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不
登
校
経
験
に
つ
い
て
　
「
語
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と

-
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
し
て
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
関
す
る
一
考
察
I
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一
問
題
の
所
在

人
類
学
者
に
と
っ
て
'
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
は
「
異
な
る
文
化

の
現
実
を
経
験
し
人
々
と
と
も
に
そ
れ
を
共
有
し
て
く
る
こ
と
で
な

-
、
異
な
る
文
化
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
の
現
実
の
共
有
に
シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
そ
し
て
　
「
正
確
」
　
に
失
敗
し
て
-
る
こ
と
」

(
浜
本
、
一
九
八
九
へ
　
五
一
頁
)
　
だ
と
浜
本
は
述
べ
る
.
こ
の
浜
本

の
指
摘
が
意
味
す
る
の
は
、
あ
る
人
々
の
問
で
共
有
さ
れ
る
語
り
が

単
な
る
「
お
は
な
し
」
と
し
て
し
か
経
験
さ
れ
ず
'
語
り
手
と
の
現

実
の
共
有
に
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
類
学
者
は
こ
の
よ

う
な
ズ
レ
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
当
該
文
化
の
人
々
の
現
実

の
み
な
ら
ず
へ
　
自
分
自
身
の
語
り
口
を
も
窺
い
知
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
　
(
浜
本
、
一
九
八
九
)
。
こ
れ
は
人
類
学
者
だ
け
に
限
ら
れ
た

佐
　
　
川
　
　
佳
　
　
之

経
験
で
は
あ
る
ま
い
。
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
視
点
で
あ
る
問
題

に
迫
ろ
う
と
す
る
者
は
、
絶
え
ず
抱
い
て
い
た
前
提
が
崩
さ
れ
'
あ

る
い
は
そ
こ
で
共
有
さ
れ
て
い
る
語
り
口
に
拒
絶
さ
れ
な
が
ら
へ
　
そ

こ
に
生
き
る
人
々
の
現
実
に
近
づ
い
て
い
-
過
程
と
し
て
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
捉
え
る
こ
と
に
'
概
ね
同
意
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
無
論
、
筆
者
も
例
外
で
は
な
い
。

(
-
)

筆
者
が
不
登
校
現
象
に
関
心
を
持
っ
た
当
初
、
社
会
構
築
主
義
的

な
立
場
に
お
い
て
実
践
者
お
よ
び
当
事
者
の
語
り
の
分
析
を
行
う
D
j

的
で
'
不
登
校
児
の
　
「
居
場
所
」
　
で
あ
る
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
に
お
い

て
'
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
不
登
校
児
の
自
己
の
語
り
や
語
り
に
現
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
分
析
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
へ
　
調
査
対
象
の
フ

-
-
ス
ク
ー
ル
で
は
'
生
徒
を
精
神
的
に
追
い
詰
め
る
と
い
う
理
由



(143)不登校経験について「語らない」ということ

か
ら
へ
　
生
徒
に
自
ら
の
経
験
を
問
う
こ
と
が
ス
タ
ッ
フ
の
問
で
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
自
身
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関
わ
っ
た
た
め
へ
　
こ
の
場
所
に
お
い
て

は
'
不
登
校
経
験
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
観
察
で
き
る
の
ほ
う
　
生
徒
が
パ
ソ
コ
ン
や
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、

本
や
漫
画
を
読
ん
だ
り
な
ど
し
て
過
ご
す
様
子
で
あ
り
、
自
分
の
お

か
れ
た
状
況
や
経
験
に
つ
い
て
語
る
生
徒
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
は
生
徒
が
こ
の
場
所
で
遊
び
、
楽
し
む
こ
と
を

積
極
的
に
評
価
し
て
お
り
へ
　
そ
も
そ
も
彼
ら
に
対
し
て
経
験
に
対
す

る
問
い
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
'
経
験
の
語

り
か
ら
探
る
当
初
の
研
究
計
画
を
実
行
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
き
ず
'
生
徒
や
ス
タ
ッ
フ
と
の
日
常
会
話
の

み
に
従
事
す
る
し
か
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
日
々
。
こ
の
こ
ろ

調
査
者
と
し
て
の
筆
者
に
と
っ
て
、
正
直
な
と
こ
ろ
日
常
会
話
な
ど

ど
う
で
も
よ
-
'
必
要
だ
っ
た
の
は
不
登
校
経
験
に
つ
い
て
の
語
り

で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
へ
　
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
　
「
自
己
は
物
語
に
よ
っ

て
産
み
出
さ
れ
る
」
　
(
浅
野
へ
　
二
〇
〇
一
)
　
と
い
う
筆
者
が
依
拠
し

(
2
)

て
い
た
前
提
自
体
の
危
う
さ
を
感
じ
取
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
調

査
を
進
め
て
い
く
に
つ
れ
'
意
図
的
に
語
り
を
求
め
な
い
ス
タ
ッ
フ
へ

そ
し
て
経
験
に
つ
い
て
語
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
る
不
登
校
児
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
現
実
が
構
成
さ
れ
'
生
き
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

問
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
昨
今
の
社
会
学
領
域
に
お
け
る
臨
床
の
場

へ
の
注
目
は
'
自
己
の
物
語
へ
の
関
心
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
る

が
'
語
る
こ
と
へ
の
信
頼
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
へ
　
調
査
者
が
そ
の

信
念
に
反
す
る
現
実
へ
　
つ
ま
り
沈
黙
に
直
面
し
た
と
き
へ
　
そ
れ
に
否

定
的
な
解
釈
を
加
え
て
し
ま
う
恐
れ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、

こ
う
し
た
調
査
者
の
問
で
流
通
す
る
不
登
校
現
象
の
語
り
口
と

フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
語
り
口
の
ズ
レ
か
ら
出
発
す
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
う
　
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
空

間
分
析
を
通
じ
て
の
不
登
校
経
験
に
つ
い
て
の
沈
黙
の
構
築
と
'
そ

れ
を
可
能
に
す
る
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
な
解
明
で
あ
る
。

従
来
、
不
登
校
現
象
に
関
し
て
は
、
精
神
医
学
的
・
心
理
学
的
視
点

か
ら
の
分
析
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
不
登
校
児
を
病
理
的
な

存
在
と
し
て
実
体
化
す
る
傾
向
に
あ
り
へ
　
彼
ら
が
不
登
校
と
い
う
状

況
を
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
　
あ
る
い
は
彼
ら
に
と
っ
て
の
現

実
を
捉
え
る
視
点
を
備
え
て
い
な
い
。
本
稿
は
'
「
社
会
的
現
実
は
'

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
関
係
の
現
実
で
あ
る
」
　
(
C
o
u
-
t
e
r
訳
書
、

一
九
九
八
へ
　
四
二
貢
)
　
と
い
う
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
的
な
立
場
か

ら
'
不
登
校
児
を
病
理
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
視
点
か
ら
距
離
を
お
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き
'
人
々
の
相
互
行
為
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
社
会
的
現
実
に
注
目

す
る
視
点
を
と
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
不
登
校
の
現
実
の
構
築
に
注
目

す
る
分
析
へ
特
に
社
会
構
築
主
義
的
な
分
析
も
少
な
か
ら
ず
な
さ
れ

て
い
る
が
へ
　
そ
の
多
-
は
明
示
的
な
語
り
に
僅
富
川
を
当
て
、
当
事
者

と
彼
ら
に
関
わ
る
非
当
事
者
(
精
神
科
医
、
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
へ

親
へ
実
践
者
な
ど
)
を
二
項
対
立
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
る
傾

向
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
不
登
校
児
の

沈
黙
が
非
当
事
者
に
よ
る
抑
圧
の
権
力
作
用
の
結
果
と
し
て
解
釈
さ

れ
る
。
だ
が
こ
の
捉
え
方
は
不
登
校
児
を
め
ぐ
る
コ
-
ユ
ニ
カ
テ
ィ

ヴ
な
側
面
を
見
逃
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る

な
ら
ば
へ
　
不
登
校
と
い
う
危
機
的
な
状
況
で
は
、
コ
-
ユ
ニ
ケ
-

シ
ョ
ン
を
通
じ
て
沈
黙
が
達
成
さ
れ
'
リ
ア
ル
な
不
登
校
経
験
が
構

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
へ
本
稿
は
二
つ
の
論
点
か
ら
不
登
校
経
験
の
沈
黙

に
つ
い
て
分
析
す
る
。
第
一
に
へ
不
登
校
現
象
の
歴
史
過
程
と
先
行

研
究
を
概
観
し
、
先
行
研
究
の
多
-
が
な
ぜ
沈
黙
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ

テ
ィ
ヴ
な
側
面
を
見
逃
し
て
き
た
の
か
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
を

考
察
す
る
。
第
二
に
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
に
つ
い
て
の
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
分
析
か
ら
'
そ
こ
で
観
察
で
き
る
特
有
の
コ
-
ユ
ニ

ケ
-
シ
ョ
ン
の
形
式
と
そ
の
成
員
に
と
っ
て
の
沈
黙
の
意
味
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

