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『
信
濃
教
育
』
に
見
る

一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
た
へ
き
地
教
育
言
説
の
変
容

岩　

田　

一　

正

は
じ
め
に

―
問
題
の
所
在

―

一
九
七
一
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
今
後
に
お
け
る
学
校
教

育
の
総
合
的
な
拡
充
整
備
の
た
め
の
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
」（
い

わ
ゆ
る
四
六
答
申
）
は
、
文
部
大
臣
剱
木
亨
弘
に
よ
る
一
九
六
七
年

の
「
学
校
教
育
に
対
す
る
国
家
社
会
の
要
請
と
教
育
の
機
会
均
等

・
・
・
・
・
・
・

」

（
傍
点
は
引
用
者
）
な
ど
の
観
点
か
ら
の
学
校
教
育
の
制
度
的
・
内

容
的
な
検
討
、
と
い
う
諮
問（
１
）に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
行
政
に
お
い
て
、
教
育
の
機
会
均
等
の
観

点
か
ら
諸
資
源
が
配
分
さ
れ
て
き
た
へ
き
地
教
育
に
言
及
し
て
い
な

か
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降
の
へ
き
地
教
育
振
興
策
に
よ
っ
て
へ
き

地
学
校
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
わ
け
で
も
、
へ
き
地
の
教
育
環
境
が

他
地
域
並
み
の
も
の
と
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

四
六
答
申
で
へ
き
地
教
育
が
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
四
六
答
申
に
お
い
て
へ
き
地
教
育
は
論
じ
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
文
脈
を
教
育
言
説
に
照
準

し
て
考
察
す
る
課
題
に
、
拙
稿
「
新
聞
と
教
育
委
員
会
機
関
誌
に
見

る
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
言
説
の
動
態
」（『
成
城
文

藝
』
第
二
六
一
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
～
二
六
頁
）
で
は
、
一
九
六

〇
年
代
の
『
朝
日
新
聞
』『
読
売
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』
と
い
う
中
央

紙
三
紙
の
社
説
、
ま
た
愛
知
県
教
育
委
員
会
機
関
誌
『
教
育
愛
知
』

に
掲
載
さ
れ
た
へ
き
地
教
育
を
論
じ
た
特
集
を
中
心
的
な
史
料
と
し
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て
迫
ろ
う
と
し
た
。

そ
の
探
究
に
お
い
て
、
四
六
答
申
が
示
唆
し
て
い
る
一
九
七
〇
年

代
初
頭
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
に
対
す
る
関
心
の
衰
退
に
相
関
す
る

で
あ
ろ
う
、
言
説
史
的
文
脈
の
一
端
を
照
射
す
る
作
業
に
取
り
組

み
、
へ
き
地
教
育
に
関
連
す
る
制
度
や
政
策
、
思
想
が
構
築
す
る
へ

き
地
教
育
の
世
界
が
、
ま
た
困
難
な
環
境
で
教
育
方
法
や
学
校
運
営

に
関
す
る
工
夫
が
試
み
ら
れ
て
き
た
そ
の
世
界
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
、
教

育
に
関
す
る
制
度
や
政
策
、
思
想
、
実
践
、
ま
た
学
校
運
営
に
還
元

し
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
様
相
を
分
析
し
、
へ
き
地
教
育
史
研
究
の

蓄
積
に
貢
献
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

拙
稿
に
お
け
る
探
究
を
通
じ
て
、
中
央
紙
三
紙
と
『
教
育
愛
知
』

に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
や
半
ば
に
は
「
熱
く
」
論
じ
ら
れ

て
い
た
へ
き
地
教
育
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
言
及
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
へ
き
地
教
育
を
論
じ

る
言
説
が
潜
在
化
し
て
い
く
背
景
が
中
央
紙
三
紙
と
『
教
育
愛
知
』

で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

す
な
わ
ち
、
前
者
で
は
、
へ
き
地
教
育
に
対
す
る
諸
資
源
の
配
分

に
は
効
果
が
見
込
め
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
あ
る
い
は
、
へ
き
地

教
育
が
抱
え
る
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
都
市
に
お

け
る
過
密
地
域
の
大
規
模
校
で
生
じ
て
い
る
問
題
に
優
先
的
に
諸
資

源
を
投
入
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
そ

の
言
説
が
潜
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
後
者
で
は
、
都
市
部
の

保
護
者
と
同
様
に
、
へ
き
地
の
保
護
者
が
教
育
投
資
的
な
観
点
か
ら

学
校
教
育
を
把
捉
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
へ
き
地
教
育
の

魅
力
が
失
わ
れ
、
へ
き
地
教
育
に
固
有
の
問
題
設
定
が
成
立
し
に
く

く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
言
説
が
沈
潜
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。し

た
が
っ
て
、
四
六
答
申
だ
け
が
へ
き
地
教
育
に
言
及
し
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
同
様
の
事
態
は
、
新
聞
や
教
育
委
員
会
機
関
誌

で
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
媒
体
は
拙
稿
が
記
述
し
た

言
説
史
的
文
脈
に
よ
っ
て
、
へ
き
地
教
育
を
以
前
ほ
ど
論
じ
な
く

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
拙
稿
が
導
出
し
た
知
見
を
踏
ま
え
れ
ば
、
四

六
答
申
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
へ
の
言
及
の
不
在
に
は
、
そ
れ
ら
の

文
脈
が
相
関
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
拙
稿
に
記
し
た
よ
う
に
、
そ
の
分
析
は
中
央
紙
や
教
育
委

員
会
機
関
誌
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
別
の
媒
体
に
焦
点
を
合
わ
せ

れ
ば
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
へ
の
言
及
の
不

在
に
相
関
す
る
、
異
な
る
言
説
史
的
文
脈
を
剔
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
農
山
村
を
数
多
く
有
す
る
長
野
県
の
教
師

な
ど
が
組
織
す
る
職
能
団
体
信
濃
教
育
会
）
（
（

の
機
関
誌
『
信
濃
教
育
）
（
（

』

を
史
料
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
の
同
誌
で
へ
き
地
教
育
が
ど
の
よ

う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
論
じ
方
に
は
変
容
が
見

ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
と
し

た
い
。

以
下
で
は
、
第
一
節
か
ら
第
三
節
で
一
九
六
〇
年
代
の
『
信
濃
教

育
』
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
言
説
を
概
観
し
、
へ
き
地
教
育
が
有
し

て
い
る
困
難
や
魅
力
、
そ
の
教
育
を
巡
る
保
護
者
や
子
ど
も
の
思

い
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
実
態
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

か
、
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
論
じ
方
に
変
容
が
見
ら
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

前
掲
拙
稿
に
お
い
て
『
愛
知
教
育
』
を
分
析
し
た
際
に
は
、
主
と

し
て
特
集
記
事
を
対
象
と
し
た
が
、『
信
濃
教
育
』
で
は
一
九
六
〇

年
代
に
へ
き
地
教
育
を
扱
っ
た
特
集
が
組
ま
れ
た
の
は
一
度
だ
け
で

あ
っ
た
の
で
、
本
論
文
で
は
特
集
以
外
に
も
目
を
向
け
、
中
央
紙
の

社
説
や
『
教
育
愛
知
』
の
特
集
を
分
析
し
た
際
と
同
様
に
、
一
九
六

〇
年
代
を
（
一
）
前
半
（
六
〇
～
六
二
年
）、（
二
）
半
ば
（
六
三
～

六
六
年
）、（
三
）
後
半
（
六
七
～
六
九
年
）
に
区
分
し
、
第
一
節
で

（
一
）
を
、
第
二
節
で
（
二
）
を
、
第
三
節
で
（
三
）
を
対
象
時
期

と
し
て
、
へ
き
地
教
育
言
説
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、『
信
濃
教
育
』
に
お
い
て
は
分
校
や
山
村
の
学
校
な
ど
と

表
現
さ
れ
て
い
る
学
校
が
、
へ
き
地
学
校
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
論
文
で
は
、

分
校
や
山
村
の
学
校
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
学
校
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
論
考
も
分
析
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
戦
前
・
戦
時
期
に
お
け
る

へ
き
地
学
校
で
の
教
師
経
験
や
子
ど
も
と
し
て
の
経
験
を
回
想
し
て

語
る
論
考
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
検
討
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

続
く
第
四
節
で
は
、
教
育
の
後
進
地
域
と
認
識
さ
れ
て
い
た
へ
き

地
を
、
あ
る
側
面
に
お
い
て
先
進
地
域
と
再
認
識
さ
せ
る
教
育
言
説

が
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
に
浮
上
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
言
説
が
増
大
し
た
背
景
が
、
ま
た
へ
き
地
学
校
で

取
り
組
ま
れ
て
い
た
教
育
実
践
の
位
置
づ
け
の
変
容
が
、
へ
き
地
教

育
言
説
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

そ
し
て
最
後
に
、
前
記
し
た
拙
稿
と
本
論
文
の
成
果
を
集
約
し
、

一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
た
へ
き
地
教
育
言
説
の
転
換
に
相
関
す
る
言

説
史
的
文
脈
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

な
お
、
へ
き
地
教
育
史
に
関
す
る
先
行
研
究
、
本
論
文
が
対
象
と

す
る
時
期
に
先
行
す
る
一
九
五
〇
年
代
の
へ
き
地
教
育
の
動
向
、
一
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表
1　

長
野

県
の

へ
き

地
学

校
数

・
割

合
（

1960
～

70
年

度
）

1960
1961

1962
1963

1964
1965

1966
1967

1968
1969

1970
公

立
小

学
校

総
数

（
本

校
・

分
校

含
む

）
666

652
642

630
622

602
581

571
553

540
522

へ
き

地
小

学
校

数
（

同
上

）
149

145
144

136
135

124
117

115
108

101
95

割
合

22.4%
22.2%

22.4%
21.6%

21.7%
20.6%

20.1%
20.1%

19.5%
18.7%

18.2%
全

国
の

割
合

24.6%
24.2%

23.8%
23.9%

23.8%
23.3%

23.2%
23.0%

22.6%
22.2%

21.6%

公
立

中
学

校
総

数
（

本
校

・
分

校
含

む
）

281
261

240
240

230
228

223
216

212
204

202
へ

き
地

中
学

校
数

（
同

上
）

36
32

26
28

28
29

28
27

24
24

24
割

合
12.8%

12.3%
10.8%

11.7%
12.2%

12.7%
12.6%

12.5%
11.3%

11.8%
11.9%

全
国

の
割

合
20.9%

20.4%
20.2%

20.1%
20.0%

19.5%
19.0%

18.8%
18.2%

17.7%
17.2%

（『
学

校
基

本
調

査
』

各
年

度
版

よ
り

作
成

）
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九
六
〇
年
代
に
お
け
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
へ
き
地
教
育
に
対
す
る

関
心
の
推
移
は
、
既
に
拙
稿
で
論
じ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
（
（

。

と
こ
ろ
で
、
長
野
県
の
へ
き
地
学
校
数
・
割
合
の
一
九
六
〇
～
七

〇
年
の
推
移
は
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

前
掲
拙
稿
に
記
し
た
よ
う
に
、
へ
き
地
学
校
は
、
一
九
五
九
年
に

制
定
さ
れ
た
へ
き
地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
に
よ
っ
て
全
国
同
一
の

基
準
で
指
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
基
準
は
駅
や
停
留
所
、
医

療
機
関
、
高
等
学
校
、
郵
便
局
、
市
町
村
教
育
委
員
会
、
金
融
機

関
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
市
の
中
心
地
、
県
庁
所
在
地
や
そ
れ

