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一　
﹁
学
校
体
系
図
﹂
の
苦
心

ラ
イ
ネ
ル
ス
館
の
三
階
に
置
か
れ
た
展
示
室
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、﹁1932

年 

学
校
体
系
図
﹂
の
パ
ネ
ル
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
時
期
に
、
ど
の
よ
う
な
学
校
の
設
立
が
可
能
で
あ
る
か
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
る
。
じ
っ
く

り
と
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
﹁
中
学
校
﹂
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
日
本
の
教
育

制
度
が
、
決
し
て
体
系
的
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
時
代
に
応
じ
て
創
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
体
系
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、﹁1950

年 

学
校
体
系
図
﹂
と
比
較
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
日
本

教
育
史
を
概
観
し
な
が
ら
、
こ
の
初
め
て
と
な
る
パ
ネ
ル
を
完
成
さ
せ
た
労
苦
に
ま
ず
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
室
の
展
示
室
は
、
遮
光
カ
ー
テ
ン
で
柔
ら
か
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
Ⅰ
室
は
、
神
言
会
・
聖
霊
会
の
来
日
か
ら
、
旧
制

南
山
中
学
校
の
創
立
、
小
学
校
の
附
設
と
廃
止
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
の
動
向
、
戦
後
の
名
古
屋
外
国
語
専
門
学
校
、
聖
霊
高
等
学
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校
・
中
学
校
、
南
山
高
等
学
校
・
中
学
校
、
南
山
大
学
の
創
立
ま
で
、
Ⅱ
室
は
、
大
学
の
山
里
移
転
か
ら
南
山
大
学
附
属
小
学
校
の
設

立
ま
で
の
、
様
々
な
史
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
展
示
室
を
一
巡
す
る
こ
と
で
、
南
山
学
園
の
歩
み
と
そ
の
時
代
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
を
記
す
こ
と
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
展
示
室
開
館
か
ら
二
个
月
半
を
経
た
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
、
は
じ
め
て
展
示
を
見
る
機
会
を
得
て
、
次
い
で
、
南
山

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
常
設
展
示
室
オ
ー
プ
ン
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
展
示
を
利
用
し
た
自
校
史
教
育
の
可
能
性
﹂
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
最
後
に
、
少
々
発
言
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
時
間
の
関
係
で
意
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
校
史
の
あ
り

方
と
展
示
に
つ
い
て
、
若
干
の
雑
感
を
記
し
て
お
き
た
い
。

二　

自
校
史
へ
の
眼
差
し

南
山
学
園
に
は
、﹃
創
立
五
周
年
記
念 
南
山
学
園
史
﹄︵
一
九
三
六
年
︶﹃
南
山
学
園
の
歩
み
﹄︵
一
九
六
四
年
︶﹃
南
山
学
園 

五
十
年

の
歩
み
﹄︵
一
九
八
二
年
︶﹃
南
山
大
学
五
十
年
史
﹄︵
二
〇
〇
一
年
︶﹃H

O
M

IN
IS D

IG
N

ITATI 1932-2007 

南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
﹄

︵
二
〇
〇
七
年
︶
な
ど
の
、
学
園
、
単
位
校
の
編
纂
に
な
る
十
数
編
の
自
校
史
、
年
誌
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
草
創
間
も
な
い

時
に
五
年
史
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
全
国
の
私
学
の
中
で
も
先
駆
的
な
こ
と
で
あ
り
、
再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
、

近
日
、﹁
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
史
料
集
﹂
の
一
冊
と
し
て
復
刻
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
校
史
へ
の
議
論
の
突
破
口
に
な
る
こ

と
は
必
至
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
刊
行
物
を
持
つ
私
学
も
ま
た
稀
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
南
山
は
自
校
の
歴
史
に
つ
い
て
、

決
し
て
無
知
で
も
、
無
理
解
で
も
、
風
馬
牛
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
五
〇
年
史
と
学
園
七
五
周
年
史
の
編
纂
に
携

わ
っ
た
経
験
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
が
学
園
構
成
員
に
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い
た
か
極
め
て
疑
問
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
、
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現
在
で
も
そ
の
危
惧
は
払
拭
さ
れ
て
は
い
な
い
。

で
は
、
そ
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
信
頼
で
き
る
史
料
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
に
よ
る
。
す
で
に
何
度