こ
　
不
登
校
現
象
の
社
会
学
と
本
稿
の
位
置
づ
け

二
・
一
　
不
登
校
現
象
の
歴
史
的
背
景

ま
ず
簡
単
に
不
登
校
現
象
の
歴
史
的
経
緯
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

日
本
に
お
い
て
不
登
校
が
問
題
化
さ
れ
た
の
は
t
 
l
九
五
〇
年
代
か

ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
と
り
わ
け

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
の
時
期
を
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

(
3
)

え
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
精
神
医
学
者
や
心

理
学
者
に
よ
っ
て
病
理
的
な
対
象
へ
あ
る
い
は
治
療
の
対
象
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
不
登
校
に
対
し
て
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
・
東
京

(
4
)

シ
ュ
ー
レ
を
主
宰
す
る
奥
地
圭
子
ら
が
抗
議
運
動
を
展
開
し
た
。
そ

の
運
動
は
'
大
人
(
援
助
実
践
者
や
親
)
だ
け
で
な
-
'
不
登
校
の

「
当
事
者
」
　
も
参
加
し
て
お
り
へ
　
不
登
校
を
非
病
理
的
・
肯
定
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
不
登
校

が
学
校
で
は
な
-
本
人
の
問
題
で
あ
り
'
治
療
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

解
決
で
き
る
と
い
っ
た
認
識
に
対
抗
し
、
不
登
校
を
学
校
の
問
題
と

し
て
解
釈
変
更
す
る
運
動
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
「
学
校

に
行
か
な
い
生
き
方
も
あ
る
」
へ
　
「
登
校
拒
否
(
不
登
校
)
　
は
病
気
で

は
な
い
」
へ
　
「
原
因
は
学
校
に
あ
る
」
と
い
っ
た
語
り
が
観
察
で
き
る
。

260



(145)不登校経験について「語らない」ということ

こ
の
運
動
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
中
で
'
文
部
省
(
一
九
九
二
)
　
は
一

九
九
二
年
報
告
に
お
い
て
正
式
に
　
「
登
校
拒
否
(
不
登
校
)
　
は
誰
に

で
も
起
こ
り
う
る
」
と
そ
の
認
識
を
転
換
す
る
に
至
る
。
と
は
い
え
へ

こ
の
意
識
転
換
に
よ
っ
て
、
文
部
省
が
非
病
理
的
認
識
を
受
け
入
れ

た
わ
け
で
は
な
-
'
以
後
へ
　
臨
床
心
理
士
を
学
校
に
配
置
す
る
な
ど
へ

「
心
の
問
題
」
へ
　
「
進
路
の
問
題
」
　
と
し
て
不
登
校
を
位
置
づ
け
ち
　
政

策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
不

登
校
現
象
は
'
不
登
校
の
医
療
化
へ
　
脱
医
療
化
へ
　
再
医
療
化
の
せ
め

ぎ
あ
い
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
か
の
解
釈

が
支
配
的
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
捉
え
方
が
混
在
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
語
り
口
は
単
純
な
対
立
関

係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
山
　
(
一
九
九
九
)
　
が
指
摘
す
る
よ
う

に
へ
　
そ
の
原
因
を
当
事
者
に
求
め
る
に
せ
よ
'
学
校
教
育
に
求
め
る

に
せ
よ
、
不
登
校
の
原
因
を
追
究
す
る
こ
と
自
体
が
、
不
登
校
を
め

ぐ
る
物
語
に
呪
縛
さ
れ
へ
　
「
ふ
さ
わ
し
い
」
　
問
い
と
し
て
類
型
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

不
登
校
現
象
の
社
会
学
は
'
こ
う
し
た
不
登
校
の
脱
/
医
療
化
の

過
程
と
そ
の
認
識
に
対
す
る
批
判
的
な
視
座
を
提
供
し
て
き
た
。
そ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
岐
に
わ
た
る
が
'
こ
こ
で
は
限
定
的
に
不
登
校

の
言
説
と
そ
の
社
会
的
現
実
の
構
成
に
注
目
し
て
き
た
へ
　
社
会
構
築

主
義
的
な
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

二
・
二
　
不
登
校
の
社
会
構
築
主
義
的
研
究

そ
も
そ
も
不
登
校
の
社
会
構
築
主
義
的
研
究
は
、
不
登
校
を
病
理

と
し
て
捉
え
る
認
識
を
批
判
的
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と

言
え
る
。
こ
れ
は
へ
　
社
会
構
築
主
義
の
社
会
問
題
研
究
の
流
れ
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
分
折
に
お
い
て
は
'
誰
が
ど
の
よ
う
な
立
場

か
ら
語
り
を
発
話
す
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
へ
　
あ
る
現
象
が
語
り
の

交
錯
の
過
程
と
し
て
措
か
れ
る
。
社
会
構
築
主
義
の
社
会
問
題
研
究

を
提
起
し
た
ス
ペ
ク
タ
ー
と
キ
ッ
セ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

社
会
問
題
は
'
な
ん
ら
か
の
想
定
さ
れ
た
状
態
に
つ
い
て
苦
情
を

述
べ
へ
　
ク
レ
イ
ム
を
申
し
立
て
る
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
活
動
で
あ

る
。
(
S
p
e
c
t
o
r
&
K
i
t
s
u
s
e
訳
書
へ
　
l
九
九
〇
へ
　
二
九
頁
)

こ
の
視
点
に
お
い
て
は
'
社
会
問
題
が
実
体
と
し
て
で
は
な
-
、

特
定
の
政
治
的
利
害
に
関
わ
る
人
々
の
語
り
や
ク
レ
イ
ム
が
交
錯
す

る
中
で
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
不
登
校
問
題
に
関

し
て
も
、
1
九
八
〇
年
代
以
降
へ
不
登
校
に
関
す
る
言
説
が
複
雑
化

し
て
い
く
中
で
も
　
社
会
構
築
主
義
の
立
場
か
ら
の
議
論
が
活
発
化
す
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る
。
鹿
野
に
よ
れ
ば
'
不
登
校
の
社
会
構
築
主
義
的
研
究
へ
　
あ
る
い

は
言
説
分
析
的
研
究
と
は
、
「
不
登
校
と
い
う
実
践
を
ア
ブ
-
オ
-

に
設
定
し
な
い
で
不
登
校
に
対
す
る
私
た
ち
の
認
識
方
法
そ
の
も
の

を
問
題
と
す
る
」
　
(
鹿
野
二
〇
〇
〇
　
三
〇
頁
)
　
方
法
論
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
樋
田
　
(
一
九
九
七
)
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
人
々
を
強
制
す
る
権
力
関
係
を
暴
く
視
点
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
.

例
え
ば
、
朝
倉
(
1
九
九
五
)
　
は
'
不
登
校
現
象
を
歴
史
的
に
考

察
し
て
誰
に
よ
っ
て
不
登
校
が
語
ら
れ
、
社
会
問
題
と
し
て
構
築
さ

れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
朝
倉
は
歴
史
的
過
程
だ
け

で
な
-
、
東
京
シ
ュ
ー
レ
に
つ
い
て
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
研

究
か
ら
'
不
登
校
児
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
を
定
義
す
る
か
に
つ
い
て

も
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
'
不
登
校
児
が
東
京
シ
ュ
ー
レ
へ
の

参
加
を
通
じ
て
へ
　
「
学
校
に
い
け
な
か
っ
た
も
の
」
　
か
ら
　
「
学
校
に

行
か
な
い
こ
と
を
選
ん
だ
も
の
」
　
へ
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
変
化

さ
せ
て
い
-
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
東
京
シ
ュ
ー
レ
の
生
徒
の
語
り
に
観
察
で
き
る
よ
う
な
'
い

わ
ゆ
る
「
不
登
校
の
選
択
の
語
り
」
に
代
表
さ
れ
る
不
登
校
の
肯
定

的
な
語
り
に
対
し
て
は
'
様
々
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
瀬
戸

(
二
〇
〇
一
)
　
は
物
語
論
の
立
場
か
ら
'
当
事
者
に
よ
る
肯
定
的
な

語
り
の
中
に
も
　
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の
専
門
家
に
よ
る
'

不
登
校
の
医
療
化
と
い
う
支
配
的
な
物
語
へ
の
抵
抗
を
読
み
取
っ
て

い
る
O
ま
た
ヨ
ネ
ヤ
マ
　
(
2
0
0
0
)
　
は
当
事
者
の
手
記
分
析
を
通
じ
て
へ

「
選
択
の
語
り
」
　
を
主
体
性
の
回
復
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
は
　
「
選
択
の
語
り
」
　
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
、
支
配
的

な
物
語
に
対
す
る
抵
抗
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
共

通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
選
択
の
語
り
」
　
の
持
つ
肯
定
性
に
対
し
て
'

北
山
　
(
一
九
九
九
)
　
は
手
記
な
ど
に
あ
る
語
り
が
類
似
し
て
い
る
こ

と
に
違
和
感
を
抱
-
。
北
山
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
不
登
校
の
選
択