に
準
ず
る
都
市
の
中
心
地
ま
で
の
距
離
や
交
通
機
関
の
運
行
頻
度
な

ど
の
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

長
野
県
は
県
の
面
積
の
八
割
以
上
を
山
地
が
占
め
て
い
る
が
、
へ

き
地
学
校
に
指
定
さ
れ
て
い
る
小
学
校
と
中
学
校
の
割
合
は
、
と
も

に
全
国
の
割
合
よ
り
も
小
さ
く
、
特
に
中
学
校
で
小
さ
く
な
っ
て
い

る
こ
と
を
表
1
か
ら
読
解
で
き
る
（
中
学
校
に
お
け
る
へ
き
地
学
校

の
割
合
は
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
愛
知
県
よ
り
も
小
さ
か
っ
た
）。

『
信
濃
教
育
』
に
お
い
て
へ
き
地
教
育
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
一
九
六
〇
年
代
を
通
じ
て
そ
の
論
じ
方
に
変
容

が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
い
く
が
、
へ
き
地
学
校

の
割
合
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
が
そ
の
言
説
に
影
響
を
与
え

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
一
節　



一
九
六
〇
年
代
前
半
の
『
信
濃
教
育
』
に

お
け
る
へ
き
地
教
育
言
説

一
九
六
〇
年
代
前
半
の
『
信
濃
教
育
』
を
読
む
と
、
へ
き
地
教
育

を
論
じ
た
論
考
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
へ

き
地
教
育
の
難
点
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
へ
き
地
の
子

ど
も
に
教
え
る
こ
と
の
楽
し
さ
、
や
り
甲
斐
な
ど
を
「
熱
く
」
語
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
困
難
と
喜
び
の
両
方
を
記
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
具
体
的
な
叙
述
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
、
へ
き
地
教
育
に
関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に
関
し
て
言

え
ば
、
内
田
速
人
「
統
合
中
学
に
お
も
う
」（
一
九
六
〇
年
一
一
月

号
、
一
八
～
一
九
頁
）
が
、
小
規
模
中
学
校
は
教
師
が
少
な
く
、
各

教
師
の
担
当
教
科
目
・
授
業
時
数
が
増
え
、
教
材
研
究
の
負
担
が
大

き
く
な
り
、
十
分
な
授
業
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、「
毎
年
の
学
力

調
査
の
結
果
が
、
都
市
・
平
坦
地
に
比
し
て
農
山
村
が
お
ち
て
い

る
」
と
論
じ
、
こ
の
事
態
を
解
消
す
る
た
め
に
中
学
校
の
統
合
が
必

要
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、
吉
家
業
三
「
冬
期
分
室
」（
一
九
六
一
年
三
月
号
、
四
三
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～
四
五
頁
）
は
、
冬
期
（
季
）
分
室
の
先
生
方
へ
の
負
担
の
大
き

さ
、
分
室
運
営
の
困
難
を
叙
述
し
、
出
井
武
夫
「
福
寿
草
の
花
が

笑
っ
て
い
る
」（
一
九
六
二
年
六
月
号
、
二
八
～
二
九
頁
）
は
、
遠

距
離
通
学
の
疲
れ
で
「
学
習
効
果
の
ま
っ
た
く
あ
が
ら
な
い
子
ど
も

た
ち
の
身
を
思
い
」、
遠
方
に
住
む
子
ど
も
た
ち
の
母
親
が
冬
期
の

寄
宿
生
活
を
相
談
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
子
ど
も
た
ち
は

「
自
分
た
ち
の
辺
ぴ
な
住
居
を
思
え
ば
、
何
か
ひ
け
め
と
さ
び
し
さ

を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
」
と
、
へ
き
地
に
住
む

保
護
者
の
思
い
を
記
し
、
子
ど
も
た
ち
の
学
校
で
の
感
情
を
推
量
し

て
い
る
。

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に
関
し
て
は
、
小
林
忠
一
「
冬
の
寄
宿
舎
」

（
一
九
六
一
年
三
月
号
、
四
七
～
四
八
頁
）
は
遠
方
か
ら
通
う
子
ど

も
た
ち
の
た
め
の
冬
の
寄
宿
舎
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
を
「
舎
監
の
先
生
に
訴
え
教
え
て
も
ら
う
、
師
弟
一
如
の

あ
た
た
か
い
触
れ
合
い
は
、
実
に
涙
ぐ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
記

し
、
舎
監
と
な
る
教
師
の
喜
び
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
海
老
沢
万
千
子
「
分
校
教
育　

ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス

テ
ッ
プ
」（
一
九
六
一
年
四
月
号
、
六
六
～
六
九
頁
）
が
、「
辺
地
の

子
は
、
社
会
性
が
き
わ
め
て
乏
し
い
と
い
わ
れ
」、
教
え
子
た
ち
も

そ
の
通
り
で
あ
る
が
、「
小マ

マ

人
数
な
る
が
ゆ
え
に
、
個
別
指
導
が
い

き
わ
た
る
分
校
の
優
れ
る
点
を
一
〇
〇
％
生
か
し
」、
合
唱
や
器
楽

演
奏
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
、「
山
の
な
か
の
子
ど
も
で
も
、
い
く

ら
で
も
伸
び
る
力
を
持
つ
て
い
る
」
こ
と
を
認
識
で
き
た
と
綴
っ
て

い
る
。

へ
き
地
教
育
の
長
短
を
と
も
に
記
述
し
て
い
る
も
の
に
、
矢
花
清

次
「
上
野
分
校
」（
一
九
六
〇
年
一
一
月
号
、
二
四
～
二
六
頁
）
が

あ
る
。
矢
花
は
、
教
職
員
が
少
な
い
の
で
人
間
関
係
が
拗
れ
な
い
よ

う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
本
屋
が
来
な
い
こ
と
と

い
っ
た
分
校
生
活
の
難
点
を
述
べ
る
一
方
で
、
保
護
者
、
特
に
母
親

が
頻
繁
に
学
校
に
や
っ
て
来
て
四
方
山
話
を
し
て
く
れ
る
こ
と
は
嬉

し
い
し
、
子
ど
も
は
「
天
衣
無
縫
で
あ
り
、
天
真
ら
ん
ま
ん

・
・
・
・

で
も

あ
」
り
、
そ
の
子
た
ち
を
教
え
る
こ
と
は
楽
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
田
村
国
竹
「
分
校
雑
感
」（
一
九
六
二
年
八
月
号
、
五
一

～
五
三
頁
）
は
、「
人
事
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
（
中
略
）
分
校

教
師
の
み
じ
め
さ
」、
そ
し
て
研
修
の
機
会
が
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
児
童
と
教
師
が
、
人
間
と
し
て
の

ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
」
が
「
た
だ
一
つ
の
喜
び
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
田

村
は
、「
分
校
の
子
ど
も
た
ち
は
社
会
性
に
欠
け
る
。
学
力
な
ど
も

都
市
と
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
点
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
人
間
と
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し
て
最
も
だ
い
じ
な
、
実
践
を
と
お
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
何
か
の

あ
る
こ
と
を
、
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
現
代
教
育

の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
論

じ
、
異
動
先
の
学
校
や
子
ど
も
と
比
較
し
な
が
ら
、「
も
ろ
も
ろ
の

悩
み
を
と
り
除
け
ば
、
分
校
教
育
ほ
ど
や
り
が
い
が
あ
り
、
楽
し
い

と
こ
ろ
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
信
濃
教
育
』
一
九
六
二
年
一
二
月
号
に
は
「
特
集　

へ
き
地
教
育
」（
一
六
～
四
七
頁
）
が
掲
載
さ
れ
、
西
尾
辰
雄
「
分

校
の
教
育
に
お
も
う
」、
黒
林
末
広
「
へ
き
地
の
道
徳
教
育

―
グ

ル
ー
プ
づ
く
り
の
実
践
を
と
お
し
て

―
」、
和
田
徹
「
へ
き
地
教

育
振
興
の
方
途
」、
栗
木
英
夫
「
古
海
の
教
育
」、
若
林
博
「
へ
き
地

教
育
を
さ
さ
え
る
も
の
」、「
Ａ
先
生
の
休
校
」（
大
西
伝
一
郎
『
僻

地
教
師
の
記
録
』〈
新
紀
元
社
、
一
九
六
一
年
〉
か
ら
の
抜
粋
）、
岩

岡
千
秋
「
へ
き
地
児
童
の
学
習
意
欲
に
つ
い
て
」、
編
集
部
「
訪
問

記　

奈
川
小
学
校
入
山
分
校
を
た
ず
ね
て
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
へ
き
地
教
育
の
難
点
の
打
開
策
を
論
じ
て
い
る
和
田
の

論
考
（
二
七
～
二
九
頁
）
と
栗
木
の
論
考
（
三
〇
～
三
五
頁
）、
そ

し
て
長
野
県
の
へ
き
地
教
育
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
編
集
部
に
よ
る

訪
問
記
（
四
一
～
四
七
頁
）
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

和
田
は
、
未
だ
に
人
々
の
へ
き
地
教
育
へ
の
関
心
は
大
き
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
記
し
た
上
で
、「
文
化
の
後
進
性
を
多
分
に
も
つ

へ
き
地
に
は
、
精
神
的
に
も
根
強
い
封
建
性
・
封
鎖
性
が
醸
成
さ

れ
、
温
存
し
て
お
り
、
根
本
的
に
は
こ
れ
を
打
開
し
て
広
い
視
野
の

も
と
に
教
育
の
向
上
を
は
か
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
施
設
設
備
に
関
し
て
へ
き
地
学
校
間
に
格
差
が
生
じ
て

い
る
こ
と
、
教
師
に
は
中
堅
教
師
が
少
な
く
、
免
許
教
科
の
バ
ラ
ン

ス
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す
る
へ

き
地
教
育
振
興
方
策
（
新
任
教
師
に
対
す
る
現
職
教
育
、
へ
き
地
優

先
の
人
事
、
経
済
的
優
遇
策
な
ど
）
を
提
示
し
て
い
る
が
、「
教
育

の
へ
き
地
性
は
教
師
の
教
育
者
と
し
て
の
使
命
観マ

マ

が
左
右
す
る
も
の

で
あ
り
」、
へ
き
地
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
教
師
の
視
角
が
解
消
さ
れ

な
け
れ
ば
、
へ
き
地
教
育
振
興
方
策
は
実
効
的
な
も
の
と
な
ら
な
い

と
論
じ
て
い
る
。

栗
木
は
、
へ
き
地
学
校
で
年
齢
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
教
師
集

団
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
教
師
が
研
修
に
対
す
る
意
欲
を
失
っ

た
り
す
る
根
本
要
因
と
し
て
、「
都
会
中
心
・
山
間
地
蔑
視
の
風
潮
」

に
よ
っ
て
、「
都
会
よ
り
山
村
へ
、
大
規
模
学
校
よ
り
小
規
模
学
校

へ
の
異
動
を
左
遷
と
考
え
る
思
想
を
横
行
さ
せ
」、「
山
間
地
の
教
師

の
心
の
な
か
に
、
自
己
蔑
視
が
お
の
ず
か
ら
巣
く
っ
て
し
ま
う
」
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
の
方
策
と
し
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て
、
第
一
に
「
い
わ
ゆ
る
大
校
長
が
、
山
間
へ
き
地
の
小
規
模
学
校

