
教
材
論
研
究
に
は
、
次
の
三
つ
の
相
、
あ
る
い
は
三
つ
の
次
元
か
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

い
教
材
本
質
論
③
教
材
研
究
畠
③
教
材
化
研
究
論

こ
れ
ら
は
国
詔
科
教
育
の
目
椋
論
や
能
力
（
学
力
）
論
、
学
腎
者
論
と
切
り

離
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
国
語
科
教
育
の
全
体
構
辿
を

と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
の
有
力
な
祝
点
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
く

に
、
国
語
科
の
授
業
の
別
沿
や
授
業
の
辰
間
過
肛
を
教
材
溢
と
い
う
角
度
か
ら

再
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
益
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
教

材
の
変
容
と
い
っ
た
観
点
も
必
製
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
即
＜
訊

す
証
む
書
く
、
あ
る
い
は
表
況
と
迎
解
の
関
連
指
迎
、
さ
ら
に
は
そ
う
い
っ
た

I
章

本
稿
は

I
靡
と

II'草
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

I
訊
は
、
囚
諮
教
材
論
研

究
の
試
論
的
な
構
想
で
あ
る
。

II
ふ
早
は
、
そ
れ
を
庇
史
的
に
究
明
し
よ
う
と

す
る
も
の
て
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
「
国
語
教
材
論
研
究
」
（
『
筑
波
大
学
教
育

学
系
論
集
』
第
七
巻
昭
和
58
年
3
月
）
を
一
歩
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
て
あ

る。

教
材
論
研
究
の
構
造

国
語
教
材
論
研
究
の
課
題
の
方
法

閃
辿
指
埠
が
必
然
の
流
れ
を
な
し
て
展
開
す
る
単
元
で
は
、
教
材
と
い
う
も
の

が
ど
の
よ
う
な
位
低
を
し
め
、
教
材
が
ど
の
よ
う
な
学
習
活
動
を
創
造
し
、
教

材
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
教
材
論
の
一
環
と

し
て
究
明
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
教
材
論
研
完
に
は
、
①
、
③
、
③
の
ほ
か
に
別
の
観
点
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
て
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
、
①
②
③
の
三
つ
の
相
を
閲
連
的
に
と
ら
え
て
み
た

、̀
o

し
①
、
②
、
③
は
、
た
ん
に
並
列
的
に
位
骰
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
①
の

教
材
本
賀
論
は
、
教
科
書
論
を
合
む
け
れ
ど
も
、
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
教
科

書
論
を
中
核
に
す
る
も
の
て
も
な
く
、
教
科
書
論
を
軽
祝
す
る
も
の
て
も
な

い
。
教
科
書
論
を
前
拡
に
し
な
い
で
、
そ
も
そ
も
教
材
と
は
何
か
、
教
材
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
授
業
に
と
っ
て
、
学
習
者
に

と
っ
て
、
教
材
と
は
何
か
を
板
源
的
に
間
い
直
し
て
い
く
べ
き
次
元
で
あ
る
。

①
の
教
材
本
質
論
を
板
底
に
し
て
、
教
材
を
「
文
化
財
と
し
て
の
教
材
」
と

「
機
能
的
教
材
」
の
二
つ
に
分
け
て
、
同
心
円
構
造
に
位
闘
づ
け
て
み
た
も
の

が
図
1
て
、
同
じ
く
同
心
円
構
造
に
③
と
③
を
位
此
づ
け
て
み
た
の
が
図
2
で

あ
る
。

桑

原

隆

- 50 -



図
1
の
文
化
財
と
し
て
の
教
り
は
、
教
り
以
閲
巳
す
て
応
独
立
し
に
パ
11
叩
人

化
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
も
の
て
あ
る
。
文
学
作
昌
は
そ
の
代
表
を
な

す
も
の
て
あ
る
。
教
科
甚
教
材
の
ほ
と
ん
ど
か
こ
の
文
化
財
と
し
て
の
教
材
て

作
ら
れ
て
お
り
、
小
学
校
↓
'111
学
校
↓
詞
↑
学
校
と
段
畠
か
進
む
に
つ
れ
、
そ

の
割
合
は
多
く
な
る
。
文
化
と
し
て
の
価
伯
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
教
材
と
し

て
の
価
俯
を
見
い
出
し
、
そ
れ
を
教
材
と
す
る
こ
と
に
は
媒
論
は
な
い
て
あ
ろ

う
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
間
凶
は
、
文
化
的
仙
値
か
前
仇
に
な
っ
て
い
る
た

め
に
、
陪
黙
の
う
ち
に
教
材
と
し
て
の
仙
伯
か
従
屈
的
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ち

区
な
る
こ
と
て
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
学
判
者
か
t

吝
蛛
的
な
従
屈
的
位
訊
に
お
か

れ
て
し
ま
い
が
ち
と
な
る
。
こ
机
は
、
教
材
論
の
間
辿
で
も
あ
る
と
詞
時
に
、

授
業
の
成
立
、
あ
る
い
は
学
羽
1

の
成
立
と
い
う
間
凶
と
密
按
に
関
係
し
て
く

る
。
さ
ら
に
、
教
科
饗
と
い
う
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、
編
集
者
の
窯
図

と
授
業
を
腐
む
個
々
の
教
師
と
の
間
に
、
と
き
に
は
か
な
り
の
落
必
が
生
じ
て

く
る
。
あ
る
い
は
ズ
レ
が
生
じ
て
く
る
。
ズ
レ
は
必
ず
し
も
無
忍
味
な
こ
と
て

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
ズ
レ
を
意
識
化
し
て
い
く
こ
と
か
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
教
師
か
教
付
化
の
視
点
を
も
っ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
。

言
語
文
化
財
と
し
て
の
教
材
、

図 1

お
よ
び
そ
の
教
材
を
中
心
に
し
て
編
集
さ
れ

図 2

て
い
る
牧
科
内
は
、
主
と
し
て
証
む
こ
と
の
活
勁
と
し
て
展
聞
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
教
科
書
の
限
界
て
あ
る
と
も
い
っ
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。
国

出
科
の
長
業
は
、
い
い
か
え
紅
ば

1
晶
の
力
を
児
主
•
生
砧
に
坊
っ
て
い
く
た

め
の
長
業
は
、
文
化
財
と
し
て
の
価
柏
を
も
っ
た
―
[
□
晶
媒
休
だ
け
が
教
材
て
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
冒
晶
文
化
と
し
て
の
価
値
は
も
っ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、
教
肖
の
目
椋
／
｛
照
ら
し
て
効
力
を
発
揮
す
る
教
材
と
い
う
も
の
の
位

置
つ
け
が
砧
極
的
に
な
さ
れ
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。
教
育
の
目
椋
と
の
関
連
を
離

れ
て
爪
独
で
は
文
化
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
価
値
を
も
っ
て
い
な
い
一
言
語
媒

体
て
あ
る
。
こ
れ
を
、
文
化
財
と
し
て
の
教
材
に
対
し
て
、
第
者
は
機
泥
的
教

材
と
し
て
位
閻
づ
け
た
い
。
非
パ
訴
媒
体
も
教
材
と
し
て
価
俯
を
発
揮
す
る
も

の
は
こ
の
機
能
的
教
材
に
合
め
て
考
え
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。
機
能
的
教
材
と
文

