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本
稿
で
は
ま
ず
、
教
員
を
読
者
と
し
て
想
定
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
教
育
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
関
連
記
事
を
概
観
し
、
教
育
関
係
者
に
よ

る
受
容
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す
る
。
同
時
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
内
部
の
表
現
に
つ

い
て
、
教
員
を
取
り
巻
く
同
時
代
の
社
会
状
況
や
教
育
言
説
を
背
景
と
し
て
考

察
し
、
と
り
わ
け
「
教
育
」
や
「
教
師
」
を
め
ぐ
る
教
員
た
ち
の
語
り
に
つ
い

て
再
考
を
加
え
る
。

特
に
二
つ
目
の
作
業
は
、
同
時
代
の
学
校
教
育
に
対
し
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す

る
批
評
性
を
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
に
繋
が
る
は
ず
だ
が
、
今
さ
ら
「
教
育
批
判
」

を
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
〈
主
題
〉
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
狙
い
で

は
な
い
。「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
論
じ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、「
教
育

批
判
」
と
い
う
「
モ
チ
ー
フ
」
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
て
き
て
い
る
か
ら
だ
。

例
え
ば
、
教
員
や
教
育
を
描
く
文
学
作
品
か
ら
教
育
史
を
再
考
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
「
坊
つ
ち
や
ん
」を
取
り
上
げ
る
教
育
史
研
究
者
の
伊
ヶ
崎
暁
生
は
、

教
員
の
労
働
環
境
に
対
す
る
批
判
的
な
語
り
に
着
目
し
な
が
ら
「
当
時
の
教
育

は
じ
め
に

夏
目
漱
石
「
坊
つ
ち
や
ん
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
九
年
四
月
）
の
発
表

当
時
、
漱
石
の
勤
務
先
で
あ
っ
た
松
山
中
学
校
の
教
員
た
ち
は
漱
石
の
「
記
憶

の
い
ゝ
の
に
驚
」
き
、「
十
年
前
の
事
を
能
く
も
斯
う
書
け
た
も
の
だ
と
、
言

ひ
合
し
た
」
と
い
う
が
１
、
松
山
時
代
の
漱
石
と
関
わ
り
の
無
か
っ
た
一
般
の

教
員
た
ち
に
と
っ
て
、「
教
師
」
や
「
教
育
」
を
語
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
ど
の

よ
う
に
読
ま
れ
得
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

漱
石
の
作
品
は
明
治
三
九
年
に
は
既
に
教
材
と
し
て
も
受
容
さ
れ
始
め
て
お

り
２
、
こ
の
頃
に
は
多
く
の
教
員
や
師
範
学
生
の
人
気
を
博
し
て
い
た
よ
う
だ
３
。

中
で
も
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
な
ど
は
教
員
に
よ
る
評
論
文
が
教
育
雑
誌
上
に

掲
載
さ
れ
て
も
い
る
が
４
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
教
員
と
い
う
読
者
層
に
ど
う
受

け
入
れ
ら
れ
、
あ
る
い
は
教
育
言
説
に
お
い
て
ど
う
語
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い

う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
詳
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
５
。

「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
真
に
大
教
育
書
な
り
」

︱ 

明
治
四
〇
年
代
、
教
員
読
者
と
「
坊
つ
ち
や
ん
」 

︱出

　

木

　

良

　

輔



̶ 2 ̶

う
な
意
味
を
引
き
出
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
教
育
雑
誌
上
で
活
字
化
さ

れ
た
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
表
現
の
レ
ベ
ル

で
も
把
握
し
て
ゆ
く
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
は
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
本
文
を
す
べ
て
『
鶉
籠
』（
春
陽
堂
、
明

治
四
〇
年
一
月
）
か
ら
引
用
し
た
。
教
員
を
含
む
明
治
四
〇
年
代
の
読
者
の
多

く
は
、
初
刊
本
『
鶉
籠
』
の
本
文
を
通
し
て
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
受
容
し
て
い

た
と
推
察
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
８
。

一
、
教
育
雑
誌
の
中
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」

発
表
直
後
か
ら
「
教
育
界
の
裡
面
」
を
描
き
「
諷
刺
」
し
た
作
品
と
し
て
評

価
さ
れ
て
き
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
９
、
そ
れ
以
降
も
「
教
育
界
の
裡
面
」
へ

の
好
奇
心
を
充
た
し
、
あ
る
い
は
掻
き
立
て
る
「
諷
刺
小
説
」10

と
し
て
享
受

さ
れ
て
ゆ
く
。
大
正
四
年
に
は
川
路
柳
虹
も
、「
中
学
教
員
は
こ
れ
を
読
ん
で

其
内
心
の
秘
密
の
暴
露
さ
れ
た
事
を
思
ふ
と
同
時
に
、
田
舎
の
中
学
教
室
に
あ

る
一
種
卑
屈
な
空
気
、
田
舎
に
あ
る
厭
ふ
べ
き
地
方
的
因
習
、
そ
れ
か
ら
本
当

の
教
育
問
題
」に
つ
い
て「
只
笑
つ
て
過
せ
な
い
」感
想
を
抱
く
だ
ろ
う
と
述
べ
、

や
は
り
「
抜
目
の
な
い
技
巧
に
よ
つ
て
描
か
れ
た
風
刺
小
説
」
と
し
て
「
坊
つ

ち
や
ん
」
を
評
価
す
る

11

。

川
路
は
「
中
学
教
員
」
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う

こ
と
に
関
心
を
向
け
て
い
る
が
、
同
時
代
評
の
キ
ー
タ
ー
ム
で
も
あ
っ
た
「
教

育
界
の
裡
面
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
は
、
教
育
雑
誌
に
お
い
て
も
盛
ん
に
取
り
沙

批
判
に
な
っ
て
い
る
小
説
」
と
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
位
置
づ
け
る
６
。
ま
た
、

同
時
代
の
新
聞
・
雑
誌
報
道
を
賑
わ
し
た
「
学
校
騒
動
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
が

テ
ク
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
小
埜
裕
二
も
、「「
坊
っ
ち

や
ん
」
を
明
治
三
十
八
年
の
学
校
騒
動
を
中
心
と
す
る
教
育
界
の
悪
し
き
典
型

の
再
現
と
し
て
捉
え
る
」
視
点
を
通
じ
て
、「
教
育
批
判
を
「
坊
っ
ち
や
ん
」

の
間
接
的
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
」
と
し
て
見
出
す
７
。

明
治
末
期
の
学
校
教
員
た
ち
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
「
批
判
」
に
曝
さ
れ
得

る
当
事
者
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
彼
ら
自
身
も
「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い

う
「
教
育
」
や
「
教
師
」
を
語
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
種
々
の
「
批
判
」
を
見
出
し

得
る
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。「
坊
つ
ち
や
ん
」
か
ら
「
教
育
批
判
」
を
抽
出

す
る
従
来
の
論
は
、
教
員
と
い
う
同
時
代
読
者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
得
る
「
批

判
」
の
可
能
性
を
看
過
し
て
き
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
明
治
後
期
の
言
説
編
成
や
教
育
思
想
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
符
合
あ
る
い
は
ズ
レ
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
批
判
」

の
内
実
の
再
検
討
を
試
み
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
様
々
な
社
会
的
言
説
に

取
り
巻
か
れ
た「
お
れ
」と
い
う
教
員
の
姿
が
描
か
れ
る
。
理
想
の「
教
育
」「
教

師
」
を
説
く
教
員
た
ち
の
言
葉
、
あ
る
い
は
「
お
れ
」
に
付
さ
れ
る
「
渾
名
」

や
新
聞
報
道
な
ど
が
そ
の
例
だ
が
、
同
時
代
言
説
を
視
座
に
こ
れ
ら
を
検
討
す

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
た
「
批
判
」
を
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
し
て
提

示
し
た
い
。

こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
教
員
と
い
う
読
者
層
が
こ
の
作
品
か
ら
ど
の
よ
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す
る
「
職
員
会
」
で
「
い
つ
も
つ
ま
ら
ぬ
事
を
夕
方
迄
喋
舌
つ
て
居
る
」
教
員

た
ち
を
皮
肉
る
記
述
な
ど
は
ま
さ
に
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
だ

が
、
こ
の
記
事
の
筆
者
も
や
は
り
「
面
白
き
中
学
職
員
の
裏
面
」
を
描
い
た
作

品
と
し
て
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
定
位
す
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、「
教
育
界
の

裡
面
」
を
語
る
言
説
に
お
い
て
「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
い
わ
ば
模
範
の
如
く
機
能

し
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
よ
う
。

愛
媛
の
教
員
た
ち
に
よ
る
モ
デ
ル
詮
議
も
教
育
雑
誌
上
で
展
開
さ
れ
る
。
例

え
ば
右
の
記
事
と
同
じ
く
『
教
育
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
羽
陵
生
「
愛
媛
県
教
育

