
要
ノ
事
ニ
属
シ
…
… 
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学
校
の
立
地
条
件
を
重
視
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
千
葉
県
原
案
の
第
一

条
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
の
通
学
に
便
利
で
、
高
燥
で

通
気
が
良
い
こ
と
か
ら
健
康
を
害
す
る
恐
れ
が
な
く
、
人
家
が
密
集
し
て
い
な

く
て
静
か
で
眺
望
の
良
い
と
こ
ろ
に
学
校
を
建
築
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場

で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
千
葉
県
だ
け
で
な
く
、
埼
玉
県
や
山
梨

県
の
原
案
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

校
地
選
定
を
重
視
す
る
記
述
や
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
採
光
や
換
気
に
配

慮
し
た
教
室
空
間
の
提
案
は
、『
理
事
功
程
』
や
『
学
校
通
論
』
に
限
ら
ず
、
ほ

か
の
欧
米
の
文
献
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。『
文
部
省
雑
誌
』
の

な
か
で
「
独
乙
教
育
書
摘
訳
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
記
事
に
は
、「
学
校
ヲ

創
設
ス
ル
ニ
ハ
先
大
気
新
鮮
ノ
地
所
ヲ
卜
ス
ベ
シ
（
中
略
）
人
家
稠
密
ノ
地
ニ

建
ツ
ル
ニ
ハ
宜
ク
先
ソ
ノ
方
法
ニ
注
意
シ
テ
生
徒
ノ
健
康
ニ
妨
害
ア
ル
コ
ト
ハ

務
メ
テ
避
除
ス
ル
ノ
処
置
ヲ
為
ス
ベ
シ
其
処
置
ヲ
ス
ル
ニ
ハ
先
大
気
ノ
流
通
ヲ

善
ク
シ
校
内
ヲ
昭
明
且
清
潔
ニ
シ
以
テ
保
存
シ
又
温
室
器
ヲ
具
置
シ
生
徒
退
校

ス
レ
ハ
校
内
ヲ
掃
除
シ
四
方
ノ
窓
戸
ヲ
豁
開
シ
テ
大
気
ヲ
流
通
セ
シ
ム
」(
23)

と
あ
る
。
同
じ
く
『
文
部
省
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
米
国
教
育
日
誌
抄
訳
」

と
い
う
記
事
に
は
、「
教
場
ヲ
温
暖
ニ
シ
教
場
ヲ
光
明
ニ
シ
生
徒
ノ
座
位
ヲ
整
列

シ
新
気
ヲ
流
通
セ
シ
ム
ル
等
必
注
意
シ
テ
処
置
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」(

24)

と
記

さ
れ
て
い
る
。 

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
千
葉
県
の
原
案
に
は
『
理
事
功
程
』
や
『
学

校
通
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
翻
訳
文
献
と
の
共
通
点
が
散
見
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
千
葉
県
原
案
と
そ
れ
ら
の
文
献
と
の
関
係
だ
け
に
い
え

る
こ
と
で
は
な
く
、
審
議
の
過
程
や
「
成
議
案
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

た
と
え
ば
、
窓
を
ど
の
よ
う
に
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
審
議
の
な
か
で
、

滑
車
で
上
げ
下
げ
す
る
窓
が
良
い
と
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
「
成
議
案
」
に
は

「
洋
風
ノ
窓
ハ
滑
車
ヲ
以
テ
上
下
ス
ヘ
シ
」と
い
う
記
述
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、

『
学
校
通
論
』
に
も
「
学
校
諸
室
ノ
窓
ニ
ハ
皆
滑
車
ヲ
具
ヘ
以
テ
其
上
ケ
下
ケ

ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
可
ク
而
シ
テ
窓
戸
ノ
開
閉
其
便
ヲ
得
ル
時
ハ
風
抜
キ
モ
亦
随
テ

善
ナ
リ
」
と
あ
り
、
換
気
の
た
め
に
は
滑
車
の
付
い
た
上
げ
下
げ
窓
が
優
れ
て

い
る
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、「
成
議
案
」
に
お
い
て
は
、
遊
歩
場
に
つ
い
て
「
遊
歩
場
ハ
土
地
ヲ
平

坦
ニ
シ
樹
木
ノ
點
綴
ニ
注
意
シ
秋
千
跳
躍
木
馬
シ
ー
ソ
ー
等
ノ
運
動
器
械
ヲ
具

ヘ
又
場
中
柵
ヲ
設
ケ
男
女
ヲ
区
別
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
が
、
土
地
を
平
坦
に
す
る

こ
と
や
、
柵
を
設
け
て
男
女
を
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
千
葉
県
原
案
で
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。『
学
校
通
論
』
に
は
、
校
舎
に
隣
接
す
る

土
地
を
「
高
キ
板
垣
ヲ
連
接
シ
テ
」
囲
み
、
そ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
「
其
地
所

ノ
一
箇
ヲ
男
児
ノ
遊
戯
場
ト
為
シ
又
一
箇
ヲ
女
児
ノ
遊
戯
場
ト
為
ス
」
と
記
さ
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れ
て
お
り
、
ま
た
、『
文
部
省
雑
誌
』
で
紹
介
さ
れ
た
「
英
国
小
学
校
建
築
規
則
」

に
は
、「
男
女
混
合
ノ
学
校
ニ
ハ
男
女
ノ
遊
園
ヲ
区
分
ス
ベ
シ
」
や
「
遊
園
ヲ
作

ル
ニ
ハ
必
ズ
土
地
ヲ
平
坦
ニ
シ
水
気
ヲ
除
去
シ
柵
ヲ
以
テ
之
ヲ
圍
ム
ヘ
シ
」
と

の
記
述
が
あ
る(
25)

。
栃
木
県
の
原
案
に
は
「
男
女
ノ
境
界
ヲ
定
メ
」
と
い
う

記
述
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
「
成
議
案
」
に
男
女
を
区
別
す
る
と
い
う

内
容
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
遊
歩
場
を
平
坦

に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
第
一
大
学
区
教
員
会
議
日
誌
』
を

見
る
限
り
で
は
議
論
さ
れ
た
記
録
が
な
い
た
め
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

「
成
議
案
」
に
加
え
ら
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

審
議
の
過
程
や
「
成
議
案
」
に
も
、
欧
米
の
翻
訳
文
献
の
内
容
と
共
通
す
る
部

分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
千
葉
県
原
案
や
「
成
議
案
」
と
、
欧
米
の
文
献
と
の
共
通

点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
特
定
の
文
献
が
府
県
の
原
案
や
「
成
議
案
」
に
直
接

的
で
独
占
的
な
影
響
を
与
え
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
、
い

く
つ
も
の
翻
訳
文
献
か
ら
の
情
報
が
積
み
重
ね
ら
れ
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
全
体

と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
原

案
作
成
の
段
階
に
お
い
て
も
、
ま
た
審
議
や
「
成
議
案
」
作
成
の
段
階
に
お
い

て
も
、
欧
米
文
献
の
翻
訳
情
報
は
第
一
大
学
区
教
育
会
議
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
で
あ
る
。 

七
．
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
「
学
校
建
築
法
」
の
意
義 

 

一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
の
「
学
制
」
に
よ
り
近
代
学
校
が
誕
生
し
て
ま

も
な
い
こ
の
時
期
、
小
学
校
教
育
普
及
の
た
め
の
試
行
錯
誤
が
続
け
ら
れ
る
な

か
、
教
育
活
動
を
展
開
す
る
場
と
し
て
の
学
校
建
築
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、

経
験
の
蓄
積
と
い
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
充
分
な
理
解
や
合
意
が
あ
っ

た
と
は
い
い
が
た
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の
は
、
と
り
あ
え

ず
欧
米
の
情
報
に
も
と
づ
い
て
、
学
校
建
築
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
だ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
に
お
い
て
「
学

校
建
築
法
ノ
議
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
審
議
経
過
と
、
こ
の
会
議
が
開
か
れ
た

一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
初
頭
の
時
点
で
、
原
案
の
作
成
や
審
議
に
加
わ
っ

た
教
育
関
係
者
が
入
手
で
き
た
で
あ
ろ
う
欧
米
文
献
の
翻
訳
と
の
関
連
性
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
結
論
的
に
言
え
ば
、「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
の
か
な
り
の

部
分
に
つ
い
て
は
、
欧
米
か
ら
の
情
報
の
影
響
下
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

佐
藤
秀
夫
は
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
に
つ
い
て
、『
文
部
省
雑
誌
』
や
『
学
校

通
論
』
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
「
欧
米
学
校
建
築
法
の
翻
案
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
」
た
め
に
、「
当
時
の
実
状
に
比
べ
て
、
著
し
く
「
完
全
」
主
義

的
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る(

26)

。
た
し
か
に
「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
、
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西
洋
建
築
へ
の
強
い
志
向
を
も
っ
た
学
校
建
築
観
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、「
完

全
」
主
義
的
な
性
格
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
現
実
的
で
は
な
い
部
分
を
含
む
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
「
建
物
ハ
洋
風
石
造
或
ハ
板
張
リ
ヲ
第
一
ト

ス
」
と
い
う
千
葉
県
の
原
案
が
論
議
を
呼
ぶ
こ
と
も
な
く
、
す
ん
な
り
と
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
洋
風
建
築
の
校
舎
が
最
善
で
あ
る
い
う
立
場
に
立

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
地
域
の
事
情
に
応
じ
て
日
本
風
の
校
舎
を
建
て
る

こ
と
を
許
容
し
て
い
る
点
や
、
窓
を
日
本
風
に
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
な

ど
、
現
実
的
な
対
応
を
し
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
西
洋
建
築
へ

の
志
向
が
強
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
は
第
一
大
学
区
の
内
外
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な

り(

27)

、
強
制
力
を
も
つ
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た(

28)

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
各
府
県
の
小
学
校
建
築
基
準
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と

に
な
る(

29)

。
ま
た
、
日
本
の
実
情
に
あ
わ
せ
る
か
た
ち
で
少
し
ず
つ
修
正
さ

れ
て
い
く
が
、
各
府
県
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
修
正
さ
れ
て
い
っ

た
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

「
学
校
建
築
法
ノ
議
」に
つ
い
て
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

保
健
衛
生
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
児
童
の
た
め
に
は
優
れ
た
環
境
を
準
備
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
、
学
校
建
築
を
考
え
る
に
際
し
て
明
確
に
貫
か
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
環
境
面
で
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
所
を

校
地
と
し
て
選
ぶ
こ
と
を
強
調
し
、
採
光
や
換
気
や
騒
音
対
策
の
面
で
優
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
教
室
の
構
造
に
つ
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
具
体
的
な
数

値
を
あ
げ
て
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
優
れ
た
教
室
環
境
を
準
備
す
る
こ

と
で
「
教
導
上
ニ
利
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
」
が
で
き
る
と
す
る
学
校
建
築
観
を
、
西

洋
の
教
育
情
報
の
翻
訳
か
ら
学
び
、
教
育
関
係
者
の
審
議
を
経
て
明
確
に
打
ち

出
し
た
と
こ
ろ
に
、「
学
校
建
築
法
ノ
議
」
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。 

も
ち
ろ
ん
、「
教
場
ハ
生
徒
三
十
名
ヲ
入
ル
ヽ
ヲ
率
ト
」
考
え
て
い
る
点
な
ど

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
児
童
を
管
理
し
や
す
い
教
室
空
間
を
提
案
し
て
い
る

と
い
う
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
斉
教
授
の
導
入
に
際
し
て
、
児
童
の

動
作
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時
の
教
育
現
場
に

お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
当
時
は
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
も
盛

ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
小
学
校
建
築

に
つ
い
て
の
議
論
に
限
っ
て
言
え
ば
、
い
か
に
し
て
児
童
を
管
理
す
る
か
と
い

う
よ
り
は
、
い
か
に
し
て
よ
り
よ
い
学
習
環
境
を
整
備
す
る
か
の
ほ
う
に
力
点

が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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注 
（
1
）
佐
藤
秀
夫
『
教
育
の
文
化
史
２ 

学
校
の
文
化
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五

年
、
一
五
五
頁
。
初
出
は
「
学
校
文
化
の
起
源
３ 

校
舎
と
教
室
の
歴

史
」『
月
刊
百
科
』
第
一
九
三
号
、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
。 

（
2
）
史
料
に
お
い
て
は
「
教
育
会
議
」
だ
け
で
な
く
「
教
育
議
会
」「
府
県

教
育
議
会
」「
協
同
教
育
会
議
」
な
ど
の
名
称
が
混
在
し
、
先
行
研
究

に
お
い
て
も
「
教
育
議
会
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
「
教
育
会
議
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。 

（
3
）
佐
藤
秀
夫
「
第
六
章 

高
等
教
育
会
お
よ
び
地
方
教
育
会
」
海
後
宗
臣

編
『
井
上
毅
の
教
育
政
策
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
、
八
〇

二
頁
。 

（
4
）
仲
新
『
明
治
初
期
の
教
育
政
策
と
地
方
へ
の
定
着
』
講
談
社
、
一
九
六

二
年
、
九
八
～
一
〇
六
頁
。 

（
5
）
梅
村
佳
代
「「
学
制
」
期
の
『
大
学
区
教
育
議
会
』
の
分
析
」『
暁
学
園

短
期
大
学
紀
要
』
第
一
〇
号
、
一
九
七
七
年
、
五
七
～
六
八
頁
。 

（
6
）
篠
田
弘
「
学
制
期
に
お
け
る
第
二
大
学
区
各
県
教
育
議
会
の
形
態
と
機

能
―
大
学
区
教
育
議
会
の
役
割
―
」『
教
育
近
代
化
の
諸
相
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、一
九
九
二
年
、二
五
七
～
二
五
九
頁
。た
だ
し
篠
田
は
、

現
実
の
教
員
不
足
に
対
処
す
る
た
め
に
速
成
的
な
養
成
課
程
や
簡
易

な
形
態
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、第
二
大
学
区
教
育
会
議
の
基
本

構
想
以
上
に
、各
県
の
実
情
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。 

（
7
）
橋
本
美
保
『
明
治
初
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
教
育
情
報
受
容
の
研
究
』

風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
、
三
〇
五
～
三
一
三
頁
。 

（
8
）
久
原
甫
「
大
学
区
教
育
会
議
の
研
究
（
１
）
―
第
一
大
学
区
教
育
議
会

の
経
緯
―
」
仲
新
編
『
地
方
史
料
に
よ
る
教
育
の
近
代
化
過
程
に
関
す

る
調
査
研
究
（
第
二
次
報
告
）』（
地
方
教
育
史
研
究
第
二
号
）
地
方
教

育
史
研
究
会
、
一
九
七
二
年
、
五
五
頁
。 

（
9
）
湯
川
嘉
津
美
「
学
制
期
の
大
学
区
教
育
会
議
に
関
す
る
研
究
―
第
一
大

学
区
第
一
回
教
育
会
議
日
誌
の
分
析
を
中
心
に
―
」『
日
本
教
育
史
研

究
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
九
年
十
月
、
一
～
三
五
頁
。 

（
10
）
柏
木
敦
「『
学
制
』
期
に
お
け
る
公
教
育
の
生
成
と
地
方
教
育
行
政
組

織
―
第
一
大
学
区
第
二
回
教
育
会
議
日
誌
を
通
し
て
―
」兵
庫
県
立
大

学
『
人
文
論
集
』
第
四
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
～
三
五
頁
。 

（
11
）
湯
川
嘉
津
美
は
第
一
大
学
区
第
三
回
教
育
会
議
の
日
誌
の
分
析
を
中
心

に
協
議
内
容
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
湯
川
嘉
津
美
「
学
制
後
期

の
大
学
区
教
育
会
議
に
関
す
る
研
究
―
第
一
大
学
区
教
育
会
議
日
誌

の
分
析
を
中
心
に
―
」『
上
智
大
学
教
育
学
論
集
』
四
一
号
、
二
〇
〇
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六
年
、
三
九
～
六
五
頁
。 

（
12
）
佐
藤
秀
夫
『
教
育
の
文
化
史
３ 

史
実
の
検
証
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五

年
、
二
九
〇
頁
。
初
出
は
「
一
、
解
題
―
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年

の
学
事
諮
問
会
と
『
文
部
省
示
諭
』
と
に
関
す
る
研
究
―
」
国
立
教
育

研
究
所
第
一
研
究
部
教
育
史
料
調
査
室
編『
学
事
諮
問
会
と
文
部
省
示

諭 

教
育
史
資
料
一
』
国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
七
九
年
。 

（
13
）
佐
藤
秀
夫
、
前
掲
『
教
育
の
文
化
史
２ 

学
校
の
文
化
』
一
五
六
頁
。 

（
14
）「
第
一
大
学
区
教
育
会
議
章
程
」（「
東
京
府
史
料 

学
校
１
（
明
治
四

～
一
一
年
）」
一
八
七
六
年
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）。 

（
15
）「
教
育
会
議
規
則
」（「
東
京
府
史
料 

学
校
１
（
明
治
四
～
一
一
年
）」

一
八
七
六
年
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
）。 

（
16
）
湯
川
嘉
津
美
、
前
掲
「
学
制
期
の
大
学
区
教
育
会
議
に
関
す
る
研
究
―

第
一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
日
誌
の
分
析
を
中
心
に
―
」
一
一
頁
。 

（
17
）『
第
一
大
学
区
教
員
会
議
日
誌
』（
長
谷
川
家
文
書
一
四
八
、
埼
玉
県
立

文
書
館
所
蔵
）
巻
一
、
一
～
二
一
頁
。
以
下
、『
第
一
大
学
区
教
員
会

議
日
誌
』
か
ら
の
引
用
は
こ
の
文
献
に
よ
る
。
な
お
、
史
料
の
所
在
に

つ
い
て
は
湯
川
嘉
津
美
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
い
た
。 

（
18
）「
生
徒
」
は
「
生
徒
扣
所
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
19
）『
教
育
会
議
成
議
案
』（
小
林
（
正
）
家
文
書
一
九
二
〇
、
埼
玉
県
立
文

書
館
所
蔵
）
一
～
三
頁
。 

（
20
）『
理
事
功
程
』
巻
十
五
、
一
八
七
五
年
九
月
、
二
七
丁
～
四
五
丁
（
唐

沢
富
太
郎
編
『
明
治
初
期
教
育
稀
覯
書
集
成
』
第
三
輯
、
雄
松
堂
書
店
、

一
九
八
二
年
、
所
収
）。
以
下
、『
理
事
功
程
』
か
ら
の
引
用
は
こ
の
文

献
に
よ
る
。 

（
21
）
箕
作
麟
祥
訳
述
『
学
校
通
論
』
一
八
七
四
年
、
二
～
二
三
頁
、
五
一
～

六
五
頁
（
石
川
松
太
郎
監
修
『
近
代
日
本
学
校
教
育
論
講
座
』
２
、
ク

レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
）。
以
下
、『
学
校
通
論
』
か
ら
の
引

用
は
こ
の
文
献
に
よ
る
。 

（
22
）『
学
校
通
論
』
が
そ
の
後
の
諸
府
県
の
学
校
建
築
法
に
影
響
を
与
え
た

と
す
る
先
行
研
究
は
す
で
に
存
在
す
る
（
関
沢
勝
一
、
新
川
亮
馬
、
馬

渡
龍
「『
学
校
通
論
』(

原
著School Economy)

が
明
治
初
期
の
「
学

校
建
築
法
」
に
与
え
た
影
響
に
関
す
る
考
察
」『
日
本
建
築
学
会
計
画

系
論
文
集
』
五
二
七
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
七
～
一
四
二
頁
）。
た
し

か
に
府
県
が
『
学
校
通
論
』
を
直
接
参
照
し
た
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
『
学
校
通
論
』
が
第
一
大
学
区
第
一
回
教
育

会
議
の
「
成
議
案
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
「
成
議
案
」
が
各
府
県

の
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、小
学
校
建
築
に
関
す
る
情
報
の

広
が
り
を
説
明
す
る
う
え
で
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
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（
23
）「
独
乙
教
育
書
滴
訳 

小
学
校
新
築
ノ
論
」『
文
部
省
雑
誌
』第
一
二
号
、

一
八
七
五
年
七
月
、
二
～
三
頁
。 

（
24
）「
米
国
教
育
日
誌
抄
訳 

学
校
建
築
及
ヒ
教
員
ノ
事
」『
文
部
省
雑
誌
』

第
二
四
号
、
一
八
七
四
年
一
二
月
、
八
頁
。 

（
25
）「
英
国
小
学
校
建
築
規
則
」『
文
部
省
雑
誌
』
第
二
〇
号
、
一
八
七
四
年

一
一
月
、
二
七
頁
。 

（
26
）
佐
藤
秀
夫
「
第
三
編
第
一
章
第
二
節
の
六 

小
学
校
の
施
設
」
国
立
教

育
研
究
所
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
』
第
三
巻
、
学
校
教
育
１
、
教
育

研
究
振
興
会
、
一
九
七
四
年
、
一
〇
九
〇
頁
。 

（
27
）
会
議
が
終
了
し
て
四
ヵ
月
後
の
六
月
に
は
そ
の
内
容
が
『
教
育
雑
誌
』

掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
学
校
建
築
法
ノ
議
」『
教
育
雑
誌
』第
六
号
附
録
、

一
八
七
六
年
六
月
、
二
三
～
二
六
頁
。 

（
28
）『
第
一
大
学
区
教
育
会
議
日
誌
』（
長
谷
川
家
文
書
一
二
一
、
埼
玉
県
立

文
書
館
所
蔵
）
の
附
録
の
な
か
の
「
教
育
会
議
ノ
因
由
」
に
は
、「
此

ノ
議
会
タ
ル
既
ニ
各
員
ノ
私
設
ニ
係
ル
ヲ
以
テ
縦
令
ヒ
議
場
ニ
於
テ

可
否
ノ
決
ス
ル
所
ト
雖
ド
モ
未
タ
必
シ
モ
府
県
現
行
ノ
成
規
定
令
ヲ

廃
シ
以
テ
改
正
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
非
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

（
29
）
湯
川
嘉
津
美
は
、
茨
城
県
、
神
奈
川
県
、
埼
玉
県
を
例
に
あ
げ
て
、
第

一
大
学
区
第
一
回
教
育
会
議
が「
管
下
府
県
の
学
務
行
政
に
与
え
た
影

響
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
湯
川
嘉
津
美
、
前
掲

「
学
制
期
の
大
学
区
教
育
会
議
に
関
す
る
研
究
―
第
一
大
学
区
第
一

回
教
育
会
議
日
誌
の
分
析
を
中
心
に
―
」
三
〇
～
三
一
頁
。 
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三 

韓
国
学
校
給
食
序
説
―
現
状
と
課
題
― 

 

出
羽 

孝
行 

 

は
じ
め
に 

  

日
本
で
は
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
学
校
給
食
法
が
二
〇
〇
八
年
六
月
よ
り
施

行
さ
れ
た
。
改
正
さ
れ
た
法
律
で
は
、「
学
校
給
食
を
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指

導
」
の
実
施
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
学
校
で
の
食
育
を
推
進
す
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
た(

1)

。
従
来
か
ら
学
校
給
食
は
教
育
の
一
環
と
さ
れ
て
き
た

が
、こ
こ
に
来
て
学
校
給
食
に
お
け
る
教
育
的
側
面
が
よ
り
一
層
意
識
化
さ
れ
、

推
進
さ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
が
国
家
の
方
針
と
し
て
明
確
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。 

 

日
本
と
韓
国
の
学
校
給
食
は
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
は
じ
め
、
制
度
面
、
法
律
面
な
ど
で
か
な
り
類
似
し
た
部
分
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
教
育
観
・
文
化
観
か
ら
日
本
の
学
校
給
食
に
つ
い
て
言
及
し
た

川
口
は
、
日
本
の
学
校
教
育
の
特
徴
と
し
て
、
子
ど
も
を
時
間
的
・
空
間
的
・

身
体
的
に
拘
束
し
て
い
る
こ
と
や
、
子
ど
も
の
多
様
な
活
動
自
体
に
教
育
的
な

意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
韓
国
の
学
校
も
こ
う
し
た
側
面

が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る(

2)

。
つ
ま
り
、
人
間
の
基
本
的
な
欲
求
の

ひ
と
つ
で
あ
る
「
食
べ
る
」
と
い
う
行
為
自
体
も
教
育
的
に
意
味
あ
る
も
の
と

し
て
位
置
付
け
、
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
で
日
本
や
韓
国
の
学
校
は
教
育
活
動

を
構
成
さ
せ
て
い
る
。 

本
論
文
で
は
、
韓
国
の
学
校
給
食
の
現
状
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

中
で
、
学
校
教
育
、
ひ
い
て
は
韓
国
社
会
の
中
で
の
学
校
給
食
の
位
置
付
け
に

つ
い
て
着
目
し
た
。
そ
し
て
日
本
と
の
差
異
と
共
通
点
を
探
り
、
韓
国
の
学
校

給
食
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
本
研
究
は
今
後
、
筆
者
が
韓

国
の
学
校
給
食
を
探
っ
て
い
く
上
で
の
序
説
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。 

 

一
．
韓
国
の
学
校
給
食
制
度
の
変
遷 

 

韓
国
の
学
校
給
食
発
展
の
時
期
の
分
類
は
資
料
に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
は
見

ら
れ
る
が
、
京
畿
道
教
育
庁
が
発
行
す
る
『
学
校
給
食
管
理
実
務
』
に
よ
れ
ば
、

Ⅰ
．
外
国
援
助
給
食
期
（
一
九
五
三
～
一
九
七
二
）、
Ⅱ
．
自
立
給
食
期
（
一

九
七
三
～
一
九
七
七
）、
Ⅲ
．
給
食
制
度
定
着
期
（
一
九
七
八
～
一
九
九
二
）、

Ⅳ
．
給
食
拡
大
期
（
一
九
九
三
～
二
〇
〇
二
）、
Ⅴ
．
給
食
成
熟
期
（
二
〇
〇

三
～
現
在
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る(

3)

。
以
下
、
韓
国
の
学
校
給
食
の
変
遷
に

つ
い
て
概
観
す
る
。 
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（
一
） 

外
国
援
助
期
の
学
校
給
食 

 

韓
国
の
学
校
給
食
の
は
じ
ま
り
は
大
韓
民
国
成
立
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
を
経
た

一
九
五
三
年
に
ま
で
遡
る
。
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
政
府
か
ら
国
民
学
校(

4)

の
欠
食

児
童
の
給
食
用
と
し
て
牛
乳
一
四
万
ポ
ン
ド
が
送
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
っ

た(

5)

。
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
七
三
年
ま
で
の
間
、
主
に
米
国
か
ら
の
援
助

に
よ
っ
て
韓
国
の
学
校
給
食
は
継
続
さ
れ
て
き
た
。
一
九
五
三
年
三
月
に
カ
ナ

ダ
政
府
か
ら
牛
乳
の
援
助
が
な
さ
れ
た
後
、同
年
六
月
に
は
国
連
児
童
基
金（
以

下
、
ユ
ニ
セ
フ
）
か
ら
脱
脂
粉
乳
が
送
ら
れ
る
。
以
後
、
一
九
五
七
年
か
ら
は

ユ
ニ
セ
フ
の
事
業
を
引
き
継
い
だ
米
国
の
世
界
民
間
救
護
協
会
（CARE

）
が
一

九
六
六
年
ま
で
穀
物
を
援
助
す
る
。
そ
の
後
は
米
国
国
際
開
発
処
（USAID

）
に

よ
り
、
一
九
七
三
年
ま
で
穀
物
援
助
が
行
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
日
本
も
戦
後

間
も
な
い
一
九
四
六
年
よ
り
連
合
軍
総
司
令
部
や
ラ
ラ
（
ア
ジ
ア
救
済
連
盟
）、

ユ
ニ
セ
フ
な
ど
の
外
国
組
織
か
ら
学
校
給
食
用
物
資
の
援
助
を
受
け
て
い
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
調
印
し
た
一

九
五
一
年
を
最
後
に
米
国
の
ガ
リ
オ
ア
（GARIOA

）
資
金
が
打
ち
切
ら
れ
、
学

校
給
食
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る(

6)

。
日
本
へ
の
学
校
給
食
援
助
が
終
了
し
た

二
年
後
に
、
朝
鮮
戦
争
で
疲
弊
し
た
韓
国
に
学
校
給
食
向
け
の
援
助
が
開
始
さ

れ
た
事
実
は
興
味
深
い
。 

 

外
国
援
助
物
資
に
よ
る
学
校
給
食
を
行
っ
て
い
く
上
で
給
食
の
対
象
児
童
を

選
定
す
る
に
あ
た
り
、
援
助
物
資
の
量
に
応
じ
て
学
校
別
に
上
限
を
定
め
た
。

実
際
に
は
家
庭
で
一
食
以
上
欠
食
す
る
児
童
を
調
査
し
て
学
校
給
食
の
対
象
と

し
た
が
、
給
食
対
象
児
童
を
個
別
に
選
定
す
る
と
対
象
児
童
が
劣
等
感
を
抱
い

た
り
疎
外
感
を
持
つ
こ
と
を
懸
念
す
る
学
校
で
は
、
全
児
童
を
対
象
に
輪
番
で

給
食
を
実
施
し
て
い
た
と
い
う(

7)

。 

 

残
飯
処
理
な
ど
、
食
糧
の
廃
棄
量
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
韓
国

社
会
か
ら
す
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
国
家
成
立
後
か
ら
韓
国
の

食
糧
難
は
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
急
速
な
人

口
増
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
、
農
村
の
疲
弊
、
農
業
生
産
の
停
滞
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
、こ
う
し
た
食
糧
不
足
の
構
造
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
継
続
し
て
い
た(

8)

。 

 

法
律
面
で
は
、
一
九
六
七
年
三
月
に
学
校
保
健
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
中
の

第
一
二
条
で
「
国
民
学
校
の
児
童
に
対
し
て
は
文
教
部
令
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
給
食
を
実
施
す
る
」
と
定
め
ら
れ
、
学
校
給
食
は
こ
の
と
き
に
よ
う
や
く

法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
た(

9)

。 

 

（
二
） 

集
団
食
中
毒
と
米
飯
給
食
へ
の
転
換 

 
一
九
七
三
年
以
降
、
米
国
の
余
剰
生
産
物
支
援
が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
農
漁

村
の
欠
食
児
童
と
都
市
の
児
童
の
栄
養
の
偏
り
の
た
め
に
給
食
を
継
続
す
る
こ

と
と
し
、
政
府
の
責
任
に
よ
り
、
有
償
（
希
望
者
）
と
無
償
（
政
府
援
助
者
） 
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に
分
け
ら
れ
た
給
食
が
実
施
さ
れ
て
い
く(

10)

。
そ
の
た
め
、
七
〇
年
代
初
期

の
給
食
実
施
割
合
は
大
き
く
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
給
食
対
象
者
は
当
初
、

国
家
の
支
援
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
島
嶼
僻
地
の
国
民
学
校
三
年
生
以
上
と
一

般
国
民
学
校
の
貧
困
家
庭
の
児
童
に
限
ら
れ
、
回
数
も
従
来
の
週
五
回
か
ら
週

二
回
に
縮
小
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
表
１
に
よ
る
と
、
給
食
児
童

の
割
合
は
更
に
一
九
七
八
年
に
一
気
に
一
桁
台
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
一
九
七
七
年
に
発
生
し
た
集
団
食
中
毒
事
件
に
よ
る
も
の
で
あ
る(

11)

。

こ
の
事
件
は
一
九
七
七
年
九
月
一
六
日
の
給
食
に
出
さ
れ
た
ク
リ
ー
ム
パ
ン
を

食
べ
た
ソ
ウ
ル
市
内
の
国
民
学
校
五
二
校
七
、
八
七
二
名
の
児
童
が
嘔
吐
・
下

痢
な
ど
を
発
症
し
、
う
ち
九
四
八
名
が
入
院
、
一
名
が
死
亡
し
た
「
事
件
」
で

あ
る
。
事
件
の
背
景
と
し
て
は
、
ソ
ウ
ル
市
教
育
委
員
会
傘
下
の
四
つ
の
教
育

区
庁
の
国
民
学
校
に
独
占
的
に
パ
ン
を
供
給
し
て
き
た
韓
国
食
品
興
業
株
式
会

社
が
三
日
前
に
製
造
さ
れ
た
パ
ン
を
給
食
に
出
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
が
き
っ
か
け
で
パ
ン
給
食
が
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、

希
望
者
に
有
料
で
提
供
し
て
き
た
給
食
が
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。現
在（
二
〇
一
〇
年
）、韓
国
の
学
校
で
は
基
本
的
に
米
飯
給
食
で
あ
る
が
、

米
飯
給
食
が
確
立
し
て
い
る
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
件
も
関
係
し
て
い
る
。
ま

た
、
営
利
企
業
に
よ
る
給
食
事
業
は
食
中
毒
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、

近
年
に
お
け
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
論
調(

12)

も
こ
の
事
件
の
存
在
と
は
無
関
係

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

給
食
パ
ン
食
中
毒
事
件
後
の
七
〇
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
前
後
に
か
け
て
は
、

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
も
の
と
し
て
の
体
系
的
な
学
校
給
食
制
度

が
定
着
し
た
時
期
と
い
わ
れ
て
い
る(

13)

。
一
九
七
七
年
一
月
に
は
学
校
給
食

規
則
が
制
定
さ
れ
、
同
年
一
一
月
の
全
面
改
定
に
よ
り
学
校
栄
養
士
が
全
国
の

給
食
実
施
学
校
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
一
年
一
月
二

九
日
、
学
校
給
食
法
が
制
定
・
公
布
さ
れ
る
と
共
に
、
施
行
令
が
制
定
さ
れ
る
。

表１ 学校給食普及状況の変遷 

給食実施
学校数

総学生数
給食実施学
生数

給食比率
(%)

1974 5,618,768 1,402,042 24.9

1975 5,599,074 1,384,100 24.7
1976 5,503,707 1,309,225 23.8
1977 5,514,417 1,208,915 22.0
1978 382 5,604,365 141,611 2.5
1979 387 5,640,712 138,004 2.4
1980 425 5,658,002 159,619 2.8
1981 439 5,586,494 165,401 3.0
1982 441 5,465,248 169,216 3.1
1983 439 5,257,164 161,681 3.1
1984 464 5,040,958 171,174 3.4
1985 541 4,856,752 199,518 4.1
1986 569 4,798,323 213,101 4.4
1987 616 4,771,722 236,960 5.0
1988 660 4,819,357 253,636 5.3
1989 701 4,894,261 264,247 5.4
1990 765 4,868,713 291,075 6.0

※給食比率は当該年度における全国民学校生の中で給食
対象児童の割合を示す。
【出所】教育部『教育統計年報』各年度、及び文教部
『文教統計年報』各年度をもとに作成。
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こ
れ
に
よ
っ
て
学
校
給
食
の
実
施
対
象
や
給
食
施
設
、
専
任
職
員
の
配
置
、
そ

し
て
学
校
給
食
後
援
会
の
構
成
な
ど
、
学
校
給
食
を
行
う
上
で
の
制
度
的
な
条

件
整
備
が
揃
っ
た
。イ
ギ
リ
ス
で
学
校
給
食
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
七
五
年
後
、

日
本
の
学
校
給
食
法
制
定
か
ら
数
え
て
二
七
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
 

（
三
） 

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
学
校
給
食 

 

八
〇
年
代
に
入
り
、
学
校
給
食
事
業
は
文
教
部
（
現
、
教
育
科
学
技
術
部
）

か
ら
体
育
部
へ
移
管
さ
れ
た
が
（
一
九
八
二
年
）、
一
九
九
〇
年
に
は
再
び
文
教

部
に
移
管
さ
れ
る
と
い
う
、
動
き
の
激
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
学
校
給

食
の
実
施
範
囲
や
実
施
率
を
高
め
、
学
校
給
食
の
重
要
性
が
広
く
認
識
さ
れ
は

じ
め
る
と
と
も
に
、
栄
養
士
の
正
規
職
化
、
専
門
職
化
が
行
わ
れ
た(

14)

。
特

に
一
九
九
〇
年
一
二
月
に
改
正
さ
れ
た
学
校
給
食
法
施
行
令
で
は
五
〇
名
以
上

の
給
食
対
象
児
童
の
い
る
学
校
に
は
栄
養
士
、
五
〇
名
未
満
の
学
校
に
は
栄
養

士
か
文
教
部
令
で
定
め
る
有
資
格
者
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
、
一
人
の
栄
養
士
が

担
当
す
る
給
食
の
対
象
児
童
数
は
四
〇
〇
人
を
超
え
な
い
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。 

給
食
対
象
児
童
生
徒
の
割
合
は
一
九
八
九
年
に
は
国
民
学
校
の
給
食
比
率
は

島
嶼
僻
地
で
七
・
五
％
、
農
漁
村
地
域
で
六
・
二
％
、
都
市
地
域
で
は
〇
・
四
％

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
島
嶼
僻
地
と
農
漁
村
地
域
で
は
七

〇
％
、
都
市
地
域
で
は
五
〇
％
に
ま
で
引
き
上
げ
る
と
い
う
、
学
校
給
食
拡
大

発
展
方
案
が
、
大
統
領
選
挙
公
約
の
実
行
の
一
環
と
し
て
作
ら
れ
た(

15)

。
そ

し
て
、
一
九
九
一
年
一
二
月
に
は
第
七
次
経
済
社
会
発
展
五
ヵ
年
計
画
（
一
九

九
二
―
一
九
九
六
）
の
間
に
学
校
給
食
施
設
を
拡
大
し
、
一
九
九
七
年
に
は
全

国
民
学
校
で
学
校
給
食
を
実
施
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
表
２

表２ 1990年代以降の学校給食普及状況 

年度
給食実施学
校比率

給食実施学
生比率

給食実施学
校比率

給食実施学
生比率

給食実施学
校比率

給食実施学
生比率

1991 13.3 7.8
1992 16.3 10.2
1993 38.2 24.0
1994 37.1 22.3
1995 71.1 50.4
1996 88.4 67.9
1997 97.3 79.7 8.6 4.9 9.8 2.6
1998 99.2 86.5 30.3 11.6 35.0 9.1
1999 99.6 86.1 42.1 30.7 96.3 57.4
2000 99.9 88.1 56.6 40.4 94.7 57.4
2001 99.9 90.7 72.5 58.6 97.6 64.3
2002 99.9 89.9 88.7 82.0 97.8 71.9
2003 99.8 92.3 95.9 92.7 98.4 81.8
2004 99.9 94.3 97.9 94.7 98.7 85.8
2005 99.9 95.3 99.0 96.1 99.0 87.7
2006 100.0 96.4 99.3 97.8 99.3 91.3
2007 100.0 97.7 99.5 99.1 99.5 96.5
2008 100.0 98.1 99.9 98.9 99.5 95.7

初等学校 中学校 高等学校

【出所】韓国教育開発院『教育統計年報』教育科学技術部・韓国教育開発院、
各年度より作成。年度により発行者、編者は異なる。
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は
一
九
九
一
年
か
ら
の
学
校
給
食
拡
大
状
況
を
示
し
て
い
る
。こ
れ
に
よ
れ
ば
、

初
等
学
校
の
場
合
、
学
校
ベ
ー
ス
で
一
九
九
一
年
に
一
三
・
三
％
し
か
実
施
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
学
校
給
食
が
六
年
後
の
一
九
九
七
年
に
は
九
七
・
三
％
に
ま

で
拡
大
し
て
い
る
。
中
学
や
高
校
に
至
っ
て
は
デ
ー
タ
が
公
表
さ
れ
は
じ
め
た

一
九
九
七
年
か
ら
、
中
学
は
六
年
、
高
校
の
場
合
は
二
年
で
給
食
実
施
学
校
が

九
〇
％
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
学
校
種
毎
の
給
食
拡
大
計
画
と
実
施

状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る(

16)
。 

・
特
殊
学
校
：
障
害
児
童
教
育
福
祉
増
進
の
た
め
九
二
年
に
全
面
実
施
。 

・
初
等
学
校
：
九
三
～
九
七
年
ま
で
推
進
し
、
九
八
年
か
ら
全
面
実
施
。 

・
高
等
学
校
：
九
八
～
九
九
年
ま
で
推
進
し
、
九
九
年
二
学
期
か
ら
全
面

実
施
。 

・
中
学
校 

：
初
―
中
―
高
連
携
給
食
の
た
め
の
中
学
校
給
食
拡
大
要
求

が
増
大
し
、
九
八
～
〇
二
年
ま
で
推
進
。 

 

中
学
校
よ
り
も
高
等
学
校
の
給
食
が
優
先
的
に
実
施
さ
れ
た
の
は
大
学
入
試

準
備
な
ど
、
高
校
生
の
ほ
う
が
よ
り
勉
強
に
対
す
る
負
担
が
大
き
い
現
実
を
配

慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
小
学
校
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
学
校
で
実
施

さ
れ
て
い
る
が
、
中
学
校
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て
い
る
割
合
は
二
〇
〇
七
年

現
在
、学
校
割
合
で
七
五
・
四
％
、生
徒
数
の
割
合
で
六
八
・
八
％
で
あ
る(

17)

。

ま
た
、
高
等
学
校
は
夜
間
課
程
を
置
く
学
校
の
み
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
学
校

給
食
の
歴
史
的
経
験
は
日
本
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
長
い
が
、
学
校
教
育
の
中
で

占
め
る
位
置
付
け
（
普
及
割
合
、
重
要
度
）
は
近
年
の
韓
国
の
ほ
う
が
遙
か
に

高
い
。 

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
に
急
速
に
学
校
給
食
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
韓
国
の
教
育
改
革
は
小
学
校
で
の
英

語
教
育
の
導
入
を
は
じ
め
、
改
革
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
い
上
に
教
育
政
策
に
対
す

る
国
民
の
関
心
が
高
い
。初
等
学
校
の
学
校
給
食
普
及
が
第
一
四
代
大
統
領（
金

泳
三
）
の
選
挙
公
約
で
あ
り
、
中
学
校
や
高
校
で
の
普
及
は
第
一
五
代
大
統
領

（
金
大
中
）
の
選
挙
公
約
で
あ
っ
た
よ
う
に(

18)

、
教
育
政
策
は
―
現
実
は
別

と
し
て
も
―
国
民
の
投
票
行
動
に
影
響
を
与
え
る
と
意
識
さ
れ
る
ほ
ど
社
会
的

関
心
事
に
な
っ
て
い
る
点
が
日
本
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
い
え
る
。
急
速

な
制
度
普
及
の
た
め
の
現
実
的
方
法
と
し
て
は
、
一
九
九
三
年
に
議
員
立
法
で

改
正
さ
れ
た
学
校
給
食
法
に
基
づ
き
、
学
校
給
食
後
援
会
制
度
が
導
入
さ
れ
、

給
食
施
設
設
備
拡
充
に
必
要
な
経
費
を
保
護
者
な
ど
か
ら
調
達
で
き
る
よ
う
に

し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
九
九
六
年
に
は
国
会
議
員
総
選
挙
の
公

約
と
し
て
、
委
託
給
食
制
度
（
後
述
）
が
導
入
さ
れ
、
学
校
自
体
で
給
食
施
設

を
整
備
し
な
く
と
も
民
間
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
で
容
易
に
給
食
を
実
施
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
た
政
策
の
な
か
で
も
、
特
に
後
者
の
制
度
導
入
が
こ

れ
ま
で
対
象
と
さ
れ
ず
に
手
付
か
ず
で
あ
っ
た
中
学
校
と
高
校
の
学
校
給
食
を
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短
期
間
に
普
及
さ
せ
る
の
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
思
わ
れ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

短
期
間
で
普
及
さ
せ
た
学
校
給
食
制
度
は
様
々
な
問
題
点
を
内
包
さ
せ
る
に
至

っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
次
章
以
降
で
は
現
在
の
韓
国
の
学
校
給
食
の
位
置
付

け
や
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

二
．
韓
国
の
学
校
給
食
の
目
的
と
意
義 

 

（
一
） 

改
正
学
校
給
食
法
に
見
る
韓
国
の
学
校
給
食
の
概
念 

 

二
〇
〇
六
年
七
月
、
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
学
校
給
食
法
で
は
法
律
制
定
の

目
的
を
「
学
校
給
食
の
質
を
向
上
さ
せ
、
児
童
生
徒
の
健
全
な
心
身
の
発
達
と

国
民
の
食
生
活
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
」（
第
一
条
）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

学
校
給
食
の
対
象
は
初
等
学
校
・
公
民
学
校
、
中
学
校
・
高
等
公
民
学
校
、
高

等
学
校
・
高
等
技
術
学
校
、
特
殊
学
校
を
は
じ
め
、「
初
・
中
等
教
育
法
」
第
五

二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
労
青
尐
年
の
た
め
の
特
別
学
級
お
よ
び
産
業
体
付
設

中
・
高
等
学
校
以
外
に
、
教
育
監
が
必
要
と
認
め
る
学
校
と
し
、
地
方
教
育
行

政
の
裁
量
を
認
め
て
い
る(

19)

。 

 

学
校
給
食
法
が
全
面
改
正
に
至
る
経
緯
と
し
て
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
ソ

ウ
ル
市
内
の
一
校
で
発
生
し
た
食
中
毒
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る(

20)

。
こ
の
事
件

で
は
、
従
来
の
学
校
給
食
法
が
学
校
給
食
の
拡
大
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
そ

の
た
め
政
府
の
食
品
安
全
に
対
す
る
衛
生
管
理
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
特
に
委
託
給
食
制
度
が
こ
う
し
た
問
題
の
背
景
に
あ

る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
急
速
な
量
的
拡
大
の
ひ
ず
み
と
し
て
安
全
な
食
材
提

供
と
い
う
側
面
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
よ
り

安
全
性
の
高
い
制
度
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
改
正
の
背
景
に
あ
る
と
い

え
る
。 

 

改
正
の
内
容
と
し
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る(

21)

。 

①
学
校
給
食
経
費
負
担
制
度
の
変
更 

②
学
校
給
食
委
員
会
、
学
校
給
食
支
援
審
議
委
員
会
、
学
校
給
食
支
援
セ

ン
タ
ー
の
新
設 

③
疎
外
階
層
に
対
す
る
給
食
費
支
援
の
拡
大 

④
学
校
給
食
衛
生
・
安
全
管
理
の
強
化 

⑤
直
営
給
食
の
原
則 

⑥
学
校
給
食
関
連
懲
戒
、
及
び
処
罰
条
項
の
導
入 

 

①
に
つ
い
て
は
、
学
校
給
食
に
お
け
る
保
護
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

地
方
自
治
体
が
給
食
支
援
を
拡
大
で
き
る
よ
う
に
し
、
保
護
者
負
担
の
温
床
と

な
っ
て
い
た
学
校
給
食
後
援
会
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
が
該
当
す
る
。
ま
た
、

給
食
経
費
の
自
治
体
補
助
拡
大
で
は
よ
り
よ
い
品
質
の
食
材
確
保
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
②
で
言
及
さ
れ
て
い
る
学
校
給
食
委
員
会
と
は
、
教
育
監
の
下
に
置
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か
れ
、
副
教
育
監
を
委
員
長
と
し
て
関
係
公
務
員
、
保
護
者
、
食
材
生
産
者
団

体
代
表
な
ど
一
五
人
以
内
で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
で
あ
り
、
学
校
給
食
に
関
す

る
計
画
、
給
食
経
費
負
担
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
他
、
従
来
法
で
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
安
全
管
理
規
定
や
法
に

違
反
し
た
と
き
の
罰
則
規
定
を
盛
り
込
む
と
共
に
、
直
営
給
食
を
基
本
と
す
る

こ
と
を
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
改
正
内
容
で
最
も
目
に
付
く
こ

と
と
し
て
は
、
給
食
に
つ
い
て
は
各
学
校
が
責
任
を
持
っ
て
自
前
の
設
備
を
準

備
し
て
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
二
） 

学
校
給
食
の
意
義
と
効
果 

 

京
畿
道
教
育
庁
が
発
行
す
る
『
学
校
給
食
管
理
実
務
』
に
よ
れ
ば
、
学
校
教

育
の
目
的
は
、
①
成
長
期
の
児
童
生
徒
の
正
常
な
身
体
発
達
と
活
用
に
必
要
な

栄
養
を
提
供
す
る
こ
と
、
②
偏
食
矯
正
や
正
し
い
食
習
慣
指
導
、
及
び
栄
養
教

育
、
③
共
同
体
意
識
、
及
び
社
会
性
涵
養
、
④
国
民
の
食
生
活
改
善
に
寄
与
す

る
こ
と
と
し
て
い
る(

22)

。
ま
た
、
学
校
給
食
の
意
義
と
し
て
は
、
①
成
長
期

の
児
童
生
徒
の
発
育
と
健
康
に
必
要
な
栄
養
的
な
食
事
を
供
給
す
る
こ
と
で
心

身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
こ
と
、
②
給
食
提
供
の
み
な
ら
ず
、
児
童
生

徒
と
保
護
者
対
象
の
食
生
活
指
導
、
及
び
栄
養
教
育
を
通
じ
て
国
民
の
食
生
活

改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
、
③
給
食
を
通
じ
て
協
同
・
責
任
・
秩
序
・
共
同
体
意

識
な
ど
、
民
主
市
民
と
し
て
の
資
質
と
社
会
性
を
涵
養
し
て
全
人
的
人
間
を
育

成
す
る
こ
と
、
④
地
域
社
会
、
及
び
国
家
の
食
品
生
産
受
給
体
系
と
共
助
体
制

を
構
築
し
、
国
家
の
食
糧
政
策
に
寄
与
す
る
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
る(

23)

。
つ

ま
り
、韓
国
で
も
日
本
と
同
様
、卖
に
食
欲
を
満
た
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

学
校
給
食
は
教
育
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
「
教

育
に
お
け
る
モ
ノ
・
コ
ト
」
研
究
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
給
食
を

通
じ
た
正
し
い
食
習
慣
（
食
事
礼
節
を
含
む
）
の
育
成
や
社
会
性
の
涵
養
と
い

っ
た
側
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
李
ビ
ン
パ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
食
べ

る
と
い
う
こ
と
は
「
共
に
生
き
る
社
会
を
認
識
し
農
業
生
産
と
消
費
、
人
間
と

自
然
環
境
、
市
場
と
労
働
、
命
の
価
値
な
ど
を
悟
ら
せ
る
よ
い
教
育
材
料
で
あ

る
」
と
し
た
上
で
、「
学
校
で
の
給
食
教
育
は
我
々
が
幼
い
時
に
父
母
か
ら
受
け

た
『
食
卓
の
向
か
い
側
の
教
育
』
よ
り
も
一
次
元
昇
華
し
た
共
同
体
教
育
に
生

ま
れ
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」(

24)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
給
食
は
訓

育
的
な
教
育
機
能
ま
で
期
待
さ
れ
て
い
る
幅
の
広
い
教
育
活
動
で
あ
る
と
い
え

る
。 

 
学
校
給
食
に
お
け
る
こ
う
し
た
効
果
に
つ
い
て
、
質
問
紙
調
査
な
ど
を
通
じ

て
実
証
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
車
ウ
ン
ジ
ョ
ン
が
一
九

九
〇
年
に
ソ
ウ
ル
地
域
の
六
つ
の
国
民
学
校
の
児
童
、
保
護
者
を
対
象
に
実
施

し
た
質
問
紙
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
食
事
を
作
っ
て
く
れ
た
人
に
対
す
る
感
謝
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の
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
、
食
事
の
後
片
付
け
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り

と
、
食
事
の
礼
節
を
守
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う(

25)

。
ま
た
、
多
く
の
児
童

が
給
食
後
の
机
の
整
列
を
友
達
と
力
を
合
わ
せ
て
行
っ
た
り
、
皆
で
一
緒
に
食

事
を
す
る
こ
と
に
楽
し
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
学
校
給
食
活
動
が
共
同

体
意
識
と
社
交
性
を
涵
養
す
る
の
に
矯
正
的
な
影
響
を
与
え
た
と
解
釈
さ
れ

る
」(

26)

と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
食
と
農
業
と
い
う
点
か
ら
学
校
給
食
を
見
た
場
合
、
食
糧
政
策
と
い

う
点
か
ら
も
見
逃
せ
な
い
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
朴
ジ
ン
ウ
ク

は
一
九
八
一
年
に
学
校
給
食
法
が
成
立
し
て
か
ら
給
食
改
善
運
動
は
農
業
界
か

ら
始
め
ら
れ
た
と
し
、
輸
入
農
産
物
増
加
問
題
を
何
と
か
し
よ
う
と
す
る
農
業

団
体
と
市
民
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
学
校
給
食
で
国
内
農
産
物
を
使
用
す
る
た

め
の
論
議
を
提
起
し
た
と
い
う(

27)

。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で

の
国
内
農
業
団
体
の
生
き
残
り
と
、
安
全
な
食
材
を
求
め
る
消
費
者
の
目
的
が

一
致
し
た
と
こ
ろ
に
学
校
給
食
が
あ
る
と
の
側
面
も
見
逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
、

安
全
な
食
材
料
の
供
給
と
国
内
農
業
（
地
域
農
業
）
の
保
護
、
そ
れ
を
通
じ
た

地
域
共
同
体
意
識
の
涵
養
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

   

三
．
学
校
給
食
の
問
題
点
と
対
策 

 

（
一
） 

直
営
給
食
と
委
託
給
食 

 

改
正
さ
れ
た
学
校
給
食
法
で
は
委
託
給
食
の
直
営
化
が
明
示
さ
れ
た
が
、
前

述
の
よ
う
に
中
学
校
や
高
校
で
学
校
給
食
を
普
及
さ
せ
る
に
際
し
て
採
ら
れ
た

方
式
が
委
託
給
食
で
あ
る
。
委
託
給
食
と
は
給
食
業
務
の
一
部
、
又
は
す
べ
て

を
委
託
す
る
形
態
で
あ
り
、
一
九
九
六
年
に
導
入
さ
れ
た
時
点
で
は
校
内
の
給

食
施
設
や
業
務
の
全
て
を
委
託
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
全
部
委
託
」
の
み
で
あ
っ

た
が
、
二
〇
〇
六
年
に
改
定
さ
れ
た
学
校
給
食
法
で
「
一
部
委
託
」
が
導
入
さ

れ
た
。「
一
部
委
託
」
と
は
食
材
購
入
や
水
質
検
査
は
学
校
が
担
当
す
る
が
、
調

理
作
業
や
配
食
・
洗
浄
作
業
な
ど
の
給
食
作
業
の
一
部
を
委
託
す
る
方
式
で
あ

る
。「
全
部
委
託
」
に
は
校
内
の
給
食
施
設
や
業
務
の
全
て
を
委
託
す
る
や
り
方

（「
校
内
委
託
」）
と
、
給
食
施
設
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
学
校
が
業
者
に

委
託
し
て
校
外
で
調
理
さ
れ
た
食
品
を
運
ん
で
き
て
実
施
す
る
や
り
方（「
外
部

委
託
」）
が
あ
る
。 

表
３
は
地
域
別
に
給
食
実
施
形
態
の
状
況
を
示
し
た
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
現
在
、
初
等
学
校
で
は
九
九
・
六
％
の
学
校
が
直
営
給
食

を
実
施
し
て
い
る
が
、
中
学
校
で
は
八
四
・
六
％
、
高
等
学
校
で
は
六
九
・
九
％

に
と
ど
ま
る
。
地
域
別
格
差
も
大
き
く
、
ソ
ウ
ル
で
は
中
学
校
の
七
割
半
、
高 
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等
学
校
の
八
割
半
が
全
部
委
託
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
対
し
、
蔚
山
や
済
州
で
は

す
べ
て
の
中
学
校
、
高
校
で
直
営
給
食
が
実
現
し
て
い
る
。
全
体
の
傾
向
と
し

て
は
都
市
部
ほ
ど
直
営
給
食
実
施
が
遅
れ
て
い
る
。 

委
託
給
食
の
問
題
点
と
し
て
、
食
中
毒
発
生
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
教
育
科
学
技
術
部
の
調
査
に
よ
る
と
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇

〇
六
年
ま
で
の
六
年
間
で
、
委
託
給
食
で
の
事
故
発
生
率
は
直
営
給
食
の
五
・

八
倍
に
の
ぼ
る(

28)

。
一
般
的
に
給
食
事
故
発
生
の
背
景
と
し
て
は
、
食
材
料

生
産
と
流
通
段
階
の
安
全
性
確
保
の
不
備
、
学
校
卖
位
の
基
本
衛
生
管
理
の
不

備
、
そ
し
て
給
食
施
設
の
衛
生
的
側
面
の
考
慮
の
不
備
、
委
託
給
食
に
対
す
る

指
導
、
監
督
の
不
足
と
い
っ
た
構
造
的
問
題
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る(

29)

。

ま
た
、
保
護
者
が
支
払
う
給
食
費
に
占
め
る
食
材
費
の
割
合
は
一
般
的
に
、
直

営
給
食
の
場
合
は
平
均
六
五
～
七
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
委
託
給
食
の
場
合

は
平
均
五
五
～
六
五
％
と
い
わ
れ
る
よ
う
に(

30)

、
食
材
費
が
抑
え
ら
れ
る
傾

向
が
あ
る
。
こ
れ
が
結
果
的
に
業
者
の
利
益
確
保
の
た
め
に
質
の
低
い
食
材
が

使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
食
中
毒
事
故
の
発
生
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る(

31)

。 

   

表３ 学校給食形態動向(2009年) 