化
財
と
し
て
の
教
材
と
が
相
補
的
に
位
憫
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
語
の

技
業
は
凝
密
に
な
り
、
間
く
・
話
す
・
証
む
・
翡
く
と
い
っ
た
冒
諮
活
動
の
関

述
指
導
が
有
機
的
な
営
み
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

横
指
附
教
材
は
単
独
て
は
文
化
的
価
忙
を
打
た
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
価

値
は
低
い
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
学
河
者
の
実
態
や
目
粽
を
的
確
に
と
ら
え
な

い
と
効
力
を
発
抑
し
な
い
。
ま
た
教
材
と
し
て
の
峠
度
も
疫
求
さ
れ
て
く
る
。

し
た
か
っ
て
、
機
泥
的
教
材
は
教
科
書
と
い
う
も
の
に
固
定
化
し
て
収
城
し
て

い
く
こ
と
は
囚
妍
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
学
羽
1

者
の
実
態
に
あ
っ

た
教
材
化
研
究
が
教
師
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
て
教
材
化
研
究
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
学
料
者
の
実
哩
を
見
、
ど
の
よ

う
な
国
語
の
力
を
育
成
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
目
椋
を
明
確
に
し
、
そ
の
目
椋

を
辻
成
し
て
い
く
た
め
に
、
教
材
と
し
て
は
ま
だ
未
知
数
の
ー
パ
晶
媒
体
お
よ
び

非
言
直
叩
媒
休
を
、
学
皆
の
成
立
を
見
通
し
つ
つ
、
発
釧
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
視
代
の
恰
報
化
社
会
に
あ
っ
て
映
像
メ
デ
イ
ア
に
我
を
忘
れ
た
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機
泥
的
教
材
で
あ
っ
て
も
又
化
性
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け

て
は
な
く
、
ま
た
文
化
貼
と
し
て
の
教
付
も
、
そ
の
作
品
や
文
掌
が
も
っ
て
い

る
価
伯
と
は
別
の
灼
度
か
ら
、
す
な
わ
ち
機
他
的
立
場
か
ら
教
材
と
し
て
位
闘

づ
け
る
こ
と
も
て
き
る
か
ら
て
あ
る
。

図 3

り
し
て
い
て
、
そ
の
裏
側
て
は
純
粋
な
こ
と
ば
だ
け
の
世
界
に
間
き
ひ
た
る
と

い
う
こ
と
か
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
て
、
間
く
こ
と
の
指
導
の
一
環
と
し

て
、
純
粋
な
こ
と
ば
の
力
を
休
験
す
る
た
め
に

II

間
き
ひ
た
る
II

圃
界
を
川
復

さ
せ
た
い
と
名
え
、
教
師
か
斤
分
て
も
十
分
て
も
、
子
供
間
代
や
コ
1
年

11代
の

休
験
を
―
つ
の

rい
に
ま
と
め
て
出
る
。
こ
い
は
教
師
の
手
作
り
に
よ
る
晶
し
こ

と
ば
の
教
材
化
で
あ
る
。

教
材
化
研
究
は
機
能
的
教
材
た
け
て
は
な
く
、
又
化
開
と
し
て
の
教
材
に
お

い
て
も
打
わ
訊
る
べ
き
も
の
て
あ
り
、
そ
の
教
材
化
州
究
に
よ
っ
て
文
亨
や
作

品
、
教
科
薯
を
見
る
目
も
深
ま
っ
て
く
る
。
教
帥
は
教
材
化
研
究
者
て
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
教
帥
l
翡
の

1

叫
几
活
を
悶
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
機
泥
的
教
材

の
教
材
化
研
究
を
心
か
け
、
そ
の
よ
う
な
広
い
祝
野
に
包
ま
れ
る
こ
と
応
よ
っ

て
、
文
化
財
と
し
て
の
教
材
の
教
材
化
研
究
か
ま
た
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て

こ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
ぷ
味
に
お
い
て
、
図
1
で
は
同
心
円
構
造
と
し
て
名
え

た
が
、
ま
た
次
の
図
3
の
よ
う
に
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

学
習
者
の
側
か
ら
み
る
と
、
教
材
は
学
料
材
で
あ
る
。
教
師
の
指
導
の
も
と

に
学
料
材
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
、
学
苦
内
容
（
知

晶
・
技
能
・
態
度
・
一
〗1出
行
動
）
が
学
料
者
の
な
か
に
生
陀
さ
れ
裕
砧
さ
れ
て

い
く
。
そ
れ
は
学
判
財
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
学
剌
財
は
文
化
的
な
価
俯

を
も
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
学
習
者
に
と
っ

て
は
仙
俯
の
高
い
も
の
て
あ
る
。
ま
た
、
学
刑
財
は
形
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て

く
る
と
も
限
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
学
羽
1

ノ
ー
ト
・
学
野
記
録
、
学
苦
者
が
書
い

た
生
活
文
・
慇
想
文
・
惑
見
文
な
ど
は
形
と
な
っ
た
学
習
財
で
あ
る
。
ま
た
、

視
写
や
聴
写
し
た
も
の
、
メ
モ
し
た
も
の
や
練
羽
1

し
た
も
の
も
学
河
財
て
あ

る
。
こ
れ
ら
の
学
罰
財
は
教
材
・
学
羽
1

材
か
変
容
し
た
姿
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
て
あ
ろ
う
。
学
羽
1

財
は
次
の
学
羽
1

材
と
な
っ
て
糾
た
な
学
僻
活
動
を
展
開

し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
く
と
、
教
材
論
研
究
の
―
つ
に
教
材
変

容
過
社
畠
、
あ
る
い
は
学
情
材
（
財
）
生
庄
過
程
論
と
で
も
名
付
け
て
い
い
よ

う
な
次
叫
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
次
元
の
研
究

は
、
授
業
の
連
続
的
な
凱
辿
過
肛
を
教
材
論
か
ら
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
な

り
、
長
業
の
動
的
な
製
旧
過
担
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
が
て
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
図
に
あ
る
例
は
、
大
村
は
ま
先
生
が
打
っ
た
怠
見
文
の
指
導
の
エ
夫
て

(
1
)
 

あ
る
。

A
が
も
と
に
な
り
、

B
が
伺
造
さ
れ
て
く
る
。

A
.
B
の
次
の
炭
を
な

す
と
こ
ろ
で
教
師
の
忍
見
か
書
か
れ
、
さ
ら
に
●
D
が
生
附
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ

ぞ
れ
の
コ
ー
ナ
ー
が
機
指
臼
教
材
の
役
割
を
111
不
し
、
学
柑
材
が
学
羽
1

財
と
な

り
、
さ
ら
に
そ
の
学
胄
閲
か
学
判
材
へ
と
発
辰
し
て
い
る
の
て
あ
る
。
学
羽
1

財

を
生
庄
し
学
羽
□
財
が
学
習
材
へ
と
変
容
し
て
い
く
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
教

材
変
容
過
5

雙
囀
」
あ
る
い
は
「
学
州
材
（
貼
）
生
花
過
肛
論
」
と
い
っ
た
視
点

が
成
り
立
ち
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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II
章

国
語
教
材
論
の
歴
史
的
考
察

ー
店
足
丈
の
教
材
論
に
つ
い
て
1

（
ホ
ワ
イ
ト
ミ
リ
ア
厚
紙

9

.