者
評
判
記
」
は
、
か
つ
て
実
在
し
た
「
松
山
の
乱
暴
時
代
」
を
描
い
た
物
語
と

し
て
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
と
共
に

13

、
数
学
教
員
の
渡
部
政
和
を
山
嵐
の

モ
デ
ル
と
し
て
紹
介
す
る

14

。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
議
論
も
先
の
「
面
白
き

中
学
職
員
の
裏
面
」
を
描
い
た
作
品
と
い
う
評
価
も
発
表
直
後
の
同
時
代
評
の

反
復
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が

15

、
教
育
雑
誌
に
は
教
員
読
者
の
独
自
な
〈
読
み
〉

を
窺
わ
せ
る
言
説
も
僅
か
な
が
ら
存
在
す
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
大
日
本
国
民
中
学
会
発
行
の
『
教
育

公
論
』
社
評
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
学
校
観
（
師
範
の
新
卒

業
生
に
餞
す
）」（
明
治
四
二
年
三
月
）
だ
。
無
記
名
の
記
事
だ
が
、
筆
者
は
同

誌
の
創
刊
・
編
集
の
中
心
だ
っ
た
峰
間
鹿
水
（
信
吉
）
だ
ろ
う
。
明
治
二
八
年

か
ら
六
年
余
を
小
学
校
教
員
と
し
て
過
ご
し
た
峰
間
は
、
小
学
校
教
員
の
待
遇

の
悪
さ
に
失
望
し
そ
の
改
善
の
必
要
性
を
認
識
す
る
。
そ
の
後
明
治
三
九
年
頃

か
ら
小
学
校
教
員
俸
給
国
庫
補
助
の
実
現
に
向
け
奔
走
す
る
な
ど
、
明
治
後
期

汰
さ
れ
る
と
共
に
、
教
育
関
係
者
た
ち
も
匿
名
で
の
投
稿
を
通
じ
て
そ
こ
に
加

担
し
て
い
た
。
金
港
堂
発
行
の
教
育
雑
誌
『
教
育
界
』
は
明
治
三
〇
〜
四
〇
年

代
に
か
け
て
多
く
の
読
者
投
稿
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
例
え
ば
以
下

の
よ
う
な
投
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

12

。

或
人
曰
く
、小
学
校
の
教
員
は
先
づ
神
聖
で
然
程
も
あ
り
ま
す
ま
い
が
、

中
学
校
の
教
員
は
余
程
ひ
ど
い
も
の
で
す
、
時
間
が
多
い
の
が
不
平
だ
と

か
、
月
給
が
少
し
で
も
上
れ
ば
よ
い
と
か
、
或
は
上
の
御
機
嫌
を
と
る
と

か
、
会
々
献
身
的
に
や
る
も
の
が
あ
れ
ば
夫
を
ね
た
む
と
か
、
い
や
は
や

中
学
の
教
員
程
け
ち
か
ら
い
俗
物
は
あ
り
ま
せ
ん
と
、あ
ゝ
果
し
て
真
か
、

此
の
気
風
。

教
員
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
、
投
稿
を
通
じ
て
自
身
の
見
聞
し
た
学
校
や
教
員

の
「
裡
面
」
を
暴
露
す
る
こ
と
で
日
々
の
溜
飲
を
下
げ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
注

目
す
べ
き
は
、
中
学
校
や
中
学
教
員
の
「
裡
面
」
を
語
る
こ
う
し
た
言
説
に
お

い
て
、
時
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
だ
っ
た
こ
と
だ
。

欽
風
生
「
中
学
の
裏
面
」（『
教
育
界
』
明
治
四
二
年
一
〇
月
）
は
、「
吾
人

も
―
漱
石
の
筆
あ
ら
ば
「
坊
ち
や
ん
」
以
上
面
白
き
中
学
職
員
の
裏
面
を
描
か

ん
も
、
筆
其
意
に
任
せ
ず
、
実
に
遺
憾
に
堪
へ
ず
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
坊

ち
や
ん
中
の
赤
シ
ヤ
ツ
の
如
き
可
悪
あ
り
。ウ
ラ
ナ
リ
の
如
き
可
憐
な
る
あ
り
、

小マ
マ

嵐
の
如
く
、一
見
は
厭マ

マ
や
奴
で
心
中
は
与
す
べ
き
者
も
な
い
で
は
な
い
」
と
、

自
身
の
同
僚
教
員
た
ち
に
「
坊
ち
や
ん
」
に
倣
っ
た
渾
名
を
付
け
な
が
ら
そ
の

素
行
を
紹
介
し
て
ゆ
く
。
不
良
学
生
に
対
し
「
厳
刑
」
を
課
す
か
否
か
を
議
論
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る
と
ま
で
述
べ
、
こ
の
作
品
を
「
教
育
」
的
観
点
か
ら
絶
賛
し
て
い
る
。

漱
石
作
品
が
教
育
関
係
者
に
も
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
は
冒
頭
で
触
れ
た

通
り
だ
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
「
本
邦
教
育
の
た
め
に
」

有
益
な
「
大
教
育
書
」
と
し
て
教
員
た
ち
に
提
示
さ
れ
て
い
た
点
に
お
い
て
特

異
な
作
品
だ
と
言
え
る
。
明
治
四
〇
年
代
、『
鶉
籠
』
の
刊
行
も
相
俟
っ
て
多

く
の
読
者
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
、「
教
師
」
や
「
学
校
」

の
「
裏
面
」
を
語
る
際
の
模
範
と
し
て
教
員
に
受
容
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
教

員
に
「
反
省
」を
促
す
「
大
教
育
書
」い
わ
ば
一
種
の
教
育
言
説
と
し
て
評
価
・

推
奨
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
。

一
方
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
内
部
の
表
現
に
目
を
向
け
た
と
き
、そ
こ
に
「
学
校
」

や
「
教
育
」
の
価
値
を
転
覆
す
る
よ
う
な
「
お
れ
」
の
語
り
が
多
々
見
出
さ
れ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
教
師
を
体
験
す
る
こ
と
で
「
お
れ
」
は
教
育

の
価
値
を
反
転
さ
せ
た
」
と
い
う
阿
部
和
正
の
指
摘
が
示
す
よ
う
に

19

、「
お

れ
」
は
教
員
経
験
を
通
じ
て
む
し
ろ
「
教
育
者
の
精
神
」
を
語
る
教
員
た
ち
の

偽
善
的
な
面
を
発
見
し
、「
教
育
」
を
俗
悪
な
も
の
と
し
て
語
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

以
下
で
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
内
包
す
る
「
教
育
批
判
」
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
て
ゆ
く
。二

、「
外
来
者
」
の
二
重
性

大
野
淳
一
は
、
近
代
教
育
制
度
の
整
備
が
「
形
式
上
中
学
校
か
ら
す
れ
ば
す

べ
て
の
教
師
有
資
格
者
が
等
し
く
採
用
候
補
と
な
り
、
有
資
格
者
か
ら
す
れ
ば

に
教
員
の
待
遇
改
善
に
尽
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る

16

。

こ
こ
で
筆
者
は
、「
狸
的
」
に
し
て
「
野
太
鼓
的
」、
す
な
わ
ち
「
自
己
完
全

主
義
、
利
己
主
義
乃
至
害
他
的
」
に
傾
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
教
育
界
を
「
救
治

す
る
の
策
」
と
し
て
「
教
育
上
の
文
学
的
作
物
」
の
効
用
に
着
目
す
る
。
そ
う
し

た
「
文
学
的
作
物
」
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
だ
。

教
育
上
の
文
学
的
作
物
に
至
り
て
は
、本
邦
ま
こ
と
に
其
の
著
作
に
乏
し
。

小
泉
教
授
の
「
棄
てマ
マ

石
」
は
其
の
積
極
的
方
面
の
作
物
に
し
て
、
教
師
を

し
て
真
の
教
師
た
る
べ
く
感
興
せ
し
め
ん
と
企
て
た
る
も
の
。
夏
目
漱
石

氏
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
其
の
消
極
的
方
面
の
作
物
に
し
て
、
今
の
学
校

の
通
弊
を
モ
デ
ル
的
に
具
体
的
に
剔
抉
し
て
、
教
師
者
を
し
て
静
に
机
を

擁
し
て
深
刻
に
反
省
せ
し
め
ん
と
企
て
た
る
も
の
、
而
し
て
十
二
分
に
其

の
目
的
を
達
せ
り
。「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
真
に
大
教
育
書
な
り
。

「
師
範
の
新
卒
業
生
に
餞
す
」
と
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
特
に
若
い
教
員
た
ち
に
「
坊
つ
ち
や
ん
」
を
紹
介
・
推
奨
す
る
内

容
と
な
っ
て
い
る

17

。
こ
の
中
で
筆
者
は
「
教
育
上
の
文
学
的
作
物
」
と
し
て

明
治
四
〇
年
代
に
き
わ
め
て
多
く
の
教
員
読
者
を
獲
得
し
た
「
教
育
小
説
」
で

あ
る
小
泉
又
一
『
教
育

小
説

棄
石
』（
同
文
館
、
明
治
四
〇
年
五
月
）18

と
「
坊
つ
ち

や
ん
」
を
取
り
上
げ
、
前
者
と
は
異
な
る
形
で
「
今
の
学
校
の
通
弊
」
へ
の
批

評
性
を
有
し
て
い
る
点
に
お
い
て
「「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
真
に
大
教
育
書
な
り
」

