
１

改
訂
の
基
本
的
な
考
え
方

(1)

全
体
に
わ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方

今
回
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
は
、
小
学
校
及
び
中
学
校
と
同
じ

く
、
次
の
三
点
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
い
る
。

・

教
育
基
本
法
改
正
等
で
明
確
に
な
っ
た
教
育
の
理
念
を
踏
ま
え

「
生
き

る
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
。

・

知
識
・
技
能
の
習
得
と
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
の
バ
ラ
ン

ス
を
重
視
す
る
こ
と
。

・

道
徳
教
育
や
体
育
な
ど
の
充
実
に
よ
り
、
豊
か
な
心
や
健
や
か
な
体
を
育

成
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
「
共
通
性
と
多
様
性
」
と
い
う
視
点
か

ら
改
善
が
図
ら
れ
、
国
語
、
数
学
、
外
国
語
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
選
択
必
履

修
で
あ
っ
た
も
の
を
見
直
し
、
共
通
必
履
修
科
目
を
設
け
て
共
通
性
を
高
め
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
以
外
で
は
、
弾
力
的
な
教
育
課
程
の
編
成
を
可
能

と
し
て
い
る
現
行
の
枠
組
み
を
維
持
し
て
い
る
。

(2)

国
語
の
基
本
的
な
考
え
方
と
改
善
の
概
要

小
学
校
及
び
中
学
校
国
語
は
、
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、

国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、

実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能

力
を
身
に
付
け
る
こ
と
、
我
が
国
の

言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発
展
さ

せ
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
内
容
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
高
等
学
校
国
語

で
は
、
中
学
校
ま
で
に
培
わ
れ
た
国

語
の
能
力
を
更
に
伸
ば
し
、
社
会
人

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
国
語
の
能
力

の
基
礎
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
科
目
構
成
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
「
国
語
表
現
Ⅰ
」
「
国
語
表
現
Ⅱ
」
「
国
語
総
合
」
「
現
代
文
」

「
古
典
」
及
び
「
古
典
講
読
」
の
六
科
目
か
ら
成
る
構
成
を
、
「
国
語
総
合
」

「
国
語
表
現
」
「
現
代
文
Ａ
」
「
現
代
文
Ｂ
」
「
古
典
Ａ
」
及
び
「
古
典
Ｂ
」

の
六
科
目
に
改
め
た
（
図
１
）
。
高
等
学
校
国
語
に
お
け
る
共
通
性
と
い
う
点

か
ら
、
こ
れ
ま
で
、
必
履
修
科
目
と
し
て
「
国
語
総
合
」
及
び
「
国
語
表
現
Ⅰ
」

の
二
つ
の
科
目
の
い
ず
れ
か
を
選
択
履
修
さ
せ
て
い
た
の
を
改
め
、
総
合
的
な

言
語
能
力
を
育
成
す
る
「
国
語
総
合
」
を
共
通
必
履
修
科
目
と
し
て
い
る
。
一

方
、
多
様
性
と
い
う
点

か
ら
、
こ
れ
ま
で
一
科

目
で
あ
っ
た
現
代
文
に

関
す
る
選
択
科
目
を
、

古
典
に
関
す
る
選
択
科

目
と
同
じ
く
二
科
目
と

し
、
選
択
の
幅
を
広
げ

て
い
る
。

ま
た
、
学
習
の
過
程

や
系
統
性
に
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
言
語
活
動

を
充
実
す
る
こ
と
を
重

視
し
た
。
言
語
活
動
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
及
び
中
学
校
と
同
じ
く
、

各
科
目
及
び
各
領
域
の
内
容
の
(1)
に
指
導
事
項
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

は
内
容
の
取
扱
い
に
示
し
て
い
た
言
語
活
動
例
を
内
容
の
(2)
に
位
置
付
け
、
再

構
成
し
て
い
る
（
図
２
）
。
な
お
、
言
語
活
動
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
訂
で
、

各
教
科
等
に
お
い
て
そ
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
総
則
に
明
示
さ
れ
た
。
国
語
科

は
、
そ
の
活
動
の
中
核
と
な
る
教
科
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
育
て

る
こ
と
を
重
視
し
た
。
具
体
的
に
は
、
「
国
語
総
合
」
に
、
小
学
校
及
び
中
学

校
と
同
じ
く
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
を
置
く

と
と
も
に
（
図
２
）
、
言
語
文
化
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
科
目
「
現
代
文
Ａ
」
及
び
「
古
典
Ａ
」
を
設
け

た
。

２

改
訂
の
ポ
イ
ン
ト

(1)

教
科
の
目
標
及
び
各
科
目
の
目
標
の
改
善

「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
と
い
う
理
念
は
継
承
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
教
科

の
目
標
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
及
び
中
学
校
と
の
系
統
性
を
重
視
す
る
た
め
に

「
想
像
力
」
を
伸
ば
す
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
を
加
え
て
い
る
ほ
か
は
、
こ
れ

ま
で
と
変
更
は
な
い
。

教
科
の
目
標
を
全
面
的
に
受
け
る
の
は
、
共
通
必
履
修
科
目
で
あ
る
「
国
語

総
合
」
で
あ
る
。
「
国
語
表
現
」
に
は
「
想
像
力
」
を
伸
ば
す
こ
と
、
「
国
語

表
現
」
「
現
代
文
Ａ
」
「
現
代
文
Ｂ
」
に
は
「
国
語
の
向
上
」
を
図
る
態
度
を

育
成
す
る
こ
と
を
、
「
国
語
総
合
」
と
同
じ
く
目
標
に
明
示
し
た
。

(2)

各
科
目
の
改
善

①

必
履
修
科
目

す
べ
て
の
生
徒
に
共
通
に
履
修
さ
せ
る
科
目
は
「
国
語
総
合
」
で
あ
る
。

【
国
語
総
合
】

「
国
語
総
合
」
は
、
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

「
Ｂ
書
く
こ
と｣

「
Ｃ
読

む
こ
と
」
及
び
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
三

領
域
一
事
項
か
ら
内
容
を
構
成
し
、
古
典
と
近
代
以
降
の
文
章
を
含
む
な
ど
、

総
合
的
な
言
語
能
力
を
育
成
す
る
科
目
で
あ
る
。
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②

選
択
科
目

選
択
科
目
は
、
「
国
語
表
現｣

「
現
代
文
Ａ｣

「
現
代
文
Ｂ
」
「
古
典
Ａ
」
及

び
「
古
典
Ｂ
」
の
五
科
目
で
あ
る
。
「
現
代
文
Ａ
」
は
「
古
典
Ａ
」
と
対
に
な

る
科
目
と
し
て
新
た
に
置
い
た
科
目
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
科
目
は
、
こ
れ
ま

