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今
井
誉
次
郎
の
教
育
論
と
西
多
摩
プ
ラ
ン

今
井
誉
次
郎
の
教
育
論
の
研
究
視
点
と
課
題

　
戦
後
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
造
運
動
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
を
ふ
り

返
る
と
、
各
地
域
の
学
校
で
展
開
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
理

論
的
・
実
践
的
検
討
の
中
に
は
、
教
育
理
論
研
究
老
の
直
接
的

な
指
導
を
受
け
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る

「
川
ロ
プ
ラ
ン
」
は
、
東
京
大
学
教
授
海
後
宗
臣
お
よ
び
海
後
を

中
心
と
し
て
作
ら
れ
た
中
央
教
育
研
究
所
の
指
導
と
協
力
な
し

で
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ

の
「
本
郷
プ
ラ
ン
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
の
ち
に
東
京
大

学
教
授
と
な
っ
た
犬
田
尭
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

ま
た
、
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
福
沢
小
学
校
で
は
、
教
育
学
老
で
、

朱

浩
　
　
東

当
時
の
文
部
省
図
書
監
修
官
第
二
編
纂
課
長
、
石
山
脩
平
の
指

導
を
仰
い
で
い
た
。
足
柄
上
郡
福
沢
小
学
校
編
『
農
村
地
域
杜

会
学
校
』
に
描
か
れ
た
情
景
は
、
当
時
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成

の
雰
囲
気
を
伝
え
る
も
の
な
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
終
戦
直
後
の
昏
迷
の
頃
、
石
山
先
生
が
お
い
で
に
な
る
と

き
は
、
文
部
省
よ
り
退
庁
さ
れ
、
松
田
の
駅
に
つ
か
れ
る
の

が
夜
の
十
時
、
そ
れ
か
ら
職
員
が
自
転
車
の
う
し
ろ
に
ざ
ぶ

と
ん
を
つ
け
て
、
そ
れ
に
の
ら
れ
て
学
校
に
つ
か
れ
る
。
つ

か
れ
る
と
夕
飯
も
そ
こ
そ
こ
に
、
全
職
員
と
夜
の
一
時
二
時

ま
で
の
研
究
、
そ
れ
か
ら
女
の
先
生
は
年
と
っ
た
男
の
先
生

が
自
宅
ま
で
送
り
と
ど
け
た
の
だ
っ
た
。
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次
の
朝
石
山
先
生
は
一
番
の
電
車
で
松
田
を
た
た
れ
て
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

部
省
に
行
か
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
た
し
か
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
に
対
す
る
教
育
学
者
の

積
極
的
な
姿
勢
は
、
日
本
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
歴
史
的
遺
産
を

築
い
た
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
編
成
は
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
（
8
昌
冒
昌
－
q
ω
o
ぎ
〇
一
）
理
論
な
ど
の
他
国
の
教
育
理
論
に

偏
り
、
地
域
教
育
計
画
と
い
い
な
が
ら
も
、
地
域
杜
会
の
民
衆
、

と
り
わ
け
現
場
教
員
の
主
体
的
な
地
域
教
育
計
画
の
模
索
が
十

分
展
開
さ
れ
な
い
う
ら
み
も
あ
っ
た
。
大
田
尭
は
「
本
郷
プ
ラ

ン
」
を
反
省
的
に
検
討
す
る
際
、
「
東
京
か
ら
の
情
報
が
、
教
育

計
画
と
い
う
も
の
を
す
す
め
る
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
、
何
よ
り
も
こ
の
計
画
の
弱
さ
を
示
す
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
か
っ
た
か
と
思
う
わ
け
で
す
」
と
述
懐
し
て
お
り
、
地
域
教

育
計
画
の
弱
さ
を
計
画
作
成
過
程
の
手
続
き
の
中
に
求
め
よ
う

と
し
た
。

　
し
か
し
、
終
戦
直
後
の
同
じ
教
育
改
革
の
時
期
に
、
「
川
ロ
プ

ラ
ン
」
「
本
郷
プ
ラ
ン
」
の
よ
う
な
教
育
学
者
の
直
接
的
な
指

導
．
参
加
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
教
育
計
画
以
外
に
も
、
現
場
教

員
の
主
体
的
な
模
索
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
教
育
計
画
が
あ
っ

た
。
当
時
、
東
京
都
西
多
摩
小
学
校
に
勤
め
て
い
た
教
員
、
今

井
誉
次
郎
の
教
育
実
践
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
今
井
誉
次
郎
（
一
九
〇
六
～
一
九
七
七
）
は
、
岐
阜
県
出
身

で
、
一
九
二
〇
年
、
同
県
切
井
小
学
校
卒
業
後
、
同
校
の
代
用

教
員
と
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
岐
阜
県
師
範
学
校
本
科
第
二

部
に
入
学
し
、
翌
年
卒
業
後
、
一
九
二
七
年
に
入
隊
、
そ
の
二

年
後
、
岐
阜
県
加
納
小
学
校
兼
岐
阜
県
女
子
師
範
学
校
訓
導
に

着
任
し
た
。
一
九
三
〇
年
八
月
、
岐
阜
新
教
育
同
好
会
が
主
催

す
る
第
二
回
新
興
綴
方
講
習
会
に
参
加
し
た
こ
と
を
契
機
に
、

生
活
綴
方
教
育
運
動
の
担
い
手
の
一
人
と
な
り
、
一
九
四
五
年

の
終
戦
ま
で
岐
阜
県
、
東
京
都
の
小
学
校
で
綴
方
教
育
を
中
心

と
し
た
自
ら
の
教
育
実
践
に
敢
り
組
ん
だ
。
一
九
四
六
年
四
月
、

東
京
都
西
多
摩
郡
西
多
摩
小
学
校
に
転
任
し
た
頃
か
ら
、
戦
後

学
制
改
革
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
杜
会
科
教
育
の
実
践
を
中
心

に
、
自
分
な
り
の
民
主
的
教
育
の
模
索
を
行
っ
た
。
一
九
五
二

年
四
月
ま
で
の
問
に
、
西
多
摩
小
学
校
の
教
育
計
画
「
西
多
摩

7
ラ
ン
」
の
作
成
、
西
多
摩
民
主
主
義
研
究
会
、
生
活
協
同
購
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買
利
用
組
合
の
創
設
に
参
画
、
ま
た
西
多
摩
小
学
校
で
の
実
践

を
も
と
に
『
農
村
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
践
』
『
帰
ら
ぬ
教
え

子
－
教
師
の
反
省
記
録
』
な
ど
を
著
し
た
。
一
九
五
二
年
四

月
、
西
多
摩
小
学
校
退
任
の
後
、
杜
会
認
識
形
成
の
問
題
、
国

語
教
育
の
問
題
及
ぴ
児
童
文
学
方
面
の
執
筆
を
続
け
た
。

　
一
九
七
〇
年
代
以
来
、
終
戦
直
後
の
今
井
の
教
育
実
践
に
関

す
る
研
究
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
歴

史
教
育
老
協
議
会
の
『
地
域
に
根
ざ
す
歴
史
教
育
の
創
造
』
で

は
、
地
域
に
根
ざ
す
教
育
の
歴
史
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
現
場
教
員
の
主
体
的
な
模
索
が
注
目
さ
れ
、

　
農
村
の
子
供
た
ち
の
現
実
を
直
視
し
て
、
最
初
か
ら
学
力

低
下
の
問
題
や
平
和
の
問
題
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
村
全
体
を
教
室
と
考
え
て
、
実
杜
会
を
直
視
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

の
中
か
ら
学
習
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。

と
い
う
視
点
か
ら
、
終
戦
直
後
の
今
井
の
教
育
実
践
が
肯
定
的

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
終
戦
直
後
の
今
井
の
教
育
実
践
に
関
す
る
研
究
は
、
全
体
と

し
て
杜
会
科
教
育
論
の
範
囲
で
な
さ
れ
て
い
る
。
谷
川
彰
英
は
、

今
井
の
児
童
各
自
の
自
主
的
学
習
を
中
心
と
し
た
合
科
学
習
の

理
論
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
今
井
が
日
本
の
平
和
と
完
全
な
独

立
を
杜
会
科
の
目
標
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
彼
の
杜
会
科
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

育
論
を
「
あ
ま
り
に
狭
い
二
兀
論
的
」
な
も
の
だ
と
述
べ
た
。

木
村
勝
彦
は
「
『
西
多
摩
プ
ラ
ン
』
に
お
け
る
杜
会
科
教
育
論
の

考
察
－
今
井
誉
次
郎
の
杜
会
科
教
育
論
の
視
点
か
ら
ー
」

と
題
し
た
論
文
の
中
で
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
と
今
井
の
杜
会
科

教
育
論
の
差
異
に
注
目
し
、

　
今
井
の
杜
会
科
教
育
論
に
お
い
て
は
、
地
域
な
い
し
身
近

な
課
題
が
無
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が

二
兀
論
的
目
標
論
の
陰
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で

（
5
）

あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

　
谷
川
・
木
村
は
今
井
の
杜
会
科
教
育
論
を
二
兀
論
的
な
も
の

と
し
て
、
そ
の
限
界
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
今
井
実
践
に

お
い
て
は
生
活
文
の
位
置
づ
け
ら
れ
方
は
、
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農
村
の
封
建
性
や
後
進
性
を
告
発
す
る
（
子
ど
も
に
表
現

さ
れ
る
）
に
と
ど
ま
つ
て
、
そ
の
生
活
文
を
生
か
し
て
（
媒

介
と
し
て
）
子
ど
も
た
ち
の
多
様
な
思
考
や
認
識
を
発
展
さ

せ
て
い
く
と
い
っ
た
指
導
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で

払
孕

と
す
る
。

　
谷
川
．
木
村
は
、
今
井
の
杜
会
科
教
育
実
践
は
二
兀
論
的
な

目
標
論
を
持
つ
ゆ
え
に
、
具
体
的
な
も
の
が
一
般
的
な
も
の
・

本
質
的
な
も
の
の
一
現
象
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う

限
界
を
有
す
る
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
対
し
て
、

田
中
武
雄
は
「
今
井
の
杜
会
科
論
に
、
子
ど
も
の
日
常
的
・
経

験
的
事
実
か
ら
人
間
一
般
の
基
本
的
問
題
へ
、
あ
る
い
は
個
性

的
．
主
体
的
問
題
把
握
か
ら
本
質
的
解
決
へ
、
す
な
わ
ち
具
体

性
か
ら
一
般
性
（
科
学
性
）
へ
つ
き
ぬ
け
る
と
い
う
方
向
性
を

見
出
す
こ
。
と
が
で
き
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
生
活
綴
方
に
よ
る