学校給食
直営比率

学校給食
一部委託
比率

学校給食
全部委託
比率

学校給食
直営比率

学校給食
一部委託
比率

学校給食
全部委託
比率

学校給食
直営比率

学校給食
一部委託
比率

学校給食
全部委託
比率

全体 99.6 0.0 0.4 84.6 0.7 14.7 69.9 1.0 29.4

ソウル 99.1 0.0 0.9 19.4 4.0 76.5 12.5 3.3 84.2

釜山 100.0 0.0 0.0 81.8 1.2 17.1 32.1 0.0 67.9
大邱 99.1 0.0 0.9 91.1 0.0 8.9 82.4 0.0 17.6
仁川 99.1 0.0 0.9 88.8 0.0 11.2 60.9 0.0 39.1
光州 100.0 0.0 0.0 91.7 0.0 8.3 89.1 0.0 10.9
大田 99.3 0.9 0.7 97.6 0.0 2.4 98.3 0.0 1.7
蔚山 99.1 0.1 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

京畿道 99.5 0.0 0.4 92.4 0.5 7.0 65.9 1.8 32.3
江原道 100.0 0.0 0.0 97.0 0.0 3.0 91.2 0.0 8.8

忠清北道 100.0 0.0 0.0 96.9 0.0 3.1 87.8 0.0 12.2
忠清南道 99.8 0.0 0.2 96.9 0.0 3.1 94.0 0.0 6.0
全羅北道 99.3 0.0 0.7 92.6 0.0 7.4 80.8 1.5 17.7
全羅南道 99.5 0.0 0.5 97.6 0.0 2.4 98.0 0.0 2.0
慶尚北道 100.0 0.0 0.0 92.4 0.4 7.2 86.0 1.0 13.0
慶尚南道 100.0 0.0 0.0 94.7 0.8 4.5 84.4 0.6 15.0
済州道 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

【出所】教育教育科学技術部「学校アルリミ」（http://www.schoolinfo.go.kr/index.jsp）で
検索（2010年1月20日）を行った結果を基に作成。

初等学校 中学校 高等学校
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（
二
） 

直
営
給
食
転
換
問
題
に
み
る
学
校
給
食
へ
の
社
会
的
関
心
の
高
ま

り 

実
際
に
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
六
年
に
ソ
ウ
ル
の
委
託
給
食
を
実
施
す
る

学
校
で
大
規
模
な
食
中
毒
事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
委
託
給
食
を

問
題
視
す
る
声
は
一
部
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
高
く
、
国
民
の
関
心
事
で
も
あ
る
。

学
校
給
食
法
改
正
に
あ
た
っ
て
も
、
委
託
給
食
を
認
め
れ
ば
政
府
が
委
託
給
食

業
者
の
立
場
を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
市
民
団
体
も
あ
る
ほ
ど

で
、
委
託
給
食
の
風
当
た
り
は
特
に
市
民
団
体
の
中
で
強
い(

32)

。
改
正
学
校

給
食
法
で
は
「
一
部
委
託
」
給
食
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
学
校
運
営
委

員
会
の
審
議
を
経
て
、
一
定
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
業
者
に
委
託
す
る
こ
と

と
し
、
こ
れ
に
加
え
て
義
務
教
育
段
階
の
学
校
に
は
管
轄
庁
へ
の
承
認
を
受
け

る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
全
部
委
託
」
は
「
学
校
給
食
要
件
上
不

可
避
な
場
合
」
の
み
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
法
附
則
に
よ
り
、
不

可
避
な
場
合
以
外
は
改
正
法
の
成
立
日
か
ら
三
年
以
内
に
直
営
給
食
に
転
換

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
猶
予
期
間
は
二
〇
一
〇
年
一
月
一
九
日
に
終

わ
り
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
委
託
給
食
の

割
合
が
多
い
ソ
ウ
ル
で
は
直
営
給
食
へ
の
転
換
を
延
長
し
よ
う
と
す
る
条
例

を
制
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
い
る
。 

ソ
ウ
ル
私
立
中
・
高
校
校
長
会
は
二
〇
〇
九
年
一
二
月
九
日
、「
直
営
給
食

一
括
転
換
即
時
中
断
せ
よ
」
と
の
声
明
を
発
表
し
、
改
正
学
校
給
食
法
が
規
定

し
た
「
委
託
給
食
の
直
営
給
食
へ
の
転
換
」
原
則
へ
の
反
対
声
明
を
出
し
た

(

33)

。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
八
日
、
ソ
ウ
ル
教
育
庁
傘
下
の
学
校
給
食

委
員
会
は
、
学
校
給
食
法
施
行
令
で
規
定
さ
れ
た
、
直
営
給
食
転
換
が
難
し
く

委
託
給
食
を
行
う
「
不
可
避
な
事
由
」
に
昼
食
・
夕
食
給
食
を
実
施
す
る
中
学

高
校
を
含
め
さ
せ
、
二
〇
一
一
年
二
月
末
ま
で
直
営
化
猶
予
を
認
め
た(

34)

。 

直
営
給
食
に
反
対
す
る
学
校
側
の
意
見
と
し
て
は
、
①
学
校
や
教
職
員
の
業

務
増
加
と
、
そ
れ
に
よ
る
通
常
業
務
へ
の
悪
影
響
へ
の
懸
念
、
②
給
食
費
の
増

加
、
③
調
理
員
の
確
保
や
管
理
の
困
難
化
（
正
規
職
調
理
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
な

ど
へ
の
対
処
を
含
む
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(

35)

。
ま
た
、
学
校
給
食
直

営
化
を
推
進
し
て
き
た
市
民
団
体
で
あ
る
「
安
全
な
学
校
給
食
の
た
め
の
国
民

運
動
本
部
」
に
対
し
、「
公
教
育
を
活
か
す
保
護
者
連
合
」
や
「
韓
国
教
員
団

体
総
連
合
会
」
と
い
っ
た
団
体
は
直
営
給
食
へ
の
一
律
転
換
に
批
判
的
で
あ
り
、

学
校
給
食
直
営
化
問
題
は
韓
国
の
一
般
的
な
政
治
構
図
で
あ
る
「
保
守
対
進

歩
」
の
政
治
対
立
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
と
言
わ
れ
る(

36)

。
特
に
、
学
校
教

育
法
が
改
正
さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
は
進
歩
主
義
的
政
策
を
採
る
盧

武
鉉
政
権
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
猶
予
期
間
を
経
て
改
正
法
を
本
格
的
に
遵
守

さ
せ
て
い
く
時
に
は
李
明
博
大
統
領
に
代
表
さ
れ
る
保
守
政
権
で
あ
る
と
い

う
韓
国
の
政
治
構
造
の
変
化
も
こ
の
問
題
に
は
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。 

図
１
は
近
年
に
お
け
る
日
本
と
韓
国
の
学
校
給
食
の
委
託
状
況
の
推
移
で

あ
る(

37)
。
委
託
の
制
度
上
の
違
い
が
あ
る
の
で
卖
純
に
は
比
較
で
き
な
い
が
、

日
本
と
韓
国
で
は
学
校
給
食
の
民
間
委
託
の
推
進
状
況
に
お
い
て
、
正
反
対
の

傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
学
校
給
食
を
通
じ
て
「
食
育
」
を
推
進
し
て
い
こ
う
と

す
る
日
本
で
も
、
韓
国
に
お
け
る
「
直
営
給
食
」
問
題
を
通
し
て
、
公
教
育
の

一
環
と
し
て
の
学
校
給
食
を
も
う
一
度
見
直
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

（
三
） 

学
校
給
食
の
保
護
者
負
担 

 

給
食
費
は
年
間
の
学
校
会
計
の
中
で
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て
お
り(

38)

、

財
政
面
か
ら
み
て
も
学
校
教
育
の
中
で
給
食
の
占
め
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
決
し
て

小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
日
本
で
は
保
護
者
負
担
は
食
材
費
部
分
の
み
で
あ
る

が
、
韓
国
の
場
合
、
施
設
・
設
備
費
は
学
校
設
立
経
営
者
負
担
（
国
や
地
方
自

治
体
の
支
援
可
能
）
で
あ
る
も
の
の
、
運
営
費
は
学
校
設
立
経
営
者
負
担
と
し

つ
つ
も
保
護
者
が
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
運
営
費
の

詳
細
は
表
４
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
表
で
は
学
校
給
食
法
改
正
前
と
改
正
後
を

対
比
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
食
品
費
は
保
護
者
負
担
を
原
則
と
し
て
い
る

が
、
地
方
自
治
体
の
支
援
が
可
能
と
し
、
給
食
の
質
の
向
上
が
考
慮
さ
れ
て
い

る
。
学
校
給
食
法
改
正
前
と
比
較
す
る
と
、
運
営
費
の
中
の
消
耗
品
な
ど
の
経

費
が
保
護
者
負
担
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
学
校
設
立
者
に
よ
る
負
担
を
原
則
と

さ
れ
る
等
、保
護
者
の
負
担
割
合
を
減
尐
さ
せ
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。た
だ
、

給
食
経
費
の
負
担
と
支
出
の
割
合
を
示
し
た
表
５
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
保
護

者
負
担
は
六
割
か
ら
七
割
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
食
品

費
の
公
的
負
担
割
合
を
増
加
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。 

図１ 学校給食の外部委託率の推移（日韓比較） 

【出所】
大韓民国教育科学技術部「2008年度 学校給食実施状況」
（http://www.mest.go.kr/me_kor/teacher/teacher1/index
.html［2010年1月20日閲覧］）、及び文部科学省「学校
給食実施状況調査」各年度
（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index24a.ht
m［2010年1月20日閲覧］）より作成。
※ 日本のデータは調理の外部委託率。
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二
〇
〇
九
年
現
在
、
初
等
学
校
の
一
食
あ
た
り
の
給
食
費
は
平
均
で
一
、
八

六
三
ウ
ォ
ン
、
中
学
校
は
二
、
三
六
八
ウ
ォ
ン
、
高
等
学
校
は
二
、
四
三
八
ウ

ォ
ン
で
あ
る(

39)

。
ち
な
み
に
、
一
八
六
三
ウ
ォ
ン
は
日
本
円
に
換
算
す
る
と

約
一
四
九
円
で
あ
り(

40)

、
韓
国
の
物
価
感
覚
か
ら
し
て
決
し
て
高
額
と
は
言

え
な
い
が
、
保
護
者
の
負
担
項
目
や
負
担
割
合
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
分
、
地

域
や
学
校
毎
に
差
が
大
き
い
。
な
お
、
日
本
の
全
国
平
均
の
給
食
費
は
二
〇
〇

八
年
現
在
で
、
一
月
あ
た
り
小
学
校
低
学
年
が
四
、
〇
〇
四
円
、
中
学
年
が
四
、

〇
二
二
円
、
高
学
年
が
四
、
〇
三
三
円
、
中
学
生
が
四
、
五
七
七
円
で
あ
る
か

ら(

41)

、
一
食
あ
た
り
二
〇
〇
円
前
後
で
あ
る
。
給
食
は
学
校
教
育
の
一
部
で

あ
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
特
に
義
務
教
育
段
階
で
は
給
食
費
を
一
部
と
は

い
え
、受
益
者
負
担
に
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

日
本
で
も
学
校
給
食
無
償
化
を
主
張
す
る
声
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
韓
国
の
ほ

う
が
学
校
給
食
無
償
化
は
社
会
的
関
心
事
で
あ
り
、
実
際
に
一
部
の
自
治
体
も

無
償
化
政
策
に
積
極
的
で
あ
る(

42)

。 

 

（
四
） 

学
校
給
食
改
善
総
合
対
策
と
食
生
活
指
導 

 
教
育
人
的
資
源
部
（
当
時
）
は
「
学
校
給
食
改
善
総
合
対
策
（
二
〇
〇
七
～

二
〇
一
一
）」
で
、「
学
校
給
食
改
善
総
合
対
策
推
進
戦
略
」
を
打
ち
出
し
、
二

〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
五
年
間
で
三
二
の
課
題
を
推
進
し
、
二
兆
二
、

表４ 学校給食法改定前と改定後給食運営費負担の比較 

表５ 学校給食経費(2008年)（単位：億ウォン） 

区分 改定前 改定後

・学校設立経営者負担原則

　学校給食後援会負担可能

・学校設立経営者負担原則 ・学校設立・経営者負担原則

　保護者負担可能 　保護者負担可能

【出所】教育人的資源部学校体育保健給食課『学校給食法令解説書』2007年、p.18

施設・設備の維持費 ・学校設立・経営者負担原則

燃料費、従事者人件
費

消耗品費など、その
他の経費

給
食
運
営
費 ・設立・経営者は保護者の負担を

軽減するように努力
・保護者負担

29,312 (67.0%)

12,385 (28.3%)

1,703 (3.9%)

351 (0.8%)

43,751 (100.0%)

25,293 (57.8%)

人件費 10,654 (24.4%)

燃料費その他 3,383 (7.7%)

施設維持費 224 (0.5%)

小計 14,261 (32.6%)

4,197 (9.6%)

43,751 (100.0%)

負
担
主
体
別

食品費

支
出
項
目
別

保護者負担

教育費特別会計

地方自治団体

【出所】大韓民国教育科学技術部「2008年度　学校給
食実施状況」
（http://www.mest.go.kr/me_kor/teacher/teacher1/i

ndex.html［2010年1月20確認］）、p.2の表より作成。

発展基金／その他

計

運
営
費

施設設備費

計
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五
八
四
ウ
ォ
ン
を
投
資
す
る
計
画
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る

③
優
秀
な
食
材
料
の
使
用
拡
大
、
④
政
府
・
自
治
体
の
支
援
拡
大
、
⑤
学
校
給

食
運
営
の
内
実
化
、
⑥
指
導
・
監
督
シ
ス
テ
ム
の
改
善
で
あ
る(

43)

。
学
校
給

食
と
教
育
と
の
関
連
に
注
目
す
る
立
場
と
し
て
は
こ
の
中
で
も
②
の
栄
養
管

理
・
食
生
活
指
導
の
強
化
に
着
目
し
た
い
。 

 

こ
の
「
栄
養
管
理
・
食
生
活
指
導
の
強
化
」
は
、「
学
校
給
食
栄
養
管
理
の
強

化
」、「
正
し
い
食
事
選
択
能
力
の
涵
養
」、
そ
し
て
「
食
事
指
導
及
び
栄
養
相
談

の
実
施
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る(

44)
。
こ
こ
で
二
つ
目
に
挙
げ
た
「
正
し
い
食

事
選
択
能
力
の
涵
養
」
で
は
、
空
き
教
室
を
使
っ
て
「
食
事
礼
節
室
」
を
設
け
、

担
任
教
師
と
児
童
生
徒
が
共
に
食
事
の
礼
節
を
体
験
し
た
り
、
特
別
活
動
や
裁

量
活
動
の
時
間
に
「
食
生
活
の
文
化
ク
ラ
ス
」
を
運
営
し
て
児
童
生
徒
の
食
生

活
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
韓

国
型
の
伝
統
食
文
化
継
承
教
育
事
業
を
行
う
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
で

は
二
〇
〇
九
年
に
農
林
水
産
食
品
部
（
日
本
の
農
林
水
産
省
と
厚
生
労
働
省
に

相
当
）
が
「
韓
食
世
界
化
推
進
戦
略
方
案
」
を
発
表
し
、
二
〇
一
七
年
ま
で
に

韓
国
料
理
を
世
界
五
大
料
理
作
り
上
げ
る
計
画
を
立
て
て
い
る(

45)

。
食
の
欧

米
化
が
進
む
中
、
学
校
給
食
を
通
じ
て
民
族
伝
統
食
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ

と
は
国
内
農
業
の
振
興
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
韓
食
世
界
化
推
進
戦
略
方
案
」
に
よ

っ
て
広
く
世
界
に
韓
国
料
理
を
広
め
て
い
く
と
い
う
国
家
戦
略
に
も
結
び
つ
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

四
．
韓
国
の
学
校
給
食
の
特
徴
―
日
本
と
比
較
し
て
― 

  

こ
れ
ま
で
韓
国
の
学
校
給
食
の
発
展
の
過
程
と
現
在
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い

て
、
日
本
の
状
況
な
ど
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は

日
本
と
の
共
通
点
と
相
違
点
に
分
類
し
て
、
韓
国
の
学
校
給
食
の
特
徴
に
つ
い

て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

 

ま
ず
、
共
通
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
学
校
給
食
は
教
育
の
一
環
と
し
て
運

営
さ
れ
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
、
共
同
体
の
構
築
や
社
会
性
の
涵
養
と
い
っ
た

側
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
給
食
の
実
施
場
所
に
も
よ
る

が
、
給
食
当
番
が
給
食
の
準
備
を
し
て
皆
で
同
じ
食
べ
物
を
食
べ
る
と
い
う
行

為
の
中
か
ら
、
食
事
礼
節
の
教
育
の
み
な
ら
ず
、
人
間
同
士
の
繋
が
り
や
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
を
獲
得
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

二
つ
目
は
、
学
校
給
食
は
国
の
農
業
政
策
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
児
童
生
徒
が
学
校
給
食
を
経
験
し

て
い
る
た
め
、
学
校
給
食
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
食
材
や
料
理
は
子
ど
も
た
ち
の

印
象
に
残
り
、
将
来
国
民
全
体
の
食
生
活
に
与
え
る
影
響
も
大
き
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
学
校
給
食
の
米
の
消
費
は
伝
統
食
文
化
の
継
承
の
み
な
ら
ず
、
余
剰
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農
産
物
の
利
用
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に(

46)

、
余
剰
米

が
発
生
す
る
と
そ
の
消
費
が
結
果
と
し
て
学
校
給
食
に
回
さ
れ
る
側
面
も
あ
る
。

ま
た
、
国
内
農
業
を
振
興
さ
せ
る
た
め
の
農
業
政
策
と
、
地
域
で
採
れ
た
安
全

な
農
産
物
を
使
う
と
い
う
「
教
育
的
配
慮
」
が
一
致
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
は

典
型
的
で
あ
る
。 

 

次
に
、
日
本
と
の
相
違
点
か
ら
韓
国
の
学
校
給
食
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
す
れ

ば
、
一
つ
目
に
給
食
事
業
は
学
校
が
責
任
を
持
っ
て
直
接
行
う
べ
き
と
の
考
え

が
強
固
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
韓
国
で
は
大
規
模
な
食
中
毒
事
件
が
発

生
し
た
た
め
、
委
託
給
食
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
直
営
給
食
が
目
指
さ
れ

た
と
い
う
経
緯
は
日
本
と
は
異
な
る
が
、
根
本
と
し
て
は
学
校
で
の
食
事
は
学

校
が
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
国
家
（
地
方
自
治
体
）
が
国
民
の

食
を
保
障
す
べ
き
と
い
う
考
え
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
学
校
給

食
無
償
化
が
日
本
よ
り
活
発
に
議
論
さ
れ
、
ま
た
実
現
に
向
け
て
取
り
組
み
が

な
さ
れ
て
い
る
事
実
は
こ
う
し
た
考
え
の
反
映
と
思
わ
れ
る
。
委
託
給
食
よ
り

も
学
校
が
直
営
で
給
食
事
業
を
手
が
け
る
方
が
学
校
に
と
っ
て
は
負
担
で
あ
る

の
に
違
い
な
い
が
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
子
ど
も
た
ち
に
、
よ
り
安

全
に
食
事
を
提
供
す
る
の
は
国
や
学
校
が
負
う
べ
き
義
務
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。 

 

二
つ
目
に
指
摘
で
き
る
の
は
学
校
給
食
を
通
じ
て
自
民
族
の
伝
統
食
文
化
を

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
パ
ン
よ
り
も
手
間

の
か
か
る
米
飯
主
体
の
学
校
給
食
は
典
型
的
な
例
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日

本
で
も
「
食
育
」
を
進
め
て
い
く
中
で
、「
地
産
地
消
」
や
、
国
産
農
産
物
の
消

費
拡
大
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
七
年
現
在
の
週
当
た
り
米
飯
給
食
実

施
率
は
三
・
一
回
で
あ
り
、
米
飯
給
食
が
当
然
に
な
っ
て
い
る
韓
国
に
比
べ
、

実
施
率
は
低
い(

47)

。
安
山
市
と
釜
山
市
の
小
学
校
で
の
学
校
給
食
を
対
象
に

行
わ
れ
た
研
究
で
は
、
韓
国
も
給
食
も
外
国
料
理
の
影
響
を
受
け
た
「
外
国
・

折
衷
献
立
」
が
増
加
し
て
い
る
と
の
研
究
が
あ
る
一
方(

48)

、
日
本
の
西
宮
市

と
韓
国
の
済
州
市
の
学
校
給
食
を
比
較
し
た
康
薔
薇
ら
は
済
州
市
の
学
校
給
食

の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
地
域
食
材
、
郷
土
食
、
伝
統
料
理
が
積
極
的
に
導
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

49)

。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
校
給
食

を
通
じ
て
積
極
的
に
民
族
伝
統
食
文
化
を
児
童
生
徒
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う

と
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。 

 

こ
う
し
た
動
き
と
相
ま
っ
て
、
学
校
給
食
に
対
す
る
国
民
の
注
目
度
は
非
常

に
高
い
。
特
に
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
学
校
給
食
普
及
政
策
は
国
政
選
挙
の

公
約
に
掲
げ
ら
れ
る
な
ど
、
学
校
給
食
の
あ
り
方
は
政
治
動
向
を
も
左
右
す
る

要
素
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
給
食
に
対
す
る
国
民
の
ま
な
ざ
し
は
政
治
家
を
動

か
す
ほ
ど
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

  

以
上
、
韓
国
の
学
校
給
食
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
日
本
の
学
校

給
食
と
は
共
通
点
も
多
い
も
の
の
、
学
校
給
食
へ
の
関
心
度
な
ど
の
違
い
を
は

じ
め
、
相
違
点
も
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、「
学
校
給
食
は

教
育
の
一
環
」
と
い
う
最
も
根
本
的
な
部
分
で
両
国
は
一
致
し
て
い
る
。
本
論

文
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
国
の
学
校
給
食
研
究
を
行
う
上
で
の
序
説
と

の
立
場
で
作
成
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
歴
史
、
政
策
な
ど
、
広
範
な
視
点
か

ら
考
察
で
き
た
反
面
、
表
層
的
な
考
察
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
も

存
在
す
る
。
ま
た
、
実
際
の
教
室
現
場
を
観
察
し
た
上
で
の
学
校
給
食
の
機
能

に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
韓
国
の
学
校
給
食
を
分
析
し
て
い

く
こ
と
は
「
教
育
に
お
け
る
モ
ノ
・
コ
ト
」
研
究
に
と
っ
て
意
義
あ
る
こ
と
は

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
実
際
の
教
室
（
食
堂
）
で
の
実
施
状
況
か

ら
学
校
給
食
の
韓
国
的
特
徴
と
そ
の
要
因
を
分
析
し
て
い
き
、
児
童
生
徒
・
教

師
・
保
護
者
の
意
見
を
考
察
す
る
こ
と
で
学
校
給
食
が
教
育
活
動
に
具
体
的
に

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

 

【
付
記
】 

本
研
究
は
平
成
二
〇
年
度
～
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
研
究
代
表
者
：
添
田
晴
雄
、
研
究
課
題
名
：

深
層
構
造
と
し
て
の
教
育
文
化
解
明
の
た
め
の
比
較
教
育
文
化
（「
モ
ノ
」「
コ
ト
」）

史
研
究
、
課
題
番
号
：
二
〇
三
三
〇
一
七
五
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。 

  
 
 

注 

（
1
）
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
に
成
立
し
た
「
食
育
基
本
法
」
で
も
食
育
の
重
要

性
が
謳
わ
れ
て
い
る
。 

（
2
）
川
口
仁
志
「
学
校
給
食
に
つ
い
て
の
比
較
教
育
論
的
・
文
化
論
的
考
察
」

〔
比
較
教
育
風
俗
研
究
会
『
研
究
談
叢 

比
較
教
育
風
俗
』
第
八
号
、

二
〇
〇
三
年
〕、
一
四
～
一
五
頁
参
照
。 

（
3
）
경
기
도
교
육
감 

김
진
춘
『
학
교
급
식
관
리 

실
무
』
（
京
畿
道
教
育 

監 

金
ジ
ン
チ
ュ
ン
『
学
校
給
食
管
理
実
務
』）、
二
〇
〇
七
年
、
四
～

五
頁
参
照
。
な
お
、『
学
校
保
健
（
給
食
）
５
０
年
史
』
で
は
、 

一
九
七
八
年
以
降
、
「
制
度
確
立
期
」
（
一
九
七
八
～
一
九
八
一
）

、
「
管
理
体
制
転
換
期
」
（
一
九
八
二
～
一
九
八
九
）
、
「
制
度
拡

充
期
、
及
び
拡
大
期
」
（
一
九
九
〇
～
一
九
九
五
）
、
「
運
営
体
制 

大
変
化
期
」
（
一
九
九
六
）
、
「
栄
養
教
育
確
立
期
」
（
一
九
九
七

）
、
「
給
食
対
象
拡
充
期
」
（
一
九
九
八
～
二
〇
〇
〇
）
に
分
け
た

も
の
も
見
ら
れ
る
（
２
０
０
０
년 

교
육
정
책
과
제 

“
학
교
보
건(

급 



－55－ 

식)

５
０
년
사 

및 

활
성
화
방
안
에
관
한
연
구
” 

편
찬
『
학
교
보
건 

(

급
식)

５
０
년
사
』
교
육
인
적
자
원
부
（
２
０
０
０
年
教
育
政
策
課

題
〝
学
校
保
健
（
給
食
）
５
０
年
史
及
び
活
性
化
方
案
に
関
す
る
研 

究
〟
編
纂
『
学
校
保
健
（
給
食
）
５
０
年
史
』
教
育
人
的
資
源
部
）、

二
〇
〇
一
年
、
一
九
一
～
二
〇
〇
頁
参
照
）。 

（
4
）
日
本
の
小
学
校
に
相
当
。
一
九
九
五
年
に
「
初
等
学
校
」
に
名
称
を
変

更
し
た
。
本
論
文
で
は
時
期
に
よ
っ
て
呼
称
を
使
い
分
け
る
。 

（
5
）
韓
国
の
学
校
給
食
史
に
つ
い
て
は
、
학
교
급
식
백
서
편
찬
위
원
회 

『
학
교
급
식
백
서
』
（
学
校
給
食
白
書
編
纂
委
員
会
『
学
校
給
食
白

書
』
）
一
九
七
八
年
、
五
三
～
一
〇
九
頁
や
、
２
０
０
０
년 

교
육 

정
책
과
제
“
학
교
보
건(

급
식)

５
０
년
사 

및 
활
성
화
방
안
에
관
한 

연
구
”
、
前
掲
書
、
一
九
一
～
二
八
三
頁
、
及
び
경
기
도
교
육
감 

김
진
춘
、
前
掲
書
、
四
～
五
頁
な
ど
を
参
照
。 

（
6
）
体
育
局
学
校
保
健
教
育
課
「
学
校
給
食
の
あ
ゆ
み
と
現
状
」〔
文
部
省

『
文
部
時
報
』
一
三
九
四
号
〕、
一
九
八
九
年
、
四
七
頁
参
照
。 

（
7
）
学
校
給
食
白
書
編
纂
委
員
会
、
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
参
照
。 

（
8
）
三
浦
洋
子
『
朝
鮮
半
島
の
食
糧
シ
ス
テ
ム
―
单
の
飽
食
、
北
の
飢
餓
―
』

明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
七
頁
参
照
。 

（
9
）
し
か
し
、
施
行
令
そ
の
も
の
は
一
九
七
七
年
ま
で
制
定
さ
れ
な
か
っ
た

（
学
校
給
食
白
書
編
纂
委
員
会
、
前
掲
書
、
九
一
頁
）。 

（
10
）
『
한
국
교
육
１
０
０
년
사
』
교
육
신
문
사
（
『
韓
国
教
育
１
０
０
年

史
』
教
育
新
聞
社
）
、
一
九
九
九
年
、
四
五
一
頁
参
照
。 

（
11
）
給
食
パ
ン
食
中
毒
事
件
に
つ
い
て
は
同
右
書
、
四
五
〇
～
四
五
一
頁
、

及
び
「
給
食
빵 

먹
고 

國
民
校
生 

집
단
食
中
毒
」『
동
아
일
보
』（「
給

食
パ
ン
食
べ
国
民
学
校
生 

集
団
食
中
毒
」『
東
亜
日
報
』）
一
九
七
七

年
九
月
一
七
日
付
、
七
面
参
照
。 

（
12
）
韓
国
言
論
財
団
の
サ
イ
ト
（http://www.mediagaon.or.kr/

）
で

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間

に
、
見
出
し
又
は
本
文
に
「
学
校
給
食
」、「
食
中
毒
」
が
含
ま
れ
た
一

般
紙
（
全
国
紙
、
地
方
紙
）
の
記
事
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
二
、
二
八

二
件
ヒ
ッ
ト
し
た
。
ま
た
、
同
様
の
条
件
で
「
学
校
」、「
委
託
給
食
」、

「
食
中
毒
」
の
語
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
五
八
八
件
ヒ
ッ
ト
し
た
。
つ
ま

り
、過
去
四
年
間
の
学
校
給
食
で
の
食
中
毒
に
関
わ
る
記
事
の
四
分
の

一
は
民
間
業
者
に
委
託
し
た
給
食
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

（
13
）
２
０
０
０
년 

교
육
정
책
과
제
“
학
교
보
건(

급
식)

５
０
년
사 

및 
활
성
화
방
안
에
관
한
연
구
”
、
前
掲
書
、
一
九
三
～
一
九
四
参
照
。 

（
14
）
同
右
書
、
一
九
四
頁
参
照
。 
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（
15
）
同
右
書
、
一
九
五
頁
参
照
。 

（
16
）
교
육
인
적
자
원
부
『
학
교
급
식 

개
선 

종
합
대
책
（
２
０
０
７
～ 

２
０
１
１
년
）』（
教
育
人
的
資
源
部
『
学
校
給
食
改
善
総
合
対
策
（
二

〇
〇
七
～
二
〇
一
一
年
）』）、
二
〇
〇
七
年
、
六
頁
な
ど
参
照
。 

（
17
）
文
部
科
学
省
「 
学
校
給
食
実
施
状
況
調
査
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
日

現
在
）」、（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/kyusyo 

ku/1288995.htm

［
二
〇
〇
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧
］）
参
照
、。 

（
18
）
교
육
인
적
자
원
부
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
参
照
。 

（
19
）
韓
国
の
地
方
教
育
自
治
制
度
は
道
・
市
（
特
別
市
、
広
域
市
）
が
基
礎

卖
位
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
教
育
庁
が
置
か
れ
て
い
る
。
教

育
監
は
地
方
教
育
庁
の
ト
ッ
プ
で
あ
り
、日
本
で
い
う
教
育
長
に
該
当

す
る
。
但
し
、
日
本
の
教
育
長
が
一
般
行
政
の
首
長
に
よ
っ
て
任
命
さ

れ
た
教
育
委
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
の
に
対
し
、教
育
監
は
住
民
に
よ

る
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ
り
、韓
国
で
は

一
般
行
政
に
対
す
る
教
育
行
政
の
独
立
性
が
高
い
。 

（
20
）
以
下
、
学
校
給
食
法
改
正
の
背
景
や
、
改
正
内
容
に
関
し
て
は
교
육 

인
적
자
원
부 

학
교
체
육
보
건
급
식
과
『
학
교
급
식
법
령 

해
설
서
』 

（
教
育
人
的
資
源
部
学
校
体
育
保
健
給
食
課
『
学
校
給
食
法
令
解
説

書
』）、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
八
～
二
〇
一
頁
を
参
照
し
た
。 

（
21
）
교
육
인
적
자
원
부 

학
교
체
육
보
건
급
식
과
、
前
掲
書
、
一
九
九
～ 

二
〇
一
頁
。 

（
22
）
경
기
도
교
육
감 

김
진
춘
、
前
掲
書
、
三
頁
参
照
。 

（
23
）
同
右
書
、
三
～
四
頁
参
照
。 

（
24
）
이
빈
파
「
학
교
급
식
이 

‘
교
육
’
이
어
야
만 

하
는 

이
유
」
〔
『
우 

리
교
육 

중
등
』
우
리
교
육
、
２
０
０
６
년
８
월
호
〕（
李
ビ
ン
パ
「
学

校
給
食
が
〝
教
育
〟
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
」〔『
ウ
リ
教
育 

中

等
』
ウ
リ
教
育
、
二
〇
〇
六
年
八
月
号
〕）、
六
六
頁
。「
食
卓
の
向
か

い
側
の
教
育
」
と
は
、「
밥
상
머
리 

교
육
」
の
直
訳
で
あ
る
が
、
筆
者

が
現
地
の
教
育
関
係
者
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、こ
の
語
に
は
子
ど
も
た
ち

へ
の
、
食
習
慣
や
食
事
礼
節
に
関
す
る
教
育
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を

通
じ
て
人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
望
ま
し
い
生
活
態
度
を
養
成

す
る
教
育
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。 

（
25
）
차
은
정
『
우
리
나
라
의 

학
교
급
식 

실
태 

및 

급
식 

실
시
를 

위
한 

기
초
연
구
―
서
울
특
별
시
를 

중
심
으
로
―
』
경
희
대
학
교 

대
학
원 

석
사
논
문
（
車
ウ
ン
ジ
ョ
ン
『
我
が
国
の
学
校
給
食
の
実
態
、
及
び

給
食
実
施
の
た
め
の
基
礎
研
究
―
ソ
ウ
ル
特
別
市
を
中
心
に
―
』
慶 

熙
大
学
校
大
学
院
修
士
論
文
）
、
一
九
九
一
年
、
一
八
～
二
二
頁
。 

（
26
）
同
右
論
文
、
三
五
頁
。 
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（
27
）
박
진
옥
「
우
리
나
라 

학
교
급
식 

현
황
」
〔
농
촌
자
원
개
발
연
구
소 

『
농
촌
자
원
과 

생
활
』
２
０
０
６
년 

겨
울
호
〕
（
朴
ジ
ン
ウ
ク

「
我
が
国
の
学
校
給
食
の
現
況
」
〔
農
村
資
源
開
発
研
究
所
『
農
村 

資
源
と
生
活
』、
二
〇
〇
六
年
冬
号
〕）、
四
九
頁
参
照
。 

（
28
）
박
효
정(

총
괄
연
구
책
임
자)

『
위
탁
급
식 

직
영
전
환 

성
과
분
석
』 

한
국
교
육
개
발
원
（
朴
ヒ
ョ
ジ
ョ
ン
（
総
括
研
究
責
任
者
）
『
委
託 

給
食 

直
営
転
換
成
果
分
析
』
韓
国
教
育
開
発
院
）、
二
〇
〇
七
年
、

二
九
頁
参
照
。 

（
29
）
「
사
상
최
대 

급
식
사
고 

왜 

발
생
했
나
」
『
한
국
교
육
신
문
』 

（
「
史
上
最
大
給
食
事
故
、
何
故
発
生
し
た
の
か
」
『
韓
国
教
育
新 

聞
』
）
ｗ
ｅ
ｂ
版
（http://www.hangyo.com/APP/news/articl

e.asp?idx=17909&search=

사
상
최
대+

급
식
사
고+
왜+

발
생
했
나

）
、
二
〇
〇
六
年
六
月
二
二
日
付
参
照
。 

（
30
）
정
명
옥
「
학
교
급
식 

현
황
과 

과
제
」
〔
『
학
교
운
영
위
원
회
』 

２
０
０
８
년
１
２
월
호
、 

주
간 

교
육
신
문
사
〕
（
鄭
ミ
ョ
ン
オ
ク

「
学
校
給
食
の
現
況
と
課
題
」
〔
『
学
校
運
営
委
員
会
』
二
〇
〇
八 

年
一
二
月
号
、
週
刊
教
育
新
聞
社
〕）、
四
九
頁
参
照
。 

（
31
）
교
육
인
적
자
원
부
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
参
照
。 

（
32
）
허
종
렬
「
학
교
급
식
법
、 

현
실
에 

맞
게 

고
치
자
―
학
교
급
식
의 

현
실
과 

학
교
급
식
법 

개
정
법
안
―
」
〔
『
교
육
정
책
포
럼
』
한
국 

교
육
개
발
원
、
제
８
１
호
、
２
０
０
４
年
〕（
許
ジ
ョ
ン
リ
ョ
ル
「
学

校
給
食
法
、現
実
に
合
わ
せ
て
直
そ
う
―
学
校
給
食
の
現
実
と
学
校
給

食
法
改
定
法
案
―
」〔『
教
育
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
韓
国
教
育
開
発
院
、

第
八
一
号
、
二
〇
〇
四
年
〕）、
七
頁
参
照
。
ま
た
、
韓
国
で
は
市
民
団

体
の
活
動
・
運
動
が
政
府
の
政
策
立
案
に
及
ぼ
す
影
響
は
強
く
、
教
育

政
策
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。 

（
33
）
「
“
직
영
급
식 

못
하
겠
다
”
」
『
경
향
신
문
』
（
「
〝
直
営
給
食
で

き
な
い
〟
」
『
京
郷
新
聞
』
）
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
付
、
一 

面
参
照
。 

（
34
）
昼
食
、
夕
食
を
提
供
す
る
中
学
・
高
校
で
も
夕
食
対
象
人
員
が
昼
食
対

象
人
員
の
二
割
を
下
回
る
と
き
は
そ
の
対
象
か
ら
外
れ
る
と
い
う
規

定
は
あ
る
。
（
「
서
울 

고
교 

‘
직
영 

급
식
’ 

１
년 

유
예
」
『
경 

향
신
문
』(

「
ソ
ウ
ル
高
校
〝
直
営
給
食
〟
一
年
猶
予
」
『
京
郷
新 

聞
』)

二
〇
一
〇
年
一
月
九
日
付
、
二
面
参
照
） 

（
35
）
「
“
직
영
급
식 

못
하
겠
다
”
」
『
경
향
신
문
』(

「
〝
直
営
給
食
で
き

な
い
〟
」
『
京
郷
新
聞
』)

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
付
、
一
面
、 

及
び
「
１
７
개
교 

급
식 

직
영
전
환 

연
기
」
『
경
기
일
보
』
（
「
一 

七
校
の
給
食
直
営
転
換
延
期
」『
京
畿
日
報
』）、
ｗ
ｅ
ｂ
版
（http:// 
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www.ekgib.com/news/articleView.html?idxno=364733

）、
二

〇
一
〇
年
一
月
一
八
日
付
参
照
。 

（
36
）
「
“
직
영
전
환
하
면 

급
식 

사
고 

안
생
기
나
” 

“
책
임
지
기 

싫
은 

교
장
들 
공
교
육 

포
기
”
」(

「
〝 

直
営
転
換
す
れ
ば
給
食
事
故
は

発
生
し
な
い
の
か
〟
〝
責
任
を
持
ち
た
が
ら
な
い
校
長
は
公
教
育
を

放
棄
し
て
い
る
〟
」)
『OhmyNews

』
（http://www.ohmynews. 

com/nws_web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001304114

）
、
二

〇
一
〇
年
一
月
一
九
日
付
参
照
。
『OhmyNews

』
は
紙
媒
体
を
持
た
な

い
、二
〇
〇
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
韓
国
の
代
表
的
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
新

聞
の
一
つ
。
一
般
の
市
民
が
記
者
と
な
り
、
記
事
を
執
筆
す
る
こ
と
で

既
存
の
新
聞
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。 

（
37
）
日
本
の
学
校
給
食
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
定
時
制
夜
間
課
程
を
除
き
、

高
校
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
の
場
合
、
委
託
給
食
の
割
合
が

三
割
に
も
な
る
高
校
の
デ
ー
タ
も
含
ま
れ
て
い
る
。委
託
の
形
式
に
つ

い
て
も
韓
国
は
前
述
の
よ
う
に
「
全
部
委
託
」
と
「
一
部
委
託
」
が
あ

る
が
、
全
て
の
委
託
の
形
式
を
含
ん
で
い
る
。
日
本
に
は
運
搬
業
務
や

食
器
洗
浄
な
ど
、
五
つ
の
委
託
の
種
類
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
調
理
業

務
の
委
託
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。 

（
38
）
給
食
予
算
自
体
、
一
つ
の
学
校
予
算
の
六
〇
％
以
上
を
占
め
る
（
교 

육
인
적
자
원
부
、
前
掲
書
、
一
一
頁
参
照
）
。 

（
39
）
교
육
과
학
기
술
부
「
학
교
알
리
미
」
（
教
育
科
学
技
術
部
「
学
校
ア
ル

リ
ミ
」）（http://www.schoolinfo.go.kr/index.jsp

［
二
〇
一

〇
年
一
月
二
〇
日
閲
覧
］）
参
照
。
本
サ
イ
ト
で
は
学
校
給
食
状
況
を

は
じ
め
、国
内
各
学
校
の
基
礎
デ
ー
タ
を
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。 

（
40
）
一
〇
〇
ウ
ォ
ン
を
八
円
で
換
算
。 

（
41
）
文
部
科
学
省
、
前
掲
「 

学
校
給
食
実
施
状
況
調
査
（
平
成
二
〇
年
五

月
一
日
現
在
）」
参
照
。 

（
42
）
ソ
ウ
ル
近
郊
首
都
圏
地
域
を
含
ん
で
い
る
京
畿
道
の
教
育
庁
は
二
〇 

一
〇
年
二
月
二
日
、「
初
中
学
生
無
償
給
食
五
ヵ
年
計
画
」を
発
表
し
、

向
こ
う
五
年
間
で
初
等
学
校
と
中
学
校
で
の
給
食
無
償
化
を
達
成
す

る
と
し
て
い
る
。京
畿
道
の
学
校
給
食
無
償
化
は
二
〇
〇
九
年
の
教
育

監
選
挙
で
当
選
し
た
金
サ
ン
ゴ
ン
氏
の
公
約
。
（
「
경
기
도
교
육
청 

‘
전
면 

무
상
급
식
’
… 

수
도
권 

지
방
선
거 

최
대 

변
수
로
」
『
동 

아
일
보
』(

「
京
畿
道
教
育
庁
〝
全
面
無
償
給
食
〟
…
首
都
圏
地
方
選

挙
の
最
大
変
数
に
」
『
東
亜
日
報
』)

二
〇
一
〇
年
二
月
三
日
付
、 

一
四
面
参
照
） 

（
43
）
교
육
인
적
자
원
부
、
前
掲
書
、
一
三
頁
参
照
。 
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（
44
）
こ
こ
で
の
内
容
は
、
同
右
書
、
二
〇
～
二
二
頁
、
及
び
교
육
과
학
기 

술
부
『
２
０
０
９
년
도 

학
교
보
건
・
급
식 

기
본
방
향
』
（
教
育
科
学 

技
術
部
『
二
〇
〇
九
年
度 

学
校
保
健
・
給
食
基
本
方
向
』）、
二
〇
〇

九
年
、
二
九
～
三
〇
頁
を
参
照
し
た
。 

（
45
）
「
사
설 

지
구
츤
에
서 

‘
코
리
안 

레
스
토
랑
’
이 

사
랑
받
게 

하
자
」
『
동
아
일
보
』(

「
社
説 

地
球
村
か
ら
〝
コ
リ
ア
ン
レ
ス
ト

ラ
ン
〟
が
愛
を
受
け
る
よ
う
に
し
よ
う
」
『
東
亜
日
報
』)

二
〇
〇
九 

年
四
月
八
日
付
、
三
一
面
参
照
。 

（
46
）
朴
卿
希
「
韓
国
の
小
学
校
給
食
に
み
る
伝
統
食
の
変
化
と
外
国
料
理
の

受
け
入
れ
―
献
立
構
造
及
び
料
理
の
分
析
を
通
し
て
―
」（
日
本
家
政

学
会
食
文
化
研
究
部
会
『
会
誌 

食
文
化
研
究
』
第
二
号
）、
二
〇
〇

六
年
、
五
頁
参
照
。 

（
47
）
ま
た
、
日
本
の
米
飯
給
食
実
施
学
校
で
炊
飯
業
務
を
外
部
に
委
託
し
て

い
る
学
校
の
割
合
は
六
七
・
四
％
（
二
〇
〇
八
年
度
）
に
の
ぼ
る
。
文

部
科
学
省
「
学
校
給
食
実
施
状
況
等
調
査
（
平
成
二
〇
年
度
）」

（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index24a.ht

m

）
二
〇
一
〇
年
一
月
一
五
日
参
照
。 

（
48
）
朴
卿
希
「
韓
国
の
小
学
校
給
食
に
み
る
伝
統
食
の
変
化
と
外
国
料
理
の

受
け
入
れ
―
献
立
構
造
及
び
料
理
の
分
析
を
通
し
て
―
」（（
日
本
家
政

学
会
食
文
化
研
究
部
会
『
会
誌 

食
文
化
研
究
』
第
二
号
）、
二
〇
〇

六
年
、
九
頁
参
照
。 

（
49
）
康
薔
薇
・Jung-ae Kang

・
山
口
光
枝
・
山
本
由
喜
子
「
日
本
と
韓
国

の
小
学
校
に
お
け
る
給
食
内
容
の
比
較
」（
日
本
食
生
活
学
会
『
日
本

食
生
活
学
会
誌
』
第
一
六
巻
第
一
号
）、
二
〇
〇
五
年
、
一
六
頁
参
照
。 
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四 

ハ
ワ
イ
州
に
お
け
る
食
育
行
政
と
そ
の
実
態 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中 

圭
治
郎 

 

は
じ
め
に 

  

従
来
、
健
康
教
育
は
身
体
面
か
ら
の
鍛
錬
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
中
心
に
論
議

さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
栄
養
バ
ラ
ン
ス
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
視
点
か
ら
見
つ

め
直
さ
れ
る
事
例
が
増
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
外
的
な
面
か
ら
の
健
康
だ
け
で

な
く
、
内
的
な
面
か
ら
の
健
康
も
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
食
事
を
摂
ら
せ
る
の
か
が
、
彼
ら

の
精
神
的
・
情
操
的
成
長
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
が
科
学
的
に
実
証

さ
れ
て
き
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
学
校
給
食
の
役
割

が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
食
糧
事
情
の
逼

迫
も
あ
り
、
学
校
給
食
は
社
会
福
祉
的
な
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
充
分
に
食

事
が
摂
れ
な
い
栄
養
失
調
状
況
の
学
童
に
い
か
に
最
低
限
の
食
料
を
供
給
す
る

か
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
学
校
給
食
実
施
基
準
（
昭
和
二
九
年
）
に
よ
れ

ば
、
五
八
〇kcal

（
六
～
七
歳
）、
六
五
〇kcal

（
八
～
九
歳
）、
七
三
〇kcal

（
一
〇
～
一
一
歳
）、
八
三
〇kcal

（
一
二
～
一
四
歳
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。 

 

高
度
成
長
以
来
、
人
々
の
暮
ら
し
が
豊
か
に
な
り
、
食
の
心
配
は
人
々
の
心

の
隅
に
追
い
や
ら
れ
、
学
校
給
食
は
い
か
に
お
い
し
く
子
ど
も
た
ち
の
好
き
な

食
事
を
用
意
す
る
か
に
関
心
が
移
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
子
ど
も

た
ち
の
給
食
嫌
い
、
食
べ
残
し
が
問
題
と
な
り
、
学
校
現
場
で
は
い
か
に
子
ど

も
た
ち
に
残
さ
ず
に
食
べ
さ
せ
る
か
が
時
と
し
て
強
制
力
を
持
っ
て
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
一
七
年
に
出
さ
れ
た
「
食
育
基
本
法
」
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

 

社
会
経
済
情
勢
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
日
々
忙
し
い
生
活
を
送

る
中
で
、
人
々
は
、
毎
日
の
「
食
」
の
大
切
さ
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。

国
民
の
食
生
活
に
お
い
て
は
、
栄
養
の
偏
り
、
不
規
則
な
食
事
、
肥
満

や
生
活
習
慣
病
の
増
加
、
過
度
の
痩
身
志
向
な
ど
の
問
題
に
加
え
、
新

た
な
「
食
」
の
安
全
上
の
問
題
や
、「
食
」
の
海
外
へ
の
依
存
の
問
題
が

生
じ
て
お
り
、「
食
」
に
関
す
る
情
報
が
社
会
に
氾
濫
す
る
中
で
、
人
々

は
、
食
生
活
の
改
善
の
面
か
ら
も
、「
食
」
の
安
全
の
確
保
か
ら
も
、
自

ら
「
食
」
の
あ
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
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栄
養
過
多
、
肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
に
よ
り
、
新
た
な
「
食
」
に
対
す

る
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

 

国
民
一
人
一
人
が
「
食
」
に
つ
い
て
改
め
て
意
識
を
高
め
、
自
然
の

恩
恵
や
「
食
」
に
関
わ
る
人
々
の
様
々
な
活
動
へ
の
感
謝
の
念
や
理
解

を
深
め
つ
つ
、「
食
」
に
関
し
て
信
頼
で
き
る
情
報
に
基
づ
く
適
切
な
判

断
を
行
う
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
の
健
康
を
増
進

す
る
健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る
た
め
に
、
今
こ
そ
、
家
庭
、
学
校
、

保
育
所
、
地
域
等
を
中
心
に
、
国
民
運
動
と
し
て
、
食
育
の
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。 

 

 

近
年
、
家
庭
に
お
け
る
食
事
の
指
導
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・

フ
ー
ド
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
を
は
じ
め
、
簡
便
な
食
材
を
利
用
す
る
保
護
者

の
増
加
と
と
も
に
、
食
材
の
安
全
性
の
問
題
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
欠
如
が
問
題

と
な
り
、
さ
ら
に
朝
食
の
欠
食
や
粗
末
な
夕
食
の
家
庭
が
増
え
て
お
り
、
学
校

現
場
で
は
学
校
給
食
が
再
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、
日
本
の
食
育
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
現
状
が
将
来
ど
う
あ
る
べ

き
か
と
い
う
視
座
の
下
、
外
国
の
学
校
給
食
は
ど
の
よ
う
な
状
況
か
を
調
査
す

る
こ
と
を
意
図
し
た
。
今
回
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
校
給
食
の
実
態
を
ハ

ワ
イ
州
に
焦
点
を
絞
っ
て
実
地
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
。 

 

一
．
連
邦
政
府
の
食
育
方
針 

  

近
年
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
州
ご
と
の
独
自

性
、
学
区
ご
と
の
独
自
性
が
徐
々
に
で
は
あ
る
が
崩
れ
つ
つ
あ
り
、
連
邦
政
府

の
関
与
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
州
・
各
学
区
へ
の
補
助
金
の
増

加
と
と
も
に
、
そ
の
教
育
政
策
が
教
育
行
政
上
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に

な
る
。
学
校
給
食
や
食
育
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
ハ
ワ
イ
州
の
学
校
給
食
や
食

育
の
基
本
政
策
も
連
邦
政
府
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る(

1)

。 

 

ア
メ
リ
カ
の
食
育
を
取
り
扱
う
の
は
、
連
邦
農
務
省
で
あ
る
。「
学
校
に
お
け

る
児
童
栄
養
の
た
め
の
有
益
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
ア
メ
リ
カ
連
邦
農
務
省
）
に
よ

れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
産
の
農
産
物
を
使
用
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、（
一
）

全
国
昼
食
プ
ロ
グ
ラ
ム
、（
二
）児
童
と
大
人
に
対
す
る
食
事
プ
ロ
グ
ラ
ム
、（
三
）

夏
期
の
食
事
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
三
つ
の
分
野
に
よ
り
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
約
六
〇
％
以
上
の
食
材
購
入
が
農
務
省
の
許
可
を
必
要
と

す
る(
2)
。 

 

そ
し
て
、
各
学
校
は
児
童
・
生
徒
か
ら
各
食
事
（
朝
食
、
昼
食
）
当
た
り
年

間
一
九
ド
ル
五
〇
セ
ン
ト
（
二
〇
一
〇
学
校
年
）
を
受
け
取
る
。
こ
の
数
字
は
、
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二
〇
〇
七
学
校
年
は
一
七
ド
ル
、二
〇
〇
八
学
校
年
は
一
八
ド
ル
七
五
セ
ン
ト
、

二
〇
〇
九
学
校
年
は
二
〇
ド
ル
七
五
セ
ン
ト
と
年
度
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る

(

3)

。 

 

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
一
九
六
九
年
度
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
「
児
童
保
護
、
成
人
介
護
食
事
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
存
在
が
あ
る
。
こ

の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
は
、
低
所
得
者
層
の
家
庭
の
児
童
や
成
人
で
あ
り
、

毎
日
二
九
〇
万
人
の
児
童
・
生
徒
が
食
事
や
ス
ナ
ッ
ク
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

お
り
、八
六
〇
〇
人
が
ホ
ー
ム
レ
ス
の
成
人
に
対
し
て
食
事
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、

さ
ら
に
児
童
避
難
施
設
の
子
ど
も
た
ち
に
も
食
事
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
校
給
食
は
当
初
か
ら
社
会
福
祉
的
な
要
素
が

あ
っ
た
の
で
あ
る(

4)

。 

 

こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
商
務
省
『
学
校
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、

特
に
食
事
の
必
要
な
児
童
へ
の
サ
ー
ビ
ス
―
学
校
給
食
職
員
へ
の
手
引
き
』
に

お
い
て
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

近
年
、
学
習
障
害
児
が
他
の
児
童
と
同
様
の
学
習
機
会
と
学
校
給
食

の
よ
う
な
教
育
に
関
連
し
た
条
件
を
得
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ

て
き
た(

5) 

 

 

こ
こ
で
意
味
す
る
学
習
障
害
と
は
、
身
体
的
・
精
神
的
な
発
達
障
害
を
持
つ

子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
、
薬
物
乱
用
、
エ
イ
ズ
、
言
語

障
害
、
メ
タ
ボ
な
ど
幅
広
い
範
囲
で
障
害
を
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
栄
養
不
足
の
児
童
へ
の
学
校
給
食
だ
け
で
な
く
、
肥
満
児
へ
の

栄
養
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
低
所
得
者
層
の
児
童
へ
の
学
校
給
食
と
い
う
教
育
上

不
利
益
を
受
け
て
い
る
、
つ
ま
り
貧
し
く
て
食
事
も
ま
ま
な
ら
な
い
子
ど
も
へ

の
社
会
福
祉
的
な
教
育
政
策
で
あ
っ
た
が
、
次
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
大
学
『
児
童

栄
養
を
通
し
て
の
未
来
の
建
設
』、全
国
食
事
サ
ー
ビ
ス
経
営
研
究
所
年
次
レ
ポ

ー
ト
二
〇
〇
九
年
を
見
れ
ば
、
食
事
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
転
換
が
窺
わ
れ
る
。 

 

「
全
国
食
事
サ
ー
ビ
ス
経
営
研
究
所
の
使
命
は
、
児
童
の
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
絶
え
間
な
い
改
善
を
増
進
さ
せ
る
た
め
の
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
で
あ
り
」、「
教
育
、
研
究
と
児
童
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
よ
り
良
く
す
る
た
め

の
手
段
を
可
能
に
す
る
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
」(

6)

こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
は
単
に
栄
養
不
足
を
補
う
た
め
の
政
策
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
昼
食
、

朝
食
と
夏
期
に
お
け
る
食
事
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
て
児
童
に
栄
養
の
取
り
方
を
教

え
る
こ
と
も
す
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 
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二
．
ハ
ワ
イ
州
の
食
育
行
政 

  

『
ハ
ワ
イ
州
健
康
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
に
よ
れ
ば
、
州
教
育
省
は
栄
養
教
育
、

学
校
給
食
と
保
健
体
育
を
一
体
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。そ
の
理
由
と
し
て
、

次
の
五
つ
を
あ
げ
て
い
る
。 

 

（
一
）
健
康
な
生
徒
は
よ
り
よ
い
学
習
が
出
来
る 

（
二
）
子
ど
も
の
時
期
に
培
わ
れ
た
食
習
慣
と
積
極
的
な
生
活
態
度
は
、
一

生
涯
に
わ
た
っ
て
健
康
で
あ
り
つ
づ
け
る 

（
三
）
す
べ
て
の
子
ど
も
は
、
栄
養
豊
か
で
、
安
全
な
食
事
を
受
け
る
権
利

が
あ
る 

（
四
）
健
康
教
育
の
基
準
は
、
栄
養
に
関
す
る
技
能
と
知
識
に
基
づ
く 

（
五
）
保
健
体
育
の
基
準
は
日
々
の
身
体
活
動
と
同
じ
も
の
で
あ
る(
7) 

  

こ
れ
ら
の
方
針
の
下
、
ハ
ワ
イ
州
の
幼
稚
園
（
一
年
）・
小
学
校
（
五
年
）・

中
学
校
（
三
年
）・
高
校
（
四
年
）
は
、
児
童
・
生
徒
に
学
習
の
た
め
の
健
康
、

栄
養
教
育
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

『
ハ
ワ
イ
州
児
童
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
よ
り
健
康
的
な
食
へ
の
援
助
』
に
よ

れ
ば
、「
健
康
的
で
、
欠
食
」
を
な
く
す
こ
と
を
意
図
し
て
、「
連
邦
政
府
と
教

育
現
場
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」を
維
持
し
な
が
ら
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
連
邦
政
府
の
栄
養
基
準
」
と
合
致
さ
せ
る
食
育
で
あ
る
。
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
学
校
で
の
給
食
、
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
で
の
児
童
と
成
人
へ
の

