
第
1
章

新
し
い
時
代
の

「
楽
し
い
学
校」
と
は
？

ま
え
が
き

屯
I

ヽ

‘r,、
-

、

「
楽
し
い
学
校」
研
究
会
一
同

今、

学
校
は
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る。
そ
の
始
ま
り
を
象
徴
す
る
の
が、
「
楽
し
く
な
け
れ
ば
学
校
で
は
な
い
」

と
い
う
生
活
科
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
っ
た
と
考
え
る。

だ
が、

他
方
で
「
楽
し
い
だ
け
が
学
校
か」
と
い
う
声

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は、

勉
強
（
強
い
て
勉
め
る）
と
い
う
言
梨
が
絞
徴
す
る
よ
う
に、

こ
れ
ま

で
学
校
が
実
際
に
呆
し
て
き
た
役
割
を
名`
こ
れ
ば、
一
概
に
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
も
あ
る。

そ
の
た
め、

私
た
ち
は
一
昨
年
七
月、
「
楽
し
い
学
校」
研
究
会
を
設
立
し、

生
活
科
が
呆
し
て
き
た
役
割
も
ま
た
認

め
つ
つ、

ど
う
す
れ
ば
学
校
を
子
ど
も
た
ち
が

品示
し
く
学
ぴ”“
楽
し
く
生
活
す
る“
易
に
転
換
で
き
る
か
を
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
で
子
ど
も
と
か
か
わ
る
仲
間
と
と
も
に
考
え
て
き
た。

そ
し
て
そ
の
成
果
を
問
う
た
め、

昨
年
六
月
六
日、

日
本
子
ど
も
社
会
学
会
第
四
回
大
会
（
東
京
学
芸
大
学）
の
テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し、

研
究
会
代
表
の
三
名
に

よ
る
問
題
提
起
に
対
し
て、

参
加
者
か
ら
数
多
く
の
沢
重
な
意
見
を
い
た
だ
い
た。
い
ず
れ
も
学
校
を
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
楽
し
い
世
界
に
再
構
築
す
る
こ
と
に
対
し
て、

和
極
的
か
つ
実
践
的
に
桃
む
意
欲
と
悦
点
に
打
か
れ
た
も
の
で

あ
り‘
“
楽
し
い
学
校＂
の
具
体
像
を
得
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
窪
む
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た。

も
と
よ
り、

本
研
究
会
の
目
的
は
特
定
の
学
校
像
の
提
起
で
は
な
い。

新
た
な
世
紀
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
を
前
に

し
て、

学
校
が
“
い
ま、

こ
こ
で”
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
ぺ
き
か
を、“
楽
し
さ”
を
窓
口
に
”吟叩
議
す
る
場“
を
提
供

す
る
こ
と
に
あ
る。

そ
の
た
め、

そ
の
具
体
化
へ
の
よ
り
一
府
の
論
議
を
喚
起
す
る
機
会
と
し
て、

テ
ー
マ
セ
ッ
シ
ョ

ン
参
加
者
を
含
め、

子
ど
も
と
教
育
に
関
心
を
持
つ
様
々
な
分
野
の
人
た
ち
の
協
力
を
得
て、

本
誌
削
刊JIグ
の
勘
を
か

り
て、

世
に
問
う
次
第
で
あ
る。

ご
一
読
の
う
え
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
お
よ
せ
い
た
だ
け
れ
ば
ギ
い
で
あ
る。
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わ
た
し
た
ち
は
新
た
な
世
紀
の
学
校
の
あ
り
か
た
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て 、
”

楽
し
さ“
を
キ
ー

コ
ン
セ
プ
ト
に
選

ん
だ 。
し
か
し 、
「
楽
し
い
だ
け
が
学
校
な
の
か」
と
い
う
疑
問
を
も
つ
人
た
ち
が
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る 。
わ
た
し

た
ち
自
身
の
な
か
に
も
同
じ
思
い
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る 。
日
本
の
学
校
教
育
の
こ
れ
ま
で
の
軌
跡
を
た
ど
る
な

ら 、

刻
苦
勉
励
や
苦
学
と
い
う
言
葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に 、
む
し
ろ
”

楽
し
さ
II

と
は
逆
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
中
心
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う 。
さ
ら
に 、

学
校
の
果
し
て
き
た
役
割
を
評
価
す
る
な
ら 、
そ
の
こ
と
を
否
定
的
に
の
み
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
な
い 。

し
か
し 、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ 、

わ
た
し
た
ち
は
新
た
な
学
校
と
そ
の
教
育
の
あ
り
か
た
を
提
起
す
る
う
え
で
「
楽
し

い
学
校」
と
い
う
視
点
を
重
視
し
た 。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る 。
ー
つ
は 、
こ
れ
ま
で
の
学
校
に
お
い
て
”

楽
し
さ“

1
•
は
じ
め
に

馬
居

政
幸

静
岡
大
学
教
授

「
楽
し
さ」

を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
学
校
の
自
己
改
革

ー「
市
場
競
争
力」
を
求
め
ら
れ
る
時
代
に
向
け
て
—ー
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で
は
な
く
”
厳
し
さIf
や
II

苦
し
さ＂
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た、
あ
る
い
は
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
娯
に

あ
る
社
会
的
条
件
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る。
も
う―
つ
は、
こ
の
社
会
的
条
件
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
学
校

に
求
め
ら
れ
る
役
割
も
ま
た
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る。

誰
も
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
慣
習
や
考
え
方
（
常
識）
も、
そ
の
前
提
に
あ
る
社
会
の
仕
組
み
が
変
わ
れ
ば
か

え
っ
て
非
常
識
と
な
る
場
合
が
あ
る。
学
校
も
例
外
で
は
な
い。
そ
こ
で、
わ
た
し
た
ち
が
志
向
す
る
新
た
な
学
校
の

あ
り
方
に
つ
い
て、
「
楽
し
い
だ
け
が
学
校
で
は
な
い」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
If
学
校
の
常
識”
を
支
え
て
き
た
社
会
的

条
件
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
提
示
し
て
い
き
た
い。

そ
の
第一
は、
日
本
の
学
校
教
育
に
課
せ
ら
れ
た
制
度
上
の
制
約
で
あ
る。

日
本
の
学
校
は、
あ
え
て
い
う
ま
で
も
な
く
近
代
（
国
家・
産
業・
国
民・
価
値）
化
の
手
段
と
し
て
制
度
化
さ
れ