の
語
り
は
'
子
供
た
ち
に
先
立
つ
語
り
手
と
し
て
の
'
不
登
校
の
解

釈
変
更
運
動
の
実
践
者
た
ち
と
の
相
互
関
係
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
、
「
選
択
の
語
り
」
　
と
言
っ
て
も
'
実
践

者
の
枠
組
み
を
通
じ
て
で
し
か
生
み
出
さ
れ
ず
'
そ
れ
故
に
類
似
し

た
語
り
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
最
近
で
は
「
当
事
者
」
　
に
よ
る
'
い
わ
ゆ
る
「
当
事
者
学
」

と
し
て
の
不
登
校
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
。
童
戸
(
二
〇
〇
四
)
　
は

こ
れ
ま
で
の
不
登
校
の
語
り
方
が
「
病
理
・
逸
脱
の
語
り
」
と
「
選

択
の
語
り
」
　
に
分
け
ら
れ
'
実
は
そ
の
両
者
と
も
非
当
事
者
的
な
語

り
で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
不
登
校
経
験
者
の
語
り
の
分
析
を
通

じ
て
へ
　
そ
う
し
た
語
り
方
に
当
て
は
ま
ら
な
い
ノ
イ
ズ
を
描
き
出
し
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て
い
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
貴
戸
は
、
「
当
事
者
」
　
の
語
り
が
多

様
で
あ
り
'
7
質
し
た
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
L
へ
　
非
当

事
者
の
語
り
に
回
収
さ
れ
得
な
い
　
「
当
事
者
」
　
の
語
り
の
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
不
登
校
を
め
ぐ
る
解
釈
は
多
様
で
あ
る
が
'
主
要
な

先
行
研
究
は
語
り
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
点
で
'
共
通
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
選
択
の
語
り
」
を
積
極
的
に
評
価
す
る
に
せ
よ
う
　
そ
う
で

な
い
に
せ
よ
へ
　
そ
の
多
-
は
う
　
語
り
か
ら
当
事
者
/
非
当
事
者
の
対

立
的
関
係
や
認
識
の
差
異
を
見
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二
・
三
　
先
行
研
究
の
問
題
点

多
く
の
社
会
構
築
主
義
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
'
不
登
校
の
社
会
構
築
主
義
的
研
究
が
想
定
し
て
い
る
の
は
'

自
ら
の
利
害
や
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
能
動
的

な
主
体
で
あ
り
、
不
登
校
を
め
ぐ
っ
て
交
錯
す
る
語
り
が
そ
の
分
析

対
象
と
な
る
。
無
論
へ
自
ら
の
経
験
を
語
る
不
登
校
児
も
へ
　
こ
の
枠

組
み
に
お
い
て
は
、
不
登
校
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
ク
レ
イ
ム
を
申
し

立
て
る
1
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
先
行
研
究
が
導
く
傾
向
に
あ

る
の
は
う
　
語
る
こ
と
の
で
き
る
当
事
者
/
非
当
事
者
と
い
う
対
立
的

関
係
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
、
不
登
校
児
を
病
理
的
存
在
と
し

て
実
体
的
に
捉
え
る
心
理
学
的
解
釈
を
批
判
し
'
語
り
の
権
力
性
を

塞
-
に
は
有
効
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
本
稿
の
関
心
で
あ
る
沈
黙
に

つ
い
て
へ
社
会
構
築
主
義
や
そ
れ
に
基
づ
-
不
登
校
研
究
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

-
ラ
ー
(
1
9
9
3
)
　
は
、
社
会
構
築
主
義
の
社
会
問
題
研
究
に
対
し

て
ポ
・
ス
ト
構
造
主
義
の
立
場
か
ら
の
再
考
を
促
し
て
い
る
0
-
ラ
ー

に
よ
れ
ば
'
社
会
問
題
研
究
は
社
会
問
題
と
し
て
明
示
的
に
読
み
取

り
可
能
な
語
り
に
注
視
す
る
反
面
、
支
配
的
な
言
説
に
よ
っ
て
へ
　
ク

レ
イ
ム
申
し
立
て
に
関
わ
る
語
り
を
奪
わ
れ
'
周
縁
的
立
場
に
置
か

れ
た
人
々
　
(
例
え
ば
女
性
)
　
に
対
す
る
視
点
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
。

こ
う
指
摘
し
た
上
で
も
-
ラ
ー
は
被
抑
圧
者
側
の
沈
黙
や
日
常
の
ゴ

シ
ッ
プ
に
'
支
配
者
側
に
対
す
る
ク
レ
イ
ム
生
成
の
可
能
性
を
見
出

し
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
'
社
会
問

題
の
構
築
に
お
い
て
支
配
者
の
権
力
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
の
で
き
な

い
劣
位
な
状
況
に
置
か
れ
た
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
無
論
へ
不
登
校

研
究
者
も
権
力
や
沈
黙
の
問
題
を
無
視
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

瀬
戸
　
(
二
〇
〇
一
)
　
は
'
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の
専
門
家

の
実
践
は
'
自
ら
の
物
語
の
中
に
当
事
者
や
そ
の
保
護
者
を
「
作
中

人
物
」
　
や
「
聴
き
手
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
分
析
す
る
。
こ
こ
で

議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
専
門
家
の
支
配
的
な
物
語
に
よ
っ
て
、
当
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事
者
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
抑

圧
的
な
権
力
性
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
こ
う
し
た
権
力
論
的
な
視
点
で
不
登
校
を
考
察

す
る
と
き
へ
　
当
事
者
は
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
被
抑
圧
者
と
し
て
認
識

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
当
事
者
の
語
り
を
取
り
上
げ
た
と
し

て
も
へ
　
そ
の
行
為
は
抵
抗
と
し
て
見
な
さ
れ
'
結
局
の
と
こ
ろ
当
事

者
/
非
当
事
者
が
対
立
的
な
関
係
と
し
て
定
置
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

議
論
の
枠
組
み
で
は
、
不
登
校
を
め
ぐ
る
様
々
な
コ
-
ユ
ニ
ケ
-

シ
ョ
ン
の
営
為
が
二
項
対
立
的
な
権
力
関
係
へ
　
あ
る
い
は
意
図
や
認

識
の
差
異
の
中
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
対
話
の
側
面
が
見

逃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
当
事
者
の
語
り
へ
の

肯
定
性
と
沈
黙
す
る
こ
と
へ
の
否
定
性
が
、
そ
の
よ
う
な
論
者
の
問

で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
'
あ
ら
ゆ
る
語
り
は
状
況
と
相
互
反
照

(
r
e
f
l
e
x
i
v
e
)
　
の
関
係
に
あ
る
　
(
e
.
g
.
G
a
r
f
i
n
k
e
l
,
1
9
6
7
)
。
あ
る

意
図
の
下
で
発
話
さ
れ
た
語
り
も
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
な

さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
る

な
ら
ば
へ
沈
黙
、
あ
る
い
は
沈
黙
を
意
図
す
る
語
り
に
つ
い
て
、
抑

症
-
服
従
と
い
う
枠
組
み
を
当
て
は
め
る
の
で
は
な
-
'
あ
る
特
定

の
社
会
的
状
況
の
内
側
か
ら
眺
め
て
い
-
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
語
り
と
現
実
と
の

相
互
反
照
性
を
明
ら
か
に
し
、
具
体
的
な
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
語

り
の
中
か
ら
'
不
登
校
経
験
に
つ
い
て
の
沈
黙
の
位
置
づ
け
を
読
み

'
i
r
.
i

取
っ
て
い
き
た
い
。

念
の
た
め
に
断
っ
て
お
く
が
'
本
稿
は
権
力
と
相
互
行
為
を
対
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
後
者
に
お
け
る
権
力
性
を
否
定
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
相
互
行
為
分
析
は
'
「
権
力
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
実
在
性
を
'
一
つ
の
相
互
行
為
現
象
と
し
て
」
　
(
西
阪
、
一
九
九

七
へ
一
〇
七
頁
)
扱
う
こ
と
も
含
意
す
る
。
相
互
行
為
へ
の
注
目
は
、

抑
圧
-
服
従
と
い
う
特
定
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
予
定
調
和
的
に
事
象

を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
や
り
取
り
を
丹
念
に
追
い
へ

そ
こ
か
ら
形
成
す
る
特
有
の
権
力
関
係
や
現
実
の
構
成
を
見
て
い
く

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
稿
は
相
互
行
為
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上

で
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
の
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
形
式
を
分
析

す
る
。

三
　
r
,
I
-
-
ス
ク
ー
ル
A
に
お
け
る
社
会
的
現
実

以
上
の
視
点
を
踏
ま
え
つ
つ
へ
本
節
で
は
'
①
ス
タ
ッ
フ
は
生
徒

を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
援
助
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
②
ス
タ
ッ
フ

の
語
り
は
、
生
徒
の
い
か
な
る
状
態
あ
る
い
は
行
為
と
相
互
に
反
照
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(149)不登校経験について「語らない」ということ

し
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
点
を
軸
に
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の

m
四

社
会
空
間
の
分
析
を
試
み
る
。
特
に
後
者
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と