食
事
提
供
、地
域
社
会
に
お
け
る
夏
期
の
食
事
提
供
等
、よ
り
恵
ま
れ
な
い
人
々

へ
の
食
事
提
供
が
中
心
で
あ
る
。
学
校
で
の
給
食
と
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
食

事
提
供
が
重
複
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
者
の
場
合
、
不
登
校
児
の
食

事
サ
ー
ビ
ス
を
意
味
し
て
い
る(

8)

。
こ
れ
を
見
る
と
、
低
所
得
者
層
へ
の
社

会
福
祉
的
な
特
徴
が
色
濃
く
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

三
．
ハ
ワ
イ
州
の
食
育
の
実
態 

  

筆
者
が
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
八
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
、
ハ
ワ
イ
州
ホ

ノ
ル
ル
市
内
の
小
学
校
（
幼
稚
園
を
含
む
）、
中
学
校
、
高
校
の
食
育
の
実
態
を

調
査
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
。 

 

a.
ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
の
学
校
給
食
の
実
態 

 
ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
は
、
ワ
イ
キ
キ
・
ビ
ー
チ
と
ア
ラ
ワ
イ
運
河
を
挟
ん
だ
地

域
に
あ
り
、
最
近
移
民
し
て
き
た
子
ど
も
た
ち
が
多
く
通
学
す
る
小
学
校
で
あ

る
。
シ
ャ
ー
ロ
ッ
テ
・
ウ
ニ
校
長
と
面
談
し
、
午
前
中
の
授
業
を
参
観
し
た
後 
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表
一 

ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
の
月
間
献
立
表
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
） 

                  

に
、
学
校
給
食
（
昼
食
）
を
摂
っ
た
。
こ
の
小
学
校
は
三
～
五
歳
児
の
公
立
保

育
所
、
六
歳
児
の
幼
稚
園
、
七
～
一
一
歳
児
の
小
学
校
が
合
体
し
た
学
校
で
あ

り
、
三
〇
〇
人
の
小
学
校
・
幼
稚
園
児
童
が
通
学
し
て
い
る
。
通
常
、
保
育
所

は
私
立
で
あ
る
が
、
低
所
得
者
層
や
移
民
の
日
の
浅
い
子
ど
も
は
特
別
に
公
立

保
育
所
に
通
学
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
小
学
校
に
は
、
一
年
制
の
幼
稚
園
が
併

設
さ
れ
て
い
る
の
は
通
常
で
あ
る
が
、
保
育
所
の
併
設
は
ホ
ノ
ル
ル
市
内
で
も

数
校
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

学
校
給
食
は
、
表
一
に
示
す
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
保
護
者
に
配
布
さ
れ
、
希

望
す
れ
ば
食
事
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。
献
立
表
は
、
州
教
育
局
（
ハ
ワ

イ
州
は
教
育
委
員
会
が
存
在
し
な
い
た
め
）
で
決
定
さ
れ
、
各
学
校
に
配
布
さ

れ
る
。
こ
の
献
立
は
各
学
校
で
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
各
学
校
に
よ

り
州
ご
と
の
順
番
を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
五
つ
の
タ
イ
プ
の
メ

ニ
ュ
ー
が
繰
り
返
し
児
童
に
提
供
さ
れ
る
。
筆
者
が
ウ
ニ
校
長
に
、
献
立
に
つ

い
て
保
護
者
や
子
ど
も
の
要
望
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、

州
の
方
針
は
絶
対
的
で
あ
り
、
も
し
希
望
し
な
け
れ
ば
食
事
を
申
し
込
ま
な
け

れ
ば
よ
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
ど
も
の
た
め

の
食
事
も
考
え
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

図
一
は
、
給
食
の
写
真
で
あ
る
。
年
齢
に
よ
り
量
の
多
少
が
あ
る
が
、
す
べ

て
同
じ
内
容
で
あ
る
。
図
二
・
図
三
は
、
ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
と
そ
の
食
堂
の
写 
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図
一 

ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
の
給
食 

                  

図
二 

ア
ラ
ワ
イ
小
学
校 
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図
三 

ア
ラ
ワ
イ
小
学
校
の
食
堂 

                  

真
で
あ
る
が
、
食
堂
は
講
堂
と
兼
用
し
て
お
り
、
ク
ラ
ス
ご
と
に
固
ま
っ
て
食

事
を
し
て
い
た
。
担
当
の
教
師
は
お
ら
ず
、
補
助
教
師
が
静
か
に
食
事
を
す
る

よ
う
に
机
間
巡
視
を
行
っ
て
い
た
。
担
当
の
教
師
は
、
別
の
部
屋
で
そ
れ
ぞ
れ

気
の
合
っ
た
先
生
方
と
給
食
を
食
べ
て
い
る
。
筆
者
が
食
べ
た
給
食
は
、
タ
コ

ス
の
バ
ー
ガ
ー
、
ポ
テ
ト
の
フ
ラ
イ
、
サ
ラ
ダ
、
牛
乳
で
あ
っ
た
が
、
人
に
よ

っ
て
好
き
嫌
い
の
あ
る
食
事
で
あ
る
た
め
、
全
く
手
を
つ
け
ず
に
ゴ
ミ
袋
に
捨

て
る
児
童
も
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
た
。
ま
た
、
給
食
を
摂
ら
な
い
で
自
宅

か
ら
ラ
ン
チ
を
持
っ
て
来
た
児
童
の
食
事
を
見
る
と
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
を
持
っ

て
来
た
者
が
半
分
以
上
で
あ
り
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
や
お
に
ぎ
り
（
ハ
ワ
イ
州

は
ア
ジ
ア
系
が
多
い
た
め
）
の
児
童
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。 

 

児
童
の
約
五
〇
％
は
、
無
料
ま
た
は
減
額
措
置
を
受
け
て
い
る
。
給
食
の
原

価
は
一
ド
ル
五
〇
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
全
額
免
除
の
児
童
の
負
担
は
無
料
、
四

人
家
族
で
年
収
二
〇
〇
万
円
以
下
の
家
庭
の
児
童
は
減
額
措
置
が
取
ら
れ
、
五

〇
セ
ン
ト
の
負
担
に
と
ど
ま
る
。
他
の
児
童
は
一
ド
ル
五
〇
セ
ン
ト
で
あ
り
、

二
五
セ
ン
ト
州
か
ら
補
助
を
受
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
教
師
は
、
一
ド
ル
五
〇

セ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。 

 
こ
の
小
学
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
栄
養
の
偏
り
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ス
タ
ン

ト
食
品
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
、
清
涼
飲
料
な
ど
の
問
題
へ
の
関
心
を
持
つ

こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
麻
薬
へ
の
注
意
を
呼
び
掛
け
た
貼
り
紙
が
あ
っ
た
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の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。 

 

b.
ジ
ャ
レ
ッ
ト
中
学
校
の
学
校
給
食
の
実
態 

 

こ
の
中
学
校
は
、
小
学
校
と
併
設
さ
れ
た
学
校
で
あ
り
、
自
校
で
調
理
し
て

お
ら
ず
、
隣
の
ア
ヌ
イ
ヌ
イ
小
学
校
で
調
理
し
た
も
の
を
運
ん
で
い
る
。
こ
の

学
区
は
、
パ
ロ
ロ
・
バ
レ
ー
の
低
所
得
者
住
宅
の
子
ど
も
が
通
っ
て
い
る
中
学

校
で
あ
り
、
無
料
及
び
減
額
を
受
け
て
い
る
生
徒
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上

っ
て
い
る
。
朝
七
時
に
訪
問
し
て
朝
食
の
実
態
を
調
査
し
た
。
食
堂
は
図
四
で

あ
る
。
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
生
徒
が
朝
食
を
取
っ
て
い
る
。
図
五
は
朝
食
の

写
真
で
あ
り
、
こ
れ
に
ミ
ル
ク
が
つ
く
。
減
額
さ
れ
な
い
生
徒
は
朝
食
代
一
ド

ル
二
五
セ
ン
ト
で
あ
り
、
減
額
さ
れ
て
い
る
生
徒
は
二
五
セ
ン
ト
を
払
っ
て
い

る
。
生
徒
は
朝
七
時
に
朝
食
を
摂
り
、
も
し
希
望
す
れ
ば
一
〇
時
に
摂
る
こ
と

が
出
来
る
。
さ
ら
に
昼
食
を
摂
れ
ば
、
か
な
り
の
カ
ロ
リ
ー
が
摂
る
こ
と
に
な

る
。 

 

こ
の
中
学
校
で
は
不
登
校
児
が
多
く
、
食
事
の
サ
ー
ビ
ス
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
も
用
意
し
て
い
る
。
面
談
し
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ニ
シ
副
校
長
に
よ

れ
ば
、
食
事
の
指
導
を
学
校
で
行
う
に
は
限
界
が
あ
り
、
地
域
社
会
の
中
で
行

政
職
員
が
行
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
と
の
話
で
あ
っ
た
。
中
学
校
と
し
て
は
、

出
来
る
だ
け
生
徒
が
通
学
し
て
も
ら
い
学
校
の
中
で
の
食
育
を
し
た
い
が
、
保 

図
四 

ジ
ャ
レ
ッ
ト
中
学
校
の
食
堂 
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図
五 

ジ
ャ
レ
ッ
ト
中
学
校
の
朝
食 

                  

図
六 

カ
ラ
ニ
高
校
の
食
堂 
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護
者
の
理
解
が
な
か
な
か
得
に
く
い
状
況
で
あ
る
。
食
育
の
授
業
は
、
第
六
学

年
（
中
学
一
年
生
）
に
一
セ
メ
ス
タ
ー
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

c.
カ
ラ
ニ
高
校
の
学
校
給
食
の
実
態 

 

こ
の
高
校
は
両
親
の
所
得
が
比
較
的
高
い
た
め
、
無
料
と
減
額
生
徒
は
一
七

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ホ
ノ
ル
ル
市
内
で
も
地
区
に
よ
っ
て
、
か
な
り
両
親
の

所
得
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ロ
ー
ラ
・
ア
ハ
副
校
長
と
面
談
し
て
、
実
態
を
調
査
し
た
。
こ
の
高
校
の
食

堂
は
図
六
で
あ
る
。
高
校
生
は
、
給
食
代
を
各
自
精
算
し
て
お
り
、
自
分
の
家

庭
の
経
済
状
態
を
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
た
め
に
、
図
七
の
カ
ー
ド
読
み
取

り
機
で
カ
ー
ド
精
算
を
し
て
い
る
。
食
育
の
授
業
は
、
第
一
〇
学
年
（
高
校
一

年
生
）
一
セ
メ
ス
タ
ー
行
わ
れ
て
い
る
。
授
業
の
内
容
は
、
三
人
の
保
健
の
先

生
が
保
健
と
栄
養
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。 

 

d.
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
食
育
指
導 

 

一
〇
月
三
〇
日
午
前
中
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
一
つ
、
コ
ク
ア
・
ハ
ワ
イ
・
フ
ァ
ウ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
の
担
当
者
デ
ィ
キ
ス
タ
ー
・
キ
シ
ダ
氏
と
面
談
し
た
。
こ
の
団
体

は
、
野
菜
の
栽
培
と
自
然
食
の
良
さ
を
見
直
す
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
。
こ
の
団
体
の

メ
ン
バ
ー
が
ホ
ノ
ル
ル
市
内
の
各
小
学
校
に
呼
び
か
け
、
学
校
内
で
の
野
菜
栽 

図
七 

カ
ー
ド
読
み
取
り
機 

                  



―70― 

培
及
び
自
然
食
の
調
理
な
ど
を
指
導
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。こ
の
団
体
は
、

地
元
の
カ
ピ
オ
ラ
ニ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
連
携
し
、
保
護
者
と
共

に
学
校
内
で
の
植
物
栽
培
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ

ジ
の
調
理
室
で
保
護
者
に
調
理
を
指
導
し
、
食
の
大
切
さ
を
教
え
て
い
る
。
ま

た
、
各
小
学
校
で
は
こ
の
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
自
校
で
摂
れ
た
野
菜
を
給

食
に
利
用
し
て
、
低
農
薬
の
自
然
野
菜
の
良
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
る

（
図
八
）。 

 

お
わ
り
に 

  

日
本
の
学
校
給
食
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
ハ
ワ
イ
州
の
学
校
給
食
を
見
学
し

た
。
最
初
に
、
驚
い
た
の
は
地
産
地
消
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
、
食

の
安
全
確
保
の
た
め
、
自
分
た
ち
の
身
の
回
り
で
生
産
し
た
物
を
消
費
し
よ
う

と
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ワ
イ
州
で
こ
の
質
問
を
し

た
時
、異
口
同
音
に
各
学
校
で
は
安
い
食
材
を
調
達
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
食
料
輸
出
国
で
あ
り
給
食
の
所
轄
省
が
農
務
省
で
あ
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
食
料
の
国
内
産
の
調
達
率
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

り
、
こ
の
質
問
自
体
が
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
た

め
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
、
農
薬
を
出
来
る
だ
け
使

用
し
な
い
食
材
の
利
用
は
、
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
同
様
で
あ
る
。 

 

次
に
、
学
校
給
食
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
で
あ
る
。
日
本
で
は
皆
が
同
じ

物
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
連
帯
感
・
仲
間
意
識
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
に
対

し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
低
所
得
者
層
の
子
ど
も
の
救
済
的
な
面
が
多
い
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
学
校
給
食
を
無
料
・
減
額
に
す
る
の
は
社
会
福
祉
政
策
の
一
環

で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
休
日
や
放
課
後
に
学
校
で
地
域
住
民
に
食
事
サ
ー

ビ
ス
を
す
る
例
も
多
々
見
ら
れ
た
。 

 

第
三
番
目
に
、
食
事
中
担
任
の
教
師
は
お
ら
ず
、
各
自
好
き
勝
手
に
食
事
を

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
弁
当
を
持
っ
て
来
た
子
、
食
べ
残
す
子
ど
も
等
々
担

任
の
教
師
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。
特
に
、
弁
当
に
ク
ラ
ッ
カ
ー
や
ビ
ス
ケ

ッ
ト
と
ジ
ュ
ー
ス
の
児
童
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
る
か
と
い

う
筆
者
の
質
問
に
対
し
て
、
学
校
関
係
者
は
「
そ
れ
は
良
く
な
い
と
思
う
が
、

家
庭
の
問
題
で
あ
り
、
出
来
る
だ
け
給
食
を
摂
る
よ
う
に
指
導
し
た
い
」
と
の

答
え
が
返
っ
て
き
た
。 

 

第
四
番
目
と
し
て
、
学
校
で
の
食
育
は
保
健
の
先
生
に
任
さ
れ
て
お
り
、
校

長
や
副
校
長
は
ど
の
よ
う
な
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
関
心
は
、
主
要
教
科
の
成
績
の
み
で
あ
り
、
校
内
で
の

貼
り
紙
の
内
容
―
「
自
然
な
食
事
を
取
り
ま
し
ょ
う
」、「
ジ
ュ
ー
ス
の
飲
み
す

ぎ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
」
―
の
み
で
あ
る
。 
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図
八 

コ
ク
ア
・
ハ
ワ
イ
・
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
広
報
雑
誌 
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第
五
番
目
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
教
育
活
動
で
あ
る
。
前

述
し
た
よ
う
な
団
体
が
数
多
く
あ
り
、
各
団
体
は
各
学
校
特
に
小
学
校
に
働
き

か
け
、
食
の
大
切
さ
に
つ
い
て
啓
蒙
活
動
を
行
い
、
各
学
校
も
積
極
的
に
受
け

入
れ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
各
学
校
の
関
心
事
の
食
の
問
題
は
、

カ
ロ
リ
ー
や
経
済
的
な
も
の
だ
け
で
あ
り
、
安
全
性
・
食
事
の
摂
り
方
の
指
導

は
外
部
の
団
体
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
ホ
ノ
ル
ル
市

内
の
学
校
で
は
給
食
は
自
校
調
理
で
あ
り
、
も
し
自
校
で
調
理
出
来
な
い
場
合

で
も
隣
の
学
校
か
ら
運
び
込
む
た
め
、
よ
り
暖
か
い
料
理
が
食
べ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
、
ハ
ワ
イ
州
の
調
査
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
学
校

給
食
の
相
違
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
両
国
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
教

育
関
係
者
が
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
の
氾
濫
に
危
機
感

を
抱
い
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
家
庭
で
の
食
事
の
大
切
さ
を
認
識
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
日
本
で
は
、
肥
満
・
家
庭
に
お
け
る
食
の
乱
れ
に
対
す
る
教
育

は
、
特
に
小
学
校
に
お
い
て
は
教
師
の
役
割
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、

家
庭
や
地
域
社
会
の
役
割
と
し
て
い
る
。
栄
養
教
諭
の
資
格
が
出
来
て
以
降
、

食
の
問
題
は
学
校
教
育
の
中
で
教
え
る
と
い
う
日
本
の
教
育
行
政
は
す
べ
て
の

子
ど
も
に
平
等
に
教
育
を
与
え
る
と
い
う
原
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
食
育
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
共
通
体
験
を
さ
せ
る

と
い
う
日
本
の
教
育
の
良
さ
を
再
認
識
し
た
。 

   
 
 

注 

（
1
）
ハ
ワ
イ
州
独
自
の
食
育
行
政
は
な
く
、
連
邦
政
府
の
積
極
的
な
関
与
の

下
で
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、ハ
ワ
イ
州
栄
養
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
、
ス
ー
ザ
ン
・
ウ
エ
ハ
ラ
氏
と
の
面
談
（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

二
七
日
）
に
よ
り
確
認
し
た
。 

（
2
） U

nited States D
epartm

ent of Agriculture, ”Food and 

N
utrition 

Service-Food 
D

istribution 
Fact 

Sheet”, 

Septem
ber 2009, p.1 

（
3
）Ibid, p.2 

（
4
） U

nited States D
epartm

ent of Agriculture, ”Food and 

N
utrition 

-Service- 
Child 

&
 

Adult 
Care 

Program
”, 

O
ctober, 2009, p.1 

（
5
） U

nited States D
epartm

ent of Agriculture, ”G
uidance for 

Accom
m

odating children w
ith special dietary needs in 

the school nutrition program
s”, 2001, p.1 

（
6
） N

ational Food Service M
anagem

ent Institute, ”Building 
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Future through Child N
utrition”, 2009

よ
り 

（
7
）”State of H

aw
aii W

ellness guidelines”, Im
plem

ents Board 

of Education Policy 1110-6, 2009

よ
り 

（
8
）H

aw
aii State D

epartm
ent of Education, “H

aw
aii Child 

N
utrition Program

s –H
elping H

aw
aii Eat H

ealth”, 2009

よ
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五 

食
育
を
通
し
た
道
徳
性
・
人
間
性
育
成
と
教
師
の
役
割 

 

―
札
幌
市
の
事
例
か
ら
― 

 

田
中 

潤
一 

 

一
． 

は
じ
め
に 

  

近
年
、
学
校
教
育
に
お
け
る
食
育
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
七

年
に
は
栄
養
教
諭
制
度
が
発
足
、
食
育
基
本
法
が
制
定
さ
れ
、
食
育
は
現
在
の

教
育
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
〇
年
三

月
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
食
育
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

学
習
指
導
要
領
総
則
第
１
「
教
育
課
程
編
成
の
一
般
方
針
」
の
３
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
学
校
に
お
け
る
体
育
・
健
康
に
関
す
る
指
導
は
、
児

童
の
発
達
の
段
階
を
考
慮
し
て
、
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
適
切
に
行

う
も
の
と
す
る
。
特
に
、
学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進
…
（
略
）
…
に
つ
い
て

は
，
体
育
科
の
時
間
は
も
と
よ
り
，
家
庭
科
、
特
別
活
動
な
ど
に
お
い
て
も
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
適
切
に
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
」。い
う
ま
で

も
な
く
食
育
は
給
食
の
時
間
（
特
別
活
動
）
に
お
い
て
最
も
効
果
的
に
行
わ
れ

る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
他
教
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
関
わ
り
の
中
で
さ
ら
に

効
果
的
に
行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
学
習
指
導
要
領
で
は
「
家
庭
や
地
域
社

会
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
」食
育
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

食
育
が
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
健
全
な
成
長
は
学
校
の
み
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

家
庭
や
地
域
社
会
全
体
の
中
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
て
本
論
文
で
は
「
モ
ノ
・
コ
ト
」
研
究
の
一
環
と
し
て
「
食
育
」
及
び
「
学

校
給
食
」
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
食
育
の
い
か
な
る
問
題
点
を
俎
上

に
上
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
歴
史
的
に
学
校
給
食
は
栄
養
不
足
の

子
ど
も
の
た
め
に
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
が
、
時
代
と
共

に
そ
の
意
義
は
変
遷
し
て
い
る
。『
学
習
指
導
要
領 

特
別
活
動
編
』
で
は
、
現

在
の
食
育
の
目
的
は
生
活
習
慣
病
等
の
健
康
問
題
を
予
防
す
る
た
め
に
正
し
い

食
習
慣
を
確
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
食
事
を
通
し
て
好
ま
し
い
人
間
関
係
や

明
る
い
社
会
性
が
は
ぐ
く
ま
れ
る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
食
育
の

目
的
は
、
健
康
の
保
持
増
進
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
性
育
成
・
社
会
性
育
成
の
役

割
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
。
本
「
モ
ノ
・
コ
ト
」
研
究
で
は
比
較
考
察
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教
育
慣
行
・
教
育
実
態
を
相
対
化
し
、
深
層
に
存
す

る
教
育
文
化
を
解
明
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
札
幌
市

で
行
わ
れ
て
い
る
食
育
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
文
化
の
根
柢
の
解

明
を
試
み
た
い
。
北
海
道
は
全
体
と
し
て
食
育
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
そ
の
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背
景
と
し
て
は
食
料
自
給
率
が
二
〇
〇
％
を
超
え
、
新
鮮
な
魚
介
類
、
農
産
物

が
比
較
的
容
易
に
入
手
し
や
す
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
ま
た
北
海
道
は
明
治

以
降
開
拓
さ
れ
た
地
で
あ
り
、
本
州
に
は
な
い
独
自
性
が
あ
る
。
歴
史
が
短
い

反
面
、
道
民
の
地
域
愛
・
郷
土
愛
が
非
常
に
強
い(

1)

。
北
海
道
の
道
都
・
札

幌
市
の
食
育
分
析
か
ら
、
北
海
道
の
独
自
性
を
読
み
取
り
た
い
。 

 

二
．
食
を
め
ぐ
る
現
状
の
認
識 

  

ま
ず
札
幌
市
で
は
食
育
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
有
さ
れ
て
い

る
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
『
札
幌
市
食
育
推
進
計
画
』（
札
幌
市
保
健
福

祉
局
保
険
所
、
平
成
二
〇
年
）
で
は
、「
食
」
を
め
ぐ
る
課
題
」
が
一
〇
点
挙
げ

ら
れ
て
い
る(

2)

。
そ
の
中
で
、
食
へ
の
感
謝
の
念
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
（
二

点
目
）、
栄
養
摂
取
バ
ラ
ン
ス
の
偏
り
（
四
点
目
）、
朝
食
の
欠
食
と
孤
食
（
五

点
目
）、
ご
み
の
発
生
抑
制
や
再
利
用
（
六
点
目
）
な
ど
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
札
幌
市
教
育
委
員
会
発
行
の
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』（
平

成
二
〇
年
七
月
）で
は
、児
童
生
徒
の
食
生
活
の
現
状
を
数
点
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
朝
食
摂
食
率
に
つ
い
て
小
学
校
五
年
生
が
九
三
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

中
学
校
二
年
生
で
は
八
八
・
二
％
と
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
さ
ら

に
朝
食
を
取
る
こ
と
が
少
な
い
児
童
生
徒
ほ
ど
就
寝
時
間
が
遅
く
な
り
、「
疲
れ

て
い
る
」
と
感
じ
る
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(

3)

。
ま
た
学

校
給
食
に
お
け
る
食
育
に
つ
い
て
も
、
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
や
郷
土
食
・
行

事
食
を
食
す
る
機
会
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

朝
食
が
欠
け
る
こ
と
に
よ
る
問
題
は
、
血
液
中
の
等
分
が
不
足
し
勉
強
の
能

率
が
落
ち
る
こ
と
、
ま
た
残
り
の
二
食
で
の
摂
食
量
が
増
え
肥
満
に
な
り
や
す

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
札
幌
の
食
育
で
の
特
徴
は
、
ご
み
の
発
生

抑
制
や
再
利
用
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
述
す
る
が
、
札

幌
市
の
食
育
は
「
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
」
と
し
て
環
境
教
育
と
し
て
他
教
科
と

関
連
づ
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

三
．
札
幌
市
の
食
育
の
現
状
と
子
ど
も
の
道
徳
性
育
成 

  

（
一
）
給
食
の
実
施
状
況
と
実
施
形
態 

札
幌
市
で
は
市
内
全
て
の
小
学
校
・
中
学
校
・
定
時
制
高
等
学
校
・
特
別
支

援
学
校
で
完
全
給
食
を
実
施
し
て
い
る
。
札
幌
市
の
調
理
方
式
は
「
単
学
校
」

（
自
校
分
の
み
調
理
す
る
学
校
）、「
親
学
校
」（
自
校
分
と
他
校
の
給
食
を
調
理

す
る
学
校
）、「
子
学
校
」（
調
理
施
設
の
な
い
学
校
）
に
分
け
ら
れ
る
。
親
学
校

が
調
理
す
る
は
自
校
分
と
他
校
一
校
分
で
あ
る
。
従
っ
て
親
学
校
と
子
学
校
の

割
合
は
ほ
ぼ
一
対
一
に
な
っ
て
い
る(

4)

。（
左
図
参
照
）。 
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図
一 

 

 
 

 

（
二
）
食
器
具 

 

食
器
は
全
て
強
化
磁
器
製
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
は
ス
テ
ン
レ
ス
製
で
あ
っ

た
が
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
変
更
さ
れ
平
成
一
七
年
に
は
全
学
校
で
強
化
磁
器

食
器
と
な
っ
た
。
茶
碗
、
カ
ッ
プ
、
皿
、
小
皿
、
丼
の
五
種
類
が
あ
る
。
先
割

れ
ス
プ
ー
ン
は
平
成
一
一
年
か
ら
廃
止
さ
れ
、
ス
プ
ー
ン
・
フ
ォ
ー
ク
・
角
は

し
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

  

（
三
）
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
の
整
備 

 

現
在
札
幌
市
内
で
は
九
九
・
六
七
％
の
小
中
学
校
が
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
を
整
備

し
て
い
る
。
普
段
、
多
目
的
教
室
と
し
て
使
用
し
て
い
る
教
室
を
、
異
学
年
・

異
年
齢
交
流
や
バ
イ
キ
ン
グ
給
食
に
あ
わ
せ
て
そ
の
都
度
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
と
し

て
使
用
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
ラ
ン
チ
ル
ー
ム
は
平
成
一
一
年

か
ら
小
学
校
で
先
行
的
に
整
備
さ
れ
、
会
食
用
テ
ー
ブ
ル
・
イ
ス
・
ト
レ
イ
等

を
整
備
し
て
使
用
さ
れ
る
。『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
で
は
「
食
事
環
境

を
整
え
る
こ
と
は
、
衛
生
面
は
も
と
よ
り
楽
し
く
食
事
を
す
る
こ
と
で
豊
か
な

心
を
育
む
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
ま
た
、
マ
ナ
ー
の
習
得
や
望
ま
し
い
人
間
関

係
を
作
る
上
で
も
効
果
的
」(

5)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
食
育
が
単
に
栄
養
上

の
問
題
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
の
人
間
性
・
道
徳
性
育
成
の
問
題
と
し
て
も
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

  
（
四
）
地
産
地
消 

 
現
在
各
地
で
地
産
地
消
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
が
、
札
幌
市
で
も
同
様
に
地
産

地
消
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
て
札
幌
市
で
は
地
産
地
消
を
単
に
新
鮮

な
食
料
を
食
す
る
た
め
で
な
く
、
以
下
の
よ
う
な
教
育
的
効
果
の
た
め
に
行
わ
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れ
る
と
し
て
い
る
。 

 
ア 

児
童
生
徒
が
、
よ
り
身
近
に
、
実
感
を
も
っ
て
地
域
の
自
然
、
食
文
化
、

産
業
等
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

食
料
の
生
産
、流
通
等
に
当
た
る
人
々
の
努
力
を
よ
り
身
近
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

ウ 

地
場
産
物
の
生
産
者
や
生
産
過
程
等
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、食
べ
物

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
。・
・
・ 

 

エ 

流
通
に
要
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
経
費
の
削
減
等
に
よ
り
環
境
保
護
に
貢

献
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

カ 

生
産
者
等
の
側
で
学
校
給
食
を
は
じ
め
と
す
る
学
校
教
育
に
理
解
が
深

ま
り
、
学
校
と
地
域
と
の
連
携
・
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

6) 

 

我
々
が
着
目
し
た
い
の
は
、
地
産
地
消
が
新
鮮
な
食
材
を
児
童
生
徒
に
提
供

す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、「
環
境
教
育
」
や
「
道
徳
教
育
」
の
視
点

か
ら
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

（
五
）
そ
の
他 

 

給
食
内
容
は
、
主
食
・
副
食
・
牛
乳
か
ら
な
り
、
主
食
は
週
三
回
米
飯
、
一

回
パ
ン
、
一
回
麺
と
さ
れ
て
い
る
。
給
食
費
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
は
一
食
二

三
〇
円
、
中
学
校
は
一
食
二
八
〇
円
で
あ
る
。
ま
た
献
立
内
容
を
充
実
さ
せ
る

た
め
に
、
リ
ザ
ー
ブ
給
食
・
バ
イ
キ
ン
グ
給
食
が
行
わ
れ
て
い
る(

7)

。
リ
ザ

ー
ブ
給
食
・
バ
イ
キ
ン
グ
給
食
と
も
に
、
児
童
生
徒
に
自
分
で
栄
養
バ
ラ
ン
ス

の
良
い
献
立
を
選
ぶ
力
を
身
に
付
け
さ
せ
、
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
目

的
化
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
子
ど
も
の
人
間
性
・
道
徳
性
育
成
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。 

 

四
．
札
幌
市
の
食
育
授
業
の
展
開 

  

（
一
） 

食
の
指
導
目
標
と
道
徳
性
育
成 

 

で
は
次
に
札
幌
市
で
は
ど
の
よ
う
な
食
育
の
教
育
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
の

か
を
見
た
い
。 

文
部
科
学
省
で
は
食
に
関
す
る
指
導
目
標
を
六
点
に
ま
と
め
て
い
る(

8)

。 

こ
の
指
導
目
標
に
基
づ
い
て
、
学
校
ご
と
に
指
導
計
画
が
策
定
さ
れ
、
学
年

ご
と
に
教
授
さ
れ
る
内
容
が
決
定
さ
れ
る
。
学
年
で
教
え
る
内
容
が
偏
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
六
点
全
て
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
作
ら
れ
る
。
特
に
道
徳
性
育
成
・
人
間
性
育
成
の
観
点
か
ら
は
③
「
食
品

を
選
択
す
る
能
力
」、
④
「
感
謝
の
心
」、
⑤
「
社
会
性
」
が
重
要
と
い
え
よ
う
。 
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図
二 

 

 

③
「
食
品
を
選
択
す
る
能
力
」
で
は
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
が
正
し
い
知
識
を

得
、
自
分
の
判
断
力
で
選
ぶ
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
単
な
る
知
識
教
育
の
課
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
道
徳
教
育
の
課
題
で
も
あ
る
。

④
「
感
謝
の
心
」
で
は
、
食
事
を
す
る
こ
と
は
単
に
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
関
係
性
の
中
で
食
物
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
子
ど
も
が

自
覚
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
食
事
を
摂
る
と
い
う
こ
と
は
他
の
生

き
物
の
生
命
を
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
が
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
食
育
の
授
業
は
ま
さ
に
、「
生
き
る
こ
と
」
の
核
心
へ
と
触
れ
る
道
徳
教
育

の
授
業
へ
と
深
ま
る
契
機
と
な
る
。
⑤
「
社
会
性
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
給

食
時
の
ル
ー
ル
を
知
り
、
多
く
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
と
楽
し
く
食
事
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
良
好
な
人
間
関
係
構
築
を
め
ざ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。 

 

（
二
）
全
体
計
画 

 

食
育
は
主
に
特
別
活
動
の
領
域
で
行
わ
れ
、
特
に
学
級
活
動
と
給
食
指
導
の

時
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
最
も
多
い
が
、
学
校
教
育
全
体
の
中
で
行
わ
れ
る
こ

と
に
よ
り
効
果
的
な
結
果
が
初
め
て
得
ら
れ
る
。
以
下
は
札
幌
市
教
育
委
員
会

『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
食
に
関
す
る
指
導
の
全

体
計
画
例
で
あ
る(

9)

。 

 

下
記
の
全
体
計
画
例
を
見
て
、
ま
ず
小
学
校
の
給
食
の
時
間
で
は
②
「
心
身

の
健
康
」
項
目
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

低
学
年
・
中
学
年
・
高
学
年
通
し
て
、「
歯
の
健
康
」、「
夏
の
健
康
な
生
活
」、

「
健
康
な
生
活
習
慣
」、「
冬
の
健
康
な
生
活
」、「
か
ぜ
の
予
防
」、「
成
長
を
ふ

り
か
え
ろ
う
」
の
項
目
が
必
ず
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
次
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト

が
置
か
れ
て
い
る
の
が
⑤
「
社
会
性
」
で
あ
る
。
道
徳
性
育
成
に
関
し
て
言
え

ば
④
「
感
謝
の
心
」
は
少
な
い
。
ま
た
⑥
「
食
文
化
」
に
関
し
て
は
上
記
の
全

体
計
画
で
は
給
食
時
間
で
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
教
科
教
育
で
は

感
謝
や
食
文
化
の
内
容
が
比
較
的
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て 
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中
学
校
で
は
②
「
心
身
の
健
康
」
項
目
が
激
減
し
、
⑤
「
社
会
性
」
項
目
が
激

増
し
て
い
る
。「
給
食
時
間
の
過
ご
し
方
」、「
食
事
、
会
食
の
仕
方
」、「
食
事
の

マ
ナ
ー
」
が
三
学
年
に
わ
た
っ
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
食
文
化
」
に

関
し
て
も
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
年
次
に
「
日
本
食
の

よ
さ
を
知
ろ
う
」、
二
年
次
に
「
地
場
産
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を
考
え
よ
う
」、

「
食
文
化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」、
三
年
次
に
「
行
事
食
の
由
来
を
知
ろ
う
」、

「
旬
の
食
材
に
つ
い
て
知
ろ
う
」
が
行
わ
れ
、
食
文
化
に
関
す
る
教
育
が
推
進

さ
れ
て
い
る
。 

小
学
校
の
全
体
計
画
例
も
中
学
校
の
全
体
計
画
例
も
確
か
に
一
例
に
は
す
ぎ

な
い
が
、
我
々
は
以
下
の
よ
う
な
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
学
校
で
は

児
童
一
人
ひ
と
り
の
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

中
学
校
で
は
生
徒
の
生
活
習
慣
は
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
食

を
通
し
た
道
徳
性
育
成
・
人
間
性
育
成
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
、
と
。 

 

（
三
）
年
間
指
導
計
画 

 

札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

年
間
指
導
計
画
例
か
ら
、
小
学
校
二
年
生
と
中
学
校
三
年
生
を
取
り
上
げ
て
分

析
し
た
い(

10)

）

。 

 

ま
ず
小
学
校
二
年
生
の
年
間
指
導
計
画
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
分
析
す
る
。

ま
ず
到
達
目
標
と
指
導
内
容
を
見
る
と
、「
食
べ
物
の
名
前
が
わ
か
る
こ
と
」
と

「
み
ん
な
と
協
力
し
て
、
楽
し
い
給
食
時
間
を
過
ご
す
こ
と
」
の
二
点
に
分
け

ら
れ
て
い
る
。
一
点
目
は
食
に
関
す
る
知
識
教
育
で
あ
り
、
二
点
目
は
食
を
通

し
た
道
徳
性
育
成
と
言
え
る
。
給
食
時
間
を
見
る
と
「
社
会
性
」
の
項
目
が
多

い
。（「
あ
い
さ
つ
」、「
協
力
し
て
準
備
、
後
片
付
け
が
で
き
る
」、「
楽
し
く
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
）。
ま
た
「
感
謝
の
心
」
に
関
す
る
項
目
も
多
い
。

（「
給
食
を
作
っ
て
い
る
人
を
知
る
」、「
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
た
あ
い
さ
つ
」、

「
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る
」
な
ど
）。
他
方
中
学
校
三
年
生
の
年
間
指
導
計
画

を
見
て
み
る
。
ま
ず
到
達
目
標
と
指
導
内
容
を
見
る
と
、「
望
ま
し
い
生
活
習
慣

を
身
に
つ
け
、
自
ら
の
健
康
を
保
持
増
進
す
る
こ
と
」
と
「
食
文
化
の
理
解
と

食
を
通
し
た
人
間
関
係
の
育
成
」
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
食
の
知
識
教
育
、

後
者
は
食
を
通
し
た
道
徳
性
育
成
に
相
当
す
る
。
ま
た
給
食
時
間
に
つ
い
て
見

る
と
、
Ⅰ
期
か
ら
Ⅳ
期
に
分
け
ら
れ
各
期
に
は
二
つ
の
課
題
が
掲
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
Ⅰ
期
は
「
望
ま
し
い
食
習
慣
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」
と
「
給
食
時
間
の

す
ご
し
方
を
考
え
よ
う
」
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
食
の
知
識
教
育
と
食
を

通
し
た
道
徳
教
育
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
。
我
々
は
中
学
校
の
給
食
時
間
で
は
、
食

を
通
し
た
道
徳
性
・
人
間
性
育
成
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
Ⅲ
期
で
は
「
日
本
の
食
」、「
世
界
の
食
」、「
会
食
の
楽
し

さ
」、「
感
謝
の
心
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
と
世
界
の
食
文
化
を 
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学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
理
解
の
精
神
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
教
育
実
践

が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
四
）「
道
徳
の
時
間
」・
教
科
教
育
に
お
け
る
食
育 

札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
に
は
、
各
教
科
・
領

域
に
お
い
て
食
育
内
容
を
取
り
入
れ
た
実
践
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
道
徳
の
時
間
」
に
関
し
て
も
そ
の
実
践
例
が
紹
介
さ
れ
、
食
を
通
し
た
道

徳
性
育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の

手
引
き
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
道
徳
の
時
間
」
で
の
食
育
の
授
業
方
針
が

述
べ
ら
れ
て
い
る(

11)

。 

 

ま
ず
小
学
校
の
道
徳
の
時
間
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
教
育
目
標
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。 

 

○
食
に
対
す
る
興
味
や
関
心
を
深
め
、
動
機
付
け
を
図
る
導
入
。
食
事
の
マ
ナ

ー
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、児
童
一
人
一
人
が
食
に
関
す
る
道
徳
的
価
値

の
自
覚
を
深
め
る
展
開
。
食
に
対
す
る
自
分
な
り
の
思
い
や
考
え
を
も
ち
、

こ
れ
か
ら
の
意
欲
付
け
を
図
る
終
末
の
３
つ
の
段
階
を
工
夫
し
、学
習
を
構

成
す
る
。 

○
家
族
や
学
校
給
食
に
携
わ
る
人
た
ち
な
ど
の
こ
と
を
考
え
る
学
習
を
通
し
て
、

食
事
を
提
供
し
て
く
れ
る
人
へ
感
謝
す
る
心
と
食
事
を
大
切
に
し
よ
う
と

考
え
る
気
持
ち
を
育
む
。 

○
資
料
や
映
像
な
ど
を
活
用
し
、
外
国
の
食
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、

尊
重
す
る
気
持
ち
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
。 

  

ま
ず
、
一
点
目
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
道
徳
の
時
間
の
導
入
・
展
開
・
終
末

の
構
成
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
食
に

関
す
る
道
徳
的
価
値
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
食
が
道
徳
的
価

値
に
直
結
す
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
二
点
目
は
感
謝
の
心
、
三
点
目
は

外
国
の
食
文
化
へ
の
理
解
を
通
し
た
国
際
理
解
の
精
神
で
あ
る
。 

 

次
に
中
学
校
の
道
徳
の
時
間
で
は
、
よ
り
具
体
的
な
授
業
展
開
が
述
べ
ら
れ

て
い
る(

12)

。 

  

導
入
…
食
に
関
す
る
興
味
や
関
心
を
高
め
、
動
機
付
け
を
図
る
。 

 

展
開
…
読
み
物
資
料
や
映
像
、
授
業
協
力
者
の
話
を
生
か
し
た
話
し
合
い
な

ど
を
通
し
て
、
一
人
一
人
が
道
徳
的
価
値
の
自
覚
を
深
め
る
。
食
に

関
す
る
指
導
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
。 

 

終
末
…
食
に
対
す
る
思
い
や
考
え
を
ま
と
め
た
り
温
め
た
り
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
意
欲
付
け
を
図
る
。 
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実
践
例
で
は
小
学
校
二
年
生
の
「
感
謝
し
て
何
で
も
食
べ
よ
う
」
と
い
う
授

業
が
紹
介
さ
れ
て
い
る(

13)

。
こ
れ
は
学
習
指
導
要
領
の
「
道
徳
の
内
容
」
２

―
（
４
）
感
謝
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
食
育
の
視
点
と
し
て
「
食
事
を
作
っ
て

く
れ
る
人
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
も
ち
、
嫌
い
な
も
の
で
も
少
し
ず
つ
努
力
し

て
食
べ
て
み
よ
う
と
す
る
努
力
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
お
弁
当

の
話
を
例
に
出
し
、
お
弁
当
に
嫌
い
な
も
の
が
入
っ
て
い
た
ら
ど
う
す
る
か
を

児
童
に
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
資
料
を
読
ん
だ
後
、
お
弁
当
を
作
っ

た
人
の
気
持
ち
を
理
解
し
、
嫌
い
な
も
の
で
も
食
べ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
育

む
よ
う
に
導
い
て
い
る
。
評
価
と
し
て
、
お
弁
当
を
作
っ
て
く
れ
る
家
族
の
気

持
ち
を
受
け
止
め
、
そ
の
気
持
ち
を
カ
ー
ド
に
表
現
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
食
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
の
時
間
を
効
果
的
に
授
業

運
営
し
て
い
る
。 

次
に
教
科
教
育
に
つ
い
て
見
る
。
い
ず
れ
の
教
科
に
お
い
て
も
、
そ
の
教
科

の
固
有
の
目
的
に
沿
っ
た
形
で
食
育
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
点
が

難
点
と
さ
れ
る
。
教
科
の
授
業
は
原
則
的
に
小
学
校
で
は
担
任
、
中
学
校
で
は

教
科
担
当
教
諭
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
、
栄
養
教
諭
が
行
い
う
る
の
は
計
画

作
成
の
手
伝
い
と
Ｔ
．
Ｔ
．
と
し
て
教
諭
の
補
助
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
生
活
科
で
は
「
学
校
探
検
な
ど
で
給
食
室
を
見
学
し
た
と
き
、
学
校
で
の
食

事
（
給
食
）
を
支
え
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
」、「
家

族
と
食
事
の
用
意
や
後
片
付
け
の
活
動
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
家
庭
で
の
自

分
の
役
割
を
考
え
た
り
、
感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
」、「
栽
培
活
動
か
ら
実
際
に
食
べ
て
み
る
活
動
へ
と
発
展
さ
せ
、
…

一
緒
に
調
理
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
食
事
へ
の
関
心
を
高
め
る
」(

14)

こ
と
な

ど
が
行
わ
れ
る
。
食
を
通
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
子
ど
も
た
ち
に
育
む
、
栽
培
・

調
理
な
ど
の
体
験
活
動
を
行
う
こ
と
は
道
徳
教
育
に
も
資
す
る
内
容
で
あ
る
。

実
践
例
の
指
導
案
で
は
小
学
校
二
年
生
で
行
わ
れ
た
「
み
ん
な
で 

つ
く
ろ
う 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

～
秋 

編
～
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
授
業
で
は
小

学
生
が
友
人
同
士
協
力
し
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
を
招
待
し
、
食
べ
る
活
動
を

楽
し
く
行
う
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
児
童
が
自
分
た
ち
で
野
菜
を
栽
培

し
、
保
護
者
の
協
力
を
得
て
調
理
し
、
出
来
上
が
っ
た
料
理
を
パ
ー
テ
ィ
ー
と

し
て
振
舞
う
と
い
う
全
一
四
時
間
の
教
育
実
践
で
あ
る
。
体
験
学
習
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
児
童
の
視
野
が
広
ま
る
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
関
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
児
童
の
社
会
性
が
育
ま
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
食
育
の
視
点
を
道
徳
や
教
科
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
の
道
徳
性
・
人
間
性
育
成
に
資
す
る
教
育
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。 
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五
．
環
境
教
育
の
一
環
と
し
て
の
食
育 

―
「
さ
っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ

サ
イ
ク
ル
」
と
道
徳
性
育
成 

  

札
幌
市
独
自
の
食
育
活
動
と
し
て
、
札
幌
市
の
「
さ
っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー

ド
リ
サ
イ
ク
ル
」が
挙
げ
ら
れ
る
。「
さ
っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
」

は
平
成
一
八
年
四
月
か
ら
始
め
ら
れ
た
取
り
組
み
で
、
学
校
給
食
の
調
理
く
ず

や
残
食
を
堆
肥
化
し
、
そ
の
堆
肥
を
利
用
し
て
再
び
学
校
給
食
の
食
材
を
作
ろ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
教
育
、
農
政
、
環
境
の
三
部
局
が

協
力
し
合
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
食
育
を
通
し
た
環
境
教
育
を
子

ど
も
た
ち
に
行
う
点
で
、
非
常
に
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。
こ
の
計
画
に
た
め

に
「
重
点
校
」
と
「
栽
培
活
動
実
践
校
」
が
数
校
指
定
さ
れ
て
い
る
。
重
点
校

で
は
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
の
内
容
を
、教
科
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
教
え
、

ま
た
「
栽
培
活
動
実
践
校
」
で
は
残
食
か
ら
で
き
た
堆
肥
を
使
用
し
て
、
作
物

を
栽
培
し
て
い
る
。
平
成
一
九
年
度
は
リ
サ
イ
ク
ル
堆
肥
を
使
用
し
た
レ
タ
ス

を
、
平
成
二
〇
年
度
は
玉
ね
ぎ
を
全
校
で
使
用
し
た
。
こ
の
取
り
組
み
の
成
果

と
し
て
、
重
点
校
の
多
く
の
学
校
で
残
食
率
が
減
少
し
、
児
童
生
徒
の
食
べ
物

を
大
切
に
す
る
心
が
育
ま
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
児
童
生
徒
の
地
元

の
作
物
に
対
す
る
興
味
関
心
も
深
ま
っ
て
い
る(

15)

。 

次
に
円
山
小
学
校
の
実
践
例
を
紹
介
し
た
い(

16)

。
円
山
小
学
校
で
は
、
重

点
校
の
中
で
も
道
徳
教
育
と
関
連
付
け
て
「
さ
っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ
サ

イ
ク
ル
」
を
行
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
円
山
小
学
校
で
は
研
究
テ
ー

マ
と
し
て
自
然
（
動
植
物
）
に
対
す
る
愛
情
を
養
い
、
環
境
へ
の
意
識
を
高
め

る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
別
活
動
で
は
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
の
堆
肥
を

使
っ
た
食
材
を
校
内
の
教
材
園
で
栽
培
し
（
玉
ね
ぎ
、
レ
タ
ス
等
）、
給
食
し
使

用
し
て
い
る
。
教
科
等
の
授
業
で
は
一
・
二
年
の
生
活
科
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
三

年
の
社
会
科
で
た
ま
ね
ぎ
、
六
年
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
は
ソ
ー
セ
ー
ジ

を
題
材
に
し
た
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
円
山
小
学
校
で
特
徴
的
な
の
は
、
道

徳
の
時
間
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。環
境
教
育
と
道
徳
教
育
と
食
育
が
、

融
合
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
円
山
小
学
校
の
道
徳
の
授
業
で
は
、
小
学
二
年
生

に
「
ぴ
よ
ち
ゃ
ん
と
ひ
ま
わ
り
」
と
い
う
資
料
を
題
材
に
、
食
の
大
切
さ
を
教

え
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
児
童
が
到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
「
自
然
に
関

わ
る
（
動
植
物
愛
護
の
精
神
も
含
め
）
力
や
責
任
感
の
向
上
に
つ
な
げ
る
」、「
食

べ
も
の
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て
る
」
こ
と
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
授
業

で
は
簡
単
な
劇
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
が
登
場
人
物
を
共
感
的
に
理

解
で
き
る
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
ひ
よ
こ
の
ぴ
よ
ち
ゃ
ん

が
ひ
ま
わ
り
の
種
と
出
会
い
、
当
初
食
べ
よ
う
と
し
た
が
や
め
、
友
達
と
な
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
や
が
て
種
は
ひ
ま
わ
り
と
な
る
が
、
ひ
ま
わ
り
は
し

ば
ら
く
し
て
枯
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
ぴ
よ
ち
ゃ
ん
は
大
変
悲
し
む
が
、
ひ
ま
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わ
り
か
ら
種
が
で
き
新
し
い
命
と
な
っ
て
ゆ
く
。
評
価
と
し
て
「
ぴ
よ
ち
ゃ
ん

の
気
持
ち
を
通
し
て
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
か
け
が
え
の
な
い
命
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
。
生
命
が
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
知
り
、
命
の
大
切

さ
を
理
解
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

円
山
小
学
校
で
は
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
の
成
果
と
し
て
、
三
点
挙

げ
て
い
る(

17)

。「
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
の
仕
組
み
を
理
解
（
知
識
）」、「
フ
ー

ド
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
堆
肥
を
使
い
教
材
園
で
作
物
を
栽
培
（
体
験
的
な
活

動
）」、「
道
徳
の
時
間
の
指
導
（
心
情
）
を
通
し
て
、
健
全
な
食
生
活
の
実
践
と

環
境
へ
の
意
識
の
向
上
を
目
指
し
た
」。 

 
 六

．
郷
土
教
育
と
食
育 

  

札
幌
市
で
は
地
産
地
消
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
環
境
教
育
と

も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
節
で
見
た
が
、
次
に
郷
土
教
育
と
も
関
連

づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
い
。先
程
の
食
育
の
年
間
指
導
計
画
を
見
る
と
、

北
海
道
産
の
食
材
を
取
り
入
れ
た
給
食
が
行
わ
れ
て
い
る
。
札
幌
市
で
は
平
成

二
〇
年
度
の
学
校
給
食
に
お
け
る
道
産
品
の
割
合
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る(

18)

。 

 

図
七 
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ま
た
品
目
別
に
見
る
と
、 

主
食 

  

米
、
小
麦
粉
（
う
ど
ん
、
冷
麦
、
ラ
ー
メ
ン
、
パ
ン
）
が
一
〇
〇
％
、 

飲
用
牛
乳 

一
〇
〇
％
、 

農
産
物 
と
う
き
び
、
も
や
し 

一
〇
〇
％
、
レ
タ
ス
（
九
三
％
）、
玉
ね

ぎ（
九
二
％
）、か
ぼ
ち
ゃ（
八
九
％
）、じ
ゃ
が
い
も（
八
八
％
）、

グ
リ
ー
ン
ア
ス
パ
ラ
（
八
六
％
）、
ご
ぼ
う
（
八
六
％
） 

水
産
物 

鮭
切
り
身
・
ダ
イ
ス
・
フ
ィ
レ
、
さ
け
フ
ラ
イ
、
さ
ん
ま
切
り
身
、

ほ
っ
け
切
り
身
、
真
だ
ら
切
り
身
、
根
昆
布
、  

等
が
す
べ
て

一
〇
〇
％ 

 

こ
の
よ
う
に
道
産
品
を
積
極
的
に
使
用
し
た
学
校
給
食
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
地
産
地
消
を
促
進
す
る
授
業
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
既
述
の
「
さ

っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
」
で
も
、
地
産
地
消
を
促
進
す
る
教
育

効
果
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
そ
れ
以
外
の
各
教
科
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
授
業

が
行
わ
れ
て
い
る(

19)

。『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
の
小
学
校
三
年
生
対

象
の
社
会
科
の
授
業
で
は
「
調
べ
よ
う
物
を
つ
く
る
仕
事
」
と
い
う
単
元
で
全

一
四
時
間
の
指
導
計
画
の
下
、
食
育
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
子

ど
も
た
ち
が
地
産
地
消
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
教
育
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

指
導
展
開
例
で
は
コ
ロ
ッ
ケ
が
題
材
と
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
コ
ロ
ッ

ケ
の
売
り
方
、
作
り
方
を
調
べ
る
中
で
、
コ
ロ
ッ
ケ
が
規
格
外
の
廃
棄
処
分
に

な
る
は
ず
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
廃
棄

処
分
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
使
用
さ
れ
て
食
に
提
供
さ
れ
る
こ
と

は
、
環
境
に
良
い
だ
け
で
な
く
、
地
域
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
こ
と
を
子

ど
も
た
ち
は
学
ん
で
ゆ
く
。 

 
 七

．
評
価 

  

文
部
科
学
省
編
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
で
は
、
食
育
へ
の
評
価
が

前
記
の
六
つ
の
目
標
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
実
態
把
握
（Research

）
―
目
標
（Plan

）
―
実
行
（D

o

）

―
評
価
（Check

）
―
改
善
（Action

）
の
Ｒ
―
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る(

20)

。
ま
ず
事
前
に
食
に
関
す
る
実
態

調
査
を
行
い
（
朝
食
を
摂
っ
て
い
る
か
な
ど
）、
そ
れ
を
基
に
計
画
を
立
て
、
食

育
の
指
導
を
実
行
す
る
。
そ
の
後
、
目
標
が
達
成
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
チ

ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
結
果
を
基
に
改
善
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
。
札
幌
市
で
は
そ
の
サ

イ
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
て
い
る(

21)

。 

 
サ
イ
ク
ル
図
か
ら
は
、食
育
が
単
に
単
発
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

学
校
教
育
目
標
に
基
づ
き
体
系
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
地
域
社
会
を

も
視
野
に
入
れ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 
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図
八 

 

 

 

さ
ら
に
食
育
の
評
価
に
関
し
て
は
、
四
つ
の
評
価
の
観
点
を
用
い
、
六
つ
の

目
標
ご
と
に
行
わ
れ
る
。 

 

四
つ
の
観
点
と
は
「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」「
思
考
・
判
断
」「
技
能
・
表
現
」

「
知
識
・
理
解
」
で
あ
る
。
札
幌
市
で
は
以
下
の
よ
う
に
評
価
基
準
が
提
示
さ

れ
て
い
る(

22)

。 

 

こ
の
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
四
段
階
で
評
価
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
。 

 

八
． 

ま
と
め 

食
育
と
教
師
の
役
割 

  

以
上
の
よ
う
に
、
札
幌
市
に
お
け
る
食
育
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
食
育
は
近

年
非
常
に
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
領
域
で
あ
る
が
、
そ
の
本
格
的
な
活
動
は
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
教
師
の
役
割
に
つ
い
て
着
目
し
た
い
。
食
育

は
一
人
の
教
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
全
教
員
が
協
力
し
合
っ
て

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
効
果
的
に
行
わ
れ
る
。
特
に
重
要
や
役
割
を
有
す 

る
の
は
、
栄
養
教
諭
・
担
任
・
校
長
で
あ
る
。
栄
養
教
諭
は
栄
養
の
専
門
的
知 

識
を
有
す
る
教
員
で
あ
り
、
学
校
全
体
の
食
育
の
全
体
計
画
や
年
間
指
導
計
画

な
ど
を
作
成
す
る
役
割
を
有
す
る
。
栄
養
教
諭
は
配
置
状
況
が
各
校
に
一
名
、

場
合
に
よ
れ
ば
複
数
校
を
担
当
し
て
い
る
栄
養
教
諭
も
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 
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図
九 

 

 

そ
れ
ゆ
え
個
別
の
ク
ラ
ス
の
食
育
授
業
に
入
る
こ
と
は
事
実
上
難
し
い
。
栄
養

教
諭
に
は
栄
養
の
専
門
的
知
識
を
活
か
し
、
他
の
教
職
員
と
の
連
携
を
推
進
し

学
校
全
体
で
食
育
の
状
況
が
良
く
な
る
よ
う
に
す
る
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

給
食
の
時
間
を
活
か
し
た
食
育
の
活
動
は
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
児
童
生
徒

の
食
に
関
す
る
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
教
科
を
通
し
た
食
育

に
は
し
ば
し
ば
困
難
が
伴
う
。
上
記
の
例
で
は
、
社
会
科
や
生
活
科
、
理
科
な

ど
で
効
果
的
に
食
育
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
教
科
に
食
の
内
容
を
盛
り
込
む
の

は
難
し
い
こ
と
が
多
い
。
教
科
教
育
に
は
教
科
教
育
独
自
の
目
標
が
存
し
、
そ

の
目
標
に
合
致
し
て
授
業
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。栄
養
教
諭
は
、

単
に
栄
養
の
知
識
だ
け
で
な
く
、
教
職
の
知
識
を
深
く
有
し
、
各
教
科
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
食
の
内
容
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
研
究
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
栄
養
教
諭
に
は
幅
広
い
視
野
と
知
見
が
求
め
ら
れ
る
。 

ま
た
学
級
担
任
は
毎
日
の
給
食
の
時
間
の
指
導
を
通
し
て
、
児
童
生
徒
一
人

ひ
と
り
の
食
へ
の
関
心
や
問
題
点
を
個
別
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