 

，

ー

4
0
0
、,
J

i‘:,J'‘ 

4
ミ
リ
り
．
‘
．

g:

ー
ル
tオ

’,J

、↑

1
文
）
／̂
9
 

，
 

9
•
9
9
.

、

9
9
,

.

.

.

 

,
 ..
 

，
 

•••• 

9

.
 

C

（
第
三
コ
ー
ナ
ー
）

教
師
が
凸
く
、
批
謹
で
は
―

な
く
、
日
分
の
忍
見
を
ド
ロ

゜
＜
 

A
生
徒
の
作
文

（
忍
見
文
）

B

／
乱
B
の
＇
鯰
見
文

O
A
を
ぶ
ん
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
。

O
A
を
虚
ん
て
、
日
分
も
詞
じ
芯
で
円

。
＜
 

O
A
の
忍
見
を
允
製
さ
せ
て
代
9

く。

A
に

よ
っ
て
川
拓
さ
れ
た

B
の
名
え
を
書

゜
＜
 

D

生
砧
の
文
亭

A
、
B
、
C
を
ぶ
ん
で
敗
か
に
さ
九
た
方

え
を
、
11
山
に
げ
く
。

（
一
）
西
尾
実
国
語
教
育
論
へ
の
視
角

叫
尼
か
構
息
し
た

l
畠
教
育
学
は
、

I
F
I
I
と
文
化
を
紐
合
し
よ
う
と
す
る
も

の
て
あ
り
、
と
く
に
、
文
化
へ
の
向
上
を
志
向
し
つ
つ
化
店
を
伽
り
下
げ
る
こ

と
を
住
翡
し
た
。
こ
の
点
か
ら
、
「
1

出
／
予
11
エ
義
」
の
名
て
も
っ
て
呼
ば
れ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
て
は
、
こ
の
「
パ
訊
化
活
主
義
」
に
立
っ

1
祐
教

育
で
は
、
教
材
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
位
附
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

四
尼
、
11
卦
の
教
材
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
て
あ
っ
た
て
あ
ろ
う
か
。
冒
記
活
動

主
義
・
一

□出
化
后
主
義
の
仇
附
に
と
も
な
っ
て
、
匝
尾
の
教
材
観
は
ど
の
よ
う

に
進
炭
し
た
の
て
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
戦
後
の
昭
和
三
十
年
州
後
か
ら
系
統
学
胄
が
さ
か
ん
に
i
[
1

わ
れ
出
し

た
と
き
に
、
次
の
引
川
に
み
る
よ
う
に
、
田
：
JL
学
羽
1

を
徹
肱
す
る
こ
と
を
四
凡

は
主
販
し
て
い
る
。

系
統
学
羽
1

を
求
め
る
社
会
の
玉
）
は
、
こ
れ
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
い
け

な
い
が
、
如
何
応
す
れ
ば
系
統
学
曹
に
辻
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
決
し

て
抒
験
学
羽
1

を
拾
て
た
り
、
そ
れ
か
ら
生
活
学
羽
1

を
や
め
た
り
、
単
元
学

羽1
を
放
東
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
徹
底
す
る
こ
と
だ
。
単

元
学
羽
1

を
徹
賦
し
て
、
系
統
学
羽
1

が
出
て
来
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け

(
2
)
 

な
い
。

両
に
の
川
詔
教
育
論
は
、
そ
の
実
践
化
に
お
い
て
単
元
学
刑
と
結
び
つ
き
を

も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
村
は
ま
先
／
と
の
出
会
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
非
常

に
大
き
い
て
あ
ろ
う
。
大
村
は
ま
先
化
が
匝
尼
に
学
ひ
つ
つ
実
践
を
間
拓
し
飢

心
し
て
い
っ
た
一
面
と
、
も
う
一
面
て
は
店
に
か
人
村
は
ま
先
生
か
ら
学
ん
て

(
3
)
 

い
っ
た
こ
と
も
あ
る
て
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
尼
の
言
晶
生
活
主
義

に
立
つ
川
晶
教
育
は
車
冗
学
羽
1

と
結
ひ
つ
い
て
い
る
。
と
す
る
と
、
単
元
学
習

に
お
い
て
は
、
教
材
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
位
買
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る

の
て
あ
ろ
う
か
。
単
-
む
学
詞
日
に
お
け
る
教
材
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
て
あ
ろ
う

4ヽ

0

カ
以
上
の
よ
う
な
~
辿
を
解
戊
す
る
た
め
に
、
以
ド
の
本
稿
て
は
、
西
尼
実
の

川
記
教
育
論
の
辰
聞
に
お
い
て
、
最
初
の
間
期
に
相
刈
す
る
附
柏
四
年
の
『
川

訊
川
文
の
教
育
』
前
後
期
の
教
材
観
を
招
刑
し
て
み
た
い
。

昭
和
四
年
に
『
川
詔
川
文
の
教
育
』
を
刊
行
す
る

11点
に
お
い
て
、
西
尼
は

厨
内
松
三
編
の
教
科
書
編
集
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
戦
前
・
戦
後
に
わ

た
り
、
教
科
書
の
編
集
に
力
を
人
礼
、
特
徴
あ
る
教
科
書
お
よ
び
学
羽
1

指
導
位

を
作
り
上
げ
て
い
る
。
囮
尼
か
閃
係
し
た
教
科
雷
は
以
ド
の
よ
う
な
も
の
て

あ
る
。
『
西
尼
実
国
詔
教
育
全
集
』
策
十
八
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
年
譜
」
お

よ
び
「
著
作
目
緑
」
か
ら
の
摘
記
て
あ
る
か
、
※
印
を
つ
け
た
も
の
は
全
集
の
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「
年
諮
」
お
よ
び
「
著
作
目
パ
」

IT
勺
叫
載
さ
れ
て
い
な
い
教
科
因
て
あ
る
。(

4
)
 

大
正
十
し
十

一
年
『
徊
罰
川
文
ぷ
本
』
（
信
訊
教
育
会
）
を
編
菜
し
刊
行

人
lE
十
五
什
『
日
又
祈
編
』
（
巾
学
校
川
）
『
国
文
饂
』
（
女
学
校
用
）
出
版

社
は
文
学
社
。
1
1
・
内
松

i

-

―胴
に
な
る
も
の
て
、
そ
の
編
集
を
手
伝
う
。
こ

の
文
学
社
の
鼠
内
松
三
編
の
教
科
祁
は
そ
の
後
も
手
伝
っ
た
も
の
と
思
わ

(
5
)
 

l
る。

※
昭
和
九
年
『
実
業
学
桧
川
文
祈
選
』
企
一
ー
，
八

J

五
（
文
学
社
）
厨
内
松
一二

(
6
)
 

