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ー
保
科
孝一
の
紹
介
と
諸
家
の
実
践

大
正
期
作
文
教
育
史
に
お
け
る
随
意
選
願
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は、

こ

れ
ま
で
に
多
く
の
人
添
取
り
あ
げ
て
き
て、

広
範
に
論
究
さ
れ
る
と
と
も
に、

事
実
は
既
に
巨
細
と
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る。

特
に、

昭
和

六
十
二
年
に
は
『
芦
田
恵
之
助
国
語
教
育
全
集
』
（
明
治
図
書）

が
出
版
さ
れ、

そ
の
研
究
の
機
運
が
い
っ
そ
う
高
め
ら
れ
た。

筆
者
も
先
に、

こ
れ
に
関
連
す

る
考
察
を
幾
つ
か
行
っ
た
こ
と
が
あ
る。
（
注
1)

た
だ
し、

そ
れ
ら
は、

限
ら

れ
た
資
料
に
よ
る
も
の
で、

十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た。

本
稲
で
は、

そ
の

不
足
を
補
っ
て
み
た
い
。

今
ま
で
の
随
意
選
題
に
関
す
る
論
究
は、

吉
田
自
身
に
即
し
た
も
の
が
多
か

っ
た。

こ
れ
を
随
意
選
題
に
関
す
る
当
時
の
一

般
状
況
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
注
目
し
て、

本
稿
で

は、

随
意
選
題
が
行
な
わ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
明
治
末
か
ら
大
正
五
・

六
年

ご
ろ
ま
で
の、

そ
の
実
践
状
況
の
一

面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
う。

こ

れ
は、

続
い
て、

芹
田
の
随
意
選
題
説
の
成
立
過
程
と
比
べ
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る。

こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
の
は、

保
科
孝一
、

久
芳
龍
蔵、

友
納
友
次
郎、

そ

大
正
初
期
の

随
意
選
題
の
状
況

の
他
の
諸
家
の
説
で
あ
り、

実
践
で
あ
る。

保
科
孝
一

の
随
意
選
題
関
連
の
記
述

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
帰
朝
後
の
国
語
教
育
に
関
す
る
著
述

明
治
四
十
四
年
九
月
の
初
め
に
ベ
ル
リ
ン
に
つ
い
た
保
科
は、

大
正
二
年
十

二
月
末
に
帰
朝
す
る
ま
で、

ド
イ
ツ
を
主
に
し
て
フ
ラ
ン
ス、

イ
ギ
リ
ス
等
の

国
語
教
育
の
事
情
を
粕
力
的
に
視
察
し、

意
見
を
加
え
た
報
告
を、

我
が
国
の

各
襦
の
雑
誌
に
寄
せ
て
い
る。

そ
の
報
告
を
編
集
し
た
も
の
が、

『
国
語
教
育

及
教
授
の
新
潮
第
一
』
（
大
正
三
年
六
月
弘
道
館
刊）

で
あ
る。

本
書
は、

新

帰
朝
者
と
し
て
の
彼
の
国
語
教
育
の
面
で
の
新
し
い
一

歩
を
印
す
る
も
の
で
あ

っ
た。

こ
の
後、

彼
は、

『
最
近
国
語
教
授
上
の
諸
関
題
』
（
大
疋
四
年一

年
教
育
新
潮
研
究
会
刊）

『
最
近
綴
り
方
教
授
の
新
潮』
（
大
正
四
年
六
月
同
文
館
刊）

『
国
語
教
授
法
精
義
』
（
大
正
五
年
四
月
育
英
書
院
刊）

と、

短
期
問
の
う
ち
に、

彼
の
国
語
教
育
上
の
主
著
と
な
る
も
の
を
著
述
し
て

い
る。

ま
た、

大
正
五
年
一

月
に
は、

月
刊
雑
誌
『
国
語
教
育』

を
創
刊、

主

宰
す
る。

高

森

邦

明
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保
科
の
ド
イ
ツ
の
作
文
教
育
に
関
す
る
報
告
の
中
で
、
随
意
選
題
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
自
由
市
ハ
ン
ブ
ル
グ
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
リ
ュ
ー
ベ

ッ
ク
の
小
学
校
に
お
い
て
す
で
に
「
二
十
余
年
」
も
行
な
わ
れ
て
い
た
（
『
国

語
問
題
五
十
年
』
―
二
六
ぺ
注
4
参
照
）
「
自
由
作
文
」
の
そ
れ
が
あ
る
。
以

下
、
こ
の
「
自
由
作
文
」
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
取
り
あ
げ
る
。
（
注
2
)

1
|
2

『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』
の
記
述

（
ア
）
自
由
作
文
の
主
張
の
発
生

ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
由
作
文
の
主
張
が
起
こ
っ
た
の
は
、
作
文
の
際
、
ま
ず

題
を
与
え
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
直
観
教
授
に
よ
っ
て
説
明
し
理
解
さ
せ
た
の
ち

書
き
綴
ら
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
「
予
習
作
文
」
に
つ
い
て
の
疑
問

か
ら
で
あ
っ
た
。
保
科
の
説
明
に
よ
る
と
、

小
学
校
の
中
級
で
は
、
大
抵
こ
の
予
習
を
与
へ
る
。
予
習
を
し
な
け
れ

ば
、
児
童
は
与
へ
ら
れ
た
題
目
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
事
実
を
書
き
綴
つ

て
然
か
る
べ
き
か
に
襖
悩
苦
心
し
、
遂
に
作
文
そ
の
も
の
を
倦
厭
す
る
や

う
に
な
る
か
ら
、
中
級
に
お
い
て
は
、
ま
ず
予
習
を
与
へ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
一
般
の
輿
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
予
習
を

与
へ
る
と
、
児
童
の
作
文
は
千
篇
一
律
に
流
れ
て
、
頗
る
変
化
に
乏
し
い

と
い
ふ
弊
が
生
ず
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
予
習
を
全
く
与
へ
ず
し
て
、
す
べ

マ
マ

て
児
童
の
思
ふ
通
り
の
題
目
で
、
思
ふ
通
に
綴
ら
せ
る
こ
と
、
即
ち
自
由

作
文
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
一
流
の
論
者
が
起
つ
て
来
て
、

ハ
ン
ブ
ル
グ
市
が
も
つ
と
も
こ
の
主
義
が
盛
で
あ
る
。
（
五
三
〇
し
一
ぺ
）

こ
の
自
由
作
文
の
説
明
に
は
、
な
お
「
随
意
選
題
」
の
語
は
な
い
が
、
次
著

か
ら
は
、
こ
こ
に
「
随
意
選
題
」
が
用
い
ら
れ
る
。

（
イ
）
自
由
作
文
の
「
主
要
な
論
点
」

こ
の
自
由
作
文
論
者
の
主
張
を
、
保
科
は
、
十
一
項
目
に
ま
と
め
る
。

改
良
の
根
拠
は
、
芸
術
及
び
人
格
教
育
に
主
と
し
て
重
を
置
く
。

児
童
の
人
格
を
自
由
に
表
彰
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

作
文
の
準
備
に
つ
い
て
、
可
成
的
の
自
由
と
無
制
限
を
必
要
と
す
る
。

7
在
来
綴
り
方
教
授
上
に
存
在
し
て
ゐ
る
、
い
は
ゆ
る
予
習
な
る
者
は
廃

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。

等
が
あ
る
（
同
書
五
三
五
し
六
ぺ
）
。
こ
の
「
主
要
な
要
点
」
は
、
同
書
六
四

七
ペ
ー
ジ
で
も
、
幾
ら
か
文
言
の
訂
正
は
あ
る
が
同
じ
内
容
で
掲
げ
ら
れ
る
。

他
に
『
最
近
綴
り
方
教
授
の
新
潮
』
で
も
、
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
三

