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10
．
和
音
に
種
類
あ
り

（
１
）
元
気
の
い
い
（
明
る
い
）

（
２
）
さ
び
し
い

（
３
）
不
安
定

11
．
和
音
を
覚
え
る
と
、
ど
の
位
の
こ
と
が
出
来
る
か

○
ハ
ホ
ト
を
（
覚
え
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
ホ
ト
以
外
の
音
を
知
る
こ
と
が
出
来

る 

→ 

ハ
ホ
ト
を
よ
り
明
確
に
覚
え
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

○
ハ
ホ
ト
を
覚
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
曲
を
教
へ
る
こ
と
が
出
来

る
、
（
実
際
指
導
あ
り
、
略
）

○
音
か
ら
音
へ
つ
な
が
っ
て
行
く
気
持
を
与
へ
る
の
が
音
楽
だ
。
た
だ
記
憶
さ
せ

る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。

○
和
音
の
単
純
な
の
が
単
純
な
音
楽
だ
。

○
終
止
符
―
音
楽
と
し
て
の
思
想
を
も
た
ぬ
、
ご
く
短
い
も
の
に
あ
つ
め
た
音
楽

の
エ
キ
ス
だ
。

○
合
唱
―
。
和
音
の
中
の
音
を
出
さ
せ
て
簡
単
に
出
来
る
と
、
合
唱
が
簡
単
に
出

来
る
。

○
発
声
が
む
り
を
し
て
ゐ
る
と
、
う
ま
く
調
和
し
な
い
。
（
実
際
指
導
を
受
け
る

―
省
略
）

○
歌
は
な
い
か
ら
優
秀
な
国
民
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。

○
音
楽
の
形
式
・
作
曲
に
入
る
基
礎
を
与
へ
る
の
で
あ
る
。

三
、
課
長
講
評

 

自
十
三
時　
　
　
　
　
　
　

 

至
十
三
時
十
分　
　
　
　
　

○
二
日
間
女
先
生
が
陣
頭
に
立
ち
、
研
究
授
業
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
反
省
し
、
自
己

を
み
が
く
べ
き
点
を
た
く
さ
ん
う
け
た
わ
け
で
あ
る
が
、
子
供
の
心
に
先
生
が

く
ひ
入
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
、
そ
の
学
習
を
喜
ん
で
つ
づ
け
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
は
、
平
素
の
授
業
の
力
を
示
し
た
も
の
と
考
へ
る
。

○
学
校
中
が
援
農
そ
の
他
に
於
て
相
当
歩
調
を
一
に
出
来
ぬ
と
い
ふ
こ
と
有
、
二

先
生
と
も
、
進
め
方
に
型
に
は
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

○
子
供
の
力
、
先
生
の
力
の
か
ち
合
ふ
点
に
於
て
、
こ
の
先
生
、
こ
の
子
供
で
な

け
れ
ば
み
ら
れ
な
い
と
い
ふ
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
る
や
う
、
子
供
の
学
力
を
う

け
る
と
同
時
に
研
鑽
さ
れ
た
い
。

○
遙
々
千
葉
先
生
が
参
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
平
素
心
配
し
て
ゐ
た
点
に
つ
い
て
、

わ
か
り
や
す
く
く
だ
き
且
、
実
地
指
導
を
、
お
り
ま
ぜ
御
指
導
下
さ
っ
た
こ
と

は
誠
に
有
難
か
っ
た
。

○
今
後
の
平
和
産
業
に
設
け
ら
れ
る
機
械
を
扱
ふ
者
が
、
子
供
時
よ
り
耳
の
訓
練

を
す
る
か
、
し
な
い
か
に
能
率
の
差
あ
る
も
の
と
思
ふ
。

○
ど
こ
ま
で
も
国
民
学
校
の
本
旨
に
則
り
、
今
後
の
指
示
さ
れ
る
も
の
に
、
方
向

に
、
力
強
く
ま
ち
が
ひ
な
く
進
ん
で
ほ
し
い
。

○
遺
憾
の
点
は
、
最
後
に
於
て
前
の
机
の
空
い
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
も
当
面
の
事
に
直
進
す
べ
き
で
あ
る
。
将
来
、
最
も
能

率
的
に
進
め
る
に
は
ど
う
す
る
か
を
、
研
究
会
の
衝
に
当
た
る
人
は
考
へ
て
く

れ
。

○
敗
戦
を
一
契
機
と
し
て
、
世
界
に
、
日
本
の
文
化
を
お
ほ
ひ
か
ぶ
せ
る
と
い
ふ

意
気
で
、
大
い
に
が
ん
ば
っ
て
欲
し
い
。

○
明
後
日
よ
り
の
教
壇
に
本
研
の
収
穫
を
充
分
に
発
揮
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

（
１
）

（
2）

（
３
）
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５
．
速
度
感
に
つ
い
て

○
耳
か
ら
歌
を
き
く
如
く
入
る
―
音
に
よ
っ
て
与
へ
る
こ
と
が
大
事
だ
。

６
．
最
低
限
度
の
音
楽
教
授

○
単
音
で
ひ
け
る
こ
と

○
両
手
で
和
音
を
ひ
け
る
こ
と　

だ
け
で
よ
い
。

７
．
教
師
自
身
の
和
音
感
の
独
習
法

○
ピ
ア
ノ
が
よ
い
。
レ
コ
ー
ド
も
必
要
な
ら
ん
。

○
差
当
り
必
要
な
も
の
は
、
五
線
の
黒
板
。
無
い
時
は　
　
　

を
使
ふ
。

８
．
音
感
教
育
の
現
状
と
将
来

○
和
音
を
多
く
記
憶
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

○
音
の
記
憶
は
相
対
的
で
よ
い

○
ほ
ん
た
う
の
耳
を
つ
く
る
為
に
は
、
音
楽
の
程
度
を
高
め
る
行
き
方
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

○
高
め
る
為
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か･･･

ハ
ホ
ト
な
ら
ハ
ホ
ト
を
確
実
に
教
へ
る

こ
と
．
即
ち
、
簡
単
な
こ
と
を
確
実
に
や
る
と
い
ふ
こ
と
也
。

○
将
来
の
音
感
教
育
は
、
音
楽
教
育
の
あ
る
一
部
を
な
し
て
行
く
。

　
　

（
ほ
ん
た
う
の
耳 

―
音
の
律
動
．
高
低
．
和
音
弁
別
．
強
弱<

遠
近>

そ
の
他
― 

を
知
る
耳
）

９
．
詩
と
曲
に
つ
い
て

○
ド
イ
ツ
の
行
き
方
（
山
田
耕
筰
の
曲
）
、
抑
揚
と
音
を
同
じ
や
う
に
す
る
―

○
律
動
か
ら
頭
を
つ
か
ん
だ
曲
。

が
な
い
。

○
と
か
く
感
情
を
含
め
る
。

◎
わ
れ
わ
れ
の
気
持
を
全
世
界
に
伝
へ
る
先
駆
と
し
て
、
音
楽
が
よ
い
。

◎ 

戦
争
中
進
歩
し
て
ゐ
た
国
民
学
校
の
音
楽
を
将
来
ど
う
す
る
か
。
即
ち
、
学
校

音
楽
を
し
て
西
洋
、
日
本
、
社
会 

音
楽
に
関
心
を
も
つ
や
う
に
致
し
た
い
。

３
．
本
日
の
授
業
に
つ
い
て
（
講
評
）

○
効
果
は
そ
の
人
の
実
力
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。

○
分
散
和
音
唱
の
律
動
が
む
つ
か
し
く
て
子
供
が
う
た
へ
な
か
っ
た
や
う
だ
が
、

律
動
は
、
い
ろ
い
ろ
に
、
易
→
難
へ
と
、
順
次
に
進
め
て
行
く
べ
き
だ
と
思

ふ
。

○
教
授
者
は
落
着
い
て
、
あ
が
っ
ゐ
た
。
―
窓
外
の
雀
の
声
が
き
こ
え
な
か
っ
た

こ
と
―

○
コ
ト
バ
を
つ
け
て
歌
ふ
場
合
は
、
あ
ま
り
強
弱
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
。
四
拍

子
と
し
て
の
流
れ
が
み
え
て
ゐ
れ
ば
よ
い
。

○
休
止
符
の
短
く
な
る
の
は
惰
力
が
つ
い
て
速
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
除

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
和
音
教
育
は
初
一
だ
け
で
な
く
、
い
つ
で
も
、
拡
声
器
に
よ
っ
て
、
各
教
室
一