と
説
く
。
さ
ら
に
末
尾
で
は
「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
「
教
育
社
会
に
弘
布
」
さ
れ

る
こ
と
を
望
み
「
本
邦
教
育
の
た
め
に
本
書
が
幾
十
版
を
重
ね
ん
こ
と
を
祈
」
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る
「
外
来
者
」
で
あ
る
「
お
れ
」
は
、
四
国
に
到
着
し
た
直
後
か
ら
「
ま
つ
裸

に
赤
ふ
ん
ど
し
を
し
め
て
ゐ
る
」「
船
頭
」
や
「
鼻
た
れ
小
僧
」
の
姿
を
観
察

し
て
は
、「
野
蛮
な
所
だ
」「
気
の
利
か
ぬ
田
舎
も
の
だ
」
と
い
っ
た
感
想
を
抱

く
。
だ
が
こ
う
し
た
観
察
の
視
線
は
当
然
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
被
観
察

者
と
し
て
の
「
お
れ
」
の
姿
も
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
ゆ
く
。

（
前
略
）
生
徒
は
八
釜
し
い
。
時
々
図
抜
け
た
大
き
な
声
で
先
生
と
云
ふ
。

先
生
に
は
応
へ
た
。
今
迄
物
理
学
校
で
毎
日
先
生
々
々
と
呼
び
つ
け
て
居

た
が
、
先
生
と
呼
ぶ
の
と
、
呼
ば
れ
る
の
は
雲
泥
の
差
だ
。
何
だ
か
足
の

裏
が
む
づ
B
C
す
る
。（
中
略
）

三
時
間
目
も
、四
時
間
目
も
昼
過
ぎ
の
一
時
間
も
大
同
小
異
で
あ
つ
た
。

最
初
の
日
に
出
た
級
は
、
孰
れ
も
少
々
づ
つ
失
敗
し
た
。
教
師
は
は
た
で

0

0

0

0

0

0

見
る
程
楽
ぢ
や
な
い
と
思
つ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
三
）

初
出
本
文
で
は
傍
点
部
が
「
教
師
は
は
た
で
見
る
程
ぢ
や
な
い
と
思
つ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
鶉
籠
』
本
文
で
は
教
員
の
職
を
「
楽
」
な
も
の
と
し

て
見
て
い
た
「
お
れ
」の
意
識
の
変
化
が
明
確
に
語
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
教
員
を
「
先
生
々
々
と
呼
び
つ
け
」、
彼
ら
を
無
関
心
に
「
は
た
で

見
る
」
存
在
だ
っ
た
「
お
れ
」
だ
が
、
自
身
が
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
、
教
員
と

し
て
〈
見
ら
れ
る
〉
立
場
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
自
覚
し
始
め
る
の
だ
。

被
観
察
者
と
し
て
の
「
お
れ
」の
姿
が
よ
り
分
か
り
や
す
く
描
か
れ
る
の
が
、

「
天
麩
羅
事
件
」を
中
心
と
す
る
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。「
団
子
」を
食
べ「
温

泉
」
に
行
く
と
い
っ
た
私
的
行
動
を
「
生
徒
全
体
」
に
「
探
偵
」
さ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
中
学
校
が
等
し
く
就
職
可
能
な
職
場
と
な
る
」
よ
う
な
状
況
を
生
ん

で
い
た
と
指
摘
す
る

20

。
自
ら
も
東
京
か
ら
移
動
し
て
き
た
「
お
れ
」
は
「
渡

り
も
の
」
の
赤
シ
ヤ
ツ
兄
弟
を
悪
し
ざ
ま
に
語
る
が
、
彼
ら
の
み
な
ら
ず
当
時

多
く
の
中
学
教
員
が
好
待
遇
の
職
場
を
求
め
て
各
地
の
学
校
を
転
々
と
す
る

「
渡
り
も
の
」
と
化
し
て
い
た
の
だ
。「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
物
語
の
背
景
に
は
、

教
員
を
取
り
巻
く
こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
教
員
研
究
の
祖
で
あ
る
Ｗ
．
ウ
ォ
ー
ラ
ー
も
、

こ
う
し
た
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
近
代
学
校
教
員
の
生
態
に
触
れ
、
さ
ら
に

「
地
域
社
会
」
が
「
教
師
を
超
俗
的
価
値
の
伝
道
者
と
し
て
、
彼
に
い
ろ
い
ろ

ギ
コ
チ
な
い
制
限
を
お
し
つ
け
、こ
れ
に
よ
っ
て
教
師
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
」

こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る

21

。

そ
の
際
ウ
ォ
ー
ラ
ー
は
教
員
を
「
地
域
社
会
の
青
少
年
に
一
定
の
技
能
・
専

門
的
知
識
を
伝
え
る
た
め
雇
わ
れ
た
外
来
者
」と
言
い
表
し
て
い
る
が
、「
お
れ
」

は
二
重
の
意
味
で「
外
来
者
」で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
東
京
か
ら
四
国
の「
地

域
社
会
」
に
参
入
し
た
「
外
来
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
、学
生
の
世
界
か
ら
「
教

育
界
」
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
た
、
教
師
の
世
界
に
お
け
る
「
外
来
者
」
で
も
あ

る
の
だ
。「
教
育
界
」
が
外
界
か
ら
断
絶
し
た
〈
聖
域
〉
の
如
く
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
得
る
領
域
で
あ
る
こ
と
は
、
物
語
終
盤
に
挿
入
さ
れ
る
「
四
国
新
聞
」
の
記

事
に
記
さ
れ
た
「
彼
等
を
し
て
再
び
教
育
界
に
足
を
入
る
ゝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

余
地
な
か
ら
し
む

る
事
を
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
も
見
て
取
れ
よ
う
。

こ
の
二
重
性
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
ゆ
こ
う
。「
地
域
社
会
」
に
お
け
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た
「
お
れ
」
と
い
う
教
員
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
自
身
の
意
思
と
は
無
関
係
に
形
成

さ
れ
流
通
し
て
ゆ
く
様
だ
。
そ
し
て
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
校
長
が
言
う
よ
う

に
「
う
そ
に
せ
よ
、
本
当
に
せ
よ
。
詰
り
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い
」
も
の
で

あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
毎
日
「
人
の
前
へ
出
て
教
育
を
受
け
た
と
威
張
」
る

職
業
」22

で
あ
る
は
ず
の
教
員
が
実
社
会
で
「
存
外
無
勢
力
な
も
の
だ
」
と
い

う
こ
と
を
「
お
れ
」
は
知
る
の
だ
。
先
に
見
た
「
教
師
は
は
た
で
見
る
程
楽
ぢ

や
な
い
」
と
い
う
感
覚
は
ま
さ
し
く
、
他
者
が
「
は
た
で
見
る
」
教
員
と
実
際

の
教
員
の
ズ
レ
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
拡
散
さ
れ
る
「
地
域
社
会
」
の
言
説
は
、「
お
れ
」
の

社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
半
ば
暴
力
的
に
構
築
し
て
ゆ
く
。
小
埜
裕
二
は
、「
世
間

一
般
の
硬
直
し
た
通
り
一
遍
の
教
育
界
へ
の
認
識
を
も
批
判
」
す
る
も
の
と
し

て
「
お
れ
」
や
山
嵐
の
語
り
を
位
置
づ
け
る
が

23

、
特
に
「
お
れ
」
の
語
り
は
、

教
員
と
い
う
職
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
ま
な
ざ
し
や
言
説
の
暴
力
性
を
も
「
批

判
」
の
射
程
に
含
め
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
捉
え
て
い
る
の
は
、
か
つ
て

の
「
お
れ
」
の
よ
う
に
教
員
を
「
は
た
で
見
る
」
人
々
の
言
説
が
「
お
れ
」
と

い
う
教
員
像
を
構
築
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
う
し
た
社
会
的
な
言
説

に
取
り
巻
か
れ
た
近
代
学
校
教
員
の
姿
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、「
教
育
の
精
神
」
と
「
武
士
的
な
元
気
」

（
前
略
）
校
長
は
時
計
を
出
し
て
見
て
、
追
々
ゆ
る
り
と
話
す
積
だ
が
、

先
づ
大
体
の
事
を
呑
み
込
ん
で
置
い
て
貰
は
う
と
云
つ
て
、
夫
か
ら
教
育

よ
う
に
思
い
、「
鼻
の
先
が
つ
か
へ
る
様
」
に
感
じ
た
と
い
う
「
お
れ
」
の
語

り
は
、
先
に
見
た
通
り
「
渡
り
も
の
」
＝
「
外
来
者
」
と
化
す
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
っ
た
近
代
学
校
教
員
の
感
覚
を
代
弁
し
得
る
も
の
で
も
あ
っ
た
は

ず
だ
。

さ
ら
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
生
徒
を
含
む
「
地
域
社

会
」
の
人
々
が
「
お
れ
」
に
様
々
な
「
渾
名
」
を
付
与
し
、「
お
れ
」
と
い
う
教

員
の
イ
メ
ー
ジ
を
記
号
化
し
流
通
さ
せ
て
ゆ
く
点
だ
。「
天
麩
羅
先
生
」「
赤
手

拭
」
な
ど
、
何
気
な
い
行
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
渾
名
」、
い
わ
ば
「
お
れ
」