具
体
性
・
翼
性
と
科
学
性
の
結
合
は
ど
う
あ
り
う
る
似
純
一

と
い
う
二
つ
の
問
題
提
起
を
行
い
、
さ
ら
に
今
井
杜
会
科
論
の

基
本
は
生
活
綴
方
的
方
法
の
上
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
と
い
っ
た

角
度
か
ら
、
今
井
実
践
に
お
け
る
具
体
的
な
も
の
の
位
置
づ
け

を
評
価
し
よ
う
と
し
た
。

　
今
井
は
杜
会
科
教
育
の
授
業
展
開
の
中
で
、
一
般
的
な
も
の
、

具
体
的
な
も
の
に
い
か
に
取
り
組
ん
だ
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い

か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
れ
が
今
井
に
関
す
る
議
論
の
争

点
で
あ
る
。
そ
の
議
論
に
よ
つ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
杜
会

科
教
育
の
目
標
と
本
質
を
検
討
す
る
に
際
し
て
の
課
題
と
し
て

考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
今
井
の
杜
会
科
教
育
実
践
は
、
終
戦
直
後
の
地
域

教
育
計
画
編
成
の
時
期
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
・

今
井
の
教
育
実
践
及
び
彼
を
中
心
と
し
て
作
成
さ
れ
た
「
西
多

摩
プ
ラ
ン
」
は
、
地
域
教
育
計
画
と
し
て
も
検
討
さ
れ
る
べ
き

性
格
の
も
の
で
あ
り
、
今
井
が
現
場
の
教
員
、
ま
た
西
多
摩
地

域
の
生
活
考
と
し
て
地
域
教
育
計
画
を
主
体
的
に
探
究
し
た
こ

と
は
独
自
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
今
井
教
育
実
践
と
地
域
と
の
関
係
性
は
先
行
研
究
の
中
で
か

な
ら
ず
し
も
看
過
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
田
中
武
雄
は

今
井
杜
会
科
を
・
地
域
に
根
ざ
す
英
籠
一
と
位
置
づ
け
ち
細
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ま
た
臼
井
嘉
一
は
、
今
井
実
践
の
特
質
を
四
つ
の
側
面
か
ら
追

求
し
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
「
地
域
に
根
ざ
し
地
域
の
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
し
て
の
農
村
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
践
」
を
、
①
「
西

多
摩
プ
ラ
ン
」
作
成
中
、
今
井
及
び
他
の
学
校
教
員
が
地
域
の

人
々
の
協
力
を
求
め
た
こ
と
、
②
村
で
「
公
聴
会
」
を
開
き
、

原
案
に
対
し
て
意
見
を
求
め
た
こ
と
、
な
ど
の
事
実
か
ら
論
じ

た
。

　
し
パ
し
、
臼
井
・
田
中
の
研
究
は
「
地
域
に
根
ざ
す
教
育
」

と
い
っ
た
次
元
で
今
井
実
践
を
と
ら
え
た
も
の
。
の
、
地
域
教
育

計
画
と
し
て
の
今
井
実
践
及
び
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
性
格
は

と
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
体
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
、
今
井
実
践
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」

が
地
域
教
育
計
画
の
次
元
で
検
討
さ
れ
る
．
こ
と
が
な
か
つ
た
の
。

は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
終
戦
直
後
の
地
域
教
育
計
画
を
あ

る
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
終
戦
直
後
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
運
動
の
流
れ
に
関

す
る
議
論
へ
の
理
解
の
一
助
と
し
て
、
二
つ
の
論
述
を
引
く
、
一

と
に
す
る
。

　
　
一
つ
は
小
川
利
夫
の
論
で
あ
る
。
小
川
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

改
造
の
具
体
的
な
動
き
に
は
三
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
は
文
部
省
の
い
わ
ぱ
学
習
指
導
要
領
型
で
あ
り
、
第

二
は
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
連
盟
（
一
九
四
八
年
－
昭
和

二
三
・
一
〇
、
加
盟
校
約
六
〇
校
）
の
い
わ
ば
「
生
活
教
育
」

型
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
造
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
右

の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
一
連
の
「
地
域
教
育
計

画
」
型
あ
る
い
は
「
全
村
学
校
」
型
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

動
き
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
整
理
し
て
い
る
。

田
は
い
う
。

い
ま
一
つ
は
磯
田
一
雄
の
論
で
あ
る
。
磯

　
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
動
に
は
、
全
体
的
に
み
て
二
つ
の
潮
流

が
あ
っ
た
。
　
一
つ
は
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
動
の
潮
流
で

あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
計
画
を
ふ
く
む
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

教
育
計
画
の
作
成
と
実
践
の
潮
流
で
あ
る
。
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地
域
教
育
計
面
の
潮
流
を
分
析
す
る
際
、
磯
田
は
そ
の
起
源

を
ア
メ
リ
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
理
論
の
導
入
に

求
め
、
さ
ら
に
東
京
犬
学
の
教
官
・
率
業
生
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
に
関
し
た
理
論
研
究
の
蓄
積
、
及
び
そ
の

研
究
を
基
礎
に
形
成
さ
れ
た
杜
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
構

想
さ
れ
た
学
校
教
育
の
あ
り
方
を
、
地
域
教
育
計
画
の
背
景
と

し
た
。

　
小
川
・
磯
田
の
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
終
戦
直
後
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
改
造
運
動
に
お
け
る
地
域
教
育
計
画
の
捉
え
方
は
か

な
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
磯
田

の
論
は
一
つ
の
地
域
教
育
計
画
理
解
の
図
式
を
提
供
し
て
い
て
、

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
終
戦
直
後
の

地
域
教
育
計
画
が
「
川
ロ
プ
ラ
ン
」
・
「
本
郷
プ
ラ
ン
」
の
み
に

よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
地
域
教
育

計
画
に
関
す
る
概
念
の
図
式
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
終
戦
直
後
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
動
の
流
れ
と
そ
の
性
質
の
分

析
は
き
わ
め
て
難
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
七
年
八
月
、
東
京
大
学
内
に
設
け
ら
れ
た
東
大
カ
ゾ

キ
ュ
ラ
ム
研
究
会
に
よ
り
一
九
四
八
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
調

査
に
よ
る
と
、
教
育
研
究
に
携
わ
っ
た
全
国
の
二
二
五
校
の
中

で
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
は
五
五
校
、

生
活
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
四
八
校
、
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研

究
八
一
校
、
そ
の
外
に
郷
土
杜
会
学
校
研
究
三
一
校
、
学
校
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

営
の
研
究
一
〇
校
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
理
論
的
背
景
を
も
ち
、
そ
の
性
格
・
構
造
は
同
じ
で
は
な
か

ろ
う
。
こ
う
し
た
複
雑
な
構
成
が
地
域
教
育
計
画
の
理
解
を
困

難
な
ら
し
め
る
要
因
で
あ
る
。

　
だ
が
、
戦
後
教
育
改
革
の
全
体
的
な
流
れ
か
ら
見
る
と
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

育
に
お
け
る
中
央
集
権
志
向
の
払
拭
、
地
方
分
権
の
原
則
に
立

つ
教
育
民
主
化
の
推
進
こ
そ
が
教
育
改
革
の
担
う
べ
き
共
通
課

題
で
あ
っ
た
。
教
育
の
問
題
は
地
域
の
中
で
検
討
す
べ
き
で
あ

り
、
地
域
の
存
在
を
無
視
す
る
な
ら
ぱ
、
教
育
計
画
は
な
り
た

た
な
い
と
い
う
潮
流
は
、
戦
後
教
育
改
革
の
特
質
の
一
つ
で
あ

り
、
地
域
教
育
計
画
は
こ
う
し
た
戦
後
教
育
改
革
の
中
で
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
域
教
育
計
画
の
検
討
は

「
川
ロ
プ
ラ
ン
」
・
「
本
郷
プ
ラ
ン
」
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な

く
、
よ
り
広
い
範
囲
で
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
今
井
の
杜
会
科
教
育
実
践
と
「
西
多
摩
プ
ラ
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ン
L
作
成
の
全
体
像
を
一
つ
の
地
域
教
育
計
画
の
試
み
と
し
て

と
ら
え
、
そ
の
性
格
を
次
項
で
分
析
し
て
み
よ
う
。

二
　
今
井
杜
会
科
と
地
域
素
材
の
工
夫

　
一
九
四
七
年
一
月
、
西
多
摩
小
学
校
は
東
京
都
の
実
験
学
校

と
な
り
、
こ
の
年
創
設
さ
れ
た
新
し
い
教
科
で
あ
る
杜
会
科
は

西
多
摩
小
学
校
で
の
実
践
内
容
の
一
つ
と
な
っ
た
。
今
井
替
次

郎
が
前
年
、
西
多
摩
小
学
校
に
着
任
し
、
新
し
い
土
地
で
教
育

実
践
に
意
欲
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
の
が
、
一
九
四
七
年
の

秋
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
今
井
が
い
か
に
杜
会
科
の
実
践
に
取
り

組
ん
で
い
っ
た
か
、
ま
ず
彼
の
「
杜
会
科
の
任
務
」
に
関
す
る

論
述
か
ら
見
よ
う
。
今
井
は
文
都
省
の
『
学
習
指
導
要
領
ω

杜
会
科
編
』
（
昭
和
二
十
二
年
度
）
に
示
さ
れ
た
杜
会
科
の
任
務

を
次
の
よ
う
に
書
き
改
め
て
い
る
。

青
少
年
に
（
日
本
）
の
杜
会
生
活
（
の
現
実
）
を
理
解
さ

せ
、
そ
の
（
独
立
…
…
進
展
を
改
め
る
）
に
力
を
致
す
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