の
任
に
つ
く
人
事
が
な
さ
れ
る
こ
と
」、
第
二
に
「
教
師
の
教
育
観

の
改
革
」
に
よ
っ
て
、「
都
市
至
上
主
義
を
や
め
て
、
都
市
・
平
坦

地
農
村
・
山
間
へ
き
地
の
各
地
域
に
お
け
る
経
験
を
も
つ
こ
と
が
、

教
育
識
見
や
教
育
技
術
を
高
め
る
。
自
己
を
よ
き
教
師
と
し
て
成
長

さ
せ
る
た
め
に
、
こ
ん
ど
は
へ
き
地
で
修
養
し
た
い
と
い
う
願
い

を
、
教
師
観
と
し
て
も
つ
風
潮
を
ま
き
お
こ
す
こ
と
」、
第
三
に
子

ど
も
の
教
育
費
が
増
大
す
る
年
齢
層
で
も
あ
る
中
堅
教
師
が
「
経
済

的
に
も
安
心
し
て
へ
き
地
に
い
け
る
こ
と
の
施
策
」
化
を
提
起
し
て

い
る
。

編
集
部
に
よ
る
訪
問
記
に
は
、
本
校
で
あ
る
奈
川
小
学
校
の
加
藤

教
頭
と
入
山
分
校
の
神
谷
教
諭
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
加
藤
教
頭
は
七
月
に
開
催
さ
れ
た
「
へ
き
地
教
育
全
国
大

会
」（
実
際
は
全
国
へ
き
地
教
育
研
究
連
盟
第
一
回
中
央
研
修
会

〈
引
用
者
〉）
に
お
い
て
「
他
府
県
か
ら
の
発
表
は
分
校
に
お
け
る
人

事
問
題
・
施
設
設
備
・
職
員
の
厚
生
施
設
と
い
っ
た
よ
う
に
、
教
育

行
政
面
の
問
題
が
多
か
っ
た
が
、
長
野
県
は
や
は
り
実
際
の
学
習
指

導
面
の
研
究
が
多
か
っ
た
」、
と
同
県
の
へ
き
地
教
育
の
力
点
の
特

徴
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
『
信
濃
教

育
』
で
は
、
へ
き
地
教
育
の
諸
難
点
（
授
業
時
数
や
担
当
教
科
目
数

の
多
さ
、
そ
れ
に
由
来
す
る
教
材
研
究
に
関
す
る
教
師
の
負
担
、
あ

る
い
は
研
修
機
会
の
僅
少
さ
、
中
堅
層
の
少
な
い
教
師
組
織
、
教
師

の
人
間
関
係
、
子
ど
も
の
遠
距
離
通
学
や
寮
生
活
な
ど
）、
そ
し
て

そ
れ
が
も
た
ら
す
子
ど
も
の
低
学
力
、
ま
た
教
師
の
あ
い
だ
に
あ
る

へ
き
地
（
学
校
）
蔑
視
、
さ
ら
に
文
化
水
準
の
低
さ
や
社
会
性
の
欠

如
、
閉
鎖
性
な
ど
に
関
連
す
る
地
域
の
「
へ
き
地
性
」
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
内
田
、
吉
家
、
出
井
、
矢
花
、
和
田
、
栗
木
）。
そ
し
て

へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学
校
の
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
学
校
の
統

合
が
主
張
さ
れ
た
り
（
内
田
）、
個
別
指
導
を
充
実
さ
せ
た
実
践
が

報
告
さ
れ
た
り
（
海
老
沢
）、
人
事
の
改
善
方
策
が
提
起
さ
れ
た
り

し
て
い
る
（
和
田
、
栗
木
）。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
難
点
だ
け
で
は
な
く
、
へ
き
地
の
子
ど
も

に
教
え
る
こ
と
の
や
り
甲
斐
や
楽
し
さ
、
ま
た
「
山
の
な
か
の
こ
ど

も
で
も
、
い
く
ら
で
も
伸
び
る
力
を
持
つ
て
い
る
」
こ
と
を
認
識
で

き
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
も
い
る
（
小
林
、
海
老
沢
、
矢
花
、
田

村
）。し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学
校
は
い
く

つ
も
の
難
点
を
有
す
る
一
方
で
、
教
師
に
喜
び
や
や
り
甲
斐
を
提
供

す
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
両
義
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
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た
。
な
お
、
長
野
県
の
へ
き
地
教
育
の
特
徴
と
し
て
、
行
政
的
な
問

題
よ
り
も
、
学
習
指
導
に
関
す
る
関
心
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
記

さ
れ
て
い
た
（
編
集
部
）。

第
二
節　


一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
『
信
濃
教
育
』
に

お
け
る
へ
き
地
教
育
言
説

こ
の
時
期
の
『
信
濃
教
育
』
に
も
、
へ
き
地
教
育
の
苦
境
を
叙
述

す
る
論
考
、
ま
た
そ
の
教
育
の
魅
力
を
「
熱
く
」
語
る
論
考
が
存
在

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
、
へ
き
地
（
教
育
）
の
変
容
を

記
述
す
る
論
考
や
へ
き
地
（
教
育
）
言
説
と
現
実
と
の
ズ
レ
を
指
摘

す
る
論
考
も
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
な
記
述
を
見
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。

最
初
に
へ
き
地
教
育
が
抱
え
る
困
難
を
指
摘
し
て
い
る
論
考
を
挙

げ
る
と
）
（
（

、
古
屋
リ
ン
「
へ
き
地
教
育
雑
感
」（
一
九
六
三
年
八
月
号
、

四
六
～
四
八
頁
）
は
、
へ
き
地
学
校
の
管
理
職
が
短
期
間
で
代
わ
る

一
方
で
、
へ
き
地
学
校
に
来
て
く
れ
る
教
師
が
い
な
い
た
め
に
、
一

般
教
師
は
長
く
勤
務
し
て
い
る
者
が
多
く
、
し
か
も
中
堅
指
導
層
が

ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
改
善
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
県
教
育
委
員
会
に
一
層
の
善
処
を
求
め
て
い
る
。
一
九
六

〇
年
代
前
半
に
も
語
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
へ
き
地
学
校
に
お

け
る
中
堅
教
師
の
僅
少
さ
が
嘆
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
下
伊
那
郡
遠
山
中
学
校
「
文
部
省
学
力
調
査
を
実
施
し
て

み
て
」（
一
九
六
四
年
六
月
号
、
三
八
～
四
三
頁
）
は
、
全
国
学
力

調
査
の
県
や
全
国
の
平
均
結
果
と
同
校
の
結
果
と
を
比
較
し
、
後
者

が
全
教
科
と
も
満
遍
な
く
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
と
し
て
、「
つ
い
や
す

精
力
は
非
常
に
大
き
」
い
遠
距
離
通
学
の
影
響
が
あ
る
こ
と
、
ま
た

「
生
徒
は
表
現
力
や
持
続
性
に
乏
し
い
。
学
校
の
施
設
が
不
充
分
で

あ
る
。
家
庭
は
貧
富
の
差
が
大
き
く
、
夫
婦
共
か
せ
ぎ
（
山
仕
事
や

土
方
仕
事
）
の
家
庭
が
多
い
」
と
い
う
「
へ
き
地
条
件
の
な
か
に
あ

る
学
校
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
）
（
（

。

次
に
、
へ
き
地
教
育
の
よ
さ
を
「
熱
く
」
語
っ
て
い
る
論
考
を
見

る
と
、
別
府
基
規
「
小
規
模
校
に
生
活
し
て
」（
一
九
六
五
年
五
月

号
、
三
〇
～
三
三
頁
）
が
あ
る
。
別
府
は
小
規
模
校
に
お
け
る
教
師

生
活
の
喜
び
と
し
て
、「
教
師
と
児
童
と
い
う
身
分
関
係
を
わ
ざ
と

捨
て
、
対
等
の
人
間
と
し
て
赤
裸
々
に
向
か
い
合
い
、
そ
の
心
情
を

交
流
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
多
」
く
、「
か
ら
だ
を
ぶ
っ
つ

け
あ
う
よ
う
な
」「
感
性
的
な
感
動
」
を
得
ら
れ
る
こ
と
、「
実
感
の

こ
も
っ
た
素
朴
な
言
動
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
」、
同
僚
関
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係
を
通
じ
て
「
人
の
和
、
お
互
い
に
信
じ
合
う
こ
と
の
た
い
せ
つ

さ
」
を
痛
感
で
き
る
こ
と
な
ど
を
列
記
し
て
い
る
。

へ
き
地
教
育
の
特
有
性
を
具
体
的
に
記
述
し
た
も
の
と
は
言
え
な

い
が
、
松
倉
俊
雄
「
へ
き
地
の
子
ど
も
と
と
も
に
」（
一
九
六
六
年

八
月
号
、
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
）
は
、「「
子
ど
も
の
い
る
と
こ
ろ
に

教
育
が
あ
る
ん
だ
」
と
考
え
」
赴
任
し
た
へ
き
地
学
校
に
お
い
て
、

「「
こ
の
地
に
住
み
他
の
土
地
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
の
、
少
な
く

と
も
将
来
の
生
活
の
指
針
の
一
助
と
も
な
れ
ば
」
と
思
い
つ
つ
、
次

の
日
の
授
業
の
準
備
に
取
り
か
か
り
、「
あ
す
の
授
業
こ
そ
は
」
と
、

子
ど
も
の
生
き
生
き
と
学
習
す
る
姿
を
目
に
浮
か
べ
な
が
ら
は
り

き
っ
て
み
る
」
が
、
実
際
に
は
う
ま
く
い
か
ず
、「
悩
み
に
う
ち
く

だ
か
れ
つ
づ
け
」
た
状
況
で
あ
っ
た
が
、
う
さ
ぎ
の
共
同
飼
育
な
ど

を
通
じ
て
ク
ラ
ス
の
ま
と
ま
り
が
出
て
き
た
こ
と
で
、「
再
び
こ
こ

で
最
初
の
心
に
か
え
り
、（
中
略
）
へ
き
地
の
子
ど
も
と
と
も
に
生

き
よ
う
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
る
」
と
い
う
経
験
を
叙
述
し
て
い

る
。一

九
六
〇
年
代
前
半
と
同
様
に
、
へ
き
地
教
育
の
長
短
を
と
も
に

語
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
栗
木
英
夫
「
す
み
の
論
理
」（
一
九
六

四
年
年
一
一
月
号
、
一
八
～
二
〇
頁
）
は
、
困
難
な
状
況
で
生
活
を

共
に
す
る
へ
き
地
教
師
の
あ
い
だ
に
は
「
同
質
的
な
仲
間
意
識
」
が

形
成
さ
れ
る
と
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、

「
教
育
の
阻
害
」
と
な
っ
て
い
る
「
辺
地
の
後
進
性
」
を
克
服
す
る

「
辺
地
教
育
の
あ
り
方
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
へ
き
地
学

校
教
師
の
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
へ
き
地
や
へ
き
地
教
育
の

変
容
、
あ
る
い
は
へ
き
地
や
へ
き
地
教
育
を
語
る
従
来
の
言
説
と
現

実
と
の
ズ
レ
を
論
じ
る
言
説
が
浮
上
し
て
い
る
。

清
野
利
弘
「
バ
ス
の
通
る
分
校
」（
一
九
六
四
年
一
月
号
、
四
九

～
五
一
頁
）
は
、「
山
の
子
ど
も
」
の
特
徴
と
し
て
純
朴
さ
や
素
直

さ
、
あ
る
い
は
劣
等
感
が
語
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
異
な
っ
て
い
る

面
が
多
い
こ
と
に
、
ま
た
分
校
に
は
教
具
・
教
材
が
予
想
以
上
に
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
驚
き
を
踏
ま

え
、「
問
題
点
に
ぶ
つ
か
る
と
、
こ
れ
は
分
校
の
子
ど
も
の
特
徴
だ

と
い
う
よ
う
に
概
念
に
だ
け
あ
て
は
め
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る