た。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
明
治
五
(-
八
七
二）
年
に
発
布
さ
れ
た
「
被
仰
出
患」
に
記
さ
れ
た
「
邑
に
不
学
の
子

な
く」
と
い
う
言
葉
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
日
本
の
学
校
教
育
の
歴
史
は、
伝
統
的
な
共
同
体
（
邑）
の
民
で
あ
っ
た

（
不
学
の）
人
々
を
日
本
と
い
う
近
代
国
家
の
民
に
再
形
成
し、
先
を
進
む
欧
米
各
国
に
日
本
国
を
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
さ

せ
る
た
め
の
人
の
材
を
育
成
す
る
制
度
と
し
て
始
ま
っ
た。
し
た
が
っ
て、
「
不
学
の
子」
と
は、
単
に
学
ん
で
い
な
い

子
ど
も
の
意
味
で
は
な
い。
近
代
国
家
と
し
て
離
陸
す
る
た
め
に
必
要
と
日
本
国
が
認
め
た
知
識・
技
能・
態
度・
価

値
を
ス
ト
ッ
ク
し
た
害
物
（
教
科
書）
を
も
と
に、
や
は
り
国
が
定
め
た
基
準
に
し
た
が
っ
て
設
置
さ
れ
た
場
（
教
室）

に
お
い
て、
同
じ
く
国
の
機
関
で
特
別
に
育
成
さ
れ
た
人
（
教
師）
に
教
わ
っ
て
い
な
い
子
ど
も
の
こ
と
で
あ
る。
逆

に、
日
常
生
活
の
中
で
親
や
近
隣
の
人
た
ち
や
遊
び
仲
間
の
な
か
で、
子
々
孫
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
生
活
智

や
職
業
技
能
を
ど
ん
な
に
学
ん
で
い
て
も、
「
学
あ
る
子」
に
は
な
れ
な
か
っ
た。

「”
教
師”
が

薮
室”
で
”
教
科
密＂
を
”
時
間
割”
に
し
た
が
っ
て
”
同
じ”
よ
う
に
＂
教
え
る“」
と
い
う
教
育

シ
ス
テ
ム
の
成
立
で
あ
る。
す
な
わ
ち、

学
校
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
国
家
に
対
す
る
義
務
と
し
て
行
か
ね
ば
な
ら

な
い
場。
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て、
定
め
ら
れ
た
知
識・
技
能・
態
度
・
価
値
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り、
国
民
と

し
て
育
て
る
の
が
教
師
の
役
割。
教
え
ら
れ
る
側
（
子
ど
も）
と
教
え
る
側
（
教
師）
と
立
場
は
異
な
る
が、
教
え

る
”
内
容
□
方
法"
”
場”
を
独
自
に
創
造・
選
択
で
き
な
い
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い。
し
た
が
っ
て、
”
学
習
者
の
欲

求
（
ニ
ー
ズ）“
で
は
な
く、
”
国
家
の
必
要”
に
基
づ
く
制
度
と
し
て、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
か
か
わ
ら
ず
教
わ
ら
な

け
れ
ば
（
教
え
な
け
れ
ば）
な
ら
な
い
の
が
学
校
で
あ
る。
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
が
問
題
に
な
ら
な
い
以
上、
必
要
な
の

は

巌
し
さ“
で
あ
っ
て、
“
楽
し
さ
II

が
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
入
り
込
む
余
地
は
少
な
5
。

た
だ
し、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
日
本
に
お
い
て
は、
近
代
国
家
の
基
盤
と
な
る
国
民
の
育
成
の
役
割
を
初
等
教

育
に、
ま
た
欧
米
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
に
向
け
て
国
家
を
リ
ー
ド
す
る
人
材
の
選
別・
育
成
の
役
割
を
中
高
等
教
育

に、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
課
す
複
線
型
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
た。
そ
の
た
め、
学
校
に
お
け
る
教
師
の
評
価
（
進
学）
を
通

じ
て
身
を
立
て
世
に
出
る
道
は
制
限
さ
れ、
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
学
校
教
育
は
初
等
教
育
六
年
間
（
尋
常
小
学
校

義
務）
＋
二
年
（
高
等
小
学
校

非
義
務）
で
終
了
し
た。
そ
の
結
果、
上
位
学
校
へ
の
準
備
と
い
う
強
制
力
が
働
か
な

い
以
上、

帝
国
臣
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
包
ま
れ
て
は
い
て
も
（
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
？）、
学
校
教
育
の
及
ぶ
範
囲
は、

実
質
的
に
3
R
S
に
代
表
さ
れ
る
国
民
（
生
活
者）
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
な
知
識・
技
能
の
教
授
に
止
ま
っ
て
い
た

（
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
？）。
他
方、
一
人
前
の
人
間
に
な
る
た
め
に
必
要
な
生
業
（
な
り
わ
い）
を
た
て
る
た
め
の
知

識
や
技
能
の
習
得、
あ
る
い
は
価
値
規
範
や
生
活
習
慣
の
内
面
化
（
社
会
化）
は、
学
校
の
外
の
世
界
（
家
庭、
近
隣、

職
場、
仲
間、
世
間）
の
役
割
で
あ
っ
た。
加
え
て、

股
業
を
代
表
に
労
働
力
で
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て、
学

校
は
苦
役
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
に
も
な
っ
た。
こ
れ
ら
の
要
因
が
重
な
り、
制
度
が
強
制
す
る
役
割
の
す
き

ま
に
独
自
の
楽
し
い
学
校
が
生
ま
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い。
こ
れ
が、

先
に
楽
し
さ
と
い
う

2
●

学
校
教
育
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
の
構
造
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コ
ン
セ
プ
ト
が
入
り
込
む
余
地
が
皆
無
で
は
な
く
少
な
い
と
幅
を
も
た
せ
た
理
由
で
あ
る。

と
こ
ろ
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
の
敗
戦
を
契
機
に
民
主
主
義
の
理
念
と
と
も
に
醇
入
さ
れ
た
単
線
型
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
、

全
て
の
子
ど
も
が
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
平
等
に
進
む
こ
と
が
可
能
な
制
度
に
改
編
さ
れ
た。
そ
し
て
、

こ
の

理
念
と
制
度
が
高
度
経
済
成
長
の
推
進
と
い
う
実
利
に
裂
打
ち
さ
れ
て、
中・
高
等
教
育
へ
の
扉
を
特
定
の
リ
ー
ダ
ー