八
七
ぺ
）
。
こ
の
自
由
作
文
の
主
張
は
、
友
納
友
次
郎
、
花
田
甚
五
郎
（
注
6

参
照
）
ら
の
所
説
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
ウ
）
自
由
作
文
に
対
す
る
賛
成
論
と
反
対
論
の
要
点

こ
の
自
由
作
文
に
対
し
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
次
の
よ
う
に

整
理
さ
れ
て
い
る
。

．
賛
成
論
「
一
利
と
見
る
べ
き
点
」

1

い
は
ゆ
る
自
由
作
文
な
る
も
の
は
、
児
童
に
固
有
な
趣
味
感
興
を
十
分

に
誘
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
児
童
の
独
立
心
と
創
作
欲
を
大
い
に
発
達
さ
せ
る
。

3

児
童
の
個
人
性
を
発
展
す
る
。

4
改
良
論
者
の
主
張
す
る
や
う
な
作
文
の
涼
削
は
、
大
い
に
教
師
の
労
力

を
減
少
す
る
。

・
反
対
論
「
一
害
と
見
る
べ
き
も
の
」

1

今
日
の
社
会
は
一
般
に
健
全
で
な
い
か
ら
、
児
童
の
人
格
を
養
成
す
る

に
適
し
な
い
。
…
…
束
縛
を
加
へ
る
こ
と
が
、
一
方
か
ら
見
る
と
、
真
正

の
自
由
と
道
徳
的
の
人
格
を
養
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

改
良
論
者
は
学
校
教
育
を
軽
視
し
、
学
校
外
の
経
験
を
過
重
し
て
ゐ

2
 

4
 

3
 

ー
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る。

3

彼
等
は
正
字
法
、
語
法
及
び
文
字
の
価
値
を
軽
視
す
る
か
ら
、
社
会
生

活
の
要
求
を
満
足
し
な
い
。

4
思
想
表
彰
の
論
理
及
び
形
式
的
練
習
に
は
、
教
材
の
復
演
及
び
変
形
を

必
要
と
す
る
が
、
改
良
論
者
は
之
を
怠
つ
て
ゐ
る
。

5

改
良
論
者
の
主
張
は
事
実
に
お
い
て
何
等
の
創
見
も
な
い
。
只
精
神
と

本
原
的
清
新
を
発
展
す
る
こ
と
、
即
ち
、
児
童
の
趣
味
感
興
を
誘
発
し
、

そ
の
清
新
な
個
性
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
云
ふ
こ
と
に
、
殊
に
重
を
お
く
こ

と
が
、
そ
の
要
点
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
同
書
五
三
六
i
八゚
へ）

こ
れ
ら
の
自
由
作
文
に
つ
い
て
の
賛
成
論
と
反
対
論
は
、
こ
の
時
期
の
保
科

の
す
べ
て
の
著
作
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
の
随
意
選
題
論
争
の
論

点
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
か
な
り
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

（
エ
）
自
由
作
文
に
お
け
る
「
極
端
な
」
説

さ
ら
に
保
科
は
、
自
由
作
文
、
反
予
習
作
文
の
主
張
が
最
も
盛
ん
な
ハ
ン
ブ

ル
グ
市
に
お
け
る
「
甚
だ
極
端
な
」
自
由
作
文
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

ハ
ル
ブ
ル
グ
市
に
お
け
る
自
由
作
文
は
甚
だ
極
端
で
、
予
め
一
定
の
題

目
を
与
へ
る
こ
と
す
ら
不
可
と
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
児
童

を
し
て
任
意
の
題
目
に
よ
っ
て
自
由
に
書
き
綴
ら
せ
、
之
を
訂
正
す
る
場

合
に
も
あ
ま
り
小
言
を
言
は
な
い
、
あ
ま
り
小
言
を
い
ふ
と
児
童
は
萎
縮

し
て
十
分
そ
の
個
性
を
発
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
っ
て
ゐ
る
。
（
六

四
六
ぺ
）

こ
こ
に
も
「
随
意
選
題
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
行
き
過
ぎ
た
自
由
発
表
主
義
、
自
由
選
題

（
随
意
選
題
）
の
考
え
方
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

（
オ
）
保
科
の
考
え
方
「
（
随
意
選
題
も
）
悪
く
は
な
い
」

保
科
は
、
こ
の
「
極
端
な
」
説
に
は
反
対
し
、
予
習
作
文
、
課
題
的
自
由
作

文
の
役
割
を
強
調
す
る
。

予
習
作
文
に
は
以
上
に
述
べ
た
や
う
な
欠
点
の
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か

な
事
実
で
あ
る
か
ら
、
之
を
避
け
る
た
め
、
上
級
に
進
む
に
従
て
自
由
作

文
を
課
す
る
が
よ
ろ
し
い
と
思
ふ
。
尤
も
上
級
に
於
て
も
、
自
由
作
文
の

み
で
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
、
予
習
作
文
と
併
せ
課
す
る
が
し
か
る
べ
き

で
、
は
じ
め
は
予
習
作
文
六
自
由
作
文
四
と
い
ふ
や
う
な
割
合
に
し
て
進

み
、
最
上
級
に
至
っ
て
、
予
習
作
文
四
自
由
作
文
六
と
な
る
や
う
に
し
た

ら
何
う
で
あ
ら
う
。
自
由
作
文
と
し
て
も
、
或
る
場
合
に
は
、
児
童
の
好

む
と
こ
ろ
の
文
題
に
よ
っ
て
、
自
由
に
書
き
綴
ら
せ
る
も
の
も
悪
く
は
な

い
が
、
し
か
し
、
多
く
は
一
定
の
文
題
を
与
へ
、
二
三
の
注
意
事
項
を
説

明
し
て
、
し
か
る
後
、
児
童
各
自
の
工
夫
に
よ
っ
て
書
き
綴
ら
し
め
、
之

を
添
削
す
る
方
法
も
、
予
習
作
文
の
場
合
と
ほ
ぼ
大
同
小
異
で
差
支
な

い
。
（
六
四
九
し
六
五

0
ぺ）

こ
の
よ
う
に
保
科
は
「
或
る
場
合
に
は
、
児
童
の
好
む
と
こ
ろ
の
文
題
に
よ

つ
て
、
自
由
に
書
き
綴
ら
せ
る
の
も
悪
く
は
な
い
が
」
と
い
う
言
い
方
で
、
随

意
選
題
的
自
由
作
文
も
受
け
入
れ
る
姿
勢
は
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ

が
「
悪
く
は
な
い
」
と
い
う
消
極
的
な
受
け
入
れ
に
止
ど
ま
り
、
積
極
的
に
認

め
る
姿
勢
は
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
「
我
邦
の
候
文
体
に
し
て
も
文

語
体
に
し
て
も
、
日
常
の
言
語
か
ら
あ
ま
り
に
遠
ざ
か
り
、
そ
の
型
式
が
児
童

の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
甚
し
く
、
到
底
独
逸
に
お
け
る
や
う
な
自
由
作
文
を

見
る
こ
と
が
六
か
し
い
（
六
五

0
ぺ
）
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
言
語
の

面
が
、
ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
解
決
を
見
て
い
る
の
で
、
自
由
作
文
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
消
極
的
な
受
け
入
れ
の
姿
勢
」
は
、
以
後
の
著
作
で
は
や
や
改
ま
っ
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て
、
大
正
五
年
の
『
国
語
教
授
法
精
義
』
で
は
―
つ
の
教
材
選
択
法
、
記
述
法

の
位
置
を
持
た
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
「
1
ー
5
ー
ウ
」
で
、
こ
れ
に
触
れ
る
。

以
上
、
保
科
の
『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』
に
見
ら
れ
る
、
我
が
国

の
随
意
選
題
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
記
述
を
取
り
あ
げ
た
。
そ
の
性
格
が

ド
イ
ツ
か
ら
の
報
告
で
あ
っ
た
た
め
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
作
文
教
育
の
状
況