の
に
気
づ
く
こ
と
が
よ
く
あ
る
」、
と
分
校
や
へ
き
地
学
校
に
関
す

る
言
説
と
現
実
の
ズ
レ
（
あ
る
い
は
へ
き
地
の
現
実
の
変
容
）
を
指

摘
し
、「
生
活
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
も
う
一
度
見
な
お
し
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
る
」、
と
現
実
を
踏
ま
え
た
実
践
を
試
み
る
決
意

を
綴
っ
て
い
る
。

ま
た
、
下
川
芳
忠
「
山
村
の
変
動

―
白
馬
村
野
平

―
」（
一
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九
六
六
年
三
月
号
、
五
三
～
六
三
頁
）
は
、「
若
年
層
が
極
端
に
減

少
し
、
村
落
社
会
の
生
気
を
消
失
さ
せ
」、「
農
家
経
営
そ
の
も
の
を

三
ち
ゃ
ん
農
業
に
変
革
し
た
今
日
、
子
弟
の
教
育
へ
の
関
心
も
に
わ

か
に
高
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
き
わ
め
て
教
育
関
心
も
低
く
、
農

民
に
な
る
に
は
教
育
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
支
配
的
で
、
教

育
程
度
も
低
い
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
へ

の
進
出
を
企
て
る
と
同
時
に
よ
り
高
い
教
育
の
必
要
性
に
迫
ら
れ

た
」
と
、「
都
市
の
繁
栄
と
は
逆
に
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
」

山
村
へ
き
地
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
教
育
へ
の
関
心
が
増
大
し
て
い

る
状
況
と
そ
の
背
景
を
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
『
信
濃

教
育
』
で
は
、
前
半
と
同
様
に
、
管
理
職
の
短
期
間
で
の
交
代
や
中

堅
教
師
の
少
な
さ
、
ま
た
子
ど
も
の
低
学
力
、
施
設
設
備
の
不
十
分

さ
、
地
域
の
文
化
の
後
進
性
な
ど
と
い
っ
た
へ
き
地
教
育
が
抱
え
る

苦
難
が
指
摘
さ
れ
（
古
屋
、
下
伊
那
郡
遠
山
中
学
校
、
栗
木
）
へ
き

地
教
育
に
お
け
る
教
師
の
挫
折
の
経
験
も
綴
ら
れ
て
い
る
が
（
松

倉
）、
へ
き
地
教
育
で
は
「
感
性
的
な
感
動
」
を
得
ら
れ
る
こ
と
や

へ
き
地
の
子
ど
も
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
決
意
な
ど
も
語
ら
れ

て
い
る
（
別
府
、
松
倉
）。

し
か
し
、
前
半
と
は
異
な
る
へ
き
地
教
育
言
説
も
浮
上
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
へ
き
地
（
教
育
）
の
変
容
を
論
じ
る
言
説
の
胎
動

で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
も
へ
き
地
を
「
へ
き
地
条
件
」（
下
伊
那
郡

遠
山
中
学
校
）、「
辺
地
の
後
進
性
」（
栗
木
）
と
い
っ
た
文
言
で
表

象
す
る
論
考
が
存
在
す
る
が
、
若
年
層
の
減
少
や
農
家
経
営
の
三

ち
ゃ
ん
農
業
ヘ
の
転
換
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
帰
結
す
る
子
ど
も
の
教

育
へ
の
関
心
の
増
大
な
ど
と
い
っ
た
へ
き
地
の
変
容
が
記
さ
れ
る
と

と
も
に
（
下
川
）、
従
来
の
へ
き
地
（
教
育
）
言
説
と
現
実
と
の
齟

齬
を
語
る
論
考
も
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
清
野
）。

第
三
節　



一
九
六
〇
年
代
後
半
の
『
信
濃
教
育
』
に

お
け
る
へ
き
地
教
育
言
説

こ
の
時
期
に
も
へ
き
地
教
育
が
抱
え
る
問
題
が
論
じ
ら
れ
、
そ
れ

を
克
服
す
る
た
め
の
方
策
が
提
案
さ
れ
て
い
る
し
、
へ
き
地
教
育
の

素
晴
ら
し
さ
が
「
熱
く
」
語
ら
れ
て
も
い
る
。
但
し
、
そ
の
論
じ
方

や
語
り
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
時
期
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
が
存
在

す
る
。
ま
た
、
へ
き
地
と
他
地
域
と
の
差
異
が
縮
小
し
、
へ
き
地
に

も
都
市
的
な
文
化
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
経
由
し
て
浸
透
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
言
説
の
増
大
も
見
ら
れ
る
。

へ
き
地
教
育
が
抱
え
る
問
題
に
関
し
て
、
佃
国
輔
「
平
凡
な
る
教
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師
の
願
い
」（
一
九
六
九
年
三
月
号
、
三
〇
～
三
三
頁
）
が
、「
ま

ず
、
山
間
僻
地
に
は
、
自
分
の
将
来
を
安
心
し
て
ま
か
せ
ら
れ
る
よ

う
な
先
輩
が
少
な
く
、
一
度
山
間
部
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ

こ
か
ら
都
市
部
へ
出
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
不
安
で
あ
る
こ

と
。（
中
略
）
第
二
に
は
、
自
分
の
勉
強
が
満
足
に
進
め
ら
れ
ず
、

と
り
残
さ
れ
、
自
分
の
将
来
の
発
展
が
望
め
な
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
。
第
三
に
は
、
経
済
的
な
面
を
も
含
め
て
、
自
分
の

家
庭
生
活
が
満
足
に
で
き
る
か
と
い
う
不
安
が
あ
る
」、
と
教
師
が

へ
き
地
学
校
に
赴
任
し
た
が
ら
な
い
諸
不
安
（
と
関
連
す
る
都
市
部

の
大
校
と
山
間
へ
き
地
の
学
校
と
の
格
差
）
を
列
記
し
、
そ
れ
ら
を

解
消
す
る
た
め
に
、「
教
育
社
会
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
々
を
、

現
在
の
よ
う
に
都
市
部
の
大
校
や
有
名
校
に
集
中
さ
せ
ず
、
山
間
部

に
も
配
置
す
る
こ
と
」
を
始
め
と
す
る
人
事
異
動
の
方
策
、
ま
た

「
研
修
費
の
増
額
」
な
ど
の
「
山
間
部
の
教
師
た
ち
の
優
遇
処
置
」

を
提
案
し
て
い
る
。

へ
き
地
教
育
が
抱
え
る
課
題
だ
け
で
な
く
、
へ
き
地
教
育
を
論
じ

る
言
説
が
有
す
る
問
題
、
ま
た
へ
き
地
学
校
の
教
育
環
境
や
教
育
方

法
の
現
状
を
記
述
し
て
い
る
の
が
、
酒
井
十
四
男
「
へ
き
地
教
育
の

問
題
点
」（
一
九
六
八
年
五
月
号
、
六
三
～
七
〇
頁
）
で
あ
る
。

酒
井
は
、
い
わ
ゆ
る
へ
き
地
性
に
つ
い
て
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す

る
こ
と
が
多
い
が
、「
生
活
し
て
み
る
と
、（
中
略
）
案
外
観
念
と
し

て
教
師
や
地
域
の
人
々
の
劣
等
感
を
育
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
」、
と
従
来
の
へ
き
地
言
説
が
人
々
に
影
響
を
与
え
て
い
る
実
情

を
記
す
と
と
も
に
、
そ
の
状
況
を
転
換
す
る
へ
き
地
教
育
と
し
て
、

「
地
域
外
の
こ
と
、
ま
た
歴
史
的
な
こ
と
に
対
し
て
広
く
理
解
し
知

識
を
求
め
る
（
私
は
外
へ
の
視
野
と
名
づ
け
た
）
と
同
時
に
、
自
己

の
生
活
環
境
に
対
し
て
ど
う
知
り
ど
う
身
に
つ
け
、
ど
の
よ
う
な
価

値
を
認
識
す
る
か
と
い
う
（
内
へ
の
視
野
）
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ

る
と
考
え
」
る
と
述
べ
、
二
つ
の
視
野
を
両
立
す
る
試
み
（
Ｔ
Ｖ
の

活
用
や
保
護
者
を
教
育
す
る
た
め
の
分
校
だ
よ
り
の
発
行
な
ど
）
を

記
し
て
い
る
。

ま
た
酒
井
は
、
へ
き
地
の
小
規
模
校
で
は
環
境
や
設
備
が
不
十
分

な
た
め
に
実
践
が
制
約
さ
れ
、
結
果
的
に
そ
の
教
育
に
低
い
評
価
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
る
一
方
で
、
へ
き
地
学
校
に
お
け
る
複
式

授
業
に
関
し
て
「
設
備
、
教
具
等
の
整
備
と
相
ま
っ
て
非
常
に
や
り

や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
と
も
記
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
分
校
の
方
が
い
い
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
統
合

す
れ
ば
、
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
効
果
が
上
が
る
と
い
っ
た
考
え

は
、
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
統
合
は
子
ど
も
を
考
え
教
育

を
考
え
る
前
に
、
政
治
的
な
施
策
が
優
先
す
る
こ
と
が
多
く
、
と
も
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す
れ
ば
政
治
の
し
わ
よ
せ
が
、
子
ど
も
や
学
校
教
育
へ
集
ま
っ
て
い

る
場
合
の
少
な
く
な
い
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

へ
き
地
教
育
の
魅
力
を
語
っ
て
い
る
も
の
に
、
桜
井
和
子
「
雪
」

（
一
九
六
八
年
三
月
号
、
六
九
～
七
〇
頁
）
が
あ
る
。
分
校
生
活
の

思
い
出
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
大
規
模
校
で
の
日
々
と

比
較
し
つ
つ
、「
教
育
と
い
う
面
で
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
と
、
疑

問
を
持
ち
た
く
な
る
こ
と
も
た
び
た
び
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

が
、「
新
鮮
な
気
持
ち
で
、
何
事
に
も
ぶ
つ
か
り
、
感
動
す
る
こ
と

が
で
き
た
」
と
、
へ
き
地
学
校
で
成
立
す
る
理
想
的
な
子
ど
も
と
教

師
の
関
係
を
描
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
上
条
憲
太
郎
「
新
入
生
と
山
の
分
校
」（
一
九
六
八
年
四

月
号
、
六
～
七
頁
）
の
、
か
つ
て
訪
問
し
た
分
校
で
の
経
験
を
綴
っ

た
箇
所
に
は
、「
自
然
的
に
も
ま
た
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
て
い
な
い

中
で
、
子
ど
も
た
ち
の
幸
福
を
願
い
な
が
ら
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で

い
ら
れ
る
先
生
た
ち
の
話
を
、
私
は
一
語
一
語
心
に
強
い
感
激
で
受

け
と
め
た
。
こ
う
し
た
じ
み
ち
な
努
力
を
し
て
い
ら
れ
る
先
生
が
た

に
、
な
ん
と
し
て
も
報
い
ら
れ
る
よ
う
な
方
途
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
確
く
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
も
へ
き
地
教
育
の
魅
力
が
語
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
実
の

へ
き
地
教
育
の
変
容
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
こ
の
時
期

に
は
へ
き
地
教
育
の
変
貌
、
ま
た
へ
き
地
へ
の
都
市
文
化
の
浸
透
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
地
域
の
変
容
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
結
果
と
し

て
の
へ
き
地
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の
差
異
の
縮
減
を
論
じ
る
論
考

