
は
じ
め
に

　
本
学
会
で
は
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、「
言

語
活
動
の
充
実
」「
習
得
・
活
用
・
探
究
」「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
協
議
会

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
学
習
指
導
要
領
改
訂

に
際
し
て
の
鍵
概
念
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
常
的
な
授
業
づ
く
り
の
課
題

と
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
く
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
「
評
価
」
を
ど
の
よ

う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
さ
ま
ざ
ま
な

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
今
日
の
国
語
教
育
実
践
上
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
の
四
年
間
は
、
国
語
科
に
お
け
る
各
領
域
の
授
業
に
つ
い

て
、
日
々
の
実
践
を
報
告
・
考
察
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
の
授

業
実
践
上
の
課
題
を
共
有
し
、
課
題
解
決
の
糸
口
を
と
も
に
探
っ
て
い
こ
う
と

考
え
た
。

　
二
〇
一
四
年
度
は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
の
授
業

の
取
り
組
み
を
協
議
会
の
話
題
と
し
た
。「
読
む
こ
と
」
の
授
業
に
何
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
か
、
国
語
教
科
書
教
材
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
生
徒
の
学
習

意
欲
を
高
め
、
読
む
力
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
工
夫
と
は
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
。
こ
う
し
た
課
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
三
名
の
登
壇
者
か
ら
報
告
を
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
の
登
壇
者
の
報
告
も
、
こ
れ
か
ら
の
中
学

校
・
高
等
学
校
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
大
切
な
提

案
を
含
ん
で
い
る
。

１
　
理
解
の
仕
方
を
学
ぶ
学
習
の
提
案

　
河
隅
道
子
氏
（
三
原
市
立
宮
浦
中
学
校
）
の
「
学
習
者
が
課
題
意
識
を
持
っ

て
読
む
授
業
の
工
夫
─
稲
垣
栄
洋
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
の
場
合
─
」

は
、「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」（
稲
垣
栄
洋
、
光
村
図
書
『
国
語
　
１
』
平

成
二
四
年
版
）
と
い
う
、
中
学
校
国
語
教
科
書
中
の
説
明
的
文
章
教
材
を
中
心

と
し
た
単
元
に
お
け
る
授
業
の
工
夫
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
河
隅
氏
は
ま

ず
、
自
身
の
問
題
意
識
と
し
て
①「
学
習
者
が
意
欲
的
に
参
加
す
る
授
業
を
作
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
②「
双
方
向
型
の
授
業
展
開
を
行
う
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
」
③「
単
元
内
の
教
材
に
つ
い
て
関
連
指
導
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
の
三
つ
を
提
示
し
て
い
る
。
一
点
目
は
学
習
者
を
ど
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の
よ
う
に
文
章
に
取
り
組
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
り
、
二
点
目
は
授

業
展
開
に
お
い
て
「
学
び
合
う
場
」
を
ど
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
り
、
三
点
目
は
学
習
成
果
の
関
連
性
を
明
確
に
し
て
い
く
と
い
う
課
題

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
学
習
者
の
主
体
的
な
思
考
・
判
断
を
引
き

出
し
て
い
こ
う
と
す
る
授
業
者
と
し
て
の
問
題
意
識
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
意
識
に
即
し
て
河
隅
氏
が
考
え
た
「
工
夫
」
と
は
ど
う
い
う
も
の

か
。
三
つ
の
「
工
夫
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
遡
行
型
学
習
過

程
、
②
学
習
者
一
人
一
人
が
問
い
を
立
て
て
解
決
す
る
活
動
、
③「
視
点
の
意
識

化
」
を
軸
と
し
な
が
ら
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
相
互
に
関
連
さ
せ
る
活
動
、

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
学
習
者
を
能
動
的
に
文
章
に
取
り
組
ま
せ
、
考
え
さ
せ

る
た
め
の
大
切
な
工
夫
で
あ
る
。
使
用
し
て
い
る
国
語
教
科
書
の
、
第
一
学
年

第
一
単
元
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
に
つ
い
て
「
学
習
活
動
」
と
「
目
的
」
を
明
確

に
し
な
が
ら
、
学
習
者
が
能
動
的
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
授
業
の
工
夫
が