で
の
関
連
す
る
科
目
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
内
容
を
改
善
し
て
い
る
（
図
１
）
。

【
国
語
表
現
】

「
国
語
表
現
」
は
、
「
国
語
総
合
」
の
三
領
域
の
う
ち
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と｣

及
び
「
Ｂ
書
く
こ
と｣

の
領
域
と
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕
と
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
発
展
さ
せ
た
科
目
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
は
「
国
語
表
現
Ⅰ
」
を
選
択
必
履
修
科
目
と
し
て
設
定
し
、
そ

の
内
容
を
発
展
さ
せ
た
「
国
語
表
現
Ⅱ
」
を
選
択
科
目
と
し
て
設
定
し
て
い
た
。

今
回
の
改
訂
で
「
国
語
総
合
」
を
共
通
必
履
修
科
目
と
し
た
こ
と
か
ら
、
「
国

語
表
現
Ⅰ
」
に
つ
い
て
「
国
語
総
合
」
と
の
関
係
を
整
理
し
、
「
国
語
表
現
Ⅱ
」

と
合
わ
せ
て
「
国
語
表
現
」
一
科
目
に
再
構
成
し
た
。

【
現
代
文
Ａ
】

「
現
代
文
Ａ
」
は
、

「

国

語

総

合

」

の

「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の

う
ち
近
代
以
降
の
文

章
と
〔
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕

と
を
中
心
と
し
て
、

そ
の
内
容
を
発
展
さ

せ
た
科
目
で
あ
る
。

「
現
代
文
Ａ
」
を
新

設
し
た
の
は
、
小
学

校

及

び

中

学

校

で

〔
伝
統
的
な
言
語
文

化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
高
等
学
校
に
お
い
て
、
近
代
以

降
の
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
重
視
す
る
た
め
で
あ
る
。

【
現
代
文
Ｂ
】

「
現
代
文
Ｂ
」
は
、
現
行
の
「
現
代
文
」
を
改
善
し
、
近
代
以
降
の
文
章
を

読
む
こ
と
を
中
心
と
し
つ
つ
、
「
国
語
総
合
」
の
総
合
的
な
言
語
能
力
を
育
成

す
る
科
目
と
し
て
の
性
格
を
発
展
さ
せ
た
科
目
で
あ
る
。
科
目
の
目
標
に
「
適

切
に
表
現
す
る
能
力
を
高
め
る
」
こ
と
を
示
し
、
話
す
・
聞
く
能
力
、
書
く
能

力
を
育
成
す
る
こ
と
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

【
「
古
典
Ａ
」
「
古
典
Ｂ
」
】

「
古
典
Ａ｣

及
び
「
古
典
Ｂ
」
は
、
「
国
語
総
合
」
の
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の

う
ち
古
典
の
分
野
と
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

と
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
発
展
さ
せ
た
科
目
で
あ
る
。

「
古
典
Ａ
」
は
、
現
行
の
「
古
典
講
読
」
を
改
善
し
、
我
が
国
の
伝
統
と
文

化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

「
古
典
Ｂ
」
は
、
現
行
の
「
古
典
」
を
改
善
し
、
古
典
を
読
む
能
力
の
育
成

と
古
典
に
つ
い
て
の
理
解
や
関
心
を
深
め
る
こ
と
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

各
科
目
の
内
容
の
(1)
に
示
し
た
指
導
事
項
か
ら
み
た
各
科
目
間
の
関
係
を
図

示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
図
３
）
。

③

「
Ａ
」
を
付
し
た
科
目
と
「
Ｂ
」
を
付
し
た
科
目
の
関
係
（
図
４
）

「
現
代
文
Ａ
」
「
現
代
文
Ｂ
」
「
古
典
Ａ
」
「
古
典
Ｂ
」
に
付
さ
れ
て
い
る

「
Ａ
」
と
「
Ｂ
」
と
は
、
科
目
の
性
格
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
従
前
の
「
Ⅰ
」

と
「
Ⅱ
」
と
の
よ
う
に
、
「
Ⅱ
」
を
付
し
た
科
目
は
「
Ⅰ
」
を
付
し
た
科
目
を

深
化
、
発
展
さ
せ
た
関
係
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
各
学
校
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
Ａ
」
を
付
し
た
科
目

（
以
下
、
「
Ａ
科
目
」
と
い
う
）
又
は
「
Ｂ
」
を
付
し
た
科
目
（
以
下
、
「
Ｂ

科
目
」
と
い
う
）
の
い
ず
れ
か
一
方
を
中
心
に
開
設
し
た
り
、
Ａ
科
目
で
言
語

文
化
や
読
書
へ
の
関
心
・
意
欲
を
も
た
せ
る
よ
う
に
し
、
Ｂ
科
目
で
読
む
能
力

を
高
め
た
り
す
る
な
ど
、
学
校
や
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
様
々
な
履
修
が
考
え

ら
れ
る
。

(3)

言
語
活
動
の
充

実①

示
し
方
の
改
善

（
図
２
）

言
語
活
動
を
通
し

て
指
導
事
項
を
指
導

す
る
と
い
う
枠
組
み

は
こ
れ
ま
で
と
変
更

は
な
い
。
た
だ
、
今

回
の
改
訂
で
は
、
各

科
目
及
び
各
領
域
の

内
容
の
(1)
に
指
導
事

項
、
(2)
に
言
語
活
動

例
を
位
置
付
け
て
い

る
。
こ
れ
は
、
内
容

の
指
導
に
当
た
っ
て
、
(1)
に
示
す
事
項
を
(2)
に
示
す
言
語
活
動
例
を
通
し
て

指
導
す
る
こ
と
を
一
層
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活

動
の
充
実
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
。

②

言
語
活
動
を
行
う
上
で
の
留
意
点

「
国
語
総
合
」
の
「
内
容
」
の
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
で
は
、
(2)
に
、
言
語
活
動

と
し
て
、
書
く
、
発
表
す
る
、
話
し
合
う
こ
と
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
。
読
む

こ
と
と
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
と
を
中
心
と
し

た
「
現
代
文
Ａ
」
「
古
典
Ａ
」
「
古
典
Ｂ
」
も
同
様
で
あ
る
。
読
む
こ
と
の
指

導
に
お
い
て
も
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
及
び
書
く
こ
と
も
含
め
た
多
様
な
言