が
多
く
な
っ
て
い
る
。

奥
村
正
二
「
農
山
村
に
お
け
る
中
学
校
教
育
の
一
断
面
」（
一
九

六
七
年
三
月
号
、
五
二
～
五
七
頁
）
は
、
三
学
年
九
学
級
、
生
徒
三

五
〇
名
と
い
う
へ
き
地
の
小
規
模
校
と
は
言
え
な
い
中
学
校
の
状
況

を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
働
く
者
は
ぞ
く
ぞ
く
と
他
出
し
て

極
端
な
三
ち
ゃ
ん
農
業
の
実
情
」
が
あ
り
、「
本
校
の
最
近
の
進
路

希
望
状
況
は
、
進
学
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
就
職
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

家
居
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
社
会
情
勢
全
般
の
進
学
者
増

加
に
な
ら
い
、
ま
た
村
で
農
業
経
営
が
な
か
な
か
成
り
立
っ
て
い
か

な
い
困
難
な
情
勢
か
ら
か
、
進
学
が
さ
ら
に
増
加
し
、
家
居
が
皆
無

に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
」
と
、
へ
き
地
以
外
で
も
離
村
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

二
木
三
郎
「
若
き
教
師
よ　

進
ん
で
山
村
へ
」（
一
九
六
九
年
四

月
号
、
六
二
～
六
七
頁
）
は
、「
特
に
僻
村
に
お
い
て
は
、
と
か
く

低
い
と
言
わ
れ
る
子
ど
も
の
学
力
の
向
上
を
は
か
り
、
豊
か
な
知
識

人
を
育
て
る
こ
と
、
村
民
に
欠
け
る
と
い
う
協
調
性
を
育
て
、
将
来
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村
を
背
負
う
力
強
く
た
く
ま
し
い
子
ど
も
を
作
る
こ
と
が
、
目
下
の

急
務
」
で
あ
り
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
若
い

教
師
が
自
分
の
周
囲
に
存
在
す
る
が
、「
素
朴
で
あ
る
べ
き
山
村
に

も
、
交
通
機
関
の
発
達
、
テ
レ
ビ
文
化
の
普
及
等
に
よ
り
、
都
会
的

な
好
ま
し
く
な
い
も
の
の
影
響
も
出
て
い
る
し
、
就
職
し
た
子
が
都

市
の
悪
い
環
境
に
染
ま
り
や
す
い
な
ど
、
心
す
べ
き
問
題
も
数
々
あ

る
現
状
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

藤
田
隆
美
「
読
書
に
意
欲
を
も
や
す
子
ど
も
を

―
へ
き
地
学
校

の
図
書
館
運
営
と
読
書
指
導

―
」（
一
九
六
九
年
七
月
号
、
一
〇

五
～
一
〇
九
頁
）
は
、「
ど
ん
な
山
奥
へ
は
い
っ
て
も
、
家
が
あ
り

視
聴
が
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
テ
レ
ビ
が
す
わ
り
家

庭
生
活
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
い
ろ
り

・
・
・

を
囲
ん
で
祖
父
母
の
昔
話

を
聞
き
、
父
母
に
き
ょ
う
の
労
働
の
話
を
聞
く
と
い
う
よ
う
な
、
子

ど
も
の
“
文
化
生
活
”
は
、
も
う
そ
こ
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
」
と

へ
き
地
の
変
容
を
記
し
、
へ
き
地
の
子
ど
も
た
ち
が
都
市
の
子
ど
も

た
ち
と
同
様
の
日
々
を
送
り
、「
一
方
で
は
テ
レ
ビ
・
マ
ン
ガ
、
一

方
で
は
教
科
書
を
中
心
と
す
る
学
校
で
の
学
習
。
こ
の
二
つ
の
異
質

な
も
の
の
谷
間
を
往
復
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
」
と
論

じ
て
い
る
。

『
信
濃
教
育
』
一
九
六
八
年
四
月
号
に
は
篠
原
健
吉
を
偲
ぶ
数
多

く
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
神
波
利
夫
「
教

育
実
践
の
人
篠
原
健
吉
」（
四
五
～
五
一
頁
）
は
、「
へ
き
地
教
育
振

興
に
は
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
一
つ
は
、
へ
き
地
は
教
育
水
準
が
低

く
生
徒
が
遅
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
都
市
並
に
ひ
き
上
げ
よ
う
と

す
る
、
均
衡
化
へ
の
考
え
方
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
へ
き
地
こ
そ

教
育
の
場
所
で
あ
る
。
へ
き
地
教
育
の
純
粋
性
を
考
え
こ
こ
に
こ
そ

教
育
者
の
な
す
べ
き
使
命
が
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
」
と
論
じ
、

篠
原
を
後
者
に
注
力
し
た
人
物
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
一
九
六
〇
年

代
後
半
の
へ
き
地
は
、
篠
原
が
実
践
を
展
開
し
た
時
期
の
へ
き
地
と

は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
（
（

。

こ
こ
ま
で
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
も
、
へ
き
地
教
育

が
抱
え
る
問
題
、
例
え
ば
教
師
の
人
事
、
子
ど
も
た
ち
の
低
学
力
な

ど
が
語
ら
れ
て
い
る
（
佃
、
二
木
）。
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
方

策
（
管
理
職
の
配
置
の
工
夫
、
教
育
設
備
の
充
実
な
ど
）
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
（
佃
、
酒
井
）。
但
し
、
例
え
ば
教
師
に
関
し
て
、
教
員

組
織
に
お
け
る
中
堅
教
師
の
少
な
さ
や
免
許
教
科
の
偏
り
と
い
っ
た

具
体
的
な
問
題
が
以
前
ほ
ど
は
記
さ
れ
な
く
な
り
、
佃
の
論
考
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
の
は
都
市
の
大
校
の
教
師
た
ち
か
ら
取

り
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
理
的
な
葛
藤
に
変
容
し
て
い
る
。

ま
た
、
へ
き
地
以
外
の
農
山
村
が
産
業
構
造
や
人
口
構
成
の
点
で
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へ
き
地
の
よ
う
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
へ
き
地
に
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
を
通
じ
て
都
市
的
な
文
化
が
浸
透
し
つ
つ
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
奥
村
、
二
木
、
藤
田
）。
一
九
六
〇

年
代
半
ば
に
も
へ
き
地
（
教
育
）
の
変
容
が
語
ら
れ
て
い
た
が
、
一

九
六
〇
年
代
後
半
に
は
へ
き
地
と
へ
き
地
以
外
の
農
山
村
が
と
も
に

変
容
し
、
結
果
と
し
て
、
へ
き
地
と
他
の
農
山
村
の
差
異
が
判
然
と

し
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
実

際
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
も
、
へ
き
地
に
成
立
す
る
理
想
的
な
子

ど
も
と
教
師
の
教
育
関
係
が
描
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
過
去
の

も
の
な
の
で
あ
り
（
桜
井
、
上
条
）、
教
師
に
と
っ
て
現
在
の
へ
き

地
教
育
に
特
有
の
問
題
を
描
出
す
る
こ
と
が
、
以
前
よ
り
も
困
難
と

な
っ
て
き
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、

特
に
後
半
に
生
じ
た
言
説
上
の
出
来
事
、
す
な
わ
ち
少
人
数
学
級
の

教
育
を
論
じ
る
言
説
の
増
大
に
言
及
し
て
い
な
い
。
次
節
で
は
、
へ

き
地
教
育
言
説
の
動
態
と
も
相
関
す
る
そ
の
出
来
事
が
、
ど
の
よ
う

な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
四
節　

少
人
数
学
級
の
教
育
へ
の
注
目

一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
特
に
後
半
の
『
信
濃
教
育
』
で
は
、

へ
き
地
学
校
に
数
多
く
見
ら
れ
る
少
人
数
学
級
の
教
育
が
注
目
を
集

め
る
こ
と
と
な
る
。
少
人
数
学
級
の
教
育
へ
の
関
心
の
増
幅
が
、
へ

き
地
教
育
言
説
の
動
態
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
得
る
の
か
を
本
節
で

は
考
察
し
て
い
く
が
、
ま
ず
は
少
人
数
学
級
の
教
育
に
言
及
し
て
い

る
具
体
的
な
記
述
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

「
教
育
研
究
所
だ
よ
り　

本
年
度
教
育
研
究
テ
ー
マ
の
概
観
」（
一

九
六
五
年
八
月
号
、
八
七
～
八
九
頁
）
に
、
信
濃
教
育
会
教
育
研
究

所
研
究
員
が
一
九
六
五
年
度
に
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
テ
ー
マ
が
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
「
少
人
数
学
級
の
指
導

上
の
問
題
点
」
が
新
た
に
登
場
し
、
そ
の
テ
ー
マ
設
定
の
理
由
が
、

「
従
来
、
へ
き
地
に
多
く
見
ら
れ
た
少
人
数
学
級
は
年
々
の
学
童
人

口
の
減
少
に
よ
り
、
必
ず
し
も
特
有
地
域
の
問
題
で
は
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
多
人
数
学
級
で
の
指
導
法
が
な
お
無

批
判
に
う
け
つ
が
れ
、
少
人
数
学
級
の
特
質
や
そ
の
指
導
法
の
検
討

が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
は
、
人
口
変
動
と
連
動
し
て
、
へ
き
地
学
校
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の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
少
人
数
学
級
の
教
育
に
か
か
わ
る
問
題
が
、

よ
り
広
い
地
域
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ

を
研
究
す
る
必
要
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
）
（
（

。

信
濃
教
育
会
研
究
所
研
究
員
に
よ
る
少
人
数
学
級
の
教
育
を
テ
ー

マ
と
す
る
研
究
は
、
こ
れ
以
降
も
継
続
し
、
一
九
六
六
年
度
に
は

「
少
人
数
学
級
の
指
導
上
の
問
題
点

―
生
活
指
導
を
中
心
と
し

て

―
）
（
（

」
が
、
一
九
六
七
年
度
に
は
「
少
人
数
学
級
に
お
け
る
指
導

上
の
問
題
点

―
学
習
指
導
の
面
を
中
心
と
し
て

―
）
（1
（

」
が
研
究

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
論
考
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る

と
、
少
人
数
学
級
の
指
導
で
苦
労
す
る
点
、
多
人
数
学
級
に
お
け
る

グ
ル
ー
プ
学
習
と
少
人
数
学
級
に
お
け
る
学
習
の
違
い
な
ど
が
記
さ

れ
る
と
と
も
に
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
や
能
力
に
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
少
人
数
学
級
の
教
育
は
、
今
後
の
教
育
が
目
指
す
方
向
に
繋

が
る
も
の
で
あ
る
と
も
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
充
実
し
た
も
の
と
す
る

た
め
の
個
人
記
録
の
集
積
や
同
単
元
異
程
度
指
導
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。村

田
宗
之
「
十
三
人
の
子
ど
も
ら
と
の
悩
み
」（
一
九
六
七
年
四

月
号
、
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
）
は
、
少
人
数
学
級
に
お
け
る
学
習
指

導
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、「
少
人
数
の
学
級
指
導
に
臨
ん

だ
と
き
に
は
、（
中
略
）
多
人
数
の
な
か
の
一
グ
ル
ー
プ
と
同
様
に

み
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。（
中
略
）
少
人
数

な
が
ら
学
級
と
し
て
と
ら
え
る
努
力
が
た
い
せ
つ
な
の
だ
。
そ
の
な

か
に
お
け
る
人
間
関
係
を
、
学
級
か
ら
社
会
に
広
げ
て
考
え
る
こ
と

も
、
ま
た
、
子
ど
も
の
能
力
が
ど
こ
で
阻
害
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え

る
こ
と
も
重
要
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
せ
ま
い
地
域
で
の
少
人
数
学
級