せ
い
に
指
導
す
る
と
い
ふ
方
法
も
あ
る
。

○
レ
コ
ー
ド
の
鑑
賞
は
と
き
ど
き
さ
せ
る
。

○
歌
詞
の
取
扱
ひ
は
、
一
番
が
あ
れ
だ
け
出
来
る
の
だ
か
ら
、
二
番
ま
で
や
っ
て

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

○
教
材
の
選
択
は
必
修
教
材
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
戦
争
に
関
係
の
あ
る
も
の

は
避
け
る
が
よ
い
。

４
．
律
動
感
に
つ
い
て
、

○
拍
子
が
同
じ
で
も
律
動
が
ち
が
ふ
。
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す
ね
。

千
葉
（
日
） 

こ
の
歌
は
特
徴
が
あ
る
。
即
ち
、
日
本
的
旋
律
を
セ
イ
ヨ
ウ
の
楽
式
に

よ
っ
て
か
い
て
い
ゐ
る
。
「
ア
サ
ノ
ウ
タ
ウ
タ
フ
」
は
日
本
風
で
す
。

二
、
講
演
と
講
評

第
一
師
範
学
校
教
官　

千
葉
日
出
成
氏

 

自
十
時
二
十
分　
　
　
　
　
　

 

至
十
三
時　
　
　
　
　
　
　
　

「
文
化
日
本
建
設
に
ス
タ
ー
ト
す
る
音
楽
教
育
を
如
何
に
す
る
か
」

１ 

．
戦
前
及
戦
後
に
於
て
、
日
本
で
は
音
楽
を
如
何
に
み
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
と
、
趣
味

の
問
題
と
し
て
取
扱
ひ
、
娯
楽
と
し
て
、
娯
楽
機
関
の
一
と
し
て
み
て
ゐ
た
。
学
校

で
や
る
そ
れ
も
亦
か
か
る
見
方
で
み
ら
れ
て
ゐ
る
。

○
戦
争
に
於
て
社
会
音
楽
は
如
何
に
な
っ
て
行
っ
た
か
と
い
ふ
と
、
戦
時
音
楽

と
変
り
、
詞
（
詩
）
の
方
は
、
り
っ
ぱ
な
も
の
が
出
来
て
ゐ
る
が
曲
は
、
相
当

に
野
卑
で
あ
り
、
さ
び
し
い
と
い
ふ
の
が
多
数
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
悲
壮
で

は
な
く
、
セ
ン
チ
な
亡
国
的
な
歌
曲
が
多
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
人
の

も
つ
さ
び
し
さ
を
好
む
性
状
に
迎
合
し
、
曲
を
売
ら
う
と
し
た
作
曲
家
の
政
な

り
。

○
国
家
が
何
故
そ
れ
を
一
掃
し
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
耳・
が・
な・
く・
、
た

め
に
、
曲
に
対
す
る
統
制
を
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
、
今・
日・
の・
幸・
い・

を
生
ん
で
ゐ
る
が
、
之
は
後
述
す
る
。

○
戦
争
の
為
に
社
会
一
般
音
楽
は
劣
等
に
な
つ
た
。

○
わ
が
国
に
は
、
わ
が
国
の
す
ば
ら
し
い
音
楽
が
あ
る
と
誇
っ
て
ゐ
た
が･･･

こ
れ

を
ど
う
考
へ
る
か
、
考
へ
て
行
く
か
、
と
い
ふ
反
省
を
す
る
要
あ
り
。

○
理
論
の
伴
は
ぬ
音
楽
に
は
進
歩
な
し
。
日
本
の
音
楽
に
は
理
論
が
な
い
。
（
複

雑
で
あ
る
故
な
り
。
）

　

形
式
・
構
成
等
、
外
人
に
は
不
満
足
で
あ
る
。
之
を
彼
ら
に
も
感
動
さ
せ
得
る
や
う

に
、
日
本
音
楽
を
世
界
音
楽
な
ら
し
め
る
―
こ
の
基
礎
を
国
民
学
校
で
や
る
の
で
あ

る
。

２
．
国
民
学
校
の
音
楽

○
戦
争
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
か
ら
欧
米
的
な
も
の
を
全
部
と
り
除
き
、
日

本
的
な
も
の
と
し
た
が
、
当
局
者
に
耳
の
な
い
故
（
先
述
す
）
に
（
詞
は
と
り

除
い
た
が
、
）
曲
は
判
ら
ぬ
か
ら
、
欧
米
の
基
礎
に
立
つ
こ
と
を
許
可
し
た
。

 　

即
ち
、
西
洋
の
基
礎
に
国
民
学
校
の
音
楽
を
出
発
さ
せ
た
。
之
を
一
方
に
於

い
て
や
り
乍
ら
、
一
方
に
於
て
（
旋
律
に
於
て
）
日
本
的
な
も
の
を
加
へ
、
西

洋
風
に
流
れ
な
い
こ
と
を
期
し
た
。

○
日
本
的
を
強
調
し
、
西
洋
音
楽
の
研
究
を
抑
へ
た
、
こ
れ
が
日
本
が
日
本
だ
け

に
止
っ
て
ゐ
る
所
以
な
り
。

○
一
方
に
於
て
西
洋
音
楽

　

一
方
に
於
て
日
本
音
楽　

 

を
研
究
し
、
日
本
音
楽
を
世
界
音
楽
と
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
ぬ
。

○
か
か
る
意
味
に
於
て
、
戦
争
中
、
国
民
学
校
の
音
楽
は
ぐ
ん
ぐ
ん
進
歩
し
た
。

○
音
高
の
記
憶
に
つ
い
て
は
相
対
的
で
も
よ
い
と
し
た
。

○
和
音
の
ち
が
ひ
を
は
っ
き
り
と
し
た
。

○
二
元
的
教
授
を
、
一
元
的
に
し
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
た
。

◎
音
楽
の
批
評
の
態
度

○
あ
る
方
面
の
形
式
に
あ
て
は
め
や
う
と
す
る
〜
政
に
芸
術
方
面
の
発
展
、
進
歩
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に
指
導
し
て
ゐ
る
か

河
野 
い
つ
も
立
た
せ
て
指
導
し
て
ゐ
る

千
葉
（
上
） 

レ
コ
ー
ド
の
観
賞
は
ふ
だ
ん
し
て
ゐ
る
か

河
野 
し
て
ゐ
ま
せ
ん

畑
中
（
浦
幌
） 
蓄
音
器
が
な
い
の
で
す
。
電
蓄
は
大
き
く
て
う
ま
く
な
い
の
で
す

上
田
（
浦
幌
） 

従
来
は
警
報
の
為
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
っ
ぱ
な
し
で
あ
っ
た
が
、
今
後

は
学
校
放
送
可
能
と
な
る
故
、
各
教
室
で
き
け
る
や
う
に
な
る

岩
田
（
活
平
） 

「
歌
」
の
筆
順
は　

　

　
　

か　
　

　

か

河
野 

わ
か
り
ま
せ
ん

千
葉
（
上
） 

国
民
学
校
は
音
名
視
唱
な
る
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
来
の
教
育
に
よ

り
、
最
後
の
む
づ
か
し
い
と
こ
ろ
は
音
階
と
な
る
が･･･

千
葉
日
出
成
講
師 　

○
移
動
（
ド
）
は
音
楽
の
勉
強
が
早
く
上
達
す
る
。

 

は
じ
め
は
ゆ
っ
く
り
や
り
、
生
徒
に
う
た
は
せ
、
だ
ん
だ
ん
速
く
す
る
。
こ

れ
を
い
つ
も
や
っ
て
ゐ
る
と
、
㋩
…
お
ぼ
え
る
。
四
年
位
に
な
っ
て
記
憶
し

な
い
者
は
、
移
を
さ
せ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

山
田
（
常
盤
） 

四
年
以
上
が
階
名
視
唱
差
支
へ
な
し
と
い
ふ
の
は
、
救
済
の
意
味
か

千
葉
（
日
） 

一
つ
は
そ
れ
に
な
る
わ
け
で
あ
る

上
田 

橘
中
佐
〜
子
供
が
よ
く
出
来
ぬ
と
き
、
音
階
名
唱
法
と
し
て
よ
い
と
教
師
用

書
に
あ
る
。

山
田 

逆
戻
り
す
る
ね
。
返
る
こ
と
は
な
い
か

千
葉
（
日
） 

目
的
が
ち
が
ふ
の
だ
。
旋・
律・
を
覚
え
る
に
は
ド
レ
ミ
ハ
が
よ
い
が
、
和・

音・
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
音
名
の
方
が
ず
っ
と
便
利
。

 

要
す
る
に
、
固
定
式
ド
レ
ミ
フ
ァ
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
小
さ
い
時
か
ら
し

な
い
と
我
々
で
も
困
る
の
だ
。
然
し
初
等
科
一
年
か
ら
音
名
で
や
っ
て
行
け

ば
、
初
回
か
ら
視
唱
出
来
得
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。　

要
す
る
に
基
礎
工

事
を
し
っ
か
り
や
っ
て
お
け
ば
よ
い
。

 