で
は
な
く
ほ
ぼ
全
て
の
子
ど
も
に
開
い
た。
こ
れ
は
誰
も
が
学
校
歴
の
階
段
を
使
っ
て
社
会
の
上
陪
に
移
動
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
（
条
件
が
整
っ
た）
と
い
う
意
味
で、
戦
後
の
教
育
改
革
の
最
も
優
れ
た
成
果
と
評
価
で
き
る。
こ

の
点
で
戦
前
と
戦
後
は
不
連
続
で
あ
る。
だ
が
「
邑
に
不
学
の
子
な
く」
と
い
う
観
点
で
み
れ
ば、
戦
後
は
戦
前
の
拡

大
再
生
産
と
な
る。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
戦
後
の
教
育
改
革
の
ス
タ
ー
ト
を
告
げ
た
「
コ
ー
ス
オ
プ
ス
タ
デ
ィ
（
学

習
指
迎
要
領）」
（一
九
四
七
年）
の
「
社
会
編
ー」
の
次
の
記
述
で
あ
る。

「
い
ま
わ
が
国
の
行
少
年
の
大
部
分
が
生
活
し
て
い
る、
家
庭
も、
学
校
も
、

住
ん
で
い
る
土
地
の
社
会
も、
十
頂
二

十
韮
に
、

因
習
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い」

昭
和
二
0
年
代
の
教
育
改
革
の
理
念
は
「
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ」
と
い
う
J・
デ
ュ
ー
イ
の
言
葉
が
象
徴
す
る

経
験
主
義
教
育
に
あ
る
と
さ
れ
る。
し
か
し
、

そ
の
経
験
の
舞
台
は
デ
ュ
ー
イ
が
求
め
た
「
日
々
の
生
活」
で
は
な
か

っ
た。
子
ど
も
た
ち
の
日
常
は
「
十
頂
二
十
阻
に
因
習
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た」
と
い
う
の
が
学
習
指
導
要
領
の
位
四

づ
け。
一
応
は
学
校
も
因
習
の
世
界
に
加
え
る
が
、

あ
く
ま
で
改
革
の
源
は
学
校。
民
主
化
を
旗
印
に
日
常
経
験
過
程

で
の
学
び
を
強
調
し
た
は
ず
の
戦
後
改
革
も
ま
た
子
ど
も
の
生
活
世
界
（
邑）
を
旧
弊
に
囚
わ
れ
た
（
不
学）
と
位
四

づ
け
る
こ
と
に
よ
り
「
被
仰
出
書」
の
構
造
を
引
き
継
い
で
い
た。
目
的
は
民
主
主
義
の
価
値
と
ル
ー
ル
を
教
え
る
こ

と
で
も、
国
家
が
定
め
た
内
容
に
基
づ
き
（
試
案
の
文
字
は
あ
っ
て
も）、
”
今
の
生
活
を
否
定
II

し
、

”
教
室“
の
中

で
”
教
師“
が
子
ど
も
た
ち
に
”
教
科
書“
を
用
い
て
”
時
間
割“
に
し
た
が
っ
て
”
同
じ”
よ
う
に
”
教
え
る“
内

容
を
11

未
来
の
生
活
に
実
現“
す
る、
と
い
う
学
校
教
育
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
の
構
造
に
変
化
は
な
か
っ
た。

も
っ
と
も、
経
験
主
義
教
育
（
問
題
解
決
学
習）
は一
0
年
を
経
ず
し
て
そ
の
位
四
を
科
学
主
義
（
系
統
学
習）
に

譲
る。
そ
の
背
後
に
世
界
的
な
冷
戦
下
に
お
け
る
体
制
（
国
家）
間
の
競
争
と
国
内
的
な
高
度
経
済
成
長
政
策
に
基
づ

く
急
激
な
工
業
化
を
さ
さ
え
る
知
識・
技
術
の
教
授
を
優
先
す
る
施
策
が
あ
っ
た。
だ
が
こ
れ
こ
そ
典
型
的
な
キ
ャ
ッ

チ
ア
ッ
プ
型
の
教
育
と
し
て、
現
在
の
否
定
（
非
民
主
的・
脳
業
社
会）
の
上
に
未
来
（
民
主
的・
工
業
社
会）
を
想

定
し、
＂
未
来
の
楽
し
み＂
の
た
め
に
”
現
在
の
苦
し
みIJ
を
甘
受
す
る
と
い
う
構
造
を、
中・
高
等
教
育
の
進
学
率
の

上
昇
と
シ
ン
ク
ロ
し
な
が
ら
全
て
の
子
ど
も
に
逼
＜
適
応
す
る
基
盤
と
な
る。
そ
し
て
、

高
等
学
校
進

学率
が
九
0
%

を
越
え
る一
九
七
0
年
代
を
境
に
、

文
字
通
り
「
邑」
に
「
不
学」
の
子
ど
も
が一
人
も
い
な
い
時
代
を
迎
え
る。
だ

が、
皮
肉
な
こ
と
に
、

こ
の
時
期
を
境
に
学
校
は
制
度
と
し
て
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
二
つ
の
新
た
な
出
来
事
に
対
処

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
学
校
を
拒
否
す
る
子
ど
も
の
顕
在
化
と
邑
の
消
滅
（
変
質
？）
で
あ
る。

か
っ
て
学
校
教
育
は
国
家
に
対
す
る
国
民
の
義
務
で
あ
っ
た。
そ
れ
が
国
民
の
椛
利
と
な
り
、

そ
れ
を
保
即
す
る
義

務
が
国
家
に
課
せ
ら
れ
た。
そ
の
要
請
は
義
務
教
育
の
拡
大
か
ら
中・
高
等
教
育
の
拡
大
へ
と
進
み、
誰
も
が
商
校
生

に
な
れ
、

望
め
ば
大
学
に
も
進
学
可
能
な
シ
ス
テ
ム
に
変
化
し
た。
自
己
の
能
力
以
外
の
要
因
で
進
学
を
制
度
的
に
拒

ま
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
育
っ
た
者
に
と
っ
て
、

教
育
機
会
の
拡
大
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る。
だ
が
可
能
な
制

度
の
も
と
に
生
ま
れ
た
者
に
は
、

進
学
以
外
の
道
を
選
択
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
に
な
る。
選
ば
れ
た
者
し
か
許
さ
れ
な