：
四
尼
実
糾

昭
相
十
什
『

lklhい
』
（
岩
収
・

111学
校
）
）
十
次

j

お
よ
び
同
学
情
指
導
甚
『
川

晶
学
習
指
導
の
研
究
』

昭
和
十
四
年
『
旧
晶
女
子
用
』
（
宕
成
）
十
忍
お
よ
び
詞
学
料
指
導
悶

以
上
が
戦
伯
に
閲
係
し
た
教
科
粛
で
あ
り
、
戦
後
に
な
っ
て
も
、
信
成
教
育

会
、
筐
庁
北
昌
い
、
教
育
出
版
の
糾
集
を
続
け
、
小
学
校
か
ら
．り臼
笠
学
佼
に
わ
た

る
国
晶
科
の
教
科
由
国
を
作
り
上
げ
て
き
た
。
符
見
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
戦
蘭
に

お
い
て
は
、
岩
岐
の
『
川
出
』
お
よ
ひ
そ
の
学
罰
指
導
翡
、
戦
後
の

111学
校
川

の
教
科
書
と
し
て
は
筑
肘
粛
い
の
教
科
古
お
よ
ひ
そ
の
学
羽
1

指
｝
牡
因
か
、
教
科

甚
お
よ
び
指
導
粛
の
新
し
い
あ
り
方
を
捉
小
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

(
7
)
 

こ
の
よ
う
に
西
尾
実
は
教
科
因
糾
集
に
化
観
を
か
げ
て
き
て
お
り
、
西
足
の

教
材
論
に
つ
い
て
研
究
す
る
以
合
、
氏
の
教
科
滸
論

・
指
導
閃
論
は
非
常
に
玉

汲
て
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
上
の
指
悩
に
と
ど
め
て
お
く。

（
二
）
『
国
語
国
文
の
教
育
』
と
『
国
語
教
育
の
諸
問
顆
』
ー
文
献
学
的
考

9

かん

昭
和
四
年
の
『
川
訴
川
文
の
教
育
』
以
伯
に
教
科
魯
（
ぷ
本
）
論
を
念
め
て
、

教
材
論
に
パ
及
し
て
い
る
論
稿
と
し
て
次
の
よ
う
な
倫
稿
を
収
り
卜
げ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

0

「
国
謁
喜
叫
本
に
つ
い
て
」
（
大
正
五
・
八
『
信
濃
教
育
』
）

0

「
囚
謳
の
感
栢
的
要
業
」
（
大
七

・
ニ
『
信
涙
教
育
』

0

「
補
助
教
材
に
つ
い
て
|
ー
＇
特

に
副
虚
本
に
つ
い
て
ー
ー
」
（
大
十
三
・

六
『
信
戯
教
育
』
）

こ
の
期
に
お
け
る
西
尾
の
教
材
観
は
、
教
科
書
（
証
本
）

と
の
閲
係
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
主
た
る
考
え
は
以
下
の
引
用
文
に
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・:
11
11い
か
語
と
し
て
そ
の
店
力
を
最
有
力
に
発
抑
し
た
も
の
は
広
義
の

文
学
て
あ
り
、
国
氏
精
神
な
り
災
的
梢
操
な
り
の
言
語
的
表
視

I
、
も
っ

と
も
直
接
、
も
っ
と
も
純
真
な
も
の
も
ま
た
そ
の
国
の
文
学
で
あ
る
。
故

に
国
占
教
育
の
本
質
か
ら
い
え
ば
、
文
学
よ
り
、
文
学
を
材
料
と
し
て
の

教
育
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
：
・
文
学
を
教
材
と
し
て
の
教
育
、
そ
れ
が
国

•(8) 

晶
科
特
設
の
罪
由
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

続
い
て
、
作
為
さ
れ
た

「
校
痘
文
」
と
「
本
物
の
文
」
と
い
う
区
分
け
を
し

て
、
「
本
物
の
文
」
は
、
「
証
み
返
し
す
る
徊
に
、
そ
の
怠
義
と
価
値
と
が
新
た

に
深
く
さ
れ
「
蒻
め
ば
虚
む
ほ
ど
、
そ
の
種
の
伺
作
表
視
の
衝
動
を
刺
戟
す

る
」
文
て
あ
り
、
「
松
型
文
」
は
「
ぶ
め
ば
扁
む
ほ
ど
無
味
に
な
り
無
力
に
な

っ
て
、
力
の
暢
辻
が
期
せ
ら
れ
な
い
」
か
ら
、
た
と
え
準
仙
段
階
て
あ

っ
て

も
、
国
晶
教
材
と
し
て
は
非
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
先
の
引
用
中
、
「
広
義
の

文
学
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
ま
で
合
め
て
杓
え
て
い
る
の
か
定

か
で
は
な
い
げ
れ
ど
も
、
随
下
的
な
も
の
や
散
文
的
な
も
の
を
含
め
て
の
こ
と

て
あ
ろ
う
。
ま
た
、
堺
時
の
国
語
読
本
が
改
汀
伯
に
「
文
学
的
材
料
」
を
加
え

て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
「
本
物
の
文
」
は
乏
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
続
く
段
落
に
お
い
て
、
「
：

•
た
だ
そ
の
地
方
に
取
材
し
た
文
お
よ
び

そ
の
地
方
の
児
企
に
炭
ら
れ
た
文
中
に
は
、
文
部
省
国
語
証
本
使
川
の
準
価
と
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し
て
発
展
と
し
て
適
切
な
も
の
か
あ
る
」
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。
文
学
を
あ

く
ま
で
も
中
心
と
し
て
、
そ
の
碍
仙
あ
る
い
は
発
展
と
し
て
、
「
地
方
的
材
料
」

や
「
児
詔
の
綴
り
方
」
を
教
材
と
し
て
位
附
づ
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お

い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
あ
げ
ら
れ
る
吝
眼
と
し
て
は
、

『
四
尼
丈
氏
品
教
材
と

し
て
の
文
掌

(
9
)
 

観
（
柿
罰
読
本
を
中
心
と
し
て
）
』
（
昭
三

・
八
）
が
あ
る
。
第
一
箪
で
は
、

「
読

方
教
授
の
休
系
」
と
し
て
、
「
1
、
菜
ふ

解

訳

批

北

」

「

2
、
文
の
主
題

と
そ
の
展
開
」
に
つ
い

て
語
ら
机
て
お
り
、
こ
礼
が
『
川
記
囚
文
の
教
育
』
に

い
た
り
休
系
的
に
論
述
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第
二
鉛
は
「
作
品
研
究
」

と
し
て
、

春
の
恥
、
乳
凡
な
る
凡
人
、
空
知
川
の
岸
辺
、
山
椒
大
夫
、

-II

削

間
、
冬
の
エ
、
匹
山
拾
囮
、
生
川
川
を
取
り
上
げ
、
第
三
訂
て
は
、
「
作
品
と

作
家
」

と
し
て
、
此
村
‘
漱
石
、
餡
外
に
つ

い
て

i
-

↑
ぃ
及
し
て
い
る
。
こ
の
資

料
に
よ
っ
て
、
当
肌
の
西
凡
の
教
材
と
し
て
の
作
品
仰
、
あ
る
い
は
「
本
物
の

文
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
条
件
を
さ
ぐ
る
こ
と
か
で
き
よ
う
。