語
活
動
を
通
し
て
(1)
に
示
し
た
事
項
を
指
導
し
、
読
む
能
力
を
確
実
に
身
に
付

け
る
よ
う
、
一
層
の
授
業
改
善
を
図
り
た
い
。

な
お
、
内
容
の
(2)
に
示
し
た
言
語
活
動
例
は
既
に
指
導
し
て
い
る
事
項
で
あ

り
、
新
た
な
指
導
事
項
が
増
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
身
に
付
け
る
べ
き
能
力

と
し
て
生
徒
全
員
に
指
導
す
る
の
は
、
内
容
の
(1)
の
指
導
事
項
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
従
前
と
変
わ
り
は
な
い
。
言
語
活
動
は
、
目
標
の
実
現
や
、
内
容
の
習
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得
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
間
の
指
導
と
評
価
の
計
画
や
学

習
指
導
案
、
さ
ら
に
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
、
目
標
に
掲
げ
る
の
も
、
そ
の

実
現
の
状
況
を
み
る
た
め
の
評
価
規
準
も
、
そ
れ
に
基
づ
き
す
べ
て
の
生
徒
に

つ
い
て
評
価
す
る
の
も
、
す
べ
て
(1)
の
指
導
事
項
に
基
づ
く
。

た
だ
、
取
り
上
げ
る
言
語
活
動
が
既
習
の
事
項
で
あ
っ
て
も
、
全
員
が
習
得

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
言
語
活
動
の
様
子
を
見
て
、
十
分
に
習
得
で
き
て

い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
生
徒
に
は
、
個
に
応
じ
て
指
導
し
評
価
す
る
必
要
が
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

言
語
活
動
の
充
実
が
、
高
等
学
校
国
語
の
、
ひ
い
て
は
各
教
科
等
の
授
業
改

善
の
鍵
と
な
る
。
国
語
に
お
い
て
は
、
指
導
者
が
文
章
の
内
容
に
関
す
る
説
明

を
し
、
そ
れ
を
通
し
て
生
徒
に
文
章
の
理
解
を
促
す
な
ど
と
い
う
授
業
が
い
ま

だ
に
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
言
語
活
動
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
十

分
な
た
め
、
活
動
を
取
り
入
れ
て
は
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
る

た
め
に
行
う
の
か
と
い
う
意
識
が
希
薄
で
、
活
動
あ
っ
て
指
導
な
し
の
状
況
に

な
っ
て
い
る
授
業
も
散
見
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
指
導
者
が
、
学
習
指
導
要
領
に

お
け
る
言
語
活
動
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
、
生
徒
の
主
体
的
な

学
習
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
年
間
の
指
導
と
評
価
の
計
画
や
学
習
指
導
案
等
に
、
言
語

活
動
に
つ
い
て
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活

動
に
資
す
る
た
め
に
、
国
語
科
で
指
導
し
て
い
る
内
容
や
そ
の
時
期
を
各
教
科

等
に
周
知
し
た
り
、
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
で
生
徒
の
言
語
に
関
す
る

能
力
に
つ
い
て
不
十
分
な
点
が
あ
れ
ば
、
国
語
科
で
再
び
指
導
し
た
り
す
る
な

ど
、
有
機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

(4)

古
典
の
指
導
の
重
視

今
回
の
改
訂
で
、
小
学
校
か
ら
一
貫
し
て
古
典
の
指
導
を
充
実

し
て
い
る
の
を
受
け
、
高
等
学
校
で
も
そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
。

共
通
必
履
修
科
目
で
あ
る
「
国
語
総
合
」
に
、
小
学
校
及
び
中

学
校
と
同
じ
く
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る

事
項
〕
を
置
き
、
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
に
お
け
る
、
古
典
に
係
る
授

業
時
数
と
近
代
以
降
の
文
章
に
係
る
授
業
時
数
は
お
お
む
ね
同
等

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
典
に
関
す
る
科
目
と
し
て
、
「
古
典
Ａ
」

及
び
「
古
典
Ｂ
」
の
二
科
目
を
置
い
て
い
る
。

な
お
、
漢
文
の
指
導
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
現
状
を
改
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
文
部
科
学
省
に
届
い
て
い
る
。
現
行
で

も
「
国
語
総
合
」
及
び
「
古
典
」
に
お
い
て
は
古
文
と
漢
文
と
の

割
合
は
一
方
に
偏
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今

回
の
改
訂
に
お
い
て
も
、
「
国
語
総
合
」
及
び
「
古
典
Ｂ
」
に
引

き
継
い
で
い
る
。
学
習
指
導
要
領
上
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て

い
て
も
、
学
校
で
の
実
態
は
そ
う
で
は
な
い
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、

各
指
導
者
が
公
教
育
を
担
う
も
の
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
指
導

に
当
た
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
、
古
文
や
漢
文
を
学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
認
識
さ
せ
、
学

ぶ
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。

(5)

学
習
の
過
程
と
系
統
性
に
配
慮
し
た
内
容
の
改
善

今
回
の
改
訂
で
、
小
学
校
及
び
中
学
校
で
は
、
学
習
の
過
程
が
分
か
る
よ
う

内
容
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
各
学
年
段
階
に
お
い
て
重
点
を
置
く
べ
き
指
導

内
容
を
明
確
に
し
、
そ
の
系
統
化
を
図
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
中
学
校
ま
で
の

指
導
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
り
、
高
等
学
校
に
お
い
て
発
展
的
に
指
導
で
き
る

よ
う
、
学
習
の
過
程
や
系
統
性
に
配
慮
し
て
内
容
を
改
善
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
国
語
総
合
」
の
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
の
「
内
容
」
の
(1)
で
は
、
小

学
校
及
び
中
学
校
と
同
じ
く
、
題
材
を
選
ぶ
、
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
、
的

確
に
記
述
す
る
、
書
い
た
も
の
を
推
敲
し
た
り
交
流
し
た
り
す
る
と
い
う
指
導

事
項
を
示
し
、
学
習
の
過
程
を
明
確
に
し
て
い
る
。

な
お
、
学
習
の
過
程
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
総
則
の
第
５
款
の
５
の
(5)
に

示
し
て
い
る
「
各
教
科
・
科
目
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
生
徒
が
学
習
の
見

通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
を
計
画
的
に
取

り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
」
と
、
学
習
の
系
統
性
は
、
総
則
の
第
５
款
の

３
の
(3)
に
示
し
て
い
る
「
学
校
や
生
徒
の
実
態
等
に
応
じ
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
工
夫
を
行
い
、
義
務
教
育
段
階
で
の
学
習
内
容
の

確
実
な
定
着
を
図
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
」
と
関
連
し
て
い
る
。

(6)