い
世
界
で
あ
れ
ば
厳
し
さ
は
勲
章
と
な
る
が
、

誰
も
が
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
な
ら
苦
痛
で
し
か
な
い。
そ
れ
で
も

行
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
な
ら
、

意
識
下
の
世
界
で
拒
否
す
る
し
か
な
い。

た
だ
し、
学
校
が
捉
供
す
る
知
識・
技
能・
態
度・
価
値
が
子
ど
も
の
未
来
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
り、
学
校

で
し
か
獲
得
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば、
厳
し
さ
に
耐
え
る
価
値
は
あ
る。
だ
が
こ
の
点
で
も
日
本
の
学
校
制
度
は
社
会

3
●

学
校
制
度
の
社
会
的
基
盤
の
喪
失
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的
基
盤
を
失
っ
た 。
日
本
の
学
校
の
教
育
課
程
は
時
間
・

空
間
構
造
や
教
授・
学
習
過
程
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
全
体
と

し
て 、
工
業
化
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
工
業
後
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い 。
そ
れ
に
対
し
て 、

高
度
経
済
成
長
を

終
焉
さ
せ
た
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
日
本
は
工
業
化
（
産
業
社
会）
か
ら
梢
報
化
（
脱
産
業
社
会）
の
段
階
に
入
る 。

そ
の
結
果 、

学
校
の
内
と
外
の
関
係
は
逆
転
す
る 。
工
業
社
会
で
重
要
な
の
は
工
場
で
黙
々
と
規
則
に
従
い
同
じ
製
品

を
大
足
に
生
産
す
る
こ
と 。
学
校
の
規
則
に
し
た
が
い
静
か
に
教
科
む
を
勉
強
す
る
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ

や
能
力
と
適
合

的
で
あ
る 。
だ
が
情
報
社
会
が
要
求
す
る
の
は
付
加
価
値
の
世
界 。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
変
化
流
動
す
る
梢
報
を
駆
使
し

な
が
ら 、

他
者
（
社）
と
異
な
る
自
己
（
製
品）
の
能
力
（
性
能）
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ

が

求
め
ら
れ
る 。
加
え
て 、

教
育
産
業
も
含
め
た
情
報
産
業
の
拡
大
に
よ
り 、

知
識
の
多
荘
を
基
準
と
し
た
学
校
の
侵
位

性
は
屈
的
に
も
質
的
に
も
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い 。
そ
の
結
果 、

学
校
の
内
と
外
の
要
諮
の
ズ
レ
の
は
ざ
ま
で 、
学
ぶ

目
的
を
真
摯
に
問
う
者
ほ
ど 、

学
校
が
強
い
る
教
授
・

学
習
過
程
に
拒
否
感
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
る 。

も
う―
つ
の
変
化
は 、

次
の
二
つ
の
理
由
で
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
世
界
か
ら
「
邑」
が
消
滅
（
変
質）
し
た
こ
と

で
あ
る 。
―
つ
は
工
業
化
に
伴
う
社
会
移
動
の
常
態
化
と
職
住
分
離
の
生
活
様
式
の一
般
化
に
よ
る
旧
来
の
地
縁・
血

縁
を
絆
と
す
る
地
域
社
会
の
解
体
で
あ
る 。
二
つ
は
小
↓
中
↓

高
↓

大
と
い
う
上
位
学
校
へ
の
進
学
と
生
ま
れ
た
土
地

（
故
郷・
地
域）
か
ら
都
市
へ
の
移
動
が
リ
ン
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
に
よ
り 、
実
質
的
に
地
域
社
会
か
ら
の
離

脱
と
子
ど
も
の
発
達
課
題
が
同
義
に
な
る 。
こ
の
二
つ
は
互
い
に
補
い
あ
っ
て 、
か
つ
て
生
業
の
た
め
の
知
識
や
技
能 、

価
値
規
範
や
生
活
習
慣
を
習
得
さ
せ
た
学
校
の
外
の
世
界
（
邑）
を
子
ど
も
か
ら
奪
っ
た 。
そ
の
結
果 、

全
て
が
学
校

の
中
の
問
題
と
な
る 。
学
校
は
「
邑
に
不
学
の
子
な
く」
と
い
う
制
度
本
来
の
役
割
を
成
功
さ
せ
た
が
ゆ
え
に 、
そ
の

制
度
の
目
的
を
越
え
た
機
能
を
内
側
に
と
り
こ
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た 。
そ
れ
は
未
来
の
楽
し
さ
の
た
め
の
代
償
と

し
て
現
在
の
厳
し
さ
を
強
い
る
社
会
的
基
盤
（
制
度
的
な
強
制
力）
を
学
校
が
失
う
こ
と
も
意
味
す
る 。

こ
の
変
化
を
象
徴
す
る
の
が
学
校 、

家
庭 、
地
域
の
連
携
が
教
育
問
題
の
解
決
策
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
と
考
え
る 。
た
だ
し 、

家
庭
や
地
域
の
教
育
力
の
低
下
を
問
題
視
す
る
こ
と
自
体
は
伝
統
的
な
解
釈
方
法
で
あ

る 。
家
庭
や
地
域
（
邑）
に
教
育
力
が
な
い
（
不
学）
か
ら
こ
そ
学
校
と
い
う
特
別
な
制
度
が
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る 。
変
化
し
た
の
は 、

外
の
世
界
と
の
連
携
を
学
校
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。
そ
の
意
味
で 、

学
校
週
五

日
制
は 、

戦
後
改
革
に
も
増
し
て
日
本
の
学
校
制
度
の
質
的
転
換
の
始
ま
り
と
考
え
る 。
だ
が 、

百
数
十
年
の
歴
史
を

も
つ
制
度
の 、
そ
れ
も
平
時
の
変
革
は
た
や
す
く
な
い 。
ど
ん
な
強
固
な
仕
組
み
も
そ
れ
を
担
い
活
用
す
る
人
た
ち
の

意
識
（
価
値
感
情）
に
よ
っ
て
支
え
（
正
当
化）
ら
れ
な
け
れ
ば

機能
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る 。

楽
し
さ
が
学
校
教
育
の
キ
ー

コ
ン
セ
プ
ト
に
な
り
え
な
か
っ
た
も
うー
つ
の
社
会
的
条
件
は 、

教
師
や
行
政
担
当
者

の
み
で
な
く
保
護
者
や
子
ど
も
も
含
め
た
教
育
に
携
わ
る
人
た
ち
全
体
が
共
有
す
る
価
値
意
識
（
心
情）
の
問
題
で
あ