具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
教
材
に
関
し
て
も
、「
朗
読
」（
野
原
は
う
た

う
）、「
シ
ョ
ー
ト
・
ス
ト
ー
リ
ー
」（
に
じ
の
見
え
る
橋
）、「
な
り
き
り
作
文
」

（
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
）、「
短
作
文
」（
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
）、「
意

見
文
」（
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
）
と
い
っ
た
多
彩
な
「
言
語
活
動
」
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
文
の
読
み
を
起
点
と
し
て
、
実
際
の
生

活
に
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
活
動
が
選
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。

河
隅
氏
の
考
え
た
「
単
元
を
貫
く
言
語
活
動
」
が
、
日
常
の
言
語
生
活
に
お
い

て
教
室
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
た
授
業
の
工
夫
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

　
河
隅
氏
の
報
告
の
な
か
で
は
、
こ
の
う
ち
、「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
に

つ
い
て
の
授
業
内
容
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
当
該
教
材
文
に
関
し
て

は
、
そ
の
文
章
構
造
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
文
章
理
解
の
た
め
の
「
大
切
な
部

分
を
見
極
め
る
」
方
法
の
学
習
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
う
把
握
が
為
さ
れ
た
。

三
つ
の
授
業
仮
説
に
導
か
れ
た
「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
の
授
業
に
お
い

て
は
、
①
題
名
と
書
き
出
し
と
結
び
に
着
目
さ
せ
る
、
②「
私
の
問
い
」
を
立
て

て
解
決
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
、
③
視
点
の
転
換
を
生
か
し
た
表
現
活
動
を

行
う
、
と
い
う
三
つ
の
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
①
は
文
章
構
造
を
意
識
化

さ
せ
る
工
夫
で
あ
り
、
②
は
文
章
理
解
の
た
め
の
方
法
「
質
問
す
る
／
答
え
を

考
え
る
」
を
取
り
入
れ
た
活
動
で
あ
る
。
ま
た
、
③
は
教
材
文
を
読
む
こ
と
で

獲
得
し
た
見
慣
れ
た
も
の
を
捉
え
直
す
方
法
を
身
の
回
り
の
事
象
に
応
用
す
る

こ
と
を
求
め
る
活
動
で
あ
る
。
説
明
的
文
章
に
能
動
的
に
取
り
組
ま
せ
る
た
め

の
工
夫
が
こ
の
①
か
ら
③
に
は
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
学
習
者
の
反
応
の
分
析
を

通
し
て
そ
の
成
果
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
河
隅
氏
が
「
ま
と
め
」
で
「
成
果
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
氏
の

「
ダ
イ
コ
ン
は
大
き
な
根
？
」
の
実
践
は
、
学
習
者
が
説
明
的
文
章
教
材
に
能
動

的
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
理
解
の
仕
方
を
獲
得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
そ
れ
を

実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
文
章
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
、
河

隅
氏
の
試
み
た
授
業
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
確
実
に
学
習
者
の
も
の
と
な
っ
た
と

言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
科
書
教
材
の
読
み
を
学
習
者
の
学
び
の
過
程

に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
ば
か
り
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
事
象

に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
を
身
に
つ
け
て
い
き
、
日
常
生
活
で
応
用
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
説
明
的
文
章
を
授
業
で
扱
う
こ
と
の
目
的
に

つ
い
て
の
、
重
要
な
提
案
が
為
さ
れ
た
と
考
え
る
。
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２
　「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
お
け
る
複
数
学
習
材
と
協
同

学
習
の
意
味

　
難
波
健
悟
氏
（
岡
山
県
立
津
山
東
高
等
学
校
）
の
「
評
論
文
学
習
に
お
け
る

協
同
学
習
を
用
い
た
比
べ
読
み
の
授
業
実
践
─
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
す
る

授
業
方
法
の
試
案
と
し
て
─
」
は
、
高
等
学
校
で
の
評
論
文
学
習
に
お
い
て
生

徒
の
「
内
発
的
動
機
付
け
」
を
喚
起
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
か