に
つ
い
て
の
言
及
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
随
意
選
題
」
あ
る
い

は
自
由
選
題
と
言
う
言
い
方
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

1
—

3

『
最
近
国
語
教
授
上
の
諸
問
顆
』
の
記
述

以
下
は
、
保
科
の
帰
朝
後
の
著
作
と
な
る
。
本
書
は
、
帰
朝
後
一
年
、
大
正

四
年
一
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
、
考
え
方
は
前
著
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
記
述
も
部
分
的
に
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
、
本
書
に
は
、
「
随
意
選
題
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
書
が
、
我
が
国
の
作
文
教
育
の
大
正
三
年
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
書
か
れ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
ア
）
自
由
作
文
に
お
け
る
随
意
選
題
へ
の
言
及

ド
イ
ツ
の
自
由
作
文
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
「
随
意
選
題
」
を
用
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
由
作
文
に
つ
い
て
は
、
独
逸
教
育
家
の
間
に
種
々
の
意
見
が
あ
る

が
、
中
に
は
ま
っ
た
＜
随
意
選
題
と
し
て
児
童
各
自
そ
の
好
む
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
書
き
綴
り
せ
る
が
よ
ろ
し
い
と
主
張
し
て
い
る
人
が
あ
る
し
、
随

意
選
題
に
は
種
々
の
弊
害
が
伴
ふ
か
ら
、
と
に
か
く
教
師
か
ら
一
定
の
題

目
を
与
へ
、
予
習
な
く
し
て
書
き
綴
ら
せ
る
が
よ
ろ
し
い
と
主
張
し
て
ゐ

る
人
も
あ
る
。
（
二
六
一
。
へ
）

先
に
自
由
作
文
の
「
極
端
な
」
説
と
し
た
主
張
を
、
こ
こ
で
は
「
随
意
選

題
」
と
し
て
捕
え
て
い
る
。

（
イ
）
下
級
の
自
由
作
文
に
お
け
る
随
意
選
題
の
批
判

さ
ら
に
自
由
作
文
に
対
す
る
賛
成
論
と
反
対
論
を
掲
げ
た
後
に
、
次
の
よ
う

に
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
。

自
由
作
文
に
つ
い
て
は
、
賛
否
区
々
で
あ
る
が
、
し
か
し
予
習
作
文
の

み
で
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
欠
陥
を
有
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
補
ふ
た
め

に
、
自
由
作
文
を
課
す
る
こ
と
は
、
も
つ
と
も
策
の
得
た
も
の
と
信
ず

る
。
ま
ず
は
じ
め
に
予
習
作
文
を
課
し
、
漸
次
学
年
の
進
む
に
従
て
、
自

由
作
文
を
加
へ
る
が
よ
ろ
し
い
。
そ
の
自
由
作
文
も
随
意
選
題
の
み
で
な

く
、
一
定
の
題
目
を
与
へ
、
予
習
に
よ
ら
ず
し
て
書
き
綴
ら
せ
る
や
う
に

す
る
の
が
、
も
つ
と
も
穏
健
な
方
法
で
あ
ら
う
。
我
邦
で
は
、
尋
常
二
年

ご
ろ
か
ら
す
で
に
随
意
選
題
と
し
て
児
童
各
自
の
好
む
題
目
に
よ
っ
て
書

き
綴
ら
せ
る
学
校
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
ほ
い
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
と
信

ず
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
我
邦
で
は
、
特
に
直
観
教
授
も
設
け
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
尋
常
二
年
程
度
の
児
童
は
思
想
に
お
い
て
も
、
そ
の
語
彙
や

型
式
に
お
い
て
も
、
は
な
は
だ
幼
稚
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
随
意
選
題
に

よ
っ
て
取
扱
は
せ
る
こ
と
は
、
将
来
の
た
め
決
し
て
得
策
で
な
い
。
ゆ
え

に
、
基
礎
練
習
の
や
A

出
来
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
取
扱
ふ
な
ら

格
別
、
し
か
ら
ざ
る
か
ぎ
り
は
、
下
級
で
随
意
選
題
を
課
す
る
こ
と
は
賛

成
し
な
い
。
（
二
六
四
ぺ
）

本
書
で
は
、
国
語
教
授
全
般
に
お
け
る
問
題
を
取
上
げ
て
い
る
た
め
、
自
由

作
文
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
だ
け
で
、
従
っ
て
随
意
選
題
に
つ

い
て
も
以
上
の
他
に
は
取
り
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
前
書
に
見
ら
れ
な

か
っ
た
「
随
意
選
題
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
他
に
、
「
自
由
作
文
も

随
意
選
題
の
み
で
な
く
」
と
い
う
言
い
方
で
、
自
由
作
文
で
は
随
意
選
題
が
主

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
響
き
さ
え
も
持
た
せ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
を
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「
極
端
な
」
説
と
し
た
考
え
方
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
我
邦
で
は
、

尋
常
二
年
ご
ろ
か
ら
す
で
に
随
意
選
題
と
し
て
児
童
各
自
の
好
む
題
目
に
よ
っ

て
書
き
綴
ら
せ
る
学
校
が
あ
る
が
」
と
、
す
で
に
我
が
国
に
お
い
て
随
意
選
題

の
実
践
校
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
大
正
三
年
の
時
期
、
我
が
国
に
ど
れ

ほ
ど
の
随
意
選
題
の
実
践
者
な
い
し
実
践
校
が
あ
っ
た
か
は
、
正
確
に
は
把
握

で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
、
こ
の
よ
う
に
「
学
校
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

事
実
は
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
注
3
)

1
|
4

『
最
近
綴
り
方
教
授
の
新
潮
』
の
記
述

本
書
は
前
著
『
最
近
国
語
教
授
上
の
諸
問
題
』
よ
り
五
か
月
お
く
れ
て
、
大

正
四
年
六
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
前
著
は
三

0
四
ペ
ー
ジ
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
本
書
は
四
七
一
ペ
ー
ジ
で
あ
り
、
一
部
分
は
、
著
述
の
時
期
が
重
な
っ
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
即
ち
、
大
正
三
年
か
ら
四
年
の
初
め
ま
で
に
書
か

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
用
い
ら
れ
た
資
料
、
基
本
的
考
え
方
な
ど
は

共
通
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』
に
お

け
る
作
文
教
育
関
係
の
記
述
の
上
に
さ
ら
に
多
く
の
資
料
と
説
明
を
加
え
て
成

っ
て
い
る
。
随
意
選
題
関
係
の
記
述
は
、
ド
イ
ツ
の
自
由
作
文
に
お
け
る
随
意

選
題
と
我
が
国
に
お
け
る
随
意
選
題
と
の
両
方
に
関
連
し
て
多
く
見
ら
れ
る
。

（
ア
）
「
自
作
法
」
に
お
け
る
随
意
選
題

保
科
は
、
ド
イ
ツ
の
自
由
作
文
に
つ
い
て
は
「
自
作
法
」
と
い
う
言
い
方
を

多
く
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
書
第
八
章
「
綴
り
方
の
題
目
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
子
供
た
ち
の
作
文
を
掲
げ
る
た
め
の
説
明
の
な
か
で
、

こ
の
語
と
「
随
意
選
題
」
と
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

次
に
挙
げ
る
成
績
は
、
大
抵
自
作
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
自
作
法
に
よ
っ
た
も
の
と
言
っ
て
も
、
読
本
の
既
習
教
材
を
基
礎
と

し
、
或
は
経
験
範
囲
の
知
識
に
よ
っ
て
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
に

は
随
意
選
題
の
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
教
師
か
ら
或
る
題
目
を
授
け
、

児
童
を
し
て
自
由
に
書
き
綴
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
（
二
八
四
ぺ
）

他
に
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
市
の
シ
ャ
ー
レ
ル
マ
ン
氏
は
自
由
作
文
（
我
が
邦
の
自