の
指
導
に
お
い
て
は
、
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
」

と
少
人
数
学
級
の
教
育
に
見
出
し
た
要
諦
を
記
し
て
い
る
。

篠
原
菊
弥
「
少
人
数
学
級
化
の
現
状
と
個
性
能
力
開
発
の
問
題
」

（
一
九
六
七
年
七
月
号
、
二
七
～
三
〇
頁
）
は
、「
長
野
県
下
で
は
、

こ
こ
数
年
間
、
学
級
総
数
は
し
だ
い
に
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
が
、
そ
の
な
か
で
、
少
人
数
学
級
は
し
だ
い
に
増
加
し
て
き
て
お

り
、
そ
の
比
率
は
小
学
校
で
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
よ
う
と
し
て

い
る
」
と
現
状
を
指
摘
し
た
上
で
、
少
人
数
学
級
の
教
育
は
「
ひ
と

り
び
と
り
の
個
性
や
能
力
を
見
き
わ
め
て
、
そ
れ
を
よ
り
よ
く
伸
長

す
る
こ
と
を
重
視
す
る
方
向
に
進
む
」
と
想
定
さ
れ
る
今
後
の
教
育

に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
少
人
数
学
級
に
お
い
て
多
人
数
学
級
と
同
じ
よ
う
な
一
斉
指
導
の

方
式
を
強
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
子
ど
も
た
ち
は
ま
す
ま
す
後
退
し

て
依
存
度
を
増
し
て
い
く
と
い
う
」
事
態
を
、
少
人
数
学
級
の
教
育
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と
し
て
実
行
可
能
な
「
個
人
記
録
の
集
積
」
と
「
同
単
元
異
程
度
指

導
」
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
同
単
元
異
程
度

指
導
と
は
、
へ
き
地
学
校
に
多
い
「
複
式
学
級
の
指
導
法
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
も
の
」
で
あ
る
。

第
一
節
で
引
用
し
た
内
田
の
論
考
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
六

〇
年
代
前
半
に
は
小
規
模
校
の
難
点
が
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
克
服
す

る
た
め
に
学
校
統
合
の
必
要
が
訴
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
〇
年

代
後
半
に
は
、
小
規
模
校
、
そ
れ
を
構
成
す
る
少
人
数
学
級
、
複
式

学
級
の
実
践
が
、
知
見
を
学
ぶ
べ
き
先
進
的
な
も
の
と
し
て
価
値
づ

け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
（（
（

。

こ
の
よ
う
な
言
説
が
増
大
す
れ
ば
、
他
校
の
教
師
た
ち
に
後
れ
を

取
っ
て
い
る
、
彼
ら
／
彼
女
ら
か
ら
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
心

理
的
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
へ
き
地
学
校
の
教
師
た
ち
は
、
他
地
域
の

教
師
を
先
導
し
、
教
育
方
法
な
ど
に
関
す
る
知
見
を
教
示
す
る
存
在

へ
と
転
化
し
得
る
。
つ
ま
り
、
少
人
数
学
級
の
教
育
実
践
を
蓄
積

し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
を
提
供
で
き
る
へ
き
地
学
校
の
教
師
た

ち
は
、
そ
の
教
育
を
論
じ
る
言
説
実
践
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
教
師

集
団
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
劣
位
な
状
況
を
転
換
す
る
展

望
を
入
手
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
へ
き
地
学
校
の
教
師

た
ち
に
少
人
数
学
級
の
問
題
を
積
極
的
に
紹
介
さ
せ
、
論
じ
さ
せ
る

機
制
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
・
三
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
一
九
六
〇

年
代
半
ば
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
へ
き
地
や
農
山
村
に
お

け
る
産
業
構
造
の
転
換
、
そ
し
て
後
半
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
へ
き
地
へ
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
浸
透
と
都
市
文
化
の
普
及
が
、

へ
き
地
と
他
の
農
山
村
の
人
口
減
少
地
域
と
の
差
異
を
消
失
さ
せ
、

へ
き
地
の
固
有
性
を
解
消
す
る
（
よ
う
に
認
識
さ
せ
る
）
事
態
を
生

じ
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
事
態
と
相
関
す
る
事
象
の
一
つ
が
少
人
数
学

級
の
増
大
で
あ
り
、
少
人
数
学
級
が
広
が
る
状
況
で
は
、
へ
き
地
学

校
は
、
他
の
農
山
村
に
お
け
る
人
口
減
少
地
域
の
学
校
と
同
様
に
、

少
人
数
学
級
を
巡
る
問
題
を
抱
え
る
学
校
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
別
言
す
れ
ば
、
少
人
数
学
級
の
問
題
は
、
従
来
と
は
異

な
っ
て
へ
き
地
学
校
特
有
の
も
の
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
、
へ
き
地
学
校
の
教
師
が
そ
の
学
校
で
蓄

積
さ
れ
て
き
た
少
人
数
学
級
の
教
育
実
践
を
積
極
的
に
論
じ
て
も
、

読
者
は
少
人
数
学
級
の
教
育
実
践
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
と
し
て
受

容
し
、
そ
の
実
践
を
成
立
さ
せ
て
い
る
へ
き
地
教
育
の
課
題
や
意
義

を
共
有
す
る
こ
と
は
な
く
、
へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学
校
へ
の
関
心

を
増
幅
さ
せ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
践
を
紹
介
す
る
教
師
自
身
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表
2　

少
人

数
学

級
、

少
人

数
指

導
、

少
人

数
教

育
、

少
人

数
授

業
、

少
人

数
学

習
の

中
央

紙
三

紙
（

東
京

本
社

版
、

地
方

面
除

く
）

に
お

け
る

第
二

次
世

界
大

戦
敗

戦
以

降
の

初
出

記
事

少
人

数
学

級
少

人
数

指
導

少
人

数
教

育
少

人
数

授
業

少
人

数
学

習

朝
日

新
聞

1990
年

9
月

7
日

付
朝

刊
1

面
「

高
校

長
ア

ン
ケ

ー
ト

へ
の

反
響

　
女

子
高

校
生

の
圧

死
」

1999
年

8
月

26
日

付
夕

刊
1

面
「

担
任

サ
ブ

に
O
B

先
生

　
学

級
崩

壊
対

策
に

助
っ

人
　

来
春

か
ら

文
部

省
方

針
」

1970
年

1
月

10
日

付
朝

刊
14

面
「

東
教

大
　

カ
レ

ッ
ジ

で
少

人
数

教
育

　
筑

波
移

転
の

具
体

案
　

大
学

改
革

問
題

」

1991
年

2
月

25
日

付
朝

刊
9

面
「

ド
ッ

ク
ラ

ン
ド

に
新

保
守

主
義

の
「遺

跡
」（

市
場

経
済

の
風

景
：

8）」

1995
年

6
月

5
日

付
朝

刊
11

面
「

県
立

で
中

高
一

貫
、

人
材

づ
く

り
　

「優
遇

」
に

賛
否

　
宮

崎
・

五
ケ

瀬
校

」

読
売

新
聞

1979
年

8
月

21
日

付
朝

刊
5

面
「

裏
が

あ
っ

た
内

藤
・

槙
枝

会
談

　
業

績
先

行
の

思
惑

　
「

40
人

学
級

」
で

両
者

点
数

稼
ぎ

」

1994
年

6
月

7
日

付
夕

刊
14

面
「

京
都

に
宮

大
工

カ
レ

ッ
ジ

開
校

　
伝

統
技

術
の

後
継

者
育

成
」

1966
年

4
月

5
日

付
夕

刊
3

面
「

高
校

に
4
年

制
コ

ー
ス

　
明

治
学

院
東

村
山

　
不

合
格

者
か

ら
“

予
備

1
年

”」

1991
年

3
月

31
日

付
朝

刊
22

面
「［

不
登

校
児

の
春

］
揺

れ
る

15
歳

（
下

）
大

切
な

の
は

本
人

の
意

志
（

連
載

）」

1998
年

8
月

12
日

付
朝

刊
4

面
「

国
会

論
戦

の
詳

報
　

11
日

の
衆

参
代

表
質

問
か

ら
　

民
主

・
本

岡
昭

次
氏

ら
6
氏

」

毎
日

新
聞

1996
年

5
月

31
日

付
朝

刊
5

面
社

説
「

教
員

採
用

　
若

い
先

生
が

い
な

く
な

る
」

2000
年

5
月

27
日

付
朝

刊
4

面
「［

新
教

育
の

森
］

文
部

省
協

力
者

会
議

の
報

告
　

動
き

始
め

た
「少

人
数

授
業

」」

1988
年

12
月

10
日

付
朝

刊
26

面
「

駿
台

学
園

高
校

が
ア

イ
ル

ラ
ン

ド
に

姉
妹

校
　

来
春

開
校

」

1994
年

12
月

2
日

付
夕

刊
1

面
「［

キ
ャ

ン
パ

る
］

ま
っ

赤
な

ホ
ン

ト
!?　

ゼ
ミ

入
室

試
験

、
な

ぜ
正

装
」

1998
年

8
月

6
日

付
朝

刊
28

面
「

学
級

編
成

、
地

方
裁

量
で

　
少

人
数

学
習

も
可

能
に

　
中

教
審

が
答

申
素

案
」
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は
、
少
人
数
学
級
の
教
育
の
熟
達
者
と
し
て
、
教
師
集
団
に
お
け
る

地
位
を
高
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
。

第
三
節
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
へ
き
地
と

他
の
農
山
村
の
差
異
が
判
然
と
し
な
く
な
り
、
へ
き
地
教
育
に
特
有

の
問
題
を
叙
述
す
る
こ
と
が
、
以
前
よ
り
も
困
難
と
な
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
注
目
を
集
め
、
肯
定
的
に
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
従
来
は
へ
き
地
学
校
に
特
有
の
も
の
と
認
識

さ
れ
て
き
た
少
人
数
学
級
の
教
育
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期

に
は
少
人
数
学
級
が
へ
き
地
以
外
で
も
増
加
し
て
い
た
た
め
、
そ
の

学
級
の
教
育
を
論
じ
る
言
説
は
へ
き
地
教
育
に
特
有
の
問
題
を
論
じ

る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
『
信
濃
教

育
』
に
お
け
る
へ
き
地
教
育
に
か
か
わ
る
言
説
実
践
に
は
、
こ
の
よ

う
な
動
態
が
生
起
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
節
で
引
用
し
た
、『
信
濃
教
育
』
一
九
六
二
年
一
二
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
編
集
部
に
よ
る
へ
き
地
学
校
の
訪
問
記
（
四
一
～
四
七

頁
）
に
お
い
て
、
長
野
県
の
教
師
は
教
育
行
政
よ
り
も
学
習
指
導
に

関
心
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
特
徴
が
彼
ら
／
彼
女
ら

の
興
味
の
焦
点
を
、
学
校
が
位
置
す
る
地
域
と
教
育
実
践
の
関
係
よ

り
も
、
教
室
内
の
教
育
実
践
自
体
に
置
か
せ
る
傾
向
を
促
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
表
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
山
村
は

多
い
が
、
へ
き
地
学
校
の
割
合
は
全
国
平
均
よ
り
も
小
さ
い
（
特
に

中
学
校
が
小
さ
い
）
た
め
に
、
へ
き
地
教
育
の
存
在
感
が
決
し
て
大

き
な
も
の
で
は
な
い
長
野
県
の
事
情
も
、
少
人
数
学
級
の
教
育
を
論

じ
る
言
説
が
有
す
る
へ
き
地
教
育
と
の
関
連
を
見
え
難
く
さ
せ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
少
人
数
学
級
、
少
人
数
指
導
、
少
人
数
教
育
、
少
人