ら
、「
協
同
学
習
」
に
よ
る
「
比
べ
読
み
」
を
試
み
た
授
業
実
践
の
報
告
で
あ
る
。

「
知
識
の
つ
な
が
り
を
感
じ
ら
れ
、
複
眼
的
な
思
考
を
も
た
ら
す
」
授
業
を
め
ざ

し
、「
学
習
者
に
声
を
発
す
る
機
会
」
を
も
た
ら
す
「
学
び
合
い
」
の
場
を
生
み

出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
授
業
提
案
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、「
①

評
論
文
学
習
に
お
け
る
質
の
高
い
課
題
と
し
て
、
複
数
学
習
材
を
比
べ
読
む
課

題
を
提
示
す
る
」「
②
学
習
者
の
声
を
軸
に
し
て
授
業
を
進
め
る
た
め
に
、
協
同

学
習
に
よ
る
学
び
合
い
を
行
う
」
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
が
導
か
れ
て
い
る
。

　
そ
の
「
私
た
ち
を
取
り
巻
く
『
言
語
』」
と
い
う
単
元
は
、
五
つ
の
評
論
文
を

学
習
材
と
し
て
、「
協
同
学
習
」
の
方
法
の
う
ち
「
ジ
グ
ソ
ー
学
習
」
を
取
り
入

れ
、
能
動
的
な
学
び
合
い
の
場
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。「
ジ
グ

ソ
ー
学
習
」
は
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
促
す
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
ま

た
、
学
習
者
一
人
一
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
難
波
氏
は

こ
の
方
法
の
持
つ
有
効
性
だ
け
で
な
く
、
問
題
点
も
把
握
し
「「
討
論
班
」
に

戻
っ
た
際
に
、
単
純
な
報
告
の
し
合
い
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
他
の
課
題
の
内
容

が
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
」
た
め
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
独
自

の
工
夫
も
し
て
い
る

　「
学
習
者
の
声
を
軸
に
」
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
授
業
実
践
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

最
後
の
ま
と
め
を
教
師
自
身
の
言
葉
で
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
難
波
氏
は
論
考

の
な
か
で
反
省
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
先
生
の
話
を
聞
い

て
す
ご
く
納
得
し
た
」
と
い
う
生
徒
の
発
言
に
は
実
感
が
こ
も
っ
て
お
り
、「
ジ

グ
ソ
ー
学
習
」
の
過
程
で
生
徒
自
身
が
考
え
て
い
た
こ
と
に
、
授
業
の
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
教
師
の
ま
と
め
の
言
葉
が
、
あ
る
理
解
の
成
果
を
も
た

ら
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
難
波
氏
は
、「
成
果
と
課
題
」
で
学
習
者
の
最
終
感
想
を
引
用
し
な
が
ら
、
十

時
間
に
及
ぶ
単
元
の
振
り
返
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
反
応

か
ら
は
、
難
波
氏
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
積
極
的
な
理
解
に
導
か
れ
た
学
習
者
の

姿
が
浮
か
び
挙
が
る
。

　
ま
ず
、「
比
べ
読
み
」
と
い
う
手
法
の
持
つ
学
習
上
の
意
義
を
十
分
に
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
り
方
は
、
評
論
文
学
習
に
取
り
組
む
学
習
者
に
、

理
解
の
た
め
の
「
関
連
づ
け
る
」
と
い
う
方
法
の
活
用
を
促
し
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
他
の
文
章
に
取
り
組
む
と
き
に
も
生
か
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
難
波
氏
が
問
題
点
と
し
て
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
、

複
数
学
習
材
を
用
い
る
場
合
、
一
つ
一
つ
の
文
章
の
読
み
込
み
が
時
間
的
に
む

ず
か
し
く
な
り
、
結
果
的
に
深
い
理
解
に
至
ら
ず
に
学
習
が
終
わ
っ
て
し
ま
う

お
そ
れ
は
常
に
あ
る
。
生
徒
反
応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
比
べ
読
み
」
の
対
象

と
す
る
文
章
数
を
少
な
く
し
た
り
、
文
章
の
長
さ
を
短
く
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

そ
の
問
題
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
難
波

氏
が
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
章
に
取
り
組
む
方
法
を
知
る
た
め
の
「
ミ
ニ

レ
ッ
ス
ン
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
必
要
だ
。
評
論
文
の
読
み
に
苦
手
意
識
を