か
発
言
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
私
の
自
校
史
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
お
く
。
大
学
五
〇
年
史
の
編
纂
を
依
頼
さ
れ
た
時

に
、
史
料
は
ど
こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
を
尋
ね
た
が
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。
史
料
が
な
く
て

歴
史
な
ど
書
け
る
わ
け
は
な
い
、
だ
か
ら
、
五
〇
年
史
は
止
め
て
、
ま
ず
、
史
料
室
を
作
っ
て
、
史
料
調
査
、
史
料
収
集
を
行
な
い
、

毎
年
一
冊
ず
つ
史
料
集
を
発
刊
し
て
い
く
、
一
〇
年
経
て
ば
史
料
も
集
ま
り
、
一
〇
冊
の
史
料
集
を
通
し
て
、
研
究
も
蓄
積
さ
れ
て
行

く
で
あ
ろ
う
、
そ
の
上
で
、
あ
ら
た
め
て
七
〇
周
年
史
を
発
刊
す
れ
ば
い
い
、
五
〇
周
年
記
念
に
は
、﹁
写
真
集
﹂
で
も
出
し
た
ら
如

何
か
と
申
し
上
げ
た
。
し
か
し
、
に
べ
も
な
く
﹁
立
つ
本
﹂
を
作
れ
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
自
体
の
内
容
に
関
し
て
、
小
委

員
会
委
員
長
と
も
意
見
が
合
わ
ず
、
最
終
段
階
で
私
は
委
員
を
降
ろ
さ
れ
、
ホ
ッ
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
い
で
、
学
園
七
五
周
年

誌
編
纂
の
要
請
を
受
け
た
時
は
、
二
の
轍
は
踏
む
ま
い
と
思
い
、
史
料
室
を
作
る
こ
と
、
編
纂
に
関
し
て
は
専
任
教
員
を
採
用
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
交
渉
し
た
結
果
、
専
任
教
員
︵
助
手
︶
の
採
用
、
編
纂
活
動
を
通
じ
て
史
料
収
集
を
行
な
い
、
事
業
完
了
後
に
史

料
室
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
て
、
編
纂
を
は
じ
め
た
。

七
五
周
年
誌
編
纂
に
当
た
っ
て
は
、
存
在
は
し
て
い
た
の
だ
が
実
質
的
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
学
園
史
料
室
を
、
教
員
と
専
任

嘱
託
と
ア
ル
バ
イ
ト
で
復
興
さ
せ
て
、
各
単
位
に
協
力
を
要
請
し
て
史
料
の
所
在
確
認
を
し
て
も
ら
う
こ
と
を
手
始
め
に
史
料
収
集
を

開
始
し
、
さ
ら
に
全
単
位
の
教
育
職
員
、
事
務
職
員
が
参
加
す
る
編
纂
委
員
会
︵
濵
口
吉
隆
委
員
長
︶
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
合
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
七
五
周
年
に
止
め
ず
、
差
し
当
た
り
百
周
年
を
目
指
し
た
活
動
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
共
通

認
識
と
な
っ
た
こ
と
は
、
現
在
あ
る
史
料
は
も
ち
ろ
ん
、
新
た
に
作
成
さ
れ
る
各
単
位
の
事
務
文
書
を
は
じ
め
、
教
職
員
、
学
生
・
生

徒
関
係
、
同
窓
会
、
関
連
団
体
な
ど
の
現
用
を
離
れ
た
非
現
用
文
書
を
、
恒
常
的
に
、
収
集
、
保
存
、
整
理
、
閲
覧
、
活
用
す
る
こ
と
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が
申
し
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
七
五
周
年
誌
の
刊
行
後
、
編
纂
委
員
会
は
史
料
委
員
会
に
移
行
し
、
大
学
に
史
料
室
が
誕
生
し
た
こ

と
か
ら
、
大
学
の
主
導
に
よ
り
学
園
史
料
室
を
包
摂
す
る
形
で
、
運
営
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
発
展
と
し
て
の
南
山
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
の
誕
生
は
、
大
い
な
る
飛
躍
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
、
南
山
の
草
創
期
か
ら
芽
生
え
て
い
た
自
校
史
へ
の
息
吹
が
、
こ
う
し
た
制
度
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
た
時
、
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
展
示
室
の
開
館
に
あ
わ
せ
て
行
な
わ
れ
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