読
書
活
動
の
充
実

読
書
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
学
校
図
書
館
な
ど
と
連
携
し
、
自
ら
の

読
書
生
活
を
振
り
返
り
、
読
書
の
幅
を
広
げ
、
読
書
の
習
慣
を
養
う
な
ど
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
読
書
に
親
し
む
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
や
、
情
報
を
使
い
こ
な

す
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
改
善
を
図
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

新
学
習
指
導
要
領
は
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
年
次
進
行
で
実
施
さ
れ
る
。

そ
れ
ま
で
の
間
、
文
部
科
学
省
発
行
の
「
解
説
」
等
を
通
し
て
、
そ
の
趣
旨
の

理
解
を
進
め
て
い
く
と
と
も
に
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
下
で
も
、
新
学
習

指
導
要
領
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
授
業
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ

る
。
な
お
、
新
学
習
指
導
要
領
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
発
行
の
月
刊
誌

「
中
等
教
育
資
料
」
で
も
解
説
を
連
載
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
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一
、
研
究
発
表

都
国
研
学
力
テ
ス
ト
と
高
校
生
の
国
語
力
に
つ
い
て

発
表
者

渡
邉
善
正
先
生
（
都
国
研
学
力
テ
ス
ト
作
成
委
員
会
）

渡
部
洋
先
生
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

教
育
テ
ス
ト
研
究
セ
ン
タ
ー
）

ま
ず
、
都
国
研
の
国
語
標
準
学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
て
の
紹
介
と
課
題
の
報
告

が
渡
邉
先
生
よ
り
な
さ
れ
た
後
、
渡
部
教
授
が
、
都
国
研
学
力
テ
ス
ト
の
デ
ー

タ
を
も
と
に
、
高
校
一
、
ニ
先
生
の
国
語
力
を
分
析
し
た
結
果
を
発
表
し
た
。

分
析
で
は
、
古
文
の
読
解
問
題
の
成
績
が
良
い
生
徒
は
（
評
論
・
小
説
・
漢
文

も
含
め
た
）
テ
ス
ト
全
体
の
成
績
が
良
い
こ
と
、
高
校
ニ
年
生
が
一
年
生
の
時

の
ほ
う
が
成
績
が
良
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
等
が
報
告
さ
れ
た
。

ニ
、
国
語
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
―
作
る
立
場
と
使
う
立
場
―

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

山
本
伸
二
先
生
（
ニ
松
学
舎
大
学
）

発
案
・
準
備

村
田
勇
司
先
生
（
都
立
晴
海
総
合
高
校
）

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
出
版
社
（
大
修
館
書
店
・
筑
摩
書
房
・
教
育
出
版
・
数

研
出
版
・
東
京
書
籍
・
第
一
学
習
社
の
七
社
）
よ
り
七
名
の
教
科
書
編
集
者
が

参
加
し
、
教
科
書
を
使
う
立
場
の
代
表
と
し
て
三
名
の
都
立
高
校
教
員
が
登
壇

し
た
。
教
科
書
に
つ
い
て
の
不
満
・
注
文
、
国
語
教
科
書
は
い
か
に
あ
る
べ
き

か
等
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
基
調
報
告
に
引
き
続
い
て
意
見
交
換
が
行

わ
れ
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
も
、
現
場
の
実
感
を
伴
っ
た
疑
問
や
意
見
が
出
さ
れ
た
。

話
し
合
い
で
は
、
漢
文
の
送
り
な
ど
の
表
記
が
、
各
教
科
書
や
模
試
等
に
よ
っ

て
ま
ち
ま
ち
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
問
題
な
ど
、
出
版
社
と
教
員
と
が
協
力
し

て
今
後
、
解
決
し
て
い
く
べ
き
課
題
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

終
了
後
も
会
場
に
残
り
、
熱
く
語
り
合
い
協
力
を
誓
う
編
集
者
と
教
員
の
方

の
姿
が
見
ら
れ
た
。
教
科
書
を
作
る
立
場
の
編
集
者
と
、
使
う
立
場
の
教
員
と

の
貴
重
な
交
流
の
機
会
と
な
っ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
っ
た
。

（
藤
井
ゆ
き
）

ま
ず
、
図
書
館
に
お
い
て
研
究
授
業
が
行
わ
れ
た
。
発
表
者
は
荒
木
敦
史
先

生
、
テ
ー
マ
は
「
図
書
館
を
活
用
し
た
読
解
力
を
育
む
授
業
」
で
あ
っ
た
。
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◎
第
一
分
科
会

都
立
竹
早
高
等
学
校

研
究
授
業

３
年
『
古
文
講
読
』

村
田

正
純(

竹
早
高
校)

助
言
講
師

町
田

静
隆(

都
立
王
子
工
業
高
校
長)

公
開
授
業

２
年
現
代
文
『
こ
こ
ろ
』

嶋
田

吉
孝(

竹
早
高
校)

研
究
発
表

メ
デ
ィ
ア
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
受
容
す
る
た
め
に

田
部
井

聡(
栃
木
県
立
小
山
城
南
高
校)

助
言
講
師

牛
島

倫
子(

元
鶴
見
大
学)

◎
第
二
分
科
会

都
立
晴
海
総
合
高
等
学
校

研
究
発
表

都
国
研
学
カ
テ
ス
ト
と
高
校
生
の
国
語
力
に
つ
い
て

都
国
研
学
力
テ
ス
ト
作
成
委
員

渡
邉

善
正(

山
崎
高
校)

藤
井

ゆ
き(

中
野
工
業
高
校)

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ク
レ
ッ
ト

助
言
講
師

渡
部

洋(

東
京
大
学
名
誉
教
授)

国
語
教
科
書
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
―
作
る
立
場
と
使
う
立
場
―

教
科
書
会
社
編
集
担
当
者(

７
社)

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

山
本

伸
二(

二
松
學
舎
大
学)

◎
第
三
分
科
会

都
立
鷺
宮
高
等
学
校

研
究
授
業

１
年
国
語
総
合
「
図
書
館
を
活
用
し
た
読
解
力
を
育
む
授
業
」

荒
木

敦
史(

鷲
宮
高
校)

助
言
講
師

吉
兼

元
幸(

都
立
紅
葉
川
高
校
長)

研
究
発
表

「
国
語
総
合
」
の
指
導
と
評
価
の
工
夫

松
原

志
保(

フ
ロ
ム
Ｔ

都
立
国
立
高
校)

助
言
講
師

鈴
木

斌(

日
本
大
学)

◎
第
四
分
科
会

都
立
石
神
井
高
等
学
校

研
究
授
業

１
年
国
語
総
合
『
土
佐
日
記
』

井
口

衛(

石
神
井
高
校)