『国
訪
国
文
の
教
育
』

は
、
こ
の
よ
う
な
鰐
過
の

も
と
に
、
直
桜
に
は
『
田

託
教
育
の
諸
間
如
』
に
収
め
ら
れ
た
高
稿
を
原
罰
と
し
て
い
る
。
後
者
の
書
は

昭
和
五
年
十
一
月
十
五
日
、
受
険
講
府
刊
行
会
よ
り
出
版
さ
れ
て
お
り
、
袖
者

は
昭
和
四
年
十
一
月
二
四
日
て
あ
る
。
石
井
庄
司
博
士
に
よ
る
と
、
後
者
の

『国
語
教
育
の
諸
間
題
』
は
、

『
IH文
学
晶
府
』

と
し
て
昭
和
三
釘
の
一
月

か

ら
、
「
一

ヶ
月

一
冊
十
ニ
ヶ
月
十
二
間
紅
了
」
と
し
て
文
献
素
院
か
ら
刊
行
さ

れ
た
も
の
て
、
後
に
（
昭
和
五
年
）
受
験
講
座
刊
行
会
（
平
凡
社
内
）
が
版
椛

(
J
O
)
 

を
買
い
取
っ

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
と

の
こ
と

て
あ
る
。
『
川
語
教
育
の
諸
問
題』

は
十
二
謡
よ
り
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
十
二
叩
か
昭
和
三
年
に
一
箇
月
に
一

冊
ず
つ
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
翌
11
の
昭
和
四
年

『
国
珀
国
文
の
教
育
』
に
お
い
て
、
五
釣
に
招
刑
さ
れ
い
っ
そ
う
内
容
が
休
系

づ
け
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
両
者
の
目
次
を
比

校
し
て
み
た
い
。

『
国
語
教
育
の
諸
問
題
』

一
、
素
読
に
つ
い
て

二、

解
釈
及
ひ
批
評

一三
、
教
材
及
び
教
材
研
究
一

一

四

、
国
語
教
定

五
、
読
む
力
の
拡
礎
と
し
て
の

綴
方

一

六
、
作
文
教
授
の
体
系

七
、
主
題
の
展
開
と
推
敲

八
、
教
室
雑
記

九
、
国
語
観
念
の
純
化

の
愛

+
、
文
学
と
教
投

十
一

、
国
語
教
育
の
意
義

十
二、

国
語
教
育
者

-
1
 

『
国
語
国
文
の
教
育
』

一
、
方
法
体
系

一、

行
的
方
法

二
、
蔽
礎
経
験

三
、
読
む
力
の
拡
礎

四
、
証
む
作
用
の
体
系

一
索
読
二
解
釈
三
批
評

二
、
文
学
形
象
の
問
題

一
、
文
学
形
象
の
概
念

二
、
文
の
主
屈
と
そ
の
展
開

一
主
題
と
構
想
二
叙
述

三
、
国
語
愛
泄

四
、
国
文
学
と
教
捉

五
、
同
語
教
育
者

Dは
第
者
が
付
け
た
も
の
て
あ
る
。
内
容
の
休
系
は
両
編
成
さ
れ
、
文
革

も
加
除
修
正
さ
れ
、
文
翠
の
入
れ
替
え
も
行
わ
れ
て
い
る
が
約
八
割
は
同
じ
て

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
口
ロ
を
付
け
た
第
三
章
の

「
教
材
及
び
教
材
研
究
」
の
部

分
は
、
『
国
語
困
文
の
教
育
』

に
再
編
成
す
る
際
、
全
部
が
は
ず
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
刑
由
は
推
測
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、『
国
語
国
文
の
教
育
』
は
原
理

論
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
弛
礎
論
的
な
も
の
に
し
ほ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
当
時
の
教
材
論
の
内
容
は
、
教
科
書
（
読
本
）
や
副
読
本
の
教
材
論
が

- 55 -



111
心
て
、
そ
の
よ
う
な
丈
践
的
、
あ
る
い
は
闊
良
的
な
問
凶
は
別
に
扱
っ

て
い

こ
う
と
し
た
の
て
は
な
い
か
と
以
わ
汎
る

3

こ
の
「
教
材
お
よ
び
教
材
研
究
」
の
部
分
は
西
凡
仝
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い

な
い
の
で
、
次
節
て
は
そ
の
内
容
を
紹
介
し
な
か
ら
、
初
期
の
西
尾
丈
の
教
材

論
を
検
吋
し
て
み
た
い
。

（
三
）
『
国
語
教
育
の
諸
問
題
』
に
お
け
る
教
材
論

(
J
l
)
 

こ
の
内
の
第
三
，
＂

1-「教材
及
び
教
材
叫
究
」
は
、
訓
項
の
口
で
指
摘
し
た
文

献
、
す
な
わ
ち
人
止
期
に
『
忙
以
教
訂
』
に
発
表
し
た
ぷ
柏
の
内
容
を
一
歩
発

製
さ
せ
た
も
の
て
あ
る
。
内
容
を
招
刑
す
る
と
次
の
よ
う
な
禎
目
に
な
ろ
う
。

①
教
材
ー
|
'
不
質
と
し
て

の
教
材
と
9
ー
り
仰
旧
段
附
と
し
て
の
教
材

◎
教
材
選
択
及
び
徘
列
の
条
件

〇
袖
助
教
材
に
つ
い
て

◎
教
材
研
究
に
つ
い
て

①
教
材
教
り
の
見
促
的
条
外
は
「
竹
者
内
几
活
の
充
溢
か
ら
几
札
て
ぷ
竹

の
内
／
活
を
充
溢
さ
る
べ
き
．
I
h
ぃ，
1
人
視
、
山
ち
1

以
も
よ
き
ぷ
味
の
文
学
」

と

し
、
そ
の
エ
弧
は
一
且
し
て
い
る
。
「
文
の
い

の
ち
」

か
凶

四
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
各
い
代
の
上
に
傑

作
と
し
て
生
き
て
木
た
占
典
、
及
ひ
現
代
の
作
品
巾
て
も
古
典
た
ら
ん
と
す
る

怠
義
を
有
す
る
も
の

を
忍
味
し
、
史
に
泰
西
文
化
に
於
け
る

バ
イ
プ
ル
、
原
几

に
於
け
る
論
ふ
い
及
ひ
仏
典
勺
を
は
し
め
、
祖
帥
の
出
緑
の
あ
る
も
の
、
一
迅
の

辻
人
が
残
し
た
出
録

111
て
あ
る
も
の
の
如
き
を
も
介
め
た
、
最
も
人
間
と
し
て

の
本
質
的
な
、
健
仝
な
．込
ん
に
触
杜
た
竹
品
て
ふ
似
の
価
柏
あ
る
も
の
」
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ

訊
ら
の
教
材
を
あ
く
ま
で
も
本
休
と
し
て
、
準

仙
的
段
附
に
お
け
る
教
材
の
名
え
方
を
一
歩
広
げ
て
い
る
。
「
ま
づ
曰
彼
笠
と

詞
じ
年
代
に
化
き
、
口
向
じ
悶
埠
に
れ
り
、
口
詞
じ
心
刑
的
発
辻
の
段
附
に
在

る
者
の
作
品
か
ら
始
め
、
漸
闊
に
こ

の
三
条
件
中
の

三
又
は
一

に
の

み
具
仙
し

た
も
の
に
巡
み
、
や
が
て
闊
所
位
穴
に
し
た
人
々
の
一
般
的
作
晶
に
入
る
よ
う

に
す
れ
ば
、
i

屈
有
怠
義
な
準
仙
教
材
た
り
得
る
：
．．．．c

．．． 

，
：
か
く
の
如
き
材

料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
級
学
校
を
は
じ
め
、
そ
の
地
方
兄
州
の
紘
方
成
粕
か
ら

囮
る
の

か
適
↓
ー
で
あ
る
：
・
：
＇
」
と
、
庫
仙
教
材
を
位
附
づ
け
て
い
る
。

◎
教
材
近
訳
及
ひ
排
列
、
教
材
選
択
の
椋
叫
を
主
観
的
枕
鍬
と
客
観
的
椋
尊

に
分
け
て
い
る
。
＂
凹
者
は
「
そ
の
人
の
文
学
観
教
育
観
笠
を
始
め

、
全
人
格
の

総
合

1
判
断
に
刈
拠
す
る
」
も
の
て
、
「
教
材
か
あ
る
一
面
に
偏
す
る
こ
と
は

兄
れ
輝
い
欠
点
で
あ
る
か
‘

―
つ
の
力
釘
の
徹
瓜
を
期
し
四
る
の
は
恥
所
で
あ

る
。
」
と
し
て
い
る
。
客
観
白
条
件
は
、

一
、
索
材
に
よ
る
も
の
：
・
・：
地
四
的
教

材

・
歴
史
旧
教
材

・
刑
科
白
教
材
な
ど
、
二
、

叙
述
の
柿
類
に
よ
る
も
の
：
・
：
・

散
文

・
い
叫
文
、

1
出
文

．＇
人
IL

呪入
、
芯
巾
文
・
論
文

・
日
川
，
又
な
ど
、
三
、

―ー〕

諮
文
学
の

11代
的
度
必
に
よ
る
も
の
：
，
．．
．
 
況
代
文

・
近
代
文

・
近
1
文

・
近
古

文
な
ど
、
に
加
え
て
、
四
、
文
学
形
應
に
よ
る
も
の
、
五
、
文
学
と
し
て
の
忍

人
に
よ
る
も
の
を
似
附
し
て

い
る
。

四
の
文
学
形
態
は
、
そ

の
後
の
概
念
か
ら

い
え
ば
文
学
形
象
の
こ
と
て
あ
ろ
う
と
息
わ
れ
る
。
四
お
よ
び
五
が
因
尾
独
臼

の
観
点
と
し
て
怖
晶
さ
れ
る
へ
き
と
こ
ろ
て
あ
ろ
う
が
、
西
に
目
身
の
洋
し
い

"111

明
は
み
ら
れ
な
い
。

◎
袖
助
教
材

渕

仙

教
材
と
は
別
に
袖
助
教
材
に

つ
い

て
ー
バ
及
し
て
い

る。

こ
れ
は
「
正
教
科
古
」
に
対
す
る
叫
心
本
の
こ
と
で
あ
る
。
眉
川
珀
人
先
札
の

指
摘
に
よ
札
は
、
人
正
七
年
貶
か
ら
仙

川
さ

机
始
め

た

『
尋
富
小
学
川
出
虚

本
』

(11応
第
一
ー
期

俗
祢

「
，
1
ー
砒
本
」）

の
出
視
あ
た
り
か
ら
「
副
ぷ
本
」
の

氣
迎
が
煎
成
さ
れ
、
閃
＇
集

人・
・い
災
（
人
十
二
作
）
後
か
ら
昭
和
初
頭
に
か
け
て

(12) 

副
虚
本
が
プ
ー
ム
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
尾
の
言
及
も
、
こ
の
よ

う
な
時
代
状
況
を
反
映
し
た
も
の
て
あ
ろ
う
し
、
大
正
十
年
以
降
、
諏
山
教
育
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公
・
信
氾
教
育
会
で
の
補
oFJIItl
文
王
叫
本
の
編
集
に
も
閃
係
し
て
い
る
。
ま
た
口

て
紹
介
し
た
『
教
材
と
し
て
の
文
革
観
』
も
そ
れ
に
閃
係
し
た
講
油
記
録
で
あ

る
。
袖
助
教
材
と
い
っ
て
も
、
西
足
の
晶
本
的
な
考
え
方
は
①
◎
に
ほ
ほ
の
ベ

ら
れ
て
い
る
の
で
、

本
稿
て
は
省
略
す
る
。

⑤
教
材
研
究
小
見
出
し
や
テ
ー
マ
に
「
教
け
研
究
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
は
、
竹
見
す
る
と
こ
ろ
て
は
こ
れ
が
岐
切
で
あ
る
。
西
尼
は
教
材

研
究
の
前
捉
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
一
恥
と
し
て
、
作
品
研
究
を
屯
製
視
す

る
。
「
研
究
過
祝
に

於
て
は
、
＇
翠
つ
『

教
え
ん
が
た
め
』

と
い
う
意
識
を
離
れ

た
研
究
が
根
底
を
成
さ
ね
ば
な
ら
」
な
い
こ
と
を
位
凋
し
、
「
教
材
研
究
を
一

般
的
に
い
え
ば
、
ま
す
，
11
ら
の
た
め
に
泣
む
‘
、
11山
名
察
が
そ
の
根
底
に
行
わ

れ
、
そ
の
上
ビ
、
教
材
と
し
て
の
名
察
か
加
え
ら
札
る
と
い
う
の

が
、
最
も

fl

然
な
、

有
力
な
過
五
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い

る。

教
師
自
身
が
、
自
己
の
た

め
に
晶
み
、
自
己
の
た
め
の
価
値
を
見
出
し
て
い
る
文
や
作
品
が
真
の
教
材
に

な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
，
目
ー
」
の
ぷ
署
生
活
を
内
省
し
確
立
し
て
い
く
と
こ

ろ
に
生
ま
れ
て
く
る
と
す
る
。
こ
孔
は
、
先
の
教
材
選
択
に
お
け
る
主
観
的
枕

準
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
「
、
ュ
観
」
よ
り
は
「
l
咋
匝
的
枕
準
」
の
方
か
適