と
い
う
教
員
が
纏
わ
さ
れ
た
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
当
の
「
お
れ
」
は
制
御
で
き

な
い
。

生
徒
た
ち
が
「
渾
名
」を
書
き
込
む
黒
板
以
上
に
広
範
囲
に
開
か
れ
、「
お
れ
」

の
社
会
的
イ
メ
ー
ジ
を
一
方
的
に
拡
散
し
て
ゆ
く
の
が
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

だ
。「
四
国
新
聞
」
に
記
さ
れ
た
「
無
暗
な
嘘
」、
す
な
わ
ち
師
範
学
生
と
中
学

生
の
諍
い
に
割
っ
て
入
っ
た
「
お
れ
」
＝
「
生
意
気
な
る
某
」
と
山
嵐
＝
「
堀

田
某
」
を
悪
し
様
に
報
じ
た
記
事
を
見
た
「
お
れ
」
は
、「
お
れ
の
云
つ
て
然

る
可
き
事
」
を
匿
名
の
他
者
が
喧
伝
す
る
様
に
憤
る
が
、
こ
の
記
事
も
「
六
号

活
字
で
小
なマ
マ

く
取
消
」が
記
さ
れ
る
の
み
で「
正
誤
」さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
四

国
新
聞
」
は
そ
の
名
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
地
方
紙
、
す
な
わ
ち
四
国
の
「
地

域
社
会
」
と
密
接
に
結
合
し
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
事
件
を
通
じ
て「
お
れ
」が
目
の
当
た
り
に
す
る
の
は
、「
天

麩
羅
先
生
」「
赤
手
拭
」
あ
る
い
は
「
生
意
気
な
る
某
」
な
ど
と
記
号
化
さ
れ
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た
書
物
だ
。
こ
の
中
で
例
え
ば
生
徒
の
「
良
心
を
啓
培
し
、
徳
性
を
滋
養
」
す

る
た
め
に
「
教
育
者
其
身
を
以
て
範
と
な
し
、
其
身
を
以
て
率
ゆ
へ
し
」
と
説

く
沢
柳
の
言
葉
は
、「
生
徒
の
模
範
に
な
れ
」
な
ど
と
い
っ
た
校
長
の
「
法
外

な
注
文
」
の
内
容
と
一
致
す
る
。

こ
の
書
物
で
沢
柳
が
語
る
よ
う
な
教
員
観
は
、
校
長
の
み
な
ら
ず
赤
シ
ヤ
ツ

に
よ
っ
て
説
か
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
を
確
認
で
き
る
の
が
「
バ
ツ
タ
事
件
及
び

吶
喊
事
件
」
を
め
ぐ
る
職
員
会
議
を
描
く
場
面
だ
。「
会
議
の
引
き
続
き
と
号

し
て
」
校
長
は
以
下
の
よ
う
に
提
言
す
る
。「
生
徒
の
風
儀
は
、
教
師
の
感
化

で
正
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
ん
其
一
着
手
と
し
て
、
教
師
は
可マ

マ成
飲
食
店
抔

に
出
入
し
な
い
事
に
し
た
い
」。そ
れ
に
対
し
、赤
シ
ヤ
ツ
も
以
下
の
よ
う
に「
口

を
出
」
す
。

（
前
略
）「
元
来
中
学
の
教
師
な
ぞ
は
社
会
の
上
流
に
位
す
る
も
の
だ
か
ら

し
て
、
単
に
物
質
的
の
快
楽
ば
か
り
求
め
る
可
き
も
の
で
な
い
。
其
方
に

耽
る
と
つ
い
品
性
に
わ
る
い
影
響
を
及
ぼ
す
様
に
な
る
。
然
し
人
間
だ
か

ら
、
何
か
娯
楽
が
な
い
と
田
舎
へ
来
て
狭
い
土
地
で
は
到
底
暮
せ
る
も
の

で
な
い
。
其
で
釣
に
行
く
と
か
、
文
学
書
を
読
む
と
か
、
又
は
新
体
詩
や

俳
句
を
作
る
と
か
、
何
で
も
高
尚
な
精
神
的
娯
楽
を
求
め
な
く
て
は
い
け

な
い
…
…
」（
六
）

こ
の
よ
う
に
「
物
質
的
の
快
楽
」
に
対
す
る
「
精
神
的
娯
楽
」
の
優
位
性
を

語
る
赤
シ
ヤ
ツ
だ
が
、
沢
柳
も
ま
た
「
教
育
者
た
る
も
の
は
成
る
可
く
肉
体
的

快
楽
を
求
む
へ
か
ら
す
」「
仮
令
肉
体
の
快
楽
は
得
る
こ
と
難
し
と
雖
も
、
高

の
精
神
に
つ
い
て
長
い
御
談
義
を
聞
か
し
た
。
お
れ
は
勿
論
い
ゝ
加
減
に

聞
い
て
居
た
が
途
中
か
ら
是
は
飛
ん
だ
所
へ
来
た
と
思
つ
た
。
校
長
の
云

ふ
様
に
は
と
て
も
出
来
な
い
。
お
れ
見
た
様
な
無
鉄
砲
な
も
の
を
つ
ら
ま

へ
て
、
生
徒
の
模
範
に
な
れ
の
、
一
校
の
師
表
と
仰
が
れ
な
く
て
も
行
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ん
の
、
学
問
以
外
に
個
人
の
徳
化
を
及
ぼ
さ
な
く
て
は
教
育
者
に
な
れ
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
の

0

0

と
、
無
暗
に
法
外
な
注
文
を
す
る
。
そ
ん
な
え
ら
い
人
が
月
給
四
十

円
で
遥
々
こ
ん
な
田
舎
へ
く
る
んマ
マ

も
ん
か
。（
二
）

引
用
し
た
の
は
、
着
任
直
後
の
「
お
れ
」
に
校
長
が
「
教
育
の
精
神
」
を
語

る
場
面
だ
。
こ
の
よ
う
に
、教
員
の
世
界
に
お
け
る
「
外
来
者
」
と
し
て
の
「
お

れ
」
を
取
り
巻
く
の
が
、「
教
師
」
や
「
教
育
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
い

か
に
あ
る
べ
き
も
の
か
を
語
る
教
員
た
ち
の
言
説
で
あ
る
。

「
お
れ
」
に
よ
っ
て
傍
点
部
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
「
教
育
の
精
神
」
は
「
何

も
字
義
通
り
に
実
践
さ
れ
る
こ
と
な
ど
期
待
し
て
は
い
な
い
」「〈
公
〉
の
タ
テ

マ
エ
」

24

、
あ
る
い
は
「
形
式
的
な
観
念
論
に
過
ぎ
な
い
」

25

も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
校
長
の
語
る
「
教
育
の
精
神
」
を
含
む
教
員
た

ち
の
言
説
と
同
時
代
の
教
育
言
説
と
の
関
係
性
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
説
明
さ

れ
て
き
て
い
な
い
。
以
下
で
は
、
理
想
の
「
教
育
」
や
「
教
師
」
を
語
る
教
員

た
ち
の
言
説
と
同
時
代
言
説
と
の
重
な
り
あ
る
い
は
ズ
レ
を
確
認
し
て
ゆ
く
。

明
治
三
〇
年
代
に
版
を
重
ね
、
明
治
後
期
の
教
員
観
・
教
職
観
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た

26

沢
柳
政
太
郎
『
教
育
者
の
精
神
』（
冨
山
房
、
明
治
二
八
年

三
月
）
は
、
当
時
の
教
員
た
ち
に
要
請
さ
れ
た
「
教
育
の
精
神
」
が
刻
印
さ
れ
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な
る
教
師
」
と
は
い
か
な
る
存
在
か
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
沢

柳
の
論
理
に
従
う
な
ら
ば
、
例
え
ば
「
バ
ツ
タ
事
件
」
を
め
ぐ
る
職
員
会
議
の

場
面
で
生
徒
た
ち
に
対
し
「
な
る
べ
く
寛
大
な
御
取
計
を
願
ひ
た
い
」
と
述
べ

「
穏
便
説
」
を
展
開
す
る
赤
シ
ヤ
ツ
お
よ
び
「
赤
シ
ヤ
ツ
党
」
の
教
員
た
ち
は

ま
さ
に
「
厳
重
に
い
つ
た
り
、
干
渉
す
る
」
こ
と
を
避
け
「
生
徒
の
な
す
まマ

マす

ま
ゝ
に
許
容
」
す
る
、「
不
親
切
な
る
教
師
」
と
し
て
の
立
場
に
無
自
覚
な
が

ら
も
立
っ
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
同
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
則
っ
た
教
育
観

を
語
る
赤
シ
ヤ
ツ
だ
が
、
芸
者
と
の
関
係
や
マ
ド
ン
ナ
の
略
奪
と
い
っ
た
「
裏

表
の
あ
る
」
態
度
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
一
方
で
彼
は
パ
ラ
ダ
イ