で
も
沈
黙
が
ス
タ
ッ
フ
側
の
一
方
的
な
権
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

ス
タ
ッ
フ
/
生
徒
の
相
互
行
為
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
強
調
し

た
い
。三

・
一
　
7
-
-
ス
ク
ー
ル
A
の
概
要

フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
は
'
一
九
七
五
年
に
経
営
者
で
あ
る
ス
タ
ッ

フ
D
に
よ
っ
て
学
習
塾
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
場
所
は
東
京
都
Ⅹ
区

に
あ
り
へ
　
ス
タ
ッ
フ
D
の
自
宅
の
一
階
部
分
を
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
と

し
て
開
放
し
て
い
る
。
八
〇
年
代
に
数
多
く
の
不
登
校
児
が
学
習
塾

に
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
'
ス
タ
ッ
フ
D
は
子
供
の
危
機
を
感
じ
、

学
習
塾
を
閉
鎖
し
'
7
-
-
ス
ク
ー
ル
に
特
化
す
る
こ
と
に
し
た
と

い
う
。二

〇
〇
二
年
現
在
で
は
'
所
属
生
徒
数
三
〇
名
、
常
勤
ス
タ
ッ
フ

三
名
へ
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ
八
名
ほ
ど
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

で
あ
る
。
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
不
登
校
児
で
あ
る
が
'
引
き
こ
も
り

や
精
神
障
害
者
と
さ
れ
る
人
々
も
所
属
し
て
い
る
。
そ
れ
故
へ
年
齢

構
成
は
一
〇
代
か
ら
三
〇
代
ま
で
と
広
範
で
あ
る
。
と
は
い
え
不
登

校
児
の
た
め
の
居
場
所
で
あ
る
た
め
へ
一
〇
代
前
半
の
生
徒
が
多
い
。

生
徒
数
は
三
〇
名
で
あ
る
が
'
通
常
一
〇
名
は
ど
の
生
徒
が
集
ま
る

:o:

傾
向
に
あ
る
。
基
本
的
に
毎
日
開
か
れ
て
お
り
へ
午
前
九
時
か
ら
午

後
九
時
ま
で
生
徒
が
い
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
通
う
時
間
は
生
徒

に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
午
後
一
時
以
降
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
る
。

生
徒
は
毎
H
通
っ
て
く
る
者
も
い
る
が
'
週
に
数
回
、
あ
る
い
は
月

に
一
回
だ
け
の
生
徒
も
い
る
。
生
徒
に
よ
っ
て
通
う
回
数
が
異
な
る

'

'

蝣

」

-

/

た
め
へ
　
料
金
も
生
徒
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

7
-
-
ス
ク
ー
ル
A
に
お
い
て
は
'
授
業
は
行
っ
て
お
ら
ず
へ
希

望
す
る
生
徒
に
対
し
て
ス
タ
ッ
フ
が
個
別
に
勉
強
を
教
え
て
い
る
。

7
-
-
ス
ク
ー
ル
で
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
は
う
　
生
徒
に
任
せ
ら
れ

て
お
り
へ
　
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は
パ
ソ
コ
ン
や
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
、
漫
画

や
本
を
読
ん
だ
り
な
ど
し
て
過
ご
し
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
も
生
徒
と

遊
ん
だ
り
'
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

不
登
校
児
へ
の
援
助
を
実
践
す
る
上
で
'
ス
タ
ッ
フ
が
重
視
し
て

い
る
の
は
'
臨
床
心
理
学
の
知
識
で
あ
る
。
た
だ
し
設
立
者
の
ス

タ
ッ
フ
D
は
大
学
な
ど
の
教
育
機
関
で
そ
う
し
た
知
識
に
関
す
る
特

別
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
彼
は
心

理
学
や
精
神
医
学
へ
　
そ
の
他
の
児
童
福
祉
に
関
わ
る
多
く
の
専
門
書

を
読
み
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
活
動
で
得
ら
れ
た
臨
床
資
料
と
そ
の
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理
論
を
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
独
自
の
研
究
・
実
践
を
行
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
知
識
は
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
研
修
や
日
常
会
話
を
通
じ
て

伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
は
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や

精
神
科
医
な
ど
の
専
門
家
と
の
交
流
も
持
っ
て
お
り
へ
　
彼
ら
が
研
修

の
た
め
に
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
を
訪
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

特
徴
か
ら
、
7
-
-
ス
ク
ー
ル
A
の
ス
タ
ッ
フ
を
い
わ
ゆ
る
「
専
門

家
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
'
臨
床
心
理
士
や
医
師

な
ど
の
資
格
に
お
い
て
援
助
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
へ
　
独
自

性
の
強
い
実
践
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
は
'
こ
の
よ
う
な
専
門
知
識
で
不
登
校
が

理
解
さ
れ
る
故
に
、
そ
の
原
因
は
個
々
人
に
還
元
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
例
え
ば
ス
タ
ッ
フ
は
障
害
概
念
に
お
い
て
不
登
校
児
を
捉
え
て

い
る
が
'
こ
れ
は
こ
う
し
た
傾
向
の
一
つ
の
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
不
登
校
児
の
多
-
は
生
き
る
意
欲
を
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
を

回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
脳
内
物
質
(
セ
ロ
ト
ニ
ン
や
ド
ー
パ
ミ
ン
)

の
活
性
化
が
必
要
で
あ
る
と
ス
タ
ッ
フ
は
し
ば
し
ば
語
る
。

と
は
い
え
へ
　
ス
タ
ッ
フ
は
薬
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
物
質
を
活
性
化

さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

薬
を
使
わ
ず
に
'
意
欲
を
引
き
出
す
た
め
の
独
自
の
セ
ラ
ピ
ー
が
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
と
呼
ば
れ
、
希
望
す
る
五

名
か
ら
八
名
ほ
ど
の
生
徒
と
共
に
国
内
外
の
自
然
豊
か
な
地
域
に
出

向
き
、
自
然
体
験
や
現
地
の
人
々
と
の
交
流
を
す
る
こ
と
が
主
な
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
そ
う
し
た
場
所
で
の
楽
し
い
体
験

が
そ
う
し
た
物
質
を
引
き
出
し
、
生
き
る
意
欲
を
回
復
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
と
言
う
。
こ
の
企
画
に
は
'
心
理
学
を
学
ん
だ
セ
ラ
ピ
ス
ト

も
同
行
L
へ
生
徒
の
援
助
だ
け
で
な
-
、
他
の
ス
タ
ッ
フ
の
研
修
に

も
協
力
す
る
。
こ
こ
で
い
う
セ
ラ
ピ
ー
や
援
助
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
な
ど
の
治
療
実
践
で
は
な
く
へ
　
生
徒
が
遊
び
楽
し
む
こ
と
を
重
視

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
は
、
日
常
に
お
け
る
援
助
だ
け
で
な
く
へ

セ
ラ
ピ
ー
な
ど
の
実
践
を
通
じ
て
へ
　
最
終
的
に
は
不
登
校
児
が
社
会

(
学
校
)
復
帰
で
き
る
意
欲
を
取
り
戻
す
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い

る
。
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
は
様
々
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
が
'
本
稿

は
分
析
の
対
象
を
沈
黙
の
相
互
作
用
的
側
面
に
一
貫
す
る
こ
と
に
し
、

そ
の
援
助
実
践
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
議
論
し

た
い
と
思
う
。
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三
・
二
　
調
査
の
概
要

筆
者
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A

に
関
わ
っ
て
き
た
。
調
査
に
関
し
て
も
採
用
時
に
許
可
さ
れ
た
。
本
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稿
は
'
二
〇
〇
二
年
七
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
ま
で
の
調
査
へ

及
び
二
〇
〇
四
年
四
月
以
降
に
行
っ
て
い
る
調
査
で
得
た
資
料
か
ら

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
調
査
の
場
面
は
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の

生
徒
の
日
常
会
話
を
中
心
に
'
ス
タ
ッ
フ
同
士
の
会
話
へ
　
ス
タ
ッ
フ

の
講
演
会
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
日
常
会
話
に
つ
い
て
は
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
な
ど
に
録
音
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
帰
宅
後

ノ
ー
ト
に
会
話
の
内
容
を
記
録
す
る
と
い
う
方
法
を
と
り
'
ス
タ
ッ

フ
の
講
演
会
及
び
研
修
会
に
限
っ
て
テ
ー
プ
に
録
音
し
た
。
ま
た
得

ら
れ
た
資
料
へ
及
び
資
料
か
ら
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
ス
タ
ッ
フ
か

ら
事
前
に
批
評
を
受
け
て
修
正
す
る
過
程
を
経
て
い
る
。

三
・
三
　
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
の
社
会
空
間
の
構
成

ま
ず
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
の
社
会
空
間
を
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
か
ら
描

い
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
ス
タ
ッ
フ
が
生
徒
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
の
か
へ
　
そ
し
て
そ
の
捉
え
方
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
社
会

空
間
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
へ
　
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。

リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
は
、
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
か
ら
紹
介
を
受

け
て
通
う
こ
と
に
な
っ
た
生
徒
が
多
い
。
そ
う
し
た
専
門
家
の
診
断

に
よ
っ
て
、
生
徒
の
障
害
を
確
認
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
'

ス
タ
ッ
フ
が
独
自
に
親
や
生
徒
と
の
面
談
で
得
ら
れ
た
情
報
、
あ
る

い
は
生
徒
の
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
で
の
生
活
態
度
か
ら
判
断
し
'
「
○

○
障
害
」
と
認
識
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
面
談
の
後
へ
生
徒
の
情

報
や
接
し
方
に
つ
い
て
は
へ
常
勤
の
ス
タ
ッ
フ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ス
タ
ッ
フ
に
も
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は

ス
タ
ッ
フ
の
問
で
の
み
や
り
取
り
さ
れ
る
も
の
で
'
生
徒
に
告
知
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
ら
は
こ
う
し
た
認
識
を
参
照
し
な
が

ら
、
生
徒
と
接
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
語
り
が
観
察
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
次
の
会
話
を
事
例
と
し
て
み
て
い
き
た
い
。

三
・
三
・
一
　
7
-
-
ス
ク
ー
ル
A
の
人
間
認
識

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
を
調
査
し
て
す
ぐ
に
観
察
で
き
た
の
は
、
ス

タ
ッ
フ
が
生
徒
を
障
害
概
念
で
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ

【
事
例
こ

ス
タ
ッ
フ
　
P
は
最
近
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
か
ら
へ
　
セ
ラ
ピ
ー
ツ

ア
ー
に
連
れ
て
行
こ
う
と
患
っ
て
い
る
。

新
人
ス
タ
ッ
フ
　
何
か
あ
っ
た
ん
で
す
か
?

ス
タ
ッ
フ
　
Ⅹ
さ
ん
を
殴
っ
て
し
ま
っ
て
。
や
は
り
あ
の
　
(
A
D

H
D
の
障
害
を
持
つ
)
　
三
人
が
原
因
に
な
っ
て
い
る
み
た
い
。
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新
人
ス
タ
ッ
フ
　
ど
う
し
て
三
人
一
緒
に
い
る
と
イ
ラ
イ
ラ
す
る

の
に
'
一
緒
に
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
?

ス
タ
ッ
フ
　
そ
れ
が
<
Q
K
P
の
特
質
だ
と
思
う
よ
。
こ
の
前
も

フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
に
三
人
が
来
て
'
一
二
人
と
も
す
ご
-
イ
ラ
イ

ラ
し
て
い
た
。
で
も
ち
ょ
っ
と
違
う
話
を
こ
ち
ら
か
ら
振
っ
て
あ

げ
た
ら
へ
　
す
ぐ
に
笑
顔
を
取
り
戻
し
た
よ
。
彼
ら
の
話
を
本
気
に

な
っ
て
聞
-
の
で
は
な
く
て
、
(
三
人
の
会
話
の
)
　
関
係
性
を
崩

し
て
あ
げ
る
の
が
い
い
と
思
う
。
ま
と
も
に
聞
い
て
し
ま
っ
て
は
'

自
分
が
傷
つ
い
て
し
ま
う
か
ら
ね
。
平
等
が
大
切
だ
と
い
う
け
れ

ど
へ
彼
ら
が
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
接
す
る
の
が

い
い
と
思
う
よ
。
そ
れ
が
差
別
だ
っ
て
言
う
人
も
い
る
け
れ
ど
へ

自
分
た
ち
と
同
じ
だ
と
し
て
接
し
て
も
ち
　
こ
ち
ら
が
イ
ラ
イ
ラ
し

て
自
分
も
傷
つ
-
L
へ
相
手
も
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
や

は
り
違
い
を
認
め
た
上
で
の
平
等
と
い
う
認
識
を
も
つ
必
要
が
あ

る
と
思
う
。
(
二
〇
〇
三
年
八
月
十
四
日
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
)

こ
の
語
り
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
も
　
ス
タ
ッ
フ
と
生
徒
p
は

<
Q
f
f
i
O
　
(
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
)
な
ど
の
障
害
概
念
で
区
別
が

さ
れ
て
い
る
Q
　
そ
れ
は
生
徒
の
暴
力
的
な
振
舞
い
か
ら
^
O
f
f
i
P
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
他
の
生
徒
に
つ

い
て
も
へ
　
そ
の
行
為
に
応
じ
て
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
　
「
L
D
　
(
学
習

障
害
)
」
へ
　
「
情
緒
障
害
」
、
「
人
格
障
害
」
へ
　
「
自
閉
症
」
へ
　
「
○
○
が
で

き
な
い
性
格
」
と
い
っ
た
個
々
の
人
格
を
示
す
語
り
で
説
明
が
さ
れ

t
a
,
i

て
い
る
。
最
近
の
不
登
校
児
は
こ
う
し
た
障
害
を
持
っ
て
お
り
へ
　
学

校
教
育
は
こ
う
し
た
生
徒
を
受
け
入
れ
る
体
制
を
整
え
て
い
な
い
と

ス
タ
ッ
フ
は
語
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
障
害
を
も
つ
者
は
'
精
神

的
に
デ
-
ケ
-
ト
で
あ
り
'
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
と
も
ス

タ
ッ
フ
は
説
明
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
そ
う
し
た
障
害
概
念
に
よ
っ
て

生
徒
を
客
体
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
や
り
方
で
接
す
る
。
例
え

ば
「
○
○
障
害
の
○
○
君
の
場
合
は
し
っ
か
り
と
相
手
に
し
て
あ
げ
.

る
」
へ
　
あ
る
い
は
　
「
○
○
が
で
き
な
い
○
○
さ
ん
の
場
合
は
つ
か
ず

離
れ
ず
に
接
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
'
生
徒
が
ど
の
障
害
を
持
っ

て
い
る
か
に
よ
っ
て
へ
　
ス
タ
ッ
フ
の
接
し
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
引

用
し
た
語
り
に
ス
タ
ッ
フ
が
傷
つ
い
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
「
障

害
者
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
接
す
る
は
う
が
い
い
」
と
あ
る

よ
う
に
'
障
害
概
念
は
援
助
を
行
う
上
で
、
ス
タ
ッ
フ
自
身
の
身
を

守
る
た
め
の
必
要
な
認
識
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
生
徒
の

個
々
の
分
類
は
'
生
徒
の
行
為
を
理
解
可
能
な
も
の
に
L
へ
　
ど
の
よ

う
な
接
し
方
が
良
い
の
か
を
決
定
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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生
徒
が
　
「
不
登
校
児
で
あ
る
」
　
こ
と
、
「
障
害
を
も
っ
て
い
る
」

こ
と
へ
　
「
精
神
的
に
デ
-
ケ
1
-
で
あ
る
」
　
こ
と
。
こ
れ
ら
の
認
識

の
結
び
つ
き
は
'
ス
タ
ッ
フ
が
生
徒
を
発
達
心
理
学
的
な
意
味
で
の

子
供
、
す
な
わ
ち
未
熟
で
ま
だ
自
立
で
き
な
い
主
体
と
し
て
見
な
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ス
タ
ッ
フ
は
'
こ
う
し
た
子
供
認

識
に
基
づ
い
て
援
助
を
行
う
。
先
行
研
究
の
枠
組
み
で
あ
れ
ば
'
こ

の
よ
う
な
不
登
校
児
の
捉
え
方
は
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
医
療
化
を
通
じ

た
抑
圧
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
に
お

い
て
へ
　
こ
の
語
り
方
は
生
徒
の
直
接
的
な
治
療
に
結
び
つ
い
て
お
ら

ず
へ
人
の
捉
え
方
と
接
し
方
の
位
相
に
留
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
障

害
に
つ
い
て
の
語
り
は
生
徒
が
ど
う
振
舞
う
か
に
左
右
さ
れ
へ
　
生
徒

と
の
接
し
方
に
つ
い
て
ス
タ
ッ
フ
間
で
話
し
合
わ
れ
る
場
面
に
お
い

て
、
局
所
的
に
組
織
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
よ

う
な
語
り
方
が
生
徒
の
実
践
や
状
態
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
、
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
か
ら
そ
の
や
り
取
り
を
詳
し

く
見
て
い
き
た
い
。

を
問
わ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。【

事
例
一
一
】

ス
タ
ッ
フ
　
こ
こ
で
は
'
こ
ち
ら
か
ら
あ
え
て
自
分
の
経
験
を
語

ら
せ
た
り
は
し
な
い
。
本
と
か
あ
る
7
-
-
ス
ク
ー
ル
と
か
で
不

登
校
の
子
供
た
ち
が
'
自
分
の
経
験
を
語
っ
て
い
る
の
を
み
る
け

ど
、
結
構
語
ら
せ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

筆
者
　
で
は
'
こ
こ
で
は
経
験
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
は
な
い