し
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

教
材
と
し
て
の
研
究
は
、
「
：
・
:
；
ぷ
材
を
生
か
し
、
・
:
・
：
息
化
内
容
を
働
か

し
て
い
る
真
の
主
姐
を
見
、
夏
に
か
く
の
如
き
主
辿
の
展
間
と
し
て
、
一
文
の

形
象
を
匝
観
す
る
は
勿
溢
、
一
泊
一
句
の
上
に
ま
て
こ
れ
を
味
識
す
る
こ
と

て
」
、
こ
れ
が
教
材
の
本
質
的
刑
解
で
あ
る
と
す
る
。
『
旧
語
国
文
の
教
育
』
て

休
系
化
さ
れ
た
、
「
土
加

・
構
想
・

叙
述
」

を
丹
拿

に
研
究
す
る
こ
と
が
本
質

的
般
解
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
作
品
を
作
品
と
し
て
深
く
探
究

す
る
こ
と
が
第
一
て
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
教
材
の
本
質
的
迎
解
に
立
っ

て
、
こ
れ
を
教
う
べ
き
材
料
と
し
て
の
名
察
に
導
き
、
児
企
生
徒
の
心
理
的
条

件
を
参
考
し
つ
つ
、
教
授
体
系
と
し
て
の
具
体
的
作
業
案
に
逹
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
教
材
研
究
の
仕
事
は
完
結
す
る
。
」
と
ま
と
ま
め
て
い
る
。

以
上
が
概
略
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
時
期
ま
で
の
西
尼
の
教
材
論
を
整
迎
し

検
討
し
て
お
き
た
い
。

（
四
）
西
尾
実
教
材
論
研
究
の
整
理
と
課
顆

こ
れ
ま
で
ま
と
め
て
き
た
西
尾
の
教
材
論
は
、
祉
む
こ
と
の
指
導
を
前
捉
に

し
に
論
で
あ
っ
て
、
教
材
論
と
い
う
視
点
か
ら
、
作
文
・
綴
方
の
領
域
、
さ
ら

に
は

rm
し
こ
と
ば
の
指
導
を
合
め
た
囚
品
科
の
全
体
構
辿
を
対
象
化
す
る
に
は

い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
十
年
前
後
か
ら
「
言
語
活

動
'-
主
義
の
提
唱
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
提
唱
は
教
材
論
の
角
度

か
ら
は
ど
の
よ
う
に
位
訊
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

ー
皿
む
こ
と
の
教
材
は
、
文
学
を
本
体
と
し
て
、
「
本
物
の
文
」
で
あ
る
こ
と

を
工
ず
諏
す
る
。
そ
れ
は

「
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
そ
の
種
の
創
作
表
視
の
衝
動
を

刺
戟
す
る
」
文
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
匝
足
の
実
感
で
あ
ろ
う
と
も
息
わ
れ

る。

ま
た
、
こ
の
見
方
は
、
「
主
題
・
構
想
・

叙
述
」
畠
と
も
閃
係
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
作
品
を
創
造
す
る
創
作
論
で
も
あ
り
、
同
時

に
加
む
こ
と
の
方
法
論
の

一
踪
と
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
文
化
を
瓜
点
に
し
た
間
題
意
識
や
レ
ベ
ル
の
高
い
間
題
で
あ
っ
て
、
学
習
者

に
ま
て
完
ぺ
き
に
求
め
て
い
く
の
は
囚
難
て
あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
「
一
戸
晶
活

動
」
主
義
捉
唱
の
根
源
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
本
物
の
文
」
は
、
ま
た
「
文
の
い
の
ち
」
と
も
い
う
。
「
文
の
い
の
ち
」
は

昭
和
十
年
良
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
『
囚
語
』
（
灼
設
）
の
『
学
習
指
導
書
』

に
お
い
て
も
使
わ
礼
て
お
り
、
こ
の
教
科
書
お
よ
び
学
習
指
導
書
を
分
析
し
研

先
す
る
こ
と
が
第
二
の
諜
屈
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
新
し
い
教
材
観
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
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八
注
お
よ
び
参
考
文
献
＞

(
1
)

『
総
合
教
育
技
術
』
小
学
館

ノゞ
ヽ

『
大
村
は
ま
国
語
教
室
』
十
六
在

ペ
ー
ジ

筑
府
害
い
（
昭
五
八
•
四
・
三
十
）
一
五
八

第
三
七
在
弟
七
号
（
昭
五
七
・
七
•
五
十
ニ
ペ

本
稿
の
第
一
立
見
て
、
筆
者
は
文
化
財
と
し
て
の
教
材
と
機
椛
的
教
材
と
い
う

二
つ
の
祝
点
を
弧
緊
凡
し
、
両
名
か
脊
機
的
に
、
相
袖
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
動
的
な
授
業
が
成
立
す
る
の
て
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
の
ベ

た
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
四
）
の
教
材
虚
は
、
文
化
財
と
し
て
の
教
材
を

本
体
と
し
な
か
ら
も
、
児
炉
の
綴
，
JJ
竹
品
や
地
方
に
取
材
し
た
も
の
を
、
準
仙

段
附
あ
る
い
は
発
嵐
と
し
て
の
教
材
に
位
附
つ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
機
能
的
教

材
と
呼
ん
て
よ
い
て
あ
ろ
う
。
機
指
旧
教
材
と
い
う
見
方
て
、
そ
の
後
の
四
尼

囚
語
教
育
学
に
ど
こ
ま
て
辿
り
う
る
か
か
第
三
の
人
き
な
Ili
砂
加
て
あ
る
。

次
の
諜
加
は
教
材
研
究
て
あ
る
。
直
に
は
、

'Ii-」
の
'nJL

平
国
仕
活
を
甑
め
て
い

き
、
，
日
己
に
価
伯
あ
る
も
の
を
発
見
し
た
と
き
、
そ
れ
か
真
の
教
材
と
な
る
と

い
っ
て
い
る
。
四

J
は
、
教
材
化
研
先
と
は
い
っ
て
い
な
い
け
礼
ど
も
、
こ
の

こ
と
は
教
材
化
研
究
の
姑
盤
と
し
て
名
え
る
こ
と
か
て
き
る
て
あ
ろ
う
。
四
凡

が
編
集
者
と
な
り
作
り
士
け
て
い
っ
た
教
科
曹
は
、
真
の
―
nJL

四
仕
活
か
ら
仕
ま

れ
て
き
た
も
の
て
あ
る
。
『

11
出

1
文
の
教
育
』
以
餃
、
教
材
研
究
畠
は
、
実

(14) 

践
的
な
閻
加
と
し
て
展
開
さ
礼
、
昭
和
十
五
什
の
『
川
記
教
生
の
間
迎
』
て
は
、

作
品
研
究
↓
教
材
研
究
↓
指
均
研
究
と
い
う
三
段
附
て
位
仰
つ
け
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
恥
史
的
な
以
間
を
た
と
り
な
か
ら
、
と
く
に

三
段
附
に
つ
い
て
門
検
討
し
て
み
た
い
。
三
段
陪
と
い
う
よ
り
も
同
心
円
的
な

屈
と
し
て
位
附
づ
け
る
へ
き
で
は
な
い
か
と
竿
者
は
名
え
て
い
る
。

(
2
)