や
能
力
（
や
知
識
）
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
［
（
）
内
が
、
今
井
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
部
分
］

　
こ
こ
で
、
今
井
は
、
杜
会
生
活
の
現
実
の
理
解
を
青
少
年
の

学
習
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
ま
た
杜
会
生
活
の
現
実
を
摘
象

的
に
と
ら
え
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
現
実
を
介
し
て
杜
会
生
活

の
現
実
を
理
解
す
る
認
識
指
導
の
方
法
を
示
し
た
。
こ
う
し
た

文
脈
の
中
で
、
今
井
は
日
本
の
「
独
立
に
力
を
致
す
」
こ
と
を

論
じ
、
「
独
立
に
力
を
致
す
」
態
度
や
能
力
の
他
に
、
知
識
を
身

に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
今
井
が
杜
会
生
活
の
現
実
の
理
解
を
杜
会
科
実
践
の
課
題
と

し
て
考
え
た
の
は
、
戦
後
杜
会
科
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
と
ら

え
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
。
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け

る
、
生
活
機
能
理
解
の
た
め
の
課
題
設
定
を
彼
は
批
判
し
、
そ

う
し
た
設
定
は
「
形
式
的
に
流
れ
、
生
き
た
現
実
を
と
ら
え
る

　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。

　
「
川
ロ
プ
ラ
ン
」
は
、
今
井
に
よ
る
、
杜
会
科
に
お
け
る
生
活

機
能
理
解
主
義
へ
の
批
判
の
一
事
例
に
な
っ
て
い
る
。

　
川
口
案
で
は
「
川
口
杜
会
の
課
題
」
を
と
り
あ
げ
て
、
東

洋
一
の
鋳
物
工
業
地
と
し
て
の
発
展
を
同
市
の
課
題
と
し
て
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い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
地
域
的
な
課
題
の
取
り
上
げ
方
は
、

杜
会
機
能
を
知
ら
せ
た
り
、
杜
会
連
帯
性
の
み
を
説
く
杜
会

科
だ
と
、
可
能
性
が
あ
る
が
、
杜
会
問
題
の
解
決
を
取
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

げ
る
杜
会
科
で
は
だ
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
杜
会
問
題
解
決
へ
の
探
究
は
今
井
の
杜
会
科

論
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
。
杜
会
機
能
の
理
解
か
ら
杜
会
問

題
の
解
決
へ
、
こ
れ
は
今
井
の
杜
会
科
論
を
さ
さ
え
る
基
本
的

な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
一
九
四
六
年
四
月
に
発

足
し
た
「
民
主
主
義
教
育
研
究
会
（
略
称
民
教
）
」
（
一
九
四
七

年
十
二
月
、
「
日
本
民
主
主
義
教
育
協
会
（
民
教
協
）
」
に
発
展

的
に
改
組
）
の
杜
会
科
教
育
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
。

　
民
教
は
一
九
四
七
年
七
月
に
、
雑
誌
『
明
る
い
学
校
』
（
翌
年

『
あ
か
る
い
教
育
』
に
改
題
）
を
創
刊
し
、
同
誌
通
巻
第
九
号

（
一
九
四
八
年
四
月
発
行
）
で
、
「
民
教
協
」
杜
会
科
研
究
部
会

に
よ
る
「
杜
会
科
教
育
に
関
す
る
討
論
報
告
」
を
発
表
し
た
。

そ
れ
は
「
日
本
に
ま
だ
実
質
的
ど
こ
ろ
か
、
形
式
的
な
民
主
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

義
杜
会
も
完
全
に
は
で
き
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
日
本
杜
会
の

現
状
把
握
に
も
と
づ
き
、
民
主
主
義
杜
会
建
設
の
現
実
的
課
題

の
中
か
ら
杜
会
科
単
元
設
定
の
基
準
を
確
立
し
よ
う
と
論
じ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
今
井
は
西
多
摩
小
学
校
着
任
の
後
、
週
一
回

以
上
、
東
京
で
の
民
教
・
民
教
協
の
活
動
に
参
加
し
、
青
木
壮

一
郎
、
国
分
一
太
郎
、
野
口
茂
夫
、
山
田
清
人
な
ど
十
三
名
と

と
も
に
幹
事
に
な
り
、
会
の
運
営
に
力
を
注
い
だ
。
民
主
主
義

杜
会
の
建
設
を
前
に
し
て
、
杜
会
問
題
解
決
の
重
要
性
を
意
識

す
る
こ
と
こ
そ
杜
会
科
に
お
け
る
学
習
課
題
設
定
の
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
。
今
井
と
民
教
・
民
教
協
の
杜
会
科
構
想
は
こ
う
し
た

共
通
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
当
時
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
作

成
に
参
加
し
た
須
崎
新
太
郎
は
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
に
お
け
る

杜
会
科
の
任
務
を
、
「
①
単
な
る
杜
会
生
活
の
理
解
で
は
な
く
、

杜
会
生
活
の
現
実
を
理
解
さ
せ
る
、
②
現
状
を
維
持
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
〕

で
は
な
く
再
構
成
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
も
今
井
の
仕
事
を
介
し
て
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
は
民

教
．
民
教
協
の
杜
会
科
構
想
と
同
じ
潮
流
に
あ
っ
た
こ
と
が
理

．
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
今
井
の
教
育
論
と
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
作
成
は

け
っ
し
て
民
教
．
民
教
協
に
よ
る
教
育
論
の
単
な
る
模
倣
で
は

な
い
。
民
教
．
民
教
協
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
杜
会
問
題
解
決
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の
課
題
が
地
域
教
育
計
画
の
中
に
お
い
て
い
か
に
具
体
化
さ
れ

た
か
、
こ
れ
こ
そ
今
井
と
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
に
関
す
る
研
究

の
意
義
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
今
井
が

最
初
に
ぷ
つ
か
っ
た
問
題
は
、
初
期
杜
会
科
の
プ
ラ
ン
が
ほ
と

ん
ど
都
市
で
の
生
活
を
前
提
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
プ
ラ
ン
が
農
村
地
域
に
あ
る
西
多
摩
小
学
校
の
実
状
に
適

さ
な
い
と
い
．
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
井
は
目
本
の
農
村
杜
会
の

生
活
の
現
状
に
積
極
的
に
目
を
向
け
て
い
っ
た
。

　
日
本
の
農
村
で
は
、
農
地
解
放
が
行
わ
れ
て
自
作
農
が
ふ

え
た
と
は
い
え
、
近
代
的
な
農
業
改
革
は
行
わ
れ
て
い
な
い

の
で
、
相
変
わ
ら
ず
封
建
的
な
鍬
鎌
農
業
で
、
八
時
間
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

は
お
ろ
か
、
は
げ
し
い
長
時
問
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
。

東
北
の
単
作
地
帯
の
農
村
と
く
ら
べ
る
と
、
こ
こ
は
東
京

の
近
郊
農
村
で
、
生
活
も
そ
れ
ほ
ど
に
は
、
窮
迫
し
て
い
な

い
。
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ま
だ
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け

る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
と
二
ろ
は
、
東
京
都
下
の
西
多
摩

村
。
近
郊
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
都
心
か
ら
は
五
〇
キ
ロ
も

離
れ
た
関
東
山
脈
に
近
い
、
む
さ
し
野
の
は
ず
れ
の
畑
作
地

帯
で
あ
る
。

　
戸
数
一
五
〇
〇
戸
で
、
そ
の
う
ち
日
曜
百
姓
も
入
れ
た
農

家
と
名
の
つ
く
も
の
が
約
八
○
O
戸
。
し
か
し
大
都
分
が
、

兼
業
農
家
で
、
耕
作
反
別
一
反
歩
以
上
の
自
立
で
き
る
専
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

農
家
と
い
う
の
は
、
こ
の
う
ち
の
二
割
く
ら
い
で
あ
る
。

　
前
近
代
的
な
農
村
の
存
在
と
都
市
・
農
村
の
生
活
格
差
は
、

教
育
計
画
の
中
に
い
か
に
反
映
さ
れ
う
る
の
か
。
今
井
は
日
本

の
農
村
杜
会
、
さ
ら
に
は
西
多
摩
に
関
す
る
考
察
を
経
て
こ
の

問
題
に
関
し
、
「
杜
会
科
で
は
、
半
封
建
的
な
農
村
杜
会
に
順
応

す
る
よ
う
で
は
意
味
が
な
い
の
で
、
常
に
農
村
の
近
代
化
民
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

化
に
役
立
つ
よ
う
な
学
習
活
動
を
指
導
す
る
」
と
結
論
づ
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
杜
会
問
題
の
解
決
と
い
う
課
題
は
西
多

摩
地
域
の
具
体
的
な
間
題
の
登
場
に
よ
り
、
農
村
の
近
代
化
．

民
主
化
と
い
う
具
体
的
な
課
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
町
の
小
さ
な
製
バ
ン
エ
場
、
犬
工
、
左
官
、

ブ
リ
キ
屋
、
井
戸
屋
等
に
も
、
杜
会
科
学
習
の
意
義
を
認
め

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
手
工
業
的
生
産
か
ら
、

家
庭
工
業
的
生
産
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
生
産
、
近
代

工
場
生
産
へ
の
発
展
の
歴
史
は
、
郷
土
の
現
実
の
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

な
生
産
の
状
態
に
よ
っ
て
観
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
地
域
の
中
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
の
素
材
を
教
育
実

践
の
中
で
活
用
す
る
こ
と
の
中
に
、
子
ど
も
の
杜
会
認
識
を
形

成
す
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
今
井
は
こ
の
よ
う
な
発

想
の
も
と
に
、
学
習
内
容
を
地
域
の
中
で
工
夫
し
た
。
た
と
え

ぱ
、
三
年
生
の
授
業
「
着
物
」
の
中
で
は
、
村
の
中
に
残
さ
れ

た
蚕
室
な
ど
を
使
っ
て
子
ど
も
に
西
多
摩
村
の
養
蚕
の
歴
史
を

考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
担
当
し

た
学
級
の
蚕
を
飼
っ
て
い
る
家
の
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の
家
の

養
蚕
に
つ
い
て
発
表
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
の
家
の
蚕
を
教
具
と