る 。
す
な
わ
ち 、

制
度
的
要
請
以
前
に
”

楽
し
さ“
を
忌
避
す
る
心
情
と
も
い
う
べ
き
価
値
意
識
が
な
い
だ
ろ
う
か 。

た
と
え
ば
「
よ
く

遊
び 、
よ
く

学
べ
」
と
い
う
諺
が
あ
る 。
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
”

遊
び“
と
”

学
び“
は
車
の

両
輪
の
よ
う
な
も
の 、
ど
ち
ら
も
必
要
不
可
欠
と
い
う
意
味
で
あ
る 。
こ
れ
を
否
定
す
る
人
は
い
ま
い 。
だ
が
た
と
え

楽
し
く

遊
ぶ
こ
と
の
意
義
は
認
め
て
も 、
そ
れ
は
学
校
の
外
の
世
界
の
問
題 、

学
校
は
学
ぶ
た
め
の
施
設
で
あ
っ
て
遊

ぶ
場
で
は
な
い 、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か 。
こ
の
よ
う
な
学
校
の
あ
り
か
た
を
肯
定
す
る
言
葉
は
多
い 。
「
螢
雪
の

時
代」
「
少
年
老
い
や
す
く

学
な
り
が
た
し」
「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス」 、
い
ず
れ
も
消
＜
貧
し
く
懸
命
に
未
来
を
信
じ
て

学
校
の
勉
強
と
い
う
現
在
の
苦
し
み
に
耐
え
る
（
手
段
に
す
る）
こ
と
を
正
当
化
す
る
価
値
意
識
を
喚
起
す
る
格
言
や

物
語
で
は
な
い
か 。
も
っ
と
も 、
こ
の
よ
う
な
意
識
を
支
え
る
価
値
基
準
の
限
界
は 、

既
に
高
度
成
長
後
の
変
化
を
ふ

ま
え
た
脱
産
業
社
会
の
人
間
像
と
し
て
村
上
泰
亮
氏
や
D
・

ベ
ル
氏
に
よ
り 、
ま
た
そ
の
後
の
先
述
し
た
情
報
化
の
進

行
に
伴
い
盛
ん
に
な
っ
た
思
潮
（
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
？）
を
う
け
て
指
摘
さ
れ
て
き
た 。
そ
の
結
果 、

経
済
大
国
と
し
て

4
●

学
校
的
世
界
の
孤
立
化
ー
自
己
完
結
性
の
昂
進
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の
成
功
体
験
を
基
盤
に、
保
障
の
な
い
未
来
で
は
な
く
現
在
の
登
か
さ
を
重
視
し、
何
か
の
手
段
で
は
な
く
自
己
実
現

を
上
位
に
お
く
価
値
意
識
が
(-
九
八
0
年
代
に）、
少
な
く
と
も
学
校
の
外
で
は一
般
化
し
た。

だ
が、
学
校
は
そ
の
よ
う
な
価
値
意
識
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た。
よ
り
正
確
に
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か。

八
0
年
代
初
頭
の
中
学
に
生
じ
た
校
内
暴
力
に
対
処
す
る
た
め
に、

個
々
の
子
ど
も
の
自
己
実
現
の
保
熙
に
よ
っ
て
で

は
な
く、
力
（
パ
ワ
ー）
を
用
い
た
画一
的
な
管
理
（
権
力）
の
強
化
に
よ
る
秩
序
維
持
を
優
先
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た。
そ
の
結
果、

秩
序
は
戻
っ
た
が、
い
じ
め、
登
校
拒
否
と
新
た
な
問
題
に
対
処
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る。
こ
れ
は

学
校
が
先
の
情
報
化
を
典
型
と
す
る
時
代
と
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
か。
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い

だ
ろ
う。
む
し
ろ、
学
校
と
い
う
制
度
に
付
随
す
る
役
割
と
は
ズ
レ
た
機
能
を
社
会
的
に
要
求
さ
れ
た
結
果
と
と
ら
え

た
い。
す
な
わ
ち、
ほ
ぼ
全
て
の
子
ど
も
が
就
学・
進
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
た一
九
七
0
年
代

半
ば
を
転
換
点
に、
学
校
は
国
家
の
要
諮
で
は
な
く
国
民
個
々
の
要
求
の
総
和
（
社
会
惹
識）
に
碁
づ
く
新
た
な
機
能

を
担
う
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
と
考
え
る。
そ
の一
っ
は、
か
つ
て
の
邑
的
世
界
に
代
わ
る
子
ど
も
の
社
会
的
形
成
（
社

会
化）
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
役
割
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
日
常
の
秩
序
維
持
の
機
能
で
あ
る。

か
つ
て
の
学
校
で
あ
れ
ば、

学
校
の
外
は
当
然
と
し
て、
た
と
え
学
校
の
中
の
荒
れ
で
あ
っ
て
も、
そ
の
原
因
と
な

っ
た
子
ど
も
を
学
校
に
送
っ
た
家
族
や一
族
の
店
任
（
村
の
恥）
が
問
わ
れ
た
は
ず。
そ
れ
が
学
校
の
外
の
街
角
や
商

店
で
の
逸
脱
行
動
か
ら
日
常
の
挨
拶
や
交
通
マ
ナ
ー
に
い
た
る
ま
で、
学
校
の
費
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る。
そ
の

た
め、
学
校
は
微
細
な
差
異
の
取
り
締
ま
り
に
よ
る
学
校
内
の
秩
序
維
持
の
強
化
と、
そ
の
基
準
の
学
校
外
へ
の
拡
大

に
よ
り
対
処
し
た。
た
だ
し、
こ
れ
は一
稲
の
鶏
と
玉
子
の
関
係
で
も
あ
る。
邑
を
否
定
し
新
た
な
世
界
を
教
え
る
こ

と
を
望
ん
だ
の
は
学
校
の
方
で
あ
っ
た
は
ず。
そ
し
て
こ
の
社
会
的
規
範
の
社
会
化
と
い
う
役
割
と
秩
序
維
持
機
能
を

優
先
す
る
限
り、
楽
し
さ
が
学
校
教
育
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
い
え
よ
う。