三　

自
校
史
の
な
か
で
の
﹁
負
の
遺
産
﹂

高
中
校
で
の
授
業
体
験
を
も
と
に
し
た
中
尾
浩
康
報
告
は
、
現
在
ま
で
の
自
校
史
教
育
の
流
れ
を
総
括
し
、
展
示
史
料
を
利
用
し
た

自
校
史
教
育
の
問
題
点
を
挙
げ
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
発
言
は
、﹁
自
校
の
負
の
側
面
を
ど
う
教
え
る
か
﹂
で
あ
る
。﹁
負
の

側
面
﹂
の
重
要
性
は
理
解
し
て
い
て
も
、
高
校
生
・
中
学
生
の
発
達
段
階
や
進
学
な
ど
へ
の
影
響
を
考
え
な
が
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
な
ど
、
教
育
で
の
内
容
・
手
法
の
事
前
検
討
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
戦
前
の
戦
禍
を
受
け
た
旧
制
南
山
中
学
校

を
起
点
に
、
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
実
践
報
告
も
聞
き
応
え
が
あ
り
、
さ
ら
に
高
大
連
携
に
よ
る
コ
ラ
ボ
講

座
も
積
極
性
に
富
ん
だ
提
案
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
永
井
英
治
報
告
で
も
、﹁
負
の
歴
史
﹂
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
根
拠
の
曖
昧
な
理
想

化
さ
れ
た
自
校
史
に
対
し
て
、
社
会
の
中
の
存
在
で
あ
る
大
学
・
学
校
へ
の
視
点
の
重
要
性
を
説
く
。
戦
前
の
学
校
は
、
い
わ
ゆ
る
天
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皇
制
と
軍
国
主
義
体
制
の
中
で
自
由
な
教
育
は
容
認
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
自
由
主
義
は
お
ろ
か
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
も
極
端
な
制
限

を
受
け
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
に
も
、
神
社
参
拝
、
靖
国
神
社
参
拝
が
強
要
さ
れ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
進
ん
で
戦
争
讃

美
を
謳
っ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。﹁
負
の
歴
史
﹂
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
を
一
つ
の
流
れ
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す

る
時
、
避
け
て
通
る
こ
と
に
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
積
極
的
に
そ
れ
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
以

降
、
唯
一
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
明
治
学
院
が
﹁
戦
争
責
任
の
告
白
﹂
を
行
な
っ
た
こ
と
で
、
物
議
を
醸
し
た
が
、
そ
れ
は
一
時
の
こ

と
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
を
実
現
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
解
で
あ
っ
た
。﹁
負
﹂
か
ら
﹁
正
﹂

へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。﹁
負
﹂
と
の
正
面
か
ら
の
取
組
み
、
対
決
こ
そ
、﹁
正
﹂
を
獲
得
す
る
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
主

義
の
基
づ
く
教
育
理
念
は
、
同
時
に
社
会
に
対
す
る
責
任
倫
理
を
通
底
と
し
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
、
た
え
ず
問
い
返
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
と
は
別
の
理
念
を
掲
げ
る
学
校
で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。特

に
現
在
こ
そ
、﹁
負
の
側
面
﹂﹁
負
の
歴
史
﹂
の
問
題
は
、
重
要
で
あ
る
。
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
﹁
負
﹂
と
す
る
か
。
例
え
ば
、

今
で
は
誰
も
が
﹁
侵
略
﹂
を
肯
定
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
︵
あ
る
い
は
、
言
い
出
せ
な
い
で
い
る
か
︶。
し
か
し
、
四
半
世
紀
前
の
高
校

の
日
本
史
の
教
科
書
か
ら
、﹁
侵
略
﹂
の
表
現
が
消
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
容
認
す
る
教
科
書

が
ま
た
ぞ
ろ
大
手
を
振
っ
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
を
蔽
い
隠
す
こ
と
、
こ
れ
は
、
歴
史
に
限
ら
ず
、
教
育
の
場
で
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
正
確
に
伝
え
る
か
、
そ
の
た
め
に
は
文
書
史
料
の
正
確
な
読
み
込
み
、
写

真
資
料
、
物
質
資
料
の
的
確
な
評
価
が
不
可
欠
に
な
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
自
校
史
を
語
る
場
合
に
、
展
示
史
料
は
、
ま
た
と
な
い
貴

重
な
宝
庫
、
情
報
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
校
史
で
の
﹁
負
の
遺
産
﹂
の
評
価
、
そ
れ
は
ま
ず
、
単
位
の
枠
を
超
え
た
教
員
同
士
︵
教