ん
で
す
ね
。

ス
タ
ッ
フ
　
日
常
的
に
語
り
合
う
こ
と
は
な
い
ね
。
わ
ざ
わ
ざ
こ

こ
で
語
り
合
う
必
要
も
な
い
し
'
あ
え
て
こ
ち
ら
か
ら
語
ら
せ
る

必
要
も
な
い
。
精
神
的
に
追
い
詰
め
て
し
ま
う
か
ら
ね
。

(
二
〇
〇
三
年
l
〇
月
三
〇
日
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
)

三
二
二
・
二
　
援
助
実
践
と
し
て
の
沈
黙

第
二
即
で
述
べ
た
よ
う
に
'
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
の
特
徴
的
な
援

助
実
践
と
し
て
'
ス
タ
ッ
フ
が
生
徒
に
対
し
て
不
登
校
経
験
や
素
性

こ
の
語
り
の
最
後
に
　
「
精
神
的
に
追
い
詰
め
て
し
ま
う
か
ら
」
と

あ
る
よ
う
に
、
生
徒
に
自
ら
の
経
験
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
せ
る
こ

と
が
精
神
的
に
過
酷
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
危
懐
か
ら
'
ス
タ
ッ
フ

は
不
登
校
に
関
す
る
話
題
や
問
い
を
回
避
し
て
い
る
。
不
登
校
-
坐

徒
を
精
神
的
に
追
い
詰
め
る
も
の
と
い
う
認
識
は
'
ス
タ
ッ
フ
に
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と
っ
て
不
登
校
が
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
し
か
し
た
だ
単
に
経
験
の
語
り
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
意
図
が
存
在
す
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

【
事
例
三
】

ス
タ
ッ
フ
　
生
徒
が
ど
う
語
る
か
よ
り
も
'
こ
こ
に
い
て
安
心
す

る
と
か
'
楽
し
い
と
感
じ
て
く
れ
る
ほ
う
が
大
切
だ
と
思
う
よ
。

理
解
し
て
も
ら
え
る
か
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
生
徒
は
こ

こ
に
い
る
だ
け
で
い
い
ん
だ
よ
ね
。

(
二
〇
〇
三
年
1
0
月
三
〇
日
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
)

こ
の
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
に
も
あ
る
よ
う
に
も
　
7
-
-
ス
ク
ー
ル
A

で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
'
生
徒
に
と
っ
て
　
「
安
心
」
　
や
　
「
楽
し

さ
」
を
与
え
る
よ
う
な
空
間
の
構
築
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
空
間

で
は
'
不
登
校
に
対
す
る
生
徒
の
不
安
や
ス
テ
ィ
グ
マ
の
想
起
を
可

能
な
限
り
回
避
し
'
生
徒
の
自
尊
心
を
保
つ
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て

い
る
。
【
事
例
二
】
と
【
事
例
三
】
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
ス

タ
ッ
フ
に
と
っ
て
不
登
校
の
経
験
を
問
う
こ
と
は
'
生
徒
に
そ
う
し

た
感
情
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
う
行
為
で
あ
り
'
回
避
す
べ
き
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
が
'
こ
こ
で
回
避
さ
れ
る
の
は
'
不
登
校
の
状
態
や

ス
テ
ィ
グ
マ
に
限
定
さ
れ
な
い
。
次
に
回
避
の
範
囲
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。

ス
タ
ッ
フ
は
'
【
事
例
三
】
　
に
あ
る
よ
う
な
、
「
こ
こ
に
い
て
安
心

す
る
」
　
た
め
の
空
間
を
構
築
す
る
た
め
に
へ
　
人
と
の
　
「
遊
び
」
　
と

「
場
所
の
雰
囲
気
」
　
を
重
視
し
て
い
る
と
語
る
。
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

に
は
'
多
く
の
パ
ソ
コ
ン
や
漫
画
へ
　
本
、
ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
ゲ
ー
ム

が
あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
も
加
わ
っ
て
'
生
徒
と
遊
ぶ
。
ま
た
場
所
に
関

し
て
は
、
学
校
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
学
校
に
あ
る
よ
う
な
椅
子
や

机
な
ど
は
置
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
授
業
も
行
っ
て
お
ら
ず
、

学
習
の
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
も
な
い
。
さ
ら
に
基
本
的
に
掃
除
を
行
わ
ず
'

も
の
を
散
ら
か
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
学
校
的
な
備
品

や
時
間
割
な
ど
の
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
へ
　
整
然
と
し
た
環
境
は
そ
こ
で
の

経
験
を
想
起
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
が
あ
る
か

ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
根
拠
の
な
い
不
安
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な

出
来
事
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
ス
タ
ッ
フ
は
語
る
。

270

【
事
例
四
】

ス
タ
ッ
フ
　
ず
っ
と
前
に
あ
る
生
徒
が
学
校
に
あ
る
よ
う
な
机
と

か
き
ち
ん
と
整
頓
さ
れ
た
雰
囲
気
(
以
前
の
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
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A
)
を
見
て
取
り
乱
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
。
そ
の
経
験

か
ら
こ
う
し
た
環
境
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
部
屋
と
か
廊
下
と

か
汚
い
で
し
ょ
。
ス
タ
ッ
フ
と
か
が
掃
除
す
る
こ
と
も
あ
る
け
ど
'

す
ぐ
に
汚
れ
て
し
ま
う
。

(
二
〇
〇
二
年
七
月
二
二
日
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ツ
)

こ
の
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
に
も
あ
る
よ
う
に
へ
　
こ
の
環
境
は
'
生
徒

と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
学
校
的
環
境
と
対
立
的
に
作
ら
れ
て
い
る
。

経
験
を
問
わ
な
い
こ
と
へ
　
及
び
学
校
的
環
境
の
回
避
は
、
生
徒
の
眼

差
し
や
振
舞
い
か
ら
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
'
実
践
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
'
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
で
語
ら
れ
な
い
の
は
'
不
登

校
に
関
す
る
話
題
だ
け
で
な
く
へ
　
生
徒
の
学
校
経
験
(
不
登
校
の

き
っ
か
け
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
)
　
の
話
題
も
含
ま
れ
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
は
、
生
徒
が
デ
-

ケ
-
ト
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま

た
そ
う
し
た
認
識
は
上
に
述
べ
た
障
害
概
念
や
未
熟
な
主
体
と
し
て

の
子
供
認
識
と
相
互
反
照
的
(
r
e
f
l
e
x
i
v
e
)
な
関
係
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
生
徒
認
識
の
規
範
に
基
づ
い
て
'
ス
タ
ッ
フ
は
'
彼
/
彼

女
ら
に
対
し
て
不
登
校
と
い
う
状
態
に
向
き
合
わ
せ
ず
に
'
ど
う
や

り
過
ご
さ
せ
、
安
心
感
を
与
え
て
い
-
の
か
を
考
え
へ
援
助
実
践
を

行
っ
て
い
る
。
ど
う
援
助
す
る
か
は
、
生
徒
の
眼
差
し
や
振
舞
い
に

(S)

依
存
し
て
お
り
、
7
方
的
で
は
な
い
。

こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
現
れ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
'
本
稿
で
語
ら

な
い
話
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
避
け
て
い
る
話
題
に

限
ら
れ
て
お
り
、
本
当
の
と
こ
ろ
生
徒
が
何
に
沈
黙
し
て
い
る
の
か

は
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
無
論
へ
　
問
い
を

立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
生
徒
が
不
登
校
へ
　
あ
る

い
は
そ
の
他
の
物
事
に
つ
い
て
へ
　
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
を

知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
沈
黙
の
社
会
的
な
側
面
に
拘
る
本
稿
の
関
心
か

ら
す
れ
ば
、
生
徒
個
人
の
　
「
本
当
の
気
持
ち
」
な
る
も
の
は
そ
れ
ほ

ど
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
の
成
員
(
調
査
者
で
あ
る
筆
者

も
含
む
)
　
に
よ
っ
て
へ
　
不
登
校
経
験
や
学
校
経
験
の
語
り
の
回
避
が

達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
な
事
実
に
こ
そ
、
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
。
回
避
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
か

ら
で
し
か
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
回
避
の
対
象
に
つ
い

て
の
語
り
は
'
現
前
の
生
徒
の
存
在
を
前
提
に
し
て
、
は
じ
め
て
意

味
を
成
し
、
社
会
的
現
実
の
断
片
を
反
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
・
三
・
三
　
周
囲
か
ら
の
パ
ッ
シ
ン
グ
ー
沈
黙
の
位
置
づ
け

こ
の
よ
う
な
社
会
空
間
は
'
ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
い
う
「
パ
ッ
シ
ン

グ
」
　
(
G
o
f
f
m
a
n
訳
書
へ
　
二
〇
〇
l
)
　
に
準
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
パ
ッ
シ
ン
グ
と
は
ヘ
　
ス
テ
ィ
グ
マ
を
持
つ
者
が
自
ら
の
素
性

を
隠
し
な
が
ら
や
り
過
ご
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
へ
　
以
上
で

示
し
た
こ
と
は
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
出
口
は
「
痴
呆
性
老
人
」
　
の
分