普
段
か
ら
児
童
生
徒
と
接
し
人
間
関
係
を
育
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
や
難
題

が
生
じ
た
時
一
番
効
果
的
に
対
応
で
き
る
の
は
担
任
で
あ
る
。
そ
し
て
校
長
は

学
校
経
営
の
最
高
責
任
者
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
校
務
分
掌
の
一

つ
と
し
て
食
育
を
位
置
づ
け
、体
制
作
り
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
、
食
育
の
改
善
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
試
み
が
行
わ
れ
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る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。『
札
幌
市
食
育
推
進
計
画
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
』
で
は
①

「
健
康
で
活
力
あ
る
人
づ
く
り
」、②「
市
民
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
」、

③
「
市
民
み
ん
な
で
つ
く
る
食
文
化
」
の
三
つ
の
柱
が
食
育
推
進
の
重
点
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
学
校
給
食
に
関
し
て
は
「
早
寝
、
早
起
き
、
朝
ご
は

ん
」
を
推
進
す
る
こ
と
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学
校
給
食
を
実
施
す
る
こ

と
、「
給
食
試
食
会
」
を
実
施
し
家
庭
・
地
域
へ
情
報
提
供
す
る
こ
と
、
保
護
者

を
対
象
に
家
庭
教
育
の
知
識
・
子
ど
も
の
心
の
理
解
・
親
の
役
割
に
つ
い
て
学

習
す
る
「
家
庭
教
育
事
業
」
を
実
施
す
る
こ
と
、
給
食
だ
よ
り
の
発
行
、
小
学

生
の
農
業
体
験
の
機
会
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(

23)

。

学
校
給
食
の
役
割
を
一
層
重
視
す
る
と
同
時
に
、
食
育
を
家
庭
・
地
域
全
体
で

実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
食
育
が
中
心
と
な

っ
て
、
最
終
的
に
は
子
ど
も
の
道
徳
性
・
人
間
性
育
成
に
つ
な
が
る
よ
う
な
教

育
実
践
を
す
る
こ
と
が
今
後
一
層
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。 

   
 
 

注 

（
1
）
札
幌
へ
の
愛
着
度
の
調
査
で
は
、「
好
き
」
六
八
・
八
％
、「
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
好
き
」
二
八
．
四
％
、「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
嫌
い
」
二
・

三
％
、「
嫌
い
」
〇
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
札
幌
市
保
健
福
祉
局
保

健
所
『
札
幌
市
食
育
推
進
計
画
』
平
成
二
〇
年
九
月
、
七
〇
頁
。 

（
2
）
札
幌
市
保
健
福
祉
局
保
健
所
『
札
幌
市
食
育
推
進
計
画
』
平
成
二
〇
年

九
月
、
三
頁
。 

（
3
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
二
〇
年
七

月
、
一
～
二
頁
。 

（
4
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。 

       http://w
w

w.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/outline/ 

       outline.htm
l 

（
5
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
二
〇
年
七

月
、
七
六
頁
。 

（
6
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
二
〇
年
七

月
、
八
〇
頁
。 

（
7
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。 

       http://w
w

w.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/outline/ 

       outline.htm
l 

（
8
）
文
部
科
学
省
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
一
九
年
三
月
、
六

～
七
頁
。 

（
9
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
二
〇
年
七

月
、
一
九
、
二
〇
頁
。 
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（
10
）
前
掲
書
、
二
二
、
二
九
頁
。 

（
11
）
前
掲
書
、
五
六
、
五
七
頁
。 

（
12
）
前
掲
書
、
五
八
、
五
九
頁
。 

（
13
）
前
掲
書
、
五
七
頁
。 

（
14
）
前
掲
書
、
三
八
、
三
九
頁
。 

（
15
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
さ
っ
ぽ
ろ
学
校
給
食
フ
ー
ド
リ
サ
イ
ク
ル
』
重

点
校
実
践
事
例
集
、
平
成
二
一
年
、
二
月
、
一
頁
。 

（
16
）
前
掲
書
、
八
一
～
一
〇
〇
頁
。 

（
17
）
前
掲
書
、
九
四
頁
。 

（
18
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。 

 
 

  
http://w

w
w.city.sapporo.jp/kyoiku/top/kyushoku/ 

       chisanchisyo/chisanchisyo.htm
l 

（
19
）
札
幌
市
教
育
委
員
会
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
二
〇
年
七

月
、
三
四
、
三
五
頁
。 

（
20
）
文
部
科
学
省
『
食
に
関
す
る
指
導
の
手
引
き
』
平
成
一
九
年
三
月
、
一

九
九
頁
。 

（
21
）
前
掲
書
、
一
八
頁
。 

（
22
）
前
掲
書
、
一
五
二
頁
。 

（
23
）
札
幌
市
保
健
福
祉
局
保
健
所
『
札
幌
市
食
育
推
進
計
画
』
平
成
二
〇
年

九
月
、
三
三
～
五
五
頁
。 

  

［
付
記
］
札
幌
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
管
理
課 

栄
養
指
導
担
当
係
長 

田
村
理
都
子
先
生
に
は
、食
育
に
関
す
る
多
く
の
資
料
と
ご
教
示
を
頂

き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
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六 

板
書
等
の
使
用
か
ら
み
た
日
米
授
業
文
化
比
較 

 

添
田 

晴
雄 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

平
成
二
〇
年
、
二
一
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
活
動
の

充
実
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
告
示
の
直
前
に
公
表
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
の

答
申
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習

指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」
に
も
、「
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充

実
は
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
各
教
科
等
を
貫
く
重
要
な
改

善
の
視
点
で
あ
る
」(

1)

と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
重
点
的
な
取
り
組
み
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
国
語
科
で
は
、「
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
を
通
じ
て
、

言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、

実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能

力
を
身
に
付
け
る
こ
と
」(

2)

が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
活
動
の
充
実
は

国
語
科
に
お
け
る
学
習
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
各
教
科
で
は
、
国
語
科
で
培
っ

た
能
力
を
基
本
に
、
た
と
え
ば
、
算
数
・
数
学
、
理
科
等
で
は
、「
比
較
や
分
類
、

関
連
付
け
と
い
っ
た
考
え
る
た
め
の
技
法
、
帰
納
的
な
考
え
方
や
演
繹
的
な
考

え
方
な
ど
を
活
用
し
て
説
明
す
る
」
こ
と
、
家
庭
、
技
術
・
家
庭
、
特
別
活
動
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
で
は
、「
体
験
し
た
こ
と
や
調
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
、

発
表
し
合
う
こ
と
」、
道
徳
、
特
別
活
動
等
で
は
、「
討
論
・
討
議
な
ど
に
よ
り

意
見
の
異
な
る
人
を
説
得
し
た
り
、
協
同
的
に
議
論
し
て
集
団
と
し
て
の
意
見

を
ま
と
め
た
り
す
る
」
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る(

3)

。 

 

こ
の
よ
う
な
学
習
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
に
は
、
文
字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま

で
、(

ⅰ)

江
戸
時
代
は
、
教
育
内
容
も
教
育
方
法
も
文
字
を
書
い
て
学
ぶ
教
育

文
化
で
あ
っ
た
こ
と
、(

ⅱ)

西
洋
で
は
音
声
中
心
の
教
育
方
法
が
発
達
し
た
こ

と
、(

ⅲ)

日
本
語
が
西
洋
の
言
語
と
比
較
し
て
文
字
依
存
性
が
強
い
こ
と
か
ら

日
本
の
教
育
文
化
も
文
字
に
深
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
、(

ⅳ)

明
治
初
期
に
日

本
は
音
声
中
心
の
西
洋
生
ま
れ
の
教
育
方
法
を
導
入
し
て
、
一
時
期
、
文
字
を

多
用
す
る
学
習
文
化
が
断
絶
し
た
こ
と
、(

ⅴ)

石
盤
の
日
本
的
な
利
用
に
よ
り

文
字
に
よ
る
学
習
文
化
が
復
活
し
た
こ
と
、(

ⅵ)

明
治
三
〇
年
代
に
紙
の
価
格

が
安
く
な
り
子
ど
も
用
の
帳
面
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
字
に
よ
る
学
習

文
化
が
継
続
し
た
こ
と
、（
ⅶ
）
試
験
制
度
か
ら
見
た
比
較
考
察
で
も
筆
記
試

験
と
い
う
文
字
に
よ
る
文
化
が
根
強
い
こ
と
、に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た(

4)

。

そ
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
文
字
を
介
在
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
学

習
場
面
や
教
育
場
面
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
「
深
層
構
造
」(

5)

は
、
電
子
黒
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板
や
パ
ソ
コ
ン
等
が
教
育
現
場
に
普
及
し
た
現
在
で
も
な
お
根
強
く
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
「
深
層
構
造
」
を
踏
ま
え
た
言
語
活
動
の
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

か
つ
て
明
治
初
期
に
日
本
の
教
育
現
場
が
体
験
し
た
混
乱
な
い
し
教
育
効
果
の

低
迷
を
回
避
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、本
稿
で
は
、日
米
の
数
学
の
授
業
に
お
け
る
黒
板
等
の
使
用
頻
度
、

音
声
言
語
の
使
用
頻
度
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
で
は
今
日
に
お

い
て
も
音
声
の
み
の
授
業
が
成
立
し
に
く
い
と
い
う
「
深
層
構
造
」
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 
 二

．
分
析
の
対
象 

  

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ

授
業
研
究
」（Pursuing Excellence: Initial Findings from the Third 

International Mathematics and Science Study

）
を
利
用
し
て
、
日
本

の
中
学
校
二
年
生
の
数
学
の
授
業
ふ
た
つ
と
ア
メ
リ
カ
の
第
八
年
生
の
数
学
の

授
業
ふ
た
つ
の
合
計
四
つ
の
授
業
を
試
行
的
に
分
析
し
た(

6)

。
こ
の
試
行
的

研
究
の
主
な
目
的
は
、
次
項
で
述
べ
る
分
析
尺
度
の
開
発
で
あ
っ
た
。
開
発
さ

れ
た
尺
度
そ
の
も
の
は
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
が
、
こ
の
試
行
的
研
究

だ
け
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
日
米
の
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
の

比
較
分
析
を
結
論
付
け
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
理
由

は
、
こ
の
ビ
デ
オ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の
全
体
で

は
な
い
点
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
授
業
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
分
か
ら
五
〇

分
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
実
際
に
ビ
デ
オ
に
収
録
さ
れ
て
い
た
の
は
そ

れ
ぞ
れ
一
〇
分
強
で
あ
っ
た
。
約
四
分
の
一
で
あ
る
。
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
研
究
チ
ー

ム
は
、
授
業
の
構
造
を
効
率
よ
く
表
現
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
構
造
的

に
繰
り
返
し
に
な
る
部
分
や
、
生
徒
が
個
々
に
練
習
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る

場
面
な
ど
は
省
略
し
て
、
ビ
デ
オ
を
編
集
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
の
授

業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
子
を
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
教

育
文
化
の
比
較
分
析
を
す
る
た
め
に
は
、
実
際
の
授
業
の
一
時
間
、
一
時
間
を

通
し
て
撮
影
し
た
デ
ー
タ
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。 

 

そ
こ
で
今
回
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
学
校
の
協
力
を
得
て
全
授
業
を
ビ
デ
オ
撮

影
さ
せ
て
い
た
だ
き
分
析
を
行
う
こ
と
に
し
た(

7)

。 

 

ま
ず
、
日
本
の
学
校
と
し
て
、
大
阪
市
内
公
立
Ａ
中
学
校
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
平
成
二
一
年
二
月
一
九
日
に
、
二
年
生
の
二
ク
ラ
ス
の
数
学
の
授
業
を
撮

影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
両
ク
ラ
ス
と
も
同
一
の
中
堅
教
師
に
よ
る
担
当
で
、

内
容
は
二
ク
ラ
ス
と
も
、「
組
合
せ
を
使
っ
た
確
率
の
求
め
方
」
で
あ
っ
た
。
一

方
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校
は
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
州
モ
ン
ペ
リ
エ
に
あ
る
公
立
Ｍ
ミ

ド
ル
ス
ク
ー
ル
に
ご
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
平
成
二
一
年
一
月
一
六
日
と
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一
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
四
つ
の
数
学
の
授
業
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
四
つ
の
授
業
は
い
ず
れ
も
同
一
の
中
堅
教
師
に
よ
る
も
の
で
、
両
日
と
も

同
一
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
で
あ
っ
た
。
一
日
目
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る

授
業
は
い
ず
れ
も
、「
距
離
・
時
間
グ
ラ
フ
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
を
考
え
る
」、
二

日
目
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る
授
業
は
い
ず
れ
も
、「
比
例
、
反
比
例
、
指
数
の
グ

ラ
フ
の
ま
と
め
」
で
あ
っ
た
。 

 

教
科
と
し
て
数
学
を
選
ん
だ
理
由
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
試
行
的
研
究

で
と
り
あ
げ
た
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ
授
業
研

究
」
が
数
学
の
授
業
を
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
初
め
て
実
際
の
授

業
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
条
件
を
試
行
的
研
究
に
近
づ
け
て
お
く
の
が
適

切
で
あ
る
と
考
え
た
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
数
学
が
他
の
教
科
と
比
較
し

て
、
日
本
語
、
英
語
と
い
っ
た
言
語
的
文
脈
に
よ
る
影
響
が
も
っ
と
も
少
な
い

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
言
語
的
な
影
響
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る

科
目
の
授
業
に
お
い
て
す
ら
も
、
日
米
間
の
分
析
結
果
に
差
異
が
生
じ
れ
ば
、

他
の
教
科
や
も
っ
と
も
言
語
的
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
国
語
（
ア
メ
リ
カ
の

場
合
は

English

）
の
授
業
の
場
合
は
も
っ
と
顕
著
な
差
異
が
出
る
と
推
察
さ

れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
察
の
段
階
で
あ
る
の
で
、
将
来
的
に

は
国
語
な
ど
、
数
学
以
外
の
授
業
に
お
い
て
も
比
較
分
析
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。 

 

分
析
の
対
象
と
す
る
学
年
と
し
て
中
学
二
年
生
（
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
第
八

学
年
）
を
選
ん
だ
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
や
は
り
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し

て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ
オ
授
業
研
究
」
が
こ
の
学
年
を
対
象
に
し
て
資
料
を
提

供
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
学
校
を
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本

の
場
合
、三
年
生
は
高
校
受
験
の
影
響
に
よ
っ
て
授
業
が
変
則
的
に
な
っ
た
り
、

生
徒
が
過
敏
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
調
査
の
協
力
が

得
に
く
く
な
る
こ
と
が
経
験
上
考
え
ら
れ
る
し
、
一
年
生
の
場
合
は
と
く
に
一

学
期
は
ま
だ
中
学
校
そ
の
も
の
に
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、

今
後
、
ビ
デ
オ
撮
影
を
伴
っ
た
授
業
研
究
を
す
る
と
し
て
も
、
は
や
り
中
学
校

二
年
生
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三
．
分
析
の
方
法 

  

授
業
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
分
析
に
関
す
る
研
究
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス

（Ned A. Flanders

）
ら
が
、
一
九
七
〇
年
に
提
唱
し
た
Ｆ
Ｉ
Ａ
Ｃ
（Flanders 

Interaction 
Analysis 

Categories

）

(

8

)

以
来
の
相
互
作
用

（interaction

）
分
析
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

相
互
作
用
分
析
は
、
授
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
音
声
言

語
で
と
ら
え
ら
れ
る
側
面
、つ
ま
りverbal

な
側
面
の
分
析
に
限
ら
れ
て
い
た
。
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そ
し
て
、
教
師
が
板
書
を
し
た
り
、
生
徒
の
発
表
を
教
師
が
摘
書
（
板
書
）
し

た
り
す
る
行
為
は
、
分
析
の
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
口
頭

の
相
互
作
用
と
同
時
に
起
こ
る
も
の
、
な
い
し
は
、
口
頭
の
相
互
作
用
が
途
切

れ
た
時
に
起
こ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
沈
黙
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
識
さ

れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
音
声
言
語
が
中
心
で
あ
っ
た
授
業
文
化
の
文
脈
に

お
い
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
書
か
れ
た
記
号

お
よ
び
発
声
さ
れ
た
記
号
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

日
本
と
西
洋
の
授
業
文
化
の
差
異
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
際
、
こ
の
よ
う
な
音

声
言
語
に
偏
重
し
た
尺
度
を
用
い
て
も
有
効
な
結
果
が
得
ら
れ
な
い
。そ
こ
で
、

文
字
な
ど
の
書
か
れ
た
記
号
と
音
声
な
ど
の
発
声
さ
れ
た
記
号
の
両
方
を
分
析

で
き
る
よ
う
な
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
分
析
尺
度
の
開
発
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
ビ
デ
オ
「
卓
越
性
を
追
求
し
て
：
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
ビ
デ

オ
授
業
研
究
」
を
利
用
し
て
、
板
書
等
の
文
字
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
も
測
定
可
能
な
尺
度
を
試
行
的
に
開
発
し
た(

9)

。
本
稿
で
は
、
そ
の
尺
度

を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

ま
ず
、
デ
ジ
タ
ル
録
画
さ
れ
て
い
る
授
業
映
像
を
再
生
し
、
時
間
カ
ウ
ン
タ

を
利
用
し
て
授
業
を
五
秒
ご
と
に
分
割
し
た
。
こ
の
五
秒
ご
と
の
時
間
区
分
に

行
わ
れ
て
い
る
教
師
や
生
徒
の
行
動
を
表
１
の
よ
う
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い

て
分
析
し
た
。
な
お
、
五
秒
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
時
間
区
分 

       

の
こ
と
を
以
下
で
は
「
コ
マ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

こ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
コ
マ
に
対
し
て
、
次
の
「
視
点
」
を
用
い
て
分

析
を
行
っ
た
。 

①
教
師
が
音
声
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

②
教
師
が
文
字
な
ど
の
、
書
か
れ
た
記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

③
生
徒
が
音
声
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

④
生
徒
の
発
言
を
補
完
す
る
た
め
に
、
教
師
が
文
字
な
ど
の
書
か
れ
た

記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

⑤
生
徒
が
文
字
な
ど
の
、
書
か
れ
た
記
号
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
し
て
い
る
か
否
か 

 

そ
し
て
、
コ
ー
ド
化
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

字 字

分 秒 教 生

00 00
00 05
00 10
00 15
00 20
00 25
00 30
00 35
00 40
00 45
00 50
00 55
01 00
01 05
01 10
01 15
01 20

教 生

音 字 音

（以下続く） 

表１ 分析ワークシート（部分） 
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①
に
つ
い
て
は
、
教
師
が
何
か
を
話
し
て
い
れ
ば
図
１
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

「
教
・
音
」
欄
に
「
ｓ
」
と
書
き
込
ん
だ
。
そ
の
発
言
内
容
が
発
問
で
あ
れ
、

説
明
で
あ
れ
、
と
に
か
く
教
師
の
発
話
が
あ
れ
ば
、「
ｓ
」
と
み
な
し
た
。 

 

②
に
つ
い
て
は
、 
教
師
が
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
し
て
お
れ
ば
、「
教
・
字
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
ま
た
、
す
で

に
書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
、
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
、
ク
ラ
ス
全
体
に
指

し
示
し
た
場
合
は
、「
教
・
字
」
欄
に
「
ｒ
」
と
入
力
し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や

Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
用
い
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
器
具
を
使
っ
て
新
た
に
文
字
や
図

を
提
示
し
て
お
れ
ば
、「
ｗ
」、
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
、
指
さ

し
な
ど
で
参
照
し
て
い
る
場
合
は
、「
ｒ
」
と
し
た
。 

 

③
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
何
か
を
話
し
て
い
れ
ば
、「
生
・
音
」
欄
に
「
ｓ
」

と
記
述
し
た
。
①
に
準
じ
て
、
発
話
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
発
話
が
あ
れ
ば
す

べ
て
「
ｓ
」
と
し
た
。 

 

④
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
何
ら
か
の
発
話
を
し
て
い
る
際
、
そ
の
発
話
行
為

を
補
う
た
め
に
、
教
師
が
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
た
場
合
に
「
生
・
字

教
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
い
わ
ゆ
る
摘
書
と
呼
ば
れ
る
板
書
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
ま
た
、
同
じ
目
的
で
す
で
に
黒
板
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図

を
教
師
が
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
た
場
合
は
、「
ｒ
」
と
し
た
。
な
お
、
同
じ
目

的
で
教
師
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
用
い
た
場
合
は
②
に
準
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
ｗ
」「
ｒ
」
と
し
た
。 

 

⑤
に
つ
い
て
は
、
生
徒
自
身
が
、
黒
板
な
ど
に
文
字
や
図
を
書
い
た
場
合
に
、

「
生
・
字
生
」
欄
に
「
ｗ
」
と
記
入
し
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
書
か
れ
た
文
字

や
図
を
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
た
場
合
に
「
ｒ
」
と
し
た
。
な
お
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
利
用
し
た
場
合
は
②
に
準
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ｗ
」「
ｒ
」
と

し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
手
順
に
従
っ
て
、
上
記
①
～
⑤
の
「
視
点
」
を
用
い
て
、
授
業

ビ
デ
オ
を
時
間
区
分
（
五
秒
）
毎
に
分
析
し
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
間
区
分
（
五
秒
）
に
つ
い
て
、
そ
の
中
で
一
回
で
も
該
当
す
る
行
為
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
コ
ー
ド
化
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

コ
ー
ド
化
に
あ
た
っ
て
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
行
っ
た
。
ま
ず
、
①
の

「
視
点
」
で
、
五
秒
毎
に
区
切
ら
れ
た
場
面
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
コ
ー
ド

化
を
行
っ
た
。
次
に
再
び
ス
タ
ー
ト
時
点
に
戻
っ
て
、
同
じ
場
面
を
②
の
「
視

点
」
に
基
づ
い
て
コ
ー
ド
化
し
た
。
さ
ら
に
、
も
う
一
度
最
初
に
戻
っ
て
…
…

と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
、
五
回
の
コ
ー
ド
化
を
行
っ
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
り
、
た
と
え
ば
、
教
師
が
話
し
な
が
ら
板
書
を
す
る
と
い
っ
た
場
面
で
は
、

①
の
「
視
点
」
か
ら
も
②
の
「
視
点
」
か
ら
も
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
④
の
「
視
点
」
の
よ
う
に
、
そ
の
定
義
上
、
単
独
の
コ
ー
ド
化
が
あ
り

得
な
い
も
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
の
発
言
を
受
け
て
、
そ
れ
と
同
時
に
教
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師
が
板
書
（
摘
書
）
を
行
う
場
合
は
、
同
一
の
「
五
秒
」
間
に
対
し
て
③
の
「
視

点
」
と
④
の
「
視
点
」
の
両
方
か
ら
コ
ー
ド
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

四
．
分
析
の
結
果
と
考
察 

  

以
下
で
は
、
ふ
た
つ
の
日
本
の
授
業
を
そ
れ
ぞ
れ
、「
日
本
11
」「
日
本
12
」、

と
呼
び
、
ア
メ
リ
カ
の
一
日
目
の
授
業
を
「
米
国
11
」「
米
国
12
」、
二
日
目

の
授
業
を
「
米
国
13
」「
米
国
14
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
授
業
の
総
コ
マ
数
を
分
母
に
し
、教
師
の
発
言
の
あ
っ
た
コ
マ
、

生
徒
の
発
言
の
あ
っ
た
コ
マ
の
数
を
分
子
に
し
て
、
教
師
発
話
率
と
生
徒
発
話 

率
を
計
算
し
た
結
果
が
表
２
で
あ

る
。 

 

こ
れ
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の

生
徒
の
発
話
率
の
方
が
日
本
の
生

徒
の
発
話
率
よ
り
も
圧
倒
的
に
高

く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
教
師
の

発
話
率
を
比
較
す
る
と
、
日
本
の

教
師
の
方
が
ア
メ
リ
カ
の
教
師
よ

り
も
よ
く
発
言
し
て
い
る
こ
と
が 

わ
か
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
目
的
と
し
て
い
る
の
は
、
音
声
に
よ
る
発
話
と
は

別
に
教
師
や
生
徒
が
文
字
等
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
れ
だ
け
行
っ

て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
音
声
に
よ
る
発
話
と
同
時
に
文
字
等
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
師
と
生
徒
の
相
互
作
用
分
析
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

行
わ
な
い
。 

 

図
１
は
、
全
コ
マ
の
中
で
、
す
な
わ
ち
授
業
時
間
中
で
、
教
師
が
ど
れ
だ
け

の
頻
度
で
板
書
等
を
使
っ
て
い
る
か
を
計
算
し
て
作
成
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

「
教
師
板
書
等
」
は
、
教
師
が
黒
板
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
文
字
や
記
号
や
図
を
書

い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
コ
マ
数
を
全
コ
マ
で
割
っ
た
割
合
を

示
し
て
い
る
。「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
は
、
黒
板
や
Ｏ
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
す
で
に

書
か
れ
て
い
る
文
字
や
図
を
教
師
が
指
さ
し
な
ど
で
参
照
し
ク
ラ
ス
全
体
に
指

し
示
し
て
い
る
コ
マ
数
を
全
コ
マ
で
割
っ
た
割
合
を
示
し
て
い
る
。 

 

ま
ず
、「
教
師
板
書
等
」に
着
目
す
る
と
、日
本
の
教
師
の
率
は
、三
五
・
四
％
、

四
八
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
率
は
、
四
・
九
％
、
六
・

〇
％
、
七
・
二
％
、
一
三
・
四
％
と
、
日
本
の
教
師
の
率
の
方
が
圧
倒
的
に
高

く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
の
方
は
、
日
本
が
、
一
三
・

〇
％
、
一
二
・
六
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
米
国
12
」
が
一
四
・
三
％
と

日
本
の
数
値
よ
り
も
わ
ず
か
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
の
割
合
は
、 

教師
発話率

生徒
発話率

総
コマ数

日本１１ 68.0% 5.6% 537
日本１２ 71.0% 4.9% 451

米国１１ 42.5% 25.5% 652
米国１２ 51.5% 27.6% 652
米国１３ 47.1% 19.7% 711
米国１４ 57.5% 21.8% 650

表２ 教師・生徒の発話率 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 教師板書等指さし等

N=537

N=451

N=652

N=652

N=711

N=650

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 教師板書等指さし等

N=365

N=320

N=277

N=336

N=335

N=374

図１ 全コマ中に占める教師板書等の率・教師板書指さし等の率 

図２ 教師発話コマ中に占める教師板書等の率・教師板書指さし等の率 
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四
・
九
％
、
六
・
八
％
、
八
・
六
％
と
日
本
の
割
合
よ
り
も
や
や
低
く
な
っ

て
い
る
。
文
字
等
を
書
い
て
い
る
頻
度
と
文
字
等
を
指
さ
し
し
て
い
る
頻
度
を

合
計
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
の
教
師
が
お
お
よ
そ
五
〇
～
六
〇
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
割
合
一
〇
～
二
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
は

や
は
り
、
日
本
の
教
師
の
方
が
は
る
か
に
頻
繁
に
文
字
等
を
使
い
な
が
ら
授
業

を
展
開
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
教
師
が
実
際
に
声
を
出
し
て
い
る
瞬
間
に
、
同
時
に
文
字
等
が

ど
れ
ぐ
ら
い
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
グ
ラ
フ
が

図
２
で
あ
る
。
図
１
で
は
、
す
べ
て
の
コ
マ
を
対
象
と
し
て
分
析
し
た
が
、
図

２
で
は
、
ま
ず
、
教
師
が
音
声
で
な
ん
ら
か
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
コ
マ
だ
け

に
絞
り
込
み
、
そ
の
発
言
コ
マ
数
を
分
母
に
し
て
「
教
師
板
書
等
」「
教
師
板
書

等
指
さ
し
等
」
の
率
を
計
算
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
教
師
が
発
話
し
な
が
ら
文

字
等
を
書
い
て
い
る
率
お
よ
び
、
教
師
が
発
話
し
な
が
ら
文
字
等
を
指
さ
し
し

て
い
る
率
で
あ
る
。 

 

「
教
師
板
書
等
」
だ
け
を
見
て
み
る
と
、
日
本
の
教
師
の
率
が
三
五
・
六
％

と
四
一
・
九
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
師
の
率
が
一
一
・
二
％
、

一
一
・
三
％
、
一
一
・
六
％
、
二
二
・
五
％
と
、
日
本
の
教
師
の
割
合
が
二
倍

か
ら
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。「
教
師
板
書
等
指
さ
し
等
」
の
率
で
は
、
日
本
が
一

九
・
二
％
、
一
七
・
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
一
一
・
六
％
、
二

七
・
七
％
、
一
三
・
七
％
、
一
五
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。「
米
国
12
」
の
率

が
日
米
を
通
し
て
一
番
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
他
で
は
日
本
の
割
合
が
少

し
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
。
文
字
等
を
書
く
率
と
文
字
等
を
指
さ
し
す
る
率
と

を
合
計
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
が
お
お
よ
そ
五
五
～
六
〇
％
で
あ
る
の

に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
お
お
よ
そ
二
〇
～
四
〇
％
の
間
に
留
ま
っ
て
い
る
。
書

い
た
も
の
を
指
さ
し
す
る
率
で
は
日
米
間
で
あ
ま
り
差
が
な
い
も
の
の
、
話
し

な
が
ら
書
く
率
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
日
本
の
教
師
の
方
が
頻
度
が
か
な
り

高
い
と
言
え
る
。 

 

な
お
、
今
回
調
査
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
ア
メ
リ
カ
の
教
師
は
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
数
多
く
授
業
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ア
メ
リ
カ
の
ど
の
教
師
よ

り
も
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
多
用
し
、
か
つ
、
生
徒
た
ち
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
込
み
を

さ
せ
る
学
習
場
面
を
多
く
と
っ
て
い
た
。
実
は
、
同
じ
ミ
ド
ル
ス
ク
ー
ル
の
同

じ
第
八
学
年
で
は
、ふ
た
り
の
教
師
が
数
学
を
担
当
し
て
お
り
、ふ
た
り
は
別
々

の
ク
ラ
ス
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
教
え
て
い
た
。
も
う
ひ
と
り
の
教
師

が
行
う
授
業
に
つ
い
て
は
撮
影
許
可
が
取
得
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
授
業
の

見
学
だ
け
は
許
さ
れ
た
。
こ
の
教
師
は
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
授

業
中
、
教
師
も
生
徒
も
ほ
と
ん
ど
黒
板
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
。
授
業
の
多
く

の
場
面
が
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
分
析
の
対
象
と
し
た
授
業
の
方
は
ア
メ
リ
カ
の
中
で
も
比
較
的 
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文
字
を
多
用
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
授
業
で
あ
っ
て
も
、
な
お
、
日
本
の
教
師
の
授
業
と
比
べ
る
と
、
図

１
や
図
２
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
ま
だ
憶
測

の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
な
教
師
の
授
業
を
分
析
し
て
い
け
ば
、
図

１
や
図
２
で
見
ら
れ
た
差
異
は
も
っ
と
大
き
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。 

 

次
に
、
生
徒
が
何
ら
か
の
発
話
を
し
て
い
る
コ
マ
に
絞
り
込
ん
で
、
そ
の
コ

マ
の
五
秒
間
の
間
に
、
教
師
や
生
徒
が
文
字
等
を
黒
板
等
に
書
い
て
い
る
率
、

お
よ
び
、
教
師
や
生
徒
が
書
か
れ
た
文
字
等
を
指
さ
し
し
て
い
る
率
を
グ
ラ
フ

に
表
し
た
の
が
図
３
で
あ
る
。 

 

生
徒
が
発
話
し
な
が
ら
黒
板
等
に
文
字
を
書
い
て
い
る
率
は
グ
ラ
フ
で
は
横

縞
の
パ
タ
ン
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、「
日
本
11
」「
米
国
11
」「
米
国
12
」

の
三
ク
ラ
ス
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
三
・
三
％
、
四
・
二
％
、
一
・
七
％
と
な
っ
て

お
り
、
日
米
の
差
は
あ
る
と
は
言
い
に
く
い
。
ま
た
、「
米
国
11
」「
米
国
12
」

で
は
、
生
徒
が
発
話
し
な
が
ら
書
か
れ
た
文
字
等
を
指
し
示
し
て
い
る
率
が
そ

れ
ぞ
れ
一
九
・
九
％
、
一
五
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
米
国
13
」「
米

国
14
」
で
は
日
本
と
同
じ
く
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
日
米
で
差
が
あ
る

と
は
言
い
に
く
い
。 

 

一
方
、
生
徒
が
発
話
し
て
い
る
最
中
に
教
師
が
黒
板
等
に
書
き
込
み
を
す
る

図３ 生徒発話コマ中に占める教師・生徒板書等の率：教師・生徒指さし等の率 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

日本１１

日本１２

米国１１

米国１２

米国１３

米国１４

教師板書等 生徒板書等 教師板書等指さし等 生徒板書等指さし等

N=  30

N=  22

N=166

N=180

N=140

N=142
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率
は
、
日
米
で
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
フ
の
黒
塗
り

部
分
の
日
本
の
教
師
の
割
合
は
、
四
六
・
七
％
、
七
二
・
七
％
で
あ
る
の
に
対

し
、
ア
メ
リ
カ
の
割
合
は
、
ど
れ
も
一
〇
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
生
徒
が
発

言
す
る
内
容
を
教
師
が
拾
い
な
が
ら
黒
板
等
に
「
摘
書
」
す
る
場
面
が
非
常
に

多
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
生
徒
の
音
声
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

教
師
が
文
字
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
師
自
ら
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
ら
文
字
に
よ
っ
て
補
う
率
（
図
２
）
よ
り
も
、
高
く
な
っ
て

い
る
点
も
興
味
深
い
。
生
徒
の
音
声
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
心
も
と
な
い
と

思
っ
て
文
字
に
よ
っ
て
補
足
し
よ
う
と
し
て
い
る
教
師
の
心
づ
か
い
が
感
じ
ら

れ
る
。 

 

本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
、
子
ど
も
た
ち
は
文
字
そ
の

も
の
を
何
度
も
何
度
も
書
き
な
が
ら
覚
え
、
ま
た
、
農
業
や
商
業
で
必
要
な
知

識
や
人
名
や
地
名
な
ど
の
学
習
も
文
字
を
書
き
な
が
ら
覚
え
た
。
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
、
文
字
を
書
く
こ
と
は
学
習
内
容
の
中
心
で
も
あ
り
、
学
習
方
法
の

中
心
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
日
本
語
の
も
つ
文
字
依
存
性
の
強
さ
が
あ

る
。
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
文
字
を
介
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
日
本
の
教
育
文

化
の
深
層
構
造
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
深
層
構
造
は
、
江
戸
時

代
は
手
習
い
と
し
て
表
層
構
造
と
し
て
現
れ
た
。
ま
た
、
石
盤
が
西
洋
と
は
違 

っ
て
筆
算
の
道
具
と
し
て

よ
り
も
主
に
文
字
を
書
く

道
具
と
し
て
使
わ
れ
た
こ

と
も
表
層
構
造
の
例
と
言

え
る
。
そ
し
て
教
育
・
学

習
場
面
で
文
字
を
介
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

必
要
と
さ
せ
る
深
層
構
造

は
、
現
在
に
お
い
て
も
存

在
し
、
そ
れ
が
数
学
の
授

業
に
お
け
る
黒
板
等
の
使

い
方
と
い
う
表
層
構
造
と

し
て
顕
在
化
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

五
．
お
わ
り
に 

  

図
４
は
、
イ
リ
ノ
イ
州

ア
ー
バ
ナ
市
で
発
行
さ
れ 

図４ 掲示板のように使われるアメリカの教室の黒板 

（出典：1997年9月2日付The Newsgazette 紙 ） 
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て
い
る
地
方
紙
に
記
載
さ
れ
た
一
コ
マ
漫
画
で
あ
る
。
ベ
テ
ラ
ン
と
称
さ
れ
て

い
る
教
師
が
、
黒
板
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
、「
九
月
～
一
〇
月
：
昨
年
学

習
し
た
が
夏
休
み
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
学
び
直
す 

 

一
一
月
～
四

月
：
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ 

 
 

五
月
：
学
年
末
試
験 

 

六
月
～
八
月
：
上

記
の
内
容
を
す
べ
て
忘
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
。「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
と
し
て
書

か
れ
て
い
る
内
容
が
実
に
言
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

こ
の
教
師
の
黒
板
の
使
い
方
で
あ
る
。 

 

日
本
の
学
校
で
は
多
く
の
場
合
、
生
徒
は
自
分
の
所
属
す
る
学
級
専
用
の
教

室
で
ほ
と
ん
ど
の
教
科
を
学
習
す
る
。
そ
し
て
教
師
の
方
が
時
間
割
に
合
わ
せ

て
自
分
の
教
え
る
学
級
の
教
室
に
移
動
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
そ
れ
が

逆
で
、
教
師
の
教
え
る
教
室
が
固
定
さ
れ
て
い
て
、
教
師
は
、
毎
時
間
、
時
間

割
に
合
わ
せ
て
移
動
し
て
く
る
生
徒
を
待
ち
受
け
て
授
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
授
業
を
定
期
試
験
一
週
間
前

に
見
学
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ひ
と
り
の
教
師
は
、
一
時
間
目
の
最
初
に
黒
板

に
試
験
日
程
と
試
験
範
囲
の
板
書
を
書
い
た
が
、
授
業
中
、
そ
れ
を
消
す
こ
と

は
な
く
、
新
た
に
板
書
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
一
時
間
の
授
業
を
終
え
た
。
授
業

中
は
も
っ
ぱ
ら
音
声
の
み
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
数
時
間
後
に
そ
の
教
室
を
再
び
訪
れ
て
み
た
と
こ
ろ
、
文
字
は
ま
っ
た
く

一
時
間
目
の
ま
ま
に
残
っ
て
お
り
、
板
書
が
書
き
か
え
ら
れ
た
形
跡
は
い
っ
さ

い
な
か
っ
た
。
筆
者
が
二
度
目
に
訪
れ
る
ま
で
の
間
に
数
ク
ラ
ス
の
生
徒
を
相

手
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
教
師
は
一
日
中
、
板
書
の

内
容
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
声
言
語
を
使
い
な
が
ら
授
業
を
展
開

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
教
師
が
せ
わ
し
く
黒
板
に
文
字
を
書
い
て
は

黒
板
消
し
で
拭
い
、
そ
し
て
ま
た
文
字
を
書
き
続
け
な
が
ら
説
明
を
し
て
い
る

光
景
と
対
照
的
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
の
よ
う
に
、
黒
板
を
授
業
の
道
具

と
し
て
で
は
な
く
、
掲
示
板
の
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
教
師
が
い
る
の
で

あ
る
。 

 

図
４
の
一
コ
マ
漫
画
は
、
黒
板
を
掲
示
板
代
わ
り
に
使
っ
て
い
る
教
室
風
景

を
奇
し
く
も
活
写
し
て
い
る
と
言
え
る
。
優
秀
な
漫
画
家
、
そ
し
て
そ
れ
を
採

用
す
る
優
秀
な
編
集
者
な
ら
、
漫
画
の
一
番
お
か
し
い
と
こ
ろ
以
外
は
、
限
り

な
く
自
然
に
近
い
形
で
描
写
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
読
者
が
そ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
黒
板
の
使
い
方
に
違
和
感
を
覚
え
る
な
ら
、
黒
板
に
書
か

れ
て
い
る
内
容
の
お
か
し
さ
に
注
意
が
向
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
漫
画
が
漫
画
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
漫
画
に
描

か
れ
て
い
る
黒
板
の
使
い
方
は
、
一
般
の
読
者
が
学
校
時
代
に
よ
く
目
に
し
た

光
景
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
分
析
し
た
ア
メ
リ
カ
の
数
学
の
授
業
で
は
、
教
師
が
黒
板
等
を
使
う

頻
度
が
日
本
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
や
、
図
４
の
よ
う
な
黒
板
の
使
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い
方
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
音
声
言
語
だ
け
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立

し
や
す
く
授
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
音
声
言
語
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
深
層
構
造
が
反
映
さ
れ
た
表
層
構
造
で
あ
る
と
言
え
る
。 

   
 
 

注 

（
1
）
中
央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特

別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
」平
成
二
〇
年
一

月
一
七
日
、
五
三
頁
。 

（
2
）
同
右
書
、
七
四
頁
。 

（
3
）
同
右
書
、
五
三
～
五
四
頁
。 

（
4
）「
文
字
か
ら
見
た
学
習
文
化
の
比
較
」
お
よ
び
「
筆
記
具
の
変
遷
と
学

習
」（
石
附
実
編
著
『
近
代
日
本
の
学
校
文
化
誌
』
思
文
閣
出
版
、
一

一
五
～
一
四
七
頁
、
一
四
八
～
一
九
五
頁
、
一
九
九
二 

年
）、「
言
語

か
ら
見
た
中
国
・
日
本
・
西
欧
の
試
験
の
比
較
文
化
史
―
筆
記
試
験
と

口
述
試
験
」（
山
口
久
和
・
添
田
晴
雄
編
『
試
験
制
度
か
ら
見
た
教
育

文
化
と
知
識
人
社
会
』大
阪
市
立
大
学
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
、
四
九
～
六
二 

頁
、
二
〇
〇
七
年
）、
い
ず
れ
も
拙
稿
。 

（
5
）「
深
層
構
造
」
は
、
言
語
学
者
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
（Noam Chomsky, 

1928- )

がAspects of the theory of syntax,  M.I.T. Press, 

1965

（
安
井
稔
訳
『
文
法
理
論
の
諸
相
』
研
究
社
、
一
九
七
〇
年
）
の

中
で
変
形
生
成
文
法
の
説
明
を
す
る
際
に
用
い
た
概
念
で
あ
る
。当
時
、

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
意
味
解
釈
を
決
定
す
る
「
深
層
構
造
」（deep 

structure

）
と
音
声
解
釈
を
決
定
す
る
「
表
層
構
造
」
（surface 

structure

）
と
を
設
定
し
、
深
層
構
造
に
受
動
化
変
形
な
ど
の
変
形

規
則
に
基
づ
い
て
形
式
的
操
作
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
表
層
構
造
が
生
成
さ
れ
、そ
れ
が
音
声
へ
の
出
力
と
な
る
と
説
明
し
、

そ
の
論
証
を
試
み
た
。
そ
の
後
、
言
語
学
者
の
間
で
は
、
生
成
過
程
で

適
用
さ
れ
る
変
形
規
則
の
特
定
に
関
す
る
議
論
や
深
層
構
造
の
み
が

意
味
解
釈
を
決
定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
が
、

筆
者
は
、「
深
層
構
造
」「
表
層
構
造
」
と
い
う
概
念
の
み
を
教
育
文
化

研
究（
比
較
教
育
文
化
研
究
と
比
較
教
育
風
俗
研
究
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、「『
比
較
教
育
風
俗
』
再
考
」、
比
較
教
育
風
俗
研
究
会
『
研
究

談
叢
比
較
教
育
風
俗
』
第
一
〇
号
、
一
～
一
七
頁
、
平
成
一
九
（
二
〇

〇
七
）
年
五
月
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。）
に
借
用
し
て
い
る
。
な
お
、

教
育
文
化
の
解
明
に
お
い
て
「
深
層
構
造
」「
表
層
構
造
」
と
い
う
概

念
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
、次
の
よ
う
な
補
足
説
明
が
必
要
で
あ
ろ

う
。 
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ま
ず
「
深
層
」「
表
層
」
と
い
う
対
立
項
で
あ
る
が
、
よ
り
深
い
と
こ

ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
教
育
文
化
と
よ
り
表
面
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る

教
育
文
化
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
「
深
層
」
と
「
表

層
」
の
境
界
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る
の
は
よ

り
深
部
に
あ
る
も
の
を
「
深
層
」、
よ
り
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
「
表

層
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
深
層
」
の
教
育
文
化
は
普
遍
的
で
あ
り
、

時
代
の
変
化
の
影
響
を
受
け
に
く
い
。
言
語
に
お
い
て
、「
深
層
構
造
」

が
変
形
規
則
の
適
用
を
受
け
て
様
々
な
「
表
層
構
造
」
が
生
成
さ
れ
る

の
と
同
様
に
、「
深
層
」
に
あ
る
教
育
文
化
は
、
地
域
や
時
代
に
固
有

な
文
脈
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
「
表
層
」
の
教
育
文
化
と
し
て
顕
在
化

す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
表
層
」
の
教
育
文
化
は
地
域
に
よ
っ
て
多
種

多
様
と
な
る
。
ま
た
、
同
じ
地
域
の
教
育
文
化
で
あ
っ
て
も
時
代
の
変

遷
に
影
響
を
受
け
「
表
層
」
の
教
育
文
化
は
著
し
く
変
化
し
て
い
く
。 

 
 
 
 

次
に
、「
構
造
」
と
い
う
単
語
を
含
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
補
足
説

明
を
す
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
深
層
「
構
造
」
と
し
た
の
は
、
言
語
の

構
文
を
想
定
し
た
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
が
教
育
文
化
の
分
析

に
「
構
造
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
の
は
、
言
語
の
「
構
文
」
の
よ
う

な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、も
う
少
し
抽
象
的
な
概
念
を

想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
構
造
主
義
の
「
構
造
」
に
近
い
。

レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（Claude Lévi-Strauss, 1908-2009

）
は

婚
姻
体
系
の
中
に
「
交
換
」
の
構
造
を
見
出
し
、
文
化
の
中
に
潜
在
し

て
い
る
既
定
条
件
を
明
ら
か
に
し
た
。こ
の
構
造
は
、当
事
者
で
さ
え
、

否
、当
事
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、そ
の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
が
、

現
実
と
し
て
、人
々
の
思
考
や
行
動
様
式
は
こ
の
構
造
の
支
配
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
に
見
え
な
い
、
隠
れ
た
論
理
を
発
見
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
よ
り
普
遍
的
な
事
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
構
造

主
義
で
あ
る
。 

 
 
 
 

一
方
、
筆
者
は
、「
モ
ノ
」
や
「
コ
ト
」
に
着
目
す
る
こ
と
と
、
比
較

の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
習
慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
に

よ
っ
て
隠
ぺ
い
さ
れ
た
教
育
文
化
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
習

慣
化
に
よ
る
受
信
濾
過
」
や
研
究
手
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
モ
ノ
』

『
コ
ト
』に
よ
る
比
較
教
育
史
の
可
能
性
―
学
習
具
の
歴
史
を
事
例
に

―
」、
教
育
史
学
会
五
〇
周
年
記
念
出
版
編
集
委
員
会
編
『
教
育
史
研

究
の
最
前
線
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
七
六
～
二
八
三
頁
、
平
成
一

九
（
二
〇
〇
七
）
年
、
に
譲
る
が
、
重
要
な
影
響
力
を
持
ち
な
が
ら
も

当
事
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
日
常
化
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
教
育
文
化
が
「
構
造
」
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。 
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比
較
教
育
文
化
研
究
に
お
け
る
「
深
層
構
造
」
は
な
お
概
念
整
理
が

必
要
で
あ
る
が
、
現
在
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

１
．「
深
層
構
造
」
と
「
表
層
構
造
」
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。 

   
「
深
層
構
造
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
よ
り
範
囲
の

広
い
視
野
か
ら
捉
え
な
お
せ
ば
、
そ
れ
が
相
対
的
に
「
表
層

構
造
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
り
え
る
。 

２
．「
深
層
構
造
」
を
、
人
類
普
遍
な
い
し
は
複
数
文
化
共
通
の
構

造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
類
普
遍
な
い
し
は
複

数
文
化
共
通
の
深
層
構
造
が
存
在
し
、
そ
れ
が
具
体
的
な

個
々
の
文
化
の
文
脈
に
応
じ
て
固
有
の
表
層
構
造
と
し
て
現

れ
る
。 

３
．「
深
層
構
造
」
を
、
あ
る
国
の
教
育
文
化
固
有
の
不
変
の
構
造

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
独
自
の

深
層
構
造
や
ド
イ
ツ
独
自
の
深
層
構
造
が
あ
る
と
し
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
中
で
不
変
の
深
層
構
造
が
あ
る
と
想
定

で
き
る
。
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
、
あ
る
国
に
あ
る
教
育

文
化
の
深
層
構
造
は
不
変
で
あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
の
文
脈

に
よ
っ
て
そ
の
表
層
構
造
が
変
化
を
遂
げ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
本
科
研
の
計
画
調
書
で
使
っ
て
い
る
「
深
層
構
造
」

の
意
味
は
こ
れ
に
近
い
。 

４
．
右
記
で
は
、「
深
層
構
造
」
を
不
変
な
も
の
と
し
て
論
じ
て
い

る
が
、「
深
層
構
造
」
を
静
的
・
固
定
的
に
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
深
層
構
造
も
ゆ
る
や
か
に
変
化
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
表
層
構
造
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
時

代
の
変
化
に
つ
れ
て
、
深
層
構
造
も
ゆ
る
や
か
に
変
化
す
る
。

表
層
構
造
の
変
化
は
、
深
層
構
造
の
変
化
の
様
子
を
捕
捉
し

つ
つ
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

（
6
）
拙
稿
「
教
授
・
学
習
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
板
書
等
と
音
声
言
語
使
用
か

ら
み
た
授
業
文
化
比
較
の
試
み
―
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｓ
日
米
数
学
授
業
ビ
デ

オ
を
手
が
か
り
に
―
」、
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
人
文

研
究
』
第
五
五
巻
第
三
分
冊
、
八
九
～
一
一
一
頁
、
平
成
一
六(

二
〇

〇
四)

年
三
月
。  

（
7
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ビ
デ
オ
撮
影
に
つ
い
て
は
、
予
め
校
長
と
担
当
教

員
に
研
究
の
趣
旨
と
個
人
情
報
保
護
の
方
針
に
つ
い
て
の
説
明
を
行

い
、
全
生
徒
の
保
護
者
の
了
承
を
得
た
。
日
本
の
学
校
に
つ
い
て
は
、

予
め
校
長
と
担
当
教
員
に
研
究
の
趣
旨
と
個
人
情
報
保
護
の
方
針
に

つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
。 

（
8
）Flanders, Ned A., Analyzing Teaching Behavior, 
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       Addison-Wesley Publishing Company, 1970. 
（
9
）
拙
稿
、
前
掲
書
。 
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七 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
教
科
書
の
歴
史 

―
図
表
分
析
を
中
心
に
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中 

達
也 

 

は
じ
め
に 

  

本
論
文
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア(

1)
に
お
け
る
教
科
書
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ

た
研
究
で
あ
る
。
使
用
す
る
図
表
の
多
く
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト (

2)

に
依

拠
す
る
も
の
と
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
現
在
人
口
八
〇
〇
万
人
程
度
の
小

国
で
あ
る
が
、第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
有
数
の
大
国
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
使
用
言
語
が
ド
イ
ツ
語
で
あ
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は

ド
イ
ツ
と
同
一
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
た
独
自
性

を
維
持
し
た
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
。
本
論
文
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
の
内
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
成
立
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
共

和
国
に
相
当
す
る
領
域
の
こ
と
を
指
す
。 

   

一
．
先
行
研
究
の
分
析 

  

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
校
文
化
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
た
先
行
研
究
は
、
エ
ン

ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
九
九
五
の
み
で
あ
る
。
日
本
語
文
献
と
し
て
、
一
九
世
紀
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
校
教
育
に
つ
い
て
述
べ
た
大
津
留
の
二
論
文(

3) (

4)

が

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
ウ
ィ
ー
ン
の
チ
ェ
コ
系
少
数
民
族
学
校
の
コ
メ
ン
ス

キ
ー
・
シ
ュ
ー
レ
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
わ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
少
数
民
族

系
学
校
の
分
析
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
研
究
の
趣
旨
と
は
異
な
る
。
研
究
テ
ー

マ
の
点
で
本
研
究
に
近
い
文
献
と
し
て
は
、
キ
ス
リ
ン
グ(W

alter K
issling)

の
研
究(

5)

が
あ
る
。
キ
ス
リ
ン
グ
は
、
教
科
書
内
容
の
変
遷
が
激
し
か
っ
た

一
九
二
六
年
か
ら
一
九
四
八
年
ま
で
の
教
科
書
の
内
容
を
絵
と
文
字
で
比
較
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
共
和
政
期
（
一
九
一
九
年
～
一
九
三
八
年
）、
ナ

チ
ス
併
合
期
（
一
九
三
八
年
～
一
九
四
五
年
）、
第
二
共
和
政
期
（
一
九
四
五
年

～
）
の
三
つ
の
時
期
の
同
じ
教
科
書
内
容
を
対
象
に
し
て
い
る
。
図
１
は
、
そ

の
一
例
で
あ
る
。
左
図
は
第
一
共
和
政
期
、
中
図
は
ナ
チ
ス
期
、
右
図
は
第
二

共
和
政
期
の
教
科
書
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
左
図
と
右
図
の
内
容
は
、
同
じ
「
教

会
へ
」(In der K

irche)

で
あ
り
、
復
活
祭(

6)

の
日
に
は
教
会
に
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
的
な
単
語
が
ゴ
シ
ッ

ク
文
字
で
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
の
も
共
通
し
て
い
る
。 
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二
つ
の
図
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
左
図
の
絵
は
雑
で
あ
る
上
に
鬚
文
字
と
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
右
図
は
絵
が
き
れ
い
に
な
っ
て
お
り
文
字
も
読
み
や

す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
図
の
み
は
、「
復
活
祭
の
日
に
」
と

い
う
題
名
に
な
っ
て
お
り
、
内
容
も
復
活
祭
の
日
に
子
ど
も
た
ち
が
す
る
べ
き

こ
と
の
徳
目
が
記
さ
れ
て
い
て
、
教
会
に
関
す
る
記
述
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
絵
の
内
容
も
教
会
で
は
な
く
子
ど
も
が
三
人
描
か
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。 

 

本
論
文
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
教
科
書
の
歴
史
に
つ
い
て
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
九
九
五
を
通
し
て
考
察

を
行
う
。
研
究
対
象
は
、
教
育
機
関
の
整
備
が
始
ま
っ
た
一
六
世
紀
以
降
と
す

る
。
主
な
時
代
区
分
は
、
宗
教
改
革
期
（
一
六
・
一
七
世
紀
）、
国
家
主
導
期
（
一

八
世
紀
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
）、
民
主
主
義
確
立
期
（
一
八
四
八
年
か
ら
現
代

ま
で
）
に
分
け
て
考
察
す
る
。 

 

二
．
宗
教
改
革
期
（
一
六
・
一
七
世
紀
）
の
教
科
書 

  
こ
の
時
期
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
ラ
テ
ン
語
学
校
（
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
）
が
一
五
五
三
年
に
設
置
さ
れ
る
一
方
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
勢
力

が
別
に
学
校
を
設
立
し
、
学
校
教
育
の
整
備
が
始
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
当 

図１ 国民学校一年の教科書（キスリング） 
Walter Kissling, Ein “Aufbruch in eine neue Zeit”? Kontinuität und Diskontinuität im 

österreichischen Erstlesebuch Frohes Lernen (1948) in: Bernd Hackl/ Hans Pechar, 
Bildungspolitische Aufklärung (Wien), 2007, S.105. 
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図２ グラーツで使用された手書きの紙（1557～1559年） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.139. 