持
つ
学
習
者
に
と
っ
て
、
ど
の
言
葉
に
注
目
す
れ
ば
そ
の
文
章
の
意
味
を
つ
く
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り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
か
、
ど
の
よ
う
な
質
問
を
つ
く
れ
ば
、
そ
の
文

章
の
勘
所
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
授
業
者
の
考
え

聞
か
せ
な
ど
を
通
し
て
、
モ
デ
ル
提
示
を
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、「
課
題
」
を
分
担
す
る
際
、
日
本
語
教
育
で
の
ジ
グ
ソ
ー
学
習
で
舘
岡

洋
子
氏
が
使
っ
て
い
る
よ
う
な
学
習
シ
ー
ト
や
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
・
ダ
ニ
エ
ル
ズ
氏

が
提
唱
す
る
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
で
用
い
ら
れ
る
役
割
シ
ー
ト
の
よ
う

な
も
の
を
使
う
こ
と
も
一
つ
の
や
り
方
か
も
し
れ
な 

　
次
に
「
協
同
学
習
」
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
習
者
が
「
協
同
」
の

意
味
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
評
論
文
の
読
み
の
授
業
に

お
け
る
「
協
同
学
習
」
が
「
学
習
者
が
自
ら
の
考
え
を
表
明
し
、
社
会
に
参
加

し
て
い
く
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
」
に
な
り
う
る
と
い
う
確
信
が
得
ら
れ
た
こ
と
が
、

何
よ
り
も
こ
の
授
業
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
他

の
人
と
対
話
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
か
な
り
有
力
な
理
解
の
種
類
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
が
実
感
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

読
む
こ
と
の
授
業
で
、
な
ぜ
話
し
合
い
や
協
同
の
や
り
と
り
の
過
程
が
必
要
と

な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
回
答
で
も
あ
る
。

　「〈
分
か
ら
な
い
こ
と
が
残
る
〉
授
業
の
方
が
、
学
力
の
高
低
に
関
わ
ら
ず
、

生
徒
た
ち
の
学
び
に
と
っ
て
は
有
益
な
の
か
も
知
れ
な
い
」「
生
徒
た
ち
が
、
隣

人
の
た
め
に
、
必
死
に
な
っ
て
こ
と
ば
を
交
歓
し
合
う
場
と
し
て
授
業
が
機
能

し
た
な
ら
ば
、
生
徒
た
ち
は
意
欲
的
に
学
習
に
（
社
会
に
）
参
加
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
考
察
も
、
こ
れ
か
ら
の
「
読

む
こ
と
」
の
授
業
を
考
え
て
い
く
た
め
の
重
要
な
知
見
と
な
る
。

い
。
１

３
　
他
者
と
の
交
流
を
通
し
て
学
習
者
を
「
ほ
ん
も
の
」

の
古
文
理
解
に
出
会
わ
せ
る
実
践

　
植
村
和
美
氏
（
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
等
学
校
池
田
校
舎
）
の
「「
木
曾
の
最

期
」
英
雄
と
生
き
た
女
性
を
読
む
─
遠
隔
授
業
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
言
語
活
動

に
よ
る
、
読
み
の
深
め
合
い
─
」
は
、「
確
か
な
知
識
に
支
え
ら
れ
た
豊
か
な
心

を
育
む
た
め
、
仲
間
と
共
に
問
題
を
探
求
し
、
理
解
を
深
め
、
未
来
に
対
す
る

責
任
を
担
う
人
間
」
と
し
て
生
徒
を
育
て
る
た
め
の
機
会
と
し
て
「
読
む
こ
と
」

の
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
河
隅
氏
と

難
波
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
説
明
的
文
章
と
評
論
文
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
植
村
氏
は
古
文
教
材
『
平
家
物
語
』「
木
曾
の
最
期
」
を
扱
っ
て
い
る
。

　
植
村
氏
の
授
業
実
践
報
告
に
お
い
て
は
、
古
文
の
登
場
人
物
同
士
の
会
話
と

行
動
の
描
写
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
像
を
深
く
捉
え
る
学
習
の
展
開

が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
文
学
習
に
お
け
る
話
し
合
い
や
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
の
実
際
が
緻
密
に
報
告
さ
れ
、
そ
こ
で
「
木
曾
の
最
期
」
を
対
象
と
し