助
言
講
師
石
塚

秀
雄(

慶
応
義
塾
大
学)

２
年
古
典
『
源
氏
物
語
』
の
影
響

古
屋

明
子(

石
神
井
高
校)

助
言
講
師
河
添

房
江(

東
京
学
芸
大
学)

３
年
現
代
文
「
評
論
『
生
き
る
』
と
い
う
こ
と
」

山
口
亜
咲
子(

石
神
井
高
校)

助
言
講
師
田
中

成(

元
青
山
学
院
大
学)

研
究
発
表

授
業
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
学
び
」
の
成
果

吉
田

寿
美(

都
立
五
日
市
高
校)

助
言
講
師

江
見

悦
子(

都
立
小
松
川
高
校
長)

◎
第
五
分
科
会

都
立
北
多
摩
高
等
学
校
（
都
立
立
川
国
際
中
等
教
育
学
校
）

研
究
授
業

２
年
現
代
文
「
衣
服
と
い
う
社
会
」

宗
京

少
織(

北
多
摩
高
校)

助
言
講
師

米
山

泰
夫(

都
立
野
津
田
高
校
長)

３
年
古
典
（
漢
文
）
『
帰
田
録
』
売
油
翁

波
出
石

実(

北
多
摩
高
校)

助
言
講
師

謡
口

明(

文
教
大
学)

研
究
発
表

生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
た
国
語
表
現
・
読
書
指
導
の
様
々
な
試
み

菊
池

陽
子(

都
立
田
柄
高
校)

助
言
講
師

吉
澤

靖(

元
昭
和
女
子
短
大)

◎
第
六
分
科
会

二
松
學
舍
大
学
附
属
高
等
学
校

研
究
授
業

２
年
漢
詩
入
門

相
良

恭
子(

二
松
學
舍
大
学
附
属
高
校)

助
言
講
師

緑
川

佑
介(

元
二
松
學
舍
大
学)

研
究
発
表

知
の
統
合
に
よ
る
表
現
力
の
育
成

黒
川

治
彦(

栃
木
県
立
宇
都
宮
高
校)

助
言
講
師

納
屋

信(

都
立
調
布
南
高
校
長)

◎
第
七
分
科
会

和
洋
九
段
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校

研
究
授
業

１
年
国
語
総
合
『
短
歌
』

上
野

正
史(

和
洋
九
段
高
校)

助
言
講
師

堀
江

忠
道(

二
松
學
舍
大
学)

２
年
現
代
文
『
中
身
当
て
ク
イ
ズ
』

原

啓
樹(

和
洋
九
段
高
校)

助
言
講
師

榎
本

善
紀(

都
立
田
無
高
校
長)

研
究
発
表

新
学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
授
業
実
践
の
提
案

笠
原

聡(

都
立
蒲
田
高
校)

助
言
講
師

丹
藤

博
文(

愛
知
教
育
大
学)

全
国
連

第
41
回
大
会

東
京
大
会

分
科
会
報
告

第
二
分
科
会

都
立
晴
海
総
合
属
高
校

第
三
分
科
会

都
立
鷺
宮
属
高
校



全
生
徒
が
一
冊
以
上
の
本
を
手
元
に
用
意
し
た
状
態
で
、
和
や
か
な
雰
囲
気

で
授
業
が
始
ま
っ
た
。
前
時
に
新
聞
記
事
の
内
容
の
分
析
を
行
い
、
本
時
は
そ

の
理
解
を
進
め
る
た
め
の
参
考
文
献
と
し
て
用
意
し
た
本
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

沿
っ
て
評
価
し
て
い
く
と
い
う
国
語
教
育
と
学
校
図
書
館
で
の
活
動
を
連
携
さ

せ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
授
業
者
か
ら
の
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
生

徒
達
が
活
き
活
き
と
主
体
的
に
活
動
し
て
い
る
様
子
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
授

業
後
、
会
議
室
に
て
指
導
者
に
紅
葉
川
高
校
長
で
あ
る
吉
兼
元
幸
先
生
の
ご
指

導
を
頂
き
活
発
な
協
議
が
行
わ
れ
た
。

次
に
、
「
国
語
実
践
の
会
―
フ
ロ
ム
Ｔ
」
を
代
表
し
て
松
原
志
保
先
生
の
研

究
発
表
に
移
っ
た
。
テ
ー
マ
は
「
『
国
語
総
合
』
の
指
導
と
評
価
の
工
夫
」
で

あ
り
、
「
評
価
」
の
観
点
か
ら
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
「
討
論
」
に
つ

い
て
研
究
・
実
践
し
た
こ
と
の
発
表
で
あ
っ
た
。

評
価
規
準
の
設
定
・
評
価
表
等
の
工
夫
に
よ
り
評
価
を
授
業
者
が
意
識
し
て

次
の
授
業
に
活
か
す
こ
と
で
の
生
徒
の
変
容
を
示
し
た
。
Ｃ
評
価
で
あ
っ
た
生

徒
の
事
例
説
明
が
実
際
の
授
業
の
映
像
や
生
徒
自
身
の
作
成
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
の
提
示
と
共
に
行
わ
れ
、
こ
の
研
究
の
成
果
が
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
同
じ

グ
ル
ー
プ
で
違
う
時
期
に
実
践
を
行
っ
た
小
林
清
香
先
生
か
ら
の
補
足
説
明
も

あ
り
、
今
後
の
課
題
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

後
の
協
議
で
は
、
助
言
者
で
あ
る
日
本
大
学
の
鈴
木
斌
先
生
よ
り
論
理
的
に

話
す
・
書
く
力
を
つ
け
る
た
め
の
助
言
を
い
た
だ
き
、
教
員
と
し
て
の
心
の
持

ち
よ
う
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

（
鈴
木
直
美
）

三
つ
の
研
究
授
業
と
、
一
つ
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。

一
、
古
典
『
土
佐
日
記
』
紀
貫
之

発
表
者

井
口

衛
先
生

助
言
者

慶
應
義
塾
大
学
教
授
石
塚
秀
雄
先
生

初
任
と
い
う
こ
と
で
、
生
徒
と
と
も
一
緒
に
学
び
、
ま
た
古
典
嫌
い
な
く
そ

う
と
い
う
姿
勢
が
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
授
業
で
あ
っ
た
。

二
、
『
更
級
日
記
』
～
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
探
る
～

発
表
者

古
屋
明
子
先
生

助
言
者

東
京
学
芸
大
学
教
授
川
添
房
江
先
生

事
前
に
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
女
君
の
調
べ
学
習
が

な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
も
と
に
考
察
し
た
人
物
像
の
発
表
、
作
者
が
理
想
と