作
法
）
の
最
も
熱
心
な
主
張
者
で
あ
る
」
（
同
書
三
八
三
ぺ
）
と
い
う
使
い
方

で
も
自
由
作
文
が
我
が
国
の
作
文
の
自
作
法
に
当
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
説
明
は
な
い
が
、
自
由
作
文
の
自
作
法
へ
の
影
響
を
想
像
さ
せ
る
。

自
由
作
文
に
お
け
る
随
意
選
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
自
由
作

文
派
は
第
一
学
年
か
ら
随
意
選
題
に
よ
っ
て
書
簡
や
所
見
を
書
き
綴
ら
せ
る
方

針
を
取
っ
て
ゐ
る
」
（
三
四
ニ
ペ
）
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
。
『
国
語
教
育

及
教
授
の
新
潮
第
一
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
随
意
選
題
の
用
い
方
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

（
イ
）
下
級
の
自
由
作
文
に
お
け
る
随
意
選
題
の
批
判

先
の
「
1
|
3
ー
イ
」
と
同
様
に
、
「
低
学
年
の
自
由
作
文
」
の
説
明
の
中

で
、
「
随
意
選
題
」
を
使
用
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
低
学
年
の
随
意
選
題
に

は
賛
成
し
な
い
と
い
う
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
文
脈
の
中
で
の
使
用
で
あ
る
。

学
校
教
育
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
不
得
策
で
、
自
由
作
文
派
の
主

張
は
、
あ
ま
り
に
極
端
で
あ
る
。
我
が
邦
に
も
、
近
来
自
由
作
文
の
思
想

が
盛
に
瀕
漫
し
て
居
る
が
、
独
逸
の
自
由
作
文
派
の
主
張
す
る
が
ご
と
き

過
激
な
も
の
で
な
い
の
は
幸
で
あ
る
。
低
学
年
か
ら
随
意
選
題
の
自
由
作

文
を
取
扱
は
せ
る
風
も
お
ひ
お
ひ
盛
に
な
つ
て
居
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
、
切
に
甚
深
の
注
意
を
希
望
し
た
い
。
（
三
九
四
ぺ
）

「
1
|
3
ー
イ
」
で
は
「
尋
常
二
年
頃
か
ら
す
で
に
随
意
選
題
と
し
て
：
…
•

学
校
が
あ
る
」
と
し
て
、
大
正
三
年
の
時
期
に
随
意
選
題
が
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
「
低
学
年
か
ら
随
意
選
題
の
自
由
作

文
を
取
扱
は
せ
る
風
も
お
ひ
お
ひ
盛
に
な
つ
て
居
る
」
と
、
同
じ
よ
う
な
指
摘
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が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
お
ひ
お
ひ
盛
に
な
つ
て
居
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、

「
学
校
が
あ
る
」
よ
り
も
具
体
的
で
、
そ
の
数
が
少
な
く
な
い
と
い
う
印
象
を

与
え
る
。

他
に
「
予
習
の
目
的
と
方
法
」
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
も
、

児
童
の
個
性
を
発
達
せ
し
め
、
独
立
に
作
業
し
得
る
や
う
に
教
育
す
る

に
は
、
教
師
が
常
に
誘
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
、
若
し
低
学
年
か
ら

随
意
選
題
を
取
扱
は
せ
て
ゐ
て
は
、
却
て
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
随
意
選
題
は
児
童
が
歓
迎
す
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
若
し
こ

れ
の
み
取
扱
は
せ
る
と
す
る
と
、
円
満
な
個
性
が
発
達
せ
ず
し
て
、
甚
だ

偏
傾
し
た
自
我
的
な
性
癖
が
あ
ら
は
れ
る
に
相
違
な
い
。
（
四

0
七
し
八

ペ）

さ
ら
に
、
東
京
と
地
方
と
の
国
語
の
事
情
の
違
い
に
触
れ
て
、

現
在
東
京
語
が
国
語
教
育
の
基
準
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
東
京
及
び
そ

の
付
近
に
お
け
る
小
学
児
童
は
、
比
較
的
に
多
く
の
便
利
を
有
し
て
居
る

わ
け
で
あ
る
。
低
学
年
に
於
て
、
随
意
選
題
を
取
扱
つ
て
も
、
相
当
に
書

き
綴
り
得
る
児
童
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
九
州
や
東
北
地
方
の
小
学
児

童
に
は
、
之
を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
（
三
七
九
ぺ
）

低
学
年
で
は
随
意
選
題
で
は
な
く
、
予
習
作
文
を
書
か
せ
な
く
て
は
な
ら
な

い
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
予
習
の
方
法
を
改
良
す
る
こ
と
が
、
現
時
我
が
邦
の

綴
り
方
教
授
の
改
善
を
計
る
上
に
、
も
つ
と
も
急
務
で
あ
る
」
（
四

0
八
ぺ
）

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
当
時
、
随
意
選
題
が
低
学
年
ま
で
普
及
し
、
「
随

意
選
題
」
の
語
が
定
着
し
て
い
た
証
で
も
あ
ろ
う
。

1
|
5

『
国
語
教
授
法
精
義
』
の
記
述

本
書
は
、
前
著
よ
り
十
か
月
後
（
大
正
五
年
四
月
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

大
正
四
年
の
ほ
ぼ
全
体
が
執
筆
期
間
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
作
文
教
育
に
関
し

て
は
、
「
綴
り
方
教
材
に
つ
い
て
」
「
綴
り
方
教
授
に
つ
い
て
」
等
の
章
に
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
随
意
選
題
」
の
使
い
方
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る。
（
ア
）
綴
り
方
教
材
の
選
択
法
に
関
連
し
て

ど
の
よ
う
な
綴
り
方
教
材
を
選
ぶ
べ
き
か
に
つ
い
て
、
「
教
案
に
お
け
る
文

題
の
予
定
」
の
見
出
し
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
ら
か
じ
め
題
目
を
一
定
し
、
こ
れ
に
束
縛
せ
ら
れ
る
の
は
は
な
は
だ

不
利
益
で
あ
る
の
で
、
教
案
に
は
そ
の
大
綱
だ
け
を
予
定
し
て
お
く
が
よ

ろ
し
い
。
す
な
は
ち
、
毎
学
期
に
取
扱
ふ
べ
き
題
目
若
干
、
そ
の
中
即
題

に
属
す
る
も
の
い
く
つ
、
課
題
に
属
す
る
も
の
い
く
つ
、
随
意
選
題
に
属

す
る
も
の
い
く
つ
と
予
定
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
選
択
す
る
範
囲
に
つ
い
て

も
、
（
中
略
）
大
綱
は
定
め
て
お
く
方
が
便
利
で
あ
る
（
下
略
）
。
（
四
一

八。へ）

こ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
「
自
由
作
文
に
お
け
る
極
端
な
説
と
し
て
の
随
意
選

題
」
と
い
う
よ
う
な
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
「
教
材
選
択
の
一
部
と
し
て
の
随

意
選
題
」
と
い
う
位
置
付
け
が
定
ま
っ
て
い
る
。

（
イ
）
我
が
国
に
お
け
る
随
意
選
題
へ
の
言
及

本
書
に
お
い
て
も
、
保
科
は
我
が
国
の
随
意
難
題
に
つ
い
て
幾
つ
か
言
及
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
低
学
年
で
の
基
礎
練
習
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
中
で
、

東
京
お
よ
び
そ
の
近
県
の
小
学
校
に
お
い
て
は
、
低
学
年
か
ら
随
意
選

題
の
綴
方
を
取
扱
は
せ
て
も
、
一
通
こ
れ
を
書
き
綴
り
得
る
児
童
が
多

い
。
な
か
に
は
す
こ
ぶ
る
優
秀
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
低
学
年
に
お
け
る