析
か
ら
ゴ
ッ
フ
マ
ン
の
パ
ッ
シ
ン
グ
概
念
を
発
展
さ
せ
、
「
パ
ッ
シ

ン
グ
・
ケ
ア
」
と
い
う
概
念
を
提
起
す
る
　
(
出
口
へ
　
二
〇
〇
〇
)
0

「
パ
ッ
シ
ン
グ
・
ケ
ア
」
　
と
は
ヘ
　
ス
テ
ィ
グ
マ
を
経
験
し
て
い
る
本

人
に
よ
る
パ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な
く
へ
周
閲
の
側
か
ら
の
パ
ッ
シ
ン
グ

を
意
味
し
て
い
る
。
出
口
の
　
「
痴
呆
性
老
人
」
　
の
事
例
を
引
用
す
る

な
ら
ば
へ
　
そ
れ
は
本
人
に
　
「
呆
け
」
と
直
面
さ
せ
る
こ
と
は
残
酷
で

あ
る
と
し
て
'
周
囲
の
者
が
そ
の
様
態
を
包
み
隠
す
と
い
っ
た
ケ
ア

の
実
践
を
指
す
。
無
論
へ
　
「
痴
呆
性
老
人
」
　
と
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A

を
同
等
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
グ

マ
を
経
験
す
る
者
に
対
し
て
'
周
囲
か
ら
ス
テ
ィ
グ
マ
を
回
避
し
よ

う
と
す
る
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
形
式
は
'
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A

の
ス
タ
ッ
フ
の
実
践
を
考
え
る
上
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
不
登
校
の

原
因
に
関
す
る
問
い
の
回
避
や
学
校
的
環
境
を
可
能
な
限
り
排
除
L
へ

と
に
か
-
不
登
校
で
い
る
こ
と
を
気
に
せ
ず
に
過
ご
せ
る
よ
う
な
空

間
の
構
築
は
'
「
パ
ッ
シ
ン
グ
・
ケ
ア
」
　
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。

た
だ
し
　
「
痴
呆
性
老
人
」
　
の
場
合
、
「
パ
ッ
シ
ン
グ
・
ケ
ア
」
　
の
対

象
は
本
人
に
向
け
ら
れ
る
が
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
は
'
ス
タ
ッ

フ
が
不
登
校
の
話
題
だ
け
で
な
-
、
学
校
的
環
境
を
回
避
し
て
い
る

実
践
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
へ
　
そ
の
対
象
は
本
人
だ
け
で
な
く
へ
　
そ

の
環
境
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
は
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ

て
一
方
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
節
で
見
て
き
た
よ
う

に
'
ス
タ
ッ
フ
が
生
徒
の
行
為
や
状
態
か
ら
判
断
し
、
行
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
生
徒
が
経
験
に
つ
い
て
語
ら
な
い
空
間
は
'
こ
の
よ
う

な
パ
ッ
シ
ン
グ
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ッ
フ
は
'
生
徒

が
精
神
的
に
デ
-
ケ
-
ト
で
あ
り
、
障
害
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
認

識
を
も
つ
故
に
へ
　
不
登
校
経
験
や
不
登
校
に
関
す
る
話
題
を
回
避
す

る
。
同
時
に
、
生
徒
が
自
ら
の
素
性
や
経
験
を
語
ら
な
い
で
い
る
か

ら
こ
そ
へ
　
デ
-
ケ
-
ト
な
存
在
と
し
て
の
生
徒
認
識
が
'
ス
タ
ッ
フ

に
よ
っ
て
よ
り
l
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ス
タ
ッ
フ
の

「
パ
ッ
シ
ン
グ
・
ケ
ア
」
　
も
'
精
神
的
な
デ
リ
ケ
ー
ト
さ
へ
の
配
慮

や
障
害
認
識
と
相
互
に
関
連
し
た
実
践
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
　
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
で
は
'
「
パ
ッ
シ
ン
グ
・
ケ

ア
」
を
通
じ
て
へ
学
校
的
環
境
と
対
立
的
な
空
間
が
構
築
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
社
会
空
間
に
お
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け
る
学
校
的
な
も
の
と
非
学
校
的
な
も
の
と
い
う
分
節
化
の
実
践
と

し
て
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
類
学
者
の
リ
ー
チ
は
'
社
会
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
間
の
境
界
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
'

空
間
と
空
間
の
間
(
例
え
ば
日
常
/
非
日
常
、
中
心
/
周
縁
)
　
の
境

界
領
域
は
　
「
聖
な
る
も
の
」
　
で
あ
り
'
「
タ
ブ
ー
」
　
扱
い
を
受
け
る

と
い
う
　
(
L
e
a
c
h
訳
書
、
一
九
八
一
)
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ
　
人
は
類
似

点
で
は
な
-
相
違
点
に
注
意
を
集
中
し
、
そ
れ
故
、
境
界
が
特
別
な

価
値
を
帯
び
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
あ
る
社
会
的
空
間
の
秩
序

の
保
持
は
、
そ
の
空
間
に
と
っ
て
　
「
場
違
い
な
も
の
」
を
排
除
す
る

こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
　
「
場
違
い
な
も
の
」
と
は
'
す
な

わ
ち
　
「
タ
ブ
ー
」
　
の
焦
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
秩
序
の
あ
り

方
か
ら
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
を
捉
え
る
な
ら
ば
へ
　
ス
タ
ッ
フ
や
生
徒

に
と
っ
て
'
不
登
校
の
話
題
や
学
校
的
環
境
は
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル

の
空
間
の
秩
序
を
脅
か
す
　
「
タ
ブ
ー
」
　
に
他
な
ら
な
い
。
「
パ
ッ
シ

ン
グ
・
ケ
ア
」
　
の
実
践
は
そ
れ
ら
を
排
除
し
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A

の
社
会
的
秩
序
を
構
成
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
フ
-
-
ス

ク
ー
ル
A
の
日
常
に
お
い
て
語
ら
れ
な
い
も
の
は
、
こ
の
　
「
タ

ブ
I
」
と
い
う
境
界
領
域
の
中
に
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
沈
黙
の
対
象

領
域
は
空
間
と
空
間
の
間
に
位
置
、
づ
け
ら
れ
て
お
り
へ
成
員
の
問
の

や
り
取
り
の
中
で
社
会
的
に
決
定
さ
れ
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
の
空

間
を
秩
序
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で
観
察
で
き
る
ス
タ
ッ
フ

/
生
徒
の
関
係
は
'
抑
圧
-
服
従
と
い
っ
た
固
定
的
な
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
意
図
や
認
識
の
差
異
を
強
調
す
る
当
事
者
/
非
当
事
者
と

い
う
枠
組
み
か
ら
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
の
こ
の
よ
う
な
現
実
を
捉

え
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
観
察
で
き
る
の
は
、
互
い
の

互
い
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
交
換
さ
れ
、
空
間
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

が
形
成
さ
れ
て
い
く
や
り
取
り
で
あ
る
。
権
力
概
念
を
使
う
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
生
徒
が
権
力
を
行
使
す
る
側
に
も
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち

生
徒
の
振
る
舞
い
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
受

容
さ
れ
、
そ
し
て
フ
-
ー
ス
ク
ー
ル
A
の
空
間
に
お
い
て
不
登
校
経

験
の
語
り
を
回
避
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
る
。
「
パ
ッ

シ
ン
グ
・
ケ
ア
」
と
い
う
「
場
違
い
な
も
の
」
　
の
排
除
は
'
こ
の
よ

う
な
や
り
取
り
の
中
で
実
践
さ
れ
、
そ
の
後
の
コ
、
,
、
ユ
ニ
ケ
t
シ
ョ

ン
を
規
定
し
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意

味
で
'
フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
に
観
察
で
き
る
不
登
校
経
験
の
沈
黙
は
'

ス
タ
ッ
フ
側
の
一
方
的
な
抑
圧
の
権
力
作
用
の
産
物
と
い
う
よ
り
、

成
員
の
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
に
埋
め
込
ま
れ
た
社
会
的
な
実
践
で

あ
る
と
言
え
る
。
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四
　
結
び
に
か
え
て

本
稿
は
'
不
登
校
経
験
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
こ
と
が
'
非
当
事
者

に
よ
る
一
方
的
な
抑
圧
の
権
力
作
用
で
は
な
く
へ
　
成
員
の
コ
-
ユ
ニ

ケ
-
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
繰

り
返
す
よ
う
に
'
抑
圧
-
服
従
の
枠
組
み
で
事
象
を
捉
え
る
権
力
論

に
お
い
て
、
支
配
的
言
説
へ
の
抵
抗
と
し
て
の
語
り
が
称
揚
さ
れ
る

一
方
で
、
不
登
校
経
験
に
つ
い
て
の
沈
黙
は
批
判
対
象
に
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
こ
の
議
論
で
は
当
事
者
と
非
当
事
者
の
間
の
意
図
や
認

識
の
差
異
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
現
実
へ
の
配
慮
が
乏
し
い
。
そ
も
そ
も
当
事
者
と
非