し
た
女
性
像
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
な
ど
、
生
徒
の
活
発
な
授
業
で
あ
っ
た
。

三
、
評
論
『
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
』
小
浜
逸
郎

発
表
者

山
口
亜
咲
子
先
生

助
言
者

元
青
山
学
院
大
学
教
授
田
中
茂
先
生

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
よ
る
、
個
人
学
習
・
グ
ル
ー
プ
学
習
と
も
に
活
発
に
活
動

が
行
わ
れ
、
生
徒
の
学
習
意
欲
の
旺
盛
さ
が
目
立
っ
た
授
業
で
あ
っ
た
。

四
、
評
価
し
な
が
ら
読
む
力
や
論
理
的
に
考
え
る
力
、
表
現
す
る
力
を
育
成
す

る
指
導
の
充
実

発
表
者

吉
田
寿
美
先
生
（
東
京
都
立
五
日
市
高
等
学
校
）

助
言
者

東
京
都
立
小
松
川
高
等
学
校
校
長
江
見
悦
子
先
生

授
業
研
究
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
ま
な
び
」
進
学
指
導
充
実
部
会
（
現
代
文
）
の

研
究
活
動
と
四
回
の
研
究
授
業
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。(

松
下
愛
理
）

本
分
科
会
で
は
、
研
究
授
業
と
研
究
発
表
を
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
実
施
し
た
。

一
、
漢
詩
入
門
‐
唐
詩
を
中
心
に
‐

授
業
者

相
良
恭
子
先
生
（
二
松
學
舍
大
学
附
属
高
校
）

実
践
例

『
登
岳
陽
楼
』
杜
甫
（
「
新
精
選
古
典
」
明
治
書
院
）

普
段
と
異
な
る
大
学
の
教
室
で
周
囲
を
多
く
の
先
生
方
に
囲
ま
れ
て
い
た
授

業
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
徒
た
ち
は
授
業
者
の
指
導
の
下
、
活
発
に
授
業
に
参
加

し
た
。
範
読
・
斉
読
・
生
徒
に
よ
る
板
書
、
さ
ら
に
授
業
者
自
ら
の
旅
行
写
真

を
用
い
て
現
在
の
洞
庭
湖
・
岳
陽
楼
の
説
明
も
入
れ
、
生
徒
の
集
中
と
関
心
を

継
続
さ
せ
、
理
解
を
深
め
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
。
授
業
後
、
元
二
松
學
舍

大
学
緑
川
佑
介
先
生
を
助
言
者
に
、
視
覚
教
材
の
使
い
方
や
漢
字
の
用
法
な
ど

活
発
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。

二
、
知
の
統
合
に
よ
る
表
現
力
の
育
成
‐
比
べ
読
み
の
実
践
を
通
し
て
‐

発
表
者

黒
川
治
彦
先
生
（
栃
木
県
立
宇
都
宮
高
校
）

副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
現
代
文
小
説
作
品
と
関
連
す
る
古
典
作
品
や
、
同
テ
ー

マ
な
が
ら
立
場
が
異
な
る
評
論
を
読
み
比
べ
、
よ
り
深
く
主
体
的
な
読
解
を
さ

せ
、
理
解
し
た
こ
と
な
ど
の
論
述
に
よ
り
生
徒
が
自
身
の
考
え
を
文
章
化
す
る

力
の
養
成
を
行
う
実
践
報
告
で
あ
っ
た
。
宇
都
宮
高
校
は
県
を
代
表
す
る
進
学

校
で
あ
り
、
三
年
間
の
国
語
学
習
計
画
へ
の
表
現
力
育
成
の
組
み
込
み
、
記
述

力
重
視
の
定
期
考
査
実
施
な
ど
、
国
公
立
大
へ
の
高
い
進
学
実
績
を
支
え
る
国

語
科
実
践
の
一
端
の
発
表
で
あ
っ
た
。
都
立
調
布
南
高
等
学
校
長
納
屋
信
先
生

を
助
言
者
と
し
て
、
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
な
ど
の
観
点
か
ら
お
話
し
い
た

だ
き
、
時
間
を
延
長
し
て
の
質
疑
応
答
を
行
っ
た
。
（
松
永

忠
久
）
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「
国
語
教
育
に
新
し
い
地
平
を
開
こ
う
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
全
国
連
研

究
大
会
・
神
奈
川
大
会
が
開
か
れ
た
の
は
、
平
成
四
年
の
こ
と
で
し
た
。

爾
来
十
七
年
後
の
本
年
十
一
月
五
日
、
六
日
の
両
日
、
開
港
一
五
〇
周
年
を

祝
う
横
浜
並
び
に
古
都
鎌
倉
を
中
心
に
、
三
度
目
と
な
る
神
奈
川
大
会
開
催
の

運
び
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
四
十
六
年
、
全
国
連
第
四
回
大
会
は
「
現
代
社
会
の
推
移
に
対
応
す
る

国
語
教
育
の
あ
り
方
」
を
主
題
に
、
「
現
場
の
抱
え
て
い
る
問
題
と
そ
の
考
え

方
」
を
副
題
に
し
た
大
会
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
の
開
催
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
国

語
教
育
を
考
え
た
時
、
〈
課
題
解
決
学
習
〉
の
羅
針
盤
の
任
を
果
た
せ
た
の
で

は
と
い
う
些
か
の
誇
負
を
持
っ
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
語
教
育
は
、

い
つ
で
も
授
業
と
い
う
「
現
代
社
会
」
を
視
座
に
し
た
「
空
間
」(

教
授
と
享

受
の
現
場)

を
通
し
て
そ
の
あ
り
方
を
探
る
と
い
う
〈
こ
と
ば
〉
に
関
わ
る

「
時
間
」(

時
代
相
の
習
得)

を
育
て
る
実
践
活
動
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら

で
す
。

父
上
、
京
助
氏
の
重
篤
を
押
し
て
お
い
で
下
さ
っ
た
金
田
一
春
彦
氏
が
『
源

氏
物
語
』
を
平
安
時
代
の
表
音
で
説
き
起
こ
す
音
読
（
女
優
関
弘
子
氏
が
実
演
）

の
試
み
を
さ
れ
た
記
念
講
演
に
驚
嘆
と
畏
敬
の
念
を
感
じ
た
の
は
、
今
か
ら
三

十
八
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

冒
頭
掲
げ
た
第
二
十
五
回
大
会(

平
成
四
年)