育
職
員
、
事
務
職
員
の
別
な
く
、
全
構
成
員
と
い
う
意
味
で
︶
に
よ
る
、
継
続
的
な
組
織
的
な
研
究
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可



178

欠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四　

開
か
れ
た
自
校
史

小
学
校
で
の
展
示
活
用
の
可
能
性
を
探
っ
た
水
越
健
太
報
告
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
む
た
め
に
展
示
史
料
の
教
材
化
を
活
用

し
、
神
言
会
の
来
日
、
中
学
校
の
設
立
、
小
学
校
の
設
置
と
廃
止
を
、
写
真
資
料
に
よ
っ
て
﹁
身
近
な
﹂
分
か
り
や
す
い
、
そ
し
て
、

子
ど
も
た
ち
と
の
心
的
距
離
を
近
く
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
創
設
時
の
小
学
校
教
育
の
新
展
開
で
あ
る
﹁
真
教
育
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
園
七
五

周
年
記
念
し
編
纂
過
程
で
も
注
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
事
実
を
叙
述
し
た
に

止
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
現
在
の
小
学
校
で
﹁
と
て
も
新
し
い
考
え
方
の
教
育
で
し
た
﹂
と
評
価
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
教
育

実
践
の
中
か
ら
探
り
出
し
た
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
﹁
真
教
育
﹂
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
降
に
一
時
的
に
開
化
し
た
自
由
主
義
教
育
を
背
景
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
南
山
学
園
の
創
設
者
ラ
イ
ネ
ル
ス
の
当
初
か
ら
の
教
育
理
念
で
あ
る
、﹁
全
人
教
育
﹂、﹁
個
性
尊
重
﹂、﹁
人
格
の
自
由
﹂
と
合
致

す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
理
念
は
、
南
山
独
自
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
東
京
の
成
城
学
園
で
試
み
ら
れ
て

い
た
も
の
で
、
小
学
校
の
創
設
に
当
た
っ
て
成
城
か
ら
鈴
木
義
男
、
玉
川
学
園
か
ら
山
西
英
一
を
招
聘
し
て
、
基
礎
作
り
が
は
じ
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
分
な
展
開
を
見
る
こ
と
な
く
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
真
教
育
﹂
の
再
度
の
掘
り

起
こ
し
は
、
南
山
の
自
校
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
、
南
山
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
成
城
学

園
︵
成
城
か
ら
別
れ
た
、
玉
川
学
園
、
和
光
学
園
、
明
星
学
園
を
含
め
て
︶
で
、
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
い
る
か
、
十
分
に
検
討
す
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る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
れ
た
成
城
学
園
教
育
研
究
所
の
荒
垣
恒
明
氏
に
も
協
力
を
頂
い
て
、
両
学
園
で
の
共

同
研
究
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
自
校
史
は
、
自
校
に
止
ま
る
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
広
が
り
の
中
で
成
立
す
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
校
を
客
観
化
で
き
る
の
で
あ
る
。

聖
霊
中
学
校
高
等
学
校
の
杉
浦
泰
也
報
告
は
、
修
道
会
と
の
緊
密
な
関
係
の
中
で
、
三
の
丸
か
ら
瀬
戸
へ
の
移
転
、
さ
ら
に
聖
霊
学

園
と
南
山
学
園
と
の
法
人
合
併
と
い
う
、
他
の
単
位
に
は
見
ら
れ
な
い
動
向
の
紹
介
で
あ
る
。
二
つ
の
法
人
の
合
併
は
全
国
的
に
も
例

が
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

五　

Ｍ
Ｌ
Ａ
の
連
携

　
人
類
学
博
物
館
の
黒
澤
浩
報
告
、
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
永
井
英
治
報
告
は
、
い
ず
れ
も
自
校
史
に
限
ら
な
い
問
題
提
起
が
な
さ
れ

た
。
黒
澤
報
告
で
は
、
博
物
館
の
特
徴
と
し
て
、﹁
物
質
資
料
︵
モ
ノ
︶
を
活
用
し
た
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
﹂
に
あ
る
と
し
、
Ｖ
Ｔ

Ｓ
な
ど
を
紹
介
し
、
展
示
を
活
用
し
た
教
育
は
﹁
長
期
的
か
つ
継
続
的
に
お
こ
な
う
こ
と
﹂
に
意
味
を
強
調
さ
れ
た
。
博
物
館
の
展
示