て
為
さ
れ
た
生
徒
た
ち
の
活
動
の
実
際
が
緻
密
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大

き
な
特
徴
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
植
村
氏
が
実
践
し
た
の
は
全
十
一
時
間
の
単
元
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
①

登
場
人
物
に
対
す
る
思
い
を
、
根
拠
を
入
れ
て
他
者
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す

る
、
②『
木
曾
の
最
期
』『
項
王
の
最
期
』
の
二
つ
の
作
品
を
読
み
比
べ
、
ま
た

複
数
の
登
場
人
物
を
比
較
す
る
こ
と
で
、「
木
曾
義
仲
」「
巴
」
の
と
っ
た
行
動

を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
把
握
す
る
、
③
教
室
内
及
び
教
室
外
の
第
三
者
を
加

え
て
意
見
を
確
認
し
合
い
な
が
ら
、
新
し
い
見
方
、
自
分
の
意
見
の
変
化
を
確
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認
し
つ
つ
、
作
品
に
対
す
る
考
え
を
共
有
し
読
み
を
深
め
る
、
と
い
う
三
つ
の

目
標
が
設
定
さ
れ
た
。
①
は
、
作
品
の
登
場
人
物
に
対
す
る
積
極
的
な
関
わ
り

を
求
め
る
も
の
、
②
は
作
品
間
・
登
場
人
物
間
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
、「
木
曾

の
最
期
」
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
、
③
は
意
見
の
交
流
を
行
い
な
が

ら
、
作
品
解
釈
を
共
有
し
つ
つ
各
自
の
解
釈
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
、

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
③
に
お
い
て
は
、
教
室
外
の
第
三
者
（
大
学
生
や
留
学

生
）
と
の
意
見
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
植
村
氏
の
取
り
組
み
は
、
古
文
学
習
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
も
、
従
来
大

事
だ
と
は
言
わ
れ
な
が
ら
、
実
際
の
授
業
で
は
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
課
題
を
正
面
か
ら
見
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
文
に
つ
い
て
の
学

習
者
の
思
考
を
活
性
化
し
、
他
者
と
意
見
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
古
典
領
域

で
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
の
可
能
性
を
切
り
開
い
て
い
る
。

　
植
村
氏
が
古
文
の
読
み
に
お
い
て
登
場
人
物
像
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
着
眼

し
た
こ
と
は
、
こ
の
授
業
実
践
の
焦
点
化
を
促
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
平
家

物
語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
捉
え

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
い
っ
た
い
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
『
平
家
物
語
』
が
ど
う
し
て
語
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

へ
の
考
察
へ
と
学
習
者
の
関
心
は
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
っ
た
。『
史
記
』
に

お
け
る
項
王
の
「
最
期
」
と
の
比
較
や
、『
平
家
物
語
』
に
描
か
れ
た
他
の
登
場

人
物
と
の
比
較
は
、
義
仲
や
巴
の
人
物
像
把
握
ば
か
り
で
な
く
、
な
ぜ
こ
れ
ら

の
人
物
た
ち
が
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
生
徒
た
ち
に

も
た
ら
し
た
。
学
習
者
と
「
木
曾
の
最
期
」
と
い
う
文
章
と
の
「
通
路
」
を
用

意
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
登
場
人
物
た
ち
が
「
最
期
」

を
迎
え
る
時
の
心
理
や
行
動
を
細
か
く
読
み
取
り
、
話
し
合
う
こ
と
は
、
人
生

に
お
け
る
普
遍
的
な
主
題
に
も
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
遠
隔
シ
ス
テ
ム
」
を
用
い
て
、
教
室
外
の
他
者
（
大
学
院
生
・
留
学

生
）
と
、
作
品
に
対
す
る
解
釈
を
交
流
す
る
機
会
を
設
け
た
こ
と
も
、
植
村
氏

の
実
践
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
古
文
学
習
に
お
け
る
読
み
と
解
釈
が
、
教
室

の
外
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
意
味
を
帯
び
た
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
同
じ
作
品
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
読
者
の
持
っ
て
い
る
も

の
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
り
が
生
じ
る
こ
と
や
、
自
分
た
ち
が
結
論
と
し
た
こ

と
で
も
、
新
た
な
読
者
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
理
解
の
仕
方
が
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
等
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
読
む