し
な
が
ら
、
村
の
養
蚕
の
現
状
を
学
習
内
容
の
中
で
具
体
的
に

　
＾
2
2
）

扱
っ
た
。

　
本
稿
の
先
行
研
究
に
関
す
る
考
察
の
中
で
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
今
井
の
杜
会
科
論
は
「
地
域
に
根
ざ
す
杜
会
科
」
と
し

て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
彼
の
実
践
の
中
で
地
域
の
素
材

が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
田
中
武
雄
は
、
今
井
の
「
地
域
と
教
育
」
へ
の
取
り
組
み
を

「
教
材
と
し
て
の
地
域
観
」
と
し
て
と
ら
え
、
彼
の
実
践
に
お
け

る
地
域
素
材
活
用
の
意
義
を
強
調
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
今
井

の
杜
会
科
構
想
を
「
あ
ま
り
に
も
狭
い
二
兀
論
的
な
」
も
の
と

し
た
谷
川
彰
英
の
研
究
、
ま
た
谷
川
と
近
い
視
点
か
ら
今
井
の

杜
会
科
目
標
論
を
評
価
す
る
木
村
勝
彦
の
研
究
は
、
今
井
の
地

域
に
関
す
る
提
起
を
評
価
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
さ
て
、
今
井

教
育
論
に
お
け
る
地
域
の
位
置
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

　
ま
ず
今
井
に
対
す
る
対
照
的
な
二
つ
の
見
方
の
、
後
老
の
評

価
か
ら
検
討
し
よ
う
。
今
井
の
杜
会
科
は
「
狭
い
二
兀
論
的
」

な
も
の
な
の
か
。

　
た
し
か
に
、
今
井
は
杜
会
科
を
日
本
の
独
立
問
題
と
結
び
つ

け
て
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
発
想
の
存
在
は
今
井
の
教
育
論

を
検
討
す
る
以
上
、
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ

が
同
時
に
、
今
井
は
杜
会
現
実
の
理
解
を
杜
会
科
実
践
の
課
題
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と
し
て
考
え
、
農
村
の
近
代
化
・
民
主
化
を
自
ら
の
杜
会
科
実

践
の
使
命
と
し
た
。
杜
会
科
の
使
命
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ

れ
は
初
期
杜
会
科
の
時
期
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
多
く
の
教
育

研
究
老
・
実
践
家
の
注
目
を
集
め
、
も
っ
と
も
多
く
議
論
さ
れ

た
問
題
で
あ
る
。

　
今
井
も
こ
の
問
題
に
対
し
て
自
分
な
り
の
答
え
を
示
そ
う
と

し
た
。
た
だ
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
作
成
に
あ
た
っ
て
、
薯
作
を

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
顕
さ
れ
た
杜
会
科
の
目
的
に
関
す

る
今
井
の
考
え
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
た
も
の
ぱ
か
り
で

は
な
い
。
今
井
は
杜
会
科
の
目
的
と
し
て
「
日
本
の
独
立
」
と

「
農
村
の
近
代
化
・
民
主
化
」
の
二
つ
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、

二
つ
の
目
的
の
関
係
に
関
し
て
今
井
自
身
は
意
識
的
に
論
じ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
今
井
の
実
践
の
全
体
的
流
れ
か
ら
見
る
と
、

彼
が
も
っ
と
も
大
き
な
関
心
を
よ
せ
た
の
は
、
西
多
摩
地
域
の

抱
え
た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
杜
会
科
実

践
を
展
開
す
る
の
が
、
今
井
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。
ゆ

え
に
「
日
本
の
独
立
」
と
「
農
村
の
近
代
化
・
民
主
化
」
を
比

較
し
た
場
合
、
後
者
が
今
井
の
杜
会
科
目
的
論
の
中
に
占
め
た

割
合
は
は
る
か
に
犬
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ

て
「
日
本
の
平
和
と
完
全
な
独
立
」
と
い
っ
た
今
井
の
杜
会
科

の
目
的
に
関
す
る
議
論
は
、
彼
の
杜
会
科
実
践
を
「
狭
い
二
兀

論
的
」
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
論
拠
に
な
り
得
な
い
ぱ
か
り

で
な
く
、
そ
う
し
た
捉
え
方
を
す
る
こ
と
は
、
今
井
教
育
論
に

お
け
る
地
域
の
位
置
づ
け
を
無
視
し
て
し
ま
う
危
険
を
伴
う
。

　
一
方
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
中
武
雄
は
別
の
立
場
か

ら
今
井
を
見
る
。
「
教
材
と
し
て
の
地
域
観
」
と
い
っ
た
田
中

の
論
議
は
、
「
着
物
」
な
ど
の
授
業
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
今
井
の

実
践
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
確
か
に
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
、

今
井
の
「
地
域
と
教
育
」
に
関
す
る
探
究
は
教
材
工
夫
の
範
囲

に
限
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
と
、
答
え
は
否
定
的
な
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
教
材
工
夫
の
次
元
で
今
井
は
地
域
の
重
要
性
を

問
う
た
。
同
時
に
、
今
井
は
地
域
を
子
ど
も
の
生
活
の
場
と
し

て
考
え
、
教
育
は
子
ど
も
の
生
活
現
実
の
上
に
立
た
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
う
し
た
中
に
、
今
井
の
も
う
一
つ
の

「
地
域
と
教
育
」
に
関
す
る
探
究
が
見
ら
れ
る
。

三

地
域
生
活
の
現
実
に
お
け
る
子
ど
も
の
杜
会
認
識

形
成
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一
九
五
三
年
三
月
、
『
山
ぴ
こ
学
校
』
と
題
し
た
山
形
県
山
元

村
（
現
上
山
市
）
山
元
中
学
校
・
無
着
成
恭
学
級
の
実
践
記
録

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
実
践
は
東
北
の
貧
し
い
山
村
の
子
ど
も

の
生
活
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ほ
ん
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
〕

生
活
態
度
を
発
見
さ
せ
る
」
こ
と
を
出
発
点
に
展
開
さ
れ
た
無

着
の
実
践
は
、
貧
し
い
生
活
現
実
の
中
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち

の
杜
会
認
識
形
成
の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
実
践
記
録
の
出
版
は
日
本
中
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
。

　
『
山
び
こ
学
校
』
に
収
録
さ
れ
た
「
母
の
死
と
そ
の
後
」
は
一

九
五
〇
年
、
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
山
元
中
学
校
の
生
徒
江

口
江
一
の
作
文
で
あ
る
。
今
井
誉
次
郎
は
こ
の
作
文
に
大
き
な

感
銘
を
受
け
、
山
形
ま
で
江
口
を
訪
ね
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
今

井
は
山
形
か
ら
戻
っ
た
後
、
『
新
し
い
村
の
少
年
た
ち
』
と
題
し

て
西
多
摩
村
の
子
ど
も
の
生
活
を
中
心
と
し
た
読
み
物
を
書
い

た
。
そ
の
中
で
、
「
江
口
少
年
は
ど
こ
ま
で
も
現
在
の
苦
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

と
戦
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
深
い
感
銘
を
記
し
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
書
の
中
で
今
井
は
い
う
。

農
村
の
少
年
諸
君
は
、
じ
ぶ
ん
た
ち
の
手
で
農
村
の
問
題

を
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
、
そ
れ
を
解
決
す
る
方
向
に
進
む
こ

と
が
、
新
し
い
日
本
を
つ
く
る
上
に
、
ひ
じ
上
う
に
た
い
せ

　
（
2
5
）

っ
で
す
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
「
農
村
の
問
題
」
の
解
決
に
向
け
、
今
井
は

農
村
の
少
年
た
ち
に
よ
ぴ
か
け
る
。
「
じ
ぶ
ん
た
ち
の
手
で
」

と
い
っ
た
表
現
に
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
今
井
の
期
待
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
に
対
す
る
今
井
の
期
待
ぶ
り
か
ら
、
江

口
か
ら
得
た
も
の
が
よ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
察

せ
ら
れ
る
。

　
「
じ
ぶ
ん
た
ち
の
手
で
」
と
、
子
ど
も
の
杜
会
認
識
の
形
成
過

程
に
お
け
る
主
体
性
を
今
井
は
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
子
ど
も

の
認
識
は
い
か
な
る
環
境
・
条
件
の
も
と
で
進
展
す
る
か
、
そ

れ
を
い
か
に
可
能
た
ら
し
め
る
か
、
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が

も
っ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
彼
は
西
多

摩
地
域
の
子
ど
も
自
身
に
関
す
る
検
討
か
ら
出
発
し
た
。

　
今
井
は
農
村
地
域
の
子
ど
も
が
一
般
に
、
学
校
で
自
由
に
発

言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
、
家
庭
の
封
建
的
な
圧

力
の
下
に
置
か
れ
た
子
ど
も
の
現
実
を
農
村
杜
会
の
問
題
と
し
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て
分
析
し
た
。
と
同
時
に
、
彼
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
圧
力
が
、

日
本
の
家
庭
を
支
配
す
る
家
長
の
絶
対
的
な
権
力
の
存
在
に
あ

る
と
断
じ
た
。
こ
の
認
識
か
ら
、
今
井
は
子
ど
も
に
対
す
る
家

庭
の
圧
力
を
な
く
す
た
め
に
「
父
兄
の
啓
蒙
」
を
問
題
と
し
た
。

　
そ
れ
は
P
T
A
の
す
る
だ
い
じ
な
し
ご
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
教
師
た
ち
は
勇
敢
に
父
兄
の
啓
蒙
と
説
得
に
つ
と
め
る

よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
と
に
市
町
村
教
育
。
委
員

会
の
で
き
た
今
日
で
は
、
父
兄
に
新
教
育
の
趣
旨
を
徹
底
し
、

父
兄
の
支
持
を
う
る
の
で
な
く
て
は
、
た
ち
ま
ち
復
古
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

教
育
に
の
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
子
ど
も
の
認
識
形
成
を
学
校
の
中
に
ば
か
り
求

め
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
生
活
環
境
と
し
て
の
親
た
ち
の

意
識
の
変
化
の
可
能
性
を
教
育
の
次
元
か
ら
探
り
、
そ
れ
を
教

育
実
践
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
今
井
は
封
建
的
な
家
族
関
係
だ
け
を
問
題
に
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
子
ど
も
の
自
由
な
発
言
を
制
限
し
た
の