も
っ
と
も、
ど
れ
ほ
ど
学
校
が
規
則
で
厳
し
く
生
活
を
規
定
し
て
も、
子
ど
も
の
生
き
る
世
界
が
学
校
以
外
に
保
障

さ
れ
て
い
れ
ば、
”
学
び“
と
＂
遊
び＂
の
バ
ラ
ン
ス
は
回
復
す
る。
だ
が
七
0
年
代
以
降
と
り
わ
け
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
の

就
学
と
頂
な
る
八
0
年
代
に
進
行
し
た
上
位
学
校
へ
の
進
学
可
能
性
（
競
争）
の
拡
大
（一
般
化）
は、
実
質
的
に
学

校
以
外
の
世
界
を
ほ
ぼ
全
て
の
子
ど
も
た
ち
の
選
択
肢
か
ら
奪
っ
た。
猫
も
杓
子
も
い
く
高
校
（
大
学
？）
と
椰
楡
さ

れ、

高
校
に
な
っ
て
も
分
数
が
で
き
な
い、
と
落
ち
こ
ぼ
れ
が
問
題
視
さ
れ
た。
だ
が
こ
の
言
葉
を
発
し
た
人
の
心
に

進
学
し
な
い
（
で
き
な
い）
子
ど
も
や
分
数
が
で
き
な
い
子
ど
も
に
マ
イ
ナ
ス
の
符
号
を
与
え
る
痛
み
へ
の
想
像
力
が

ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か。
子
ど
も
た
ち
は
（
保
護
者
も）
上
昇
す
る
た
め
で
は
な
く、

排
除
さ
れ
な
い
（
猫
以
下
に
な
ら

な
い）
た
め
に
競
っ
て
学
校
に
む
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
そ
の
過
程
に
楽
し
さ
が
入
る
位
四
は
な
い。

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
問
題
が
い
ま
学
校
を
舞
台
に
噴
出
し
て
い
る。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば、
安
易
な
学
校
と
教

師
へ
の
貨
任
追
求
は、
子
ど
も
を
益
々
学
校
的
世
界
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
り、
解
決
へ
の
道
を
よ
り
困
難
に
す
る
だ

け
で
あ
ろ
う。
管
理
を
批
判
す
る
人
た
ち
の
言
葉
こ
そ、
そ
の
人
た
ち
が
理
想
と
す
る
子
ど
も
像
に
管
理
す
る
危
険
性

と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
八
0
年
代
の
学
校
批
判
と
そ
の
対
処
へ
の
歩
み
が
教
え
て
く
れ
る。
貧
し
き
邑
の
民
が

一
丸
と
な
っ
て
豊
か
な
国
の
民
に
な
る
た
め
に
献
身
す
る
時
代
の
倫
理
と
論
理
に、
学
校
を
批
判
す
る
人
も
ま
た
囚
わ

れ
て
い
な
い
か。
も
し
豊
か
さ
を
基
調
（
そ
れ
故
の
困
難
も
含
め
て）
と
し
た
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
後
の
社
会
を
前
提
に

子
ど
も一
人一
人
の
全
面
的
な
発
達
を
保
熙
せ
よ
と
い
う
な
ら
ば、

原
理
的
に
は
子
ど
も
の
数
だ
け
学
校
制
度
が
必
要

に
な
る
こ
と
を
党
悟
す
べ
き
で
あ
る。
そ
の
こ
と
に
配
慮
し
な
い
梢
緒
的
な
学
校
と
教
師
へ
の
問
題
解
決
の
要
求
は、

か
え
っ
て
選
択
肢
を
狭
め、
よ
り
強
固
な
管
理
を
誘
引
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い。
管
理
が
問

姐
に
な
る
の
は、

管
理
で
き
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か。

5
●
学
校
教
育
の
正
当
性
の
転
換
ー
子
ど
も
の
生
き
方
の
確
立
を
支
え
る
場
へ
の
脱
皮

学
校
に
お
け
る
厳
し
さ
は、
先
述
し
た
よ
う
に、
工
業
化
か
ら
情
報
化
へ
の
段
階
に
日
本
社
会
が
入
っ
た
時
点
で、
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6
●

学
習
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
盤
を
お
い
た
学
校
へ

「
近
代
国
家
建
設
＋
民
主
化
＋
工
業
化
↓
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
型」
と
い
う
制
度
に
よ
る
後
ろ
楯
を
失
っ
て
い
た
は
ず。
そ

れ
が
進
学
可
能
性
と
秩
序
維
持
と
い
う
新
た
な
価
値
意
識
（
社
会
意
識）
に
基
づ
く
正
当
化
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
き
た。

だ
が、
進
学
可
能
性
の
拡
大
が
八
0
年
代
の
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
の
就
学
と
と
も
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し

い。
今
後
急
激
に
進
行
す
る
少
子
化
は、

俯
報
化
や
国
際
化
と
シ
ン
ク
ロ
し
つ
つ、
上
位
学
校
へ
の
「
進
学
切
符
付
与

権」
を
理
由
に
し
た
教
育
課
程
と
授
業
過
程
の
正
当
化
の
根
拠
を
解
体
（
変
質
？）
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う。

秩
序
維
持
に
つ
い
て
は
ど
う
か。
法
に
よ
っ
て
就
学
を
義
務
づ
け
る
公
教
育
制
度
を
維
持
す
る
限
り、
学
校
が
社
会

化
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
避
け
え
な
い
で
あ
ろ
う。
だ
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
形
成
と
秩
序
が
必
要
か
は
相

対
的
で
あ
る。
既
存
の
秩
序
に
画一
的
に
帰
順
す
る
と
い
う
意
味
で
の
秩
序
意
識
が
今
と
未
来
を
生
き
る
人
た
ち
に
必

要
と
さ
れ
る
か
ど
う
か。
答
え
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う。
い
わ
ゆ
る
護
送
船
団
方
式
と
称
さ
れ
る
構
造
は
学
校

に
お
い
て
こ
そ
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
そ
れ
も
子
ど
も
の
教
育
と
し
て
の
み
で
な
く
教
師
集
団
の
あ
り
か
た
と
し
て。

既
に
そ
の
歩
み
は
実
質
的
に
始
ま
っ
て
い
る。
業
者
テ
ス
ト
に
よ
る
偏
差
値
廃
止
へ
の
流
れ
は一
元
的
な
尺
度
に
よ