は
、
学
園
内
の
様
々
な
教
育
学
習
と
結
び
つ
く
と
き
、
よ
り
大
き
な
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
人
類
学
博
物
館
の
収
蔵
品
は
、
展
示
さ
れ
て
い
る
縄
文
土
器
を
は
じ
め
と
す
る
考
古
学
資
料
は
、
直
接
自
校
史
の
材
料
と
は

な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
大
学
の
文
化
人
類
学
研
究
・
教
育
の
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
類
学
研
究
所
の
歴
史
を
考
え
る
上
で

は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
農
具
、
今
は
展
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
地
域
の
農
村
で
用
い
ら

れ
た
も
の
も
多
く
、
自
校
史
の
基
盤
と
な
る
地
域
史
と
の
連
携
に
手
懸
か
り
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
昭
和
期
の
家
電
の
展
示
も
同

様
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
展
示
で
も
、
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
今
後
は
、
展
示
だ
け
で
な
く
史
資
料
の
活
用
を
進
め
る
た
め
、
大

学
図
書
館
を
加
え
た
Ｍ
Ｌ
Ａ
連
携
が
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
大
学
図
書
館
に
も
専
任
教
員
を
置
く
必
要
が
あ
る
。

展
示
活
動
と
、
自
校
史
／
自
校
教
育
の
二
つ
の
機
能
を
指
摘
し
た
永
井
報
告
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
・
ツ
ア
ー
を
含
め
た
﹁
モ
ノ
﹂
と
﹁
現

場
﹂
を
重
視
し
て
い
る
。
今
回
の
報
告
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
学
園
の
建
造
物
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
対
象
た
り
得
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
大
学
の
第
一
食
堂
の
建
物
の
解
体
に
際
し
て
の
写
真
に
よ
る
保
存
と
い
う
消
極
的
な
対
応
か
ら
、
大
学
の
山
里
キ
ャ
ン

パ
ス
設
計
模
型
の
修
復
を
は
じ
め
、
レ
ー
モ
ン
ド
建
築
の
再
評
価
、
イ
ル
サ
・
フ
ォ
ン　

ラ
イ
ス
ナ
ー
が
制
作
し
た
彫
刻
な
ど
の
調
査

が
な
さ
れ
、
そ
の
い
く
つ
か
が
﹁
学
園
史
料
集
﹂
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
時
間
的
、
人
数
的
な
制
約
の
枠
を
広
げ
る
も
の

と
な
る
。

六　

展
示
へ
の
一
つ
の
視
点

こ
の
た
び
開
設
さ
れ
た
、
南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
常
設
展
示
は
、
全
体
と
し
て
、
各
時
期
の
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
列

さ
れ
、
一
巡
す
れ
ば
南
山
の
歴
史
の
一
コ
マ
一
コ
マ
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
的
確
な
説

明
も
付
さ
れ
、
見
学
者
を
自
然
と
学
園
の
中
に
導
き
入
れ
る
こ
と
に
も
成
功
し
て
い
る
と
、
と
評
価
で
き
る
。
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

に
刊
行
さ
れ
た
自
校
史
、
年
誌
や
史
料
集
が
閲
覧
で
き
る
と
い
う
閲
覧
室
へ
の
案
内
を
掲
示
し
、
学
園
史
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
一

助
と
さ
れ
た
い
。

一
般
に
、
大
学
、
学
園
の
史
料
館
の
常
設
の
展
示
は
、
展
示
開
設
時
点
の
学
園
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
あ
る
程
度
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、﹁
理
想
化
さ
れ
た
自
校
像
﹂
に
な
り
す
ぎ
る
と
、
外
部
者
か
ら
見
る
と
鼻
白
む
場
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合
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

常
設
展
示
は
、
当
然
、
学
園
の
創
設
か
ら
現
在
ま
で
の
主
要
な
歩
み
を
髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
現
時
点
で

学
園
が
目
指
そ
う
と
す
る
視
点
が
明
瞭
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
学
園
が
目
指
す
も
の
と
は
何
か
。
た
と
え
ば
、
大
学
で
は
盛
ん
に
﹁
国
際
化
﹂
が
叫
ば
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
で
は
、﹁
国
際
化
﹂
と
は
、
ど
う
い
う
内
容
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
大
学
内
部
で
議
論
が
な
さ
れ
た
か
、