は
家
長
の
圧
力
の
み
で
は
な
く
、
子
ど
も
自
身
の
「
深
い
運
命

観
」
に
も
よ
る
と
彼
は
考
え
た
。
「
ぼ
く
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
7
）

だ
ろ
う
な
、
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
」

と
書
い
た
青
森
県
の
あ
る
小
学
生
の
作
文
に
今
井
は
衝
撃
を
受

け
、
子
ど
も
を
こ
う
し
た
自
然
・
杜
会
に
左
右
さ
れ
た
運
命
観

か
ら
脱
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
各
自
が
お
の
お
の
理
論
（
生
き
方
の
理
論
）

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
師
が
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
異

な
る
と
こ
ろ
は
、
お
の
お
の
が
理
論
を
持
ち
、
自
己
の
生
き

方
を
主
張
す
る
自
由
を
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
か
る
生
き

方
の
理
論
と
自
由
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
教
師
は
教
育
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
青
少
年
の
生
き
方
を
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
〕

し
、
彼
等
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
、
今
井
は
教
育
実
践
の
前
提
条
件
と
し
て
の
教
師
の

あ
り
方
を
述
べ
た
。
「
教
師
の
生
き
方
」
と
「
青
少
年
の
生
き

方
」
は
こ
こ
に
結
ば
れ
、
「
青
少
年
の
生
き
方
」
を
指
導
す
る
こ

と
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
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子
ど
も
の
生
き
方
を
指
導
す
る
と
い
う
発
想
は
す
で
に
戦
前

に
お
け
る
生
活
綴
方
教
育
運
動
の
中
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
運
動

の
担
い
手
の
一
人
、
峯
地
光
重
は
綴
方
教
育
を
通
し
て
「
生
活

指
導
」
を
行
お
う
と
し
た
。
一
九
三
三
年
、
雑
誌
『
綴
方
生
活
』

の
一
月
号
に
発
表
し
た
論
稿
「
綴
方
に
お
け
る
生
活
指
導
の
再

検
討
」
で
、
生
活
指
導
の
た
め
の
文
章
表
現
指
導
を
綴
方
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
旦
的
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

　
現
実
の
杜
会
生
活
を
、
教
育
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
把
握
さ
せ

よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
戦
前
の
綴
方
教
育
運
動
の
一
つ
の
遺
産

．
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
『
綴
方
生
活
』
第
二
次

同
人
の
宣
言
は
、

　
　
杜
会
の
生
き
方
問
題
、
子
供
達
の
日
々
の
生
活
事
実
、
そ

　
れ
を
じ
っ
と
観
察
し
て
、
生
活
に
生
き
て
働
く
原
則
を
吾
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㏄
）

　
掘
み
、
子
供
達
に
も
掘
ま
せ
る
。

と
掲
げ
、
生
活
の
事
実
か
ら
「
生
活
に
生
き
て
働
く
原
則
」
を

把
握
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
要
す
る
に
、
戦
前
の
綴
方

教
育
運
動
は
、
生
活
事
実
の
把
握
に
も
と
づ
く
子
供
の
杜
会
認

識
の
形
成
、
ま
た
そ
の
た
め
の
生
活
指
導
の
必
要
性
を
明
ら
か

に
し
た
。

　
今
井
は
一
九
三
〇
年
に
開
か
れ
た
第
二
回
新
興
綴
方
講
習
会

へ
の
参
加
を
機
に
、
生
活
綴
方
教
育
運
動
の
中
で
意
欲
的
に
活

動
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
三
六
年
、
彼
は
『
新
綴
方
教

授
法
』
に
お
い
て
、

　
　
新
綴
方
教
育
に
於
い
て
は
綴
方
1
1
客
観
的
行
動
的
生
活
の

　
指
導
が
中
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
務
は
、
主
と
し
て
生
活
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趾
）

　
全
体
的
統
制
・
啓
蒙
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
、
「
客
観
的
行
動
的
生
活
の
指
導
」
を
中
心
と
し
た
綴
方
教
育

の
目
的
を
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
青
少
年
の
生
き
方
」
を
指
導
す
る
と
い
う
、

戦
後
に
お
け
る
今
井
の
発
想
の
原
点
は
、
彼
の
教
育
実
践
の
中

に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
今
井
の
実
践
と
戦
前
の
民

閻
教
育
運
動
の
連
続
性
を
説
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
連
続
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
戦
後
に
お
い
て
綴
方
教

育
の
精
神
を
継
承
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
よ
ぴ
か
け
る
。
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わ
た
し
た
ち
は
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
を
運
命
観
か
ら
解

放
し
、
そ
の
主
体
性
の
確
立
に
つ
く
し
て
き
た
、
過
去
三
〇

年
に
近
い
生
活
綴
方
教
育
方
法
の
歴
史
を
か
え
り
み
、
そ
の

方
法
か
ら
杜
会
科
の
方
法
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
活
綴
方
の
取
り
上
げ
て
来
た
、

日
本
の
子
ど
も
の
最
も
具
体
的
な
最
も
真
実
な
生
活
の
上
に
、

日
本
の
杜
会
科
教
育
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は

　
　
（
3
2
）

な
ら
な
い
。

　
西
多
摩
小
学
校
で
の
今
井
の
杜
会
科
実
践
の
内
容
は
、
一
九

五
一
年
『
ま
い
に
ち
の
杜
会
科
記
録
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。

こ
の
本
を
通
じ
て
、
「
子
ど
も
の
最
も
具
体
的
な
最
も
真
実
な

生
活
の
上
」
に
築
こ
う
と
し
た
杜
会
科
の
具
体
像
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
本
の
中
で
、
今
井
は
自
ら
担
当
し
た
三
年
生
の
授
業

「
麦
・
さ
つ
ま
い
も
の
で
き
る
ま
で
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

の
中
で
は
、
小
麦
・
犬
麦
・
さ
つ
ま
い
も
の
生
産
・
用
途
な
ど

を
授
業
内
容
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
麦
・
さ
つ
ま
い
も
の
生

産
・
用
途
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
、
今
井
は
西
多
摩
地
域
の
生

活
を
中
心
に
「
作
物
の
期
間
」
「
農
繁
期
と
農
閑
期
」
「
物
の
ね

だ
ん
」
な
ど
の
授
業
項
目
を
設
け
た
。
そ
し
て
農
作
物
を
生
産

す
る
た
め
の
労
働
を
子
ど
も
に
理
解
さ
せ
る
た
め
、
子
ど
も
た

ち
に
自
分
の
家
の
大
人
を
中
心
に
村
の
人
々
の
労
働
時
問
を
調

べ
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
農
業
労
働
の
時
間
は
平
均
十
三
時
間

ぐ
ら
い
で
、
母
親
は
朝
・
晩
の
家
事
を
や
っ
て
い
る
の
で
、
平

均
十
七
時
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
調
査

の
結
果
を
基
に
、
今
井
は
働
き
す
ぎ
に
よ
っ
て
人
間
の
健
康
が

害
さ
れ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
説
明
し
、
「
八
時
閻
労
働
の

意
義
を
知
ら
せ
、
ま
た
農
業
の
仕
事
を
も
っ
と
能
率
的
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
な
り
と
も
子
ど
も
た
ち
に
わ
か
ら
せ
よ

　
　
＾
3
3
）

う
と
し
た
」
。
さ
ら
に
今
井
は
、
男
性
と
比
べ
て
女
性
の
労
働

時
間
が
は
る
か
に
長
い
と
い
う
事
実
か
ら
、
女
性
解
放
問
題
を

自
ら
の
教
育
実
践
の
中
で
扱
う
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
今
井
の
杜
会
科
実
践
は
西
多
摩
地
域
の

日
々
の
生
活
の
営
み
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
の

「
子
ど
も
の
最
も
具
体
的
な
最
も
真
実
な
生
活
の
上
」
に
人
間

を
育
て
る
と
い
う
教
育
理
想
に
応
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
実
践
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
杜
会
認
識
形
成
と
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地
域
生
活
の
現
実
と
の
結
ぴ
つ
き
が
生
ま
れ
る
。
今
井
の
杜
会

科
が
地
域
素
材
の
工
夫
の
ほ
か
に
、
「
地
域
と
教
育
」
の
関
係
を

重
視
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
ま

い
に
ち
の
杜
会
科
記
録
』
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ぱ
、
今
井
の
実

践
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
生
活
の
現
実
は
地
域
杜
会
の
生
活
そ
の

も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
子
ど
も

自
身
の
生
活
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
井
の
杜
会

科
の
中
に
残
さ
れ
た
一
つ
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

四
　
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」

の
作
成

　
西
多
摩
小
学
校
が
東
京
都
の
実
験
学
校
と
し
て
、
杜
会
科
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
作
成
を
始
め
た
の
は
一
九
四
六
年
十
一
月
末
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
実
験
学
校
と
な
っ
た
後
、
学
校
運
営
、
と
り

わ
け
教
育
プ
ラ
ン
の
作
成
の
た
め
、
企
画
委
員
会
及
び
そ
の
下

部
組
織
と
し
て
の
杜
会
科
研
究
部
が
設
け
ら
れ
た
。
企
画
委
員

は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ぱ
れ
た
。
十
二
月
、
全
職
員
の
討
議
を
経

て
「
学
校
経
営
案
」
が
上
梓
さ
れ
た
。

全
職
員
に
よ
る
学
校
経
営

二三四

全
村
民
に
よ
る
学
校
経
営
援
助

全
校
児
童
の
自
治
組
織
に
よ
る
指
導

男
女
共
学
制
の
実
施

　
以
上
の
四
点
が
「
学
校
経
営
案
」
の
中
に
示
さ
れ
た
。
こ
れ

は
学
校
経
営
に
お
け
る
教
職
員
、
地
域
住
民
、
児
童
の
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
の
ち
に

今
井
は
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
作
成
を
ふ
り
か
え
り
、
地
域
住

民
の
教
育
参
加
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　
（
全
村
民
に
よ
る
学
校
経
営
援
助
は
）
学
校
後
援
会
、
村