数
授
業
、
少
人
数
学
習
と
い
っ
た
用
語
を
使
用
し
て
い
る
初
出
記
事

を
、『
朝
日
新
聞
』『
読
売
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』
の
中
央
三
紙
（
東

京
本
社
発
行
）
で
検
索
（
見
出
し
と
本
文
、
地
方
面
除
く
）
す
る

と
）
（1
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

表
2
か
ら
は
、
今
日
で
は
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
用

語
の
中
央
紙
で
の
初
出
は
、
へ
き
地
学
校
な
ど
の
少
人
数
学
級
で
少

人
数
教
育
・
授
業
・
指
導
・
学
習
が
行
わ
れ
、『
信
濃
教
育
』
で
へ

き
地
の
教
育
実
践
が
先
進
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
時
期
以
降

の
こ
と
で
あ
り
、
教
育
関
係
者
は
別
と
し
て
、
一
般
に
は
少
人
数
学

級
、
少
人
数
指
導
、
少
人
数
教
育
、
少
人
数
授
業
、
少
人
数
学
習
な

ど
へ
の
関
心
は
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
中
央
紙
に
お
い
て
一
九
六
〇
年
代
や
一
九
七
〇
年
代
初
頭

に
そ
れ
ら
の
用
語
を
使
用
し
て
い
る
記
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
は
大
学
や
私
立
高
校
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
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は
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
学
力
の
高
い
者
、
あ
る
い
は
富
裕
な
階
層
に

生
ま
れ
た
者
が
学
ぶ
恵
ま
れ
た
教
育
環
境
に
関
連
す
る
用
語
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
開
示
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
央
紙
の
言

説
実
践
で
は
、『
信
濃
教
育
』
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
実
際
に
は
深

く
繋
が
っ
て
い
る
へ
き
地
教
育
と
少
人
数
学
級
・
指
導
・
教
育
・
授

業
・
学
習
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
用
語
が
、
学
習
者
の
学
力
、
階
層
、
地
域
な
ど
と
関
係

な
く
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ど
の
時
期
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
は
ど
の
よ
う
な
言
説
が
相
関
し
て
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
別
の
機
会
に
改
め
て
分
析
し
た
い
。

お
わ
り
に

―
今
後
の
課
題

―

本
論
文
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
『
信
濃
教
育
』
に
お
け
る
へ
き

地
教
育
に
関
す
る
言
説
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
検
討
し
て

き
た
。

本
論
文
の
分
析
、
そ
し
て
前
掲
拙
稿
に
お
け
る
中
央
紙
三
紙
と

『
教
育
愛
知
』
を
史
料
と
し
た
分
析
と
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、
媒
体

を
超
え
て
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
や
半
ば
に
は
「
熱
く
」
語
ら
れ
論

じ
ら
れ
て
い
た
へ
き
地
教
育
が
、
へ
き
地
や
へ
き
地
学
校
が
な
く

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に

は
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
過
程
が
存
在
す
る
こ
と
、
他
方
で
媒

体
に
よ
っ
て
へ
き
地
教
育
を
論
じ
る
言
説
が
減
衰
し
て
い
く
文
脈
が

異
な
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

中
央
紙
三
紙
の
社
説
で
は
、
へ
き
地
教
育
に
対
す
る
諸
資
源
の
配

分
に
は
効
果
が
見
込
め
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
あ
る
い
は
、
へ
き

地
教
育
が
抱
え
る
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
都
市
に

お
け
る
過
密
地
域
の
大
規
模
校
で
生
じ
て
い
る
問
題
に
諸
資
源
を
優

先
的
に
投
入
し
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、

へ
き
地
教
育
を
論
じ
る
言
説
が
潜
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
教
育
愛
知
』
で
は
、
都
市
部
の
保
護
者
と
同
様
に
、
へ
き
地
の

保
護
者
が
教
育
投
資
的
な
観
点
か
ら
学
校
教
育
を
把
捉
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
福
祉
的
な
観
点
か
ら
理
想
的
な
教
育
環
境
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
た
へ
き
地
教
育
の
魅
力
が
失
わ
れ
、
へ
き
地
教
育

に
固
有
の
問
題
設
定
が
成
立
し
に
く
く
な
っ
た
た
め
、
へ
き
地
教
育

に
か
か
わ
る
言
説
が
沈
潜
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
本
論
文
が
分
析
対
象
と
し
た
『
信
濃
教
育
』
で
は
、
中
央

紙
社
説
や
『
教
育
愛
知
』
と
は
異
な
り
、
過
密
地
域
の
大
規
模
校
の

問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
へ
き
地
教

育
の
苦
境
や
魅
力
が
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
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か
し
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
苦
境
に
つ
い
て
は
制
度
的

物
理
的
な
も
の
よ
り
も
、
心
理
的
な
も
の
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
魅
力
に
関
し
て
は
現
在
の
へ
き
地
や
へ
き
地
学
校
の
も
の
で
は

な
く
、
過
去
の
も
の
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
容
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
へ
き
地
と
人
口
が
減
少
す
る

農
山
村
が
産
業
構
造
や
人
口
構
成
、
大
衆
文
化
の
浸
透
に
お
い
て
差

異
が
判
然
と
し
な
く
な
る
状
況
が
生
じ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景

と
し
て
、
以
前
は
へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学
校
に
特
有
の
問
題
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
少
人
数
学
級
の
教
育
を
、
へ
き
地
と
他
の
農
山

村
に
共
通
す
る
問
題
と
し
て
論
じ
る
言
説
が
増
大
す
る
こ
と
と
な
っ

た
動
態
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
少
人
数
学
級
の
教
育

か
ら
へ
き
地
教
育
の
特
有
性
が
抹
消
さ
れ
よ
う
と
す
る
事
態
が
生
じ

た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、『
信
濃
教
育
』
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
も

へ
き
地
教
育
を
論
じ
る
言
説
が
創
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
語
ら

れ
る
へ
き
地
教
育
の
難
点
は
制
度
的
物
理
的
な
も
の
か
ら
心
理
的
な

も
の
へ
と
変
容
し
、
ま
た
語
ら
れ
る
魅
力
は
へ
き
地
教
育
の
か
つ
て

の
魅
力
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
は
へ
き
地
教

育
に
特
有
の
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た
少
人
数
学
級
の
教
育
が
、
他

地
域
に
も
共
通
す
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
転
換

も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に

は
、『
信
濃
教
育
』
で
も
、「
現
在
」
の
へ
き
地
教
育
に
固
有
な
問
題

を
論
じ
る
言
説
は
衰
退
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、『
信
濃
教
育
』
に
お
け
る
一
九
六
〇
年
代
の
へ
き
地
教
育

言
説
を
辿
る
本
論
文
の
探
究
は
、
四
六
答
申
に
お
け
る
へ
き
地
教
育

へ
の
言
及
の
不
在
に
相
関
す
る
、
中
央
紙
や
『
教
育
愛
知
』
と
は
異

な
る
新
た
な
言
説
史
的
文
脈
を
剔
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

な
お
、
前
掲
拙
稿
で
も
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
へ
き
地
教
育

や
へ
き
地
学
校
に
関
す
る
言
説
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
沈
潜
し
た

と
し
て
も
、
へ
き
地
、
そ
し
て
へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学
校
は
存
在

し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
そ
れ
ら
を
論
じ
る
言
説
が

何
ら
か
の
事
象
に
よ
っ
て
賦
活
さ
れ
再
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
再
顕
在
化
は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
い
う
観

点
、
ま
た
平
等
や
公
正
と
い
っ
た
価
値
が
教
育
言
説
に
お
い
て
重
視

さ
れ
る
事
態
と
相
関
す
る
も
の
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
想
定
が
妥
当

な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
本
現
代
教
育
史
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
観

点
や
価
値
の
変
動
を
、
へ
き
地
教
育
言
説
か
ら
照
射
す
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
照
射
す
る
作
業
に
、
教
育
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の
機
会
均
等
、
平
等
、
公
正
を
論
じ
た
、
へ
き
地
教
育
史
研
究
に
留

ま
ら
な
い
先
行
研
究
の
検
討
も
含
め
て
、
稿
を
改
め
て
取
り
組
む
こ

と
と
し
た
い
。

ま
た
、
第
四
節
の
最
後
に
記
述
し
た
が
、『
信
濃
教
育
』
に
お
い

て
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
増
大
し
た
少
人
数
学
級
の
教
育
（
と
そ
れ

に
関
連
す
る
少
人
数
指
導
、
少
人
数
教
育
、
少
人
数
授
業
、
少
人
数

学
習
）
を
論
じ
る
言
説
は
、
そ
の
時
期
に
は
中
央
紙
で
広
が
っ
て
い

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
時
期
に
広
い
地
域
で
人
口

に
膾
炙
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
膾
炙
に
は
少
人
数

学
級
の
教
育
な
ど
を
価
値
づ
け
る
ど
の
よ
う
な
言
説
が
相
関
し
て
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
課
題
も
、
別
の
機
会
に
探
究
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

さ
ら
に
、
本
論
文
と
前
記
し
た
拙
稿
が
対
象
と
し
て
い
な
い
媒

体
、
例
え
ば
へ
き
地
や
農
山
村
に
多
く
の
読
者
を
有
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
農
業
雑
誌
で
は
、
中
央
紙
や
教
育
雑
誌
と
は
異
な
る
へ
き
地
教

育
に
関
す
る
論
じ
方
が
一
九
六
〇
年
代
に
成
立
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
論
じ
方
を
、
愛
知
農
業
普
及
協
会
機
関
誌
『
農
業
あ

い
ち
』（
一
九
五
五
年
創
刊
）、
長
野
県
庁
農
地
経
済
部
農
業
改
良
課

内
四
つ
葉
刊
行
会
『
四
つ
葉
』（
一
九
五
八
年
創
刊
）、
長
野
県
農
業

改
良
協
会
機
関
誌
『
農
業
と
生
活
』（
一
九
六
四
年
創
刊
、『
四
つ

葉
』
後
継
誌
）
な
ど
を
史
料
と
し
て
記
述
す
る
課
題
に
も
、
い
ず
れ

迫
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
前
掲
拙
稿
に
お
け
る
『
教
育
愛
知
』、
本
論
文
に
お
け
る

『
信
濃
教
育
』
に
関
し
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
言
説
内
容

の
変
容
に
関
す
る
質
的
分
析
を
遂
行
し
、
へ
き
地
教
育
や
へ
き
地
学

校
を
論
じ
た
各
年
の
論
考
数
の
推
移
な
ど
と
い
っ
た
量
的
分
析
に
取

り
組
ん
で
い
な
い
。
中
央
紙
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
は
取
り
組
ん
だ
量

的
分
析
を
両
誌
に
関
し
て
も
実
施
し
、
そ
れ
ら
の
比
較
か
ら
見
え
て

く
る
媒
体
ご
と
の
へ
き
地
教
育
言
説
の
動
態
の
異
同
を
検
討
す
る
作

業
も
、
今
後
の
研
究
調
査
活
動
の
射
程
に
収
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

＊
本
論
文
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP20 K02439

、JP20 K02544

及

び
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
（
二
〇
二
二
～
二
三
年
度
）
を
活
用

し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
）　

大
臣
官
房
企
画
室
「（
資
料
）
中
央
教
育
審
議
会
の
審
議
経
過
」

文
部
省
『
文
部
時
報
』
第
一
一
二
九
号
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、