短
文
の
基
礎
練
習
を
必
要
な
し
と
主
張
す
る
人
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

標
準
語
の
関
係
か
ら
の
み
観
察
す
れ
ば
、
東
京
お
よ
び
そ
の
付
近
の
小
学

校
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
一
顕
に
価
す
る
主
張
と
言
ひ
得
る
で
あ
ら

- 6 -



う
。
（
六
二
七
ぺ
）

他
に
も
ド
イ
ツ
の
自
由
作
文
を
紹
介
す
る
中
で
「
近
来
我
が
邦
で
も
畷
方
の

予
習
を
軽
視
し、

尋
常
第
一

学
年
か
ら
し
き
り
に
随
意
選
題
に
よ
っ
て
書
き
綴

ら
せ
て
ゐ
る
。
（
六
五
一
ぺ
）」

と
も
述
べ
て
い
る。

た
だ
し、

彼
は、
「
我
輩
の
所
信
を
以
て

す
れ
ば、
亨
手
一

か
ら
随
意
選
題
の

自
由
作
文
を
取
扱
ふ
と
児
童
各
自
に
固
有
な
個
性
の
あ
ら
は
れ
る
の
は
明
な
事

実
で
あ
る
が、

そ
の
個
性
た
る
や
決
し
て
円
満
に
発
達
し
た
も
の
で
な
い
と
思

ふ
（
六
五
四
ぺ
）

」

と
も
い

う。

低
学
年
に
お
け
る
随
意
選
題
の
状
況
と
そ
れ

へ
の
批
判
は、

前
著
と
同
じ
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る。

（
ウ
）

保
科
の
考
え
方
「
自
作
法
の
一

方
法
と
し
て
の
随
意
選
題
」

「
1
|
2
ー
オ
」

で
は、

随
意
遥
題
も
「
悪
く
は
な
い
」

と
消
極
的
受
容
を

し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が、

本
書
で
は、

自
作
法
に
お
け
る
頴
材
選
択、

記
述

の
一

方
法
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る。

尋―
―
か
ら
い
は
ゆ
る
綴
方
を
開
始
す
る
と
し
て
も、

す
べ
て
の
諜
題
に

予
習
を
与
へ
る
必
要
は
な
い
の
で、

児
童
を
し
て
任
意
に
そ
の
好
む
と
こ

ろ
の
も
の
を
書
き
緻
ら
せ
る
こ
と
も
一

の
方
法
で
あ
る
し、

随
意
選
題
に

よ
っ
て
任
意
に
書
き
綴
ら
せ
る
こ
と
も
一

の
方
法
て
あ
る。

す
な
は
ち
助

作
法
と
自
作
法
は
七
と
三
位
の
割
合
で
進
む
こ
と
が
尋
二
あ
た
り
で
は
粗

当
の
と
こ
ろ
で
あ
ら
う。

そ
れ
か
ら
学
年
が
進
む
に
従
ひ、

自
作
法
の
分

量
を
増
加
す
る
や
う
に
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
。
（
六
五
七
。へ
）

さ
ら
に、

ド
イ
ツ
の
自
由
作
文
派
に
対
す
る
非
難
を
掲
げ
た
あ
と、

尋
一

か
ら
随
意
選
題
に
よ
る
自
由
作
文
を
取
扱
っ
た
と
し
て、

そ
れ
か

ら
ひ
き
つ
ゞ
き
尋
六
ま
て
進
行
し
た
結
果
は
ど
う
で
あ
る
か。

高
等
小
学

に
進
み、

中
等
学
校
に
入
っ
て
か
ら
の
成
績
に
徴
し
て
は
じ
め
て
い
づ
れ

を
利
益
と
す
る
か
ゞ
ほ
ゞ
予
測
が
つ
く
の
で
あ
る。

し
か
る
に
わ
づ
か
一

2

諸
家
の
随
意
選
題
事
情

―
一
年
の
経
験
に
よ
っ
て
自
由
作
文
の
主
張
者
に
な
る
や
う
な
こ
と
は、

そ

の
根
抵
の
薄
弱
を
表
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で

あ
る
。
（
六
五
九
し
六

六
0
ぺ
）

当
時
「
―

二
年
の
経
険
に
よ
っ
て
自
由
作
文
の
主
張
者
に
な

る
や

う
な
こ

と
」

か、

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
文
で
あ
る。

ま
た、

随
意
選
題
が
よ
う
や

く
流
行
の
兆
し
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
。
（
注
4)

2

1

大
正
改
元
前
後
の
三
書
の
場
合

我
が
国
の
自
作
法
は、

樋
口
勘
次
郎
の
自
由
発
表
主
義
作
文
の
「
文
体
の
自

由
」

を
取
り
入
れ
て、

次
第
に
題
材
の
生
活
化
と
自
由
選
題
の
方
向
に
進
ん
で

い
く
か、

そ
の
過
程
に
は、

課
題
と
自
由
題
が
あ
っ
た
。

初
め
に
大
正
に
改
元

さ
れ
る
前
後
の
綬
り
方
の
三
害
に
お
け
る
自
作
法
に
関
す
る
そ
れ
ら
の
記
述
を

見
て
お
く。

（
ア
）

『
実
験
綴
り
方
新
教
授
法
』

豊
田
八
十
代
・

小
関
源
助
・

坂
井
不
二
夫
共
著
『
実
験
炭
り
方
新
教
授
法
』

（
明
治
四
五
年
三
月
広
文
堂）

で
は、
「
文
頴
提
出
法
」

を
助
作
と
自
作
の
二
つ

に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
(
-

八
七
ぺ
）
。

さ
ら
に、
「
啜
り
方
教
授
の
方
法
」

の
章
で
は、
「
方
法
の
稲
類
」

を
型
式
と
内
容
の
与
え
方
の
違
い
か
ら
四
つ
の

類
に
分
け
て、

そ
の
第
四
類
を
「
形
式
内
容
の
二
つ
な
が
ら
与
へ
ざ
る
も
の
」

と
し
て
「
自
作
法
」

を
あ
げ
て
い
る
。

自
作
法
は
「
忌
想
の
整
理
も
盟
式
の
選

定
も
全
く
児
童
に
一

任
し
て
綴
ら
せ
る
」

も
の
で、

こ
れ
に
は、

1

文
題
を
与
ふ
る
も
の

2

各
自
に
文
厖
を
選
ば
し
め
る
も
の

と
い
う
二
方
怯
が
あ
る
（
四
0
四
ぺ
）。

こ

れ
に、

方
法
の
特
長
と
注
意
と
を
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付
け
相
え
て
い
る。

特
長
に
は
「
綴
方
究
極
の
目
的
は
自
ら
綴
る
に
あ
る
」

と

す
る。

こ
の
よ
う
に、

自
作
に
お
け
る
随
意
選
題
の
位
趾
づ
け
が
見
ら
れ
る
の

が、

本
書
の
特
色
で
あ
る。

（
イ
）

『
綴
り
方
新
教
授
の
理
論
及
実
際
』

沢
正
•

清
水
垣
太
郎
著
の
本
書
（
大
正
一

年
十
月
良
明
堂
書
店
刊）

で
は、

綴
り
方
教
授
細
目
と
指
尊
系
統
性
の
重
視
の
立
場
か
ら、

自
白
発
表
主
義、

自

作
主
義
を
批
判
し、

随
意
選
題
等
に
つ
い
て
は
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。

例
え

ば、
「
自
由
綴
り
方
主
義
」

を
説
明
し
て、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

自
由
発
表
説
の
見
解
に
た
つ
教
授
主
義
で
あ
る。

欧
州
に
於
て
も
近
時

自
由
作
文
説
が
行
は
れ
て
居
る。

人
格
養
護
説
の
根
底
に
た
つ
て
エ
レ
ン

ケ
ー
な
ど
の
主
張
し
て
居
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
あ
る。

こ
の
自
由
作
文
が

我
国
に
一

時
行
は
れ
た
ま
た
一

部
に
於
て
閤
行
は
れ
つ
A
あ
る
自
由
発
表

と
然
全
同
一

の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
が、

こ
の
自
由
作

文
説
に
対
し
て
も
種
々
異
説
も
あ
る
や
う
で
あ
る。

上
記
の
自
由
発
表
説

に
於
て
も
大
に
考
慮
の
余
地
の
存
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て、