の
テ
ー
マ
は
、
国
語
教
育
の
そ

う
し
た｢

空
間｣

と｢

時
間｣

の
切
り
結
び
を
〈
新
し
い
地
平
を
開
こ
う
〉
の
合

言
葉
で
問
い
か
け
る
神
奈
川
県
国
語
部
会
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
ま
し
た
。

「
僕
自
身
に
と
っ
て
の
国
語
教
育
」
と
題
し
た
記
念
講
演
で
、
大
江
健
三
郎

氏
は
、
母
・
祖
母
か
ら
の
教
え
、
し
ょ
う
が
い
を
持
っ
た
子
息
、
柳
田
国
男
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
、
伊
東
静
雄
等
を
俎
上
に
上
せ
、

「
言
葉
の
世
界
、
言
葉
の
倉
庫
は
、
自
分
で
努
力

し
て
、
あ
る
い
は
、
子
供
達
に
努
力
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
広
げ
て
ゆ
く
し
か
な
い
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
」
と
国
語
教
育
の
大
切
さ
を
説
か
れ

た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。

「
皆
さ
ん
が
、
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
を
、
経
験

に
よ
っ
て
確
か
め
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
、
小
説
を
書
い
て
い
る
人
間

が
、
外
側
か
ら
自
分
の
経
験
に
即
し
て
お
話
し
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

な
り
ま
し
た
」
と
結
ば
れ
た
〈
こ
と
ば
〉
は
、
大
江
氏
か
ら
受
け
取
っ
た
〈
生

き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力
〉
の
バ
ト
ン
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
〈
こ
と
ば
〉
を
受
け
止
め
、
受
け
継
ぐ
今
回
の
神
奈
川
大
会
。
本

年
十
一
月
、
下
記
の
日
程
・
内
容
で
皆
様
と
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

第
一
日
目
の
記
念
講
演
は
、
十
三
年
間
の
高
校
教
諭
経
験
も
あ
り
早
稲
田
大

学
客
員
教
授
も
さ
れ
た
『
空
飛
ぶ
馬
』
『
夜
の
蝉
』
『
ス
キ
ッ
プ
』
『
北
村
薫

の
創
作
表
現
講
義
』
『
野
球
の
国
の
ア
リ
ス
』
等
の
作
家
北
村
薫
氏
の
対
談
形

式
に
よ
る
〈
こ
と
ば
の
世
界
〉
を
紡
ぐ
必
聴
の
《
北
村
ワ
ー
ル
ド
》
へ
の
誘
い

で
す
。

第
一
日
目
の
高
木
展
郎
・
山
西
雅
子
氏
（
両
氏
は
共
に
本
県
の
高
校
教
諭
で

し
た
）
等
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
第
二
日
の
公
開
授
業
・
研
究
実
践
発
表
は
、

新
『
学
習
指
導
要
領
』
の
教
科
目
標
「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
的
確
に
理
解
す

る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を

伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心

を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
」
〈
こ
と
ば
の

力
〉
の
実
践
の
場
、
情
報
交
換･

教
育
交
歓
の
場
と
な
る
は
ず
で
す
。

私
た
ち
は
、
こ
の
大
会
を
前
回
の
神
奈
川
大
会
以
後
の
部
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

も
あ
る
《
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力
を
育
む
国
語
教
室
の
創
造
》
の
受
信

基
地
・
発
信
基
地
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

全
国
各
地
の
様
々
な
現
場
で
〈
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力
〉
を
教
え
育

て
て
い
る
先
生
方
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
神
奈
川
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
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平
成
二
十
一
年
度

全
国
連
研
究
大
会

神
奈
川
大
会
の
ご
案
内

生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力

神
奈
川
県
高
等
学
校
教
科
研
究
会
国
語
部
会
長

第
四
十
二
回
研
究
大
会
実
行
委
員
長

岩

壁

清

吉

'09 平成２１年｢全国連」・神奈川大会でお会いしましょう

期 日： 平成21年11月5日（木）全体会 6日（金）分科会

会 場： 全体会 神奈川県民ホール（横浜市中区山下町 「山下公園」近く）

分科会 神奈川県内各高等学校及び中学校、神奈川近代文学館等

（横浜翠嵐､光陵､緑園総合高校等県立高校、市立･私立の各高校、

横浜雙葉中学､高校・横浜国立大学付属中学で公開授業等）

全体会： 総会・記念講演（作家・北村薫氏）・文部科学省講話（新｢学習指導要領｣解説）

シンポジウム（横浜国立大学教授高木展郎氏・俳人山西雅子氏 他）

分科会： 公開授業・研究実践発表(｢PISA型読解力を育む｣等)･文学研修（横浜・鎌倉）



長
い
間
、
経
済
的
に
低
迷
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若
年
者
に
と
っ
て
モ

デ
ル
と
す
べ
き
姿
が
見
え
に
く
い
状
況
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
映
像
通
信
環
境
が
進
展
し
た
こ
と
か
ら
活
字
離
れ
が
進
行
し
、
対

面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
り
に
く
い
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
本
年
早
々
に
高
等
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
が
改
善
さ
れ
ま

し
た
。
国
語
に
つ
い
て
も
新
し
い
時
代
を
築
く
た
め
に
手
が
施
さ
れ
ま
し
た
。

報
道
に
お
い
て
、
外
国
語
な
ど
他
教
科
に
比
べ
て
一
見
地
味
な
印
象
を
も
た
れ

る
か
と
思
い
ま
す
が
指
導
に
あ
た
っ
て
は
広
範
な
知
識
と
教
科
に
お
け
る
高
い

専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
対
応
が
求
め

ら
れ
る
時
代
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
指
導
の
工
夫
や
授
業
改
善
に
向
け
て
地
道

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

近
年
、
各
県
で

も
ご
承
知
の
と
お

り
高
等
学
校
で
は

義
務
教
育
の
内
容

と
重
複
す
る
基
礎

的
な
部
分
に
眼
を

向
け
る
指
導
と
、

大
学
進
学
に
眼
を

向
け
た
指
導
方
法

の
研
究
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ

は
学
力
の
格
差
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
叫
ば
れ
、
過
敏
に
反
応
す
る
社

会
の
要
望
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で

す
。
「
国
語
総
合
」
で
の
標
準
単

位
数
を
よ
り
弾
力
的
に
実
施
で
き

る
よ
う
改
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
う

し
た
実
体
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
だ

と
理
解
で
き
ま
す
。
一
方
で
は
、
進
学
対
策
の
た
め
の
指
導
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

セ
ン
タ
ー
試
験
対
策
や
小
論
文
対
策
が
授
業
の
中
で
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
す
。
全
国
的
に
詩
歌
や
漢
文
に
費
や
す
時
間
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る