一
九
七
一
年
、
一
一
〇
頁
。

（
2
）　

信
濃
教
育
会
は
、
一
八
八
六
年
に
創
設
さ
れ
た
教
育
会
で
あ
る
。
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教
育
会
と
は
、
学
制
頒
布
以
降
に
教
育
の
普
及
、
教
師
の
研
修
、

教
育
方
法
の
伝
習
・
開
発
な
ど
に
取
り
組
む
た
め
に
各
地
に
創
設

さ
れ
た
私
立
の
職
能
団
体
で
あ
り
、
次
第
に
府
県
単
位
の
も
の
へ

と
発
展
し
、
全
国
的
な
教
育
会
（
一
八
八
三
年
に
設
立
さ
れ
た
大

日
本
教
育
会
、
そ
れ
を
母
体
の
一
つ
と
し
て
一
八
九
六
年
に
設
立

さ
れ
た
帝
国
教
育
会
〈
一
九
四
四
年
に
再
び
大
日
本
教
育
会
と
、

第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
に
は
日
本
教
育
会
と
改
称
〉）
も
組
織
さ

れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
に
は
、
日
本
教
育
会
や
ほ
と
ん

ど
の
地
方
教
育
会
の
活
動
や
機
能
、
財
産
は
、
日
本
教
職
員
組
合

と
そ
の
関
連
団
体
に
継
承
さ
れ
る
な
ど
し
た
。
信
濃
教
育
会
は
、

山
口
県
教
育
会
な
ど
と
と
も
に
敗
戦
後
も
存
続
し
、
活
動
を
継
続

し
て
い
る
数
少
な
い
教
育
会
の
一
つ
で
あ
り
、『
信
濃
教
育
』
の
刊

行
、
教
科
書
や
教
師
用
指
導
書
の
出
版
、
講
習
会
の
開
催
、
各
種

研
究
調
査
な
ど
の
活
発
な
活
動
を
現
在
で
も
展
開
し
て
い
る
。



　

信
濃
教
育
会
が
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
も
存
続
し
た
経
緯
は
、

越
川
求
「
戦
後
改
革
期
に
お
け
る
信
濃
教
育
会
存
続
の
歴
史
的
意

味

―
教
育
文
化
活
動
を
中
心
と
し
た
職
能
団
体
と
し
て
の
改
革

過
程

―
」（『
立
教
大
学
教
育
学
科
研
究
年
報
』
第
六
四
号
、
二

〇
二
一
年
、
八
七
～
一
〇
四
頁
）
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

（
3
）　

同
誌
は
一
八
八
六
年
に
『
信
濃
教
育
会
雑
誌
』
と
し
て
創
刊
さ
れ
、

一
九
〇
七
年
刊
行
の
第
二
五
二
号
よ
り
現
在
誌
名
に
改
題
さ
れ
た
。

（
4
）　

拙
稿
「
新
聞
と
教
育
委
員
会
機
関
誌
に
見
る
一
九
六
〇
年
代
に
お

け
る
へ
き
地
教
育
言
説
の
動
態
」『
成
城
文
藝
』
第
二
六
一
号
、
二

〇
二
三
年
、
二
～
九
頁
。
概
要
を
記
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



　

先
行
研
究
で
は
、
へ
き
地
教
育
に
関
す
る
制
度
史
、
政
策
史
、

思
想
史
的
な
研
究
、
あ
る
い
は
へ
き
地
の
教
育
実
践
や
学
校
運
営

の
実
態
、
成
果
、
課
題
な
ど
を
叙
述
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き

た
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
へ
き
地
教
育
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
た

の
か
を
歴
史
的
に
分
析
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
一
九
五
〇
年
代
の
へ
き
地
教
育
で
は
、
教
師
た
ち
が
一
九

五
二
年
に
組
織
し
た
全
国
へ
き
地
教
育
研
究
連
盟
、
そ
し
て
各
都

道
府
県
の
教
育
委
員
や
教
育
行
政
関
係
者
が
一
九
五
三
年
に
組
織

し
た
全
国
へ
き
地
教
育
振
興
促
進
期
成
会
の
活
動
が
、
一
九
五
四

年
の
へ
き
地
教
育
振
興
法
制
定
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
以
降
、
教
育

環
境
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
育
方
法
の
整
備
な
ど
が
図
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
新
聞
の
記
事
数
の
推
移
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番

組
数
の
推
移
に
基
づ
け
ば
、
一
九
六
〇
年
代
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

の
へ
き
地
教
育
に
対
す
る
関
心
は
、
半
ば
ま
で
は
高
ま
り
続
け
た

が
、
そ
れ
以
降
は
薄
ら
い
で
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）　

長
野
県
で
の
経
験
で
は
な
い
が
、
草
間
勉
「
思
い
出
」（『
信
濃
教

育
』
一
九
六
五
年
七
月
号
、
四
七
～
五
〇
頁
）
は
、
か
つ
て
勤
務

し
て
い
た
京
都
府
で
の
経
験
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
希
望
し
て

赴
任
し
た
分
校
に
お
い
て
、
教
育
局
長
に
「
後
任
が
見
つ
か
れ
ば

出
す
が
、
そ
れ
ま
で
だ
め
だ
。
へ
き
地
で
役
に
た
た
な
い
者
は
、

ど
こ
へ
や
っ
て
も
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
、

ま
た
「
複
式
授
業
の
悩
み
、
教
職
に
未
熟
で
指
導
者
の
い
な
い
放
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任
さ
れ
た
希
望
の
な
い
日
の
連
続
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
赴

任
を
「
後
悔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
6
）　

な
お
、
同
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
南
佐
久
郡
川
上
第
一
小
学
校

「
学
力
向
上
の
実
際
と
学
力
調
査

―
全
村
教
育
の
立
場
か

ら

―
」（
四
四
～
五
三
頁
）
は
、
子
ど
も
た
ち
の
教
科
の
学
力
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
「
ひ
と
り
一
回
以
上
の
研
究
授
業
、
十
数
回

に
わ
た
る
指
導
者
を
へ
い
・
・

し
て
の
研
究
会
と
い
う
よ
う
に
」
現
職

教
育
に
力
を
入
れ
た
こ
と
、
特
に
国
語
の
学
力
向
上
に
力
点
を
置

き
、
実
際
に
成
果
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、

伊
那
西
箕
輪
中
学
校
「
わ
が
校
に
お
け
る
学
級
経
営

―
純
農
村
・

小
規
模
校
の
特
殊
性
に
た
っ
た
学
級
経
営

―
」（『
信
濃
教
育
』

一
九
六
六
年
一
二
月
号
、
三
五
～
四
一
頁
）
も
、
へ
き
地
教
育
や

へ
き
地
学
校
の
難
点
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
を
紹
介
し

た
も
の
で
あ
り
、
学
校
の
所
在
地
が
「
文
化
性
の
水
準
が
低
い
地

域
で
あ
り
、
生
徒
の
文
化
的
知
性
も
そ
れ
に
応
じ
た
水
準
し
か
持

ち
あ
わ
せ
の
な
い
実
態
」
で
あ
る
た
め
、
生
徒
の
文
化
的
知
性
を

「
都
市
水
準
な
み
に
高
め
た
い
と
い
う
願
い
」
に
基
づ
い
て
「
読
書

活
動
を
積
極
的
に
学
級
の
活
動
に
と
り
い
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の

発
展
と
し
て
の
全
校
活
動
を
お
し
す
す
め
て
い
る
」
と
報
告
し
て

い
る
。

（
7
）　
『
信
濃
教
育
』
一
九
六
七
年
七
月
号
は
「
現
代
教
育
の
反
省
と
課

題
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
る
が
、
本
特
集
を
組
ん
だ
理
由
を

記
し
た
「
編
集
後
記
」（
一
一
九
～
一
二
六
頁
）
に
、「
僻
地
と
は

今
は
ど
こ
だ
、
そ
れ
は
都
市
の
真
中
で
は
な
い
か
。
子
供
に
と
っ

て
、
気
の
毒
な
の
は
今
や
都
市
の
真
中
に
な
っ
た
、
と
い
ふ
意
見

発
表
を
私
は
或
る
都
市
の
教
育
会
総
会
で
聞
い
た
。
／
新
教
育
、

戦
後
の
新
教
育
の
も
た
ら
し
た
素
晴
ら
し
い
面
」
に
「
山
間
部
都

市
部
を
む
し
ろ
消
し
去
っ
て
水
準
が
上
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
こ
の
文
言
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
の
「
気
の
毒
な
場
所
」
と
し
て
の
「
僻
地
」
が
、「
山
間
部
」

で
は
な
く
、「
都
市
の
真
中
」
と
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
存
在
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
8
）　

研
究
経
過
が
一
九
六
五
年
一
一
月
号
（
八
一
～
八
三
頁
）
で
、
研

究
成
果
が
一
九
六
六
年
五
月
号
（
八
一
～
八
四
頁
）
で
報
告
さ
れ

て
い
る
。

（
9
）　
「
教
育
研
究
所
だ
よ
り　

本
年
度
教
育
研
究
テ
ー
マ
の
概
観
」『
信

濃
教
育
』
一
九
六
六
年
八
月
号
、
二
〇
五
～
二
〇
八
頁
。
一
九
六

六
年
一
一
月
号
（
七
九
～
八
一
頁
）
で
研
究
経
過
が
、
一
九
六
七

年
五
月
号
（
八
一
～
八
四
頁
）
で
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
「
教
育
研
究
所
だ
よ
り　

本
年
度
教
育
研
究
テ
ー
マ
の
概
観
」『
信

濃
教
育
』
一
九
六
七
年
八
月
号
、
八
一
～
八
四
頁
。
一
九
六
七
年

一
二
月
号
（
七
七
～
七
九
頁
）
で
研
究
経
過
が
、
一
九
六
八
年
五

月
号
（
七
八
～
八
二
頁
）
で
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

武
者
新
吾
「
小
規
模
校
の
諸
問
題
」（『
信
濃
教
育
』
一
九
六
七
年

一
〇
月
号
、
四
〇
～
四
七
頁
）
は
、
県
下
で
半
数
以
上
の
小
学
校

が
小
規
模
校
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
が
、「
本
校
の
よ
う
な
小
規
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模
校
に
は
、
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
の
な
い
ほ
ど
多
く
の
困
難
点
が

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
宿
命
的
な
も
の
と
し
て
の
み
う
け
と
め

る
の
で
な
く
、
努
め
て
長
所
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
な
し
に
は
、

子
ど
も
た
ち
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
」
と
論
じ

て
い
る
。



　

ま
た
、
尾
崎
逢
策
「
六
人
き
り
の
学
級
」（『
信
濃
教
育
』
一
九

六
八
年
二
月
号
、
六
三
～
六
五
頁
）
は
、
小
規
模
学
級
で
苦
労
す

る
点
（
球
技
や
合
唱
の
指
導
な
ど
）
を
記
し
つ
つ
も
、「
六
人
と
い

う
少
人
数
を
嘆
く
必
要
は
な
い
と
思
う
。
人
数
が
少
な
い
ほ
ど
、

ひ
と
り
び
と
り
に
与
え
ら
れ
る
自
由
の
振
幅
は
広
く
な
っ
て
く
る
。

自
由
の
振
幅
が
広
い
ほ
ど
、
ふ
き
出
す
可
能
性
の
芽
は
多
く
な
る

と
思
う
」
と
述
べ
、
社
会
科
や
算
数
科
の
実
践
を
例
と
し
て
、
自

律
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
子
ど
も
の
姿
を
叙
述
し

て
い
る
。

（
12
）　

検
索
に
は
各
紙
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
朝
日
新
聞
ク
ロ
ス
サ
ー
チ
、

ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
、
毎
索
）
を
用
い
た
。