ム
か
ら
の
逸
脱
者
で
も
あ
る
の
だ
。

四
、「
優
し
い
」
赤
シ
ヤ
ツ
、「
人
望
あ
る
」
山
嵐

さ
ら
に
言
え
ば
、
同
じ
職
員
会
議
の
場
面
で
沢
柳
が
「
親
切
な
る
教
師
」
と

位
置
づ
け
る
よ
う
な
存
在
、
す
な
わ
ち
「
生
徒
に
対
し
て
や
か
ま
し
く
干
渉
す

る
教
師
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
山
嵐
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
彼
は

「
赤
シ
ヤ
ツ
党
」
の
教
員
た
ち
が
説
く
「
穏
便
説
」
に
「
全
然
不
同
意
」
の
意

を
示
し
、「
硝
子
窓
を
振
は
せ
る
様
な
声
で
」
自
説
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
教
育
の
精
神
は
単
に
学
問
を
授
け
る
計
り
で
は
な
い
高
尚
な
正
直
な
武
士
的

な
元
気
を
鼓
吹
す
る
と
同
時
に
野
卑
な
、
軽
躁
な
、
暴
慢
な
悪
風
を
掃
蕩
す
る

に
あ
る
と
思
ひ
ま
す
」
と
。

山
嵐
が
説
く
「
武
士
的
な
元
気
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、平
岡
敏
夫
は
「
お
れ
」

尚
に
し
て
無
量
の
精
神
的
快
楽
を
得
へ
し
と
す
れ
は
、
教
育
者
の
生
涯
は
幸
福

な
り
」
と
説
き
、
さ
ら
に
は
「
飲
食
に
依
て
快
を
取
る
か
如
き
こ
と
」
を
「
肉

体
的
快
楽
」
へ
の
欲
求
に
根
ざ
す
も
の
と
し
て
否
定
す
る
。「
肉
体
的
快
楽
」

と
「
物
質
的
の
快
楽
」、「
精
神
的
快
楽
」
と
「
精
神
的
娯
楽
」
な
ど
と
い
っ
た

言
い
方
に
は
僅
か
に
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
実
質
的
に
同
義
で

あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
校
長
と
赤
シ
ヤ
ツ
は
、
こ
う
し
た
沢
柳
の
言
説
を
語
り

直
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
が
当
時
求
め
ら
れ
た
理
想
的
・
模
範
的
教

員
像
を
体
現
し
て
い
る
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
員
に
厳
格
な
精
神

性
を
要
求
し「
聖
職
教
師
論
」な
ど
と
も
称
さ
れ
る
沢
柳
の
教
育
観
は
後
に『
教

師
論
』（
同
文
館
、
明
治
三
八
年
一
〇
月
）
と
『
教
師
及
校
長
論
』（
同
文
館
、

明
治
四
一
年
一
一
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
ゆ
く
が
、『
教
師
論
』
で
は
中
等
教

員
に
関
す
る
言
及
が
増
加
し
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
増
補
さ
れ
る
。

余
は
断
言
す
る
生
徒
に
対
し
て
や
か
ま
し
く
干
渉
す
る
教
師
は
生
徒
に

親
切
な
る
も
の
で
あ
る
と
。
ま
た
余
は
断
言
す
る
生
徒
に
対
し
て
や
か
ま

し
く
い
は
ず
放
任
す
る
教
師
は
生
徒
に
不
親
切
な
る
も
の
で
あ
る
と
。（
中

略
）
し
か
る
に
生
徒
も
、
そ
の
父
兄
も
、
一
般
世
間
も
、
こ
の
点
に
つ
い

て
大
い
に
間
違
が
つ
た
思
想
を
も
つ
て
居
る
。
即
ち
厳
重
に
い
つ
た
り
、

干
渉
す
る
教
師
は
不
親
切
で
生
徒
の
な
す
まマ

マす
ま
ゝ
に
許
容
し
て
居
る
教

師
は
親
切
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
、
生
徒
や
父
兄
が
多
い
。

こ
こ
で
沢
柳
は
、
特
に
中
等
学
校
に
お
い
て
「
親
切
な
る
教
師
」「
不
親
切
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で
山
嵐
が
説
く
「
教
育
の
精
神
」
は
少
な
か
ら
ず
合
致
す
る
。「
武
士
的
な
元

気
を
鼓
吹
す
る
と
同
時
に
野
卑
な
、
軽
躁
な
、
暴
慢
な
悪
風
を
掃
蕩
」
す
べ
き

だ
と
説
く
山
嵐
は
、
森
の
期
待
す
る
「
良
教
員
」
の
姿
と
も
重
な
る
の
だ
。

森
は
後
に
沢
柳
が
展
開
す
る
「
聖
職
教
師
論
」
の
契
機
を
築
い
た
と
も
さ
れ

る
人
物
だ
が

33

、
も
っ
と
も
山
嵐
は
こ
う
し
た
教
育
界
の
論
理
を
盲
目
的
に

絶
対
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
学
校
の
「
御
規
則
」
に
「
大
人
し

く
」
従
っ
て
無
為
な
時
間
を
過
ご
す
教
員
た
ち
を
「
愚
だ
」
と
語
る
「
お
れ
」

に
対
し
「
さ
う
さ
ア
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
」
い
つ
つ
も
「
学
校
の
不
平
を
云
ふ
と
、

い
か
ん
」
と
説
く
山
嵐
の
姿
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
見
て
取
れ
よ
う
。
つ
ま
り
山

嵐
は
「
御
規
則
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
学
校
」
の
論
理
の
矛
盾
を
自
覚
し
な
が
ら

も
そ
れ
に
従
い
、
た
だ
し
場
合
に
よ
っ
て
は
教
育
界
の
言
説
を
駆
使
し
た
自
説

を
展
開
す
る
教
員
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
山
嵐
が
赤
シ
ヤ
ツ
に
と
っ

て
の
「
邪
魔
も
の
」
た
り
得
て
い
る
の
は
、
彼
の
こ
う
し
た
周
到
さ
故
に
他
な

ら
な
い
。

教
育
雑
誌
上
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
関
連
記
事
で
も
、
山
嵐
は
「
お
れ
」
以
上

に
好
意
的
に
、
い
わ
ば
理
想
の
教
員
像
の
如
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。「
一
見
は

厭マ

マ
や
奴
で
心
中
は
与
す
べ
き
者
」（
欽
風
生
）
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
其
変
屈

な
所
に
大
に
愛
す
べ
き
所
が
あ
る
」（
羽
陵
生
）
教
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
山
嵐
に
つ
い
て
、
先
に
見
た
「「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
学
校
観
」
の
筆
者

も
「
今
の
学
校
に
は
此
の
種
の
山
嵐
ま
こ
と
に
少
な
う
し
て
、
野
ダ
イ
コ
、
赤

シ
ヤ
ツ
、
狸
の
み
多
き
は
心
細
き
次
第
な
り
」
と
述
べ
る
。

と
共
鳴
し
得
る
「
佐
幕
派
士
族
」
の
意
識
を
見
出
し
て
い
る
が

27

、
山
嵐
の
語

る
「
教
育
の
精
神
」
に
つ
い
て
片
岡
豊
は
「
先
の
校
長
の
「
教
育
の
精
神
」
と

一
脈
相
通
ず
る
も
の
」
だ
と
指
摘
す
る

28

。
す
な
わ
ち
校
長
・
山
嵐
は
「
と
も

に
〈
徳
育
〉
を
教
育
の
主
眼
に
置
い
て
お
り
」「
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

は
同
断
の
も
の
」
だ
と
い
う
の
だ
。

し
か
し
山
嵐
の
語
る
「
教
育
の
精
神
」
の
特
質
は
、
や
は
り
校
長
が
触
れ
な

か
っ
た
「
武
士
的
な
元
気
」
な
る
も
の
を
「
鼓
吹
」
し
「
悪
風
を
掃
蕩
す
る
」

こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
点
に
あ
ろ
う
。
明
治
初
期
の
教
員
や
師
範
学
生
に

「
武
士
」
＝
士
族
階
級
出
身
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が

29

、

教
育
政
策
に
関
わ
っ
た
士
族
出
身
者
で
あ
る
文
部
大
臣
・
森
有
礼
の
影
響
力
は

そ
れ
以
上
に
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。

明
治
一
八
年
に
文
部
大
臣
の
座
に
就
い
た
森
は
明
治
二
〇
年
六
月
に
山
嵐
の

故
郷
で
も
あ
る
福
島
で
二
度
の
演
説
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
生
徒

の
「
軽
薄
ノ
気
風
ヲ
根
断
」
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す
る
と
共
に

30

、
ま

た
「
気
力
精
神
」
の
啓
発
を
特
に
中
学
校
教
育
上
重
要
な
も
の
と
し
て
提
示
す

る
31

。
特
に
二
度
目
の
演
説
で
森
が
語
っ
て
い
る
の
は
、「
封
建
ノ
時
代
」に
「
気

力
精
神
ノ
旺
盛
」
で
知
ら
れ
「
今
尚
其
余
風
」
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
福
島
の

教
員
、
言
う
な
れ
ば
「
武
士
的
な
元
気
」
に
充
ち
た
「
会
津
つ
ぽ
」
た
ち
へ
の

期
待
だ
。

こ
れ
以
前
に
も
森
は
「
生
徒
ノ
気
質
ヲ
薫
陶
」
す
る
こ
と
を
「
良
教
員
」
の

要
件
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が

32

、
そ
の
よ
う
な
森
の
言
説
と
先
の
引
用
部
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お
わ
り
に