そ
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
き
た
か
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
国
際
化
＝
英
語
教
育
推
進
で

は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
英
語
が
国
際
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
の
も
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
現
時
点
だ
け
の
現
象
で
あ
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
使
わ
れ
る
原
語
は
、
自
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
の
順
番
で
あ
る
。﹁
国
際
化
﹂
で
ま
ず

基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、﹁
自
国
の
文
化
﹂
の
認
識
で
あ
る
。
正
し
い
日
本
語
が
使
え
な
い
も
の
が
、
国
際
人
に
な
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
。
海
外
に
出
た
留
学
生
の
ほ
と
ん
ど
が
、ま
ず
日
本
の
文
化
を
質
問
さ
れ
て
、面
食
ら
う
と
い
う
。
故
に
、

私
の
ゼ
ミ
生
で
留
学
を
目
指
す
も
の
に
は
事
前
に
、
日
本
の
歴
史
と
、
日
本
の
文
化
に
関
す
る
書
物
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
て
き
た
。

日
本
古
代
の
遣
唐
使
の
留る
が
く
し
ょ
う

学
生
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
明
治
時
代
以
後
の
留
学
生
は
、
最
先
端
の
学
門
、
技
術
、
文
化
の
受
容
を
目

的
と
し
て
き
た
が
、
現
在
の
留
学
生
の
役
割
は
、
文
化
受
容
の
担
い
手
か
ら
、
日
本
の
文
化
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
文
化
に

は
、
芸
術
や
学
門
、
技
術
、
教
育
だ
け
で
な
く
、
政
治
、
法
律
、
憲
法
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
成
り
立
ち
、
継
承
、
す
な
わ
ち
﹁
文
化
＝

歴
史
﹂
の
共
有
、
こ
れ
が
﹁
国
際
化
﹂
な
の
で
あ
る
。
南
山
か
ら
の
留
学
生
は
、
日
本
文
化
と
同
時
に
、
学
園
・
大
学
で
培
わ
れ
た
﹁
南

山
文
化
﹂
の
提
供
者
と
し
て
、
諸
外
国
の
人
た
ち
と
交
流
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
南
山
の
歴
史
と
文
化
を
背
景
と
し
た
﹁
使

節
﹂
の
役
割
を
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
て
、
自
校
史
教
育
の
重
要
性
も
、
こ
こ
に
あ
る
。

学
園
の
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
﹁
国
際
化
﹂
の
議
論
は
、
自
校
史
の
議
論
と
連
動
し
て
こ
そ
、
十
分
な
成
果
を
発
揮
で
き
る
で
あ
ろ
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う
。
そ
し
て
、
そ
の
議
論
が
進
展
す
る
中
で
、﹁
国
際
化
﹂
南
山
を
明
示
し
得
る
常
設
展
へ
の
変
化
も
期
待
で
き
る
。

学
園
の
歩
み
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
展
示
は
、
こ
う
し
た
学
園
の
方
向
性
を
明
示
す
る
も
の
に
な
る
。
学
園
の
構
成
員
は
、
教
育
職

員
、
事
務
職
員
、
学
生
・
生
徒
・
児
童
で
あ
る
。
展
示
は
、
そ
れ
ら
の
姿
を
捉
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
園

七
五
周
年
誌
を
は
じ
め
、
多
く
の
年
誌
類
は
、
そ
れ
を
目
指
そ
う
と
し
て
は
い
る
が
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
た
び
の
展
示
で
特
に
目
を
引
い
た
の
は
、
学
生
の
主
張
の
一
端
が
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
大
学
紛
争
時
を

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
学
史
、
学
園
誌
で
は
、
い
ず
れ
も
学
生
側
の
主
張
を
﹁
否
﹂
と
し
た
姿
勢
で
叙
述
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

い
ず
れ
の
立
場
を
取
る
に
せ
よ
、
歴
史
的
事
実
を
客
観
的
に
考
え
る
時
、
両
者
の
主
張
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
展
示
で
、

は
じ
め
て
南
山
大
学
の
学
生
の
主
張
の
一
コ
マ
を
知
る
こ
と
が
で
た
の
で
あ
る
。
学
生
の
主
張
は
、
全
国
的
に
一
様
に
見
ら
れ
が
ち
で