会
、
部
落
会
、
部
落
別
父
兄
会
、
隣
組
、
男
女
青
年
団
、
婦

人
会
な
ど
を
通
じ
て
、
学
校
経
営
の
方
針
等
に
つ
き
協
議
し
、

そ
の
積
極
的
な
援
助
を
求
め
て
い
る
。
積
極
的
な
援
助
と
は

従
来
の
よ
う
に
単
な
る
金
銭
的
援
助
の
み
で
な
く
、
経
済
力

の
あ
る
老
は
金
や
物
を
、
学
識
あ
る
老
は
知
識
や
意
見
を
、

技
術
老
は
そ
の
技
術
を
、
職
員
や
工
員
は
そ
の
技
能
を
、
篤

農
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
知
見
や
技
術
を
、
労
働
老
は
そ
の
労
力

に
よ
っ
て
等
々
お
の
お
の
そ
の
特
長
と
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
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＾
拠
〕

　
て
、
学
校
経
営
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
（
）
内
は
引
用
老
註
］

　
こ
の
よ
う
に
、
村
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
学
校
経
営
を
援
助
す

べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
に
、
今

井
は
学
級
経
営
に
関
し
て
も
、
村
を
基
盤
と
し
た
経
営
方
針
確

立
の
重
要
性
を
説
き
、

　
わ
れ
わ
れ
の
望
む
べ
き
学
級
経
営
は
、
誰
に
で
も
出
来
る

方
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
協
同
組
合
的
経
営
で

あ
る
。
児
童
と
父
兄
と
教
師
の
組
織
　
　
そ
れ
は
一
人
一
票

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
5
）

の
権
利
を
持
つ
組
合
で
あ
る
。

と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
、
「
一
人
一
票
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
児

童
・
父
兄
・
教
師
三
者
の
平
等
な
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

教
育
の
営
み
に
お
い
て
、
地
域
住
民
は
援
助
す
る
立
場
に
限
ら

れ
ず
、
地
域
住
民
そ
の
も
の
が
教
育
経
営
の
主
体
に
な
っ
て
い

く
発
想
が
今
井
の
学
級
経
営
論
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
西
多
摩
小
学
校
の
学
校
経
営
方
針
に
見
ら
れ
る
地
域
の
役
割

の
重
視
は
、
戦
後
教
育
改
革
の
地
方
分
権
原
則
の
成
立
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
井
の
思
想
的
系
譜
か
ら
見
る
と
、

彼
の
学
級
経
営
に
関
す
る
発
想
の
原
点
は
、
戦
前
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
書
か
れ
た
未
発
表
の
論
稿
「
教
育

改
造
論
」
の
中
で
、

　
教
育
の
形
式
的
統
制
を
厳
に
し
た
過
去
の
日
本
の
教
育
は

今
日
全
く
そ
の
任
務
を
終
っ
た
。
そ
し
て
新
日
本
の
教
育
は
、

個
性
と
郷
土
と
を
持
っ
た
き
わ
め
て
自
由
な
発
展
的
な
、
し

か
も
清
新
的
に
し
て
活
気
あ
る
底
力
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

　
＾
3
6
）

な
ら
ぬ
。

と
い
っ
た
認
識
を
も
と
に
、
今
井
は
「
自
ら
計
画
し
自
ら
案
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

求
め
て
教
育
の
実
際
を
行
う
こ
と
は
愉
快
に
違
い
な
い
」
と
己

れ
の
教
育
計
画
論
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
彼
の
見
識
の
高
さ
を

示
し
た
も
の
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
く
、
戦
後
の
地
域
教
育
計
画
の
背
景
に
は
、
今
井
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
戦
前
目
本
の
現
場
教
師
に
、
教
育
分
権
に
関
す
る

願
い
と
希
求
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
と
は
と

り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
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（
3
7
）

　
一
九
四
七
年
三
月
十
八
日
、
「
第
一
次
西
多
摩
案
」
が
出
さ
れ

た
。
一
年
か
ら
六
年
ま
で
の
各
学
年
を
学
期
に
分
け
、
児
童
の

発
達
段
階
に
応
じ
た
一
一
九
の
学
習
課
題
を
あ
げ
て
い
る
。
そ

の
中
で
地
域
の
生
活
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
は
以
下

の
：
二
項
で
あ
る
。
（
表
一
　
参
照
）

第
二
学
年

第
三
学
年

第
四
学
年

第
五
学
年

第
六
学
年

は
た
け
の
こ
と
　
た
ま
が
わ

私
の
う
ち
と
村
農
家
の
こ
の
ご
ろ

村
の
今
昔
　
私
達
の
お
寺
と
神
杜
　
郷
土
の
産

物
村
の
交
通
私
の
家
と
周
囲
生
活
の
工
夫

私
の
村
　
楽
し
い
生
活

共
同
生
活

　
以
上
の
よ
う
に
、
村
を
中
心
に
工
夫
さ
れ
た
内
容
は
多
方
面

に
わ
た
り
、
農
家
の
経
営
を
基
本
と
し
た
西
多
摩
村
の
生
活
に

も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
内
容
は
全
体
の
一

割
弱
に
す
ぎ
ず
、
内
容
も
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
。
「
第
一
次

西
多
摩
案
」
を
見
る
と
、
年
中
行
事
に
関
す
る
学
習
が
か
な
り

多
く
、
生
活
の
知
識
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
今
井
は
、
一
九
五
〇
年
に
出
さ
れ
た
『
農
村
杜
会
科
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
実
践
』
の
中
で
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
作
成
の
学
習
内

容
選
択
基
準
と
基
本
方
針
を
述
べ
て
い
る
。
選
択
基
準
は
「
基

本
的
人
権
確
立
の
た
め
の
協
働
」
「
生
産
の
高
度
の
発
展
」
「
農

家
の
近
代
化
」
の
三
点
で
あ
り
、
基
本
方
針
は
以
下
の
七
点
で

あ
る
。七六五四三二一

日
本
の
現
実
的
課
題
を
と
り
あ
げ
る
。

郷
土
に
即
し
た
具
体
的
な
も
の
を
出
発
点
と
す
る
。

歴
史
的
発
展
を
重
視
す
る
。

科
学
的
知
識
を
重
視
す
る
。

系
統
的
知
識
を
重
視
す
る
。

理
論
と
実
践
の
統
一
を
は
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
）

協
働
組
織
を
重
視
す
る
。

　
選
択
基
準
に
お
い
て
は
「
農
村
の
近
代
化
・
民
主
化
」
が
打

ち
出
さ
れ
て
お
り
、
今
井
の
杜
会
科
論
の
多
大
な
影
響
が
見
ら

れ
る
。
一
方
、
「
日
本
の
現
実
的
課
題
」
と
「
郷
土
に
即
し
た
具

体
的
な
も
の
」
は
プ
ラ
ン
作
成
の
根
幹
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
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昭和21年度 作業単元表
（第一次西多摩案〕

学年 一 二
一一一 四 五 六

たのしい学校 新らしい一年生 新らしい学年 四年になって 本年度の計画 六年になって

鯉のぽり お花見 丈夫なからだを 春の野山 私の村 職業

おてつだい 私の体 つくるにはど 村の今音 健康なからだ 衛生

遠足 つみくさ うすれぱよい 体を丈夫にする 私の身体 夏季休暇につい

一 おてんき 遠足 か にはどうすれ 夏休みの計画 て

病気 はたけのこと この＝＝ろのお天 ぱよいか 発明発見
学

七夕 梅雨 気 夏やすみの計画

期
お盆 たまがわ 着ものと衛生

水あそぴ おぽん みんなでたのし

夏休み たのしい遊ぴ くするにはど

うすれぱよい

作
か

夏休中の作品 おてがみ 休暇作品 私達のお寺と神 通儘 時間の利用

展覧会 虫ぽし てんらんかい 杜 旅行 共同生括

お彼岸 学校道具 秋の野山 学校の歴史 我が家の財産 私の読奮

業 二 よい子への工夫 体をきたえる 運動会 郷土の産物 勉強と運動 賢い物の員い方

おまつり まつり 食物はどのよう 村の交通 国家統治

学 丈夫なからだ 朝がおのたね にしてつくら 防火デイー 外国の人の様子

運動会 日用品 れるか

単 期 物のつかい方 きれいにしまし 私のうちと村

展らん会 よう 展らん会

火の用心 たき火 冬のしたく

冬休 すすはき

元
お正月 お正月 お正月 私の家と周囲 楽しい生活 新らしい日本

あそぴの工夫 防火デイー 農家のこのごろ 節分 産業 資源の愛護
一一一

火の用心 まめまき 私たちの学校 生活の工夫 反省 自由研究

まめまき 子供は風の子 新学年への心が 一年の反省 六ケ年の恩い出
学

初午 ひなまつり け

期
お節句 学げい会

お手つだい おはかまいり

思い出 二年生の反省

計 28 28 13 13 15 13

’蒙

る
。
「
地
域
と
教
育
」

に
関
す
る
今
井
の
認
識

は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
科
学
的
世
界
観
」
と

「
系
統
的
知
識
」
の
重

視
は
、
児
童
の
生
活
経

験
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作

成
の
中
心
と
し
て
強
く

主
張
さ
れ
た
初
期
杜
会

科
の
時
期
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
ま
れ
な
も
の

だ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
残
念
な
が

ら
、
以
上
の
基
本
方
針

と
内
容
構
想
は
「
第
一

次
西
多
摩
案
」
の
中
で

充
分
生
か
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
の
理
由
と
し
て
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あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
短
い
作
成
時
間
の
ほ
か
に
、
プ
ラ
ン
作
成

の
た
め
の
実
態
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
牝
案
作
成
の
後
、
そ
の
改
正
を
め
ぐ
っ
て
、
児
童
の
生
活

に
関
す
る
杜
会
の
実
態
及
び
児
童
の
心
意
的
発
達
段
階
に
関
す

る
実
態
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
は
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
対
象

は
子
ど
も
自
身
と
彼
等
の
親
で
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
は
西
多