日
本
は
転
校
が
多
い
。
そ
れ
で
初
四
ま
で
は
ど
う
し
て
も
音
名
で
や
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
ふ
が
、
そ
れ
で
も
方
法
を
限
定
し
た

こ
と
は
進
歩
を
鈍
ら
す
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
ふ
。

山
田　

伴
奏
を
ひ
い
た
こ
と
に
満
腔
の
敬
意
を
表
す
。

 

昨
日
、
今
日
と
、
特
設
授
業
は
二
人
共
女
で
あ
っ
た
が
一
つ
も
あ
は
て
る
態

度
な
き
は
、
り
っ
ぱ
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。

 

「
キ
レ
イ
」
の
「
イ
」
に
神
経
的
で
あ
っ
た
故
に
、
子
供
の
旋
律
の
把
捉
に
注

意
が
な
か
っ
た
。
即
ち
、
「
ア
ラ
ヒ
マ
セ
ウ
」
の
ま
ち
が
ひ
を
最
後
に
於
て

気
づ
き
「
ゴ
キ
ゲ
ン
イ
カ
ガ
」
の
と
こ
ろ
は
最
後
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
や

う
だ
が
如
何
。
尚
こ
の
ま
ち
が
ひ
は
、
前
に
習
っ
た
も
の
を
き
っ
〔
マ
マ
〕
お

ぼ
え
て
ゐ
る
故
か
と
思
ふ
。

河
野 

女
子
の
方
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

山
田 

旋
律
の
把
捉
は
一
時
間
目
に
於
て
大
事
だ
と
思
ふ

岩
佐 

二
節
を
全
然
と
り
あ
つ
か
は
な
か
っ
た
の
は
如
何
。

河
野 

二
時
間
目
に
や
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

岩
佐 

そ
こ
に
あ
る
の
だ
か
ら
（
二
番
目
に
も
朝
の
歌
の
気
分
が
入
っ
て
ゐ
る
の
だ

か
ら
）
取
扱
ふ
べ
き
が
よ
い
と
思
ふ
。

岩
佐 

音
楽
の
授
業
は
女
の
先
生
が
よ
い
や
う
で
す
ね
。
声
が
き
れ
い
で
ね
。

伏
見 

そ
う
で
す
ね
。

山
田 

（
千
葉
講
師
に
）　

コ
ロ
ム
ビ
ヤ
の
レ
コ
ー
ド
は
二
番
目
の
を
し
ま
ひ
を
お
そ

く
し
て
ゐ
る
が
、
新
し
い
傾
向
か
、
教
育
的
に
み
て
ど
う
か

千
葉
（
日
） 

子
供
の
芸
術
心
を
こ
は
す
や
う
に
な
ら
な
け
れ
ば･･･

山
田 

不
思
議
で
す
ね
。

千
葉
（
日
） 

古
典
音
楽
は
一
番
最
後
は
、
お
そ
く
す
る
約
束
に
な
っ
て
ゐ
る
が･･･

 

し
か
し
、
子
供
の
気
持
に
逆
ふ
や
う
で
あ
れ
ば
ど
う
か
と
思
ふ

上
田 

コ
ロ
ム
ビ
ヤ
は
文
部
省
認
定
か
。
認
定
は
テ
イ
チ
ク
だ
け
だ
と
思
ふ
。
又
、

速
さ
は
ち
が
は
ぬ
。

千
葉
（
日
） 

唱
歌
の
先
生
は
、
芸
術
的
に
相
当
の
才
能
を
持
ち
乍
ら
も
子
供
に
な
っ

て
歌
は
ね
ば
な
ら
ず
む
づ
か
し
い
。
子
供
に
は
感
情
が
単
純
な
ほ
ど
よ
い
。

山
田 

う
た
の
ほ
ん
（
下
）
で
は
之
が
白
眉
で
は
な
い
か
。
雨
と
い
ふ
の
も
よ
い
で
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○
詰
襟
で
な
く
折
襟
に
せ 

と
彼
ら
は
言
っ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
戦
斗
帽
子
、
国

民
服
、
ゲ
ー
ト
ル
、
ざ
ん
ぎ
り
は
、
彼
ら
が
非
常
に
恐
れ
、
且
、
歴
戦
の
者
ほ

ど
敵
愾
心
旺
盛
で
残
虐
で
あ
る
。
文
化
的
、
非
文
化
的
と
は
別
に
、
早
く
帰
さ

う
と
思
ふ
が
故
に
、
さ
う
し
た
い
と
思
ふ
。

伏
見 

日
本
人
の
服
装
の
だ
ら
し
な
い
こ
と
、
文
明
程
度
の
低
い
こ
と
に
彼
ら
は
驚

い
た
と
い
ふ
。
お
互
ひ
に
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

岩
佐 

彼
ら
に
対
す
る
男
子
の
態
度
〜
道
路
に
於
て
す
れ
ち
が
っ
た
と
き
、
礼
を
す

べ
き
か

課
長 

必
要
な
し
。
但
し
用
を
も
っ
て
来
た
時
は
、
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

熊
谷 

国
民
学
校
の
児
童
に
ど
の
程
度
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
課
す
べ
き
か
（
顛
末

等
を
見
る
必
要
上
）

課
長 

課
外
で
教
へ
る
べ
き
だ
ら
う
。

熊
谷 

文
部
省
制
定
の
も
の
は
如
何

課
長 

そ
れ
は
高
等
科
の
商
業
に
出
て
ゐ
た
が･･･

伏
見 

四
大
節
、
国
旗
掲
揚
に
つ
い
て
は
、
指
示
あ
る
ま
で
は
従
前
通
り
で
差
支
へ

な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

塚
田 

公
衆
道
徳
と
い
ふ
こ
と
を
反
省
し
て
み
る
に
、
礼
儀
の
教
育
が
や
か
ま
し

く
、
且
そ
れ
が
誤
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
例
へ
ば
列
車
中
に
於
て

寝
て
ゐ
る
者
を
起
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
や
う
な･･･

課
長 

積
極
的
な
悪
習
―
人
を
押
し
の
け
て
後
か
ら
来
る

 

消
極
的
な
悪
習
―
寝
て
ゐ
る
者
を
起
せ
な
い
―
の
両
面
が
あ
る
。

塚
田 

社
会
的
な
制
裁
が
不
足
し
て
ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
か

山
田 

一
対
一
と
い
ふ
関
係
を
意
識
す
る
か
ら
だ
ら
う

課
長 

人
の
あ
や
ま
ち
に
注
意
を
し
な
い
の
が
日
本
人
の
欠
点
な
り

塚
田 

あ
ま
り
に
国
体
的
に
指
導
者
居
て
動
か
し
た
と
い
ふ
教
育
の
部
面
が
悪
か
っ

た
。
故
に
そ
の
圧
力
が
と
れ
る
と
乱
れ
る
。

伏
見 

成
人
教
育
（
民
衆
教
育
）
が
必
要
で
あ
る

岩
田 

礼
の
問
題
に
つ
い
て
〜
精
神
的
な
い
い
う
る
ほ
い
が
な
く
な
っ
た
。
先
生
を

職
業
的
に
見
な
す
か
ら
だ
と
思
ふ

課
長 

父
兄
と
先
生
と
の
間
に
ど
ち
ら
が
先
に
礼
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
従

来
、
所
謂
指
導
者
層
は
頭
が
高
す
ぎ
た
。
い
ま
ま
で
の
教
育
者
の
考
へ
方
に

於
て
変
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
多
分
に
有
。

熊
谷 

常
会
等
に
於
て
教
育
上
困
る
や
う
な
場
合
、
あ
た
ら
ず
さ
は
ら
ず
か
、
職
員

と
し
て
の
立
場
か
ら
厳
と
し
て
や
る
べ
き
か

課
長 

健
全
な
る
判
断
を
す
る
べ
き
だ
。

 

以
上
。　

第
二
日
（
十
月
六
日
）　

浦
幌
国
民
学
校

一
、
授
業
ニ
対
ス
ル
懇
談

１
．
会
長
挨
拶

２
．
授
業
に
関
す
る
説
明　
　
　

河
野
訓
導

○
音
楽
の
授
業
は
は
じ
め
て
で
あ
る

○
指
導
案
の
通
り
指
導
を
す
す
め
た

○
指
導
案
の
６
歌
唱
は
練
習
の
誤
り
。
尚
、
字
が
粗
末
で
見
に
く
い
こ
と
を
謝
す

３
．
質
疑
懇
談

千
葉
（
上
浦
幌
） 

視
唱
の
練
習
は
如
何
に
し
て
ゐ
る
か

河
野
（
浦
幌
） 

授
業
の
二
、
三
時
間
目
に
音
名
唱
で
し
て
ゐ
ま
す

千
葉
（
上
） 

強
弱
に
つ
い
て
、
生
徒
の
歌
ひ
方
が
、
先
生
の
考
へ
通
り
に
あ
ら
は
れ

て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
な
い
か

河
野 

　