図３ ニーダーエスターライヒ地方ルースドルフの学校の授業記録ノート（1599年） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.140. 
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時
の
授
業
で
使
わ
れ
た
の
は
、
ス
ケ
ッ
チ
の
紙
と
イ
ン
ク
の
み
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
の
学
校
の
授

業
で
確
保
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。 

 

（
一
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
貴
族
養
成
学
校 

 

グ
ラ
ー
ツ
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
南
部
）
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
貴
族
養
成
学

校(Landschaftsschule) (

7)
で
は
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ナ
ー
グ
ル(G

eorg N
agl)

と
い
う
教
師
が
文
体
練
習
の
見
本
を
作
成
す
る
た
め
に
、口
述
筆
記
を
行
っ
た
。

ナ
ー
グ
ル
は
、
口
述
筆
記
さ
れ
た
紙
を
使
っ
て
、
最
初
に
文
字
を
教
え
、
そ
の

後
正
し
い
価
値
概
念
を
教
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
紙
は
、
図
２
で
あ
り
若
者
に

不
道
徳
な
生
活
の
結
果
に
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
気
づ
か
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、「
い
か
な
る
支
援
も
こ
れ
以
上
与
え
ら
れ
ず
、
家

へ
の
立
ち
入
り
が
禁
じ
ら
れ
、
状
況
は
変
わ
ら
な
い
」(

8) 

と
な
っ
て
い
る
。 

図
３
は
、
一
五
九
九
年
に
ル
ー
ス
ド
ル
フ(Loosedorf)

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

系
貴
族
養
成
学
校
で
行
わ
れ
た
授
業
記
録
（
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
歴
史
、

宗
教
、
数
学
）
で
あ
る
。
第
四
学
年
の
生
徒
の
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

フ
ォ
ン
・
フ
レ
ン
キ
ン(G

eorg W
ilhelm

 von Fränkin)

が
文
字
練
習
の
た

め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

（
二
）
カ
ト
リ
ッ
ク
系
貴
族
養
成
学
校
（
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
） 

 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
貴
族
養
成
学
校
で
は
、
紙
と
イ
ン
ク
は
教
材
作
成
の

た
め
に
教
師
が
使
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
貴
族
養
成
学

校
で
は
、
紙
と
イ
ン
ク
は
生
徒
が
ラ
テ
ン
語
や
ド
イ
ツ
語
や
チ
ェ
コ
語(

9)

と

い
っ
た
語
学
の
練
習
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
。 

図
４
は
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
イ
ェ
ル
ガ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ト
レ
ッ
ト

(G
eorg Christoph Jörger von Tollet)

と
い
う
生
徒
に
よ
る
語
学
学
習
の

た
め
の
手
書
き
の
紙
で
あ
る
。 

こ
の
時
期
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
各
地
に
学
校
が
設
立
さ
れ
、
文
字
学
習
の
た
め

に
紙
と
イ
ン
ク
が
使
わ
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
体
系
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
及
び

教
科
書
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
各
学
校
・
教
師
が
さ
ま
ざ
ま
な
授
業
を
行

っ
て
い
た
。
現
在
で
は
、
各
生
徒
が
教
師
の
授
業
内
容
を
メ
モ
し
た
内
容
や
、

練
習
用
に
使
っ
た
も
の
が
ノ
ー
ト
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
国
家
が

学
校
教
育
に
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
る
の
は
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア(M

aria 

Theresia von Ö
sterreich)

の
時
代
以
降
で
あ
る
。 
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三
．
国
家
主
導
期
（
一
八
世
紀
か
ら
一
八
四
八
年
ま
で
）
の
教
科
書
・
ノ
ー
ト 

 

こ
の
時
期
は
、
国
家
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
し
く
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
が
中

央
集
権
的
に
教
育
改
革
を
行
っ
た
時
期
で
あ
る
。
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
時
代

の
一
七
七
四
年
に
、
一
般
学
校
教
育
法(Allgem

eine Schulordnung)

が
公

布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
六
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
庶
民
階
級
の
子
ど
も
を

対
象
と
し
た
初
等
教
育
段
階
の
教
育
機
関
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
国
民
学

校(Volksschule

、
一
～
二
年
制)

、
基
幹
学
校(H

auptschule

、
三
年
制)

、

師
範
学
校(N

orm
alschule

、
四
年
制)

の
三
種
に
分
類
し
た
。
こ
の
教
育
改
革

は
、
従
来
は
教
会
が
保
持
し
て
い
た
教
育
監
督
の
権
限
を
国
家
主
導
に
切
り
替

え
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た(

10)

。 

 

（
一
）
レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン 

国
民
学
校
に
入
学
し
た
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

文
字
が
入
っ
た
レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン
（
蜂
密
・
香
料
入
り
ケ
ー
キ
）
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
食
事
を
通
し
て
子
ど
も
に
授
業
で
教
え
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
思
い
出

さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
。
レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン
自
体
は
、
古
代
・
中
世
に
お
い

て
も
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
形
で
作
成
さ
れ
た
の
は
こ

の
時
期
が
初
め
て
で
あ
る
。 

図４ オーバーエスターライヒ地方の貴族子弟の語学練習ノート（1570年） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.140. 
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図
５
と
図
６
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
世
紀
に
作
成
さ
れ
た
木
彫
り
の
彫
刻
画
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
食
用
の
レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン
と
し
て
製

造
す
る
た
め
の
見
本
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
石
碑
の

レ
リ
ー
フ
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
Ｔ
と
Ｖ
の
間
の
Ｕ
の
文

字
が
欠
け
て
い
る
。 

  

（
二
）
最
初
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
教
科
書 

 

レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン
は
食
べ
物
で
あ
る
た
め
後
ま
で
残
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
教
科
書
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
図
７

「
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
た
は
名
前
の
本
」(A.B.C. O

der N
am

enbüchlein)

で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
の
長
男
の
ヨ
ー
ゼ
フ
（
後
の
神
聖
ロ
ー
マ
皇

帝
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
）
が
三
歳
に
な
っ
た
時
に
教
育
用
に
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
内

容
は
、
彩
色
さ
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
多
く
の
挿
絵
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ

の
他
に
、
祈
り
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
解
説
や
世
界
の
啓
蒙
思
想
の
内
容
も
含

ま
れ
て
い
る
。
左
図
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
風
の
服
装
を
し
た
ヨ
ー
ゼ
フ
が
手
に

金
の
鎖
を
持
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

  

図５ アルファベットの入ったレープの木盤 
             （18世紀製作） 

Helmut Engelbrecht, Erziehung und 
Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.214. 
ティロル地方で制作。 

図６ アルファベットの入った 
   レープクーヘンの木盤（18世紀制作） 

Helmut Engelbrecht, Erziehung und 
Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.214. 
オーバーエスターライヒ地方ヴェルスで製作。 
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（
三
）
個
人
授
業
へ
の
教
科
書
の
普
及 

 

一
九
世
紀
に
入
る
と
、王
侯
の
教
育
に
使
わ
れ
て
い
た
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
教
科
書
は
、

個
人
授
業
に
ま
で
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
教
科
書
は
、
教
育
方
法
を
従
来
の

言
葉
に
よ
る
抽
象
的
な
教
授
法
か
ら
絵
を
通
し
て
の
具
体
的
な
教
授
法
へ
と
転

換
を
促
す
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
に
普
及
し
た
の
は
経
済

的
理
由
か
ら
学
校
教
育
で
は
な
く
個
人
授
業(Privatunterricht)

に
お
い
て

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
期
の
教
科
書
は
、
家
庭
で
の
個
人
授
業
を
受
け
る
こ

と
が
出
来
た
金
持
ち
の
子
ど
も
の
教
育
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
前

半
に
絵
の
描
写
付
き
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
本
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
々
の
文

字
に
手
工
業
・
商
業
・
市
民
生
活
の
場
面
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
図
８
は
、
Ｍ

の
文
字
を
解
説
し
た
も
の
で
、
Ｍ
の
文
字
か
ら
始
ま
る
単
語
を
絵
と
と
も
に
示

し
て
い
る
。
左
上
の
絵
は
、M

odehut

（
流
行
の
帽
子
）
で
女
性
が
帽
子
屋
さ

ん
で
帽
子
を
被
ろ
う
と
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
上
の
絵
は
、

M
ilchfrau

（
ミ
ル
ク
配
達
を
行
う
女
性
）
で
車
付
き
の
台
車
で
牛
乳
を
運
ん

で
い
る
女
性
が
各
家
庭
に
牛
乳
を
配
っ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
下

の
絵
がM

ohr

（
ム
ー
ア
人
、
黒
人
）
で
ム
ー
ア
人
に
近
づ
か
れ
て
困
っ
て
い

る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
下
の
絵
がM

aler

（
画
家
）
で
画
家
に
自
画
像

を
描
い
て
も
ら
っ
て
い
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

図７ ヨーゼフ大公のABCの本の表紙（1744年制作） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.215. 
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図８ Mの文字を解説した教科書（1825年頃） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.215. 

図９ Oの文字を解説した教科書（1841年頃） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.216. 
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し
か
し
、教
科
書
の
中
に
は
上
流
階
級
の
生
徒
を
戸
惑
わ
せ
た
も
の
も
あ
る
。

そ
の
教
科
書
が
図
９
で
あ
る
。
図
は
、
Ｏ
と
文
字
と
Ｏ
か
ら
始
ま
る
一
〇
の
単

語
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
き
な
特
徴
は
ド
イ
ツ
語
（
左
）
と
フ
ラ
ン
ス

語
（
右
）
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
〇
年
前
ま
で
フ
ラ
ン
ス
と
戦

争
を
し
た
記
憶
が
残
っ
て
い
る
世
代
を
親
に
持
つ
子
ど
も
は
、
ど
の
よ
う
に
思

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
も
上
の
八
つ
の
Ｏ
の
字
の
間
にO

bst

（
果
物
）
が
書
か

れ
て
い
る
。
八
つ
の
図
を
左
上
か
ら
時
計
回
り
に
見
て
い
く
と
、O
hr

（
耳
）、

O
hrring

（
イ
ヤ
リ
ン
グ
）、O

rgan
（
オ
ル
ガ
ン
）、O

rangutan

（
オ
ラ
ウ

ー
タ
ン
）、Olivenbaum

（
オ
リ
ー
ブ
の
木
）、Obsthändlerin

（
女
性
の
果

物
商
人
）、O

ffizier

（
将
校
）、O

chs

（
牛
）
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
残
る
一

つ
の
図
はO

bstgarten

（
果
樹
園
）
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
教
科
書
は
、
一
八
世
紀
の
ヨ
ー

ゼ
フ
大
公
の
教
育
教
科
書
か
ら
始
ま
り
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
個
人
授
業
に
ま

で
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
現
場
に
教
科
書
を
普
及
さ
せ
る

こ
と
は
、
経
済
的
な
理
由
（
財
政
負
担
）
か
ら
見
送
ら
れ
続
け
た
。
そ
の
よ
う

な
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
で
あ
っ
た
。 

   

四
．
民
主
主
義
確
立
期
の
教
科
書
・
ノ
ー
ト 

 

（
一
）
学
校
教
育
で
の
重
要
性
の
増
加 

 

一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
以
降
、
教
科
書
は
学
校
現
場
に
広
が
り
、
現
在
で

は
最
も
重
要
な
教
授
・
学
習
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

教
科
書
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
国
定
で
は
な
く
多
種
多
様
な
教
科
書
が
発
行
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
教
育
行
政(

11)

は
学
校
現
場
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
続
け

て
い
る
。
と
い
う
の
も
各
教
員
は
、
レ
ー
ル
プ
ラ
ン(Lehrplan

、
授
業
計
画)

で
示
さ
れ
た
目
標
を
目
指
し
て
授
業
を
行
う
た
め
、
仮
に
教
科
書
が
異
な
っ
た

と
し
て
も
行
政
サ
イ
ド
が
希
望
す
る
や
り
方
で
授
業
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。 

 

前
の
時
期
で
は
、
最
初
に
国
民
学
校
に
入
学
す
る
階
層
と
、
家
庭
で
の
個
人

授
業
か
ら
始
ま
り
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
進
学
す
る
階
層
と
の
間
に
歴
然
た
る
格
差

が
存
在
し
た
。
し
か
し
、
三
月
革
命
以
後
義
務
教
育
制
度
が
導
入
さ
れ
、
六
歳

の
全
て
の
子
ど
も
が
国
民
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た(

12)

。

そ
の
結
果
、
教
育
行
政
の
管
轄
権
限
が
強
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
科
書
の
国

定
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
も
強
い
教
育
行
政
の
権
限
は
、
未
だ
に
健
在
で

あ
る
。 
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（
二
）
教
科
書
の
量
と
内
容
の
増
加 

 

教
科
書
が
学
校
教
育
に
導
入
さ
れ
始
め
た
一
九
世
紀
後
半
は
、
ほ
と
ん
ど
の

科
目
に
一
つ
の
教
科
書
で
対
応
す
る
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
状
況
で
あ
っ
た
。

徐
々
に
個
々
の
テ
ー
マ
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
生
徒
が
教
科
ご
と
の

教
科
書
を
毎
日
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
時

に
教
科
書
の
数
と
内
容
が
増
加
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。 

 

特
に
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
科
書
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
九
九
五
が
述
べ

る
よ
う
な
「
大
学
教
授
や
講
師
は
ほ
と
ん
ど
書
い
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
学
術
的
な
研
究
書
と
同
じ
」
分
量
に
な
っ
た
の
で
あ
る(

13)

。 

 

（
三
）
教
科
書
内
容
の
発
展 

 

一
八
七
〇
年
代
に
、
基
本
的
な
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
た
め
に
教

科
書
に
挿
絵
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
教
科
書
に
挿
絵

を
加
え
る
た
め
に
必
要
な
コ
ス
ト
（
費
用
）
は
高
か
っ
た
た
め
、
挿
し
絵
付
き

の
教
科
書
は
あ
ま
り
広
が
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
八
年
に
オ
ー
ス
ト

リ
ア
帝
国
（
一
八
〇
六
年
～
一
九
一
八
年
）
政
府
は
、
そ
の
コ
ス
ト
を
負
担
し

た
上
で
現
実
に
合
っ
た
挿
絵
を
載
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
つ
ま
り
、
教
科
書

を
国
定
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
白
黒
写
真

を
教
科
書
に
載
せ
始
め
、
第
二
共
和
政
期
に
は
カ
ラ
ー
写
真
が
付
け
加
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
教
科
書
の
表
紙
は
、
児
童
の
教
育
的
・
学
習
心

理
的
な
影
響
を
考
慮
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。 

 

図
10
と
図
11
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
期
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
科
書
と

現
在
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
蛇
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
図
10
は
、
蛇
の
挿
絵
が

簡
単
に
描
写
さ
れ
て
い
て
、
文
字
が
鬚
文
字
で
内
容
も
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
、
図
11
は
二
つ
の
蛇
の
写
真
と
骨
格
構
造
に
つ
い
て
書
か
れ
た
図

が
入
れ
ら
れ
て
い
て
、文
字
も
現
代
風
で
内
容
も
倍
増
し
て
い
る
。こ
の
図
は
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
内
容
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

 

教
科
書
代
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
期
に
は
有
償
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
第
一
共
和
政
期
に
は
一
部
の
義
務
教
育
学
校
で
無
償
と
さ
れ
、
一
九
七
二

年
に
は
全
て
の
教
科
書
が
無
償
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
に
は
教
科

書
は
、
従
来
の
貸
与
か
ら
配
布
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

教
科
書
の
学
校
現
場
へ
の
普
及
は
急
速
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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図10 ギムナジウム・実科ギムナジウムの自然科の教科書(1861年) 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.333. 

図11 ギムナジウムの生物・環境科の教科書（1988年） 
Helmut Engelbrecht, Erziehung und Unterricht im Bild (Wien), 1995, S.333. 
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考
察 

  

本
論
文
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
モ
ノ
コ
ト
に
つ
い
て
、
特
に
教
科

書
の
成
立
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
の
民
主
主
義
確
立
期
に

お
け
る
教
科
書
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
他
の
西
欧
諸
国
と
変
わ
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
宗
教
改
革
期
・
国
家
主
導
期
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ら
で
は
の
独
自
性
が

垣
間
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
教
改
革
期
は
、
教
会
の
影
響
力
を
排
除

し
た
貴
族
養
成
の
学
校
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
期
で
あ
り
、
各
教
師
が
模
索

を
し
な
が
ら
授
業
を
行
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
国
家
主
導
期
に
は
、
教
育
制

度
が
確
立
し
国
民
学
校
で
は
レ
ー
プ
ク
ー
ヘ
ン
が
配
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方

で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
最
初
の
教
科
書
（
ヨ
ー
ゼ
フ
大
公
あ
の
教
科
書
）
が
発

行
さ
れ
、
五
〇
年
く
ら
い
の
間
に
個
人
授
業
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。 

 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
教
育
水
準
が
後
進
地
域
と
さ
れ
て
き

た
が
、
国
家
主
導
期
以
降
に
急
速
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と

で
あ
る
。 

 

今
後
の
課
題
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
他
の
モ
ノ
コ
ト
の
歴
史
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
後
は
、
筆
記
具
の
歴
史
も
し

く
は
授
業
形
態
の
歴
史
に
つ
い
て
、
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。 

 

注 （
1
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
一
九
世
紀
初
め
に
使
わ
れ
始
め
た
国
家
名
称
で
あ

り
、
そ
れ
ま
で
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国(D

as H
eilige Röm

ische 

Reich der deutscher N
ation)

も
し
く
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
国

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
本
論
文
で
は
、
便
宜
的
に
一
八
世
紀
以
前
も
オ
ー

ス
ト
リ
ア
と
呼
称
す
る
。 

（
2
）H

elm
ut Engelbrecht, Erziehung und U

nterricht im
 Bild 

(W
ien), 1995. 

（
3
）
大
津
留
厚
「
帝
国
・
共
和
国
・
帝
国
―
ウ
ィ
ー
ン
の
チ
ェ
コ
系
小
学
校

コ
メ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ュ
ー
レ
の
現
代
史
―
」、
駒
込
武
・
橋
本
伸
也
編

『
帝
国
と
学
校
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
七
年
。 

（
4
）
大
津
留
厚
『
増
補
改
訂 

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
の
実
験 

多
文
化
共
存
を
目

指
し
て
』
春
風
社
、
二
〇
〇
七
年
。 

（
5
）W

alter K
issling, Ein “Aufbruch in eine neue Zeit”? 

Kontinuität 
und 

Diskontinuität 
im

 
österreichischen 

Erstlesebuch Frohes Lernen  (1948) in: Bernd H
ackl/ 

H
ans 

Pechar, 
Bildungspolitische Aufklärung 

(W
ien), 

2007. 
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（
6
）
復
活
祭
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
重
要
な
祝
日
で
、
春
分
の
日
の
後

の
最
初
の
満
月
の
次
の
日
曜
日
に
祝
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
年
に
よ
っ

て
異
な
る
移
動
祝
日
で
あ
る
。
基
本
的
に
三
月
か
四
月
に
行
わ
れ
る
。 

（
7
）Landschaftschule

の
辞
書
で
の
直
訳
は
、「
地
方
（
田
舎
）
の
小
学

校
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
本
論
文
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
貴

族
養
成
学
校
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Engelbrecht1995
に
よ
る
と
、Landschaftsschule

と
は
宗
教

改
革
期
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
勢
力
が
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
に
対
抗
す
る

た
め
に
設
立
し
た
学
校
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
が
強
か
っ
た
た
め
、全
て
の
学
校
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

最
初
に
設
立
さ
れ
た
一
五
四
一
年
か
ら
最
終
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
一
五

九

八

年

ま

で

に

オ

ー

ス

ト

リ

ア

で

は

、

九

か

所

に

Landschaftschule

が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
学
校
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
系
の
貴
族
養
成
の
た
め
の
学
校
で
あ
り
、年
限
は
五
～
七
年
で
あ

る
。
こ
の
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒
は
、（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
）
ド

イ
ツ
の
大
学
に
進
学
す
る
。Engelbrecht1995, 110-112. 

こ
の
よ

う
にLandschaftsschule

と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
貴
族
養
成
機

関
で
あ
る
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
学
校
の

こ
と
を
言
う
。 

（
8
）Engelbrecht1995, S.138. 

（
9
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
貴
族
が
チ
ェ
コ
人
（
ボ
ヘ
ミ
ア
、
ベ
ー
メ
ン
）
に
言
葉

の
壁
を
感
じ
る
こ
と
を
排
除
す
る
た
め
に
チ
ェ
コ
語
の
学
習
を
行
っ

た
。
チ
ェ
コ
語
の
学
習
の
み
は
主
に
家
庭
教
育
で
行
わ
れ
て
い
た
。

Ebd, S.140 

当
時
、チ
ェ
コ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
領
で
あ
っ
た
た
め
、

将
来
的
に
チ
ェ
コ
の
支
配
層
と
な
る
貴
族
と
現
地
の
住
民
と
の
間
に

摩
擦
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。 

（
10
）
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
時
代
の
教
育
改
革
に
つ
い
て
は
、
山
之
内
克
子
「
啓

蒙
期
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
教
育
」
浅
野
啓
子
・
佐
久
間
弘
展
編
著

『
教
育
の
社
会
史 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
・
近
世
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇

六
年
に
詳
し
い
。 

（

11
）
一
九
六
〇
年
代
ま
で
教
育
省(Bundesm

inisterium
 für 

U
nterricht)

が
初
等
教
育
段
階
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま
で
管
轄
権
限

を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
に
初
等
・
中
等
教
育
段
階
を

管
轄
す
る
教
育
文
化
省(Bundesm

inisterium
 für U

nterricht, 

K
ultur und K

unst)

と
高
等
教
育
段
階
を
管
轄
す
る
学
術
研
究
省

(Bundesm
inisterium

 für W
issenschaft und Forschung)

に

分
割
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

（
12
）
最
初
の
四
年
間
は
ど
の
生
徒
も
国
民
学
校
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
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五
年
目
に
試
験
が
行
わ
れ
成
績
の
良
い
生
徒
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
・
実

科
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム(Realgym

nasium
)

・
実
科
学
校(Realschule)

・

女
子
学
校(M

ädchen-Lyzeum
)

に
進
学
す
る
。
し
か
し
、
大
半
の
生

徒
は
九
年
間
国
民
学
校
に
通
学
し
て
い
た
。Engelbrecht1995, 

S.260. 

（
13
）Ebd, S.332.

エ
ン
ゲ
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
で
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
た
た
め
に
、大
学
教
授
に
対
す
る
対
抗

意
識
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
は

大
学
の
下
部
機
関
と
い
う
伝
統
的
な
位
置
づ
け
が
現
在
も
残
っ
て
お

り
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
はProfessor
と
呼
ば
れ
、
他
の
学
校
の

教
師
よ
り
も
一
つ
上
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
。 
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八 

変
形
セ
ー
ラ
ー
服
に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
哀
史
を
よ
む 

―
大
正
～
昭
和
戦
前
の
長
崎
県
に
み
る
外
来
文
化
へ
の
態
度
― 

 

岡
本 

洋
之 

 

一
．
本
研
究
の
目
的
と
方
法 

  

佐
藤
秀
夫
、
西
村
絢
子
、
福
田
須
美
子
、
桑
田
直
子
ら
の
諸
氏
は
、
服
装

と
い
う
「
言
語
化
さ
れ
な
い
モ
ノ
」(

1)
、
と
く
に
学
校
に
お
け
る
洋
制
服

制
定
過
程
を
研
究
し
た
結
果
、
そ
こ
に
男
女
の
性
差
、
ま
た
ス
ク
ー
ル
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
そ
れ
に
地
域
が
関
係
し
た
事
情
、
さ
ら
に
は
体
育
と

健
康
等
の
問
題
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た(

2)

。
本
研

究
は
そ
れ
ら
に
学
び
つ
つ
、
女
子
の
洋
制
服
制
定
事
情
を
検
討
し
、
そ
こ
に

外
来
文
化
と
日
本
社
会
の
出
合
い
、
な
い
し
ぶ
つ
か
り
合
い
が
表
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
県
域
が
明
治
政
府
の
強
権

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
た
め
に
全
県
を
通
し
て
ま
と
ま
っ
た
歴
史
・
風
俗
を

も
た
ず(

3)

、
日
本
の
縮
図
と
考
え
ら
れ
る
長
崎
県
を
選
ぶ
。 

同
県
に
お
け
る
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
の
女
子
中
等
教
育
機
関

の
洋
制
服
制
定
過
程
を
見
る
と(

4)

、
セ
ー
ラ
ー
服
関
係
の
問
題
が
目
に
つ

く
。
欧
米
伝
来
の
形
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
変
形
さ
れ
た
セ
ー
ラ
ー
服
を
制

服
と
し
た
学
校
が
あ
る
。
セ
ー
ラ
ー
服
を
一
度
採
用
し
て
か
ら
取
り
や
め
た

り
、
戦
後
に
至
る
ま
で
採
用
し
な
か
っ
た
学
校
も
あ
る
。
本
研
究
で
は
そ
の

よ
う
な
学
校
の
分
布
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
長
崎
県
の
地
域
性
、
ひ
い
て
は

日
本
の
風
土
の
解
明
に
向
け
て
一
歩
を
進
め
た
い
。 

 

二
．
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
か
、
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
か 

 

 

ま
ず
「
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
」
を
定
義
し
、
次
に
「
変
形
セ
ー
ラ
ー

服
」
二
種
を
概
観
す
る
。 

 

１
．「
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
」
の
定
義 

 

 

は
じ
め
に
、
本
研
究
が
「
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
」
と
呼
ぶ
も
の
を
定

義
す
る
。 

 
坂
井
妙
子
は
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
英
国
で
、
子
ど
も

用
セ
ー
ラ
ー
服
が
流
行
し
た
理
由
を
追
究
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
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九
世
紀
前
半
の
英
海
軍
に
お
い
て
「
酒
と
女
に
し
か
興
味
が
な
い
ご
ろ
つ
き

と
思
わ
れ
、
戦
時
を
除
き
無
視
さ
れ
、
蔑
ま
れ
る
存
在
」
で
あ
っ
た
水
兵
に

制
服
は
な
く
、
彼
ら
は
西
イ
ン
ド
諸
島
か
ら
輸
入
さ
れ
た
麦
わ
ら
帽
や
、
米

海
軍
起
源
の
白
い
三
本
の
テ
ー
プ
に
縁
取
ら
れ
た
カ
ラ
ー
等
、
各
国
起
源
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
寄
せ
集
め
た
私
服
の
一
種
で
あ
る
慣
習
服
（customary 

dress

）
を
着
用
し
て
い
た
。
こ
れ
が
セ
ー
ラ
ー
服
の
原
型
で
あ
る
。 

ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
三
～
五
六
年
）
を
機
に
英
国
民
の
あ
い
だ
に
海

事
へ
の
関
心
が
高
ま
る
と
、
海
軍
は
悪
習
の
除
去
等
の
改
革
を
迫
ら
れ
、
そ

の
一
環
と
し
て
一
八
五
七
年
、「
白
テ
ー
プ
の
縁
取
り
が
あ
る
青
い
カ
ラ
ー
、

ブ
ラ
ウ
ス
、
黒
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
、
ブ
ル
ー
の
丈
の
短
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
ズ

ボ
ン
、
麦
わ
ら
帽
の
組
み
合
わ
せ
」
が
制
服
化
さ
れ
た
。
こ
の
セ
ー
ラ
ー
服

は
、
以
前
の
印
象
と
は
異
な
っ
て
「
よ
く
訓
練
さ
れ
、
教
育
も
受
け
た
リ
ス

ペ
ク
タ
ブ
ル
な
海
の
戦
士
」
で
あ
る
英
国
水
兵
を
表
す
記
号
と
な
っ
た
。 

し
か
し
帝
国
主
義
の
時
代
（
一
八
七
〇
年
代
末
～
）
に
入
っ
て
欧
米
各
国

の
植
民
地
獲
得
競
争
は
激
化
し
、英
国
の
地
位
は
相
対
的
に
下
が
っ
て
い
く
。

続
く
第
一
次
世
界
大
戦
で
英
国
は
勝
利
す
る
も
の
の
、
も
は
や
か
つ
て
の
グ

レ
ー
ト
・
エ
ン
パ
イ
ア
で
は
な
か
っ
た
。
英
国
で
子
ど
も
た
ち
に
、
自
国
の

水
兵
と
そ
っ
く
り
の
セ
ー
ラ
ー
服
を
着
せ
る
こ
と
が
流
行
し
た
一
八
八
〇
年

代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
は
、
こ
の
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
を
坂
井
は
、

「
パ
ッ
ク
ス
ブ
リ
タ
ニ
カ
を
支
え
て
き
た
海
軍
力
、
植
民
地
の
領
有
、
工
業

力
と
経
済
力
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
面
で
の
英
国
優
位
が
事
実
上
失
わ
れ
、
大

英
帝
国
の
将
来
に
対
す
る
不
安
と
苛
立
ち
に
若
干
の
楽
観
が
入
り
交
じ
っ

た
」
時
期
に
、
大
人
が
子
ど
も
た
ち
を
「
帝
国
の
垣
根
」
た
る
小
さ
な
水
兵

に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
が
果
た
せ
な
か
っ
た
大
英
帝
国
再
建
の
夢

を
彼
ら
に
背
負
わ
せ
た
も
の
と
見
て
い
る(

5)

。 

坂
井
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
図
版
か
ら
、
英
海
軍
の
セ
ー
ラ
ー
服
と
、

そ
れ
を
模
し
た
子
ど
も
服
を
見
て
み
る
と
、
①
前
方
で
ネ
ク
タ
イ
を
結
ん
で

い
る
こ
と
と
、
②
大
き
な
襟
が
両
肩
か
ら
背
中
に
か
け
て
あ
り
、
そ
れ
が
後

方
か
ら
は
ほ
ぼ
長
方
形
に
見
え
る
こ
と
、
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ

の
二
点
を
も
っ
て
、「
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

こ
の
場
合
、
次
に
示
す
長
崎
県
立
平
戸
高
等
女
学
校
の
制
服
は
、
欧
米
伝

来
型
と
い
え
る
。 
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（
図
１
）(

6) 

 

２
．
変
形
セ
ー
ラ
ー
服 

 

⑴ 

襟
の
幅
が
狭
い
長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
の
制
服 

 

長
崎
市
内
の
有
力
校
で
あ
っ
た
長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
（
一
九
〇
一

〈
明
治
三
四
〉
年
、「
長
崎
県
立
高
等
女
学
校
」
と
し
て
創
立
）
の
も
っ
と
も

包
括
的
な
学
校
史
書
で
あ
る
『
た
ち
ば
な
の
歩
み
一
〇
〇
年
』
に
は
「
セ
ー

ラ
ー
服
」
の
表
現
が
な
い(

7)

。
し
か
し
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
段
階
で

の
同
校
本
科
の「
正
服
規
程
」に
は
、「
⑴
冬
服 

セ
ー
ラ
ー
ブ
ラ
ウ
ス
型 

紺

サ
ー
ジ 

⑵
夏
服 

セ
ー
ラ
ー
ブ
ラ
ウ
ス
型 

上
衣 

白
ポ
プ
リ
ン 

下
衣 

紺
サ
ー
ジ 

ネ
ク
タ
イ 

黒
色
リ
ボ
ン
」
と
「
セ
ー
ラ
ー
」
の
語
が
記
さ
れ

て
い
る(

8)

。
こ
の
制
服
が
定
め
ら
れ
る
前
後
の
時
期
の
生
徒
の
服
装
を
、

写
真
か
ら
拾
う
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。 
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（
図
２
）
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
ご
ろ(

9) 

 

 

（
図
３
）
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年 

全
校
朝
礼(

10)  

（
図
４
）
夏
制
服(

11) 
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図
２
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
の
服
装
が
セ
ー
ラ
ー
服
と
は
異
な
る
よ

う
に
見
え
、
奥
の
一
名
だ
け
が
、
図
４
の
生
徒
た
ち
と
同
じ
形
状
の
襟
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
図
３
と
図
４
か
ら
は
、「
正
服
規
程
」
が
い
う
「
セ
ー
ラ

ー
服
」
の
襟
の
幅
が
た
い
へ
ん
狭
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

つ
ま
り
同
校
で
は
一
貫
し
て
欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
て
い
な

い
。
ま
た
少
な
く
と
も
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
以
後
は
、
欧
米
伝
来
型
セ

ー
ラ
ー
服
と
は
襟
の
形
状
が
異
な
る
も
の
が
、
規
程
に
「
セ
ー
ラ
ー
服
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
「
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。 

 

⑵ 

デ
ザ
イ
ン
が
与
え
る
印
象
が
「
欧
米
伝
来
型
」
と
異
な
る 

長
崎
県
立
五
島
高
等
女
学
校
の
制
服  

五
島
列
島
唯
一
の
高
等
女
学
校
で
あ
っ
た
長
崎
県
立
五
島
高
等
女
学
校

（
一
九
〇
八
〈
明
治
四
一
〉
年
、
村
立
福
江
女
子
実
業
補
習
学
校
と
し
て
創

立
）
の
制
服
は
、
学
校
史
書
に
残
る
写
真
か
ら
、
後
方
に
幅
広
い
襟
が
付
い

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
セ
ー
ラ
ー
服
と
す
る
こ
と
に

異
論
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
制
服
は
、
前
方
に
丸
い
角
を
も
つ
襟
（
あ

る
い
は
襟
カ
バ
ー
か
）
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
前
方
か
ら
見
る
と
海
軍
制
服

と
は
印
象
が
大
き
く
異
な
る
。
今
「
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
」
と
い
う
概
念
を
用

い
る
以
上
は
、
こ
れ
も
そ
の
範
疇
に
入
れ
る
こ
と
に
す
る
（
図
５
～
７
）。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

←

（
図
５
）
一
九
三
〇
年
代(

12) 

 ↓

（
図
６
）
一
九
四
〇 

（
昭
和
一
五
）
年(

13) 
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三
．
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
採
用
、
ま
た
は
セ
ー
ラ
ー
服
不
採
用
校
の
分
布
と
、 

一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
激
し
か
っ
た
地
域
の
符
合 

―
長
崎
市
内
と
五
島
― 

 

１
．
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
採
用
、
ま
た
は
セ
ー
ラ
ー
服
不
採
用
校
の
分
布 

  

各
学
校
史
書
等(

15)

か
ら
セ
ー
ラ
ー
服
採
用
年
度
一
覧
表
を
作
成
し
、
変

形
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
学
校
に
変
形
の
文
字
、

お
よ
び
セ
ー
ラ
ー
服
採
用
と
異
な
る
方
向
性
を
示
し
た
学
校
に
そ
の
事
象
を

白
抜
き
文
字
で
書
き
入
れ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

←

（
図
７
）
一
九
四
〇 

（
昭
和
一
五
）
年(

14) 
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こ
の
表
に
関
連
し
て
、
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。 

①
ヘ
チ
マ
襟
へ
の
全
国
的
統
一
を
指
示
し
た
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）

年
一
月
二
八
日
の
文
部
次
官
通
牒
「
学
校
生
徒
ノ
制
服
統
制
ニ
関
ス
ル
件
」

以
前
に
、
一
貫
し
て
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
た
学
校
、
お
よ
び
一
貫
し

て
セ
ー
ラ
ー
服
採
用
と
異
な
る
方
向
性
を
示
し
た
学
校
は
、
長
崎
市
内
と
五

島
に
立
地
し
て
い
る
。 

②
活
水
女
学
校
は
学
校
を
地
域
社
会
か
ら
浮
き
上
が
ら
せ
ぬ
よ
う
、
か
な

り
気
を
遣
っ
て
い
る(

16)

の
で
、
同
校
高
等
女
学
部
が
欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ

ー
服
を
採
用
し
た
の
が
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
と
遅
か
っ
た
こ
と
は
、

こ
の
こ
ろ
ま
で
長
崎
市
民
に
こ
の
型
の
セ
ー
ラ
ー
服
へ
の
抵
抗
感
が
残
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す(

17)

。 

③
同
年
日
本
人
の
み
の
修
道
会
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
純
心
女
学
院
（
翌

年
純
心
高
等
女
学
校
と
改
称
）
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
を
思
わ
せ
る
制

服
を
定
め
た
結
果
、
生
徒
は
「
耶
蘇
だ
と
い
っ
て
あ
ざ
け
ら
れ
」、
校
長
は
市

民
の
子
ど
も
か
ら「
ヤ
ソ
、ア
ー
メ
ン
」と
言
わ
れ
て
投
石
さ
れ
て
い
る(

18)
。

外
来
文
化
を
示
す
服
装
に
対
す
る
長
崎
市
民
の
抵
抗
感
に
は
根
強
い
も
の
が

あ
っ
た
と
い
え
る
。 

以
上
よ
り
長
崎
市
と
五
島
は
、
外
来
文
化
と
接
触
す
る
地
で
あ
る
と
同
時

に
、
こ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
識
も
ま
た
強
い
と
い
う
地
域
性
を
有
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

２
．
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧 

 前
項
で
示
し
た
こ
と
が
ら
の
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
海
を
は
さ
ん
だ

両
地
域
に
共
通
す
る
、
外
来
文
化
関
係
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
一
八
六
〇
～

七
〇
年
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
と
く
に
激
し
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。 

幕
末
と
明
治
期
に
ま
た
が
る
こ
の
弾
圧
は
、
個
々
の
地
名
を
と
っ
て
「
浦

上
四
番
崩
れ
」
や
「
五
島
崩
れ
」
等
と
呼
ば
れ
る
が
、
長
崎
県
を
中
心
と
す

る
九
州
北
部
で
大
規
模
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
多
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
的
理
由
か
ら
か
、
死
者
数
が
強
調
さ
れ
な
い
う
え
、
本

事
件
の
総
称
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
初
学
者
は
事
件
の
全
体
像
を

つ
か
む
こ
と
が
難
し
く
、
と
も
す
れ
ば
比
較
的
に
有
名
な
「
浦
上
四
番
崩
れ
」

の
み
に
目
を
奪
わ
れ
る
な
ど
の
誤
り
を
し
が
ち
か
と
思
わ
れ
る
。 

 
浦
上
山
里
村
（
浦
上
村
山
里
と
も
い
う
。
現
在
は
長
崎
市
の
一
部
）
で
は
、

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
七
月
に
キ
リ
シ
タ
ン
六
八
名
が
捕
縛
さ
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、翌
年
以
後
明
治
政
府
に
よ
っ
て
、村
民
の
ほ
ぼ
全
員
で
あ
る
三
、
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三
九
四
名
が
、
名
古
屋
以
西
の
一
〇
万
石
以
上
の
諸
藩
に
配
流
さ
れ
た
。
一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
が
廃
止
さ
れ
て
彼
ら
が
帰
還
す

る
ま
で
に
、
六
〇
〇
名
以
上
が
獄
死
し
て
い
る(

19)

。 

 

一
方
、
五
島
の
僻
地
に
は
か
つ
て
一
八
〇
〇
年
前
後
に
、
大
村
藩
の
厳
し

い
弾
圧
を
避
け
て
外
海
（
そ
と
め
）
地
方
（
西
彼
杵
半
島
西
部
）
か
ら
約
三

千
名
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
移
住
し
、
旧
来
の
島
民
か
ら
「
居
付
き
（
居
着
き
）」

と
呼
ば
れ
差
別
さ
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
た(

20)

。
一
八
六
八
年
の
明
治
改

元
後
に
彼
ら
へ
の
取
り
調
べ
と
捕
縛
が
始
め
ら
れ
、
翌
年
の
計
数
で
は
検
挙

者
一
、
一
〇
〇
名
、
病
死
者
三
〇
名
と
さ
れ
て
い
る(

21)

。
し
か
し
実
際
の

犠
牲
は
も
っ
と
大
き
く
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
秋
か
ら
八
カ
月
に
わ
た

っ
て
二
〇
〇
名
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
密
室
に
押
し
込
ま
れ
た
、
久
賀
島
（
ひ
さ

か
じ
ま
）
の
「
牢
屋
の
窄
（
さ
こ
）」
だ
け
で
も
、
四
二
名
が
死
亡
し
て
い
る

(

22)

。 

 

な
お
大
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
弾
圧
で
ほ
と
ん
ど

全
滅
し
た(

23)

。
外
海
地
方
で
も
弾
圧
が
激
し
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
の
ち

に
女
子
の
中
等
学
校
は
創
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
平
戸
島
の
一
部
で
も
弾
圧

が
あ
っ
た
が
、
他
よ
り
も
キ
リ
シ
タ
ン
人
口
は
少
な
か
っ
た
。 

 

四
．
国
内
事
情
と
し
て
の
ケ
ガ
レ
観
念
や
差
別
と
、 

外
来
文
化
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い 

―
半
世
紀
を
隔
て
た
「
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
」
と 

「
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
」
を
関
連
づ
け
る
理
由
― 

 

キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
は
秀
吉
以
来
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
ゆ
え
に
、
長
崎

の
住
民
に
と
っ
て
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
存
在
は
公
然
の
秘
密
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
し
か
も
鎖
国
時
代
に
は
、
①
浦
上
山
里
村
の
村
民
（
キ
リ
シ
タ
ン
）

が
、
出
島
と
唐
人
屋
敷
に
滞
在
す
る
外
国
人
に
牛
肉
を
供
給
す
る
た
め
屠
畜

業
を
営
ん
で
い
た
こ
と(

24)

、
②
九
州
各
地
で
毎
年
正
月
、「
キ
リ
シ
タ
ン
邪

教
観
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
洗
脳
作
業
」
で
あ
る
絵
踏
が
執
拗
に
繰
り
返
さ

れ
、
長
崎
の
住
民
は
そ
れ
が
終
わ
る
た
び
に
厄
払
い
を
し
た
こ
と(

25)

を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
ケ
ガ
レ
た
存
在
と
見
ら
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。 

そ
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
浦
上
四
番
崩
れ
の
際
、
長
崎
港
か
ら
護
送
さ
れ
る
風

景
を
、
浦
川
和
三
郎
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
日
誌
か
ら
、
次
の
よ
う
に
紹

介
し
て
い
る
。「［
前
略
］
ボ
ー
イ
等
が
急
に
頓
狂
な
声
を
挙
げ
た
。
白
昼
に

始
［
初
］
め
て
自
分
等
の
兄
弟
達
［
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
］
を
満
載
し
た
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五
隻
の
団
平
船
を
見
た
の
で
あ
つ
た
。
団
平
船
は
ゆ
つ
く
り
港
内
を
横
切
つ

て
遠
く
に
碇
泊
せ
る
汽
船
に
近
づ
く
。
中
央
に
は
婦
人
が
五
十
人
許
り
も
乗

つ
て
居
り
、
周
囲
に
は
荷
物
を
積
み
重
ね
、
児
童
等
も
し
や
が
ん
で
居
る
。

［
中
略
］
キ
リ
シ
タ
ン
は
皆
天
主
堂
を
打
眺
め
て
居
る
。
十
字
架
の
し
る
し

を
す
る
者
も
あ
る
。
婦
人
達
は
い
づ
れ
も
洗
礼
の
時
に
被
つ
た
白
い
ヴ
エ
ー

ル
を
頭
に
戴
き
己
が
信
仰
を
公
表
し
て
居
る
」(

26)

。
こ
う
し
て
配
流
さ
れ

た
者
が
約
三
、
四
〇
〇
人
に
も
上
っ
た
の
で
あ
る
。 

死
地
に
赴
く
信
徒
へ
の
ま
な
ざ
し
が
同
情
で
あ
れ
軽
蔑
で
あ
れ
、
こ
れ
に

よ
り
長
崎
の
一
般
の
人
々
の
あ
い
だ
に
、
欧
米
伝
来
文
化
に
近
づ
く
こ
と
に

慎
重
に
な
ろ
う
と
す
る
感
情
が
生
じ
て
も
不
思
議
は
な
い
。 

政
府
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
終
わ
っ
て
信
徒
が
帰
還
し
、
や
が
て
大

日
本
帝
国
憲
法
に
よ
り
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
の
ち
も
、
人
々
の
意
識

は
簡
単
に
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
は
長
崎
で

信
徒
発
見
二
十
五
周
年
祭
が
催
さ
れ
、
浦
上
信
徒
が
大
浦
天
主
堂
に
参
拝
し

た
ほ
か
、
長
崎
港
口
の
離
島
、
外
海
地
方
、
平
戸
、
五
島
等
の
信
徒
も
多
数

船
で
長
崎
港
に
集
ま
っ
た
。
船
内
に
宿
泊
し
た
彼
ら
が
、「
朝
夕
の
祈
祷
を
水

上
に
鳴
り
渡
ら
せ
た
」
の
は
、
信
教
の
自
由
が
公
認
さ
れ
た
喜
び
を
こ
め
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、「
新
聞
紙
は
全
然
之
を
黙
殺
に
付
し
、
第
三
面
に

す
ら
一
行
の
報
道
を
も
し
な
か
つ
た
」(

27)

と
こ
ろ
を
見
る
と
、長
崎
の
人
々

の
多
く
は
こ
れ
を
歓
迎
し
た
の
で
は
な
く
、
キ
リ
シ
タ
ン
護
送
風
景
の
記
憶

を
思
い
起
こ
し
、
何
や
ら
近
づ
き
が
た
い
感
情
を
覚
え
た
に
違
い
な
い
。 

時
期
は
前
後
す
る
が
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
、
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン

は
か
つ
て
絵
踏
の
現
場
で
あ
っ
た
旧
庄
屋
屋
敷
を
買
い
取
っ
て
仮
聖
堂
と
し
、

や
が
て
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
、
そ
こ
に
浦
上
天
主
堂
の
本
建
築
が
開

始
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
の
が
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
で
あ
り
、

さ
ら
に
正
面
の
双
塔
が
で
き
て
荘
重
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
聖
堂
が
完
成
し

た
の
は
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
で
あ
る(

28)

。
こ
の
年
ま
で
槌
音
が
響

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
間
こ
こ
で
も
長
崎
市
民
が
、
や
は
り
キ
リ

シ
タ
ン
護
送
風
景
の
記
憶
を
思
い
起
こ
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
大
正
末
期
、
諫
早
、
島
原
、
大
村
、
対
馬
と
い
っ
た
長
崎
市
外
の
高

等
女
学
校
は
、
欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
を
次
々
に
制
服
に
採
用
し
た
が
、

市
内
の
有
力
校
で
あ
っ
た
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
は
、
一
・
二
年
生
の
み
に

ブ
レ
ザ
ー
型
の
制
服
着
用
を
義
務
づ
け
た
。
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
ご

ろ
に
市
内
で
初
め
て
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
た
玉
木
職
業
女
学
校
の
場
合
、

そ
れ
は
欧
米
伝
来
型
で
あ
っ
た
も
の
の
、
学
校
史
書
中
の
写
真
に
よ
る
と
圧

倒
的
多
数
の
生
徒
は
ま
だ
和
服
姿
で
あ
る(

29)

。
一
方
、
翌
年
に
登
場
し
た
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鶴
鳴
高
等
女
学
校
の
制
服
と
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
、
全
校
生
徒
の
着
用
義

務
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
た
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
の
制
服
は
、
と
も
に
襟
の

幅
が
狭
い
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
で
あ
っ
た
。 

長
崎
女
子
商
業
学
校
は
欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
た
が
、
当
時

の
在
校
生
は
、「
貧
弱
な
海
の
物
と
も
山
の
物
と
も
つ
か
な
い
女
子
商
業
学
校

へ
の
世
間
の
侮
蔑
の
眼
は
、
私
共
の
肌
を
嫌
と
い
う
程
突
き
さ
し
、
紺
サ
ー

ジ
の
セ
ー
ラ
の
制
服
の
肩
を
す
ぼ
め
て
登
校
」
し
た
と
振
り
返
る(

30)

。
欧

米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
は
、
世
間
の
偏
見
を
は
ね
返
す
、
格
好
の
い
い
制
服

と
は
見
ら
れ
ず
、
同
校
は
わ
ず
か
三
年
で
制
服
を
ブ
レ
ザ
ー
型
に
変
更
し
て

い
る(

31)

。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
日
本
社
会
か
ら
浮
き
上
が
ら
ぬ
よ
う
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
い
た
活
水
女
学
校
が
、
そ
の
高
女
部
に
欧
米
伝
来
型
の
セ

ー
ラ
ー
服
を
採
用
す
る
の
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
と
お
そ
い
。 

こ
う
考
え
る
と
、
半
世
紀
を
隔
て
た
「
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
」
と
「
変
形
セ

ー
ラ
ー
服
」
の
二
事
象
か
ら
、
外
来
文
化
に
距
離
を
お
こ
う
と
す
る
連
続
し

た
眼
差
し
を
読
み
と
る
こ
と
は
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
キ
リ
シ
タ

ン
弾
圧
の
記
憶
は
、
と
く
に
長
崎
市
と
五
島
の
住
民
に
、
簡
単
に
は
外
来
文

化
に
飛
び
つ
か
な
い
姿
勢
を
醸
成
し
、
し
か
も
そ
れ
が
ケ
ガ
レ
意
識
と
結
び

つ
い
た
た
め
に
、
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ

え
欧
米
か
ら
伝
来
し
た
ま
ま
の
セ
ー
ラ
ー
服
で
は
、
と
く
に
中
堅
以
上
の
階

層
の
家
庭
婦
人
養
成
を
主
眼
と
す
る
高
等
女
学
校
の
制
服
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
と
い
う
、
両
地
域
住
民
の
心
情
が
、
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
を
生
み
出

し
、
あ
る
い
は
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
な
い
学
校
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る(

32)

。 

 む
す
び
と
今
後
の
課
題 

 

長
崎
県
の
女
子
中
等
教
育
機
関
に
洋
制
服
が
制
定
さ
れ
た
様
子
を
見
て
い

く
と
、
欧
米
伝
来
の
セ
ー
ラ
ー
服
と
は
襟
の
形
が
異
な
る
変
形
の
も
の
が
採

用
さ
れ
た
り
、
い
っ
た
ん
採
用
さ
れ
た
欧
米
伝
来
型
の
セ
ー
ラ
ー
服
が
廃
止

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
な
か
っ
た
事
例
が
、
長
崎
市

と
五
島
の
二
地
域
に
限
っ
て
見
ら
れ
た
。 

両
地
域
が
一
八
六
〇
～
七
〇
年
代
に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
激
し
か
っ
た
地

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
現
象
に
は
宗
教
弾
圧
の
記
憶
が
影
を
落
と

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
来
の
精
神
文
化
に
根
ざ

し
て
生
き
る
キ
リ
シ
タ
ン
を
ケ
ガ
レ
た
存
在
と
み
て
き
た
両
地
域
の
住
民
は
、

キ
リ
シ
タ
ン
が
そ
の
生
き
方
ゆ
え
に
故
郷
を
追
わ
れ
死
地
に
赴
く
姿
を
目
の
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当
た
り
に
し
て
、
外
来
文
化
と
は
あ
る
程
度
の
距
離
を
お
く
姿
勢
を
と
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
ケ
ガ
レ
意
識
は
日
常
の
生
活
習

慣
と
結
び
つ
い
て
差
別
感
情
に
も
な
る
が
ゆ
え
に
、
権
力
に
よ
る
キ
リ
シ
タ

ン
弾
圧
が
過
去
の
話
に
な
っ
て
か
ら
も
、
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。 

そ
れ
ゆ
え
セ
ー
ラ
ー
服
が
女
子
中
等
教
育
機
関
の
制
服
と
し
て
流
行
し
は

じ
め
、
県
内
の
他
地
域
で
採
用
さ
れ
て
か
ら
も
、
長
崎
市
と
五
島
に
お
い
て

は
、
欧
米
か
ら
伝
来
し
た
ま
ま
の
セ
ー
ラ
ー
服
を
制
服
に
す
る
こ
と
に
、
住

民
の
心
情
と
し
て
抵
抗
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
中
堅
以
上
の
階

層
の
家
庭
婦
人
養
成
を
主
眼
と
す
る
高
等
女
学
校
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
変
形
セ
ー
ラ
ー
服
が
生
み
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
セ
ー
ラ

ー
服
を
採
用
し
な
い
学
校
が
生
ま
れ
た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
―
以
上
が
、

本
研
究
の
む
す
び
で
あ
る
。 

長
崎
は
、
一
五
七
〇
（
元
亀
元
）
年
の
開
港
以
来
、
日
本
が
外
来
文
化
を

取
り
入
れ
る
窓
口
で
あ
り
、
国
内
外
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
旅
行

者
に
と
っ
て
現
在
の
長
崎
は
、
主
と
し
て
日
本
（
和
）・
中
国
（
華
）・
オ
ラ

ン
ダ
（
蘭
）
の
文
化
が
共
存
し
、「
和
華
蘭
」
と
も
表
現
さ
れ
る
楽
し
い
観
光

都
市
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
見
た
考
察
は
、
長
崎
が
そ
れ
だ
け
の
町

で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
舞
台
で
あ
っ
た
こ
の

町
に
、
現
代
も
な
お
、
市
民
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
注
ぐ
冷
た
い
視
線
や
結

婚
差
別
が
残
っ
て
い
る
こ
と(

33)

を
考
え
る
と
、
長
崎
は
単
な
る
外
国
へ
の

窓
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
、進
ん
で
受
け
入
れ
る
べ
き
外
来
文
化
と
、

厳
し
く
排
除
す
べ
き
外
来
文
化
を
峻
別
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
っ
た(

34)

。 

だ
が
こ
れ
は
、
長
崎
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
低
め
る
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
こ
の
町
は
、
ケ
ガ
レ
観
念
と
そ
れ
が
関
係
し
た
差
別
と
い
う
、
日
本
社

会
に
広
く
見
ら
れ
る
問
題
が
、
外
来
文
化
と
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
自
ら
の
姿
を

露
わ
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
る
多
く
の
現
象
を
可
視
化
し
て

提
供
し
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
長
崎
は
、
ぶ
つ
か
り
合
う
二
海
流
が
波
を
起

こ
し
、
豊
富
な
漁
獲
を
も
た
ら
す
「
潮
目
」
に
似
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
崎

を
見
つ
め
る
こ
と
は
、日
本
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

こ
こ
か
ら
本
研
究
で
取
り
上
げ
た
学
校
制
服
に
つ
い
て
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
は
も
と
よ
り
、
日
本
人
や
外
国
人
の
手
記
等
に
表
れ
た
言
説
、
写
真
や

漫
画
等
で
の
描
か
れ
方
等
を
、
県
内
各
地
域
に
わ
た
っ
て
さ
ら
に
分
析
す
る

必
要
が
あ
る
。ま
た
本
研
究
で
は
セ
ー
ラ
ー
服
の
形
状
の
み
に
着
目
し
、個
々

の
学
校
の
制
服
変
遷
史
に
深
く
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
の
追
究
も

求
め
ら
れ
る
。 
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長
崎
は
、
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
す
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
な
の
で
あ
る
。 

 

【
付
記
】
本
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
の
白
地
弘
奈
氏

か
ら
貴
重
な
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。 

  

注 （
1
）
桑
田
直
子
「
女
子
中
等
教
育
機
関
に
お
け
る
洋
装
制
服
導
入
過
程
―

地
域
差
・
学
校
差
・
性
差
―
」、『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
六
二
集
、

一
九
九
八
年
、
七
一
頁
。 

（
2
）
佐
藤
秀
夫
「
学
校
に
お
け
る
制
服
の
成
立
史
―
教
育
慣
行
の
歴
史
的

研
究
と
し
て
―
」、『
日
本
の
教
育
史
学
』第
一
九
集
、一
九
七
六
年
。

西
村
絢
子
・
福
田
須
美
子
「
高
等
女
学
校
生
徒
の
服
装
の
変
遷
に
つ

い
て
の
一
考
察
」、
同
誌
第
三
二
集
、
一
九
八
九
年
。
桑
田
直
子
「
１

９
２
０
～
３
０
年
代
高
等
女
学
校
に
お
け
る
洋
装
制
服
の
普
及
過

程
―
洋
服
化
志
向
お
よ
び
制
服
化
志
向
の
学
校
間
差
異
に
注
目
し

て
―
」、
同
誌
第
三
九
集
、
一
九
九
六
年
、
ほ
か
。 

（

3

）
竹
内
清
文
「
長
崎
県
」
、
長
崎
新
聞
社
編
『
長
崎
県
大
百
科
事
典

』
、
同
社
、
一
九
八
四
年
、
六
〇
六
頁
。 

（
4
）
た
だ
長
崎
県
に
は
ス
ム
ー
ズ
な
史
料
調
査
を
許
さ
ぬ
特
殊
事
情
が
あ

る
。
第
一
に
は
、
都
市
部
（
長
崎
市
・
佐
世
保
市
）
に
限
ら
れ
た
こ

と
で
は
あ
る
が
、
学
校
史
が
十
分
に
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。
他
の
多

く
の
府
県
で
は
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
学
制
改
革
の
際
に
、

そ
れ
ま
で
の
中
学
校
と
高
等
女
学
校
が
教
職
員
・
生
徒
を
折
半
交
流

す
る
な
ど
し
て
男
女
共
学
化
し
た
う
え
で
、現
在
の
高
等
学
校
に
継

承
さ
れ
た
た
め
、多
く
の
場
合
は
学
校
や
同
窓
会
の
手
に
よ
っ
て
学

校
史
関
係
資
料
が
収
集
・
整
理
さ
れ
、『
○
○
高
等
学
校
百
年
史
』

な
ど
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
長
崎
県
で
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方

針
に
よ
り
、
都
市
部
の
中
学
校
・
高
等
女
学
校
は
い
っ
た
ん
完
全
に

清
算
さ
れ
た
う
え
で
、
改
め
て
新
制
高
等
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
こ

の
た
め
、
旧
制
中
学
校
・
高
等
女
学
校
の
デ
ー
タ
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
も
新
制
高
等
学
校
に
引
き
継
が
れ
ず
、戦
後
も
同
窓
会
が
組

織
力
を
保
っ
て
き
た
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
の
よ
う
な
例
を
除
け

ば
、
学
校
史
の
調
査
研
究
に
は
困
難
が
伴
う
。
第
二
に
は
、
一
九
四

五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
九
日
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
事
実
上
消
滅
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し
た
学
校
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。常
清
高
等
実
践
女
学
校
が
そ
れ
で

あ
る
。 

（
5
）
以
上
、
坂
井
妙
子
「
１
８
８
０
年
代
か
ら
１
９
２
０
年
代
の
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
子
供
用
セ
ー
ラ
ー
服
の
流
行
」、『
国
際
服
飾
学
会
誌
』

二
九
号
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。 

（
6
）
山
本
悌
次
郎
他
『
猶
興
百
年
史
』、
長
崎
県
立
猶
興
館
高
等
学
校
同

窓
会
、
一
九
八
一
年
、
一
六
九
頁
。 

（
7
）『
た
ち
ば
な
の
歩
み
一
〇
〇
年
―
長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
創
立