は
あ
る
が
、
各
大
学
ご
と
に
そ
の
問
題
性
や
主
張
に
特
色
、
差
違
が
あ
る
。
南
山
大
学
の
学
生
の
主
張
は
、
特
に
興
味
あ
る
も
の
で
、

百
年
史
の
叙
述
に
は
、
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
つ
だ
け
、
展
示
へ
の
注
文
を
付
け
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
教
職
員
組
合
に
関
す
る
展
示
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

組
合
は
、
大
学
に
は
存
在
し
な
い
が
、
学
園
内
に
あ
る
一
組
織
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
で
は
、
労
働
組
合
は
、
国
家
、
経
営
者
か
ら
は

否
定
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
戦
後
の
民
主
化
の
中
で
よ
う
や
く
日
の
目
を
見
た
と
い
え
よ
う
。
欧
米
先
進
国
で
は
、
む
し
ろ

当
た
り
前
の
権
利
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
日
本
の
労
使
関
係
で
は
や
は
り
否
定
的
な
意
識
が
現
在
も
直
根
強
い
。
さ
ら
に
、
宗
教
を
否

定
す
る
共
産
主
義
へ
の
警
戒
か
ら
、
労
働
組
合
運
動
を
社
会
主
義
運
動
と
同
一
視
す
る
雰
囲
気
も
認
め
ら
れ
る
。
信
教
の
自
由
権
と
労

働
者
の
団
結
権
と
は
、
次
元
を
異
に
し
つ
つ
も
、
立
憲
体
制
で
は
不
可
欠
の
権
利
で
あ
る
。
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七　

百
年
史
に
向
け
て

二
〇
三
二
年
、
南
山
学
園
は
、
創
立
百
周
年
を
迎
え
る
。

二
〇
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃H
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南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
﹄
は
、﹁
七
五
年
史
﹂
で
は
な
か
っ
た
。

各
単
位
、
部
局
、
学
部
、
研
究
所
、
図
書
館
、
博
物
館
、
諸
施
設
な
ど
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
を
叙
述
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
室
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
史
料
集
め
を
同
時
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
史
料
を
基
づ
く
研

究
の
場
を
組
織
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
編
纂
委
員
会
で
は
百
年
史
を
目
指
し
た
組
織
的
な
史
料
収
集
を
し
な
が
ら
、

と
り
あ
え
ず
七
五
周
年
記
念
誌
は
単
位
ご
と
に
執
筆
を
行
な
う
こ
と
に
し
、
完
成
後
、
編
纂
委
員
会
を
学
園
史
料
委
員
会
に
移
行
さ
せ

て
、
大
学
史
料
室
と
学
園
史
料
室
を
連
携
さ
せ
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
能
と
、
自
校
史
編
纂
体
制
の
中
心
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
今
度
の
﹁
百
年
史
﹂
は
、
部
局
史
の
寄
集
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
史
料
研
究
に
基
づ
く
編
纂
体
制
を
構
築
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
だ
先
の
こ
と
と
思
う
で
あ
ろ
う
が
、
月
日
が
経
つ
の
は
早
い
。
最
低
で
も
、
二
〇
二
二
年
に
は
、
編
纂
体
制
を
作
り
、

学
園
史
の
方
向
性
を
定
め
、
史
料
調
査
、
収
集
、
整
理
の
徹
底
化
、
学
園
史
研
究
の
組
織
化
に
着
手
し
な
け
れ
ば
、
間
に
合
わ
な
い
で

あ
ろ
う
。
猶
予
は
五
年
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
学
園
の
目
指
す
も
の
は
何
か
、
負
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
短
時
間
で
は

了
解
い
し
合
え
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
大
学
図
書
館
と
法
人
事
務
局
か
ら

の
参
加
者
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
り
、
今
後
の
積
極
的
な
参
加
が
求
め
ら
れ
る
。

南
山
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
そ
の
中
核
と
な
り
、
展
示
室
と
収
集
史
料
の
恒
常
的
活
用
を
リ
ー
ド
し
、
多
く
の
学
生
、
生
徒
、
児
童
を
は

じ
め
、
教
職
員
、
卒
業
生
、
退
職
教
職
員
、
同
窓
会
、
友
の
会
な
ど
に
協
力
を
求
め
て
、
盤
石
な
組
織
を
作
る
こ
と
を
、
大
い
に
期
待



184

し
て
い
る
。