そ
の
通
り
思
ひ
ま
す

千
葉
（
上
） 
休
止
符
が
短
く
な
る
ん
で
な
い
か
と
思
ふ
が
。
ふ
だ
ん
も
今
日
の
や
う
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ふ
こ
と
は
、
世
界
歴
史
上
に
な
い
で
あ
ら
う
。

○
一
億
玉
砕
し
、
敵
を
一
億
た
ふ
す････

こ
の
際
、
こ
の
戦
争
を
中
止
す
る
か
、

継
続
す
る
か
と
い
ふ
、
世
界
平
和
の
鍵
を
握
ら
れ
、
そ
れ
を
あ
の
際
（
五
百
万

の
精
鋭
と
一
万
の
飛
行
機
を
擁
し
て
）
使
わ
れ
た
の
が　

天
皇
陛
下
で
あ
ら
せ

ら
れ
る
。
か
か
る
戦
争
の
終
結
の
仕
方
は
、
新
し
く
世
界
の
問
題
と
な
る
で
あ

ら
う
。

３
、
新
日
本
建
設
の
指
標
と
国
民
教
育

　

⑴
国
体
護
持

○
真
の
平
和
は
互
ひ
の
国
の
特
性
を
認
め
合
っ
た
上
に
於
て
で
な
け
れ
ば
出
来

ぬ
。
互
ひ
の
民
族
の
個
性
を
尊
重
し
合
っ
て
始
め
て
〔
マ
マ
〕
平
和
が
つ
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

○
民
主
主
義
的
な
考
へ
方
に
よ
り
、
民
の
声
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
（
日
本
の
教

育
者
は
ま
じ
め
に
や
っ
て
来
た
、
そ
れ
に
教
育
さ
れ
た
青
年
、
大
人
で
あ
る
か

ら
、
）
皇
室
中
心
で
あ
り
、
国
体
護
持
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

○
結
局
令
第
一
条
を
も
っ
て
、
教
育
勅
語
に
よ
り
教
育
を
し
て
ゆ
く　

と
い
ふ
こ

と
に
な
る
。

　

⑵
国
内
の
秩
序
（
法
令
・
経
済
・
風
紀
）
維
持

○
日
本
的
な
秩
序
を
あ
く
ま
で
も
保
持
し
、
発
展
す
る
よ
う
に
力
を
つ
く
せ
。

○
公
衆
道
徳
と
い
ふ
こ
と
が
、
日
本
は
実
に
低
下
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
の
教
育
を
し

つ
か
り
や
る
べ
き
で
あ
る
。

　

⑶
平
和
産
業

○
平
和
産
業
的
な
も
の
を
対
象
と
し
て
教
育
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

○
「
勤
労
」
が
大
き
な
教
育
目
標
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　

⑷
衣
食
住
の
日
本
文
化
の
顕
揚

○
こ
れ
が
教
育
の
対
象
に
ど
ん
ど
ん
と
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
。

○
ま
だ
ま
だ
世
界
各
国
に
比
べ
て
遜
色
あ
り
。

　

以
上
、
日
本
の
教
育
学
者
（
石
山
脩
平
教
授
）
が
述
べ
た
将
来
の
日
本
教
育
の
私
見

で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
胸
の
中
に
考
へ
て
、
わ
り
き
れ
な
か
っ
た
も
の
が
解
決
さ
れ

る
や
う
で
あ
る
。

　

毎
日
の
新
聞
が
敗
戦
と
い
ふ
冷
厳
な
る
自
覚
を
与
え
て
来
て
ゐ
る
や
う
だ
。
新
聞
は

日
本
人
の
指
標
を
与
へ
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
よ
く
読
み
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
中
心
を
の

み
、
健
全
な
る
常
識
を
以
て
よ
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、
座
談
会　
　

自
十
五
時　

五
分　
　
　
　
　

至
十
五
時
四
十
分　
　
　
　
　

伏
見
会
長

○
「
終
戦
後
に
於
け
る
教
育
の
行
き
方
」
を
主
題
に
話
し
合
っ
て
ほ
し
い
。

○
北
大
で
挙
手
答
礼
を
廃
止
し
た
が
、
国
民
校
に
於
て
は
如
何
に
す
べ
き
か
。

課
長○

日
本
古
来
の
禮
に
戻
る
べ
き
だ
ら
う
。

○
平
素
は
ゲ
ー
ト
ル
を
は
か
な
く
て
も
よ
い
。

松
平 

乗
馬
ス
ボ
ン
は
如
何

課
長 

い
い
で
す
。

田
尾 

頭
の
毛
を
の
ば
す
の
は
文
化
的
は
非
文
化
的
か

課
長○

私
、
そ
れ
を
考
へ
て
い
な
い
が
（
ア
メ
リ
カ
の
罪
人
は
ざ
ん
ぎ
り
頭
で
、
そ
れ

と
同
じ
で
は
折
衝
な
ど
の
際
に
損
を
す
る
と
思
ふ･･･

）
の
ば
さ
う
と
思
っ
て
ゐ

る
。
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て
、
日
本
人
の
数
的
判
断
の
逡
巡
性
を
捨
て
て
し
ま
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

低
学
年
は
簡
単
な
暗
算
で
能
力
を
あ
げ
る
。
高
学
年
は
必
ず
概
算
を
や
ら
せ

て
欲
し
い
。
青
学
の
学
力
調
査
等
に
於
て
七
五
円
と
か
く
べ
き
を
七
五

と
か

七
五
ｍ
と
か
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
計
算
に
追
は
れ
て
迷
っ
て
ま
ち
が
ふ
。
つ

ま
り
概
算
を
し
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
。

○
私
自
身
、
数
が
大
き
く
な
る
と
は
っ
き
り
し
た
言
ひ
表
し
方
が
出
来
な
く
な

る
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
修
養
が
数
の
概
算
（
見
積
）
が
出
来
て
ゐ
な
い
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
は
せ
ら
れ
る
。

○
「
さ
や
う
な
ら
」
を
し
て
、
子
供
が
教
室
を
出
て
行
く
ま
で
を
授
業
の
対
象
と

し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
日
本
的
の
美
し
さ
を
現
し
て
よ
か
っ
た
。
日
本
の
礼
儀
作

法
は
、
他
家
の
玄
関
の
戸
を
あ
け
た
と
き
か
ら
、
帰
り
も
出
て
か
ら
ま
で
、
つ

ま
り
、
相
手
が
居
な
く
て
も
礼
儀
で
あ
る
。
従
っ
て
、
帰
る
と
こ
ろ
ま
で
を
授

業
の
対
象
と
す
る
の
は
け
っ
か
う
で
あ
っ
た
。

○
吉
川
先
生
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
「
ヲ
」
を
、

  
と
か
い
た
が
、 

 

と
、
子
供
に

教
へ
る
と
き
は
、
数
へ
る
べ
き
な
り
。

○
以
上
、
感
じ
た
ま
ま
を
率
直
に
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
教
壇
に
立
っ
て
一
、
二

年
で
本
日
の
授
業
は
り
っ
ぱ
で
あ
る
と
思
ふ
。
今
後
ま
す
ま
す
し
っ
か
り
や
っ

て
下
さ
い
。

２
、
講
演
概
要

『
新
日
本
建
設
の
指
標
と
国
民
教
育
』

１
、
戦
争
終
結
の
客
観
的
必
然
性

　

⑴
物
量
の
不
足

○
国
民
は
最
後
ま
で
必
勝
を
確
信
し
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
指
導
者
の
指
導
の
り
っ
ぱ

で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
マ
ッ
ク
元
帥
も
亦
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
む
し

ろ
恐
れ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、
物
の
部
面
に
於
て
は
実
に
惨
た

る
も
の
で
あ
っ
た
。

○
敵
が
本
土
上
陸
を
す
れ
ば
何
と
か
な
る
で
あ
ら
う
が
、
一
年
間
空
爆
を
つ
づ
け

ら
れ
た
ら
何
物
も
残
ら
ぬ
で
あ
ら
う
し
、
最
後
に
原
子
爆
弾
に
よ
っ
て
大
部
分

の
都
市
が
や
ら
れ
れ
ば
国
民
が
一
人
も
居
な
く
な
る
。

○
（
海
、
陸
、
空
、
針
葉
油
等
に
つ
い
て
数
的
に
説
明
あ
り
）

○
物
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
し
得
ず
、
物
に
屈
し
た
の
で
あ
る
。

　