百
年
記
念
誌
―
』、
橘
同
窓
会
、
二
〇
〇
〇 

年
よ
り
、
同
校
の
略
沿

革
と
制
服
の
変
遷
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年 

長
崎
県
立
高
等
女
学
校
。 

一
九
一
二
（
明
治
四
五
＝
大
正
元
）
年 

長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学

校
。 

一
九
二
二（
大
正
一
一
）年
一
一
月 

洋
制
服
が
決
め
ら
れ
る
。一
、

二
年
は
全
員
着
用
、
三
年
以
上
は
自
由
と
さ
れ
た
。 

（
夏
）
白
ポ
プ
リ
ン
地
に
黒
の
碁
盤
柄
ワ
ン
ピ
ー
ス
。 

（
冬
）
ベ
ル
ト
付
き
上
着
（
紺
サ
ー
ジ
）、
襞
ス
カ
ー
ト
（
紺
サ
ー

ジ
）、
ベ
レ
ー
帽
を
着
用
。 

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年 

制
服
が
変
更
さ
れ
る
。 

（
夏
）
白
・
七
分
袖
・
グ
レ
ー
色
の
襟
に
、
黒
の
細
い
リ
ボ
ン
付
き

ブ
ラ
ウ
ス
型
。 

（
冬
）
紺
サ
ー
ジ
・
ベ
ル
ト
付
き
ブ
ラ
ウ
ス
型
。 

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年 

専
攻
科
が
開
科
さ
れ
る
。
制
服
は
、 

（
夏
）
ワ
ン
ピ
ー
ス
ド
レ
ス
。 

（
冬
）
紺
サ
ー
ジ
ワ
ン
ピ
ー
ス
ド
レ
ス
、
厳
冬
に
は
紺
サ
ー
ジ
の
ハ

ー
フ
コ
ー
ト
使
用
可
。 

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年 

三
年
生
以
上
の
束
髪
が
廃
止
さ
れ
、
お

下
げ
の
髪
型
と
さ
れ
る
。 

一
九
三
六（
昭
和
一
一
）年 

夏
制
服
が
変
更
さ
れ
る
。襟
が
紺
色
、

半
袖
と
さ
れ
た
。 

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年 

制
服
全
国
統
一
の
た
め
同
校
制
服
も

こ
れ
に
変
更
さ
れ
る
。 

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
四
月 

長
崎
市
立
高
等
女
学
校
を
合
併

し
て
長
崎
県
立
長
崎
女
子
高
等
学
校
と
な
る
。 

同
年
一
一
月 

長
崎
県
立
長
崎
東
高
等
学
校
と
長
崎
県
立
長
崎
西

高
等
学
校
に
再
編
成
さ
れ
る
。 
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（
8
）
『
長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
一
覧
―
新
築
落
成
記
念
―
』、
同
校
、

一
九
三
〇
年
、
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
蔵
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
。

な
お
前
注
に
よ
る
と
、同
書
に
示
さ
れ
て
い
る
一
九
三
〇（
昭
和
五
）

年
段
階
の
制
服
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
更
新
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
こ
の
更
新
時
に
初
め
て
制
服
の
全
員
着
用
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。 

（
9
）
前
掲
『
た
ち
ば
な
の
歩
み
一
〇
〇
年
』、
二
七
頁
。 

（
10
）
同
書
、
四
〇
頁
。 

（
11
）
同
書
、
六
二
頁
。 

（
12
）
『
石
田
城
―
創
立
１
０
０
周
年
記
念
誌
―
』、
長
崎
県
立
五
島
高
等

学
校
、
二
〇
〇
一
年
、
六
九
頁
。 

（
13
）
的
野
圭
志
監
修
『
目
で
見
る
五
島
の
１
０
０
年
』、
郷
土
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
六
〇
頁
。 

（
14
）
同
書
、
五
九
頁
。 

（
15
）
参
照
し
た
学
校
史
書
等
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

【
県
立
諫
早
高
女
】『
七
十
周
年
記
念
誌
』、
長
崎
県
立
諫
早
高
等
学

校
創
立
七
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、一
九
八
一
年
。『
長

崎
県
立
諫
早
高
等
学
校
創
立
９
０
周
年
記
念
誌
』、
同
校
創
立

９
０
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
一
年
。 

【
県
立
島
原
高
女
】『
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
―
長
崎
県
立
島
原
高
等

学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
―
』、
同
校
記
念
誌
編
集
委
員
会
、

二
〇
〇
〇
年
。 

【
県
立
大
村
高
女
】『
大
村
高
校
百
年
史
』、
大
村
高
校
百
周
年
記
念

事
業
実
行
委
員
会
、
一
九
八
五
年
。 

【
県
立
対
馬
高
女
】『
創
立
七
十
周
年
記
念
誌
』、
長
崎
県
立
対
馬
高

等
学
校
、
一
九
七
六
年
、『
對
高
百
年
史
―
長
崎
県
立
対
馬
高

等
学
校
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
誌
―
』、
同
校
、
二
〇
〇
五
年
。

『
写
真
で
振
り
返
る
百
年
の
歩
み 

１
９
０
５
年
～
２
０
０

５
年
―
創
立
百
周
年
記
念
ア
ル
バ
ム
』、
長
崎
県
立
対
馬
高
等

学
校
、
二
〇
〇
五
年
。 

【
鶴
鳴
高
女
】『
創
立
百
周
年
記
念
史
［
マ
マ
］』、
鶴
鳴
学
園
、
一

九
九
六
年
。 

【
玉
木
職
業
女
】『
玉
木
女
子
学
園
一
〇
〇
年
の
歩
み
―
創
立
一
〇

〇
周
年
記
念
写
真
集
―
』、
学
校
法
人
玉
木
女
子
学
園
記
念
誌

編
集
室
発
行
、
一
九
九
三
年
。 

【
県
口
加
高
女
】長
崎
県
立
口
加
高
等
学
校
百
周
年
記
念
誌
編
集
委
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員
会
編
『
口
加
百
年
史
』、
同
校
、
二
〇
〇
二
年
。『
創
立
百
周

年
記
念
写
真
ア
ル
バ
ム 

１
９
０
２
～
２
０
０
２
』、
長
崎
県

立
口
加
高
等
学
校
、
二
〇
〇
二
年
。 

【
佐
世
保
高
等
裁
縫
女
】
久
田
学
園
佐
世
保
女
子
高
等
学
校
編
『
久

田
学
園
創
立
９
０
周
年
記
念
誌
』、
同
校
、
一
九
九
一
年
。 

【
県
立
長
崎
高
女
】
前
掲
『
た
ち
ば
な
の
歩
み
一
〇
〇
年
』。 

【
長
崎
女
商
】
長
崎
女
子
商
業
学
園
『
学
園
六
十
年
史
』、
同
学
園
、

一
九
八
五
年
。 

【
県
立
平
戸
高
女
】
前
掲
『
猶
興
百
年
史
』。 

【
長
崎
市
立
高
女
】『
お
も
ひ
出
―
長
崎
市
立
高
等
女
学
校
第
四
回

卒
業
記
念
―
』［
卒
業
ア
ル
バ
ム
］、
一
九
二
九
年
。 

【
県
立
五
島
高
女
】
前
掲
『
石
田
城
』。 

【
佐
世
保
市
立
成
徳
高
女
】佐
世
保
市
立
成
徳
高
等
女
学
校
創
立
百

周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編『
成
徳
―
佐
世
保
市
立
成
徳
高
等

女
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
―
』、
同
校
同
窓
会
、
二
〇
〇
二

年
。 

【
活
水
女
学
校
高
女
部
】『
活
水
学
院
百
年
史
』、
同
学
院
、
一
九
八

〇
年
。『
活
水
学
院
の
創
立
者 

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ッ
セ
ル
女

史
の
生
涯
』、
同
学
院
、
一
九
九
八
年
。『
活
水
学
院
創
立
１
２

５
周
年
記
念
写
真
集
』、
同
学
院
、
二
〇
〇
五
年
。 

【
県
立
壱
岐
高
女
】『
壱
岐
高
七
十
年
史
』、
長
崎
県
立
壱
岐
高
等
学

校
、
一
九
七
九
年
。『
創
立
九
十
周
年
記
念
誌
』、
同
校
、
一
九

九
九
年
。 

【
瓊
浦
高
女
】『
瓊
浦
学
園
七
十
年
史
』、
瓊
浦
高
等
学
校
、
一
九
九

五
年
。『
瓊
浦
学
園
八
十
年
史
』、
瓊
浦
高
等
学
校
、
二
〇
〇
五

年
。 

【
純
心
女
学
院
】純
心
女
子
学
園
編『
純
女
学
徒
隊
殉
難
の
記
録
』、

同
学
園
、一
九
八
〇
年
。『
江
角
ヤ
ス
学
園
長
先
生
追
慕
の
記
』、

同
学
園
、
一
九
八
一
年
。
純
心
聖
母
会
５
０
年
誌
編
集
委
員
会

編
『
長
崎
純
心
聖
母
会
の
五
十
年
』、
長
崎
純
心
聖
母
会
、
一

九
八
四
年
、長
崎
原
爆
資
料
館
蔵
。『
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
』、

純
心
女
子
学
園
、
一
九
八
五
年
。
山
田
幸
子
『
シ
リ
ー
ズ
福
祉

に
生
き
る
55 

江
角
ヤ
ス
』、
大
空
社
、
二
〇
〇
八
年
。 

（
16
）
た
と
え
ば
同
校
は
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
、
外
部
か
ら
の
圧
力

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
生
徒
の
要
望
を
入
れ
て
、
諏
訪
神
社
の
祭
礼

（
お
く
ん
ち
）
の
日
を
休
校
に
す
る
と
決
め
て
い
る
。
前
掲
『
活
水
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学
院
百
年
史
』、
一
五
〇
～
一
五
一
頁
参
照
。 

（
17
）
た
だ
し
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
、
セ
ー
ラ
ー
服
の
襟
に
つ
け
ら
れ

た
星
が
星
条
旗
に
通
じ
る
と
い
う
の
で
、こ
れ
を
除
去
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
同
書
、
三
一
五
頁
参
照
。 

（
18
）
前
掲
『
江
角
ヤ
ス
学
園
長
先
生
追
慕
の
記
』、
八
～
九
、
一
二
一
頁
。 

（
19
）
片
岡
弥
吉
『
長
崎
の
殉
教
者
』、
角
川
選
書
、
一
九
七
〇
年
、
九
八

頁
に
は
六
六
四
名
、
津
山
千
恵
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
史
』、
三

一
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
九
八
頁
に
は
六
一
三
名
と
あ
る
。 

（
20
）
前
掲
片
岡
書
、
二
二
一
～
二
二
二
頁
。 

（
21
）
古
野
清
人
『
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
』、
至
文
堂
、
一
九
八
四
年
、
二
九

頁
。
な
お
古
野
は
こ
の
計
数
を
肯
定
し
て
は
い
な
い
。 

（
22
）
前
掲
片
岡
書
、
二
二
三
～
二
二
五
頁
。 

（
23
）
前
掲
古
野
書
、
三
〇
頁
。 

（
24
）
重
藤
威
夫
『
長
崎
居
留
地
と
外
国
商
人
』、
風
間
書
房
、
一
九
六
七

年
、
一
七
九
頁
。
た
だ
し
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
と
被
差
別
部
落
は
異
な

る
。
数
次
の
強
制
移
転
を
経
て
、
一
七
一
八
（
享
保
三
）
年
に
浦
上

山
里
村
の
馬
込
郷
に
お
か
れ
た
被
差
別
部
落
の
住
民
は
、浦
上
四
番

崩
れ
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
捕
吏
を
務
め
、そ
の
直
後
に
彼
ら
は

キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
襲
撃
さ
れ
て
い
る
。
浦
川
和
三
郎
『
浦
上
切
支
丹

史
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
（
一
九
四
三
年
刊
本
の
復
刻
）、

一
三
六
～
一
五
二
頁
、お
よ
び
磯
本
恒
信「
長
崎
の
部
落
と
被
爆
」、

長
崎
県
部
落
史
研
究
所
編
『
ふ
る
さ
と
は
一
瞬
に
消
え
た
―
長
崎
・

浦
上
町
の
被
爆
と
い
ま
―
』、
解
放
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
七
～

八
、
一
〇
～
一
三
頁
参
照
。 

（
25
）
片
岡
弥
吉
『
踏
絵
―
禁
教
の
歴
史
―
』、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九

六
九
年
、
一
〇
、
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
。 

（
26
）
前
掲
浦
川
書
、
二
九
四
頁
。
な
お
こ
の
部
分
は
宣
教
師
ヴ
ィ
リ
ヨ
ン

「
宣
教
五
十
年
」
に
よ
る
が
、
原
典
の
書
誌
情
報
が
同
書
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
や
む
を
え
ず
重
引
し
た
。 

（
27
）
以
上
、
同
書
、
三
八
〇
～
三
八
一
頁
。 

（
28
）
前
掲
片
岡
『
長
崎
の
殉
教
者
』、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。
こ
の
天
主

堂
は
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
九
日
の
原
爆
投
下
に
よ
り
倒

壊
、
炎
上
し
た
。 

（
29
）
前
掲
『
玉
木
女
子
学
園
一
〇
〇
年
の
歩
み
』、
五
八
～
六
二
頁
。 

（
30
）
一
ノ
瀬
（
川
久
保
）
ハ
ナ
「
創
立
六
十
周
年
に
思
う
」、
長
崎
女
子

商
業
学
園
『
学
園
六
十
年
史
』、
同
学
園
発
行
、
一
九
八
五
年
、
三
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五
二
頁
。 

（
31
）
同
書
、
一
六
一
～
一
六
二
頁
。 

（
32
）
た
だ
今
後
の
課
題
と
し
て
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
長
崎
市
立

高
等
女
学
校
（
一
九
二
二
〈
大
正
一
一
〉
年
創
立
）
が
、
長
崎
市
内

の
有
力
校
で
あ
り
、
か
つ
お
そ
く
と
も
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に

は
欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
を
制
服
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。こ

の
よ
う
な
例
は
他
に
な
い
こ
と
か
ら
、本
稿
が
提
起
す
る
長
崎
の
全

体
的
傾
向
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。お
そ
ら
く
は
変
形

セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
て
い
た
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
へ
の
対
抗

意
識
か
ら
、欧
米
伝
来
型
セ
ー
ラ
ー
服
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
今
後
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。 

（
33
）
横
田
信
行
『
赦
し
―
長
崎
市
長 

本
島
等
伝
―
』、
に
ん
げ
ん
出
版
、

二
〇
〇
八
年
、
七
〇
、
二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。 

（
34
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
高
橋
眞
司
『
長
崎
に
あ
っ
て
哲
学
す
る
―
核

時
代
の
死
と
生
―
』、
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
（
と
く
に
一
九
六

頁
以
下
の
「
長
崎
の
二
重
構
造
」）、
同
著
者
『
続
・
長
崎
に
あ
っ
て

哲
学
す
る
―
原
爆
死
か
ら
平
和
責
任
へ
―
』、
同
社
、
二
〇
〇
四
年

（
と
く
に
そ
の
「
序
言
」、
な
ら
び
に
同
書
所
収
の
肥
田
舜
太
郎
「
序

文
」）
か
ら
教
示
を
受
け
た
。
な
お
、
戦
前
に
長
崎
財
界
人
の
代
表

格
で
あ
っ
た
倉
場
富
三
郎
（Tomisaburo Awajiya Glover, 

一

八
七
〇
〈
明
治
三
〉
～
一
九
四
五
〈
昭
和
二
〇
〉）
が
、
日
英
混
血

で
あ
っ
た
ゆ
え
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
要
注
意
人
物
と
し
て
弾

圧
さ
れ
、
終
戦
直
後
に
自
殺
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
外
来

の
も
の
に
距
離
を
お
こ
う
と
す
る
長
崎
の
人
々
の
眼
差
し
と
関
係

が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。こ
の
点
に
関
し
て
は
森
泰
一
郎

が
、
倉
場
の
死
を
「
真
の
国
際
都
市
・
長
崎
の
死
」
と
す
る
見
方
を

示
し
て
い
る
（
森
「
夢
・
な
が
さ
き
―
未
来
を
見
つ
め
て
―
」、
外

山
幹
夫
責
任
編
集
『
図
説 

長
崎
県
の
歴
史
』、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
六
年
、
二
四
五
頁
）。
倉
場
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・

バ
ー
ク
ガ
フ
ニ
、平
幸
雪
訳『
花
と
霜
―
グ
ラ
バ
ー
家
の
人
々
―
』、

長
崎
文
献
社
、
二
〇
〇
三
年
、
ほ
か
を
参
照
。 
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九 

歴
史
博
物
館
・
資
料
館
に
お
け
る 

課
外
学
習
：
教
育
の
「
コ
ト
」
国
際
比
較 

 

柴
田 

政
子 

 

一
．
問
題
の
所
在 

  

本
稿
で
は
、
学
校
教
育
に
関
す
る
「
コ
ト
」
と
し
て
、
学
校
の
外
の
非
日
常

的
な
環
境
に
お
け
る
課
外
学
習
を
取
り
上
げ
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
を
政
治
や
文

化
の
文
脈
に
照
ら
し
な
が
ら
国
際
的
に
比
較
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
歴
史

教
育
の
一
環
と
し
て
の
、
歴
史
博
物
館
や
歴
史
資
料
館
へ
の
見
学
旅
行
や
そ
こ

で
提
供
さ
れ
る
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
に

関
わ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。 

 

日
本
と
と
り
ま
く
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、
こ
と
に
一
九
八
〇
年
代
頃
か

ら
国
際
的
政
治
問
題
に
発
展
し
た
大
戦
に
関
す
る
歴
史
認
識
の
問
題
を
ふ
ま
え
、

大
戦
終
結
か
ら
六
十
五
年
目
を
迎
え
る
今
日
に
あ
り
、
異
な
る
時
間
と
ス
ペ
ー

ス
に
お
い
て
解
釈
・
学
習
さ
れ
た
歴
史
と
し
て
の
大
戦
の
過
去
と
公
教
育
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
、
歴
史
教
育
が
も
つ
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
す
る
。 

教
育
に
関
し
て
は
、
日
常
学
校
で
教
科
書
を
用
い
て
教
授
す
る
方
法
が
常
道
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
に
お
け
る
総
合
的
学
習
の
時
間
の
導
入
の

よ
う
に
、
広
く
社
会
と
の
つ
な
が
り
や
そ
こ
で
の
活
動
を
通
じ
て
児
童
・
生
徒

が
能
動
的
に
学
習
す
る
方
法
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

歴
史
の
学
習
も
し
か
り
で
あ
る
。 

 

二
．「
展
示
」
を
超
え
て
教
育
機
関
と
し
て
機
能
す
る
博
物
館
・
資
料
館 

  

博
物
館
は
、
従
来
か
ら
学
校
の
外
に
お
け
る
重
要
な
学
習
の
場
と
し
て
活
用

さ
れ
て
き
た
。
元
来
の
モ
ノ
を
見
せ
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
と
さ
れ
る
博
物
館

で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
に
至
る
ま
で
と
そ
れ
以
降
に
様
々
な
作

業
と
機
能
が
あ
る
。
大
別
す
る
と
、「
資
料
収
集
」「
資
料
整
理
・
保
管
」「
調
査
・

研
究
」「
教
育
・
普
及
」
の
四
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

1)

。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
仕
事
を
公
開
す
る
博
物
館
は
、
そ
の
設
立
・
運
営
や
財
源
が
直
接
公
的
な
も

の
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
広
く
社
会
に
貢
献
す
る
「
公
の
機
関
」
と
し
て
の
性

格
が
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
存
在
意
義
に
は
社
会
に
対
す
る
説
明
責
任
が
問
わ

れ
、
昨
今
の
新
自
由
主
義
政
策
の
下
で
は
、
こ
と
に
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て

い
る(

2)

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
博
物
館
の
「
教
育
・
普
及
」
機
能
は
注
目
・

検
討
に
値
す
る
。 

 

そ
も
そ
も
博
物
館
の
起
源
は
、
宗
教
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
も
と
は
信
仰
心
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を
あ
お
る
た
め
、
寺
社
や
教
会
が
大
衆
に
モ
ノ
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

ら
し
い(

3)

。
日
本
で
は
中
世
の
武
家
社
会
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
流
行
し
た
こ
と
か
ら
モ
ノ
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と

さ
れ
る
。
欧
化
政
策
が
進
展
し
た
近
代
に
入
り
、
一
八
六
七
年
パ
リ
万
国
博
覧

会
の
際
に
視
察
し
た
美
術
館
に
刺
激
さ
れ
、博
物
館
建
設
の
動
き
が
高
ま
っ
た
。

そ
の
先
駆
け
が
現
在
の
東
京
国
立
博
物
館
で
、
そ
の
前
進
は
一
八
七
二
年
に
湯

島
聖
堂
に
開
設
さ
れ
た
。 

 

情
報
を
得
る
媒
体
が
さ
ら
に
多
種
多
様
化
す
る
二
十
一
世
紀
の
情
報
社
会
は
、

ま
す
ま
す'visual age'

の
様
相
を
呈
し
て
い
る(

4)

。
こ
う
し
た
社
会
に
お

い
て
は
、
モ
ノ
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
通
じ
て
知
識
や
見
聞
を
広
め
深
め
る
場
と

さ
れ
る
博
物
館
の
教
育
的
機
能
は
、同
様
に
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る
と
言
え
る
。

設
置
者
や
財
源
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
社
会
に
情
報
を
提
供
し
影
響
力

を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
広
義
の
公
的
機
関
と
み
な
し
得
る
博
物
館
に
対
し
、

そ
の
存
在
理
由
を
社
会
に
説
明
す
る
政
治
的
・
社
会
的
要
請
は
高
ま
っ
て
い
る
。

従
来
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
博
物
館
の
経
営
方
針
が
追
及
さ
れ
、「
博
物
館
は

文
化
的
な
価
値
を
生
み
出
す
の
に
相
応
し
い
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
社
会
に
対

す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
努
力
が
さ
れ
て
い
る(

5)

。
モ
ノ
を
見
せ
る
こ
と
だ

け
で
な
く
「
教
育
機
関
」
と
し
て
の
役
割
へ
の
期
待
が
高
ま
る
な
か
、
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
と
開
発
に
重
点
を
お
く
博
物
館
も
多
い
。 

 

特
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
の
動
き
が
顕
著
で
あ
る
。
モ
ノ
の
陳
列
に
と
ど
ま
っ

た
二
十
世
紀
に
は
発
展
途
上
と
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
館
は
、
現
在
で
は
教

育
雇
用
省(Department for Education and Employment)

や
文
化
・
メ
デ

ィ
ア
・
ス
ポ
ー
ツ
省(Department for Culture, Media and Sport)

な
ど

の
後
押
し
を
受
け
、
教
育
的
機
関
と
し
て
の
博
物
館
の
あ
り
方
が
積
極
的
に
模

索
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
新
自
由
主
義
に
基
づ
く
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権

以
降
の
文
教
予
算
の
大
幅
な
削
減
が
あ
る
。こ
れ
は
、博
物
館
が
学
校
と
同
様
、

そ
の
運
営
や
成
果
に
つ
い
て
厳
し
い
外
部
評
価
を
受
け
る
と
い
う
政
治
的
潮
流

を
示
す
顕
著
な
例
で
あ
る
。 

 

三
．
歴
史
の
展
示
：「
過
去
」
が
「
歴
史
」
に
な
る
過
程 

  

中
世
の
宗
教
活
動
に
起
源
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
博
物
館
は
、
近
代
に
お
い
て

そ
の
機
能
も
「
近
代
化
」
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
「
近
代
性
」
と
歴
史
の
展
示
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。 

 

展
示
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
は
自
然
発
生
的
に
そ
こ
に
「
あ
る
」
の
で
は
な
い
。

博
物
館
は
、「
社
会
が
記
憶
し
て
お
く
に
ふ
さ
わ
し
い
価
値
」
が
あ
る
と
認
識
す

る
も
の
を
収
集
・
保
存
・
展
示
す
る(

6)

。
博
物
館
の
展
示
と
は
あ
る
一
定
の

目
的
や
理
念
―
―
例
え
ば
「
良
き
社
会
」
の
建
設
や
「
正
し
い
知
識
」
の
獲
得
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―
―
の
た
め
に
、
選
択
肢
の
中
か
ら
選
び
、
ま
た
、
排
除
し
た
結
果
で
あ
り
、

展
示
に
際
し
て
は
あ
る
も
の
を
強
調
す
る
た
め
に
他
の
も
の
を
無
視
あ
る
い
は

矮
小
化
し
た
り
る
す
る
決
定
が
な
さ
れ
る(

7)

。
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
想
像

力
を
養
う
と
同
時
に
、
自
ら
学
習
す
る
よ
り
も
展
示
の
持
つ
潜
在
的
に
深
層
構

造
に
組
み
込
ま
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
教
育
さ
れ
る
。 

 

ヒ
ト
は
モ
ノ
が
表
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
や
形
式
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
「
事
実
」
で
あ
る
と
か
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
か
を
了
解
し
、

よ
っ
て
そ
の
メ
デ
ィ
ア
の
権
威
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ノ
の
形
式
や
形

態
、
例
え
ば
、
そ
れ
が
記
述
で
あ
る
の
か
、
写
真
、
録
音
テ
ー
プ
、
映
像
等
々

で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
人
々
に
と
っ
て
の
「
真
実
味
」
が
変
わ
る
。
博
物
館

展
示
に
も
、
モ
ノ
の
展
示
を
提
供
す
る
側
と
、
そ
れ
を
見
る
側
に
は
一
種
の
期

待
の
地
平
が
介
在
し
、
こ
の
両
者
の
間
で
予
め
一
定
の
了
解
が
あ
る
こ
と
に
よ

り
成
り
立
つ
。
こ
の
両
者
が
共
有
す
る
場
を
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
「
解
釈
共
同
体
」

(interpretative community)

と
呼
ん
で
い
る
が
、
博
物
館
は
こ
の
こ
と
を

大
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
教
育
的
役
割
を
果
た
す
と
理
解
で
き
る(

8)
。

こ
こ
に
教
育
者
と
教
育
を
受
け
る
も
の
と
の
間
に
、
あ
る
一
定
の
、
し
か
し
確

実
な
「
権
威
」
が
介
在
す
る
。
こ
の
点
で
、
博
物
館
の
教
育
的
機
能
は
公
教
育

の
そ
れ
と
一
致
す
る
と
言
え
る
。 

 

「
歴
史
の
展
示
」
は
、
ま
さ
に
如
上
の
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
。
過
去
の
事

実
は
決
し
て
自
ら
語
る
こ
と
は
な
い
。
過
去
そ
の
も
の
を
展
示
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、「
過
去
」(past)

が
「
歴
史
」(history)

に
な
っ
て
、
モ
ノ
を
見
た
り

聞
い
た
り
す
る
追
体
験
と
い
う
形
を
通
し
て
人
々
は
過
去
を
歴
史
と
し
て
理
解

す
る
。
つ
ま
り
「
歴
史
」
は
実
存
の
表
現
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
「
過
去
」
が

人
間
に
よ
っ
て
認
識
・
選
択
さ
れ
た
諸
断
面
が
復
元
さ
れ
構
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
真
実
は
過
去
に
起
き
た
個
々
の
事
象
自
体
の
中
に
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
事
象
に
関
す
る
議
論
や
見
解
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

歴
史
は
、
事
実
の
解
釈
を
経
て
構
築
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
現
象
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン

キ
ン
ス
は
、
こ
れ
を
「
深
部
に
お
い
て
長
期
に
わ
た
り
持
続
し
て
い
る
現
象
」、

す
な
わ
ち
「
深
層
の
構
造
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
現
象
」
と
説
明
し
て
い

る(

9)

。
歴
史
は
過
去
の
実
在
と
は
一
致
し
な
い
。 

 

そ
し
て
「
歴
史
」
は
、
広
い
意
味
で
の
権
力
と
不
可
分
で
あ
る
。
国
家
が
国

民
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
た
め
の
政
治
装
置
と
し

て
用
い
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
国
家
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
多
い
。

し
か
し
、
国
家
の
歴
史
解
釈
や
認
識
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
歴
史
に
も
、
や
は

り
力
学
は
は
た
ら
く
。
た
と
え
「
政
治
的
偏
り
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、

社
会
が
ま
た
人
々
が
「
正
」「
邪
」
を
基
準
と
し
た
道
徳
的
判
断
を
通
し
て
み
る

歴
史
に
は
、
社
会
的
圧
力
と
も
い
え
る
力
が
は
た
ら
く
。 
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四
．
日
本
の
歴
史
博
物
館
・
資
料
館
で
の
教
育 

  

「
歴
史
の
展
示
」
と
い
う
分
野
で
は
、
日
本
の
そ
れ
は
国
内
外
の
注
目
を
受

け
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
課
題
も
多
い
。
こ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す

る
歴
史
解
釈
の
議
論
が
、
学
問
の
領
域
を
超
え
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
的
政

治
問
題
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
展
示
に

関
す
る
研
究
は
い
ま
だ
実
績
も
浅
く
展
開
の
余
地
が
大
い
に
あ
り
、
国
際
的
な

比
較
検
討
が
有
効
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(

10)

。
こ
う
し
た

政
治
的
・
学
問
的
な
潮
流
の
重
要
か
つ
顕
著
な
変
化
を
ふ
ま
え
、
大
戦
が
各
国
・

各
地
域
・
各
館
で
如
何
に
解
釈
さ
れ
次
世
代
に
教
育
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い

て
は
、
一
考
を
要
す
る
教
育
的
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

現
地
調
査
と
し
て
、日
本
国
内
に
お
け
る
大
戦
関
連
の
博
物
館
・
資
料
館
で
、

そ
の
理
念
や
提
供
さ
れ
て
い
る
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

、
沖
縄
県
平
和
祈

念
資
料
館
、
長
崎
原
爆
資
料
館
で
あ
る
が
、
課
題
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
は
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
「
教
育
・
普
及
」
機
能
が
十
分

で
な
く
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
か
な
り
の
開
発
余
地
が
あ
る
こ
と
。
例
え
ば
、

沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
の
海
外
に
お
け
る
歴
史
教
育
へ
の
高
い
関
心
に
も
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
内
の
博
物
館
・
資
料
館
が
参
考
と
な
る
事
例
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
第
二
に
、
展
示
内
容
や
教
育
に
つ
い
て
研
究
機
関
や
研
究
者
と
の

協
働
関
係
が
希
薄
で
、
展
示
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
の
適
正
に
関
す
る
基

本
的
確
認
が
館
内
職
員
の
み
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ス
タ
ッ
フ
ィ
ン
グ
の
問

題
が
あ
る
。
博
物
館
分
野
で
学
位
を
も
つ
学
芸
員
が
い
る
立
命
館
大
学
の
例
を

除
く
と
、
い
ず
れ
も
県
や
市
の
職
員
が
、
公
務
員
と
し
て
の
立
場
で
、
数
年
単

位
の
人
事
異
動
の
中
で
配
属
さ
れ
勤
務
す
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
第
三

に
、
公
教
育
と
の
連
関
性
が
必
ず
し
も
保
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
の

そ
の
他
教
育
行
政
機
関
の
歴
史
の
理
解
や
教
育
方
法
と
の
整
合
性
に
関
す
る
検

討
は
重
視
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
後
述
す
る
海
外
の
い
く
つ
か
の
事
例

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
歴
史
研
究
所
や
歴
史
研
究
者
と
の
恒
常
的
な
協
働
体
制

は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。 

 

五
．
博
物
館
の
教
育
・
学
習
の
場
と
し
て
の
利
用
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
取
り
組
み 

  

筆
者
が
行
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
数
館
で
は
上
記
三
点
に
つ
い
て
は
比
較
的
整

っ
た
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
各
々
の
国
・
地
方
・
館
の
政

治
的
・
社
会
的
文
脈
を
反
映
し
た
様
々
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
日
本
が
参
考
と

し
検
討
で
き
る
内
容
は
非
常
に
多
い
。 

 

数
例
を
あ
げ
て
み
る
。
学
位
を
持
つ
専
任
研
究
者
が
刊
行
物
や
展
示
内
容
に
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責
任
を
持
つ
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
ド
イ

ツ
）、こ
の
よ
う
な
仕
事
を
同
じ
バ
イ
エ
ル
ン
州
内
に
あ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
代
史

研
究
所
が
監
修
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
・
オ
ー
バ
ー
ザ
ル
ツ

ベ
ル
ク(

ド
イ
ツ)
、
展
示
す
る
内
容
や
数
値
の
「
正
確
さ
」
に
つ
い
て
、
地
元

フ
レ
ミ
ッ
シ
ュ
地
方
の
歴
史
研
究
者
と
の
定
期
的
研
究
会
で
精
査
し
て
い
る
ユ

ダ
ヤ
人
追
放
と
抵
抗
博
物
館(
ベ
ル
ギ
ー)

、
プ
ラ
ハ
に
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
博
物
館

教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
と
協
働
し
て
教
師
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
テ

レ
ー
ジ
ン
・
メ
モ
リ
ア
ル
（
チ
ェ
コ
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
、
児
童
・
生
徒
用
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
お
り
、
学
習
者
の
年

齢
や
見
学
時
間
に
応
じ
る
な
ど
の
配
慮
が
な
さ
れ
、そ
の
内
容
も
多
彩
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
二
〇
〇
九
年
夏
に
筆
者
が
実
際
に
同
行
し
た
ド
イ
ツ
・
ニ
ー
ダ

ー
ザ
ク
セ
ン
州
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
市
に
あ
る
テ
オ
ド
ア
＝
ホ
イ
ス
・

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム(

中
等
学
校)

の
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
歴
史
見
学
旅
行
の
事
例
を
取

り
上
げ
る
。こ
れ
は
州
教
育
省
に
も
届
け
出
さ
れ
て
い
る
課
外
学
習
で
あ
る
が
、

参
加
は
任
意
で
あ
る
。
同
校
の
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
＝
フ
ォ
ッ
ケ
教
諭
が
十
数
年
来
継

続
し
て
企
画
・
実
施
し
て
き
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
主
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
歴

史
を
現
地
で
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
以
前
は
、
参
加
者
が
多
く
地
元

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
学
校
と
提
携
し
て
行
い
、
ド
イ
ツ
人
生
徒
ら
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

生
徒
宅
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
す
る
な
ど
し
て
「
歴
史
学
習
の
共
有
」
も
盛
ん
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
近
年
ド
イ
ツ
人
生
徒
の
興
味
関
心
が
薄
く
な
り
、
参
加
者
は

年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
う
の
が
同
教
諭
の
語
る
現
況
で
あ
る
。
今
回
は
有

志
の
卒
業
生
も
含
め
て
十
四
人
の
一
行
で
、
日
程
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。 

<

一
日
目> 

午
後
十
時
の
夜
行
バ
ス
で
ド
イ
ツ
・
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
市
を

出
発
（
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
と
の
間
は
各
生
徒
の
親

が
自
家
用
車
送
迎
） 

<

二
日
目> 

午
前 

ク
ラ
ク
フ
到
着 

午
後 

ガ
イ
ド
付
市
内
見
学 

<

三
日
目> 

午
前 

ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
・
ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
ー
街
・
シ
ン
ド
ラ
ー
工

場
（
外
側
の
み
） 

午
後 

ガ
リ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
で
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
生
存
者
の
体

験
談 

<

四
日
目> 

午
前 

ク
ラ
ク
フ
か
ら
オ
シ
フ
ィ
エ
ン
チ
ム
（
独
語
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ツ
）
へ
電
車
移
動 

午
後 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
記
念
博
物
館
（
第
一
強

制
収
容
所
・
基
幹
収
容
所
） 

 

夜 
 

宿
舎
で
全
体
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

<

五
日
目> 
午
前 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
記
念
博
物
館
（
第
二
強

制
収
容
所
・
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
） 
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夜
行
バ
ス
で
ド
イ
ツ
へ
帰
国 

 

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
記
念
博
物
館
は
世
界
中
に
名
の
知
れ
た

第
二
次
世
界
大
戦
関
連
の
博
物
館
で
あ
り
、
一
年
を
通
し
て
多
く
の
見
学
者
が

訪
れ
る
。
他
の
博
物
館
と
は
異
な
り
、
こ
こ
は
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
。
名
前

は
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
こ
こ
は
「
祈
り
の
場
所
」
で
あ
る
か

ら
と
い
う
の
が
、
同
所
で
唯
一
の
日
本
語
公
認
ガ
イ
ド
中
谷
剛
氏
の
説
明
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ガ
イ
ド
を
つ
け
る
場
合
は
そ
の
料
金
を
博
物
館
に
支
払
う

（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
以
外
の
外
国
語
は
一
律
二
三
六
ヅ
オ
チ
＝
七
、
八
五
一
円
、

二
〇
〇
九
年
八
月
当
時
）。
こ
こ
で
は
児
童
・
生
徒
用
の
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い

っ
た
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
そ
の
か
わ
り
こ
う
し
た
公
認
ガ
イ
ド
を
通
じ
て
歴

史
の
解
釈
・
理
解
を
伝
え
る
こ
と
を
理
念
と
し
て
い
る
。
公
認
ガ
イ
ド
は
博
物

館
が
行
う
試
験
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
）
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
、
採
用
後
も
彼
ら
は

定
期
的
研
修
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
制
度
を
通

じ
て
あ
る
一
定
の
枠
組
み
で
の
歴
史
解
釈
の
普
及
に
努
め
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
国

内
の
学
校
の
児
童
・
生
徒
は
こ
こ
で
の
見
学
学
習
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
定
め
で

必
須
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

他
方
、
ク
ラ
ク
フ
の
ガ
リ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
個
人

の
資
財
を
投
じ
て
設
立
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
財
政
支
援
も
含
め
、
国
や
そ

の
他
団
体
の
関
与
を
一
切
受
け
な
い
と
い
う
の
が
学
芸
員
ヤ
ク
ブ
＝
ノ
ワ
コ
ウ

ス
キ
ー
氏
の
説
明
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
大
戦
の
記
憶
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
だ

け
に
集
中
せ
ず
、ユ
ダ
ヤ
人
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
交
流
の
部
分
に
も
目
を
向
け
、

幼
児
ら
低
年
齢
層
に
も
応
じ
た
学
習
を
提
供
す
る(

写
真
１
と
２)

な
ど
、
従
来

敢
え
て
看
過
さ
れ
て
き
た
視
点
や
領
域
へ
挑
戦
し
て
い
る
。
館
内
も
非
常
に
明

る
く
、
他
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
関
連
の
博
物
館
と
異
な
り
、
博
物
館
と
い
う
よ
り

は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
い
っ
た
様
相
で
あ
る
。
以
下
、
今
回
の
歴
史
見
学
旅
行
の
様

子
を
、
参
加
生
徒
の
撮
っ
た
写
真
を
も
と
に
紹
介
す
る
。 

            

写真１ キッズルーム 

写真２ 幼児の学習 
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写
真
３
：
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ
。
男
性
は
キ
ッ
パ
の
着

用
、
タ
ン
ク
ト
ッ
プ
の
女
性
は
肩
を
覆
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

写
真
４
：
生
存
者
（
右
）
の
ナ
チ
ス
強
制
収
容
所
で
の
体
験
を
学
芸
員
（
左
）

の
英
語
通
訳
を
通
し
て
聞
く
。
全
て
の
ド
イ
ツ
人
生
徒
が
英
語
に
堪
能
で
は
な

く
、
国
の
際
を
越
え
た
歴
史
議
論
に
は
、
多
言
語
で
機
能
す
る
こ
と
は
大
き
な

力
と
な
る
。
講
演
後
、
生
徒
か
ら
多
く
の
質
問
が
出
た
が
、
生
存
者
が
高
齢
の

た
め
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

写
真
５
：
目
の
前
で
話
す
ド
イ
ツ
語
ガ
イ
ド
を
聞
い
て
い
る
が
、
ヘ
ッ
ド
フ

ォ
ン
を
着
用
。
こ
れ
は
博
物
館
が
最
近
導
入
し
た
も
の
で
、
各
々
の
ガ
イ
ド
が

使
用
す
る
多
く
の
言
語
が
交
錯
し
、
間
近
で
聞
く
母
語
の
説
明
も
聞
き
取
れ
な

い
と
の
見
学
者
か
ら
の
不
満
に
応
え
た
も
の
。 

 

写
真
６
：
広
大
な
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
を
四
時
間
か
け
て
見
学
。
身
体
的
な
疲
れ
よ

り
も
む
し
ろ
「
歴
史
の
重
さ
」
を
実
感
し
、
休
憩
時
間
も
互
い
に
無
言
。 

 

写
真
７
＆
８
：
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
収
容
所
の
壁
面
に
書
か
れ
た
落
書
き
。
写
真
に

は
撮
れ
な
か
っ
た
が
、
収
容
所
入
口
で
は"SS Waffen" (

ナ
チ
親
衛
隊)

と
大

き
く
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
の
男
性
と
す
れ
違
う
。
こ
う
し
た
行
為
は 

           
 

 

写真３ ユダヤ人墓地 

写真４ ホロコースト生存者の体験談 

写真５ 基幹収容所にて 

写真６ 強制収容所 
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ド
イ
ツ
で
は
違
法
で
あ
る
。
生
徒
は
、
こ
の
よ
う
な
「
正
し
い
歴
史
解
釈
」
に

激
し
く
反
発
す
る
人
々
の
考
え
や
行
動
に
も
触
れ
る
。 

 

同
博
物
館
に
は
付
属
の"Centrum Dialogu"

と
呼
ば
れ
る
宿
泊
所
も
あ
り
、

博
物
館
に
は
徒
歩
十
分
余
り
と
近
く
料
金
も
安
価
で
あ
る(
シ
ン
グ
ル
一
七
四

ヅ
オ
チ)

。
見
学
当
夜
こ
こ
で
全
体
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
旅
行
後
に

行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答
も
含
め
、
生
徒
の
意
見
や
特
に
印
象
を
受

け
た
点
で
多
か
っ
た
も
の
を
あ
げ
て
み
る
。 

・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
世
界
的
観
光
地
化
」
へ
の
失
望
。 

・
同
様
に
、
も
っ
と
「
厳
粛
な
雰
囲
気
」
を
予
想
し
て
い
た
期
待
が
裏
切

ら
れ
た
。
見
学
者
の
中
に
は
大
声
で
話
す
人
や
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
含

め
子
供
連
れ
の
人
々
が
多
く
い
て
、
ま
る
で
遊
園
地
に
で
も
来
て
い

る
雰
囲
気
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
重
い
歴
史
」
を
理
解
す
る
に
は
あ

る
一
定
の
年
齢
が
必
要
で
、
幼
児
ら
の
入
場
な
ど
は
制
限
す
べ
き
。 

・
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
団
体
が
国
旗
を
振
っ
た
り
、
国
歌
を
流
し
た
り
す
る

行
為
は
挑
発
的
で
、
や
は
り
こ
の
場
所
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。（
数
年
前

の
見
学
旅
行
で
は
、
大
声
で
泣
き
喚
く
イ
ス
ラ
エ
ル
人
団
体
と
フ
ォ

ッ
ケ
教
諭
の
団
体
が
衝
突
し
そ
う
に
な
っ
た
。） 

・
公
認
ガ
イ
ド
の
説
明
が
、
基
幹
収
容
所
で
は
数
値
を
主
と
し
た
「
事
実

の
羅
列
」
で
、
ほ
と
ん
ど
が
既
に
学
校
で
学
習
し
た
内
容
だ
っ
た
。

も
う
少
し
感
情
の
入
っ
た
説
明
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ビ
ル

ケ
ナ
ウ
で
は
一
転
し
て
か
な
り
ガ
イ
ド
自
身
の
思
い
入
れ
も
含
め
た

説
明
だ
っ
た
の
が
大
変
良
か
っ
た
。 

・（
歴
史
に
は
多
く
の
悲
惨
な
出
来
事
が
あ
る
中
、
教
育
を
は
じ
め
政
治
・

文
化
の
分
野
で
も
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
「
特
別
扱
い
」
す
る
こ
と
へ
の

疑
問
に
つ
い
て
）
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
や
は
り
「
特
別
な
歴
史
」
な
の

で
当
然
だ
と
思
う
。 

・
ナ
チ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
の
使
用
禁
止
な
ど
で
ネ
オ
・
ナ
チ
を
な
く
す
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
で
も
重
要
な
法
律
で
あ
る
、
少
な
く
と
も
ド

イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
。
ま
た
、
こ
れ
は
表
現
の
自
由
の
侵
害
に
は
当

た
ら
な
い
。 

写真７ 「ユダヤ出て行け」 

写真８ ナチス紋章ハーケンクロイツ 
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こ
の
法
律
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
政
府
が
Ｅ
Ｕ
内
で
も
法
制
化
す
る
よ
う
提

唱
し
た
が
実
現
せ
ず
、
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
や
知
識
人
か
ら
の
疑
問
の
声
は

大
き
か
っ
た
。「
表
現
の
自
由
」
か
「
正
し
い
歴
史
認
識
」
か
の
議
論
が
続
い
た

が
、
大
方
の
意
見
は
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
、「
二
度
と
同
じ
間
違
い
を
繰
り
返

さ
な
い
」
た
め
へ
の
継
続
し
た
努
力
の
必
要
性
が
熱
く
語
ら
れ
た
。 

 

六
．
ま
と
め 

  

こ
の
よ
う
に
、世
界
中
に
多
数
あ
る
大
戦
関
連
の
博
物
館
・
資
料
館
の
う
ち
、

上
記
の
数
館
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
、
各
々
の
理
念
や
そ
れ
に
基
づ
く
学
習
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
の
仕
方
、
ま
た
そ
の
経
緯
に
は
非
常
に
興
味
深
い
多
様
性
が

見
ら
れ
る
。
展
示
内
容
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
に
お

け
る
政
治
的
関
心
や
信
条
、
歴
史
観
、
世
界
観
、
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る 

(

11)

。
こ
と
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
大
戦
の
政
治
的
・
経

済
的
産
物
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
と
い
う
国
家
間
統
合
が
進
む
中
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の

歴
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
そ
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
記
憶
」
や
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
」
と
い

っ
た
歴
史
観
の
変
化
が
見
ら
れ
、
ド
イ
ツ
を
取
り
巻
く
近
隣
諸
国
の
大
戦
観
に

も
明
ら
か
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
異
な
る
歴
史
観
が
あ
り
、

「
正
し
い
歴
史
理
解
」
は
変
化
し
て
い
く
。 

 

ド
イ
ツ
の
「
過
去
の
克
服
」(Vergangenheitsbewältigung)

も
一
朝
一
夕

に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
の
事
例
に
み
た
ド
イ
ツ
・
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教

師
・
生
徒
ら
の
活
動
は
、
戦
後
の
長
い
努
力
と
葛
藤
の
積
み
重
ね
と
、
政
治
を

は
じ
め
と
し
た
時
代
の
文
脈
変
化
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
戦
後
西
ド
イ
ツ

で
も
、
過
去
の
克
服
を
国
是
と
す
る
ま
で
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
も
時
間
を
要
し

た
。
政
治
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
教
育
・
芸
術
・
大
衆
文
化
の
領
域
で
過
去
の

克
服
が
進
ん
だ
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
の
学
生
や
知
識
人
に
よ
る
運

動
が
そ
の
大
き
な
う
ね
り
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
東
ド
イ
ツ
を
ふ
く
め
チ

ェ
コ
等
冷
戦
下
の
共
産
主
義
政
権
は
、ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
教
育
を
敢
え
て
看
過
し
、

自
ら
は
む
し
ろ
ナ
チ
ス
の
反
共
産
主
義
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
強
調

し
て
き
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
博
物
館
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー
の
ミ
ロ
ス
ァ
ヴ
ァ
＝
ル
ド

ヴ
ィ
コ
ヴ
ァ
氏
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
チ
ェ
コ
で
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
テ

ー
マ
は
長
く
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ェ
コ
・
テ
レ
ー
ジ
ン
の
例
に
も

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
東
欧
共
産
圏
の
崩
壊
と
と
も
に
、
そ
の

歴
史
政
策
・
教
育
政
策
は
大
き
く
転
換
さ
れ
て
き
た
。 

 
い
ず
れ
に
し
て
も
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
と
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ
の
徹
底
し
た

大
戦
・
ナ
チ
関
連
の
歴
史
教
育
・
政
治
教
育
は
、
教
室
で
の
教
科
書
を
使
っ
た

学
習
の
み
で
な
く
、
こ
う
し
た
博
物
館
・
資
料
館
で
の
「
追
体
験
」
が
重
要
な
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役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
だ
け
で
な
く
、
大
戦
と
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

に
は
ほ
ぼ
全
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
お
り
、「
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
・
メ
モ
リ
ー
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
」
が
広
ま
る
中
、
ド
イ
ツ
を
は

じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
多
数
の
の
関
連
博
物
館
・
資
料
館
は
、
各
々
が
「
教

育
努
力
」
を
し
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に"Education"

サ
イ
ト
を
設
け
て
い

る
博
物
館
は
多
く
、
そ
の
方
法
や
あ
り
方
は
日
本
も
参
考
に
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。 

   
 
 

注 

（
1
）
加
藤
有
次
、 

二
〇
〇
〇
年
、「
博
物
館
機
能
論
」
加
藤
有
次
ほ
か
編
著

『
新
版
・
博
物
館
学
講
座
第
四
巻 

博
物
館
機
能
論
』
雄
山
閣
、
三
～

二
四
頁
、 

（
2
）Hooper-Greenhill, E. 2007. Museums and Education: purpose, 

pedagogy, performance . London: Routledge. 

（
3
）
加
藤
有
次
、
二
〇
〇
〇
年
、
前
掲
書
。  Rosensteon, Robert. 2008.

「
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
歴
史
記
述
」
二
〇
〇
八
年
九
月
二
六
日 

国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
講
演
。 

（
4
）
佐
々
木
秀
彦
、 

二
〇
〇
二
年
、「
博
物
館
評
価
を
め
ぐ
る
状
況
」
村
井

良
子
編
『
入
門
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
評
価
と
改
善
』
東
京
、
ア
ム
・
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
、
七
～
三
五
頁
。 

（
5
）
水
嶋
英
治
、
二
〇
〇
〇
年
、「
情
報
化
が
進
む
世
界
の
博
物
館
」
加
藤

有
次
・
鷹
野
光
行
・
西
源
二
郎
・
山
田
英
徳
・
米
田
耕
司
編
『
新
版
・

博
物
館
学
講
座 

第
四
巻 

博
物
館
機
能
論
』
東
京
、
雄
山
閣
、
九
七
～

一
一
〇
頁
。 

（
6
）Karp, Ivan, and Steven D. Lavine. 1991. "Introduction: 

Museums and Multiculturalism", in Exhibiting Cultures: 

The Poetics and Politics of Museum Display , eds. I. Karp 

and 
S. 

D. 
Lavine. 

Washington 
D.C.: 

Smithsonian 

Institution Press: 1-9. 

（
7
）Fish, Stanley. 1980. Is There a Text in This Class? The 

Authority 
of 

Interpretive 
Communities . 

Cambridge: 

Harvard University Press. 

（
8
）
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
・
キ
ー
ス
、
二
〇
〇
五
年
、『
歴
史
を
考
え
な
お
す
』(

岡

本
充
弘
訳)

法
政
大
学
出
版
局
、 

（
9
）
ル
ゴ
フ
・
ジ
ャ
ッ
ク
、
一
九
九
二
年
、「
歴
史
学
と
民
族
学
の
現
在
－

歴
史
学
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
二
宮
宏
之
編
訳
『
歴
史
・
文
化
・
表
象 

ア
ナ
ー
ル
学
派
と
歴
史
人
類
学
』
岩
波
書
店
、
一
五
～
四
五
頁
。
同
様
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の
見
解
は
、Rosensteon

、
前
掲
講
演
。 

（
10
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
、
二
〇
〇
四
年
、『
歴
史
展
示
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
：
歴
博
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史
展
示
を
考
え
る
―
民
族
・
戦
争
・

教
育
―
」』
ア
ム
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
。 

（
11
）Karp, Ivan, and Steven D. Lavine, eds. 1991. Exhibiting 

Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display . 