明
治
二
六
〜
二
八
年
に
師
範
教
育
に
も
携
わ
っ
た
漱
石
だ
が
、
教
員
と
し
て

の
彼
が
以
上
の
よ
う
な
教
育
言
説
を
ど
の
程
度
受
容
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な

い
。
も
っ
と
も
漱
石
は
、
明
治
二
六
年
に
東
京
高
等
師
範
学
校
校
長
の
嘉
納
治

五
郎
か
ら
「
教
育
者
と
し
て
学
生
の
模
範
に
な
れ
と
い
ふ
や
う
な
注
文
」
を
受

け
た
と
い
っ
た
こ
と
を
度
々
回
想
し
て
い
る

35

。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
校
長

の
「
法
外
な
注
文
」
を
想
起
さ
せ
る
と
同
時
に
、
漱
石
の
間
接
的
な
教
育
言
説

受
容
を
窺
わ
せ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、「
高
等
師
範
に

ゐ
て
、
窮
屈
で
窮
屈
で
堪
ら
な
か
つ
た
と
言
つ
て
い
」
た
と
い
う
漱
石
が

36

、

教
育
関
係
者
を
読
者
と
し
て
意
識
し
、
さ
ら
に
「
教
育
者
を
し
て
（
中
略
）
深

刻
に
反
省
せ
し
め
ん
」
と
い
う
「
企
て
」
を
な
し
て
い
た
可
能
性
は
そ
う
容
易

く
否
定
で
き
な
い
。

た
だ
し
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
こ
こ
で
の
狙
い
は
テ
ク
ス
ト
の
諸
表
現
を

作
者
の
意
図
（
あ
る
い
は
無
意
識
）
と
い
っ
た
枠
組
に
は
め
込
む
こ
と
で
は
な

く
、
教
育
言
説
の
権
力
の
影
響
下
に
曝
さ
れ
て
い
た
教
員
読
者
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
引
き
出
し
得
た
の
か
を
問
う
こ
と
だ
。
先
述
の
通
り
明
治
二
〇
年

代
以
降
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
「
聖
職
教
師
論
」
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の

教
員
読
者
に
連
想
さ
れ
た
可
能
性
は
高
く
、
ま
た
そ
う
し
た
具
体
的
な
言
説
や

書
物
の
連
想
・
特
定
に
は
至
ら
ず
と
も
、
明
治
期
の
教
員
に
求
め
ら
れ
た
典
型

的
な
職
業
倫
理
を
象
徴
的
に
語
る
も
の
と
し
て
、
同
時
代
の
教
員
た
ち
は
校
長

「
優
し
い
事
も
赤
シ
ヤ
ツ
さ
ん
の
方
が
優
し
い
が
、
生
徒
の
評
判
は
堀
田
さ

ん
の
方
が
え
ゝ
」
と
い
う
萩
野
老
夫
人
の
語
り
が
示
す
よ
う
に
「
生
徒
に
一
番

人
望
あ
る
」教
員
と
し
て
表
象
さ
れ
る
山
嵐
は
、校
長
や
赤
シ
ヤ
ツ
に
対
し
「
不

同
意
」
を
表
明
す
る
異
分
子
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
が
語
る
「
精
神
」
を

相
対
化
し
得
る
教
育
言
説
を
内
面
化
し
た
存
在
で
も
あ
る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
校
長
や
赤
シ
ヤ
ツ
、
山
嵐
と
は
異
な
り
「
教

師
」
と
し
て
の
自
意
識
が
希
薄
な
「
お
れ
」
の
姿
も
同
時
に
浮
き
彫
り
に
な
る
。

師
範
教
育
や
教
員
資
格
試
験
（
文
検
）
な
ど
を
経
て
お
ら
ず
、「
何
を
し
や
う

と
云
ふ
あ
て
も
な
か
つ
た
か
ら
」
勧
め
ら
れ
る
が
ま
ま
中
学
校
教
員
と
な
っ
た

「
お
れ
」
に
と
っ
て
、「
教
師
」「
教
育
」「
学
校
」
そ
し
て
教
員
た
ち
が
語
る
「
精

神
」
が
持
つ
意
味
は
軽
い
。

有
光
隆
司
は
「
お
れ
」
が
実
質
的
に
一
連
の
事
件
の
「
局
外
者
」
に
過
ぎ
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
赤
シ
ヤ
ツ
と
山
嵐
の
衝
突
と
い
う
「「
大
事
件
」
そ
の
も
の

へ
の
真
の
参
加
は
最
初
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が

34

、

「
お
れ
」
が
そ
の
よ
う
な
教
員
た
ち
の
衝
突
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

先
述
の
通
り
「
お
れ
」
が
「
教
育
界
」
に
お
け
る
「
外
来
者
」
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
彼
ら
が
語
る
「
精
神
」
と
隔
た
り
を
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
と
無
関

係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
物
語
の
「
大
事
件
」
と
は
、
教
員
た

ち
が
纏
っ
た
教
育
言
説
同
士
の
闘
争
で
あ
り
、「
教
師
」
や
「
教
育
」、「
学
校
」

を
め
ぐ
る
彼
ら
の
価
値
観
の
衝
突
で
も
あ
る
の
だ
。
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も
な
い
。
や
は
り
霊
肉
あ
は
せ
備
は
り
、
精
神
的
欲
望
な
ら
び
に
物
質
的

欲
望
を
追
求
す
る
人
類
に
外
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
教
員
が
、
俸
給
の
多
額
な

ら
ん
こ
と
を
願
ひ
、
安
逸
の
日
の
な
が
ゝ
ら
ん
こ
と
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
、ま
た
こ
れ
を
咎
む
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

語
り
手
の
「
僕
」
は
、「
精
神
的
事
業
に
従
ふ
も
の
が
、
霊
を
後
に
し
て
肉

を
先
に
す
る
の
は
、
こ
れ
疑
ひ
も
な
く
、
そ
の
本
末
を
誤
つ
た
も
の
と
言
は
ね

ば
な
ら
ぬ
。」
と
付
け
足
し
、
沢
柳
の
言
う
「
肉
体
的
快
楽
」
に
対
す
る
「
精

神
的
快
楽
」
の
優
位
性
自
体
は
否
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
沢
柳
の
「
肉
体
的
快

楽
を
求
む
へ
か
ら
す
」
な
ど
と
い
っ
た
禁
欲
的
思
想
に
対
し
批
判
的
な
言
説
が

こ
の
時
期
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
目
し
て
良
い
。
こ
の
よ
う
に
、
い
わ

ば
「
聖
職
」
と
し
て
の
教
員
イ
メ
ー
ジ
の
相
対
化
を
試
み
る
よ
う
な
議
論
は
他

に
も
以
下
の
よ
う
な
形
で
展
開
さ
れ
る

41

。

言
稍
奇
に
渉
る
か
も
知
れ
ん
が
、
世
人
は
動
も
す
れ
ば
、
斯
教
育
者
と

い
ふ
生
物
を
超
人
視
す
る
か
ら
、
一
言
是
が
為
に
弁
じ
て
置
き
た
い
、
教

育
者
と
は
何
乎
、
曰
く
、
神
で
も
な
い
獣
で
も
な
い
又
草
で
も
な
い
石
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
な
い

0

0

0

、
矢
張
人
間
と
い
ふ
生
物
に
違
ひ
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
（
中
略
）
然
る
に
世
に
は

動
も
す
れ
ば
、
斯
真
人
間
で
な
い
│
変
式
人
間
│
片
輪
的
人
間
に
成
れ
よ

と
教
育
者
に
望
む
者
も
少
く
は
な
い
、
即
ち
金
銭
も
欲
す
る
な
、
名
誉
も

欲
す
る
な
、
地
位
も
欲
す
る
な
、
権
勢
も
欲
す
る
な
な
ど
謂
ふ
論
者
の
如

き
は
、
正
さ
に
其
適
例
で
あ
る
（
傍
点
マ
マ
）

「
世
人
は
動
も
す
れ
ば
、
斯
教
育
者
と
い
ふ
生
物
を
超
人
視
す
る
」
と
、
社

や
赤
シ
ヤ
ツ
ら
の
言
葉
を
受
け
止
め
得
た
は
ず
だ
。

彼
ら
は
い
ず
れ
も
「
精
神
」
を
語
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
観

念
的
な
言
葉
に
「
お
れ
」
は
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
教
育
の
精
神
」

を
説
く
校
長
の
「
法
外
な
注
文
」
に
対
し
て
も
「
お
れ
」
は
「
そ
ん
な
え
ら
い

人
が
月
給
四
十
円
で
遥
々
こ
ん
な
田
舎
へ
く
る
んマ
マ

も
ん
か
」と
内
心
で
毒
づ
く
。

「
月
給
四
十
円
」
は
当
時
と
し
て
は
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
の
は
教
員
に
向
け
ら
れ
た
社
会
的
な
期

待
・
要
求
と
待
遇
と
の
乖
離
に
対
す
る
「
お
れ
」
の
批
判
的
な
語
り
だ
。

こ
う
し
た
語
り
が
「
教
育
批
判
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
冒
頭
で
既
に