徒
ら
に
こ

れ
に
よ
り
こ
れ
に
泥
む
の
結
果
指
導
を
等
閑
に
付
し、

甚
し
き
は
全
く
こ

れ
を
欠
く
が
如
き
に
到
る
こ
と
が
あ
る。

指
導
周
密
に
す
る
児
童
の
構
想

を
拘
束
す
る
も
と
よ
り
非
で
あ
っ
て、

後
に
こ
の
病
弊
に
つ
い
て
は
評
論

す
る
つ
も
り
で
あ
る
が、
一

方
に
於
て
は
無
指
導
に
し
て
放
任
さ
れ
た
る

教
授
の
欠
点
を
も
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
三――
了`
四
ぺ
）

こ
の
自
分
の
考
え
方
を
補
強
す
る
の
に
彼
は
槙
山
栄
次
の
自
由
発
表
主
義
批

判
（
注
2
参
照）

の
語
を
引
く。

さ
ら
に、

教
授
一

般
に
対
す
る
自
学
主
義
の
興
り
し
と
と
も
に
綴
り
方
教
授
に
於

て
も
自
作
主
義
の
推
量
せ
ら
れ
来
っ
た
こ
と
ぱ
事
実
で
あ
る。

た
ゞ
い
ふ

吾
人
そ
の
端
に
陥
つ
て
始
め
て
驚
き
改
む
る
こ
と
を
限
と
す
る
も
の
で
あ

る。
（
三
九
ぺ
）

こ
の
時
期
に
師
範
学
校
教
師
を
し
て
い
た
浅
山
尚
が、
『
綴
方
教
授
の
破
壊

と
建
設
』
（
大
正
四
年
七
月
隆
文
館）

の
中
て、
「
自
由
発
表
主

義
の
批
難
は

愚
」

と
し
て
「
口
語
体
に
よ
る
自
由
発
表
主
義
が
推
敲
を
欠
く
と
か、

そ
の
書

き
様
が
我
儘
勝
手
に
な
る
と
か
い
ふ
の
は、

旧
式
な、

生
命
と
没
交
渉
な
文
章

銀
に
囚
は
れ
た
皮
相
な
見
解
で
あ
る·
;
…
」
（
同
書
五
七
ぺ
）

と

批
評
し
て
い

る
が、

そ
の
対
象
の
―

つ
に
は、

沢
ら
の
こ
の
舌
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

（
ウ）

『
昴
常
全
科
綴
方
教
授
資
料
集
成
全
』

保
科
の
『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』

の
出
版
よ
り
ち
ょ
う
ど
一

年
早

く、

芦
日
恵
之
助
の
『
綴
り
方
教
授
』
（
大
正
二
年
三
月
隆
文
館）

と
は
ほ
ぼ

同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
る
国
語
教
授
研
究
会
編
『
尋
常
全
科
綴
方
教
授
資
料

集
成
全
』
（
大
正一
一
年
六
月）

で
は、
「
綴
り
方
教
授
法
の
種
類
」

を
四
段
階
に

分
け
て、

そ
の
第
四
段
階
に、
「
思
想
（
内
容）

も
型
式
も
二
つ
な
が
ら
与
ヘ

ざ
る
も
の
」

と
し
て、
「
自
作
法
」

を
こ
れ
に
位
置
づ

け
る。

さ
ら
に
こ
れ
を

「
文
題
を
与
ふ
る
も
の
」

と
「
各
自
を
し
て
文
題
を
定
め
し
む
る
も
の
」

の
二

つ
に
分
け
て、

そ
の
各
々
に
つ
い
て、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る。

文
題
を
与
ふ
る
も
の

こ
の
方
法
は
全
く
自
己
の
力
に
よ
り
て
綴
ら

し
む
る
も
の
な
れ
ど、

教
師
よ
り
文
類
を
与
へ
て
記
述
せ
し
む
る
方
法
で

あ
る。各

自
を
し
て
文
題
を
定
め
し
む
る
も
の

前
に
同
じ
方
法
な
れ
ど
も

こ
は
文
題
を
随
意
に
遥
ば
し
め
各
自
の
感
興
に
浮
か
び
し
も
の
を
記
述
せ

し
む
る
こ
と
が
出
来
て
綴
方
の
真
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
五

し
六
ぺ
）

こ
こ
に
は
「
随
意
選
題
」

と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が、

同
じ
意

味
の
随
意
選
顆
的
方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る。

本
書
に
は
姉
妹
版
の
『
高
等
小
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学
綴
方
教
授
資
料
集
成
全
』
（
大
正
三
年
一
月
）
が
あ
り
、
と
も
に
教
師
用
指

導
書
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
ら
し
く
、
尋
常
小
学
校
版
は
出
版
後
二
年
間
に

十
版
を
重
ね
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
こ
の
随
意
選
題
的
方
法
も
特

別
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
大
正
二
、
三
年
ご
ろ
は
ご
く
普
通
の
方
法
と
し
て

行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

2
|
2

久
芳
龍
蔵
『
綴
り
方
教
授
の
新
研
究
』
の
場
合

久
芳
龍
蔵
著
『
綴
り
方
教
授
の
新
研
究
』
（
大
正
三
年
二
月
弘
道
館
）
は
、

保
科
の
『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』
（
大
正
三
年
六
月
）
よ
り
や
や
早

く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
著
述
の
時
期
は
、
保
科
が
ド
イ
ツ
よ
り
教
育
雑

誌
に
報
告
を
寄
せ
て
い
た
時
期
と
一
部
分
重
な
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

久
芳
は
、
保
科
の
報
告
の
影
響
を
少
し
は
受
け
た
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
受

け
な
い
ま
ま
に
、
自
分
の
実
践
に
の
み
基
づ
い
て
著
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ア
）
自
作
法
に
お
け
る
文
題
の
選
び
方
の
一
っ
と
し
て
の
随
意
選
題

久
芳
は
本
書
で
「
著
者
の
整
理
し
た
る
綴
り
方
教
授
の
方
法
」
を
説
明
す
る

中
で
、
綴
り
方
教
授
の
方
法
を
自
作
法
と
助
作
法
の
二
つ
に
大
別
し
、
そ
の
自

作
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
作
法
と
は
、
或
る
文
題
の
下
に
文
表
し
よ
う
と
す
る
材
料
を
蒐
集
す

る
こ
と
か
ら
、
蒐
集
し
た
材
料
を
適
当
に
配
列
す
る
こ
と
、
又
之
れ
を
適

当
な
文
字
語
句
等
の
型
式
に
契
合
さ
せ
る
こ
と
に
至
る
ま
で
、
凡
そ
思
想

発
表
に
必
要
な
要
件
を
自
力
を
以
て
整
理
さ
せ
る
方
法
を
い
ふ
の
で
あ

る
。
こ
の
方
法
が
綴
り
方
教
授
の
本
幹
で
あ
り
、
文
章
学
習
の
真
諦
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
綴
り
方
教
授
の
目
的
に
考
へ
合
せ
れ
ば
、
直
ち
に
了

解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
但
し
其
の
文
題
の
選
び
方
に
つ
い
て
は
、

教
師
か
ら
与
へ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
全
く
児
童
自
身
の
選
題
に
任
せ
る
場