Washington D.C.: Smithsonian Institution Press. 
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一
〇 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
お
け
る
学
校
教
育
の
表
象 

―
モ
ノ
と
し
て
の
地
域
メ
デ
ィ
ア 

 

伊
井 

義
人
・
青
木 

麻
衣
子 

 

一
．
は
じ
め
に
―
本
稿
の
目
的 

 

近
年
、
新
聞
・
雑
誌
等
で
、
教
育
に
関
す
る
記
事
を
目
に
す
る
機
会
は
多
い
。

日
本
の
主
要
紙
で
は
、
週
一
回
程
度
、
教
育
に
関
す
る
特
集
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
全
国
紙
で
あ
る
「
ジ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
ン
」（The Australian

）
で
も
、
週
一
度
、
教
育
関
連
記
事
が
別
刷
り
で
組

ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
国
紙
の
み
ば
か
り
で
な
く
地
方
紙
で
も
こ
の
よ
う

な
傾
向
が
同
様
に
見
ら
れ
、
教
育
に
対
す
る
世
論
の
興
味
・
関
心
の
高
さ
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
方
紙
の
一
つ
で

あ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
お
け
る
「
学
校
教
育
」
に
関
す
る
記
事
を
、

そ
の
形
式
・
内
容
に
注
目
し
て
分
析
し
、
そ
の
「
表
象
」
が
顕
在
的
／
潜
在
的

に
示
す
教
育
観
・
学
校
観
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域

に
関
す
る
情
報
を
主
に
提
供
す
る
地
方
紙
で
あ
る
。
同
地
域
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
北
端
と
い
う
辺
境
の
地
に
位
置
し
、
先
住
民
で
あ
る
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
民

が
多
く
居
住
す
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
島
嶼
民
生
徒
の
成
果
は
、
他
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
人
生
徒
に
比
べ
て
低
く
、
全
国
的
な
学
力
調
査
の
結
果
も
芳
し
く

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
近
年
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
く
、
同
地
域
に
「
公
」

教
育
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
数
十
年
に
わ
た
り
一
貫
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
課

題
で
あ
る
。
教
育
成
果
の
向
上
を
阻
む
要
因
に
は
、
学
校
施
設
・
設
備
や
人
的

資
源
の
不
足
等
の
教
育
環
境
の
不
備
・
未
整
備
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
（

1
）

、
島

嶼
民
生
徒
の
多
く
が
非
英
語
母
語
話
者
で
あ
る
と
い
う
文
化
的
背
景
や
、
島
嶼

民
が
こ
れ
ま
で
学
校
教
育
に
必
ず
し
も
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
を
見
出
し
て
こ
な
か

っ
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
島
嶼
民
と
島
嶼
民

の
社
会
的
・
言
語
文
化
的
差
異
（
質
的
相
違
）
が
、
教
育
成
果
の
格
差
（
量
的

相
違
）
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
地
域

に
お
け
る
教
育
成
果
の
向
上
に
は
、
教
育
提
供
者
側
の
働
き
か
け
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
学
校
教
育
の
価
値
の
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
浸
透
が
、
ま
ず
必
要

だ
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。 

教
育
に
か
か
わ
る
「
モ
ノ
」「
コ
ト
」
を
視
点
と
し
て
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域

の
学
校
教
育
を
考
え
る
と
き
、
研
究
対
象
と
し
て
、
第
一
に
、
そ
の
教
育
施
設
・

設
備
や
伝
統
文
化
を
披
露
す
る
機
会
で
あ
る
学
校
行
事
等
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
西
洋
文
化
（「
学
校
」）
と
先
住
民
文
化
（「
伝
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統
」）
の
拮
抗
・
緊
張
・
共
存
関
係
の
存
在
を
容
易
に
推
察
／
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
あ
え
て
、
同
地
域
に
お
け
る
紙
媒
体
の
唯
一

の
地
方
紙
で
あ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
分
析
対
象
と
す
る
。
同
紙
は
、

二
〇
〇
七
年
一
月
の
同
地
域
に
お
け
る
大
規
模
な
学
校
制
度
改
革
以
降
、
学
校

に
「
関
す
る
」
情
報
提
供
だ
け
で
な
く
、
学
校
「
か
ら
」
の
情
報
発
信
も
行
っ

て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
形
式
や
そ
の
内
容
の
変
遷
を

分
析
・
検
討
す
る
こ
と
は
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
媒
介
と
し
て
、
同
地
域

で
ど
の
よ
う
な
教
育
観
・
学
校
観
の
構
築
・
定
着
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
。
ま
た
特
に
、
学
校
が
保
護
者
・
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
教
育
観
・
学
校
観
を
植
え
付
け
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
分
析
の
前
段
階
と
し
て
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
に
お

け
る
学
校
教
育
の
現
況
を
、
特
に
、
同
地
域
に
公
教
育
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、

教
育
面
で
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
出
来
事
と
位
置
付
け
ら
れ
る
二

〇
〇
七
年
の
学
校
制
度
改
革
に
焦
点
を
当
て
て
紹
介
し
た
い
。
そ
し
て
次
に
、

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
お
け
る
教
育
関
連
記
事
の
概
要
を
提
示
し
、
二
〇

〇
七
年
二
月
以
降
、
同
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
学
校
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー

の
形
式
の
変
遷
お
よ
び
内
容
に
焦
点
を
当
て
分
析
・
検
討
す
る
。 

な
お
、
本
稿
で
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
分
析
対
象
と
す
る
に
あ
た
り
、

同
紙
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
媒
体
で
あ
り
、
教
育
施
設
・
設
備
等
の

「
モ
ノ
」
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
あ
る
こ
と
も
、
当

然
、
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
モ
ノ
や
コ
ト
に
着
目
す
る
諸
研

究
の
な
か
で
、
教
室
や
机
、
そ
れ
ら
の
配
置
が
一
定
の
「
意
図
」
の
下
に
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
が
あ
る
特
定
の
教
育
思
想
・
理
念
と
密
接
な

か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
、
メ
デ
ィ
ア
媒
体
で
あ

る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
と
「
モ
ノ
」
と
の
「
違
い
」
は
一
体
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
直
接
的
に
教
授
過
程
に

お
い
て
利
用
さ
れ
る
「
モ
ノ
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
地
域
メ
デ

ィ
ア
で
あ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
、
主
と
し
て
学
校
が
構
成
・
編
集
す

る
、
特
定
の
教
育
的
な
意
図
（
理
念
）
を
持
っ
た
「
モ
ノ
」
と
し
て
分
析
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
、
学
校
（
ひ
い
て
は
州
教
育
省
）
が
、
生
徒
・
保
護
者
お

よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
学
校
観
・
教
育
観
を
伝
え
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。 

 二
．
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
に
お
け
る
学
校
制
度
改
革 

 
二
〇
〇
七
年
一
月
、
ト
レ
ス
海
峡
地
域
に
お
い
て
、
大
規
模
な
学
校
制
度
改

革
が
遂
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
教
育
省
が
、
島
嶼
地
域
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と
の
協
議
を
重
ね
公
表
し
た
『
成
功
へ
の
道
の
り
』（Bound for Success

：

B4S
）
の
提
案
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
、
低
迷
を
続

け
る
同
地
域
の
教
育
成
果
の
改
善
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
は
、
全
国
学
力
調
査

に
お
け
る
最
低
基
準
へ
の
到
達
度
だ
け
で
は
な
く
、
生
徒
の
出
席
率
も
、
州
内

の
他
の
地
域
と
比
較
し
て
低
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
地
域
の
教
育
成
果
の
改
善

は
、
州
全
体
の
教
育
成
果
を
底
上
げ
す
る
た
め
に
も
、
州
教
育
省
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
の
ス
テ
ッ
プ
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。 

こ
の
制
度
改
革
に
お
け
る
最
大
の
出
来
事
は
、「
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
」
の
設

置
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
各
島
に
設
置
さ
れ
て
い
た
初
等
学
校
は
、
そ
の
環
境

設
備
・
機
能
を
そ
の
ま
ま
残
し
つ
つ
、
カ
レ
ッ
ジ
の
一
キ
ャ
ン
パ
ス
に
再
編
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。現
在
は
、一
校
の
中
等
学
校
と
十
七
校
の
初
等
学
校
が
、

一
つ
の
カ
レ
ッ
ジ
と
し
て
、
同
一
の
教
育
目
標
・
内
容
の
も
と
、
各
々
の
活
動

を
展
開
し
て
い
る
（

2
）

。 

B4S

へ
の
行
動
は
、
ま
ず
、
州
教
育
省
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
島
嶼
民

の
教
育
関
係
者
は
、
当
初
、
島
嶼
民
の
意
向
を
確
認
せ
ず
に
改
革
を
断
行
し
よ

う
と
し
た
州
教
育
省
に
対
し
、
抵
抗
感
を
露
わ
に
し
た
（

3
）

。
し
か
し
、
こ
の

と
き
既
に
島
嶼
民
の
教
育
関
係
者
自
身
も
、
地
域
の
子
ど
も
達
の
教
育
成
果
の

低
迷
に
危
機
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
、
子
ど
も
達
の
教

育
成
果
の
向
上
の
必
要
性
と
い
う
お
互
い
の
共
通
認
識
が
、
島
嶼
民
の
教
育
自

治
に
対
す
る
州
教
育
省
の
「
越
権
行
為
」
へ
の
抵
抗
感
に
ま
さ
り
、
タ
ガ
イ
・

カ
レ
ッ
ジ
の
創
設
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
議
論
は
、『
ト
レ
ス
・
ニ

ュ
ー
ス
』
に
掲
載
さ
れ
、
島
嶼
民
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
と
か
く
教
育
関
連
記
事

に
つ
い
て
「
中
立
的
」
な
情
報
伝
達
を
主
な
機
能
と
し
て
き
た
『
ト
レ
ス
・
ニ

ュ
ー
ス
』
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
掲
載
は
、
あ
る
種
、
異
例
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

カ
レ
ッ
ジ
の
教
育
目
標
の
特
色
は
、
次
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
第
一
に
、

幼
児
教
育
か
ら
後
期
中
等
教
育
ま
で
の
一
貫
し
た
教
育
制
度
の
提
供
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
の
カ
レ
ッ
ジ
創
設
以
前
は
、
子
ど
も
達
は
、
各
島
の
初
等
学
校
か

ら
、
島
嶼
地
域
の
唯
一
の
中
等
教
育
機
関
で
あ
る
木
曜
島
中
等
学
校
へ
と
、
全

く
「
別
」
の
学
校
に
進
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
よ
り
よ

い
」
教
育
環
境
を
求
め
、
木
曜
島
を
通
り
越
し
て
本
土
の
中
等
学
校
に
進
学
す

る
島
嶼
民
生
徒
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
校
再
編
に
よ
り
、
キ
ャ
ン
パ

ス
自
体
に
移
動
は
あ
る
も
の
の
、
同
じ
カ
レ
ッ
ジ
内
で
「
進
級
す
る
」
感
覚
を
、

島
嶼
民
生
徒
に
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
制
度
面
だ
け
で
は
な
く
、
島
嶼
民
生
徒
に
就
学
意
欲
を
持
た
せ

よ
う
と
す
る
教
育
課
程
が
、
第
二
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
基
礎

学
力
や
学
習
習
慣
等
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
初
等
学
校
入
学
の

準
備
学
級
へ
入
る
た
め
の
「
準
備
」
コ
ー
ス
（Pre-prep

）
が
新
た
に
開
設
さ
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れ
た
。
こ
れ
は
、
島
嶼
民
生
徒
が
、
非
先
住
民
生
徒
よ
り
も
入
念
な
準
備
を
積

ん
で
学
校
教
育
に
臨
む
た
め
の
配
慮
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
初
等
教
育
か
ら

後
期
中
等
教
育
ま
で
、
一
貫
し
て
就
学
の
動
機
付
け
を
維
持
す
る
た
め
に
、
島

嶼
民
文
化
に
目
を
向
け
た
学
習
領
域
や
学
校
行
事
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
伝
統
」
文
化
を
生
か
し
た
ダ
ン
ス
を
は
じ
め
、
海
洋
研
究
（marine study

）

の
よ
う
に
雇
用
に
直
結
す
る
教
育
内
容
が
提
供
さ
れ
る
な
ど
、
種
々
の
工
夫
が

見
受
け
ら
れ
る
。
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
の
教
育
成
果
の
低
迷
に
つ
い
て
は
先

に
言
及
し
た
が
、
現
在
、
他
の
地
域
よ
り
も
成
果
が
上
回
っ
て
い
る
一
つ
の
領

域
と
し
て
、
義
務
教
育
後
の
生
徒
の
残
留
率
が
挙
げ
ら
れ
る
。
出
席
率
や
基
礎

学
力
の
定
着
が
低
い
な
が
ら
も
、
残
留
率
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
残
し
て
い

る
の
は
、
地
元
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
こ
の
よ
う
な
教
育
実
践
の
結
果
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
二
点
の
特
色
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
学
校
と
保
護
者
お
よ
び
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
連
携
は
欠
か
せ
な
い
。
生
徒
の
教
育
成
果
に
は
、
保
護
者

の
教
育
観
・
学
校
観
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
、
先
住
民
・
非
先
住
民
に
拘

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
も
国
内
外
の
調
査
で
示
さ
れ
て
き
た
（

4
）

。
ま
た
、
雇
用
に

関
連
す
る
実
践
的
な
教
育
課
程
の
運
営
に
は
、
地
元
企
業
や
公
共
機
関
と
の
連

携
も
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
連
携
の
推
進
に
は
、
タ
ガ
イ
・
カ

レ
ッ
ジ
が
、
そ
の
成
果
に
関
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
掲
載
さ
れ
る
学
校
の
取
り
組
み
や
島
嶼

民
生
徒
の
教
育
成
果
に
関
す
る
情
報
提
供
は
、
そ
れ
を
享
受
す
る
保
護
者
・
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
な
ら
ず
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
と
っ
て
も
貴
重
な
手

段
（
モ
ノ
）
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

三
．『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
概
要
と
教
育
関
連
記
事
の
特
徴 

 

ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
は
、
一
八
八
八
年
に
創
刊
さ
れ
た
、
百
二
十
年
以
上
の

歴
史
を
持
つ
地
方
週
刊
紙
で
あ
る
。
本
社
は
ケ
ア
ン
ズ
に
置
か
れ
（

5
）

、
毎
週

水
曜
日
に
三
千
部
が
発
行
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
三
百
部
は
島
嶼
民
が
多
く
居

住
す
る
ケ
ア
ン
ズ
に
、
三
百
部
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
他
地
域
に
、
残
り
の
二

千
四
百
部
は
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
で
販
売
さ
れ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
島

嶼
地
域
全
体
の
人
口
は
約
八
千
六
百
人
で
あ
り
、
平
均
世
帯
構
成
数
は
三
・
六

人
で
あ
っ
た
（

6
）

。
こ
の
数
値
を
も
と
に
計
算
す
る
と
、
同
地
域
に
は
約
二
千

四
百
世
帯
が
居
住
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
単
純
計
算
に

基
づ
く
試
算
で
あ
り
、
ま
た
、
一
般
世
帯
以
外
（
官
公
庁
・
機
関
・
商
店
等
）

の
購
入
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
、
一
世
帯
が
毎
週
一
部
ず
つ

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
購
入
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
同
地

域
の
大
部
分
の
世
帯
が
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
購
入
し
、
地
域
の
主
な
情
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報
源
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
は
、
十
分
で
あ
ろ
う
。
同
地
域
で
は
、

島
内
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（IBIS

）
や
ニ
ュ
ー
ス
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
で
、

同
紙
を
二
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ド
ル
（A$

）
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
（

7
）

。 

紙
面
に
は
、
同
地
域
の
ニ
ュ
ー
ス
・
出
来
事
が
幅
広
く
掲
載
さ
れ
る
。
例
え

ば
近
年
で
は
、
地
球
温
暖
化
に
伴
う
海
面
上
昇
の
危
機
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
地

域
の
生
態
系
の
変
化
、
健
康
問
題
、
地
域
の
観
光
の
活
性
化
の
た
め
の
方
策
、

不
法
漁
業
の
取
締
り
等
の
記
事
が
、
継
続
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
、
そ
の
週
に
行
わ
れ
た
結
婚
式
の
様
子
や
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
の

写
真
、
家
族
や
親
戚
の
誕
生
日
・
記
念
日
を
祝
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
掲
載
等
、
同

地
域
に
住
む
人
々
に
密
着
し
た
情
報
の
公
表
・
交
換
の
機
能
も
有
し
て
い
る
。

本
土
に
配
送
さ
れ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
多
く
は
、
故
郷
か
ら
離
れ
て

暮
ら
す
島
嶼
民
も
購
入
す
る
。
そ
の
た
め
、
彼
・
彼
女
ら
は
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ

ー
ス
』
に
よ
り
、
島
に
住
む
家
族
や
親
戚
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ト

レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
も
、

ま
た
本
土
で
暮
ら
す
島
嶼
民
に
と
っ
て
も
、
島
の
情
報
を
知
る
だ
け
で
な
く
、

島
嶼
民
内
の
「
絆
」
を
維
持
す
る
上
で
最
も
有
益
な
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る
。 

教
育
に
関
連
す
る
記
事
も
、
毎
週
、
掲
載
さ
れ
て
き
た
。
幼
児
教
育
か
ら
高

等
教
育
、
成
人
教
育
ま
で
の
幅
広
い
段
階
が
扱
わ
れ
る
。
そ
の
多
く
は
、
政
府

が
発
表
し
た
新
し
い
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
新
任
教
員
や
ス
ク
ー
ル
リ
ー
ダ
ー

（
児
童
・
生
徒
会
長
）
の
紹
介
、
学
校
行
事
の
宣
伝
・
報
告
、
学
業
や
ス
ポ
ー

ツ
等
で
優
秀
な
成
績
を
修
め
た
生
徒
の
表
彰
等
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
文
中

で
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
民
地
域
教
育
委
員
会
（Torres 

Strait 
Islander 

Regional Education Committee

：TSIREC

）
の
代
表
で
あ
る
デ
イ
ビ
ッ
ド

氏
（Mr. 

Ned 
David

）
や
木
曜
島
中
等
学
校
の
ケ
ッ
チ
ェ
ル
校
長
（Ms. 

Ketchell

）
の
コ
メ
ン
ト
は
折
に
触
れ
て
発
表
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
に
対

す
る
反
対
意
見
や
住
民
の
反
応
等
が
併
せ
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
政
府
の
教
育
政
策
・
支
援
や
学
校
に
お
け
る
教
育
実
践
に
関
す
る
議
論

が
紙
面
上
で
為
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ

ー
ス
』
は
、
教
育
関
連
記
事
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
見
解
や

議
論
が
深
め
ら
れ
る
場
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
教
育
提
供
者
の
情
報

伝
達
（
広
報
）
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。 

二
〇
〇
七
年
一
月
に
、
各
島
の
初
等
学
校
と
木
曜
島
の
中
等
学
校
が
、
そ
の

機
能
を
統
合
し
た
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
改
編
さ
れ
る
と
、
そ
の
傾
向
は
一
層

強
く
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
教
育
関
連
記
事
に
加
え
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』

紙
面
上
に
、
地
域
に
お
け
る
唯
一
の
公
立
初
等
・
中
等
教
育
機
関
で
あ
る
タ
ガ

イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
動
向
を
紹
介
す
る
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
が
掲
載
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

カ
レ
ッ
ジ
設
立
以
前
は
、
教
育
に
関
す
る
記
事
も
、
他
の
記
事
と
同
様
に
、
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『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
記
者
が
執
筆
し
て
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
タ

ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
渉
外
担
当
者
が
、
各
キ
ャ
ン
パ
ス
や
教
員
・
生
徒
か
ら
記

事
を
集
め
、
そ
れ
を
二
ペ
ー
ジ
の
紙
面
に
割
り
当
て
調
整
し
、
新
聞
社
に
委
託

す
る
形
で
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
タ
ガ

イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
特
に
生
徒
・
保
護
者
に
対
し
、
直
接

的
に
重
要
事
項
の
伝
達
・
周
知
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
当

然
、
カ
レ
ッ
ジ
の
教
育
方
針
や
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
教
育
成
果
を
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
周
知
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
生

徒
の
表
彰
等
を
名
前
入
り
で
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
「
良
き
行
い
」

を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
で
共
有
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
お
け
る
教
育
関
連
記
事
は
、
こ
の
よ
う
に
、
①
地

域
に
お
け
る
教
育
の
動
向
を
知
ら
せ
る
と
い
う
情
報
伝
達
機
能
と
と
も
に
、
②

カ
レ
ッ
ジ
の
教
育
方
針
・
目
的
を
知
ら
せ
、
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
共
有
す
る
と

い
う
情
報
操
作
機
能
の
二
つ
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
①
は
、
主
と
し
て
『
ト

レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
編
集
者
が
、
②
は
、
学
校
で
あ
る
カ
レ
ッ
ジ
が
記
事
を

執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、「
地
方
メ
デ
ィ
ア
」

と
も
、「
学
校
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
や
公
開
掲
示
板
（
モ
ノ
）」
と
も
異
な
る
、

複
雑
な
二
重
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

四
．『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
で
示
さ
れ
る
教
育
観
・
学
校
観 

 

（
一
）「
モ
ノ
」
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
可
能
性 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
学
校
内
で
の
教
育
実
践
に
直
接
的
に
関
わ
る

モ
ノ
（
教
具
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
学
校
内
外
の
人
々
に
向
け
た
、

地
域
の
中
核
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
を

中
心
と
し
た
教
育
実
践
に
関
す
る
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
貴
重
な
情
報
源
な

の
で
あ
る
。 

二
〇
〇
七
年
の
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
創
設
以
降
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』

に
は
、
二
種
類
の
教
育
関
連
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
①
一
般

の
教
育
記
事
で
あ
り
、
②
カ
レ
ッ
ジ
の
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
で
あ
る
。
一
般

の
教
育
記
事
は
、
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
社
の
記
者
が
作
成
す
る
教
育
関
連
の
記

事
で
、
州
の
教
育
政
策
や
高
等
教
育
に
つ
い
て
等
、
最
新
の
情
報
が
提
供
さ
れ

る
。
一
方
、
カ
レ
ッ
ジ
は
、「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
編
集
者

の
目
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
教
育
理
念
・
方
針
お
よ
び
教
育
実
践
の

成
果
を
、
直
接
、
読
者
に
伝
達
で
き
る
。
ま
た
、
読
者
で
あ
る
生
徒
や
保
護
者
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
よ
り
、
自
ら
の
学
校
観
・
教
育
観

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
学
校
が
編
集
す
る
、
こ
の
「
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
の
機
能
は
、
教
え
る
側
・
教
え
ら
れ
る
側
の
双
方
に
と
っ
て
、
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あ
る
種
の
教
具
（
モ
ノ
）
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、「
モ
ノ
」
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
へ
の
注
目
は
、
一
般
的

に
考
え
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
・
役
割
に
、
あ
る
種
の
逆
転
現
象
を
内
包
し

て
い
る
点
で
も
非
常
に
興
味
深
い
。『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
お
い
て
、
教
育

に
関
す
る
記
事
に
は
、
基
本
的
に
、
賛
否
両
論
、
意
見
の
分
か
れ
る
議
論
が
掲

載
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
（

8
）

。
そ
の
た
め
、
教
育
記
事
に
お
い
て
、『
ト

レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
本
来
持
つ
べ
き
社
会
（
学
校
）
へ
の
批

判
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
な
く
、情
報
提
供
の
み
に
従
事
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
作
成
す
る
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ

ー
」
は
、
本
来
メ
デ
ィ
ア
が
持
つ
べ
き
価
値
方
向
性
を
内
在
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
は
学
校
教
育
に
対
す
る
肯
定
的
な
価
値
へ
の
誘
導
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
こ
に
、
本
来
、
メ
デ
ィ
ア
が
担
う
べ
き
役
割
を
、「
モ
ノ
」
で
あ
る
「
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」（
も
し
く
は
掲
示
板
）
が
担
う
と
い
う
逆
転
現
象
が
生
じ
て
い

る
（

9
）

。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
島
嶼
民
に
対
し
、
啓
蒙
的
な
意
図
を
秘
め
た

「
モ
ノ
」
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』、
特
に
カ
レ
ッ
ジ
の
「
ニ
ュ
ー
ス

レ
タ
ー
」
を
分
析
す
る
必
要
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
モ
ノ
」
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
分
析

を
通
し
て
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
に
お
い
て
、
特
に
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
教
育
観
・
学
校
観
が
志
向
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
を
抽
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
学
校
教
育
が
何
を
重
視
す
べ
き
か
、
子
ど
も

達
の
将
来
に
と
っ
て
何
が
必
要
だ
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
で

き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

に
応
ず
る
人
々
（
生
徒
・
保
護
者
）
の
意
識
や
の
そ
の
関
与
の
程
度
等
か
ら
、

島
嶼
民
自
身
に
よ
る
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
発
信
す
る
教
育
観
・
学
校
観
の

「
受
容
」
を
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。 

島
嶼
民
の
間
に
学
校
教
育
の
重
要
性
が
浸
透
す
る
に
は
、
そ
の
「
情
報
」
と

と
も
に
、
そ
れ
を
伝
え
る
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
（
す
な
わ
ち
「
媒
体
」）
が
必
要

と
な
る
。
地
方
紙
で
あ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
「
モ
ノ
」
と
捉
え
る
こ

と
に
よ
り
、
情
報
と
そ
の
情
報
を
伝
え
る
手
段
の
双
方
を
、
一
度
に
、
分
析
の

範
疇
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
教
育
実
態
の
把
握
を
促
す
よ
う

な
モ
ノ
（
情
報
提
供
の
手
段
）
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
民

に
自
ら
の
教
育
観
・
学
校
観
の
形
成
を
促
す
モ
ノ
（
思
想
形
成
の
手
段
）
と
し

て
の
機
能
に
注
目
し
、
特
に
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
執
筆
・
編
集
す
る
ニ
ュ
ー

ス
レ
タ
ー
の
形
式
の
変
遷
と
近
年
の
記
事
内
容
の
特
徴
か
ら
、
カ
レ
ッ
ジ
が
そ

の
維
持
・
涵
養
に
努
力
す
る
自
ら
の
教
育
観
・
学
校
観
を
考
え
て
み
た
い
。 

 （
二
）「
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
に
み
る
教
育
観
・
学
校
観 

 

（
１
）
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
全
体
的
特
徴
と
形
式
の
変
遷 
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タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
が
最
初
に
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』

に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
カ
レ
ッ
ジ
創
設
か
ら
約
一
カ
月
後
の
二
〇
〇
七
年
二
月

二
十
八
日
～
三
月
六
日
号
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
学
校
の
休
暇
期
間
を
除
き
、

毎
週
定
期
的
に
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
掲
載
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
は
新
学
期
が
一
月
下
旬
に
始
ま
る
こ
と
か
ら
、二
〇
〇
九
年
十
二
月
で
、

タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
は
開
設
か
ら
丸
三
年
を
迎
え
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
三
年

の
間
に
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
形
式
は
、
何
度
か
変
更
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

変
更
さ
れ
な
か
っ
た
点
も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
特
に
そ
の
「
形

式
」
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た
点
、
変
更
点
を
順
に
見
て
い
く
。 

ま
ず
、
継
続
さ
れ
て
き
た
の
は
、
主
と
し
て
、
次
の
五
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

新
聞
の
二
ペ
ー
ジ
を
全
体
の
分
量
と
し
て
い
る
こ
と
、
平
易
な
英
語
を
用
い
、

か
つ
写
真
や
絵
・
図
表
等
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ

ん
、
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
社
と
の
契
約
や
同
紙
の
性
格
、
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん

ど
の
読
者
が
英
語
母
語
話
者
で
は
な
い
と
の
背
景
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
に
は
、
日
本
で
い
う
「
学
校
・
学
年

通
信
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
生
徒
へ
の
連
絡
・
募
集
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
生
徒
自
身
が
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
に
、
カ
レ
ッ
ジ
全
体
の
行
事
や
そ
れ
ら
の
活
動
報
告
と
と
も
に
、
各
キ

ャ
ン
パ
ス
の
紹
介
・
活
動
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
レ
ッ
ジ

の
創
設
以
前
は
、
人
的
・
地
理
的
制
約
か
ら
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
で
そ
の

行
事
・
活
動
が
報
告
さ
れ
る
学
校
が
、
木
曜
島
近
隣
（
バ
ド
ゥ
島
、
ホ
ー
ン
島

等
）
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（

10
）

。
し
か
し
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ

が
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
執
筆
・
編
集
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
特
に
カ
レ

ッ
ジ
創
設
当
初
は
、
い
わ
ば
持
ち
回
り
で
各
キ
ャ
ン
パ
ス
の
紹
介
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
公
平
」
な
キ
ャ
ン
パ
ス
紹
介
は
、
次
に
示
す

第
三
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
各
キ
ャ
ン
パ
ス
が
、
同
じ
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ

の
一
部
で
あ
る
と
い
う
「
一
体
感
」
を
涵
養
・
維
持
す
る
の
に
貢
献
す
る
と
と

も
に
、
キ
ャ
ン
パ
ス
間
で
の
教
育
成
果
・
到
達
度
の
「
競
争
」
を
促
す
効
果
が

あ
る
と
い
え
る
。 

第
三
に
、
生
徒
の
教
育
成
果
に
関
す
る
報
告
が
、
定
期
的
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
生
徒
の
出
席
率
は
、
各
学
期
の
終
わ
り
に
、
キ
ャ
ン

パ
ス
ご
と
に
、
一
日
も
休
ま
な
か
っ
た
（100% attendance

）
子
ど
も
の
名
前

を
す
べ
て
掲
載
す
る
形
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
業
や
ス
ポ
ー
ツ
で
表

彰
さ
れ
た
生
徒
も
、
名
前
・
写
真
付
き
で
紹
介
さ
れ
、
時
に
は
授
賞
式
の
写
真

も
掲
載
さ
れ
る
。
名
前
だ
け
で
は
な
く
、
所
属
キ
ャ
ン
パ
ス
も
明
記
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
「
成
果
」
の
公
表
に
関
し
て
、
教
育
関
係
者
も
無
関
心
で
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 
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第
四
に
、
こ
の
よ
う
な
教
育
成
果
に
関
す
る
情
報
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
保

護
者
へ
の
連
絡
・
報
告
等
が
頻
繁
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
わ
れ
る
保
護
者
向
け
の
活
動
や
会
合
の
案
内
が
掲
載
さ

れ
る
。
ま
た
、
保
護
者
と
し
て
の
責
任
の
自
覚
を
促
す
文
章
や
、
学
期
が
始
ま

る
時
期
、
学
校
行
事
カ
レ
ン
ダ
ー
の
確
認
等
も
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
カ
レ

ッ
ジ
や
各
キ
ャ
ン
パ
ス
で
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
政
策
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹

介
も
さ
れ
る
。
特
に
、
毎
年
五
月
に
実
施
さ
れ
る
リ
テ
ラ
シ
ー
・
ニ
ュ
ー
メ
ラ

シ
ー
の
全
国
学
力
テ
ス
ト
（NAPLAN
テ
ス
ト
）
に
関
し
て
は
、
実
際
に
出
題
さ

れ
た
問
題
も
用
い
ら
れ
、
具
体
的
な
内
容
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
保
護
者
に
対
し
学
校
で
の
行
事
・
活
動
の
周
知
を
図
り
、
そ
れ
に
積
極
的

に
関
与
す
る
こ
と
を
促
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
子
ど
も
の
教
育
成
果
や
到
達
度

に
つ
い
て
の
興
味
・
関
心
を
呼
び
起
こ
す
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

最
後
に
、
中
等
教
育
や
そ
の
後
の
職
業
・
継
続
教
育
お
よ
び
高
等
教
育
に
関

す
る
内
容
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
等
教
育
に
関
す
る
記
事

の
中
に
は
、
行
事
や
活
動
の
単
純
な
紹
介
・
報
告
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
具
体
的
な
職
業
教
育
訓
練
（Vocational 

Education 
and 

Training

：VET

）
の
実
践
報
告
、
例
え
ば
、
伝
統
的
な
カ
ヌ
ー
の
作
成
や
安
全

な
ボ
ー
ト
の
航
行
に
つ
い
て
、
美
容
院
で
の
実
習
等
、
様
々
な
活
動
の
報
告
や

学
校
か
ら
就
職
へ
の
移
行
、
大
学
進
学
案
内
等
、
そ
の
後
の
進
路
を
見
据
え
た

内
容
で
あ
る
。
ま
た
、VET

の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
実
習
の
受
け
入

れ
先
の
拡
大
を
目
的
に
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
に
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
そ

れ
ら
の
活
動
に
賛
同
し
、
参
加
を
申
し
入
れ
て
く
れ
る
企
業
・
団
体
等
の
募
集

も
行
わ
れ
る
。
先
に
指
摘
し
た
残
留
率
の
上
昇
は
、
こ
の
よ
う
な
地
道
な
活
動

が
実
を
結
ん
だ
一
つ
の
成
果
と
い
え
よ
う
。 

ま
た
一
方
で
、
変
更
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
カ
レ
ッ
ジ
創
設
後
、

最
初
の
二
年
間
と
三
年
目
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
書
式
に
は
、
大
き
な
変
更
が

あ
る
。
ま
ず
、
記
事
数
自
体
が
少
な
く
な
り
、
カ
レ
ッ
ジ
全
体
の
行
事
・
活
動

紹
介
の
み
を
扱
う
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
カ
レ
ッ
ジ
創
設
当
初
は
、
見
開
き
二

ペ
ー
ジ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
う
ち
、
片
側
一
ペ
ー
ジ
は
各
キ
ャ
ン
パ
ス
の
紹

介
に
、
そ
し
て
も
う
片
側
の
一
ペ
ー
ジ
が
カ
レ
ッ
ジ
全
体
の
紹
介
等
に
充
て
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
最
近
で
は
、
中
等
教
育
キ
ャ
ン
パ
ス
を
含
む
各
キ
ャ
ン
パ

ス
で
の
行
事
・
活
動
紹
介
が
少
な
く
な
り
、
以
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
た
キ
ャ
ン

パ
ス
ご
と
の
生
徒
数
・
連
絡
先
等
の
一
覧
の
記
載
も
見
当
た
ら
な
く
な
っ
た
。

ま
た
、
生
徒
・
教
員
の
紹
介
や
彼
・
彼
女
ら
の
作
品
・
活
動
紹
介
、
生
徒
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
連
絡
が
な
く
な
り
、
カ
レ
ッ
ジ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
が
掲
載

さ
れ
る
以
前
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
年
度
初
め
の
各
キ
ャ
ン
パ
ス
（
以
前
は
ス

ク
ー
ル
）・
リ
ー
ダ
ー
の
紹
介
も
な
く
な
っ
た
。 

そ
の
代
わ
り
、NAPLAN

テ
ス
ト
の
前
に
は
、
数
週
間
に
わ
た
っ
て
テ
ス
ト
の
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概
要
や
問
題
の
傾
向
、
具
体
的
設
問
を
含
む
対
策
等
が
掲
載
さ
れ
る
等
、
学
力

向
上
に
関
連
し
た
情
報
の
伝
達
・
提
供
を
主
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
新

し
く
そ
の
使
用
が
ス
タ
ー
ト
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
、
新
た
な
計
画
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
奨
学
金
の
紹
介
も
、
最
近
で
は
、
ほ
ぼ
毎
週
掲
載

さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
定
期
的
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
カ
レ
ッ
ジ
の
校
長
か
ら
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
、「
校
長
の
ペ
ン
」（Principal's Pen

）
か
ら
「
校
長
の
デ
ス
ク

よ
り
」（From the Principal's Desk
）
へ
と
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇

九
年
四
月
中
旬
以
降
は
、
そ
の
記
事
自
体
の
存
在
が
な
く
な
っ
た
。「
校
長
の
ペ

ン
」
で
は
こ
れ
ま
で
、
校
長
が
出
席
し
た
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
会
議
の
様

子
や
州
の
教
育
動
向
、
さ
ら
に
は
学
校
の
重
要
性
が
、NAPLAN

テ
ス
ト
や
中
等

教
育
修
了
試
験
等
そ
の
時
々
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
校
長
の
顔
写
真
付
き
で
語

ら
れ
て
き
た
。「
校
長
の
ペ
ン
」「
校
長
の
デ
ス
ク
よ
り
」
が
ど
の
よ
う
な
理
由

で
な
く
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
カ
レ
ッ
ジ
創
設
当
初
、
校
長
自
ら
が

語
る
改
革
の
必
要
性
、
カ
レ
ッ
ジ
の
動
向
紹
介
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
保

護
者
に
と
っ
て
、
貴
重
な
情
報
源
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
、
①
平
易
な

英
語
で
、
写
真
や
図
表
を
用
い
、
英
語
を
母
語
と
し
な
い
大
半
の
読
者
に
対
し

て
も
わ
か
り
や
す
く
、
②
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
全
体
の
動
向
や
各
キ
ャ
ン
パ
ス

の
教
育
動
向
を
伝
え
る
こ
と
を
主
た
る
役
割
と
し
て
い
る
。
特
に
、
③
生
徒
の

教
育
成
果
や
到
達
度
に
関
す
る
情
報
は
、
時
に
名
前
入
り
で
紹
介
さ
れ
、
生
徒

の
身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
構
築
に
貢
献
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同

時
に
、
④
保
護
者
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
「
学
校
」
教
育
の
重
要
性

に
対
す
る
認
識
を
促
し
、
⑤
地
域
の
教
育
残
留
率
・
修
了
率
の
向
上
に
貢
献
し

て
き
た
と
指
摘
で
き
る
。
最
近
で
は
、
州
教
育
省
お
よ
び
カ
レ
ッ
ジ
全
体
の
教

育
計
画
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹
介
、
特
にNAPLAN

テ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
「
学
力
」

向
上
政
策
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
保
護
者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
そ

れ
ら
の
具
体
的
内
容
を
伝
え
る
情
報
伝
達
機
能
が
ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
形
式
上
の
特
徴
を
持
つ
ニ
ュ
ー

ス
レ
タ
ー
を
、
特
に
内
容
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
・
検
討
す
る
。 

  

（
２
）『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
お
よ
び
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
を
通
し
て
伝 

 
 
 
 

え
た
い
学
校
観
・
教
育
観 

タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
自
ら
の
学
校
観
、
教
育
観
を
表
明
す
る
手
段
（
モ
ノ
）

は
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
掲
載
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
以
外
に
も
、
い

く
つ
か
あ
る
。
近
年
、
州
教
育
省
が
各
学
校
に
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
年
次

報
告
書
（annual report

）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
州
教
育
省

が
発
表
し
た
教
育
政
策
の
学
校
段
階
に
お
け
る
実
施
の
報
告
と
い
う
性
格
を
持
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つ
。
そ
の
た
め
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
内
容
に
は
、
州
教
育
省
の
考
え
方
に

沿
っ
た
学
校
観
・
教
育
観
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
生
徒
や
保
護
者
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
学
校
の
「
本
来
の
姿
勢
」
を
示
す

も
の
と
は
受
け
取
り
に
く
い
。
こ
れ
は
、
学
校
が
、
州
政
府
の
補
助
金
に
よ
り

各
計
画
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
用
し
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
、
当
然
の
結
果
で

あ
ろ
う
。 

し
か
し
一
方
で
、
地
域
の
教
育
ニ
ー
ズ
に
よ
り
歩
み
寄
っ
た
教
育
機
関
の
学

校
観
・
教
育
観
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
生
徒
や
保
護
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

側
を
向
い
た
「
モ
ノ
」
が
必
要
と
な
る
。
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
が
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ

ー
ス
』
で
強
調
さ
れ
る
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
校
観
・
教
育
観
を
、
そ
の
記

事
内
容
の
分
析
か
ら
考
え
て
み
た
い
。 

 

①
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
し
て
の
先
住
民
／
島
嶼
民
の
紹
介 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
で
は
、
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
だ
け

で
な
く
全
体
的
に
、
ス
ポ
ー
ツ
／
芸
術
／
学
校
教
育
な
ど
幅
広
い
分
野
で
「
成

功
」
し
た
先
住
民
成
人
に
関
す
る
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
成
功
者
は
、
決
し
て
「
白
人
」
で
は
な
い
。 

例
え
ば
、「
大
切
な
耳
」（Deadly Ears

）
計
画
（

11
）

を
通
し
て
、
タ
ガ
イ
・

カ
レ
ッ
ジ
に
招
待
さ
れ
た
先
住
民
ラ
グ
ビ
ー
選
手
は
、「
鼻
の
か
み
か
た
」「
ヒ

ア
リ
ン
グ
と
リ
ス
ニ
ン
グ
の
違
い
」「
健
康
な
耳
の
必
要
性
」
を
、
生
徒
だ
け
で

は
な
く
、
教
員
や
家
族
に
も
説
明
し
た
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（

12
）

。

こ
れ
以
外
に
も
、
島
嶼
民
出
身
の
有
名
な
女
性
歌
手
が
、
カ
レ
ッ
ジ
の
文
化
祭

（cultural day

）
に
参
加
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
記
事
も
あ
る
（

13
）

。
こ
の

よ
う
に
学
校
に
お
け
る
啓
蒙
活
動
や
特
別
行
事
に
は
、
地
元
出
身
の
島
嶼
民
で

な
く
て
も
、
先
住
民
の
「
有
名
人
」
を
招
く
事
例
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
特
に

啓
蒙
活
動
に
関
し
て
は
、
先
住
民
の
有
名
人
が
生
徒
・
保
護
者
や
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
与
え
る
効
果
に
期
待
す
る
教
育
提
供
者
側
の
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

ま
た
、高
等
教
育
機
関
を
修
了
し
た
島
嶼
民
に
関
す
る
記
事
も
掲
載
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
学
校
教
育
で
成
功
し
た
人
物
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
あ
る
。
一

例
と
し
て
、「
教
育
は
『
力
強
い
武
器
』」
と
い
う
北
部
準
州
の
バ
チ
ェ
ラ
ー
・

イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
（Batchelor Institute

）
を
卒
業
し
た
島
嶼
民
の
記

事
を
紹
介
し
た
い
（

14
）

。
こ
こ
で
は
、「
私
は
、
大
学
や
技
術
継
続
教
育
機
関

（Technical and Further Education

：TAFE

）、
他
の
人
が
学
校
で
勉
強

し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
り
、
読
ん
だ
り
、
見
た
り
し
て
、
彼
ら
の
仲
間
に
加

わ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
、
仲
間
、

そ
し
て
自
分
の
子
孫
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
生
活
が
実
現
す
る
。」と
の
コ
メ
ン
ト

が
引
用
さ
れ
て
い
る
（

15
）

。
つ
ま
り
、
学
校
教
育
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
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島
嶼
民
全
体
に
よ
り
よ
い
生
活
を
も
た
ら
す
と
の
信
念
を
持
つ
島
嶼
民
を
、
記

事
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
面
だ
け
で
は
な
く
、
学
校
教
育
で

成
功
し
た
先
住
民
の
記
事
を
積
極
的
に
載
せ
、
子
ど
も
達
が
身
近
な
ロ
ー
ル
モ

デ
ル
を
見
つ
け
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
の
共
通
点

は
、
成
功
し
た
領
域
は
多
様
で
あ
っ
て
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
「
主
流
社
会

か
ら
認
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
価
値
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど

も
達
は
、
実
際
に
カ
レ
ッ
ジ
で
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
実
際
に
接
し
て
お
り
、

既
に
面
識
が
あ
る
場
合
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
あ
え
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
を
『
ト

レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
掲
載
す
る
の
は
、
子
ど
も
達
だ
け
で
な
く
、
保
護
者
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
対
し
て
も
、
学
校
教
育
の
重
要
性
を
浸
透
さ
せ
る
意
味

が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。 

 

②
保
護
者
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
学
校
へ
の
関
与
の
拡
大 

カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
は
、
近
年
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
掲
示
板
」

（community newsboard

）
と
い
う
名
称
で
、
毎
週
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
創
設
の
契
機
と
な

っ
た
『
成
功
へ
の
道
の
り
』
は
、
教
育
機
関
と
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
保
護
者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係

は
、
カ
レ
ッ
ジ
が
最
も
重
視
す
る
領
域
の
一
つ
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
に

は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
得
ら
れ
る
効
用
と
し
て
、
①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側

と
し
て
は
学
校
に
意
見
を
表
明
し
、
教
育
活
動
に
関
わ
る
意
思
決
定
に
参
加
で

き
る
こ
と
、②
学
校
側
と
し
て
は
、地
元
島
嶼
民
に
運
営
の
手
伝
い
を
依
頼
し
、

ま
た
、
島
嶼
民
文
化
や
伝
統
に
関
す
る
過
ち
を
犯
す
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
（

16
）

。
つ
ま
り
、
教
育
を
す
る
側
／
受
け
る
側
の
両
者

に
と
っ
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
か
ら
の
利
益
が
あ
る
と
、
カ
レ
ッ
ジ
は
理
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
ら
の
理
念
の
実
現
を
目
的
と
し
て
、
長
老
（elder

）
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
重
視
す
る
旨
の
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（

17
）

。
そ
こ
で
は
、
主
に
「
家

族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
リ
ー
ダ
ー
」「
言
語
や
文
化
の
保
管
者
、
伝
承
者
」「
精

神
的
な
案
内
人
」「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」「
教
育
者
」
と
し
て
の
長
老
の
役
割
を
再

確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
を
学
校
に
も
設
け
る
た
め
に
「
長

老
助
言
グ
ル
ー
プ
」（Elders Reference Group

）
を
組
織
し
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
（

18
）

。
こ
の
組
織
が
協
力
す
る
活
動
の
多
く
は
、
島
嶼
民
の
言
語

や
文
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
現
在
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
子
ど
も

が
、
伝
統
言
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
ず
、
島
嶼
民
に
関
す
る
文
化
の
知
識
も
非

常
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側
の
危
機
感
が
あ
る
（

19
）

。
た

だ
、
島
嶼
地
域
に
お
い
て
も
、
日
常
的
に
は
、
ほ
ぼ
伝
統
言
語
を
使
用
し
な
い
。
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し
か
し
、「
学
び
の
枠
組
み
」（learning frame

）
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
子
ど

も
達
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。 

現
在
、
島
嶼
民
文
化
・
言
語
の
熟
練
者
を
カ
レ
ッ
ジ
内
外
の
活
動
に
招
待
す

る
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。な
か
に
は
、伝
統
言
語
に
よ
る
看
板
や
標
語
を
、

島
に
掲
示
す
る
等
の
取
り
組
み
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学
校
だ
け
で

な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
活
性
化
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
言
語
・
文
化
が

重
要
な
要
素
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
ト
レ
ス
・

ニ
ュ
ー
ス
』
で
は
、
行
政
機
関
か
ら
公
表
さ
れ
る
「
年
次
報
告
書
」
以
上
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側
や
島
嶼
民
の
伝
統
文
化
・
言
語
に
配
慮
し
た
記
事
が
多
く
掲

載
さ
れ
て
い
る
。 

 

③
教
育
成
果
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
知
識
の
共
有 

『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
で
は
な
く
、
生
徒
に
対

す
る
掲
示
板
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
必
然
的
に
、
学
校
で
の
成

果
向
上
の
情
報
を
共
有
す
る
た
め
の
「
モ
ノ
」
と
し
て
の
機
能
を
担
う
こ
と
と

な
る
。
例
え
ば
、
放
課
後
に
実
施
さ
れ
る
少
人
数
に
よ
る
学
習
支
援
や
就
職
に

役
立
つ
実
地
研
修
へ
の
参
加
者
募
集
等
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（

20
）

。も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
情
報
は
、
学
校
内
で
も
周
知
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
情
報
を
保
護
者
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
広
く
共
有
す
る
こ
と
は
、
学
校
で

行
わ
れ
て
い
る
教
育
実
践
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
手
段
と
し
て
、『
ト
レ
ス
・
ニ

ュ
ー
ス
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
の
教
育
実
践
が
、
外
部
か
ら
評
価
さ
れ
た

場
合
の
記
事
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
以
降
、
全
国
学
力
調
査

（NAPLAN

）
に
関
す
る
特
集
記
事
も
頻
繁
に
組
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年

の
一
番
大
き
な
記
事
は
、二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
、ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
で
、

タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
、
学
校
優
秀
賞
（state award for excellence

）

を
受
賞
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
（

21
）

。
受
賞
の
際
に
、
関
係
者
は
、
以
下
の
コ

メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
（

22
）

。 

・
ユ
ミ(YUMI)

の
方
法
が
機
能
し
た
。
こ
の
言
葉
に
尽
き
る
。(TSIREC

議
長) 

・
私
た
ち
は
、（
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
い
う
）
船
を
、
こ
の
よ
う
な

名
誉
あ
る
賞
に
向
け
て
先
導
し
て
く
れ
た
長
老
た
ち
を
誇
り
に

思
う
。（
副
校
長
：
中
等
教
育
担
当
） 

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
強
固
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
通
し
て
導
か

れ
た
こ
の
受
賞
を
、
今
夜
は
祝
い
た
い
。（
副
校
長
：
初
等
教
育

担
当
） 

 
 

こ
こ
で
は
つ
ま
り
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
達
成
し
た
誇
る
べ
き
成
果
を

成
し
遂
げ
た
と
い
う
報
告
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
パ
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ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
教
育
関
係
者
の
考
え

方
が
積
極
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
一
言
で
表
す

言
葉
が
「
ユ
ミ
教
育
」
で
あ
る
。「
ユ
ミ
」
と
は
「
あ
な
た(you)

」
と
「
わ
た

し(me)

」
の
ク
レ
オ
ー
ル
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
育
を
提
供
す
る
側
と
教

育
を
受
け
る
側
、
も
し
く
は
非
島
嶼
民
と
島
嶼
民
と
い
う
双
方
の
協
力
に
よ
っ

て
、
学
校
教
育
を
成
功
に
導
い
て
行
く
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
、
カ
レ
ッ
ジ
の
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
を
通
し

て
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
保
護
者
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
伝
達
し
た
い
教
育
観
・

学
校
観
が
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
学
校
教
育
で
の
成
功
だ

け
で
は
な
く
、
教
育
を
通
し
て
、
島
嶼
民
（
先
住
民
）
と
し
て
の
確
固
と
し
た

将
来
設
計
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
が
目
標
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
州
教
育
省
が
求
め
る
基
礎
学
力
等
の
教
育
成
果
だ
け
で
は
な

く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
し
、
そ
の
関
係
性
を
強

調
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構

築
・
維
持
に
と
っ
て
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
活
用
は
、
非
常
に
効
果
的
・

効
率
的
で
あ
る
。
カ
レ
ッ
ジ
が
島
の
「
伝
統
」
保
持
者
で
あ
る
長
老
と
連
携
し

学
校
教
育
環
境
を
整
備
す
る
姿
勢
は
、
学
校
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
で
必

要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
る
場
所
と
し
て
の
み
で
は
な

く
、
自
ら
の
「
伝
統
」
文
化
を
維
持
・
涵
養
す
る
場
所
と
し
て
も
機
能
し
得
る

こ
と
を
、
広
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
知
ら
し
め
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

し
か
し
一
方
で
、
生
徒
や
保
護
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
教
育
ニ
ー
ズ
の

表
明
手
段
（
モ
ノ
）
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
考
え
る
と
、
そ
れ

は
い
ま
だ
未
整
備
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
を
通
し

て
、
双
方
の
議
論
の
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
育
議
論
の
手
段
と

し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
機
能
は
、
一
層
拡
大
す
る
で
あ
ろ
う
。 

 

五
．
お
わ
り
に
―
―
ま
と
め
に
か
え
て 

 

こ
れ
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
の
主
要
メ
デ
ィ
ア

媒
体
で
あ
る
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
教
育
記
事
、
特
に
地
域
の
代
表
的
な

教
育
機
関
で
あ
る
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
編
集
す
る
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
の

形
式
の
変
遷
お
よ
び
近
年
の
記
事
内
容
の
特
徴
を
中
心
に
分
析
・
検
討
し
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
ま
と
め
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
点
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
が
示
す
学
校
観
・
教
育
観
と
そ
れ
を
伝
達
す
る
手
段
（
モ

ノ
）
と
し
て
の
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
役
割
を
、
再
考
す
る
。 

ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
で
は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
、
州
教
育
省
と
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
民
地
域
教
育
委
員
会
）
の
合
意
の
下
に
発
表
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さ
れ
た
『
成
功
へ
の
道
の
り
』
の
提
言
に
基
づ
き
、
大
規
模
な
学
校
制
度
改
革

が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
、
同
地
域
で
低
迷
を
続
け
る
先
住
民
生

徒
の
学
力
向
上
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ま
で
各
島
に
一
校
ず
つ
あ
っ
た

初
等
学
校
と
木
曜
島
の
中
等
学
校
を
、
機
能
は
そ
の
ま
ま
に
、
一
つ
の
カ
レ
ッ

ジ
に
統
合
し
た
。
こ
の
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
創
設
は
、
こ
れ
ま
で
州
の
教
育

政
策
等
に
基
づ
き
各
学
校
で
各
地
の
状
況
に
応
じ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
教
育
活

動
に
、
一
定
の
枠
組
み
を
提
示
し
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
同
じ
教
育
成
果
を
達

成
で
き
る
よ
う
、
そ
の
環
境
の
整
備
を
促
し
た
。 

カ
レ
ッ
ジ
の
創
設
と
同
時
に
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
は
、
カ
レ
ッ
ジ
が

自
ら
執
筆
・
編
集
す
る
「
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
の
掲
載
が
始
め
ら
れ
た
。
見
開

き
二
ペ
ー
ジ
に
載
せ
ら
れ
る
記
事
の
数
や
そ
の
形
式
に
は
、
こ
の
三
年
間
に
少

し
ず
つ
変
化
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
レ
ッ
ジ
や
各
キ
ャ
ン
パ
ス
の
動
向
を

わ
か
り
や
す
く
報
告
す
る
と
い
う
姿
勢
に
、
変
化
は
な
い
。
生
徒
の
教
育
成
果

や
到
達
度
に
関
す
る
情
報
は
名
前
入
り
で
伝
え
ら
れ
、
ま
た
州
教
育
省
の
施
策

や
カ
レ
ッ
ジ
の
新
た
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹
介
・
解
説
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ

る
な
ど
、
生
徒
の
「
学
力
」
向
上
に
対
す
る
関
心
は
高
い
。
ま
た
、
学
業
の
み

な
ら
ず
ス
ポ
ー
ツ
や
音
楽
で
の
活
躍
な
ど
、
子
ど
も
達
へ
の
身
近
な
「
ロ
ー
ル

モ
デ
ル
」
の
提
供
に
対
す
る
努
力
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
は
、学
校
に
毎
日
通
う
と
い
う
行
為
が
い
か
に
大
切
な
の
か
、ま
た
、

学
校
教
育
に
よ
り
得
ら
れ
る
成
果
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
の
か
を
、
具
体
的
に

示
す
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ト
レ
ス
海
峡
島
嶼
地
域
の
よ
う
な

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
個
人
名
を
挙
げ
て
そ
の
業
績
を
讃
え
る
こ
と
は
、
身

近
な
人
の
成
功
を
肌
で
感
じ
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
、
自
分
に
と
っ
て
も
実
現
可

能
で
あ
る
と
の
意
識
を
持
た
せ
る
の
に
貢
献
す
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
そ
れ

ら
が
地
域
住
民
に
と
っ
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ

え
て
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
に
掲
載
し
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
作
業
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
学
力
向
上
政
策
や
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
に
関
す
る
記
事
の
み
な
ら
ず
、「
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
を
通
し
て
、
伝
統
言
語
・
文
化
の
維
持
・
涵
養
に
対
す
る
危

機
意
識
の
表
明
や
、
そ
の
た
め
の
長
老
の
協
力
、
さ
ら
に
は
成
功
の
た
め
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
ユ
ミ
教
育
）
の
重
要
性
に
言
及
す
る
と
い
う
一
連
の
報
告
・

表
明
は
、
学
校
が
基
礎
的
な
知
識
・
技
能
を
提
供
す
る
場
の
み
で
は
な
く
、
地

域
の
伝
統
文
化
・
言
語
を
維
持
・
涵
養
す
る
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
学
校
が
、
常

に
「
身
近
な
も
の
で
あ
る
」
と
の
感
覚
を
植
え
付
け
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
は
、
タ
ガ
イ
・
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の
情

報
の
掲
示
、
生
徒
・
保
護
者
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
連
絡
、
さ
ら
に
は
地

域
企
業
へ
の
協
力
の
依
頼
等
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
カ
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レ
ッ
ジ
が
持
つ
特
定
の
学
校
観
・
教
育
観
を
提
示
し
、
伝
え
続
け
て
き
た
「
モ

ノ
」
で
あ
っ
た
。
特
に
、
学
力
を
習
得
す
る
場
と
し
て
の
学
校
の
重
要
性
と
、

学
校
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
親
和
性
は
、
生
徒
・
保
護
者
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
身
近
な
題
材
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
そ
れ
ら
を
好
ま
し
い
学
校
観
・

教
育
観
と
み
な
す
傾
向
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

本
稿
は
、『
ト
レ
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
分
析
に
焦
点
を
絞
っ
た
た
め
、
実
際
に

読
者
が
ど
の
よ
う
な
学
校
観
・
教
育
観
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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ボ
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ニ
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一
一 

学
校
教
職
員
の
職
務
を
め
ぐ
る
変
化
は
起
き
る
の
か
？ 

 

―
教
育
相
談
で
の
外
部
人
材
の
活
用
を
中
心
に
― 

 

矢
野 

裕
俊 

 

一
．
は
じ
め
に 

  

日
本
の
学
校
教
育
を
担
う
教
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
定
め
に
よ
り
校
長
、

教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
及
び
事
務
職
員
を
基
本
と
し
て
き
た
。
こ
れ
は
子
ど

も
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
教
諭
が
広
範
囲
に
及
ぶ
仕
事
を
包
括
的
に
行
い
、
ま

た
は
校
務
分
掌
に
よ
り
分
担
し
合
う
と
い
う
職
業
文
化
を
基
礎
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
主
と
し
て
今
世
紀
に
入
り
、
子
ど
も
の
教
育
を
取
り
巻
く

問
題
の
多
様
化
や
深
刻
化
、
そ
う
し
た
問
題
へ
の
対
応
力
を
学
校
が
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
学
校
教
職
員
の
職
務
に
も
二
つ
の
大
き
な
変
化

が
起
き
て
い
る
。
一
つ
は
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭
な

ど
、
教
諭
の
中
に
よ
り
細
か
い
職
階
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
教
育
活
動
の
中
の
教
育
相
談
領
域
に
お
い
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
外
部
人
材
の
活
用
が
制
度
化
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、
教
職
員
の
職
務
を
め
ぐ
る
後
者
の
変
化
で
あ
り
、

そ
れ
が
教
職
員
の
職
務
を
め
ぐ
る
考
え
方
な
り
文
化
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も

た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。非
行
、不
登
校
、

い
じ
め
な
ど
こ
れ
ま
で
の
生
徒
指
導
上
の
課
題
に
加
え
て
、
児
童
虐
待
へ
の
対

応
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
る
今
日
の
学
校
の
状
況
を
背
景
に
し
て
、
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
学
校
へ
の
配
置
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
高
い
専
門
性
を
持
つ
者
と
し
て
学
校
教
育
へ

の
関
わ
り
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
学
校
専
門
職
で
あ
る
が
、
学

校
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
い
ま
だ
法
令
上
の
根
拠
を
も
た
な
い
非
常
勤
職
員
で

あ
り
、
外
部
の
人
材
と
し
て
学
校
に
関
わ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。 

 

教
諭
（
教
科
指
導
な
ど
の
教
育
を
直
接
に
担
当
す
る
教
職
員
）
が
日
常
的
に

広
範
囲
に
及
ぶ
仕
事
を
包
括
的
に
こ
な
す
と
い
う
、
日
本
の
学
校
の
職
務
の
あ

り
方
に
、
非
常
勤
の
外
部
人
材
が
本
格
的
に
参
入
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り

つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
自
体
の
是
非
を
判
断
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
起
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
が
教
師
の
仕
事
の
包
括
的
な
あ
り
方
を
も
変

え
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
う
し
た
変
化
に
伴
う
問
題
点
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。 
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本
稿
で
検
討
す
る
資
料
は
、文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
七
年
四
月
に
設
け
た「
教

育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
が
ま
と
め
た
報
告
書
（「
二
〇
〇

七
年
報
告
」）
と
、
委
員
一
四
名
の
う
ち
七
名
が
交
替
し
て
二
〇
〇
八
年
四
月
に

再
発
足
し
た
同
調
査
研
究
協
力
者
会
議
が
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
と
り
ま
と
め

た
報
告
書
（「
二
〇
〇
九
年
報
告
」）
で
あ
る
。
二
つ
の
報
告
書
は
、
外
部
人
材

を
活
用
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
教
育
相
談
体
制
の
充
実
の
今
後
の
あ
り
方
を
提

示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

 

二
．
教
育
相
談
に
お
け
る
外
部
人
材
の
導
入 

  

教
育
相
談
と
は
、「
一
人
一
人
の
生
徒
の
教
育
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
人
又

は
そ
の
親
な
ど
に
、
そ
の
望
ま
し
い
あ
り
方
を
助
言
す
る
こ
と
」(

1)

で
あ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
対
一
の
個
別
的
相
談
活
動
に
限
定

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
師
が
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
行
っ
て
い
る
教

育
活
動
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
学
習
相
談
、
生
活
相
談
、
進
学
・

就
職
相
談
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
教
育
相
談
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
非
行
、
い
じ
め
、
不
登
校
な
ど
、
生
徒
指
導
領
域
の
問
題
と
考
え
ら
れ

て
き
た
子
ど
も
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
行
動
に
、
従
来
の
生
徒
指
導
の
枠
組
み
だ

け
で
は
対
応
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。 

 

生
徒
指
導
に
関
し
て
は
、
中
学
校
以
上
の
学
校
お
よ
び
特
別
支
援
学
校
に
生

徒
指
導
主
事
を
置
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
生
徒
指
導
部
と
い

う
組
織
を
設
け
て
い
る
学
校
も
あ
る
。
こ
れ
は
学
校
全
体
の
生
徒
指
導
体
制
を

整
備
し
、
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
の
研
究
や
情
報
提
供
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ

る
。
生
徒
指
導
は
主
と
し
て
問
題
行
動
を
も
つ
生
徒
へ
の
直
接
指
導
と
い
う
か

た
ち
を
と
る
こ
と
が
多
い
が
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
問
題
対
処
の
指
導
に
終
わ
ら

な
い
。 

 

生
徒
指
導
は
、「
一
人
一
人
の
生
徒
の
個
性
の
伸
長
を
図
り
な
が
ら
、
同
時
に

社
会
的
な
資
質
や
能
力
、
態
度
を
育
成
し
、
さ
ら
に
将
来
に
お
い
て
社
会
的
に

自
己
実
現
が
出
来
る
よ
う
な
資
質
・
態
度
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
指
導
・
援

助
で
あ
り
、
個
々
の
生
徒
の
自
己
指
導
能
力
の
育
成
を
目
指
す
」(

2)

も
の
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
、
各
学
校
の
教
職
員
全
体
が
担
う
べ

き
、
生
徒
の
能
力
の
育
成
を
図
る
教
育
活
動
な
の
で
あ
る
。 

 

生
徒
指
導
は
、
問
題
行
動
を
も
つ
生
徒
へ
の
、
や
や
も
す
れ
ば
規
範
に
基
づ

く
直
接
的
指
導
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
が
多
い
が
、そ
う
し
た
方
法
と
は
別
に
、