「
最
近
の
国
語
教
育
の
諸
問
題
」
『
諏
訪
教
育
』
（
昭
三
六
・
七
）
『
信
州
教
育
の

た
め
に
』
西
尾
尖
信
浪
教
育
会
刊
（
昭
四
ニ
・
十
一
・
十
）
に
所
収
三
九
一

ノゞ

ヘー、‘

(
3
)
拙
稿
「
言
語
生
活
の
向
上
を
め
ざ
し
た
刑
論
と
実
践
ー
ー
大
村
国
語
教
室
と
西

尾
即
論
ー
ー
」
『
総
合
教
育
技
術
』
小
学
館
第
三
五
巻
第
四
号
（
昭
五
五
・
六
．

一
）
五
六
ー
五
七
ペ
ー
ジ
こ
れ
は
大
村
先
生
か
ら
直
接
お
間
き
し
た
こ
と
な
ど

を
も
と
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
集
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
』
筑

肝
翌
い
（
昭
五
七
・
十
一
・
三
十
）
に
お
い
て
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
三

0
-
、
三

0
七
ー
三

0
八
。
ヘ
ー
ジ
）
、
と
く
に
昭
和
三
十
年
前
後
か
ら
筑
底
で
の

教
科
杏
編
集
を
通
じ
て
、
大
村
先
生
は
西
尾
理
論
を
実
践
化
し
、
ま
た
西
尾
が
単

元
学
料
へ
の
支
持
を
高
め
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
な
ろ
う
。

(
4
)

『
直
尼
丈
先
生
実
践
指
導
記
録
国
語
教
育
者
の
歩
み
』
信
濃
教
育
会
（
昭
三

四
・
十
一
・
十
五
）
の
十
五
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
諏
訪
教

育
会
『
級
り
方
研
究
委
旦
会
』
は
昭
和
二
年
度
事
業
の
一
っ
と
し
て
、
『
補
瞥
国

文
晶
本
』
（
西
尾
先
生
編
・
昭
和
三
・
八
諏
訪
教
育
会
刊
）
の
研
究
を
行
な
っ
た
。

『
教
材
と
し
て
の
文
愈
観
』
は
、
こ
の
読
本
を
中
心
と
し
て
先
生
に
お
顧
い
し
た

講
狐
（
三
年
八
月
）
辿
品
で
あ
る
。

こ
の
読
本
は
、
大
正
十
年
後
期
Jij
在
一
を
最
初
と
し
、
順
次
前
期
用
二
冊
・
後

期
川
三
冊
・
別
篇
一
冊
と
そ
の
参
考
苫
が
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
別

篇
（
大
正
一
三
・
―
一
）
は
佑
濃
教
育
会
と
し
て
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初

の
も
の
で
意
義
深
い
•
…
:
」
。

(
5
)

西
尾
全
集
第
十
送
の
「
年
諮
」
に
お
い
て
、
大
正
十
五
年
の
と
こ
ろ
で
（
五
一

五
ペ
ー
ジ
）
、
「
：
・
・
・
・
編
集
を
手
伝
い
、
『
国
文
鑑
』
の
学
習
指
禅
書
で
は
、
従
来

の
『
節
意
』
『
句
意
』
『
語
意
』
な
ど
の
項
目
に
か
え
て
『
構
想
』
『
叙
述
』
な
ど

の
項
目
を
立
て
て
記
述
し
、
国
語
教
育
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
を
教
材
研
究

の
上
に
生
か
す
工
夫
を
し
た
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
二
年
二
月
四
日
文

部
省
検
定
済
と
な
っ
て
い
る
『
国
文
鑑
』
の
『
編
簗
趣
意
書
』
に
は
「
構
想
」
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「
叙
述
」
の
川
語
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た、

第
二
版

（
附
和
八
年）

の
『
教

授

参

考
古
』
（
全
五
咎
）
で
も
、
「
解
題
」
「
文
迄
」
「
節
・
心
」
「
句
訟
」
「写叩昂
i

」
と
な
っ

て
い
て
、
「
枇
想
」
「
叙
述
」
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
翡
査
が
必
要
で

あ
る
。

(
7
)

文
学
社
の
『
困
文
鑑
』
お
よ
び
『
国
文
新
編
』
は
い
ず
れ
も
坦
内
松
三
組
で
、

西
尼
丈
の
名
前
は
出
て
い
な
い
が
、
こ
の
教
科
古
で
は
二
人
の
名
前
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。

(
8
)

西
尼
自
卦
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
：：：
田
文
科
を
出
て
か
ら
、
午
後
と

夜
、
国
語
を
教
え
て
い
た
舒
験
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
に
州
に
帰
っ
て
柿
翌

学
校
の
読
本
を
編
集
し
、
さ
ら
に
康
恥
に
出
て
女
学
校
の
教
科
魯
、
ま
た
中
学
校

の
教
科
書
、
さ
ら
に
新
制
巾
学
狡
の
国
晶
、
古
1

芍
学
校
の
国
語
を
と
い
う
よ
う
に

迎
ひ
、
大
学
の

一
般
教
育
と
し
て
の
人
学
の
参
考
因
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
囚
語

教
科
告
編
集
も
、
わ
た
し
の
店
託
の
仕
巾
の
軍
要
な
ひ
と
つ
に
な
っ
て
き
た
こ

『
し
州
教
育
と
共
に
』
西
比
丈

rh
濃
教
育
会
iiJ
（
昭
三
九
・
八
・
ニ
五
）
一
八

五
ペ

ー
ジ

(
8
)

『
化
州
教
育
と
共
に
』
西
化
丈
仁
叫
叫
教
育
公
liJ
（
附

三
九

・
八
・
ニ
五
）
三

六
八
ー
三
六
九
ペ

ー
ジ

(9
)

七
一

ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
小
冊
子
て
あ
る
。
注
④
参
開

(10)

『
西
尼
丈
国
語
教
育
仝
集
月
報
6
』
教
育
出
版

（
附
五
十
・
九
）
な
お
、
こ

の
月
報
の
◇
お
わ
び
◇
の
と
こ
ろ
の
二
行
目
に
あ
る
（
二

0
1
1
ニ

ー
三
）
は

（二

0
1
~
二
三
三
）
の
誤
り
で
あ
る
。

(11)

『
国
語
教
育
の
諸
問
迎
』
（
〔
国
文
学
翡
脱
仝
二
十
八
冊
ノ
内
〕）

平
凡
社
内
受
験

講
座
刊
行
会
編
集
発
行
（
昭
五

・
十

一・

十
五
）

H
-

三
1
五

一
。ヘ

ー
ジ

(12)

「
国
語
教
育
史
の
残
想
（
一
八
）
国
語
副
晶
本
の
果
し
た
役
割
（
」
沿
川
迫
夫

『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
第

―
二
九

集

日

本

旧
語
教
育
学
会
編
（
昭
五
八
・
ニ
・

一
五
）

(13)

『
国
語
学
翌
指
導
の
研
究
』
岩
波

仝
十
忍

「
愁
i
-9

」
に
お
い
て
、
「
表
現
に
生

命
あ
り
結
唱
あ
る
も
の
」
な
ど
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。

(14)

『
国
語
教
宝
の
問
迎
』
西
尾
実

古
今
密
院

（
昭
十
五
・
一
・
ニ
五
）

（
筑
波
大
学
教
育
学
系
専
任
講
師
）
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