合
も
あ
る
。
所
謂
随
意
選
題
法
と
か
自
由
選
題
法
と
か
い
ふ
の
が
こ
の
こ

と
で
あ
る
。
（
六
八
し
九
ぺ
）

こ
れ
に
続
い
て
、
久
芳
は
、
「
取
材
の
如
何
に
よ
っ
て
は
勿
論
尋
常
一
学
年

に
も
適
用
せ
ら
れ
る
」
と
し
て
、
そ
の
例
を
掲
げ
て
い
る
。
な
お
、
助
作
法
に

つ
い
て
は
「
児
童
の
方
が
自
作
す
る
に
は
適
当
で
な
い
場
合
に
教
師
が
補
助
指

導
を
施
す
所
の
方
法
を
い
ふ
」
（
七
一
ぺ
）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
随
意
選

題
に
つ
い
て
自
作
法
に
お
け
る
独
自
な
位
置
づ
け
が
確
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
次
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ

る。
（
イ
）
文
題
提
出
の
方
法
の
一
っ
と
し
て
の
随
意
選
題

久
芳
は
「
綴
り
方
教
授
方
法
の
生
命
」
と
い
う
章
を
設
け
て
、
方
法
と
し
て

大
切
な
こ
と
（
生
命
）
の
―
つ
に
、
「
文
題
提
出
の
方
法
に
も
変
化
あ
ら
し
む

る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
「
方
法
」
と
し
て
示
す
の
は
、
即
題
法
、
宿

題
法
、
予
告
題
法
、
随
意
選
題
法
、
構
成
的
提
題
法
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
随
意
選
題
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

時
と
し
て
は
、
若
干
の
文
題
を
用
意
し
て
お
い
て
児
童
の
選
題
に
ま
か

せ
、
各
自
思
ひ
思
ひ
の
題
を
選
ん
で
綴
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
或
は
全
く

選
題
の
す
べ
て
を
児
童
等
の
自
由
に
任
せ
る
方
法
も
あ
る
。
所
謂
随
意
選

題
法
と
い
ふ
の
が
之
れ
で
あ
る
。
(
―
ニ
―
し
ニ
ぺ
）

（
ウ
）
綴
り
方
教
授
細
目
に
お
け
る
随
意
選
題

本
書
の
最
も
注
目
さ
れ
る
点
は
、
綴
り
方
教
授
細
目
の
中
に
随
意
選
題
を
位

置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
島
高
師
訓
導
と
し
て
の
久
芳
が
、
自
分
の

実
践
か
ら
か
け
離
れ
た
細
目
を
構
築
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、
彼
の
大
正
二
年
当
時
か
そ
れ
以
前
の
実
践
の
報
告
と
見
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

ま
ず
、
「
綴
り
方
教
授
細
目
文
題
彙
類
表
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
一
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覧
表
で
は
、
文
種
を
普
通
文
と
日
用
文
の
二
つ
に
大
別
し
、
そ
の
普
通
文
の
中

の
叙
事
文
の
系
列
に
、
尋
常
科
第
二
学
年
か
ら
第
五
学
年
ま
で
随
意
選
題
と
い

う

「

材

料

」

を

提

示

し

て

い

る

。

．

さ
ら
に
、
教
授
細
目
の
中
で
は
、
尋
常
科
で
、
第
二
学
年
1
1

三
学
期
末
、
第

三
学
年
1
1

三
学
期
末
、
第
四
学
年
1
1

一
学
期
中
間
、
第
五
学
年
1
1

一
学
期
初
と

二
学
期
初
、
第
六
学
年
1
1

一
学
期
末
、
さ
ら
に
高
等
科
で
第
一
学
年
1
1

ニ
学
期

末
、
第
二
学
年
1
1

三
学
期
初
と
、
尋
常
科
第
一
学
年
を
除
き
（
細
目
自
体
を
掲

げ
て
い
な
い
）
、
高
等
科
ま
で
随
意
選
題
を
組
入
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
第
五

学
年
で
は
、
一
、
二
学
期
の
初
め
に
こ
れ
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。
こ

の
あ
た
り
が
随
意
選
題
に
適
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

（
エ
）
久
芳
の
随
意
選
題
に
関
す
る
考
え
方

久
芳
は
、
随
意
選
題
に
関
す
る
考
え
方
を
特
別
に
は
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
そ
の
意
義
や
効
果
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
「
付

録
」
に
、
「
綴
り
方
教
授
上
に
於
け
る
失
敗
談
」
の
一
っ
と
し
て
、
「
参
観
人
よ

け
の
自
由
選
題
法
」
と
い
う
一
節
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

綴
り
方
教
授
に
定
案
が
な
く
、
当
該
時
間
の
授
業
に
も
相
当
の
準
備
が

出
来
て
ゐ
な
い
所
に
、
会
々
参
観
人
の
足
音
で
も
聞
か
う
も
の
な
ら
ば
、

周
章
狼
狽
の
極
大
抵
は
此
の
自
由
選
題
法
の
下
に
厄
を
免
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
余
は
嘗
て
特
に
綴
り
方
教
授
の
み
を
参
銅
せ
ん
た
め
、
或
学
校
の

綴
り
方
教
授
の
時
間
割
を
聞
合
せ
た
上
で
参
観
に
出
か
け
た
処
が
、
其
の

日
は
ど
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ど
の
教
場
で
も
此
の
随
意
選
題
法
で

綴
ら
せ
て
ゐ
た
。
其
の
中
で
最
も
お
か
し
く
感
じ
た
の
は
、
尋
常
三
四
学

年
の
組
で
見
た
そ
れ
で
あ
っ
た
。
教
師
は
「
何
で
も
皆
さ
ん
が
好
き
な
題

を
捉
へ
て
思
ふ
ま
A

に
書
く
や
う
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
児
童
等
は

さ
も
当
惑
し
た
ら
し
い
面
持
で
何
か
書
い
て
ゐ
た
が
、
筆
の
運
び
が
早
か

っ
た
も
の
か
、
又
は
内
容
が
貧
弱
で
あ
っ
た
も
の
か
、
三
十
分
に
も
な
ら

な
い
う
ち
に
皆
筆
を
お
い
て
し
ま
っ
た
。
（
中
略
）

随
意
選
題
法
も
適
当
に
利
用
す
れ
ば
綴
り
方
教
授
上
個
人
の
文
オ
を
助

長
す
る
上
に
至
極
結
構
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
参
観
人
よ
け
に
利
用
せ
ら

れ
る
に
至
つ
て
は
、
誠
に
此
の
方
法
の
為
に
遺
憾
に
思
ふ
次
第
で
あ
る
。

（
二
六
八
し
九
。
へ
）

笑
い
話
の
よ
う
な
体
験
談
で
あ
る
が
、
随
意
選
題
が
も
っ
て
い
る
実
践
上
の

欠
点
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
、
す
で
に
こ
の

よ
う
な
や
り
方
が
通
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
注
5
)

2
|
3

友
納
友
次
郎
『
読
方
綴
方
の
新
主
張
』
の
場
合

保
科
の
『
国
語
教
育
及
教
授
の
新
潮
第
一
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
、
友

納
友
次
郎
著
『
実
際
的
研
究
に
な
れ
る
読
方
綴
方
の
新
主
張
』
（
大
正
三
年
五

月
目
黒
書
店
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
ア
）
自
由
発
表
主
義
の
立
場

彼
は
自
分
の
立
場
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

論
者
は
、
必
ず
余
を
捉
へ
て
「
君
は
極
端
な
自
由
発
表
主
義
を
唱
へ
る

男
だ
。
」
と
云
ふ
で
あ
ら
う
。
が
而
し
余
は
自
由
発
表
と
い
ふ
こ
と
は
是

認
し
て
差
支
な
い
が
、
所
謂
自
由
主
義
即
ち
放
任
主
義
と
同
一
視
せ
ら

れ
て
は
甚
だ
迷
惑
す
る
。
（
中
略
）
「
自
由
発
表
」
と
い
ふ
こ
と
は
綴
り
方

の
生
命
で
あ
る
と
断
言
し
て
憚
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
此
自
由
発