当
事
者
と
い
う
対
立
項
自
体
へ
抑
圧
1
服
従
の
枠
組
み
を
前
提
に
'

ズ
レ
を
強
調
し
、
特
に
前
者
の
主
体
性
を
取
り
戻
そ
う
と
試
み
る
批

判
的
研
究
あ
る
い
は
運
動
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ

い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
単
な
る
批
判
に
留
め
る
の
で
は
な
-
へ

そ
の
ズ
レ
の
中
に
見
出
せ
る
、
不
登
校
を
め
ぐ
る
多
様
な
コ
-
ユ
ニ

ケ
-
シ
ョ
ン
の
形
式
あ
る
い
は
権
力
関
係
の
形
式
の
多
様
性
を
丹
念

に
見
て
い
-
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
登
校
を
め
ぐ
っ
て

構
成
さ
れ
る
現
実
は
'
い
わ
ゆ
る
「
当
事
者
」
と
さ
れ
る
不
登
校
経

.
験
者
だ
け
で
な
-
'
「
非
当
事
者
」
　
と
さ
れ
る
彼
ら
に
関
わ
る
人
々

と
の
相
関
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
。
こ
の
意
味
で
そ
う
し
た
現
実
に

ア
ク
セ
ス
す
る
者
は
'
誰
し
も
現
実
構
成
の
　
「
当
事
者
」
と
な
る
。

こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
'
当
事
者
/
非
当
事
者
と
い
う
対
立
枠
組
み

は
意
味
を
成
さ
な
い
。
無
論
へ
　
不
登
校
経
験
者
で
あ
る
か
も
　
そ
う
で

な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
内
部
で
も
　
認
識
や
意
図
の
差
異
は
必
然
で

あ
る
。
だ
が
へ
　
こ
の
差
異
を
当
事
者
と
非
当
事
者
と
い
う
対
立
的
な

枠
組
み
に
回
収
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
立
場
に
あ
る
成
員
の
間
で
対

話
的
に
達
成
さ
れ
る
社
会
的
な
事
実
を
見
逃
す
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。

む
し
ろ
へ
　
本
稿
で
主
張
し
た
い
の
は
'
認
識
の
差
異
を
指
摘
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
へ
　
そ
の
差
異
の
内
部
か
ら
'
様
々
な
成
員
の
相
互
行
為

に
お
い
て
成
立
す
る
秩
序
の
構
成
を
記
述
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
'
沈
黙
の
コ
-
ユ
ニ
カ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
に

つ
い
て
の
よ
り
綿
密
な
分
析
を
試
み
る
。
ま
た
広
-
「
社
会
問
題
」

と
さ
れ
る
状
況
を
生
き
る
人
々
や
そ
れ
に
関
わ
る
人
々
に
と
っ
て
の

沈
黙
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
。

*
本
稿
は
'
財
団
法
人
倶
進
会
の
研
究
助
成
　
(
平
成
十
六
年
度
)
　
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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(
-
)
　
不
登
校
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
は
　
「
学
校
嫌
い
」
　
や
「
登
校
拒

否
」
、
「
不
登
校
」
な
ど
様
々
な
定
義
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
'
現

在
に
お
い
て
　
「
不
登
校
」
と
い
う
概
念
が
最
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ

て
い
る
と
判
断
し
'
引
用
な
ど
特
別
な
場
合
を
除
い
て
　
「
不
登
校
」

を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(
2
)
　
浅
野
が
指
摘
す
る
自
己
と
は
、
明
示
的
な
語
り
　
(
書
き
物
)
　
だ

け
に
限
ら
れ
な
い
。
浅
野
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
人
々
は
無
意
識

の
う
ち
に
一
定
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
振

る
舞
い
方
を
選
ん
で
い
る
」
　
(
浅
野
、
二
〇
〇
一
へ
　
六
頁
)
　
の
で
あ

る
。
筆
者
の
前
提
は
安
易
な
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
社
会
学
領
域
(
そ
の
不
登
校
研
究
も
含
め
)
　
に
お
け
る

明
示
的
な
語
り
へ
の
志
向
は
強
い
よ
う
に
思
え
る
。

(
3
)
　
不
登
校
現
象
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
は
へ
朝
倉
(
一
九
九

五
)
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
　
こ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
登
校
拒
否
を
考
え
る
緊
急
集
会

実
行
委
員
全
編
(
一
九
八
九
)
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
　
沈
黙
の
記
述
自
体
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
認

識
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
の
以
下
の
議
論
は
ス
タ
ッ
フ
の

語
り
を
中
心
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
行
為
を
記
述
す
る
方

法
論
に
限
界
を
抱
え
て
い
る
。
特
に
生
徒
が
ス
タ
ッ
フ
か
ら
ど
の
よ

う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
　
お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
と

の
具
体
的
な
相
互
行
為
場
面
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
の
や

り
方
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ー
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
発
話
は
あ
る
状
況
と
相
互
反
照

(
r
e
f
l
e
x
i
v
e
)
　
の
関
係
に
あ
る
　
(
e
.
g
.
G
a
r
f
i
n
k
e
l
,
1
9
6
7
)
-
ま
た

ウ
ィ
-
ダ
I
は
'
「
発
話
や
行
動
は
'
あ
る
I
規
則
I
の
I
陳
述
へ
　
あ
る

⊥
付
動
-
パ
タ
ー
ン
の
事
例
と
し
て
'
意
味
を
獲
得
す
る
。
す
な
わ
ち

規
則
に
従
う
結
果
で
て
き
た
行
動
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
る
確
定
し
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
規
則
と
し
て
'

発
話
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
　
(
W
i
e
d
e
r
訳
書
へ
　
1
九
八
七
へ

1
九
九
頁
)
　
と
指
摘
す
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ

ジ
ス
ト
が
採
用
す
る
視
点
を
参
照
し
'
ス
タ
ッ
フ
の
発
話
を
彼
ら
の

意
図
　
(
こ
こ
で
は
抑
圧
と
い
う
意
図
)
　
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
'

他
者
や
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
捉
え
て
い
-
こ
と
を
強
調
し
た

い
o
　
ス
タ
ッ
フ
の
語
り
の
相
互
反
照
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

フ
-
-
ス
ク
ー
ル
A
に
お
い
て
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
現
実
の
断
片

が
'
浮
き
彫
り
に
な
る
と
考
え
る
O

(
6
)
　
7
-
-
ス
ク
ー
ル
A
で
は
援
助
実
践
者
が
ス
タ
ッ
フ
、
不
登
校

児
が
生
徒
と
し
て
認
識
さ
れ
'
語
ら
れ
る
た
め
へ
　
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ

れ
を
ス
タ
ッ
フ
、
生
徒
と
記
述
す
る
。
ま
た
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
で

は
、
専
ら
経
験
を
語
る
こ
と
へ
　
あ
る
い
は
悩
み
を
相
談
す
る
こ
と
が

否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
電
話
や
メ
ー
ル
な
ど
を
用
い
て

ス
タ
ッ
フ
と
個
別
に
語
り
合
う
こ
と
も
あ
る
O
　
だ
が
本
稿
は
'
不
登

校
現
象
あ
る
い
は
問
韻
に
お
け
る
沈
黙
の
社
会
的
側
面
に
焦
点
を
当

275



一橋論叢　第135巻　第2号　平成18年(2006年) 2月号(160)

て
る
た
め
へ
　
分
析
の
対
象
を
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
A
の
空
間
に
お
け
る

コ
-
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
に
限
定
す
る
。
語
り
の
場
面
に
つ
い

て
は
、
別
稿
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

(
7
)
　
生
徒
数
は
流
動
的
で
あ
る
。
例
え
ば
一
週
間
は
ど
通
っ
て
学
校

復
帰
す
る
か
'
他
の
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
移
る
場
合
も
あ
り
へ
　
正
確

な
人
数
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
状
況
で
あ
る
。

(
8
)
　
月
謝
制
で
あ
り
'
二
万
円
か
ら
四
万
円
で
あ
る
。
面
談
や
電
話

で
の
相
談
は
無
料
で
あ
る
。
運
営
費
用
は
月
謝
だ
け
で
な
く
へ
　
団
体

か
ら
の
助
成
金
や
そ
の
他
の
寄
付
金
で
も
賄
っ
て
い
る
。

(
9
)
　
最
近
で
は
-
<
Q
f
f
i
P
や
L
D
と
い
っ
た
'
い
わ
ゆ
る
軽
度
な
障

害
を
持
つ
子
供
の
た
め
の
居
場
所
も
設
立
さ
れ
て
い
る
。
フ
リ
ー
ス

ク
ー
ル
A
も
特
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
障
害
を

も
つ
子
供
を
受
け
入
れ
て
い
る
　
(
む
し
ろ
そ
の
障
害
の
た
め
に
不
登

校
に
な
っ
た
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
)
。
ス
タ
ッ
フ
に
よ
れ
ば
'

生
徒
に
よ
っ
て
は
複
数
の
障
害
を
持
つ
と
い
う
。

(
S
)
　
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
立
場
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
筆
者
は
試
し

に
何
度
か
生
徒
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