述
べ
た
が
、
実
際
に
教
員
の
低
待
遇
や
生
活
難
は
明
治
三
〇
年
頃
か
ら
大
正
期

に
か
け
て
教
育
界
が
抱
え
る
問
題
の
一
つ
だ
っ
た
。
石
戸
谷
哲
夫
は
日
清
戦
後

の
物
価
騰
貴
が
教
員
の
待
遇
悪
化
と
教
員
不
足
を
招
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
が

37

、
寺
崎
昌
男
は
そ
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
「
同
じ
よ
う
な
事
態
は

明
治
の
末
か
ら
大
正
期
ま
で
つ
づ
く
」
と
述
べ
、
こ
の
時
期
の
社
会
的
状
況
を

沢
柳
の
教
師
論
の
登
場
・
受
容
の
背
景
と
し
て
位
置
づ
け
る

38

。

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
進
行
す
る
に
伴
っ
て
「
お
れ
」
の
語

り
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
言
説
が
教
育
界
内
部
に
お
い
て
も
増
加
し
て
い
っ

た
こ
と
だ

39

。
明
治
四
一
年
の
『
教
育
学
術
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
、「
煩
悶
」

と
題
す
る
小
説
か
ら
も
そ
う
し
た
語
り
は
見
出
さ
れ
る

40

。

も
と
よ
り
教
育
は
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
け
れ
ど
も
教
育
の
行
使
者

た
る
教
師
そ
の
人
は
、
神
で
も
な
け
れ
ば
心
霊
ば
か
り
で
生
く
る
も
の
で
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し
て
ゆ
く
様
相
が
そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な

テ
ク
ス
ト
内
の
表
現
及
び
歴
史
的
背
景
と
併
せ
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

＊
引
用
に
際
し
て
傍
点
は
特
記
の
な
い
限
り
す
べ
て
私
に
付
し
、
旧
漢
字
は
現

行
の
も
の
に
改
め
る
と
共
に
ル
ビ
は
削
除
し
た
。
な
お
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科

研
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
１
６
Ｊ
０
０
０
１
９
）
に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

注１ 

松
本
博
邑
「
在
校
当
時
を
偲
ぶ
」（『
保
惠
会
雑
誌
』
昭
和
一
三
年
一
二
月
）

２ 

橋
本
暢
夫
『
中
等
学
校
国
語
科
教
材
史
研
究
』（
溪
水
社
、平
成
一
四
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、

漱
石
作
品
を
教
材
化
し
た
初
め
て
の
教
科
書
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
一
節
を
採
録

し
た
吉
田
彌
平
・
小
島
政
吉
・
篠
田
利
英
・
岡
田
正
美  

共
編
『
訂再
女
子
国
語
読
本    

巻

五
』
訂
正
五
版
（
金
港
堂
、
明
治
三
九
年
一
二
月
。
未
見
）
で
あ
る
と
い
う
。

３ 

三
浦
修
吾
（
姫
路
師
範
学
校
主
事
）
は
「
予
の
愛
読
書
」（『
教
育
学
術
界
』
明
治
四
〇

年
四
月
）
で
自
ら
が
「
好
ん
で
よ
む
も
の
」
と
し
て
漱
石
や
島
崎
藤
村
、
徳
冨
蘆
花
な

ど
の
名
を
挙
げ
「
こ
は
予
一
人
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
る
。
明
治
三
九
年
に
岡
山
県
師
範

学
校
を
卒
業
し
た
岡
崎
勉
も
、「
若
か
り
し
日
を
索
ね
て
」（
國
富
友
次
郎  

編
『
創
立

五
十
年
記
念
』
岡
山
県
師
範
学
校
同
窓
会
、
大
正
一
三
年
一
一
月
）
に
お
い
て
「
桂
月
、

蘆
花
、
紅
葉
、
涙
香
等
」
に
加
え
や
は
り
漱
石
の
作
品
が
当
時
生
徒
た
ち
に
人
気
を
博

し
て
い
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。

４ 

三
浦
圭
三
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
を
読
む
」（『
教
育
学
術
界
』
明
治
三
九
年
三
月
）。
少
し

時
期
は
下
る
が
「
道
草
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
一
記
者
「
漱
石
の
『
道
草
』」（『
教
育
界
』

大
正
四
年
一
二
月
）
が
あ
る
。

会
的
に
構
築
さ
れ
た
教
員
イ
メ
ー
ジ
に
触
れ
た
上
で
、「
教
育
者
」
も
「
矢
張

人
間
と
い
ふ
生
物
に
違
ひ
な
い
」
こ
と
、
い
わ
ば
教
員
の
「
人
間
」
性
を
傍
点

付
き
で
強
調
す
る
。
小
学
校
教
員
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
言
説
で
は
あ
る
も
の

の
、
こ
こ
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
の
も
「
世
人
」
い
わ
ば
教
員
を
「
は
た

で
見
る
」
人
々
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
教
員
イ
メ
ー
ジ
の
相
対
化
に
他
な
ら
な

い
。
明
治
四
〇
年
代
に
こ
う
し
た
言
説
が
教
育
関
係
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、校
長
の
「
法
外
な
注
文
」
に
対
す
る
「
お

れ
」
の
語
り
も
、
先
に
触
れ
た
峰
間
鹿
水
の
み
な
ら
ず
多
く
の
教
員
に
共
鳴
し

得
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
赤
シ
ヤ
ツ
た
ち
の
「
裏
表
の

あ
る
」
態
度
だ
け
で
な
く
、
教
員
を
「
は
た
で
見
る
」
人
々
の
言
説
や
、
時
に

教
員
の
「
人
間
」
性
を
も
剥
奪
し
得
る
教
育
界
内
外
の
言
説
を
「
批
判
」
の
射

程
に
含
む
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
が
同
時
代
の
教

員
に
も
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
だ
。言
う
な
れ
ば
、「
お
れ
」

だ
け
で
な
く
明
治
四
〇
年
代
の
教
員
た
ち
も
ま
た
、
教
員
を
拘
束
す
る
「
法
外

な
注
文
」
や
「
教
育
の
精
神
」
に
抗
お
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

「
教
育
界
の
裡
面
」
を
描
く
「
諷
刺
小
説
」
と
い
っ
た
評
価
に
終
始
し
て
い

た
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
、「
諷
刺
」
さ
れ
「
批
判
」
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
「
教

育
界
」
内
部
の
読
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
大
教
育
書
」
と
し
て
の
価
値
を
見
出
さ

れ
な
が
ら
受
容
さ
れ
て
ゆ
く
。
教
育
関
係
者
と
い
う
読
者
層
が
こ
れ
ま
で
に
知

ら
れ
て
き
た
所
謂
〈
同
時
代
評
〉
と
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
〈
読
み
〉
を
提
出
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14 

羽
陵
生
「
愛
媛
県
教
育
者
評
判
記
（
下
）」（『
教
育
界
』
明
治
四
五
年
九
月
）

15 

Ｂ
Ｍ
（
前
掲
）、
無
記
名
「『
坊
ッ
ち
や
ん
』
物
語
」（『
文
章
世
界
』
明
治
三
九
年
一
二

月
）
な
ど
。

16 

横
山
健
堂  

編
『
峰
間
鹿
水
伝
』（
峰
間
氏
還
暦
祝
賀
会
記
念
刊
行
会
、
昭
和
八
年
九
月
）

参
照
。

17 

師
範
学
校
の
卒
業
生
は
卒
業
後
、
尋
常
師
範
学
校
卒
業
生
服
務
規
則
（
明
治
一
九
年

五
月
二
八
日
文
部
省
令
第
一
一
号
）
に
従
っ
て
小
学
校
で
の
教
職
に
就
く
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
た
。

18 

教
育
関
係
者
に
よ
る
こ
の
小
説
の
評
価
や
、
そ
の
具
体
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
拙
稿

「〈
田
舎
教
師
〉の
欲
望
を
さ
え
ぎ
る
―
明
治
四
〇
年
代
、教
育
界
の
な
か
の
文
学
―
」（『
日

本
文
学
』
平
成
二
八
年
九
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

19 

阿
部
和
正
「
ね
じ
れ
た
近
代
│
『
坊
ち
や
ん
』
に
お
け
る
命
名
と
移
動
│
」（『
日
本

文
学
』
平
成
二
六
年
九
月
）

20 

大
野
淳
一
「「
渡
り
も
の
」
の
教
師
た
ち
―
―
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
ノ
ー
ト
―
―
」（『
武

蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
昭
和
五
七
年
三
月
）

21 

Ｗ
．
ウ
ォ
ー
ラ
ー
『
学
校
集
団
│
そ
の
構
造
と
指
導
の
生
態
』（
石
山
脩
平
・
橋
爪
貞

雄
訳
、
明
治
図
書
出
版
、
昭
和
三
二
年
一
〇
月
）

22 

小
森
陽
一
「
矛
盾
と
し
て
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』」（『
漱
石
研
究
』
平
成
一
一
年
一
〇
月
）

23 

小
埜
裕
二
（
前
掲
）

24 

小
森
陽
一
「『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
〈
語
り
〉
の
構
造
│
│
裏
表
の
あ
る
言
葉
│
│
」（『
構