⑵
外
交
上
の
失
敗

○
和
平
交
渉
を
し
て
ゐ
た
が
、
好
意
的
な
中
立
・
斡
旋
を
し
て
く
れ
る
国
が
一
ヶ

国
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
、
外
交
の
完
全
な
失
敗
な
り

○
か
つ
て
の
敵
ロ
シ
ヤ
に
最
後
に
な
っ
て
頼
み
、
日
本
の
腰
折
れ
し
た
る
を
外
国

に
は
っ
き
り
判
ら
せ
た
。

○
結
局
、
日
本
に
好
意
を
も
つ
国
が
一
国
も
な
く
、
壊
滅
を
希
っ
て
ゐ
た
国
が

あ
っ
た
故
に
中
途
に
終
戦
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
人
の
心
が
小
さ
く
外
国
に
容

ら
れ
な
い
数
で
あ
る
。

　

⑶
科
学
者
の
敗
北

○
ア
メ
リ
カ
は
五
年
間
、
十
二
万
人
を
使
ひ
二
十
億
弗
〔
＄
〕
を
費
し
原
子
爆
弾
を

作
っ
た
。

 

日
本
は
、
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
発
明
を
き
い
て
も
ゐ
た
が
新
武
器
と
し
て
の
研
究
は

大
段
助
手
一
人
が
真
剣
に
研
究
し
て
ゐ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

○
結
局
、
学
者
の
独
善
的
な
も
の
が
か
か
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２
、
戦
争
終
結
の
日
本
的
特
徴

　

⑴
国
体
の
保
持

○
無
条
件
降
伏
を
し
て
、
国
体
を
保
持
し
、
終
末
を
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
ま

で
の
世
界
歴
史
に
な
い
。

　

⑵
国
家
の
保
全

○
無
条
件
降
伏
を
し
な
が
ら
、
日
本
の
中
核
と
な
る
べ
き
領
土
が
残
さ
れ
た
と
い
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伏
見 

日
本
は
将
来 

立
憲
君
主
国
と
な
る
か
如
何

課
長 
天
皇
陛
下
は
そ
の
通
り
お
っ
し
ゃ
っ
て
ゐ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
対
す

る
返
事
に
国
体
政
体
に
つ
い
て
明
示
し
て
ゐ
な
い

 
国
内
の
秩
序
維
持
が
我
々
と
し
て
は
現
状
と
し
て
最
も
急
務
で
あ
っ
て
、
ス

キ
を
見
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

 

国
体
護
持
、
立
憲
君
主
主
体
を
継
続
し
得
る
如
く
努
力
す
べ
き
で
あ
る

熊
谷 

そ
の
筋
の
御
命
令
の
な
い
限
り
今
ま
で
の
信
念
を
も
っ
て
あ
た
っ
て
よ
い
か

課
長 

い
い
で
せ
う
。
殊
更
に
ま
さ
つ
し
な
い
よ
う
、
常
識
を
以
て
や
る
。

 

わ
れ
わ
れ
の
不
足
し
て
ゐ
る
常
識
は
経
済
的
の
こ
と
で
、
そ
の
他
に
於
て
は

他
に
く
ら
べ
充
分
と
思
ふ
。

 

民
主
主
義
と
い
ふ
こ
と
が
日
本
歴
史
の
上
に
於
て
ど
う
い
ふ
風
に
発
展
し
て

き
た
か
と
い
ふ
こ
と
等
、
は
っ
き
り
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

塚
田 

官
庁
の
指
示
等
に
於
て
割
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か

課
長 

（
長
官
の
言
明 

―
学
校
長
そ
の
他
に
対
す
る
― 
を
説
明
す
）

 

但
し
統
計
等
は
そ
の
や
う
な
こ
と
は
な
ひ

塚
田 

ほ
ん
た
う
に
思
想
を
保
っ
て
行
く
者
は
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
か
。

課
長 

そ
の
通
り
。
思
想
政
治
犯
の
釈
放
に
よ
り
、
国
内
は
喧
々
ご
う
ご
う
た
る
も

の
で
あ
ら
う
。
民
主
主
義
的
な
る
も
の
に
し
て
し
ま
は
う
と
し
て
ゐ
る
。

二
、
課
長
講
演
及
講
評
（
授
業
ニ
対
ス
ル
）　

自
十
三
時
三
十
分　
　
　
　
　

至
十
五
時　
　
　
　
　
　
　
　

１
、
講
評

○
悲
哀
に
み
ち
た
空
気
の
中
、
教
育
の
前
途
暗
澹
た
る
も
の
あ
る
中
、
わ
れ
わ
れ

の
行
く
べ
き
道
に
は
神
武
天
皇
の
御
弓
の
先
に
止
っ
た
金
鵄
の
光
が
み
え
る
。

し
か
し
、
行
く
べ
き
方
向
に
迷
ひ
村
研
等
を
延
期
し
た
處
あ
る
も
、
我
々
の
行

く
べ
き
道
を
語
り
合
ひ
、
こ
こ
に
村
研
が
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
に
対
し
て
敬
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。

○
当
校
の
朝
会
に
つ
い
て
は
先
程
の
質
問
に
も
あ
っ
た
が
、
答
礼
的
に
考
へ
て
ほ

し
い
と
い
ふ
の
に
は
同
感
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
き
ち
ん
と
し
て
簡
素
で
あ

る
の
は
け
っ
か
う
で
あ
る
。

○
公
開
授
業
に
就
て
―
粉
炭
を
だ
ん
ご
に
す
る
と
い
ふ
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
雑
役
的
に
考
へ
国
民
校
の
大
事
な
授
業
の
一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
考

へ
が
欠
如
し
て
ゐ
た
。
そ
の
点
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
会
、
学
校
経
営
は
、
そ
の

考
へ
を
払
拭
し
て
そ
の
学
校
の
特
殊
な
部
面
を
は
っ
き
り
し
て
、
先
生
方
に
学

ん
で
も
ら
ふ
。
そ
の
点
、
本
日
の
そ
れ
は
、
有
意
義
で
あ
っ
た
。

○
特
設
授
業
に
就
て
―
先
程
か
ら
話
し
合
っ
て
授
業
も
い
ろ
い
ろ
と
反
省
さ
れ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。

　

特
に
塚
田
先
生
か
ら
出
さ
れ
た
「
数
の
構
成
・
増
減
」
の
問
題
に
つ
い
て
当

番
校
長
の
教
師
用
書
朗
読
が
あ
っ
て
お
納
得
の
こ
と
と
思
ふ
が
、
構
成
は
数
の

性
質
の
理
会
〔
マ
マ
〕
で
あ
る 

従
っ
て
分
解
・
総
合
が
方
法
と
し
て
と
り
扱
は

れ
る
。
よ
っ
て
、
本
日
の
授
業
の
や
う
に
、
赤
い
花
と
青
い
花
を
合
せ
て
７
に

な
っ
て
差
支
え
な
し
。

　

増
減
で
あ
れ
ば
全
部
が
赤
で
あ
り
、
青
く
あ
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

算
数
的
能
力
を
与
へ
る
作
業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
、
こ
の
や
う
に
考
へ
て

ゐ
る
。

○
授
業
取
扱
の
内
容
で
あ
る
が
、
間
接
授
業
中
の
一
年
生
の
作
業
熱
心
と
、
二
年

生
の
学
習
熱
心
は
み
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
尚
浅
き
に
も
拘
わ
ら
ず
、
よ
く

こ
こ
ま
で
躾
け
た
こ
と
は
よ
い
。

　

但
、
姿
勢
が
と
て
も
悪
い
。
明
日
よ
り
正
し
て
く
れ
。

　

進
駐
軍
に
第
一
に
お
さ
れ
る
の
は
姿
勢
と
動
作
で
あ
る
相
で
あ
る
。
留
意
さ
れ

た
い
。

○
暗
算
を
や
っ
た
こ
と
は
よ
い
。
三
年
頃
ま
で
は
適
当
な
時
期
に
ど
し
ど
し
や
っ
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塚
田 

ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い

伊
藤 
（
教
師
用
書
「
数
の
構
成
」
に
つ
い
て
朗
読
）

 
構
成
は
分
解
総
合
で
増
減
は
加
減
を
意
味
し
て
い
る
と
思
ふ

平
岡 
構
成
の
意
味
か
ら
し
て
本
日
の
授
業
は
、
あ
ま
り
上
べ
す
ぎ
た
と
思
ふ
。
小

黒
板
等
も
利
用
し
て
、
も
っ
と
生
活
態
度
か
ら
を
り
こ
ん
だ
授
業
を
し
た
ら

よ
い
と
思
ふ

岩
田○

理
数
科
算
数
で
あ
る
か
ら
、
花
な
ど
を
与
へ
自
由
に
取
扱
は
せ
て
、
興
味
を
も

た
せ
、
数
観
念
に
入
ら
し
む
が
よ
い
と
思
ふ

○
ま
ち
が
っ
て
ゐ
て
も
よ
い
、
で
き
な
く
て
も
よ
い
、
要
は
究
明
す
る
に
あ
る
の

で
あ
る
、
さ
う
し
て
そ
の
う
ち
に
数
の
構
成
、
分
解
が
で
き
る

○78 

―18=60

と
書
い
た
が　
　
　
　
　

と
か
く
べ
き
だ

○
答
へ
を
求
め
る
こ
と
に
性
急
で
は
い
け
な
い
。
将
来
の
び
る
余
地
に
着
目
し
て

授
業
を
す
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
深
い
生
活
と
い
ふ
も
の
を
お
り
こ
ん
だ
も
の

で
あ
る
べ
き
だ
。

岩
佐
（
留
真
） 

二
年
生
は
柿
を
知
っ
て
ゐ
る
か
。

伊
藤 

繪
な
ど
で
知
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

 

事
実
問
題
（
生
活
）
と
し
て
、
校
庭
の
清
掃
等
に
於
て
石
を
数
へ
し
め
る
と

い
ふ
や
う
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
。

平
岡 

本
日
の
算
式
（78 

―18=
60

）
は
よ
い
。
「
タ
ス
」
「
ヒ
ク
」
に
於
て
、
な
ぜ

「
ヒ
ク
」
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
。
又
、
教
科
書
の
さ
し
ゑ
を
大
切
に
と
り

あ
つ
か
ふ
べ
き
だ
。

山
田
（
常
盤
） 

ひ
き
方
、
ま
と
め
て
ひ
か
し
た
の
に
は
何
か
考
へ
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か

吉
川 

生
徒
が
発
表
し
た
か
ら
で
す

山
田 

暗
算
は
い
つ
も
聴
暗
算
か

吉
川 

視
、
聴
を
さ
せ
て
ゐ
ま
す

山
田 

視
暗
算
を
主
と
し
た
ら
よ
い
と
思
ふ
。
紫
と
青
を
混
じ
て
ゐ
た
が
、
図
画
に

於
て
困
る
の
で
は
な
い
か

田
村
ス
エ
（
浦
幌
）　

教
師
用
書
に
青
と
書
い
て
あ
り
ま
す

山
田 

「
こ
の
問
題
の
答
え
な
ん
ぼ
」
と
き
い
て
か
ら
指
名
ま
で
の
時
間
が
長
す
ぎ

る
の
で
は
な
い
か
。

 

答
え
の
ま
ち
が
っ
た
時
は
、
子
供
に
も
発
見
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か

塚
田 

平
岡
、
熊
谷
間
に
構
成
、
増
減
に
つ
い
て
若
干
の
問
答
あ
り
。
伊
藤
、
増

減
、
構
成
の
教
師
用
朗
読
解
説
す
。

岩
佐 

朝
礼
に
於
て
生
徒
が
「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
先
生

が
だ
ま
っ
て
ゐ
た
が
い
つ
も
さ
う
か
。

 

自
分
は
、
こ
と
ば
を
返
す
べ
き
で
な
い
か
と
思
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
生
徒
に

要
求
す
る
正
し
い
礼
儀
で
あ
り
、
且
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訓
育
さ
れ
る
の
で
あ

る
と
思
ふ
。

伊
藤 

今
ま
で
の
習
慣
通
り
や
っ
て
ゐ
る

田
尾 

数
図
表
、
計
数
器
等
準
備
し
て
ゐ
る
か

吉
川 

し
て
ゐ
ま
す

塚
田 

国
民
的
信
念
、
教
育
的
信
念
を
正
々
堂
々
と
や
れ
な
い
場
合
が
あ
り
、
地
下

教
育
を
し
よ
う
と
思
ふ
が････

伊
藤 

私
も
ま
い
っ
て
ゐ
る
。
声
を
大
に
す
べ
き
か
、
地
下
運
動
が
妥
当
な
り
や
、

家
庭
に
於
て
や
っ
て
も
ら
ふ
べ
き
か
、
上
か
ら
の
明
示
あ
る
ま
で
待
っ
て
ゐ

る････

塚
田 

わ
れ
わ
れ
の
信
念
は
ま
ち
が
ひ
な
い
と
思
ふ
が

伊
藤 

ま
ち
が
ひ
な
い
と
確
信
し
て
ゐ
る
が
、
口
に
出
し
て
は
如
何
と
思
っ
て
ゐ
る

塚
田 

五
ヶ
条
ご
誓
文
、
十
七
条
の
憲
法
、
神
武
天
皇
の
勅
等
に
於
て
み
て
も
、
ま

ち
が
ひ
な
い
と
思
ふ
が

伊
藤 
学
校
或
は
家
庭
に
於
て
伝
え
な
い
と
将
来
ど
う
な
る
か
と
思
ふ

山
田 

ア
メ
リ
カ
色
を
一
切
す
て
る
と
い
ふ
考
へ
方
は
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
、
が
、
地

下
運
動
は
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
が
如
何

78
−18
―

60
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昭
和
二
十
年
度
浦
幌
村
教
育
研
究
会
記
録

第
一
日
（
十
月
五
日
）　

常
室
国
民
学
校

出
席
人
員　

〔
空
白
〕

一
、
授
業
ニ
対
ス
ル
懇
談　
　

 

自
十
二
時
三
十
分　
　
　
　
　

 

至
十
三
時
四
十
分　
　
　
　
　

１
、
学
校
経
営
説
明
概
要　

伊
藤
校
長

○
勤
労
第
一
で
邁
進
し
て
来
た
。
終
戦
後
も
、
勅
書
を
奉
戴
し
、
勤
労
第
一
を
以

て
邁
進
致
し
た
い
。

○
赴
任
後
日
浅
く
、
且
援
農
に
出
動
し
て
ゐ
た
の
で
校
舎
内
外
に
手
を
つ
け
て
ゐ

な
い
。

○
上
常
室
分
教
場
の
先
生
が
退
職
し
て
居
な
い
が
、
単
級
の
教
育
に
つ
い
て
御
教

示
願
ひ
た
い

２
、
特
設
授
業
ニ
関
ス
ル
説
明　

吉
川
訓
導

○
一
年
の
教
材
が
一
月
お
く
れ
て
ゐ
る
の
は
、
経
験
の
浅
く
未
熟
な
故
と
、
児
童

の
能
力
不
充
分
な
為
と
思
っ
て
ゐ
る
。

○
二
年
は
二
教
材
を
一
し
よ
に
し
て
時
間
配
当
を
し
た
。

○
計
算
練
習
の
上
か
ら
四
行
ま
で
は
暗
算
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
機
会
毎
に

し
て
ゐ
る
か
ら
帳
面
に
さ
せ
た
。

○
事
実
問
題
の
先
に
暗
算
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
な
し
と
認
め
て
逆
に

し
た
。

○
児
童
の
暗
算
能
力
は
不
充
分
で
あ
る
。

３
、
質
疑
懇
談

岩
田
（
活
平
） 

今
日
の
算
数
の
よ
み
か
た
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
国
語
の
よ
み
か
た
の

ア
ク
セ
ン
ト
か

伊
藤
（
常
室
） 

私
も
赴
任
以
来
、
な
ほ
さ
う
な
ほ
さ
う
と
思
っ
て
ゐ
る
が
な
ほ
り
き

ら
ず
困
つ
て
ゐ
る

千
葉
（
上
浦
幌
） 

少
年
団
、
更
に
学
徒
隊
の
解
消
し
た
現
状
に
於
て
校
外
指
導
を
如

何
に
し
て
ゐ
る
か

伊
藤
（
常
室
） 

戦
争
前
に
戻
っ
て
や
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る

千
葉
（
上
浦
幌
） 

校
下
男
女
青
年
に
対
す
る
指
導
を
ど
の
面
に
於
て
し
て
ゐ
る
か

伊
藤 

現
在
手
を
つ
け
て
ゐ
な
い
。
新
聞
に
は
、
大
体
の
方
針
が
出
て
ゐ
た
や
う
で

あ
る
が
。
と
に
角
、
解
散
は
し
て
ゐ
る
が
仕
事
は
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
や
っ

て
ゐ
る

熊
谷
（
貴
老
路
） 

青
年
団
に
つ
い
て
は
各
校
共
、
行
悩
み
の
態
な
る
も
、
支
庁
当
局

の
御
意
向
は
如
何

教
育
課
長　

青
年
団
に
関
し
て
は
青
年
学
校
長
が
村
内
全
体
の
指
導
に
つ
い
て
計
画
を

た
て
て
ゐ
る
筈
で
あ
る

松
平
（
青
校
長
） 

学
徒
隊
解
散
後
は
報
国
団
で
進
め
と
い
ふ
指
示
あ
り
、
そ
の
形
で

進
ん
で
ゐ
る

熊
谷 

祭
典
等
に
於
て
青
年
の
活
躍
が
主
体
の
不
明
瞭
な
為
不
充
分
で
あ
っ
た

松
平 

（
前
項
類
似
の
答
弁
を
す
る
）

 