摩
プ
ラ
ン
改
正
の
基
盤
と
な
っ
た
。

　
「
第
一
次
西
多
摩
案
」
の
改
正
に
あ
た
っ
て
、
学
校
内
で
作
成

さ
れ
た
案
は
、
村
内
各
層
の
公
聴
会
に
か
け
ら
れ
、
そ
こ
で
村

民
の
意
見
が
求
め
ら
れ
た
。
公
聴
会
の
日
時
は
記
録
に
残
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
関
連
の
事
実
か
ら
判
断
す
る
と
、
お
そ
ら

く
一
九
四
八
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
っ
た
と

お
も
わ
れ
る
。
当
日
の
会
の
様
子
は
今
井
に
よ
っ
て
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
村
会
議
員
、
役
場
、
農
業
協
同
組
合
、
郵
便
局
（
中
略
）

な
ど
の
各
層
の
人
々
を
は
じ
め
、
篤
農
家
、
古
老
、
学
識
経

験
老
、
村
の
長
老
な
ど
、
百
余
名
の
か
た
が
た
に
集
ま
っ
て

も
ら
っ
た
。
私
が
座
長
を
さ
せ
ら
れ
た
が
、
な
ご
や
か
な
気

分
の
中
に
、
有
益
な
発
言
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
て
、
原
案
は
修

正
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
肉
付
け
を
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

集
ま
っ
た
人
々
に
よ
く
な
っ
と
く
さ
れ
て
決
定
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
は
村
各
層
の

人
々
の
討
議
を
通
し
て
か
た
め
ら
れ
た
。
一
九
四
八
年
二
月
二

十
日
に
修
正
さ
れ
た
第
一
次
案
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
は
『
農

村
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
践
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
「
西
多

摩
プ
ラ
ン
」
の
検
討
の
際
の
主
要
な
資
料
に
な
っ
て
い
る
。

（
表
二
　
参
照
）

　
一
九
四
八
年
の
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
杜
会
科
学
習
課
題
表

は
、
縦
に
食
料
、
燃
料
、
衣
料
、
住
宅
家
庭
、
生
活
用
品
、
機

械
生
産
へ
、
物
価
、
輸
送
通
信
、
保
健
保
全
、
文
化
娯
楽
、
新

憲
法
へ
な
ど
十
一
項
目
の
現
代
氏
本
の
課
題
を
中
心
に
し
た
内

容
を
並
べ
、
横
に
学
年
と
学
年
、
こ
と
の
杜
会
生
活
の
発
展
段
階
、

生
産
生
活
の
発
展
段
階
を
並
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ

ン
の
具
体
的
内
容
を
見
る
と
、
当
時
西
多
摩
村
の
主
要
な
産
業

で
あ
っ
た
農
業
に
関
す
る
内
容
が
と
く
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

第
二
学
年
の
「
は
た
け
で
と
れ
る
も
の
」
と
い
う
学
習
課
題
の
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も
と
に
、
「
稲
、
さ
つ
ま
い
も
、
あ
わ
な
ど
の
み
の
り
の
観
察
」

「
豊
年
か
ど
う
か
農
家
の
人
の
話
を
聞
く
」
「
さ
つ
ま
、
米
の
供

出
と
売
り
買
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
」
な
ど
の
内
容
が
あ
げ
ら

れ
、
第
五
学
年
の
「
農
業
と
技
術
」
の
も
と
に
「
農
業
機
具
の

種
類
」
「
進
ん
だ
農
具
に
つ
い
て
調
べ
る
」
「
生
産
共
同
組
合
に

つ
い
て
調
べ
る
」
「
世
界
農
業
と
日
本
農
業
の
将
来
」
な
ど
が
あ

　
　
（
4
0
）

げ
ら
れ
た
。

　
一
九
四
八
年
三
月
九
日
、
十
一
日
の
両
日
、
東
京
都
の
七
つ

の
実
験
学
校
は
共
同
研
究
発
表
会
を
行
っ
た
。
「
共
同
研
究
発

　
＾
仙
）

表
要
録
」
に
各
学
校
の
杜
会
科
学
習
内
容
の
構
成
が
載
せ
ら
れ
、

た
と
え
ぱ
五
年
生
の
場
合
、
八
雲
小
学
校
・
窪
町
小
学
校
・
西

多
摩
小
学
校
の
学
習
課
題
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

窪八
町雲

西
多
摩

近
代
生
活
　
石
炭
　
外
国
　
ラ
ジ
オ
　
家

我
が
国
の
産
業
　
印
刷
　
運
輸
と
旅
行
　
官
庁

東
洋
の
国
々
　
ラ
ジ
オ

役
場
と
杜
会
　
織
物
　
配
給
所
　
鉄
道
　
堤
防
と

防
風
林
　
農
業
と
技
術
　
衛
生
施
設
　
読
書
と
映

画
　
村
と
移
住
者
　
勉
強
の
仕
方
　
鉄
と
石
炭

　
以
上
の
三
校
を
比
較
す
る
と
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
個
性
が

浮
か
ぴ
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
は
、
杜
会
問
題
の
学
習
は
子
ど

も
の
生
活
実
態
か
ら
設
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
つ

ね
に
意
識
さ
れ
、
指
導
の
過
程
に
お
い
て
、
子
ど
も
自
身
の
観

察
、
思
考
、
判
断
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
第
六
学
年
の
「
家

と
交
際
」
の
中
に
は
、
「
子
供
の
言
う
こ
と
が
よ
く
聞
か
れ
る
か

ど
う
か
」
「
兄
弟
で
男
女
の
地
位
は
ど
う
か
」
「
家
の
人
々
の
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

事
と
協
力
の
仕
方
を
調
べ
る
」
な
ど
の
内
容
が
あ
る
。
し
か
し
、

本
節
三
項
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
井
の
実
践
は
地
域
生

活
の
現
実
を
重
視
し
た
も
の
の
、
そ
の
現
実
と
子
ど
も
自
身
と

の
関
係
は
か
な
ら
ず
し
も
充
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
ゆ
え
に
、
「
子
ど
も
の
最
も
具
体
的
な
最
も
真
実
な
生
活
の

上
」
に
人
間
を
育
て
る
と
い
う
今
井
の
教
育
理
想
が
実
現
さ
れ

た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
に
お

い
て
は
、
子
ど
も
自
身
の
観
察
、
思
考
、
判
断
は
重
ん
じ
ら
れ

た
が
、
は
た
し
て
そ
う
し
た
発
想
が
実
践
の
中
で
充
分
に
生
か

さ
れ
た
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が
残
る
。
た
だ
、
地
域
生
活
の
現
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実
、
特
に
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
の
生
活
現
実
は
、
少
な
く
と

も
教
育
計
画
の
学
習
内
容
構
成
の
基
本
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か

な
事
実
で
あ
る
。

　
今
井
の
杜
会
科
教
育
実
践
と
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
の
作
成
は

戦
前
生
活
綴
方
教
育
運
動
の
遺
産
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

杜
会
科
授
業
づ
く
り
に
お
け
る
地
域
素
材
の
工
夫
を
検
討
す
る

と
と
も
に
、
今
井
が
示
し
た
「
子
ど
も
の
最
も
具
体
的
な
最
も

真
実
な
生
活
の
上
」
に
杜
会
科
実
践
を
行
う
べ
き
と
い
っ
た
教

育
認
識
、
ま
た
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
に
見
ら
れ
た
地
域
生
活
の

現
実
の
重
視
は
、
終
戦
直
後
の
地
域
教
育
計
画
の
重
要
な
成
果

で
あ
る
。
日
本
杜
会
の
現
実
を
西
多
摩
村
と
い
う
一
農
村
の
問

題
に
即
し
て
観
察
・
吟
味
・
検
討
・
把
握
す
る
こ
と
が
こ
う
し

た
成
果
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
終
戦
直
後
の
ア
メ
リ
カ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
理
論
受
容
に
よ
る
地
域
教
育
計
画

の
探
究
と
異
な
っ
た
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
た
今
井
と
西
多
摩
の

実
践
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
未
熟
な
部
分
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
地
域
教
育
計
画
を
日
本
人
自
身
の
も
の
に
す
る
力
を

秘
め
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
終
戦
直
後
に
お
け
る
地
域
教
育
計
画
の
展
開
の
中
で
、
今
井

と
西
多
摩
の
よ
う
な
実
践
は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
と

は
い
え
、
農
村
杜
会
の
現
実
の
中
に
根
ざ
そ
う
と
し
た
今
井
と

西
多
摩
の
実
践
は
地
域
教
育
計
画
の
あ
る
べ
き
方
向
を
示
唆
し

た
も
の
で
あ
り
、
将
来
に
む
け
て
継
承
す
べ
き
と
こ
ろ
は
こ
こ

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
1
）
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
福
沢
小
学
校
編
　
『
農
村
地
域
社
会

学
校
』
金
子
書
房
、
一
九
五
一
年
二
月
、
四
五
〇
べ
ー
ジ
。

（
2
）
　
大
田
尭
『
教
育
と
は
何
か
を
間
い
つ
づ
け
て
』
岩
波
蓄

店
、
一
九
八
三
年
一
月
、
五
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
3
）
　
歴
史
教
育
老
協
議
会
　
『
地
域
に
根
ざ
す
歴
史
教
育
の
創

　
造
』
　
明
治
図
書
、
一
九
七
九
年
八
月
、
三
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
谷
川
彰
英
　
『
杜
会
科
理
論
の
批
判
と
創
造
』
　
明
治
図
箸
、

　
一
九
七
九
年
二
月
、
四
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
5
）
　
木
村
勝
彦
　
「
『
西
多
摩
プ
ラ
ン
』
に
お
け
る
杜
会
科
教
育

　
論
の
考
察
－
今
井
誉
次
郎
の
杜
会
科
教
育
論
の
視
点
か
ら

　
I
」
　
『
教
育
学
研
究
集
録
』
（
教
育
学
研
究
科
・
筑
波
大
学

　
大
学
院
博
士
課
程
）
第
十
一
集
、
一
九
八
七
年
、
五
七
べ
ー
ジ
。

（
6
）
　
谷
川
彰
英
、
四
一
ぺ
ー
ジ
。

（
7
）
　
田
中
武
雄
　
「
『
新
教
育
』
批
判
の
批
判
的
検
討
」
『
教
育
科

　
学
　
杜
会
科
教
育
』
二
四
八
号
、
明
治
図
書
、
一
九
八
三
年
十

　
月
号
、
　
一
一
六
ぺ
ー
ジ
。
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（
8
）
　
田
中
武
雄
「
地
域
に
根
ざ
す
社
会
科
と
今
井
実
践
」