る
子
ど
も
の
序
列
づ
け
の
排
除
の
み
で
な
く、
特
定
知
識
の
記
悟
紐
と
操
作
時
間
の
速
さ
で
進
路
（
生
き
る
道）
が
決

定
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
メ
ス
を
い
れ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
は
ず。
そ
れ
は
学
校
教
育
の
目
的
が
共
通
の
知
識
と
価

値
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー）
の
教
授
か
ら、
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
の
確
立
（
自
立）
を
支
え
援
け
る
こ
と
に
転
換
す
る
宜

言
で
あ
り、
そ
の
後
の
「
新
し
い
学
力
観」
は
そ
れ
を
授
業
づ
く
り
の
過
程
で
模
索
す
る
試
み
で
は
な
か
っ
た
か。
さ

ら
に
そ
れ
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
方
向
と
し
て
明
記
し
た
の
が
中
央
教
育
審
議
会
に
よ
る
「
生
き
る
力」
や
「
自

分
さ
が
し
の
旅」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
り、
そ
の
具
体
化
の
方
法
の
枠
組
み
を
捉
示
し
た
の
が
教
育
課
程
審
議
会

の
「
中
間
ま
と
め」
と
位
四
づ
け
た
い。
特
に、
「
中
間
ま
と
め」
の
次
の
文
章
に
注
目
し
た
い。

「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は、

各
学
校
に
お
い
て、
地
域
や
学
校、
幼
児
児
窟
生
徒
の
実
態
等
に
応
じ
て、

創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特
色
あ
る
教
育
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る。」

「
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
の
ね
ら
い」
の
4
の
冒
頭
部
分
で
あ
る。
私
見
だ
が、
こ
こ
で
直
要
な
の
は
「
地
域」
「
学

校」
「
幼
児
児
意
生
徒」
と
い
う
三
つ
の
次
元
（
変
数）
で
「
実
態
等
に
応
じ
て」
（
三
次
元
方
程
式
を
解
く）
と
さ
れ

て
い
る
こ
と。
生
活
す
る
場、
学
ぶ
場、
学
ぶ
人
と
い
う
三
つ
の
変
数
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
性
を
積
極
的
に
位
置
づ
け、

そ
れ
を
生
か
す
教
育
課
程
の
創
造
が
求
め
ら
れ
て
い
る。
た
だ
し、
こ
の
こ
と
自
体
は
す
で
に
現
行
の
学
習
指
導
要
領

の
総
則
の
最
初
に
「
各
学
校
に
お
い
て
は」
と
あ
る
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る。
し
か
し、
実
際
に
は
す

べ
て
の
学
校
に
共
通
す
る
教
育
課
程
を
侵
先
す
る
傾
向
を
変
え
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た。
特
に
教
科
や
時
間
数

の
枠
の
制
限
に
よ
り、
学
校
と
は
異
な
る
但
習
や
時
間
の
も
と
で
営
ま
れ
る
地
域
の
”
ヒ
ト、
モ
ノ、
コ
ト
II

の
活
用

を
た
め
ら
う
傾
向
が
あ
っ
た。
だ
が
今
回
は
変
え
ざ
る
を
え
な
い
条
件
（
シ
ス
テ
ム
転
換
の）
が
付
帯
し
て
い
る。
内

容
の
大
綱
化、
時
間
運
用
の
弾
力
化、
選
択
履
修
幅
の
拡
大、
さ
ら
に
何
よ
り
も
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間」
の
創
設

で
あ
る。
こ
れ
で
各
学
校
に
よ
る
創
意
工
夫
を
保
障
す
る
枠
組
み
は
挫
っ
た
（
外
堀
は
埋
め
ら
れ
た
？）。

本
稿
の
「
2」
で
日
本
の
学
校
教
育
の
特
性
と
し
て、
教
え
ら
れ
る
側
も
教
え
る
側
も、
と
も
に
教
え
る
”
内
容“

”
方
法”
“
場”
を
独
自
に
創
造・
選
択
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た。
こ
れ
が
改
編
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る。
そ
の
意
味

と
価
値
は
重
い。
そ
れ
だ
け
に
具
体
化
へ
の
道
は
困
難
で
あ
る。
「
中
間
ま
と
め」
に
は、
そ
の
解
決
の
た
め
の
原
則
（
方

向）
が
先
の
引
用
部
分
に
続
い
て
提
示
さ
れ
て
い
る。
次
の
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
（
私
見
を
交
え
て
だ
が）。

①

幼
児
児
意
生
徒
の
家
庭
や
地
域
社
会
で
の
体
験
や
活
動
を
生
か
す
こ
と
↓
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

個
性
を
も
つ
存
在
で
あ
り、
そ
の
よ
さ
を
伸
ば
す
に
は、
そ
の
子
た
ち
が
生
き
る
世
界
の
独
自
性
の
把
握
と
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
教
育
課
程
が
求
め
ら
れ
る。
だ
が
こ
れ
は
学
校
の
教
師
の
み
で
は
不
可
能。
そ
こ
で
以
下
の
二
点
が
必
要。

②

家
庭
や
地
域
社
会
の
人
材・
施
設
や
様
々
な
活
動
と
の
連
携
を
屈
っ
た
教
育
活
動
の
展
開
↓
地
域
の
教
育
力
は

19 ?-校径8 JO. I II ？含IO.I Cl 18 

Owner
線

Owner
線



既
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
創
る
も
の 。
「
生
き
る
力」
の
育
成
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
地
域
で
生
活
す
る
（
働
く）
姿
自
体

が
学
び
の
対
象 。
子
ど
も
に
と
っ
て
地
域
の
す
べ
て
の
人
が
教
師
で
あ
り 、

学
校
の
教
師
は 、
そ
の
多
様
な
人
た
ち
と

あ
い
だ

子
ど
も
た
ち
の
間
の
縁
を
結
ぶ
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
と
な
る 。

③

家
庭・
地
域
社
会
と
の
連
携
と
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
の
推
進
↓
い
か
に
学
校
と
教
師
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
も 、

家
庭
と
地
域
社
会
の
協
力
な
し
に
は
不
可
能 。
そ
の
た
め
に
は 、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
必
要
と
す
る
背
景
も
含
め
て 、

家
庭
や
地
域
の
人
達
が
理
解
で
き
る
情
報
の
開
示
と
学
習
の
場
を
栢
極
的
に
設
け
る
必
要
が
あ
る 。
そ
し
て
そ
の
場
が