尚
、
以
下 

平
岡
（
川
流
布
）
、
松
平
、
塚
田
（
炭
砿
）
、
伏
見
（
浦
幌
）
間

に
、
青
年
団
に
就
て
の
問
答
あ
り
。

平
岡
（
川
流
布
） 

一
年
の
算
数
、
「
朝
顔
と
ト
ン
ボ
」
教
科
書
と
し
て
の
取
扱
ひ
は

あ
れ
で
終
る
の
か

吉
川
（
常
室
） 

は
い
、

塚
田
（
炭
砿
） 

「
数
の
構
成
」
「
数
の
増
減
」
と
あ
る
が
教
へ
る
場
合
に
同
じ
や
う

で
は
っ
き
り
し
な
い
が
ど
ん
な
も
の
か

平
岡 

本
筆
の
と
こ
ろ
は
数
の
構
成
、
分
解
と
あ
る
。
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第
二
日
目
の
最
後
に
再
び
教
育
課
長
の
講
評
が
あ
り
、
二
日
間
の
総
括
が
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
も
「
国
民
学
校
の
本
旨
に
則
っ
た
教
育
」
が
説
か
れ
て
お
り
、
戦
時
教

育
の
精
神
的
継
続
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
の
意
義
】

　

も
と
も
と
国
民
学
校
は
、
日
中
戦
争
後
に
従
来
の
尋
常
小
学
校
な
ど
か
ら
、
よ
り
国

家
主
義
的
な
教
育
を
目
的
に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
国
史
観
に
基
づ
く
国

民
学
校
教
育
の
考
え
方
が
、
い
か
に
現
場
に
深
く
定
着
し
て
い
た
の
か
を
、
質
疑
や
座

談
会
で
の
各
教
員
の
発
言
か
ら
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。

　
　

 

…
日
本
の
教
育
者
は
ま
じ
め
に
や
っ
て
来
た
、
そ
れ
に
教
育
さ
れ
た
青
年
、
大
人

で
あ
る
か
ら
、
皇
室
中
心
で
あ
り
、
国
体
護
持
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

結
局
…
〔
こ
れ
か
ら
も
〕
教
育
勅
語
に
よ
り
教
育
を
し
て
ゆ
く　

と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。

　

と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
前
後
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
信

念
を
持
っ
て
や
っ
て
き
た
」
「
ほ
ん
た
う
に
思
想
を
保
っ
て
行
く
者
は
わ
れ
わ
れ
で
は

な
い
か
」
な
ど
の
発
言
も
見
ら
れ
る
。
敗
戦
を
迎
え
、
新
教
育
や
民
主
主
義
が
声
高
に

叫
ば
れ
る
世
の
中
の
動
き
に
、
違
和
感
と
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
る
教
育
者
た
ち
の
姿
が

う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
で
、
そ
う
し
た
不
安
な
時
代
の
中
に
も
、
新
日
本
の
担
い
手
と

し
て
真
摯
に
学
校
教
育
に
向
き
合
い
、
教
育
技
術
の
研
鑽
に
努
め
る
先
生
方
の
姿
が
浮

か
び
上
が
る
。

　

本
資
料
は
、
そ
う
し
た
激
動
の
時
代
に
お
け
る
学
校
現
場
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る

事
が
で
き
る
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
算
数
や

音
楽
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
教
科
教
育
の
技
術
論
の
時
代
的
変
遷
知
る
上
で
も

興
味
深
い
資
料
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、
今
後
、
教
育
方
法
論
的
な
視
点
か
ら
の
検
討

を
加
え
る
事
も
必
要
で
あ
る
。

　

当
資
料
は
二
〇
一
四
（
平
成
二
十
六
）
年
六
月
に
帯
広
市
の
藤
丸
百
貨
店
を
会
場
に

開
催
さ
れ
た
合
同
古
書
市
（
オ
ビ
ヒ
ロ
藤
丸
古
書
の
ま
ち
）
に
、
札
幌
市
内
の
古
書
店

（
サ
ッ
ポ
ロ
堂
書
店
）
か
ら
出
品
さ
れ
て
い
た
も
の
を
筆
者
が
買
い
取
っ
た
も
の
で
あ

る
。
今
後
、
公
共
の
調
査
研
究
資
料
と
し
て
保
存
・
活
用
す
る
た
め
、
浦
幌
町
立
博
物

館
へ
収
蔵
す
る
。

（
註
）
大
段
助
手
：
東
京
大
学
理
学
部
化
学
教
室
の
水
島
三
一
郎
研
究
室
に
お
い
て
、
一
九
四
四

（
昭
和
十
九
）
年
八
月
十
五
日
に
化
学
実
験
中
の
事
故
で
亡
く
な
っ
た
大
段
政
春
氏
の
こ
と
。
当

時
、
水
島
研
究
室
は
陸
海
軍
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
受
託
し
て
お
り
、
こ
の
時
も
電
波
探
知
機
の

高
周
波
絶
縁
材
の
製
造
実
験
を
実
施
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
が
液
体
酸
素
に
漏
れ
て
引

火
し
、
爆
発
し
た
と
さ
れ
る
（
村
上
謙
吉
二
〇
〇
八
「
太
平
洋
戦
争
と
ゴ
ム
研
究
に
つ
い
て
」
『
日

本
ゴ
ム
協
会
誌
』
八
一
：
六
五ｰ

六
九
）
。
こ
の
事
故
で
大
段
助
手
は
命
を
落
と
し
た
が
、
葬
儀
に

際
し
て
二
階
級
特
進
を
受
け
、
職
階
を
助
教
授
と
し
て
葬
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
当
時
、

世
間
で
は
大
段
氏
は
新
型
爆
弾
の
研
究
の
た
め
に
尊
い
犠
牲
と
な
っ
た
の
だ
と
の
噂
が
広
が
っ
て
い

た
。
こ
の
教
育
課
長
の
発
言
も
、
大
段
助
手
が
原
子
爆
弾
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
研
究
に
従
事
し
て
い
た

と
誤
解
し
て
い
る
。

（
判
例
）
翻
刻
に
あ
た
り
、
旧
漢
字
は
現
代
漢
字
に
改
め
た
。
仮
名
づ
か
い
や
句
読
点
の
位
置
に
つ
い

て
は
原
則
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
編
集
上
付
記
し
た
事
項
に
つ
い
て
は〔　

〕
内
に
記
し
た
。
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国
民
学
校
教
員
以
外
の
出
席
者
と
し
て
、
左
の
三
名
の
名
が
あ
る
。
な
お
、
千
葉
日

出
成
氏
の
名
は
、
「
日
出
城
」
氏
の
誤
記
と
推
察
さ
れ
る
。

・
氏
名
不
明
（
十
勝
支
庁
教
育
課
長
）

・
松
平
（
青
年
学
校
長
）

・
千
葉
日
出
成
（
北
海
道
第
一
師
範
学
校
教
授
）

【
構
成
】

　

記
録
は
第
一
日
目
（
十
月
五
日
）
と
第
二
日
目
（
十
月
六
日
）
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
日
目
の
内
容
は
「
一
、
授
業
ニ
対
ス
ル
懇
談
」
「
二
、
課
長
講
演
及
講
評
」

（
授
業
ニ
対
ス
ル
）
」
「
座
談
会
」
で
、
二
つ
の
内
容
を
含
め
て
午
後
十
二
時
三
十
分

か
ら
十
五
時
四
十
分
ま
で
で
あ
る
。

　

第
二
日
目
の
内
容
は
「
一
、
授
業
ニ
対
ス
ル
懇
談
」
「
二
、
講
演
と
講
評
」
「
三
、

課
長
講
評
」
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
日
目
の
開
始
時
間
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「
二
、
講
演
と
講
評
」
が
「
十
時
二
十
分
か
ら
十
三
時
」
と
な
っ
て
お
り
、
お
お
む
ね

午
前
中
で
終
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

「
授
業
ニ
対
ス
ル
懇
談
」
は
、
国
民
学
校
訓
導
一
名
が
授
業
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し

て
参
加
者
全
体
で
意
見
交
換
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
記
録
の
内
容
か
ら
、
第
一

日
目
は
算
数
、
第
二
日
目
は
音
楽
の
研
究
授
業
を
実
施
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
第
一
日
目
は
算
数
に
関
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
途
中
で
青
年
団