　
『
教
育
科
学
　
杜
会
科
教
育
』
二
七
四
号
、
明
治
図
書
、
一
九
八

　
三
年
八
月
号
。

（
9
）
　
臼
井
嘉
一
　
「
農
村
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
と
づ
く

　
杜
会
科
の
授
業
－
一
九
五
一
年
・
今
井
誉
次
郎
『
着
物
』
（
三

年
生
）
の
授
業
－
」
　
民
教
連
社
会
科
研
究
委
員
会
　
『
社
会

科
実
践
の
歴
史
－
記
録
と
分
析
・
小
学
校
編
』
　
あ
ゆ
み
出

　
版
、
一
九
八
三
年
七
月
、
四
ニ
ベ
ー
ジ
。

（
1
0
）
　
小
川
利
夫
　
「
新
教
育
の
展
開
と
受
容
」
　
『
教
育
学
全
集

　
三
　
近
代
教
育
史
』
　
小
学
館
、
一
九
六
八
年
二
月
、
二
四
六

　
～
二
四
七
ぺ
ー
ジ
。

（
u
）
　
磯
田
一
雄
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
動
の
実
態
」
肥
田
野

直
・
稲
垣
忠
彦
　
『
教
育
課
程
総
論
　
戦
後
日
本
の
教
育
改
革

　
　
六
』
　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
五
月
、
四
七
六
べ
ー

　
ジ
。

（
1
2
）
　
東
大
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
研
究
会
　
『
日
本
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

　
検
討
』
　
明
治
図
書
、
一
九
五
〇
年
七
月
、
一
九
ぺ
ー
ジ
。

（
1
3
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
農
村
杜
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
実
践
』
（
牧

書
店
、
一
九
五
〇
年
）
『
今
井
誉
次
郎
薯
作
集
第
三
巻
』
　
合
同

　
出
版
、
一
九
七
七
年
二
月
、
ニ
ハ
ペ
ー
ジ
。

（
1
4
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
村
に
生
き
る
教
師
』
　
国
土
社
、
一
九
五

　
三
年
五
月
、
七
五
べ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
警
（
1
3
）
、
二
一
ぺ
ー
ジ
。

（
1
6
）
　
『
民
教
協
』
社
会
科
研
究
部
編
　
「
杜
会
科
教
育
に
関
す
る

討
論
報
告
」
　
日
本
民
主
主
義
教
育
協
会
編
集
　
『
あ
か
る
い
教

育
』
第
九
号
、
明
る
い
学
校
杜
、
一
、
九
四
八
年
四
月
、
七
べ
ー

　
ジ
。

（
1
7
）
　
須
崎
新
太
郎
　
「
杜
会
科
物
語
『
伸
ぴ
ゆ
く
村
』
作
成
の
い

　
き
さ
つ
に
つ
い
て
」

　
　
羽
村
町
教
育
委
員
会
　
『
復
刻
版
　
伸
ぴ
ゆ
く
村
』
、
一
九

　
八
八
年
三
月
。

（
1
8
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
3
）
、
九
ぺ
ー
ジ
。

（
1
9
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
審
（
1
4
）
、
四
四
べ
ー
ジ
。

（
2
0
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
審
（
1
3
）
、
　
一
四
べ
ー
ジ
。

（
2
1
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
審
（
1
3
）
、
九
ぺ
ー
ジ
。

（
2
2
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
ま
い
に
ち
の
杜
会
科
教
育
の
記
録
』
　
牧

書
店
、
一
九
五
一
年
九
月
、
八
五
～
八
九
べ
ー
ジ
。

（
2
3
）
　
無
着
成
恭
　
「
あ
と
が
き
－
子
供
と
と
も
に
生
活
し
て

　
－
」
　
無
着
成
恭
編
　
『
山
び
こ
学
校
』
　
百
合
出
版
、
一
九

　
六
八
年
六
月
、
増
補
改
訂
版
、
二
七
三
ぺ
ー
ジ
。

（
2
4
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
新
し
い
村
の
少
年
た
ち
』
　
牧
書
店
、
一

　
九
五
一
年
十
二
月
、
三
八
ぺ
ー
ジ
。

（
2
5
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
奮
（
2
4
）
、
三
ぺ
ー
ジ
。

（
2
6
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
4
）
、
二
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
7
）
　
今
井
誉
次
郎
　
「
杜
会
科
教
育
」
　
『
岩
波
講
座
　
教
育
』

第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
十
一
月
、
七
五
ぺ
ー
ジ
。
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（
2
8
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
3
）
、
三
〇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
9
）
　
中
内
敏
夫
　
『
生
活
教
育
論
争
史
の
研
究
』
日
本
標
準
、
　
一

　
九
八
五
年
十
一
月
、
二
一
…
ぺ
ー
ジ
。

（
3
0
）
　
小
砂
丘
忠
義
・
峯
地
光
重
・
野
村
芳
兵
衛
・
立
野
道
正
・

　
上
田
庄
三
郎
・
門
脇
英
鎮
・
小
林
か
ね
よ
・
江
馬
泰
・
中
島
喜

　
久
夫
・
崎
村
義
郎
　
「
宣
言
」
　
『
綴
方
生
活
』
第
二
巻
第
一
〇

　
号
、
一
九
三
〇
年
十
月
。
江
馬
泰
は
今
井
誉
次
郎
の
筆
名
。

（
3
1
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
新
綴
方
教
授
法
』
（
厚
生
閣
、
一
九
三
六

年
二
月
）
『
今
井
誉
次
郎
著
作
集
第
一
巻
』
合
同
出
版
、
一

　
九
七
六
年
十
月
、
一
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
2
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
論
文
（
2
7
）
、
八
二
～
八
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
3
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
2
2
）
、
二
五
ニ
ベ
ー
ジ
。

（
3
4
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
3
）
、
二
ニ
ベ
ー
ジ
。

（
3
5
）
　
今
井
誉
次
郎
　
「
村
の
中
で
の
学
級
経
営
」
　
『
新
日
本
教

　
育
』
創
刊
号
、
一
九
五
〇
年
四
月
、
三
五
ぺ
ー
ジ
。

（
3
6
）
　
今
井
誉
次
郎
　
『
教
育
改
造
論
』
　
（
未
発
表
、
一
九
二
九

年
）
『
今
井
誉
次
郎
薯
作
集
　
第
五
巻
』
　
合
同
出
版
、
一
九
七

　
七
年
七
月
、
二
ニ
ベ
ー
ジ
。

（
3
7
）
　
い
ず
れ
の
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
西
多
摩
案
第
一
次

案
」
は
未
入
手
の
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
推
測
の
範

　
囲
を
超
え
て
い
な
い
。
筆
老
は
一
九
八
八
年
六
月
三
〇
日
、

　
「
西
多
摩
プ
ラ
ン
」
作
成
老
の
一
人
須
崎
新
太
郎
氏
を
訪
ね
、
氏

　
の
個
人
所
蔵
の
資
料
の
中
か
ら
「
西
多
摩
案
第
一
次
案
」
を
探

　
し
て
い
た
だ
き
、
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
須
崎
氏
の
，
こ
厚

意
に
深
く
感
謝
す
る
。
な
お
、
「
西
多
摩
案
第
一
次
案
」
は
未
発

　
見
で
あ
っ
た
が
、
木
村
勝
彦
に
よ
っ
て
す
で
に
再
構
成
さ
れ
て

　
い
た
。
木
村
は
、
今
井
誉
次
郎
の
論
文
「
杜
会
科
実
践
の
第
一

　
歩
」
（
『
明
る
い
学
校
』
一
九
四
八
年
一
月
号
）
に
依
拠
し
、
こ

　
の
第
一
次
案
を
再
構
成
し
た
。
木
村
に
よ
る
再
構
成
は
縦
軸
は

　
六
学
年
に
な
っ
て
お
り
、
横
軸
は
年
中
行
事
、
家
庭
生
活
、
学

　
校
生
活
、
自
然
と
人
間
、
保
健
衛
生
、
自
治
生
活
、
杜
会
生
活
、

　
経
済
生
活
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
年
中
行
事
な
ど
の
八
項

　
目
は
「
第
一
次
西
多
摩
案
」
を
分
析
す
る
た
め
の
今
井
の
学
習

課
題
に
関
す
る
分
類
で
あ
り
、
「
第
一
次
西
多
摩
案
」
は
そ
う
し

　
た
形
を
取
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
筆
老
は
「
第
一
次
西

多
摩
案
」
を
入
手
す
る
ま
で
の
間
、
木
村
の
再
構
成
表
か
ら
学

　
ん
だ
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
「
第
一
次
西
多
摩
案
」
の
中
に
学
習
課
題
は
第
三
学
年
計
二
二
■

　
項
目
、
第
四
学
年
計
二
二
項
目
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
案

　
の
中
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
一
六
と
一
四
で
あ
る
。
引
用

　
の
「
西
多
摩
案
第
一
次
案
」
の
表
記
は
不
統
一
も
含
め
、
す
べ

　
て
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
「
新
ら
し
い
」
「
ユ
生
」
な
ど
も
原
文

　
の
ま
ま
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
3
）
、
三
六
べ
ー
ジ
。

（
3
9
）
　
今
井
誉
次
郎
、
前
掲
書
（
1
3
）
、
二
二
三
ぺ
i
ジ
。

（
4
0
）
　
西
多
摩
小
学
校
　
「
西
多
摩
案
」
　
一
九
四
八
年
。
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（
4
1
）
　
東
京
都
教
育
局
・
東
京
都
研
究
実
験
学
校
主
催

　
研
究
発
表
要
録
L
（
昭
和
二
十
二
年
度
）

「
共
同
　
　
　
（
4
2
）

西
多
摩
小
学
校
、

前
掲
「
西
多
摩
案
」
、
二
三
ぺ
ー
ジ
。

　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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