新
た
な
教
育
課
程
の
創
造
を
支
え
る
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
へ
の
第一
歩
に
な
る 。

① 、

② 、

③
の
い
ず
れ
も
「
邑
に
不
学
の
子
な
く」
の
考
え
と
逆
の
ベ
ク
ト
ル 。
日
本
の
学
校
教
育
の
変
化
を
象
徴

し
て
い
る
と
考
え
る 。
地
域 、

学
校 、

子
ど
も
と
い
う
三
次
元
の
多
様
性
は 、
こ
の
部
分
だ
け
と
れ
ば 、
一
種
の
パ
ッ

チ
ワ
ー

ク
的
な
イ
メ
ー

ジ
に
な
る 。
先
に
型
か
さ
を
基
調
と
し
た
個
々
の
子
ど
も
の
個
性
の
開
花
を
保
障
す
る
に
は
子

ど
も
の
数
だ
け
制
度
が
必
要
と
し
た
理
由
で
あ
る 。
そ
れ
は
上
の
三
つ
の
方
向
が
明
示
す
る
よ
う
に 、

学
校
の
み
で
は

で
き
な
い
教
育
だ
が 、

学
校
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
教
育
で
も
あ
る 。
問
題
は
邑
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
は
な
く
否
定

し
た
こ
と 。
改
め
て 、

学
校
の
内
と
外
を
結
ぶ
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
新
た
な
邑
の
構
築
が
課
題
と
な
ろ
う 。

も
し
学
校
が
教
科
学
習
に
こ
だ
わ
り 、
そ
の
役
割
を
知
識
教
授
に
限
定
し
た
と
し
て
も 、

市
場
経
済
の
普
遍
化
時
代

を
迎
え 、

高
度
に
進
行
す
る
教
育・
情
報
産
業
と
の
関
係
で
学
校
に
ど
れ
だ
け
競
争
力
が
あ
る
だ
ろ
う
か 。
だ
が 、

教

科 、

道
徳 、

特
別
活
動
に
加
え
て
第
四
の
領
域
と
い
わ
れ
る
「
総
合
的
な
学
習」
は 、

多
様
な
子
ど
も
が
集
う
学
校
教

育
で
し
か
で
き
な
い
学
習
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い 。
た
だ
し 、

も
し
そ
の
内
容
を
学
校
独
自
に
子
ど
も
た

ち
と
と
も
に
創
造
す
る
手
間
隙
を
厭
い
共
通
の
テ
キ
ス
ト
を
求
め
る
な
ら 、

自
ら
競
争
力
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
こ
と

も
強
調
し
た
い 。
早
晩 、

学
校
こ
そ
市
場
化
を
阻
む
最
後
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
に
多
く
の
人
た
ち
が
気
づ
く
で
あ

ろ
う 。
学
校
は
新
た
な
世
紀
を
前
に
し
て
そ
の
存
在
意
義
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
党
す
べ
き
で
あ
る 。
し
か

も
教
育
行
政
の
問
題
で
は
な
く 、

学
校
を
構
成
す
る
教
師
の
あ
り
方
と
し
て 。
子
ど
も
へ
の
評
価
を
声
商
に
主
張
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
仕
事
へ
の
評
価
を
拒
み 、

市
場
の
縮
小
を
知
っ
て
も
自
己
改
革
の
努
力
の
必
要
性
を
自
党
し

な
い
集
団 、
と
い
う
評
価
（
偏
見
？）
か
ら
い
か
に
自
由
に
な
る
か
が
課
題
で
あ
ろ
う 。
そ
の
た
め
に
何
が
必
要
か 。

一
言
で
い
え
ば 、

市
場
の
普
遍
化
に
勝
ち
抜
く
（
生
き
残
る
？）

た
め
に
必
要
な
の
は
消
費
者
の
ニ
ー

ズ
に
敏
感
に

反
応
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る 。
こ
の
”

学
習
欲
求
（
ニ
ー

ズ）
II

こ
そ
わ
た
し
た
ち
が
求
め
る
”

楽
し
さ“
の
基
盤
で

あ
る 。
さ
ら
に
自
ら
求
め
た
学
習
課
題
だ
か
ら
こ
そ
”

意
欲“
が
わ
き 、
そ
の
結
果
得
る
”

成
就
感“
も
大
き
い 。
い

ず
れ
も
”

楽
し
さ“
の
中
身
を
構
成
す
る
概
念
で
あ
る 。
た
だ
し 、

楽
し
さ
の
碁
準
は
多
様
で
あ
り 、

人
の
数
だ
け
あ

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 。

大
事
な
の
は
学
習
者
の
意
欲
や
成
就
感
を
重
視
す
る
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
転
換
の
道
筋
で

あ
ろ
う 。
そ
の
動
き
が
既
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
た 。
そ
の
末
席
に
わ
た
し
た
ち
の
研
究
会
も
位
器
づ
け
た

い 。
た
だ
し 、

楽
し
さ
の
価
値
は
共
有
す
る
が 、

楽
し
さ
の
基
準
は
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー一

人
ひ
と
り
異
な
る 。
こ
れ

が
楽
し
さ
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た
も
う―
つ
の
理
由
で
あ
る 。
そ
こ
で 、
こ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
従
事
す
る
分
野

を
舞
台
に 、

自
分
な
り
の
”

楽
し
い
学
校“
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
込
め
た
思
い
を
述
べ
て
い
き
た
い 。
し
か
し 、
そ

れ
に
し
て
も
わ
た
し
た
ち
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る 。
そ
の
た
め 、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
テ
ー

マ
の
第一
人
者
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

を
試
み
た 。
さ
ら
に 、

わ
た
し
た
ち
の
研
究
に
共
感
し
て
く
れ
た
小
・

中・
高
等
学
校
の
実
践
例
を
紹
介
し
た

い 。
そ
し
て 、
「
楽
し
い
学
校」
の
イ
メ
ー

ジ
を
広
げ
る
た
め
に 、

各
界
の
第一
人
者
に
エ
ッ
セ
イ
を
求
め
た 。

元
よ
り
”

楽
し
さ“
を―
つ
の
概
念
に
統一
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
い 。
そ
の
意
味
で 、
そ
れ
ぞ
れ
の
”

楽
し
い
学

校“
論
に
対
す
る
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
心
か
ら
期
待
す
る
こ
と
を
明
記
し 、

次
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
い 。

（
う
ま
い

ま
さ
ゆ
き）
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