は
今
後
ど
う
す
る
の
か
？
こ
れ
ま
で
の
教
育
信
念
は
ど
う
な
る
の
か
？
な
ど
の
議
論
に

話
が
中
座
し
て
い
る
。

　

第
一
日
目
の
「
課
長
講
演
及
講
評
」
は
、
前
半
に
研
究
授
業
に
対
す
る
十
勝
支
庁
教

育
課
長
の
講
評
が
あ
り
、
続
い
て
「
新
日
本
建
設
の
指
標
と
国
民
教
育
」
と
題
し
た
講

演
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
課
長
講
演
の
内
容
は
、
皇
民
化
教
育
、
軍
国
主
義
教
育
の
内
容
を
示
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
終
戦
詔
勅
か
ら
二
ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
あ
り
、
連
合
国
軍
（
進
駐

軍
）
に
よ
る
占
領
政
策
、
国
の
教
育
方
針
の
転
換
な
ど
が
相
次
い
で
発
せ
ら
れ
る
中
に

お
い
て
も
、
「
そ
れ
で
も
従
来
の
方
針
の
基
本
は
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
が
教
育

行
政
、
学
校
双
方
に
お
い
て
強
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
こ
の
教
育
課
長
の
講
演
に
は
、
無
条
件
降
伏
と
い
う
も
の
が
い
か
に
新
時
代

的
な
戦
争
終
結
の
方
法
で
あ
っ
た
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
無
条
件
降
伏
は
、
天
皇
を

頂
点
と
す
る
国
体
護
持
を
守
る
為
に
必
至
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
後
の
教
育
も
皇
国
史

観
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
測
が
持
た
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
実
際
に
当
時
社
会
の
一
部
に
広
ま
っ
た
日
本
の
軍
事
研
究
に
対
す
る
ひ
と
つ

の
誤
解
（
噂
話
）
が
、
課
長
講
演
の
中
に
登
場
す
る
（
註
）
。

　

さ
ら
に
最
後
の
座
談
会
で
は
、
礼
の
仕
方
や
服
装
、
頭
髪
、
道
徳
観
な
ど
、
今
後
の

こ
れ
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
頭

の
毛
を
の
ば
す
の
は
文
化
的
か
非
文
化
的
か
」
な
ど
と
い
う
議
論
が
出
て
お
り
時
代
性

を
感
じ
さ
せ
る
が
、
頭
髪
の
種
類
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
今
日
の
校
則
や
生
徒
心
得
に
も

通
じ
る
考
え
方
を
感
じ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
第
一
日
目
の
懇
談
会
と
課
長
講
演
お
よ
び
座
談
会
の
内
容

は
、
敗
戦
直
後
の
教
育
現
場
の
不
安
と
困
惑
に
満
ち
た
状
況
を
克
明
に
記
録
し
て
お

り
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

　

第
二
日
目
の
研
究
授
業
は
音
楽
で
あ
る
。
講
師
の
千
葉
日
出
成
氏
、
正
し
く
は
「
日

出
城
」
氏
（
一
九
〇
三
―
八
二
）
は
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
、
東
京
芸
術
大
学
）
卒
業

後
、
札
幌
市
立
女
学
校
、
北
海
道
第
一
高
等
師
範
学
校
（
現
、
北
海
道
教
育
大
学
札
幌

校
）
で
音
楽
教
育
に
従
事
す
る
傍
ら
、
道
内
の
小
中
高
等
学
校
の
校
歌
を
多
数
作
曲
し

た
。
浦
幌
町
内
で
は
、
旧
常
室
小
学
校
、
旧
稲
穂
小
学
校
の
校
歌
が
千
葉
氏
の
作
曲
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
十
勝
で
は
帯
広
市
立
西
小
学
校
、
同
大
正
小
学
校
、

本
別
町
立
本
別
中
学
校
、
北
海
道
芽
室
高
等
学
校
な
ど
が
あ
る
（
本
別
中
学
校
に
は
直

筆
の
楽
譜
が
保
存
さ
れ
て
い
る
）
。

　

講
演
の
内
容
は
音
楽
教
育
に
対
す
る
技
術
的
な
話
題
が
中
心
だ
が
、
戦
争
中
の
西
洋

音
楽
全
否
定
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
詞
と
作
曲
を
分
離
し
、

特
に
作
曲
の
劣
化
が
著
し
い
事
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
戦
後
、
音
楽
が
日
本
の

想
い
を
世
界
へ
訴
え
て
い
く
為
に
重
要
な
手
段
に
な
る
可
能
性
を
主
張
し
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
も
音
楽
教
育
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
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  「
昭
和
二
十
年
度
浦
幌
村
教
育
研
究
会
記
録
」

資
料
紹
介

持
　
田
　
　
　
誠
（
帯
広
百
年
記
念
館
）

　

「
昭
和
二
十
年
度
浦
幌
村
教
育
研
究
会
記
録
」
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
十

月
五
日
〜
六
日
に
か
け
て
、
当
時
の
常
室
国
民
学
校
（
後
の
常
室
小
学
校
…
二
〇
〇
五

年
三
月
三
十
一
日
廃
校
）
と
浦
幌
国
民
学
校
（
現
在
の
浦
幌
小
学
校
。
当
時
は
宝
町
に

所
在
）
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
研
究
会
の
記
録
で
あ
る
。

　

教
育
研
究
会
は
、
地
域
の
学
校
関
係
者
と
地
区
の
教
育
行
政
関
係
者
、
師
範
学
校
教

授
な
ど
が
集
い
、
概
ね
二
日
間
の
日
程
で
研
究
授
業
や
講
演
会
、
技
術
講
習
会
、
座
談

会
な
ど
を
開
催
し
、
国
民
学
校
の
方
向
性
の
確
認
や
教
育
技
術
の
向
上
を
は
か
っ
て
い

た
。
十
勝
地
方
で
は
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
頃
か
ら
同
種
の
研
究
会
が
各
町
村
で
盛

ん
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
他
、
十
勝
全
体
で
連
合
教
育
研
究
会
も
開
催
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
。

　

八
月
の
終
戦
詔
勅
か
ら
二
ヶ
月
も
経
過
し
て
い
な
い
頃
の
も
の
で
あ
り
、
敗
戦
の
喪

失
感
と
占
領
へ
の
大
き
な
不
安
、
社
会
変
革
へ
の
混
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
時
代
の
教
育

現
場
の
一
断
面
が
記
録
さ
れ
た
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。

　

本
報
で
は
、
ま
ず
資
料
全
文
の
活
字
化
を
は
か
り
、
今
後
の
研
究
に
供
し
や
す
い
形

と
す
る
と
共
に
、
内
容
に
関
し
て
若
干
の
解
説
、
補
足
を
行
っ
た
。
本
資
料
に
関
す
る

教
育
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
専
門
分
野
か
ら
の
詳
細
な
分
析
を
待
ち
た
い
。

【
資
料
の
概
要
】

　

資
料
は
Ｂ
４
判
二
つ
折
り
の
「
北
海
道
十
勝
郡
浦
幌
村
」
罫
紙
に
、
縦
書
き
二
段
組

み
で
鉛
筆
書
き
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）
。

　

資
料
に
は
記
録
者
の
所
属
、
氏
名
等
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
研
究
会
へ
参
加

し
て
い
た
町
内
の
教
職
員
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、

罫
紙
に
は
硬
筆
で
な
ぞ
っ
た
跡
が
あ
る
事
か
ら
、
記
録
資
料
と
し
て
会
員
に
配
付
す
る

た
め
に
カ
ー
ボ
ン
複
写
な
ど
が
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

冒
頭
に
「
出
席
人
員
」
の
欄
が
あ
る
が
、
空
白
と
な
っ
て
お
り
、
正
確
な
出
席
者
の

全
容
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、
質
疑
や
座
談
会
の
記
録
か
ら
大
ま
か
な
出
席
者
の
概

要
を
知
る
事
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
出
席
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
）
の
地
名
は
国
民
学
校
の
名
称
を
示
し
、
職
名
は
訓
導
（
今
日
の
小
学
校
教
員
に
相

当
）
で
あ
る
。

・
伊
藤
（
常
室
・
学
校
長
）
・
吉
川
（
常
室
）
、
岩
田
（
活
平
）
、
千
葉
（
上
浦

幌
）
、
熊
谷
（
貴
老
路
）
、
平
岡
（
川
流
布
）
、
塚
田
（
炭
砿
）
、
岩
佐
（
留
真
）
、

山
田
（
常
盤
）
、
伏
見
（
浦
幌
、
研
究
会
長
）
、
田
村
ス
エ
（
浦
幌
）
、
河
野
（
浦

幌
）
、
畑
中
（
浦
幌
）
、
上
田
（
浦
幌
）
、
田
尾
（
所
属
不
明
）