造
と
し
て
の
語
り
』
新
曜
社
、
昭
和
六
三
年
四
月
）

25 

佐
藤
裕
子
・
増
田
裕
美
子
・
増
満
圭
子
・
山
口
直
孝  

編
『『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
事
典
』（
勉

誠
出
版
、
平
成
二
六
年
一
〇
月
）「
校
長
」
項
目
執
筆
者
：
髙
野
奈
保

26 

寺
崎
昌
男
「
解
説
　
教
師
像
の
展
開
」（
海
後
宗
臣
・
波
多
野
完
治
・
宮
原
誠
一  

監
修
、

寺
崎
昌
男  
編
『
近
代
日
本
教
育
論
集
　
第
６
巻
　
教
師
像
の
展
開
』
国
土
社
、
昭
和

四
八
年
二
月
）

５ 
こ
の
問
い
に
答
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
坊
つ
ち
や
ん
」
へ
の
読
者
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

は
木
村
功
「「
坊
っ
ち
や
ん
」
論
―
―
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
読
者
層
か
ら
の
射
程
」（
玉
井
敬

之  
編
『
漱
石
か
ら
漱
石
へ
』
翰
林
書
房
、
平
成
一
二
年
五
月
）
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ

て
お
り
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
読
者
層
の
価
値
観
と
テ
ク
ス
ト
の
表
現
が
い
か
に
噛
み
合
っ

て
い
る
か
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

６ 

伊
ヶ
崎
暁
生
「『
坊
ち
ゃ
ん
』
に
み
る
中
教
審
路
線
―
―
夏
目
漱
石
『
坊
ち
ゃ
ん
』」（『
文

学
で
つ
づ
る
教
育
史
』
民
衆
社
、
昭
和
四
九
年
八
月
）

７ 

小
埜
裕
二
「「
坊
っ
ち
や
ん
」
小
考
―
―
明
治
三
十
八
年
の
学
校
騒
動
―
―
」（『
稿
本
近

代
文
学
』
昭
和
六
一
年
一
一
月
）。
ま
た
、
小
埜
論
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
教
育
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
学
校
騒
動
」
関
連
記
事
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
「
坊
つ
ち
や
ん
」

が
「「
大
衆
性
」
を
獲
得
し
え
た
」
背
景
を
考
察
す
る
佐
藤
良
太
「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
『
坊

つ
ち
や
ん
』
―
雑
誌
教
育
関
連
記
事
を
視
座
と
し
て
―
」（『
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』

平
成
二
〇
年
三
月
）
も
あ
る
。

８ 

松
岡
譲
『
漱
石
の
印
税
帖
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
三
〇
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、『
鶉
籠
』

の
検
印
部
数
は
初
版
（
明
治
三
九
年
）
三
〇
〇
〇
部
。
以
降
一
年
刻
み
に
五
〇
〇
〇
部
、

九
九
六
部
、
五
〇
〇
部
、
八
〇
〇
部
、
五
〇
〇
部
と
推
移
し
、
大
正
二
年
に
は
累
計

一
二
一
七
一
部
に
登
っ
た
と
い
う
。
ま
た
木
村
功
（
前
掲
）
は
、明
治
三
九
年
当
時
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
発
行
部
数
が
約
五
五
〇
〇
部
程
度
で
あ
っ
た
と
す
る
漱
石
の
記
述
を
紹
介

し
て
い
る
。

９ 

Ｂ
Ｍ
「
時
評
」（『
文
章
世
界
』
明
治
三
九
年
四
月
）

10 

木
人
「「
坊
つ
ち
や
ん
」」（『
朝
日
新
聞
』
明
治
三
九
年
五
月
二
八
日
付
朝
刊
）

11 

川
路
柳
虹
『
夏
目
漱
石
氏
の
鶉
籠
』（
名
著
評
論
社
、
大
正
四
年
一
月
）

12 

木
藤
生
「
中
等
教
員
の
裏
面
」（『
教
育
界
』
明
治
四
〇
年
一
月
）

13 

羽
陵
生
「
愛
媛
県
教
育
者
評
判
記
（
中
）」（『
教
育
界
』
明
治
四
五
年
八
月
）。
な
お
、

漂
濤
生
「
読
愛
媛
県
教
育
者
評
判
記
」（『
教
育
界
』
明
治
四
五
年
一
〇
月
）
は
、
羽
陵

生
が
愛
媛
出
身
の
教
育
家
・
相
原
熊
太
郎
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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で
あ
る
。」
に
お
い
て
「
世
人
」
が
抱
く
教
員
イ
メ
ー
ジ
の
「
矛
盾
」
す
な
わ
ち
「
常
に

教
師
を
遇
す
る
こ
と
冷
淡
酷
薄
を
極
め
て
居
り
な
が
ら
、
勝
手
の
と
き
に
は
聖
賢
の
如

く
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
て
責
め
る
」
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
の
、「
聖
賢
」
と
し
て

の
教
員
像
に
つ
い
て
は
否
定
し
な
い
。「
清
貧
」（『
教
育
者
の
精
神
』）
や
「
節
倹
貯
蓄
」

（『
教
師
論
』）
を
教
員
の
「
美
徳
」
と
し
て
提
示
す
る
沢
柳
が
、
物
質
的
・
経
済
的
報
酬

を
望
ま
ず
「
教
育
」
を
自
己
目
的
化
す
る
教
員
を
理
想
化
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。

40 

抱
檞
生
「
煩
悶
」（『
教
育
学
術
界
』
一
七
│
四
、
明
治
四
一
年
七
月
）。
の
ち
に
沼
田

笠
峰
の
小
説
集
『
教
員
室
』（
同
文
館
、
明
治
四
五
年
五
月
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、

書
き
手
は
『
教
育
学
術
界
』
や
『
少
女
世
界
』
の
編
集
に
関
わ
っ
た
教
育
家
の
沼
田
笠

峰
（
藤
次
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

41 

狩
野
有
景
（
力
治
）『
模
範
の
小
学
教
師
』（
良
明
堂
、
明
治
四
三
年
一
一
月
）

―
で
き
・
り
ょ
う
す
け
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学 

―

27 
平
岡
敏
夫
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論
―
小
日
向
の
養
源
寺
―
」（『
文
学
』
昭
和
四
六
年

一
月
）

28 

片
岡
豊
「〈
没
主
体
〉
の
悲
劇
―「
坊
つ
ち
や
ん
」
論
―
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
昭

和
五
二
年
一
二
月
）

29 

石
戸
谷
哲
夫
『
日
本
教
員
史
研
究
』（
野
間
教
育
研
究
所
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
）

30 

「
六
月
廿
二
日
文
部
大
臣
福
島
県
ニ
於
テ
県
官
群
区
長
及
ビ
教
員
等
ヘ
説
示
ノ
要
旨
」

（『
大
日
本
教
育
会
雑
誌
』
明
治
二
〇
年
八
月
三
〇
日
）。
な
お
森
の
演
説
に
つ
い
て
は
、

大
久
保
利
謙  

編
『
森
有
礼
全
集
　
第
一
巻
』（
宣
文
堂
書
店
、
昭
和
四
七
年
三
月
）
を

参
照
・
引
用
し
た
。

31 

明
治
二
〇
年
六
月
二
四
日
の
演
説
、「
福
島
県
若
松
小
学
校
ニ
於
ケ
ル
演
説
」（『
大
日

本
教
育
会
雑
誌
』
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
）。

32 

「
明
治
廿
年
五
月
廿
五
日
文
部
大
臣
第
一
地
方
部
府
県
尋
常
師
範
学
校
長
会
同
ノ
席
ニ

臨
マ
レ
各
府
県
学
事
ノ
状
況
ヲ
聞
カ
レ
タ
ル
後
演
説
セ
ラ
レ
タ
ル
要
項
ノ
筆
記
」（「
文

部
大
臣
の
演
説
」『
教
育
時
論
』
明
治
二
〇
年
六
月
一
五
日
）
に
お
い
て
森
は
「
教
員
ハ

生
徒
ノ
気
質
ヲ
薫
陶
セ
サ
レ
ハ
良
教
員
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
説
く
。

33 

注
26
に
同
じ
。

34 

有
光
隆
司
「『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
構
造
―
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』

昭
和
五
七
年
八
月
）

35 

「
私
の
個
人
主
義
」（『
孤
蝶
馬
場
勝
弥
氏
立
候
補
後
援
　
現
代
文
集
』
実
業
之
世
界
社
、

大
正
四
年
三
月
）。
同
様
の
経
験
は「
処
女
作
追
懐
談
」（『
文
章
世
界
』明
治
四
一
年
九
月
）

に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
松
村
昌
家
・
相
原
和
邦
「
注
解
」（『
漱
石
全
集
　
第
二
巻
』
岩

波
書
店
、
平
成
六
年
一
月
）
な
ど
参
照
。

36 

小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
三
年
六
月
）

37 

注
29
に
同
じ
。

38 

注
26
に
同
じ
。

39 

沢
柳
も
こ
う
し
た
状
況
を
察
知
し
て
か
、『
教
師
論
』
第
四
章
第
六
節
「
教
師
も
人
間