表
と
い
ふ
こ
と
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
や
う
だ
が
な
か
な
か
む
つ
か
し

、。し（
中
略
）
さ
あ
こ
A

に
綴
り
方
の
修
養
と
云
ふ
も
の
A

必
要
が
起
つ
て
来

る
で
は
な
い
か
。
(
-
九
八
し
九
ぺ
）

こ
の
「
綴
り
方
の
修
養
」
と
い
う
箇
所
に
、
「
綴
り
方
の
練
習
」
と
い
う
小
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見
出
し
を
付
け
て
い
る
。
彼
の
練
習
目
的
主
義
（
課
題
主
義
）
の
生
地
が
見
え

る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
イ
）
随
意
選
題
的
自
作
法
に
対
す
る
考
え
方

本
書
に
、
「
独
逸
に
於
け
る
綴
り
方
の
改
良
運
動
」
と
い
う
小
見
出
し
の
も

と
に
、
具
体
的
に
保
科
孝
一
の
名
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
（
注
6
)

一
体
独
逸
の
小
学
校
に
於
て
は
従
来
助
成
的
の
綴
り
方
が
殆
ん
ど
教
授

の
全
部
を
占
め
、
今
尚
盛
ん
に
実
施
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
最

近
保
科
学
士
の
報
告
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
（
中
）
此
思
潮
は
従
来

の
助
成
的
綴
り
方
を
以
て
唯
一
の
方
法
と
考
へ
て
ゐ
た
実
際
家
に
少
か
ら

ぬ
影
響
を
与
へ
、
今
や
我
が
邦
に
於
て
も
亦
是
等
の
見
地
か
ら
綴
り
方
の

改
良
運
動
を
試
み
る
も
の
を
見
る
に
至
っ
た
の
は
、
綴
り
方
の
発
達
上
頗

る
喜
ぶ
べ
き
現
象
で
あ
る
と
思
ふ
。
（
同
書
二
三
七
し
八
ぺ
）

友
納
は
本
書
を
執
筆
中
に
、
保
科
の
教
育
雑
誌
上
に
報
告
し
た
文
章
を
見
た

と
考
え
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
す
ぐ
さ
ま
「
是
等

の
見
解
か
ら
綴
り
方
の
改
良
運
動
を
試
み
る
も
の
」
が
現
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
の
随
意
選
題
的
自
作
法
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
現
今
の
綴
り
方
に
は
二
つ
の
大
な
る
傾
向
」
が
あ
り
、
そ
の
―
つ
は

「
助
成
的
綴
り
方
」
で
、
他
の
―
つ
は
、
「
之
に
全
く
反
対
し
た
態
度
を
と
り
、

出
来
る
だ
け
自
由
を
与
へ
制
限
を
さ
け
、
成
る
べ
く
放
任
し
て
綴
ら
せ
た
い
と

主
張
す
る
自
作
文
主
義
論
者
で
あ
る
」
（
二
三
六
ぺ
）
と
し
て
、
自
作
文
が
、

ド
イ
ツ
の
進
歩
的
な
随
意
選
題
的
自
由
作
文
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
両
者
共
に

極
端
に
走
っ
た
思
想
で
あ
っ
て
、
利
害
相
半
し
て
ゐ
る
も
の
と
認
め
な
く
て
は

な
ら
ぬ
」
（
同
ぺ
）
と
す
る
。
「
綴
り
方
は
ど
こ
ま
で
も
綴
り
方
と
し
て
の
必
然

的
の
要
件
が
あ
り
、
固
有
の
練
習
順
序
と
云
ふ
も
の
が
存
在
し
て
居
る
」
（
ニ

四
三
し
四
ぺ
）
と
い
う
立
場
は
、
保
科
に
近
い
。

以
上
、
大
正
初
期
の
随
意
選
題
の
状
況
を
、
保
科
孝
一
の
著
書
と
大
正
改
元

前
後
の
三
書
、
久
芳
龍
蔵
、
友
納
友
次
郎
ら
の
当
時
の
著
書
の
記
述
に
よ
っ
て

見
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
大
正
五
年
頃
ま
で
に
は
、
随
意
選
題
は
自
由

発
表
主
義
の
自
作
文
に
お
け
る
随
意
選
題
と
い
う
形
で
広
く
実
践
さ
れ
て
い

た
、
ま
た
、
そ
の
思
想
も
外
国
の
自
由
作
文
の
影
響
を
受
け
て
、
根
拠
を
確
か

に
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注

(
1
)

「
随
意
選
題
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
編
『
国
語
科

教
育
』
第
一
八
集
昭
和
四
五
年
三
月
）
、
「
大
正
新
教
育
と
作
文
教
育
の
革
新
」

（
鳩
の
森
書
房
『
近
代
国
語
教
育
史
』
昭
和
五
四
年
一

0
月
所
収
）
等

(
2
)

保
科
が
自
由
作
文
を
紹
介
す
る
前
に
こ
れ
を
紹
介
し
批
評
し
て
い
る
例
に
、

槙
山
栄
次
著
『
教
授
法
の
新
研
究
』
（
明
治
四
三
年
一

0
月
目
黒
書
店
）
が
あ

る
。
「
自
由
作
文
説
は
、
我
が
国
の
学
校
で
近
頃
流
行
い
た
し
て
居
り
ま
す
る
自

由
発
表
説
と
、
或
意
味
に
於
て
は
其
性
質
を
同
じ
う
し
て
居
り
ま
し
て
…
…
」

と
、
こ
れ
ら
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
（
三
一
八
ぺ
）

(
3
)

自
由
作
文
の
実
践
例
と
し
て
は
、
大
正
四
年
十
月
富
山
教
育
会
雑
誌
『
富
山

教
育
』
第
五
八
号
掲
載
の
高
田
孝
次
（
富
山
県
師
範
学
校
訓
導
）
「
自
由
作
文
」

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
中
に
「
題
目
は
児
童
各
個
の
自
由
に
任
せ
る
の

で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
（
拙
著
『
近
代
国
語
教
育
史
』
昭
和
五
四
年
一
四
一

。へ）

(

4

)

自
由
作
文
の
紹
介
に
つ
い
て
、
後
年
、
保
科
自
身
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て

い
る
。
「
地
方
で
は
、
従
来
か
ら
の
伝
統
で
課
題
作
文
を
取
り
あ
つ
か
い
、
三

自
由
市
か
ら
年
々
発
表
す
る
報
告
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
は
い
る
が
、
容
易
に

そ
れ
を
真
似
よ
う
と
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
作
文
を
実
施
し
て
か
ら
、

ま
だ
二
十
余
年
（
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
留
学
当
時
か
ら
見
て
）
に
し
か
な
ら
な

い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
研
究
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
ま
だ
た
く
さ
ん
残
さ
れ
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て
い
る
…
…
」
（
『
国
語
問
題
五
十
年
』
昭
和
二
四
年
九
月
三
養
書
房

し
六
ぺ
）

(

5

)

滑
川
道
夫
氏
も
こ
の
書
を
証
と
し
て
、
大
正
初
年
ご
ろ
に
随
意
選
題
に
よ
る

指
導
が
か
な
り
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
『
日
本
作

文
綴
方
教
育
史
2
』
（
昭
和
五
三
年
一
〇
八
‘
―

-
0
ぺ）

(
6
)

友
納
と
同
様
に
保
科
の
ド
イ
ツ
自
由
作
文
の
紹
介
を
引
い
て
い
る
も
の
に
花

田
甚
五
郎
が
い
る
。
（
『
新
潮
を
汲
め
る
綴
方
教
授
の
実
際
』
大
正
五
年
七
月
教

育
新
潮
研
究
会
七
ぺ
）

（
筑
波
大
学
教
育
学
系
教
授
） ―

二
五
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