こ
と
」
が
け
っ
し
て
終
わ
る
こ
と
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
「
ほ
ん
も
の
」
の
認

識
を
学
習
者
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
植
村
氏
が
引
用
す
る
「
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
疑
問
が
湧
い
た
。
と
い
う
か
、

自
分
の
中
で
「
こ
う
だ
。」
と
思
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
ズ
バ
ズ
バ
指
摘
を
入
れ

ら
れ
て
し
ま
い
、
自
分
的
に
解
決
で
き
て
い
た
部
分
が
ま
た
疑
問
に
変
わ
っ
た
」

「
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
見
方
や
考
え
方
が
出
て
き
て
、
ど
れ
が
本

当
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
い
ろ
い
ろ
な
人
の
味
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
が

で
き
て
面
白
か
っ
た
。
自
分
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
言
っ
て
、
そ
れ
を
他
の
人

た
ち
に
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
を
突
か
れ
て
、
正
直
「
知
ら
ん
！
」
と
思
っ
た
シ
ー

ン
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
他
の
人
の
意
見
を
聞
い
て
も
の
す
ご
い
納
得
し
た
。
で

も
、
自
分
一
人
で
は
き
っ
と
自
分
な
り
の
考
え
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
は
か
な
り
く
や
し
か
っ
た
」
と
い
っ
た
生
徒
の
感

想
に
、
学
習
者
の
う
ち
に
生
ま
れ
た
「
ほ
ん
も
の
」
の
認
識
の
一
端
が
如
実
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
他
者
と
対
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
の
種
類
で
あ
り
、
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作
品
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
そ
れ
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
他

者
と
対
話
し
な
が
ら
読
み
を
進
め
る
こ
と
で
新
た
な
疑
問
や
質
問
が
生
ま
れ
、

そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
広
く
深
く
読
む
こ
と
の
面
白
さ
を
手
に
入
れ

る
こ
と
の
学
習
が
成
り
立
っ
た
単
元
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　
少
し
古
い
資
料
だ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
読
み
の
教
育
の
研
究
者
が
、
単

元
学
習
的
な
読
む
こ
と
の
指
導
に
貢
献
す
る
構
成
主
義
の
学
習
論
の
特
徴
を
次

の
よ
う
に
整
理
・
検
討
し
た
こ
と
が
あ 

　
１
．
学
習
内
容
は
そ
れ
が
学
習
さ
れ
る
状
況
か
ら
切
り
離
せ
な
い
。

　
２
．
学
習
者
が
学
習
状
況
に
持
ち
込
む
目
的
や
ゴ
ー
ル
こ
そ
が
学
習
内
容
の

中
心
だ
。

　
３
．
知
識
と
意
味
は
、
交
渉
、
価
値
づ
け
、
変
形
の
過
程
を
通
じ
て
社
会
的

に
構
築
さ
れ
る
。

　
こ
の
協
議
会
の
三
名
の
登
壇
者
の
報
告
と
考
察
に
お
い
て
も
、「
読
む
こ
と
」

の
学
習
内
容
が
学
習
者
の
学
び
を
取
り
巻
く
状
況
を
抜
き
に
進
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
、「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
学
習
者
が
そ
こ
で
何
を

学
ぼ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
意
識
を
明
確
に
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
そ
の
学
習

内
容
を
左
右
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
読
む
こ
と
」
の
学
習
を
通
し
て
得
ら
れ
る

知
識
や
意
味
づ
け
は
、
学
習
過
程
に
お
け
る
、
学
習
者
相
互
の
交
渉
、
学
習
者

一
人
一
人
が
学
習
材
に
対
し
て
行
う
価
値
づ
け
、
そ
し
て
各
自
考
え
の
変
化
と

る
。
２

い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
三
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
こ
う
し
た
学
習
観
が
、「
読
む
こ
と
」
の
授
業
づ
く
り
に
お
い
て
益
々

重
要
で
必
要
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
協
議
会
で
あ
っ
た
。

注１
舘
岡
洋
子
『
ひ
と
り
で
読
む
こ
と
か
ら
ピ
ア
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
へ
─
日
本
語

学
習
者
の
読
解
過
程
と
対
話
的
協
働
学
習
─
』
東
海
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

五
年
。
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