学
校
に
お
け
る
子
ど
も
の
問
題
行
動
や
問
題
状
況
に
対
し
て
相
談
を
基
本
と
し

つ
つ
、
新
た
な
手
法
で
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
専
門
職
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81�
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が
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
学
校
の
「
外
部
人
材
」
の
専
門
性
を
活
用
す
る
事
業
が
、
二
〇
〇
一

年
度
か
ら
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
活
用
事
業
を
皮
切
り
に
、
文
部
科
学
省

の
補
助
事
業
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
度
に
は
、
と
り
わ
け
中

学
校
で
の
教
育
相
談
体
制
の
充
実
が
重
要
と
の
観
点
か
ら
、
全
国
の
公
立
中
学

校
全
校
分
に
相
当
す
る
約
一
万
校
の
配
置
が
可
能
と
な
る
よ
う
予
算
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
八
年
度
に
は
中
学
校
を
中
心
に
全
国
の

公
立
学
校
に
約
一
万
二
千
人
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
配
置
さ
れ
る
に
到

っ
て
い
る
。 

 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
一
九
九
五
年
に
都
道
府
県
や
政
令
指
定
都
市

へ
の
委
託
事
業
の
か
た
ち
で
そ
の
活
用
の
た
め
の
調
査
研
究
が
始
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
今
日
で
は
子
ど
も
た
ち
の
心
の
問
題
の
多
様
化
・
複
雑
化
と
い
う

状
況
を
ふ
ま
え
、
す
べ
て
の
子
ど
も
が
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
相
談
で
き

る
機
会
を
も
て
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
考
え
方
で
、
そ
の
拡
充
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
教
育
相
談
に
お
け
る
そ
う
し
た
外
部
人
材
の
活
用
が
占
め
る
位
置
は
格

段
に
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

 

従
来
は
学
校
の
教
職
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
仕
事
に
、
教
員
と
は
異
な

る
専
門
性
を
も
つ
、
こ
う
し
た
外
部
人
材
が
導
入
さ
れ
、
現
在
そ
の
活
用
を
中

心
に
し
て
教
育
相
談
体
制
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
局
面
が
開
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
教
職
員
が
校
務
分
掌
と
し
て
取
り
組
む
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
の
仕

事
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 
 三

．
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
職
務
と
専
門
性 

  

文
部
科
学
省
に
よ
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
事
業
は
、
一
九
九
五
年
度
に

調
査
研
究
事
業
と
し
て
全
国
一
五
四
校
に
「
心
の
専
門
家
」
と
し
て
臨
床
心
理

士
な
ど
を
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
配
置
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。

二
〇
〇
一
年
度
か
ら
は
本
格
的
な
活
用
事
業
と
し
て
経
費
補
助
を
行
い
、
当
面

の
計
画
で
は
全
て
の
中
学
校
に
一
人
の
配
置
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。 

 

各
都
道
府
県
や
政
令
都
市
に
委
ね
ら
れ
た
配
置
の
仕
方
に
は
、
特
定
の
学
校

に
一
人
が
配
置
さ
れ
る
単
独
校
方
式
、
拠
点
校
（
中
学
校
）
に
配
置
さ
れ
、
小

学
校
に
も
出
向
く
拠
点
校
方
式
、
教
育
委
員
会
に
所
属
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
管
轄
の
学
校
に
巡
回
派
遣
さ
れ
る
派
遣
方
式
が
共
存
し
て
い
る
。
い

ず
れ
の
場
合
も
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
学
校
以
外
で
の
仕
事
を
本
務
と

し
つ
つ
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
兼
務
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
、
ま



―171― 

た
勤
務
日
が
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
職
員
会
議
等
、
教
職
員
の
定
期
的
な
会
議

へ
の
出
席
も
通
常
は
求
め
ら
れ
ず
、
勤
務
す
る
学
校
で
教
職
員
と
の
日
常
的
な

接
触
を
と
お
し
て
協
働
す
る
こ
と
に
も
制
約
が
大
き
い
。 

 

現
在
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
非
常
勤
職
員
で
あ
り
、
配
置
さ
れ
た
学

校
に
お
い
て
お
よ
そ
週
一
回
仕
事
を
す
る
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
下
の
頻
度
の
場
合
も
あ
る(

3)
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
子
ど
も
の
心

に
関
わ
る
、
学
校
で
は
カ
バ
ー
し
が
た
い
問
題
に
対
処
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
教
育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
の
「
二
〇
〇
七
年
報

告
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
役
割
は
次
の
七
点
に
及
ぶ(

4)

。 

① 

児
童
生
徒
に
対
す
る
相
談
・
助
言 

② 

保
護
者
や
教
職
員
に
対
す
る
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
コ
ン
サ
ル
テ

ー
シ
ョ
ン
） 

③ 

校
内
会
議
等
へ
の
参
加 

④ 

教
職
員
や
児
童
生
徒
へ
の
研
修
や
講
話 

⑤ 

相
談
者
へ
の
心
理
的
な
見
立
て
や
対
応 

⑥ 

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
や
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
の
予
防
的
対
応 

⑦ 

事
件
・
事
故
等
の
緊
急
対
応
に
お
け
る
被
害
児
童
生
徒
の
ケ
ア 

 

こ
れ
を
み
る
と
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
非
常
勤
と
い
う
身
分
的
・
時

間
的
な
制
約
が
あ
る
一
方
、
子
ど
も
・
保
護
者
・
教
職
員
を
対
象
に
、
相
談
・

助
言
の
み
な
ら
ず
、
研
修
な
ど
で
の
指
導
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
予
防
的
対
応
、

心
の
ケ
ア
な
ど
、
対
象
も
業
務
の
範
囲
も
と
も
に
広
く
、
し
か
も
重
要
な
業
務

を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
児
童
生
徒
の
相
談
内
容
は
、

不
登
校
が
最
も
多
く
、
い
じ
め
、
友
人
関
係
、
学
習
関
係
な
ど
で
あ
り
、
近
年

は
発
達
障
害
、
精
神
疾
患
、
自
傷
な
ど
の
問
題
行
動
に
も
及
ん
で
多
様
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
相
談
に
応
じ
る
専
門

家
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
な
る
に
は

一
定
の
資
格
要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
活
用
補
助
金
取
扱
要
領
」
に
よ
る
と
、
資
格

要
件
は
、
財
団
法
人
日
本
臨
床
心
理
士
資
格
認
定
協
会
の
認
定
に
よ
る
臨
床
心

理
士
、
精
神
科
医
、
心
理
学
系
の
大
学
教
授
な
ど
の
心
理
学
領
域
に
関
す
る
大

学
院
レ
ベ
ル
の
知
識
・
実
務
・
研
究
等
を
通
じ
て
の
臨
床
経
験
を
有
す
る
者
と

さ
れ
て
い
る
。ま
た
、ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
不
足
し
て
い
る
地
域
で
は
、

心
理
臨
床
や
相
談
業
務
を
あ
る
程
度
経
験
し
た
人
を
「
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
に
準
ず
る
者
」
と
し
て
任
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

要
す
る
に
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
大
学
院
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
、

一
定
の
臨
床
経
験
を
経
た
こ
と
を
示
す
臨
床
心
理
士
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
専
門
性
に
対
し
て
は
、
先
の
中
学
校
長
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
で
は
、「
教
員
と
は
異
な
る
観
点
を
持
つ
外
部
の
専
門
家
と
い
う
位

置
づ
け
で
、
効
果
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
」
と
す
る
回
答
が
半
数
を
超
え
、
学

校
で
は
お
お
む
ね
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る(

5)

。 

 

と
こ
ろ
が
、
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
、
学
校
の
教
育
相
談
体
制
の
あ
る
べ
き

姿
に
つ
い
て
の
問
い
に
対
し
て
は
、「
学
校
内
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
教
員
間
の
連
携
を
強
め
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
教
育
相
談
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
情
報
等
を
教
員
間
で
共
有
す
る
」
と
い
う
回
答
が
八
割
近
く
を

占
め
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
配
置
又
は
充
実
を
図
る
」（
六
六
・
八
％
）

を
上
回
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
子
ど
も
の
教
育
に
第
一
義
的
に
責
任
を
負
う
学
校

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
専
門
的
な
技
量
に
頼
り
た

い
と
い
う
期
待
と
と
も
に
、
学
校
の
教
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
の
両
面
が
表
れ
て
い
る
。
前
者
を
外
部
専
門
職
依

存
に
よ
る
問
題
解
決
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
後
者
は
教
員
の
包
括
的
な
職
務
の

一
環
と
し
て
教
育
相
談
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
と
ら
え
方
で
あ
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
制
度
が
始
ま
っ
た
の
は
二
〇
世

紀
初
頭
で
あ
り
、
長
い
歴
史
を
も
っ
て
、
今
日
で
は
す
っ
か
り
学
校
の
専
門
的

職
員
と
し
て
根
付
い
て
い
る
。
高
等
学
校
で
は
生
徒
三
〇
〇
人
に
一
人
の
割
合

で
専
任
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
を
制
度
化
し
て
い
る
州
や
学
区
も

多
い
。
日
本
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
の
大
き
な
違
い
は
、
高
等
学
校
や

中
学
校
に
お
い
て
、
進
学
す
る
大
学
（
学
校
）
に
つ
い
て
情
報
提
供
や
履
修
科

目
の
選
択
、
学
習
の
仕
方
な
ど
、
進
路
と
学
習
に
か
か
わ
る
相
談
・
助
言
を
第

一
の
目
的
に
し
た
制
度
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
今
日
も
、
生
徒
の
学
習
能

力
の
向
上
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
、
個
別
の
悩
み
や
社
会
性
発
達
支
援
の
三
つ

を
職
務
の
内
容
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
大
学
院
で
そ
の
た
め
の
学
習
を
行
い
、
資
格
を
取
得

す
る
の
だ
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
教
員
の
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

学
校
教
育
の
事
情
に
も
通
じ
て
い
る
こ
と
が
職
務
遂
行
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
心
の
問
題
を
抱
え
る
人
に
対
し
て
個
別
的
面
談
を
と
お
し

た
心
理
的
援
助
の
技
法
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
付
与
さ
れ
る
日

本
の
臨
床
心
理
士
の
資
格
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。 

 

四
．
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
活
用
事
業 

 

  

他
方
、
文
部
科
学
省
に
よ
り
二
〇
〇
八
年
度
か
ら
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
の
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 
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ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
が
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
初

頭
の
ア
メ
リ
カ
の
、
し
か
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
シ
カ
ゴ
、
ボ
ス
ト
ン
な
ど
の

大
都
会
で
あ
っ
た
。
当
初
、
訪
問
教
師(Visiting Teacher)

と
呼
ば
れ
て
い
た

頃
以
来
一
世
紀
を
経
た
実
践
の
歴
史
に
よ
り
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

は
今
や
確
固
と
し
た
教
育
専
門
職
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
現
行
のN

CLB

法
に
よ
れ
ば
、
八
〇
〇
人
の
生
徒
に
対
し
て
一
人
の
修
士
修
了
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
お
り
、
全
米
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

協
会(School Social W

ork of Am
erica)

は
そ
の
比
率
を
四
〇
〇
対
一
に
す

る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
と
い
う(

6)

。 

 

日
本
で
始
ま
っ
た
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
活
用
事
業
で
は
、
そ
の

職
務
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る(

7)

。 

① 

問
題
を
抱
え
る
児
童
生
徒
が
置
か
れ
た
環
境
へ
の
働
き
か
け 

② 

関
係
機
関
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
連
携
・
調
整 

③ 

学
校
内
に
お
け
る
チ
ー
ム
体
制
の
構
築
、
支
援 

④ 

保
護
者
、
教
職
員
等
に
対
す
る
支
援
・
相
談
・
情
報
提
供 

⑤ 

教
職
員
等
へ
の
研
修
活
動 

 

こ
れ
を
み
る
と
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
職
務
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も

あ
る
が
、
活
動
の
主
眼
が
環
境
へ
の
働
き
か
け
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
必
然
的
に
個
人
や
集
団
を
つ
な
ぎ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
チ
ー
ム
を
構
築
す
る

と
い
う
志
向
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
個
別
的

関
係
の
中
で
子
ど
も
や
保
護
者
、
教
員
を
支
援
す
る
の
と
は
異
な
る
発
想
に
基

づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
に
よ
る
と
、
実
際
に
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ

ー
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
資
格
別
内
訳
は
、
社
会
福
祉
士
四
六
・
七
％
、
精
神

保
健
福
祉
士
二
四
・
〇
％
、
教
員
免
許
二
〇
・
〇
％
、
心
理
関
連
の
資
格
一
八
・

七
％
で
あ
っ
た(

8)

。
福
祉
の
専
門
資
格
を
も
つ
人
が
や
は
り
多
く
、
今
後
こ

の
活
用
事
業
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
資
格
の
所
持
が
基
礎
的

な
条
件
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
の
配
置
が
、多
忙
化
す
る
教
職
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
活
用
さ
れ
、

教
職
員
が
本
来
行
う
べ
き
こ
と
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と

の
危
惧
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
の
学
校
に
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ア

メ
リ
カ
で
の
実
践
が
始
ま
っ
て
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本

に
は
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
的
活
動
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
早
く
か
ら
学
級
担
任
教
師
に
よ
る
家
庭
訪
問
が
行
わ
れ
、
教
職
員
と
地

域
と
の
関
わ
り
に
も
長
い
歴
史
が
あ
る
。
ま
た
校
務
分
掌
の
一
つ
と
し
て
、
こ
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れ
ま
で
に
も
生
徒
指
導
主
事
を
置
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
校
長

の
監
督
を
受
け
、
生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ

い
て
の
連
絡
調
整
や
指
導
・
助
言
を
担
当
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
教
職
員
で

あ
る
。 

 

学
校
と
家
庭
、
地
域
、
行
政
機
関
の
間
の
連
絡
・
調
整
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
の
職
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
仕
事
は
こ
れ
ま
で
も
教
職
員

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、

そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
教
職
員
の
日
常
的
な
仕
事
を
、
よ
り
専
門
的
な
立
場
か

ら
、
よ
り
効
果
的
に
支
援
す
る
役
割
を
担
う
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。 

 

五
．
教
育
相
談
体
制
の
あ
り
方 

  

「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
は
二
〇
〇
八
年
四
月
に
あ
ら
た
め
て
設
置
さ
れ
た
「
教

育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
の
報
告
書
で
あ
る
が
、
「
二
〇

〇
七
年
報
告
」
と
比
較
し
て
最
も
際
立
つ
特
徴
は
、
「
二
〇
〇
七
年
報
告
」
が

も
っ
ぱ
ら
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
言
及
し
て
、
専
門
性
を
活
用
し
た
教
育

相
談
体
制
の
充
実
を
考
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
後
者
が
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
及
び
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
活
用
、
関
係
機
関
等
と
の

連
携
の
在
り
方
を
含
め
て
教
育
相
談
体
制
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
い
じ
め
、
不
登
校
、
暴
力
行
為
な
ど
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
は
、
依
然
と

し
て
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
あ
り
、
教
育
上
の
大
き
な
課
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
一
層
効
果
的
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
学
校
等
に
お
け
る
教
育
相
談
を

さ
ら
に
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
、
「
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、

い
じ
め
、
不
登
校
な
ど
の
問
題
や
緊
急
時
の
心
の
ケ
ア
に
適
切
に
対
処
す
る
た

め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
抱
え
る
問
題
を
一
層
き
め
細
か
く
受
け
止
め
て
相
談

に
当
た
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
の
問
題
に
働
き
か

け
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
」(

9)

と
、
教
育
相
談
の
あ
り
方
を
設
計
し
て

い
く
際
に
環
境
調
整
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。 

 

そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
で
は
次
の
四
つ
の
テ
ー
マ
が

柱
と
な
っ
て
い
る
。 

 

① 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ
い
て 

 

② 

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
つ
い
て 

 
③ 

教
育
相
談
体
制
の
充
実
の
た
め
の
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て 

 

④ 
電
話
相
談
に
つ
い
て 

 

ち
な
み
に
、
「
二
〇
〇
七
年
報
告
」
の
テ
ー
マ
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%A1%E9%95%B7�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%A1%E9%95%B7�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%A1%E9%95%B7�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E7%9D%A3�
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%80%A3%E7%B5%A1&action=edit&redlink=1�
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%80%A3%E7%B5%A1&action=edit&redlink=1�
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%80%A3%E7%B5%A1&action=edit&redlink=1�
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①
学
校
に
お
け
る
教
育
相
談
の
充
実
に
つ
い
て 

 

②
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ
い
て 

 

③
学
校
を
支
援
す
る
体
制
の
充
実
に
つ
い
て 

 

教
育
相
談
体
制
を
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
専
門
性
に
依
拠
し
て
構
築
し

よ
う
と
考
え
た
「
二
〇
〇
七
年
報
告
」
に
対
し
て
、
「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
で

は
外
部
人
材
と
し
て
の
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
重
要
性
に
も
注
目

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
で
は
、
教
育
相
談
は
、
「
あ
ら

ゆ
る
教
育
活
動
の
実
践
の
中
で
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
決
し
て
特
定
の
教

職
員
だ
け
が
行
う
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
職
員
が
行
う
も
の
で
あ
る
」

と
の
認
識
を
基
本
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
学
校
内
の
教
育
相
談
体
制
（
組

織
）
に
お
い
て
も
、
一
人
一
人
の
教
職
員
の
力
量
だ
け
で
な
く
、
校
内
の
各
組

織
と
の
「
連
携
」
が
図
ら
れ
、
「
機
能
的
な
体
制
」
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
す
る
。こ
こ
で
い
う
連
携
と
は
、教
育
相
談
を
担
当
す
る
組
織
と
、

「
生
徒
指
導
」
、
「
学
校
保
健
」
、
「
進
路
指
導
」
、
「
特
別
支
援
教
育
」
等

を
担
当
す
る
組
織
と
の
学
校
内
部
の
連
携
の
こ
と
で
あ
り
、教
育
相
談
と
い
う
、

比
較
的
新
し
い
学
校
組
織
と
、
旧
来
か
ら
設
け
ら
れ
て
き
た
学
校
組
織
と
の
連

携
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
、
新
し
い
専
門
的
学
校
職
員
と
教
員
と
の
連
携
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
学
校
内
連
携
は
、
さ
ら
に
関
係
機
関
と
の
連
携
な
ど
学

校
外
の
連
携
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

「
二
〇
〇
七
年
報
告
」
が
、
心
理
主
義
へ
の
傾
斜
を
強
め
た
教
育
相
談
観
に

彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
は
新
た
に
ス

ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
活
用
を
も
視
野
に
入
れ
、
「
連
携
」
と
い
う

概
念
を
強
調
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
変
容

を
援
助
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
環
境
や
関
係
の
変
化
を
促
す
た
め
の
働
き

か
け
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
相
談
に
お
い
て
教
職

員
が
果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
特
徴
で
あ
る
。 

 

六
．
教
育
相
談
へ
の
外
部
人
材
の
参
入
を
め
ぐ
る
検
討
課
題 

 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
せ
よ
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
せ

よ
、
非
常
勤
な
が
ら
学
校
に
配
置
さ
れ
た
こ
と
で
、
学
校
は
新
し
い
専
門
職
の

知
識
や
技
法
を
教
育
活
動
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
れ
は
、

教
育
資
源
が
増
大
し
た
と
い
う
点
で
は
歓
迎
す
べ
き
事
態
で
は
あ
る
。し
か
し
、

教
育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
が
ま
と
め
た
二
つ
の
報
告
書
に
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共
通
し
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
相
談
を
担
う
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
二

つ
の
専
門
職
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
職
務
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
な

い
。
調
査
研
究
協
力
者
会
議
が
立
脚
し
て
い
る
の
は
、
各
地
の
学
校
で
取
り
組

ま
れ
た
実
践
例
を
集
積
し
、
そ
の
中
で
う
ま
く
い
っ
た
事
例
を
一
般
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

の
職
務
の
明
確
化
を
図
ろ
う
と
い
う
、
帰
納
的
な
方
法
で
あ
る
。
す
で
に
専
門

職
を
外
部
人
材
と
し
て
導
入
し
、
そ
の
実
績
を
み
て
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
考

え
て
い
こ
う
と
い
う
方
針
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

実
践
に
多
様
性
が
あ
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
が
新
た
に
加
わ

っ
た
学
校
職
員
で
あ
る
限
り
、
従
来
の
教
職
員
と
の
間
に
あ
る
職
務
を
め
ぐ
る

区
別
と
関
連
に
は
一
定
の
基
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
、
単
に
加
配
さ
れ
た
職
員
で
あ
れ

ば
、
教
職
員
の
負
担
軽
減
に
ど
う
活
か
す
の
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
専
門
職
の
学
校
へ
の
参
入
に
よ
っ
て
、

も
と
か
ら
い
た
教
職
員
の
職
務
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
新
た
に
問
わ

れ
る
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
を
考
え
る
際
に
、
教
育
相
談
と
い
う
活
動
領
域
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
共
通
の
了
解
を
確
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
重
要
な
問

題
と
な
る
。教
育
相
談
と
は
、す
べ
て
の
子
ど
も
が
受
け
る
べ
き
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
問
題
を
抱
え
た
子
ど
も
や
そ
の
環
境
に
対
し
て
働
き
か
け
る
も
の
で

あ
る
の
か
。
進
学
や
就
職
を
め
ぐ
る
進
路
相
談
、
家
庭
で
の
学
習
を
促
す
た
め

の
学
習
相
談
、
高
等
学
校
な
ど
選
択
科
目
の
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
の
履
修
相

談
な
ど
は
す
べ
て
の
子
ど
も
、
生
徒
を
対
象
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
対
人
関
係
や
家
庭
の
状
況
を
め
ぐ
る
悩
み
の
相
談
な
ど
は
や
は
り
問
題

を
抱
え
た
人
を
対
象
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
教
育
相
談
の
実
施
に
は

こ
う
し
た
区
別
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
問
題
を
抱
え
た
子
ど
も
が
そ
の
解
決
の
た
め
に
一
歩
踏
み
出
す
の
を

援
助
す
る
と
い
う
働
き
か
け
も
、
け
っ
し
て
心
理
専
門
職
の
人
々
の
み
の
仕
事

に
限
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
子
ど
も
は
学
級
担
任
や
養
護
教
諭
な
ど

と
の
日
常
的
な
接
触
の
な
か
で
相
談
を
投
げ
か
け
た
り
、
あ
る
い
は
問
題
の
兆

候
を
示
し
た
り
す
る
。
そ
の
と
き
に
は
学
級
担
任
や
養
護
教
諭
が
適
切
な
対
処

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

子
ど
も
は
そ
れ
に
よ
り
元
気
づ
け
ら
れ
た
り
、
癒
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
う
し

た
網
の
目
で
援
助
が
機
能
し
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
、
心
の
問
題
を
扱
う
専
門

職
の
出
番
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
が
発
見
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
子
ど
も
を
委
ね
る
と
い
う
の
が
正
し
い
判
断
で
あ
る
わ
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け
で
は
な
い
。
教
職
員
に
は
子
ど
も
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
な
助
言
や
指
導
を

行
う
能
力
が
必
要
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
能
力
の
重
要
性
は
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
が
広
く
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
専
門
職
者
が
受
け
持
つ
教
育
相
談
で
の
役
割
は
一
体
何
な
の

か
。
そ
れ
は
も
っ
と
限
定
的
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
つ
の
報
告
書
で
は
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
の
利
点

と
し
て
専
門
性
と
と
も
に
、
外
部
性
が
求
め
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
教
職
員
以
外
の
外
部
の
専
門
家
が
、
学
校
で
教
育
相
談
活
動
に
当
た

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
「
教
職
員
で
は
な
い
、
外
部
の
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
児
童
生
徒
、
教
職
員
、
保
護
者
の
い
ず
れ

の
立
場
か
ら
も
相
談
し
や
す
い
体
制
と
な
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る(

10)

。
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
も
つ
外
部
性
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
教
職
員
や
保
護
者

に
知
ら
れ
た
く
な
い
悩
み
や
不
安
を
安
心
し
て
相
談
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
外
部
に
あ
っ
て
、
教
職
員
と
の
間
に
距
離
を
と

れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
見
方
が
、
学
校
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
子

ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
一
定
の

役
割
を
期
待
す
る
こ
と
を
む
ず
か
し
く
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
で
あ
る
。 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
そ
し
て
新
た
に
導
入
が
計
画
さ
れ
て
い
る
ス
ク

ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
配
置
さ
れ
る
学
校
の
校
長
の
監
督
下
で
教
職

員
と
協
働
し
て
当
該
学
校
の
子
ど
も
の
問
題
解
決
に
あ
た
る
非
常
勤
学
校
職
員

と
位
置
づ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
教
育
委
員
会
か
ら
学
校
に
派
遣
さ
れ
る
相
談

職
員
と
す
る
の
か
。
こ
の
違
い
は
、
学
校
の
教
職
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
大
変

大
き
い
の
で
あ
る
。 

 

七
．
結
び 

  

文
部
科
学
省
の
広
報
誌
で
は
、
「
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
お
馴

染
み
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
目
的
や
領
域
に
お

い
て
重
複
す
る
面
も
あ
れ
ば
、
違
う
面
も
あ
り
ま
す
。
不
安
や
悩
み
を
吐
き
出

さ
せ
、
負
担
を
軽
減
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
、
不
安
や
悩
み
の
要
因

自
体
に
働
き
か
け
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
を
う
ま
く
連
携
さ
せ

れ
ば
、
こ
の
上
な
く
充
実
し
た
教
育
相
談
体
制
を
整
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ

と
で
し
ょ
う
」
と
い
う
楽
観
的
な
見
通
し
も
述
べ
ら
れ
て
い
る(

11)

。 

 

た
し
か
に
二
つ
の
専
門
職
の
連
携
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
自
体
大
変
重
要
な
研

究
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
専
門
職
と
そ
の
連
携
が
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学
校
の
教
育
相
談
体
制
充
実
の
核
心
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職

が
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
ど
れ
だ
け
の
時
間
働
く
の
か
に
よ
っ
て
、
両
者
の

関
わ
り
方
お
よ
び
学
校
に
お
け
る
両
者
の
位
置
も
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。
し

か
し
、
教
育
相
談
に
つ
い
て
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
勤
務
形
態
が
週
一
回
か
ら

せ
い
ぜ
い
二
回
程
度
で
あ
る
非
常
勤
専
門
職
同
士
の
関
係
よ
り
も
、
学
校
に
常

勤
す
る
教
職
員
の
体
制
で
あ
り
、彼
ら
と
そ
う
し
た
専
門
職
の
関
係
で
あ
ろ
う
。 

問
題
を
抱
え
る
子
ど
も
へ
の
対
処
を
、
専
門
性
を
も
つ
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
に
完
全
に
委
ね
て
し
ま
う
と
、
問
題
解
決
は
外
部
人
材
が
も
つ
技
量
に
委

ね
ら
れ
、
学
校
と
し
て
の
問
題
対
処
能
力
に
つ
な
が
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。 

必
要
な
こ
と
は
、
特
定
の
専
門
性
が
、
特
定
の
問
題
や
事
態
を
も
っ
ぱ
ら
引

き
受
け
る
受
け
皿
と
な
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
性
が
孤
立
的

に
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
協
働
す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
学
校
の
教
育
力
が
全
体
と
し
て
向
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も

た
ち
が
抱
え
る
個
別
の
問
題
や
彼
ら
を
取
り
巻
く
環
境
の
調
整
と
い
っ
た
問
題

も
、
学
校
の
組
織
的
な
問
題
対
応
能
力
を
高
め
、
学
校
の
教
育
力
の
全
体
的
な

向
上
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
二
〇
〇
九
年
報
告
」
に
お
い
て
、
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て

強
調
さ
れ
て
い
る
専
門
性
と
外
部
性
は
、
校
務
分
掌
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
問
題
に
対
処
す
る
と
い
う
、
従
来
の
学
校
教
職
員
が
共
有
し
て
き
た
職
業
文

化
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
影
響
が
、
学
校
の

教
育
相
談
体
制
の
い
っ
そ
う
の
強
化
に
つ
な
が
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
餅
は
餅

屋
」
的
な
専
門
主
義
の
強
ま
り
に
よ
っ
て
、
教
育
相
談
活
動
か
ら
の
学
校
教
職

員
の
撤
退
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
学
校
は
い
ま
、
そ
う
し
た
岐
路
に
さ
し

か
か
っ
て
い
る
。 

子
ど
も
を
取
り
巻
く
問
題
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
問
題
を
め
ぐ
る

多
面
的
な
理
解
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
性
の
み
に
委
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
情
報
の
交
換
を
は
じ
め
、
学
校
教
職
員
が
協

働
し
て
問
題
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
英
知
と
努
力
の
結
集
を
ど
の
よ
う
に
し
て

図
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
新
し
い
学
校
専
門
職
の
導
入
を
活
か
す
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。 

      

注 
（
1
）
文
部
科
学
省
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
（
特
別
活
動
編
）
』
ぎ
ょ

う
せ
い
、
二
〇
〇
八
年
。 

（
2
）
文
部
省
『
生
徒
指
導
資
料
第
二
〇
集
『
生
活
体
験
や
人
間
関
係
を
豊
か
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な
も
の
と
す
る
生
徒
指
導
』
国
立
印
刷
局
、
一
九
八
八
年
。 

（
3
）
「
教
育
相
談
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
中
学
校
の
校
長
先
生
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
、
二
〇
〇
七
年
に
五
六
七
校
を
対
象
に
実
施
）
結
果
に
よ
る

と
、
週
一
回
が
六
八
・
一
％
、
週
二
回
が
一
三
・
六
％
。 

（
4
）
教
育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
『
児
童
生
徒
の
教
育
相
談

の
充
実
に
つ
い
て
（
報
告
）
』
、
二
〇
〇
七
年
七
月
。 

（
5
）
前
掲
、
「
教
育
相
談
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
中
学
校
の
校
長
先
生

へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
）
。 

（
6
）
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.ncpublicschools.org/studentsupport/socialw

ork/

） 

（
7
）
教
育
相
談
等
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
『
児
童
生
徒
の
教
育
相
談

の
充
実
に
つ
い
て
（
報
告
）
』
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。 

（
8
）
同
前
。 

（
9
）
同
前
。 

（
10
）
同
前
。 

（
11
）
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
『
初
中
教
育
ニ
ュ
ー

ス
』
第
七
七
号
、
平
成
二
〇
年
一
月
三
一
日
。 
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一
二 

「
い
じ
め
」
と
「bullying

」
の
比
較
検
討 

―
子
ど
も
が
描
く
い
じ
め
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
日
米
比
較
よ
り 

 

上
森 

さ
く
ら 

 

一
．
本
稿
の
目
的 

  

日
本
に
お
け
る
学
校
で
の
い
じ
め
研
究
は
、
そ
れ
が
社
会
的
問
題
と
な
っ
た

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
活
発
に
な
り
、
そ
の
国
際
比
較
研
究
は
、
一
九
九
〇

年
代
か
ら
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
じ
め
研
究
を
国
際
的
に
比
較
す

る
こ
と
は
、
単
に
い
じ
め
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け

で
な
く
、「
い
じ
め
」
と
は
何
で
あ
る
か
、
各
国
に
お
け
る
そ
の
定
義
を
問
う
も

の
へ
と
深
化
し
て
い
る
。 

 

本
稿
の
目
的
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
い
じ

め
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
比
較
か
ら
、
子
ど
も
の
い
じ
め
の
捉
え
方
の
相
違
を

検
討
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
「
い
じ
め
」
と
合
衆
国
の
「bullying

」
の
概
念

を
再
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

  

二
．「
い
じ
め
」
と
「bullying

」
へ
の
滝
の
考
察 

  

合
衆
国
の
「bullying

」
研
究
に
お
い
て
最
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、

Olweus

に
よ
る
「bullying

」
の
定
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(

1
）

。Olw
eus

の
定
義
は
合
衆
国
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
欧
米
の
「bullying

」
研
究
で
幅
広

く
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
のO

lw
eus

に
よ
る
「bullying

」
の
定
義
と
森
田

に
よ
る
日
本
の
「
い
じ
め
」
の
定
義
を
比
較
・
考
察
し
た
滝
は
重
要
な
相
違
点

を
二
点
あ
げ
て
い
る(

2
）

。 

 

第
一
に
、
森
田
の
「
い
じ
め
」
定
義
が
、
同
一
集
団
内
で
の
相
互
作
用
過
程

に
よ
り
起
こ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、O

lw
eus

の

「bullying

」
の
定
義
で
は
加
害
者
と
被
害
者
の
力
関
係
の
由
来
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
。 

 

第
二
に
、「
い
じ
め
」
で
は
精
神
的
苦
痛
を
身
体
的
苦
痛
よ
り
も
先
に
位
置
づ

け
て
い
る
こ
と
を
重
要
な
相
違
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
精
神
的
苦
痛
の

位
置
づ
け
に
対
し
、
誰
を
ど
の
よ
う
に
苦
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
お

く
「
い
じ
め
」
と
他
の
暴
力
行
為
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
と
し
て
滝
は
評
価

し
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
相
違
点
はO

lw
eus

を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
研
究
者

の
着
眼
点
の
未
熟
さ
か
ら
く
る
も
の
と
滝
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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「bullying

」
と
「violence

」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
い

じ
め
」
と
「bullying

」
の
相
違
は
ほ
ぼ
な
く
な
る
と
い
う
の
が
滝
の
見
解
で

あ
る
。 

 

先
述
の
通
り
、
合
衆
国
で
の
多
く
の
研
究
で
、O

lw
eus

の
定
義
は
言
及
さ

え
て
い
る
も
の
の
、
滝
が
「
い
じ
め
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
、
長
期

間
に
わ
た
り
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
点
と
、
加
害
者
と
被
害
者
の
力

関
係
の
不
均
衡
と
い
う
点
ま
で
言
及
し
て
い
る
研
究
は
ほ
ぼ
皆
無
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ト
レ
ー
シ
ー
ら
は
合
衆
国
に
お
い
て
「bullying

」
は
一
般
的
に
、

「
直
接
的
肉
体
的
攻
撃
と
言
葉
に
よ
る
お
ど
し
の
よ
う
な
間
接
的
な
行
為
の
両

方
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
」と(

3)

述
べ
る
。先
述
の
滝
の
考
察
に
従
え
ば
、

合
衆
国
の
「bullying

」
研
究
に
お
け
る
「bullying
」
概
念
はO

lw
eus

の

定
義
よ
り
も
一
層
「violence

」
と
の
境
界
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
概
念
の
洗

練
が
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
滝
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
果
た
し
て
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ

う
か
。
改
め
て
、
彼
の
見
解
を
直
接
次
に
示
そ
う
。 

 

も
し
、
欧
米
の
研
究
者
が
、
男
子
の
著
し
い
攻
撃
的
行
動
や
、
目
に
見
え

る
被
害
を
も
た
ら
す
行
動
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
い

い
か
え
れ
ば
、
暴
力
的
な
「bullying

」
を
「violence

」
か
ら
明
確
に
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、「
い
じ
め
」
と
「bullying

」
の
差
は
縮
ま

る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「bullying

」
が
典
型
的
な
「indirect violence

（
間
接
的
な
暴
力
）」

で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
れ
を
明
確
に
示
す
定
義
が
与
え
ら
れ

て
い
た
な
ら
、
こ
こ
で
行
っ
て
き
た
よ
う
な
「
い
じ
め
」
と
「bullying

」

の
比
較
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「 girls' bullying

」
と
い
っ
た
表
現
も
不

要
に
な
り
、
海
外
の
「bullying

」
研
究
も
こ
の
問
題
の
本
質
に
迫
る
議

論
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
に
違
い
な
い(

4) 

  

な
ぜ
滝
は
「『bullying

』
が
典
型
的
な
『indirect violence

』
で
あ
る
」

と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
滝
の
見
解
に
は
、「bullying

＝
い
じ

め
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も

「bullying

」
が
「
い
じ
め
」
と
別
の
現
象
を
表
し
た
言
葉
で
あ
れ
ば
、
こ
の

指
摘
は
適
当
で
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

三
．
い
じ
め
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
日
米
比
較 

  

で
は
、
実
際
に
「
い
じ
め
」
と
「bullying

」
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て

い
る
か
比
較
す
る
た
め
、
日
米
の
子
ど
も
の
描
い
た
い
じ
め
防
止
啓
発
ポ
ス
タ 
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（
図
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

（
図
２
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（
図
３
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
図
４
） 

 
 
 
 
 
 
 

        

（
図
５
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（
図
６
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（
写
真
１
） 

                  

（
写
真
２
） 
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ー
を
比
較
す
る
。 

 

（
図
１
）
～
（
図
６
）
は
日
本
の
小
学
一
・
二
年
生
の
描
い
た
ポ
ス
タ
ー(

5)

、

（
写
真
１
）
～
（
写
真
２
）
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
小
学
一
・
二
年
生
の
描
い

た
ポ
ス
タ
ー(

6)
で
あ
る
。 

ポ
ス
タ
ー
の
比
較
を
通
し
て
、
次
の
点
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。 

第
一
に
、
日
本
の
子
ど
も
の
描
い
た
ポ
ス
タ
ー
の
方
が
同
じ
場
所
に
描
か
れ

て
い
る
人
物
数
が
多
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
ポ
ス
タ

ー
の
中
に
も
多
く
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
場
面
が

分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
人
数
は
多
く
て
三
人

で
あ
る
。
日
本
の
子
ど
も
が
描
い
た
（
図
２
）
は
場
面
が
分
割
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、「
た
す
け
る
ゆ
う
き
を
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
助
け
る
勇
気
さ
え
持
て
ば
助
け
ら
れ
る
場
所
に
い
る
、
つ
ま
り
（
図
２
）

で
描
か
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
同
じ
場
面
に
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
相
違
点
は
、
日
本
の
子
ど
も
の
「
い
じ
め
」
の
認
識
が
集
団
に
根
差
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
子
ど
も
の
「bullying

」
の
認
識
に

集
団
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

第
二
に
、
呼
び
か
け
て
い
る
内
容
の
違
い
が
あ
る
。
日
本
で
は
「
い
じ
め
」

の
場
面
を
直
接
描
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
み
ん
な
」
が
仲
良
く
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ポ
ス

タ
ー
で
は
、
具
体
的
に
描
い
た
「bullying

」
の
停
止
を
求
め
て
い
る
。
こ
の

相
違
点
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
「bullying

」
の
解
決
を
行
為
の
停
止
と

み
な
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
日
本
で
は
被
害
者
が
「
み
ん
な
と
仲
良
く
な
っ

て
い
る
」
と
感
じ
な
け
れ
ば
解
決
と
は
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

第
三
に
、
誰
が
「
い
じ
め
／bullying

」
を
止
め
る
主
体
と
し
て
い
る
か
が

異
な
る
。
日
本
の
ポ
ス
タ
ー
が
そ
の
主
体
を
子
ど
も
集
団
一
人
ひ
と
り
の
意
識

に
求
め
、子
ど
も
同
士
の
良
好
な
関
係
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
。そ
れ
に
対
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ポ
ス
タ
ー
は
、
被
害
者
が
そ
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
奨

励
し
、
ま
た
教
師
に
助
け
を
求
め
る
な
ど
子
ど
も
の
関
係
内
で
の
解
決
を
促
し

て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
日
本
の
子
ど
も
の
「
い
じ
め
」
の
認
識
が
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
子
ど
も
と
比
較
し
て
、
集
団
に
根
差
し
た
も
の
と
捉
え
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四
．
考
察 

  
今
回
の
検
討
で
用
い
た
対
象
は
、
次
の
点
で
論
証
に
堪
え
う
る
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
第
一
に
、
日
本
・
合
衆
国
の
ポ
ス
タ
ー
と
も
に
、
そ
の
母
体

の
代
表
性
は
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
日
本
の
ポ
ス
タ
ー
は
選
考
後
の
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も
の
を
使
用
し
て
お
り
、
選
考
委
員
で
あ
る
大
人
の
指
向
が
あ
る
こ
と
が
否
定

で
き
な
い
。
第
三
に
、
ポ
ス
タ
ー
を
描
く
に
至
る
ま
で
の
教
育
内
容
を
吟
味
し

て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
の
考
察
は
仮
説
と
し
て
示
す
も
の

で
あ
る
。 

日
米
の
子
ど
も
た
ち
が
描
く
ポ
ス
タ
ー
を
比
較
し
て
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち

が
「
い
じ
め
」
が
根
差
す
場
所
と
し
て
集
団
を
認
識
し
て
お
り
、「
い
じ
め
」
の

な
い
世
界
も
「
み
ん
な
な
か
よ
く
」
と
い
う
集
団
を
基
礎
と
し
た
も
の
と
し
て

認
識
し
て
い
る
可
能
性
が
見
い
だ
せ
た
。
ま
た
、「
み
ん
な
な
か
よ
く
」
の
言
葉

が
示
す
通
り
、
同
一
集
団
内
で
の
心
地
よ
さ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
子
ど
も
た
ち
が
描
く
ポ
ス
タ
ー
で
は

集
団
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
加
害
者
を
無
視
す
る
こ
と
、

「bullying

」
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
ら
そ
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
、
な
ど
は

加
害
者
と
離
れ
る
こ
と
が
可
能
な
関
係
を
示
し
て
お
り
、
同
一
集
団
で
の
関
係

改
善
は
目
指
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
滝
の
見
解
と
は
異
な
り
、
日
米
の
子
ど
も
た
ち
は
異

な
る
現
象
を
そ
れ
ぞ
れ
「
い
じ
め
」
と
「bullying

」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
把
握
し
て
い
る
現
象
が
そ
も
そ
も
異
な
る
な
ら
ば
、「
い

じ
め
」
と
「bullying

」
を
同
一
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ

の
相
違
点
を
一
層
鮮
明
に
し
、
日
本
の
「
い
じ
め
」
問
題
の
独
自
性
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
「
い
じ
め
」
に
関
す
る
国
際
比
較
研
究
に
は
求
め

ら
れ
る
と
考
え
る
。 

  
 
 

注 

（
1
）
ト
レ
ー
シ
ー
・
Ｗ
・
ハ
ラ
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他
、
川
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仁
志
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「
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」

森
田
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司
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修
『
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の
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―
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国
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組
み
』
金

子
書
房
、
一
九
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八
年
、
五
四
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頁
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（
2
）
滝
充
「"Ijim

e bullying ": 

そ
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特
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発
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土
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編
著
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じ
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国
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世
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こ
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お
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じ
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ネ
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房
、
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（
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）
ト
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シ
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ラ
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、
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掲
、
五
六
‐
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頁
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（
4
）
滝
充
、
前
掲
、
三
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頁
。 

（
5
）
鹿
児
島
市
に
お
け
る
平
成
21
年
度
「
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じ
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防
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発
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月
間
（
ニ
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ー
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作
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l

（
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〇
一
〇
年
二
月
二
八
日
最
終
確
認
）、
大

阪
市
に
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る
「
平
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20
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）
年
度
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権
啓
発
ポ
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・
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語
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w
w.city.osaka.lg.jp/ 

       shim
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l  

（
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〇
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〇
年
二
月
二
八
日
最

終
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認
）
よ
り
。 

（
6
）
カ
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フ
ォ
ル
ニ
ア
州
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市
に
あ
る
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ア
シ
ス
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ャ
ー
タ
ー
パ
ブ
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ス
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に
て
、
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〇
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年
四
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一
日
撮
影
。 
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一
三 

［
文
献
紹
介
］ 

M
artin Lawn &

 Ian Grosvenor ed., 

M
aterialities of Schooling-Design,Technology,Objects,Routines,  

2005 

 

藤
田 

裕
子 

 

概
要 

 

本
書
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
モ
ノ
や
コ
ト
に
焦
点
を
当
て
た
論
文
を
集
め

て
い
る
。
モ
ノ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
文
脈
か
ら
学
校
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
学
校
全
体
の
組
織
や
教
室
で
の
活
動
、
そ
の
発
明
者
に
つ
い
て
な

ど
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
歴
史
や
事
実
を
、
た
と
え
ば
学

校
机
や
椅
子
な
ど
、
モ
ノ
の
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

て
い
る
。
編
者
のM

artin Law
n

は
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ー
デ
ィ
フ
大
学
社
会
科

学
科
教
授
で
あ
る
。
英
国
教
育
研
究
協
会
の
専
門
委
員
と
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学

の
客
員
教
授
で
も
あ
る
。
彼
の
主
な
研
究
領
域
は
、
学
校
に
お
け
る
モ
ノ
、
教

育
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、そ
し
て
教
育
研
究
の
歴
史
で
あ
る
。

Ian Grosvenor

は
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
の
教
授
で
あ
る
。
都
市

教
育
史
と
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
授
、
学
習
に
つ
い
て
教
え
て
い
る
。
最
近

は
、
空
間
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
な
ど
教
育
に
お
い
て
見
え
る
モ
ノ
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
を
し
て
い
る
。 
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M
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m
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Ian G
rosvenor. ‘Pelasing to the Eye and at the Sam

e Tim
e U

seful 

in 
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a 
historical 
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of 

educational exhibitions, 163 

M
argaret H

. W
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m
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en Jones. M
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e and Space in the 

N
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N
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Pedro L. M
oreno M

artinez

に
よ
る’H

istory of School Desk 

D
evelopm

ent 
in 

Term
s 

of 
H

ygiene 
and 

Pedagogy 
in 

Spain(1838-1936)

と
い
う
章
を
紹
介
す
る
。
論
者
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
ム
ル
シ

ア
大
学
の
教
育
理
論
、
教
育
史
の
教
授
で
あ
る
。
社
会
教
育
の
歴
史
を
教
え
て

い
る
。
彼
の
主
な
研
究
領
域
は
リ
テ
ラ
シ
ー
、
社
会
教
育
、
学
校
に
お
け
る
モ

ノ
文
化
の
歴
史
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
政
府
か
ら
承
認
さ
れ
た
調
査

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「20

世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
教
育
機
関
に
お
け
る
モ
ノ
文
化
―
学
校

建
築
、
家
具
、
科
学
的
設
備
」
に
参
加
し
て
い
る
。 

本
章
は
、
典
型
的
な
「
学
校
に
お
け
る
モ
ノ
」
で
あ
る
学
校
机
に
焦
点
を
当

て
た
論
文
で
あ
る
。
具
体
的
で
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
の
で
、
紹
介
し
た
い
。 

 ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
学
校
机
の
歴
史
と
変
化 

 

こ
こ
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
学
校
机
の
歴
史
に
つ
い
て
衛
生
学
的
、
教

育
学
的
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。学
校
机
の
変
化
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
当
時
の
学
校
教
育
や
学
習
形
態
と
そ
の
変
遷
が
わ
か
る
。
そ
の
時
々
の
教

育
を
め
ぐ
る
議
論
が
学
校
机
と
い
う
モ
ノ
に
も
現
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
現

在
の
独
立
し
た
平
た
い
机
と
椅
子
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

初
期
の
学
校
机
は
、
三
人
か
ら
四
人
用
で
、
床
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
椅
子

も
固
定
さ
れ
て
お
り
、
背
も
た
れ
が
な
い
。
机
と
椅
子
の
間
が
少
し
離
れ
て
お

り
、
生
徒
の
出
入
り
が
し
や
す
い
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
板
に
は

傾
斜
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
習
形
態
が
「
読
み
・
書
き
」
中
心
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
本
文
に
は
こ
の
こ
ろ
に
砂
盤
か
ら
石
盤
に
変
化
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
机
の
問
題
点
は
、
生
徒
の
出
入
り
の
た
め
に
学
習
が
妨
げ
ら
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れ
る
点
と
、
よ
い
姿
勢
が
と
れ
な
い
点
で
あ
っ
た
。（
図
１
） 

次
に
登
場
す
る
の
は
、
二
人
掛
け
の
学
校
机
で
あ
る
。
生
徒
同
士
の
出
入
り

に
よ
る
学
習
妨
害
と
い
う
点
が
改
善
さ
れ
て
い
る
。
椅
子
に
は
背
も
た
れ
が
つ

け
ら
れ
、
机
と
の
距
離
も
縮
め
ら
れ
た
た
め
、
子
ど
も
の
姿
勢
を
考
慮
し
た
机

が
開
発
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
机
も
天
板
は
傾
斜
し
て
お
り
、
学
習
形

態
と
し
て
は
依
然
「
読
み
・
書
き
」
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。（
図
２
） 

図
３
で
は
、
椅
子
の
座
面
が
可
動
式
に
な
り
、
よ
り
出
入
り
が
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
。
天
板
に
は
イ
ン
ク
つ
ぼ
用
の
く
ぼ
み
が
作
ら
れ
、
学
習
形
態
に
変

化
は
な
い
も
の
の
、
石
盤
か
ら
ペ
ン
へ
と
い
う
筆
記
用
具
の
変
化
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
そ
の
後
、「
読
み
・
書
き
」
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
応
じ
て
角
度
を
変
え

る
こ
と
の
で
き
る
天
板
が
開
発
さ
れ
る
。
こ
れ
は
正
し
い
姿
勢
が
と
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
り
、
姿
勢
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

       

 

以
上
の
よ
う
に
、学
校
机
と
い
う
一
つ
の
モ
ノ
の
小
さ
な
変
化
を
見
る
こ
と
で
、

教
室
や
子
ど
も
の
様
子
、
ど
う
い
う
学
習
を
し
て
い
た
か
、
そ
こ
で
何
が
重
要

だ
と
さ
れ
て
い
た
か
、
他
に
ど
ん
な
モ
ノ
を
使
っ
て
い
た
の
か
な
ど
が
わ
か
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

続
い
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
新
し
い
学
校
机
が
開
発
さ
れ
て
も
実
際
に
広
く

普
及
す
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
や
、
常
に
よ
り
よ
い
モ
ノ
が
開
発
さ

れ
続
け
る
わ
け
で
は
な
い
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
図
３
の
机
が
開
発
さ
れ

た
後
に
も
、
最
も
初
期
の
モ
デ
ル
が
使
わ
れ
て
い
た
記
録
が
存
在
す
る
。
特
に

ス
ペ
イ
ン
で
は
特
定
の
モ
デ
ル
が
長
年
使
い
続
け
ら
れ
、
新
し
い
モ
デ
ル
が
普

及
し
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。 

 

本
章
か
ら
の
示
唆 

 

常
に
新
し
い
、
よ
い
モ
ノ
が
求
め
ら
れ
、
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
き
た
と
考
え

て
し
ま
う
私
た
ち
に
、
本
章
で
述
べ
ら
れ
る
内
容
は
、
新
た
な
事
実
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
モ
ノ
は
急
激
に
発
展
す
る
の
で
は
な
く
、
小
さ
な

変
化
を
積
み
重
ね
て
現
在
の
形
に
至
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
元

に
戻
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
新
し
い
モ
デ
ル
が
開
発
さ
れ

図１ 

図２ 

図３ 
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て
も
す
ぐ
に
普
及
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
は
古
い
モ
デ
ル
が
使
い
続
け

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
理
的
、
財
政
的
な
問
題
と
も
関
連
す

る
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
発
明
さ
れ
て
い
た
、
現
在
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
う

な
、
個
人
用
の
、
天
板
が
平
行
な
学
校
机
が
ス
ペ
イ
ン
で
普
及
し
た
の
は
一
九

七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
あ
る
。 

 

文
献
全
体
の
意
義 

 

本
書
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
モ
ノ
に
つ
い
て
の
文
献
で
あ
る
。
紹
介
し
た

「
学
校
机
」
の
章
以
外
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
や
コ
ト
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
モ
ノ
や
そ
の
変
化
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
モ
ノ
の
あ
っ
た
状
況
や
背

景
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
各
章
で
こ
れ
ま
で
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
事
実
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
モ
ノ
・
コ
ト
研
究
の
意
義
深
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
文

献
で
あ
る
。 
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編

集

後

記 

  
比
較
教
育
風
俗
研
究
会
は
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
発
足
し
て
研
究
活
動

を
蓄
積
し
て
き
た
が
、
こ
の
た
び
、
研
究
会
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
科
研

に
応
募
し
た
と
ろ
、
幸
い
に
し
て
、
平
成
二
〇
～
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
（
基
盤
研
究(

Ｂ)
）（
課
題
番
号 

二
〇
三
三
〇
一
七
五
）「
深
層
構
造
と
し

て
の
教
育
文
化
解
明
の
た
め
の
比
較
教
育
文
化
（「
モ
ノ
」「
コ
ト
」）
史
研
究
」

（
研
究
代
表
者 

添
田
晴
雄
）
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。
科
研
に
よ
る
研
究
会
は

平
成
二
二
年
三
月
二
五
日
ま
で
に
五
回
開
催
さ
れ
た
が
、
本
研
究
談
叢
第
一
一

号
に
は
こ
れ
ま
で
の
各
メ
ン
バ
ー
の
研
究
成
果
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月
二
一
日
に
佛
教
大
学
で
開

催
し
た
科
研
研
究
会
で
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
、
ス
ォ
ン
ジ
ー
大
学
、
ロ
ン
ド

ン
大
学
な
ど
で
教
育
史
担
当
の
教
授
を
つ
と
め
て
こ
ら
れ
た
ロ
イ
・
ロ
ウ
（Roy 

Lowe

）
教
授
を
お
招
き
し
、
講
演
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

講
演
は
、
比
治
山
大
学
の
土
井
貴
子
先
生
の
科
研
に
よ
り
ロ
イ
・
ロ
ウ
先
生
を

日
本
に
招
聘
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
広
島
大
学
の
安
原
義
仁
先
生
お
よ
び
武

庫
川
女
子
大
学
の
山
崎
洋
子
先
生
の
ご
協
力
を
得
た
こ
と
、
そ
し
て
、
本
研
究

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
梶
井
一
暁
先
生
の
ご
提
案
と
ご
尽
力
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
実
現
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
諸
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

な
お
、
私
事
と
な
り
恐
縮
で
あ
る
が
、
ロ
イ
・
ロ
ウ
先
生
の
講
演
は
筆
者
に

と
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
神
戸
大
学
の
大
学
院
生
だ
っ
た
頃
、
名

古
屋
大
学
の
大
学
院
生
と
共
同
読
書
会
を
開
催
し
た
が
、
そ
の
時
の
テ
キ
ス
ト

がMalcolm Seaborne, The English school : its architecture and 

organization vol.1 1370-1870, vol.2. 1870-1970, Routledge & 

Kegan Paul, 1971-1977.

で
あ
っ
た
。
学
校
建
築
と
い
う
「
モ
ノ
」
か
ら
豊

穣
な
教
育
史
を
紡
ぎ
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
鮮
や
か
に
実
証
し
た
こ
の
著

書
は
、
目
か
ら
鱗
と
い
う
よ
り
も
知
的
衝
撃
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
「
モ

ノ
」「
コ
ト
」
史
研
究
の
根
っ
こ
が
こ
の
著
書
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
ロ
イ
・
ロ
ウ
先
生
は
、
こ
の
著
書
の
第
二
巻
の
共
著
者
で
あ

り
、
実
質
的
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
執
筆
し
た
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
先

生
を
本
研
究
会
に
お
招
き
し
、
ま
さ
に
謦
咳
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
光

栄
の
極
み
で
あ
っ
た
。
講
演
会
を
提
案
し
て
い
た
だ
い
た
梶
井
先
生
に
は
、「
金

脈
を
掘
り
当
て
た
」
こ
と
に
感
謝
し
き
れ
な
い
気
持
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
講

演
に
際
し
、
本
研
究
会
と
し
て
そ
し
て
筆
者
自
身
が
ロ
イ
・
ロ
ウ
先
生
か
ら
多

大
な
ご
教
示
を
得
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ご
講
演
内
容
の
翻
訳
を
本
号

の
巻
頭
に
掲
げ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。 

 

な
お
、
本
号
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
てhttp://educa.lit.osaka-cu.ac.jp/ 

~soeda/nakami/papers_pdf/papers_pdf.html

か
ら
も
閲
覧
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
各
方
面
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 

平
成
二
二
年
三
月
二
五
日 

添
田
晴
雄
（
大
阪
市
立
大
学
） 



 
 

 
「 

 

比
較
教
育
風
俗
」
第
一
一
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執
筆
者
一
覧
（
執
筆
順
） 

  
 
 

ロ
イ 
ロ
ウ
（R

oy Low
e  

元
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
、
元
ス
ォ
ン
ジ
ー
大
学
、
元
ロ
ン
ド
ン
大
学
） 

      

梶
井 

一
暁
（
鳴
門
教
育
大
学
） 

 
 
 

川
口 

仁
志
（
松
山
大
学
） 

 
 
 

出
羽 

孝
行
（
龍
谷
大
学
） 

 
 
 

田
中 

圭
治
郎
（
佛
教
大
学
） 

 
 
 

田
中 

潤
一
（
札
幌
大
谷
大
学
） 

 
 
 

添
田 

晴
雄
（
大
阪
市
立
大
学
） 

 
 
 

田
中 

達
也
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
） 

 
 
 

岡
本 

洋
之
（
兵
庫
大
学
） 

 
 
 

柴
田 

政
子
（
筑
波
大
学
） 

 
 
 

伊
井 

義
人
（
藤
女
子
大
学
） 

 
 
 

青
木 

麻
衣
子
（
北
海
道
大
学
） 

 
 
 

矢
野 

裕
俊
（
大
阪
市
立
大
学
） 

 
 
 

上
森 

さ
く
ら
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
） 

 
 
 

藤
田 

裕
子
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
生
） 

研
究 

談
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