状
況
は
こ
う
し
た
背
景
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
指
導
の

た
め
に
教
科
の
専
門
性
を
高
め
る
研
修
よ
り
指
導
方
法
の
研
修
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
高
等
学
校
の
国
語
教
育
は
、
本
来
の

国
語
を
学
ば
せ
る
た
め
の
教
育
と
同
一
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

本
連
合
会
で
は
現
実
を
直
視
し
つ
つ
も
本
来
あ
る
国
語
教
育
を
求
め
て
実
践

研
究
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
年
度
の
第
四
十
一
回
全
国
研
究
大

会
は
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
・
二
十
一
日
の
両
日
、
東
京
都
杉
並
公
会
堂
に

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
諸
事
情
に
よ
り
急
遽
東
京
都
が
二
十
三
年
度
に
開

催
す
る
予
定
を
繰
り
上
げ
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
大
会
主
題
は
「
人
を
育
み
、

文
化
を
創
る
国
語
教
育
」
、
副
題
と
し
て
「
ー
こ
と
ば
の
力
を
た
し
か
め
る
ー
」

で
あ
り
ま
し
た
。

第
一
日
目
の
文
部
科
学
省
講
話
で
は
新
し
い
「
学
習
指
導
要
領
」
が
示
さ
れ

る
前
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
教
科
調
査
官
・
教
育
課
程
調
査
官
の
西
辻
正
副
先

生
か
ら
改
善
の
方
向
性
と
基
本
的
な
理
念
に
つ
い
て
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
記
念
講
演
に
は
黒
井
千
字
次
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
淡
々
と
し
た
お

話
の
中
に
黒
井
氏
の
人
柄
が
滲
み
出
て
お
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
大
会
に
な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
別
専
門
研
究
者
別
講
演
会
が
企
画
さ
れ
、

「
源
氏
物
語
」
・
「
平
家
物
語
か
ら
中
世
文
学
へ
」
・
「
こ
こ
ろ
」
・
「
漢
詩
」

に
つ
い
て
参
加
者
が
四
会
場
に
分
か
れ
て
専
門
の
研
究
者
の
講
演
を
伺
い
質
疑

も
活
発
に
な
さ
れ
、
好
評
だ
っ
た
と
数
人
の
参
加
者
か
ら
伺
い
ま
し
た
。
二
日

目
の
分
科
会
は
都
立
お
よ
び
私
立
高
校
を
会
場
と
し
て
研
究
授
業
・
研
究
発
表

な
ど
が
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
大
会
で
は
国
語
教
科
書
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
作
る
立
場
と
使
う
立
場
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
意
見
交
換
が
な
さ
れ
、
大
勢
の

参
加
者
で
白
熱
し
た
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
午
後
の
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ア
ー

は
募
集
定
員
い
っ
ぱ
い
で
、
欠
席
者
も
な
く
予
定
通
り
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

本
東
京
大
会
は
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
が
中
心
と
な
り
全
国
連

事
務
局
が
支
援
支
援
に
あ
た
り
、
開
催
に
向
け
て
約
一
年
間
で
準
備
を
行
い
ま

し
た
。
東
京
都
も
近
年
、
任
意
の
研
究
団
体
に
参
加
す
る
人
数
が
減
少
す
る
傾

向
に
あ
っ
て
、
大
会
運
営
に
経
験
を
持
つ
者
が
年
を
経
る
ご
と
に
少
な
く
な
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
東
京
大
会
で
は
、
大
会
運
営
の
継
承
と
い
う
意

味
で
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
新
し
い
試
み
を
導
入
し
な
が
ら
開
催
準
備
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

各
県
に
お
か
れ
ま
し
て
も
各
県
の
特
色
を
出
さ
れ
、
今
日
的
な
課
題
に
向
け
て

取
り
組
ま
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

次
回
平
成
二
十
一
年
度
第
四
十
二
回
全
国
研
究
大
会
は
神
奈
川
県
、
神
奈
川

県
民
ホ
ー
ル
を
メ
イ
ン
会
場
と
し
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
次
回
大
会
の
開
催
に

あ
た
っ
て
は
、
神
奈
川
県
立
湘
南
台
高
等
学
校
長
岩
壁
清
吉
先
生
の
強
力
な
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
多
く
の
先
生
方
が
短
期
間
で
の
開
催
準
備
に
努
め
て
お

い
で
で
す
。
大
会
主
題
は
「
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力
」
で
す
。
神
奈
川

の
大
会
で
も
「
こ
と
ば
の
力
」
に
拘
ら
れ
、
本
研
究
連
合
会
に
お
け
る
研
究
大

会
の
流
れ
を
継
承
し
発
展
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
期
待
い
た
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
各
県
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
神
奈
川
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
全

国
大
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

私
事
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
期
を
も
ち
ま
し
て
本
会
会
長
の
任
を
解
か
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
連
合
会
の
運
営
面
で
は
至
ら
な
い
と
こ

ろ
が
多
々
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
皆
様
方
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
て
こ

れ
ま
で
三
年
の
間
会
長
職
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。
各
県
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と
も
本
連
合
会
の
発
展

の
た
め
に
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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転
換
期
を
迎
え
て
い
る
国
語
教
育

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
会
会
長

東
京
都
立
八
王
子
東
高
等
学
校
長

北
沢

好
一



本
年
度
の
大
会
は
、
十
一
月
二
十
日
・
二
十
一
日
の
両
日
東
京
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
前
回
の
東
京
で
の
開
催
は
三
年
前
で
し
た
が
、
諸
事
情
に
よ
り
急
遽
繰

り
上
げ
開
催
を
お
願
い
し
、
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
の
皆
様
の
大

変
な
ご
努
力
に
よ
り
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
行
委
員
会

を
は
じ
め
と
し
た
各
方
面
の
方
々
に
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
短
い
準
備

期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
別
専
門
研
究
者
講
演
会
、
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ

ア
ー
、
国
立
国
語
研
究
所
見
学
な
ど
東
京
な
ら
で
は
の
企
画
も
あ
り
、
大
変
素

晴
し
い
大
会
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

＊

＊

＊

第
四
十
一
回
研
究
大
会
東
京
大
会

期

日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日
（
木
）
・
二
十
一
日
（
金
）

テ
ー
マ

「
人
を
育
み
、
文
化
を
創
る
国
語
教
育
―
こ
と
ば
の
力
を
た
し
か

め
る
―
」

第
一
日

杉
並
公
会
堂

第
二
日

都
立
竹
早
高
校
・
都
立
晴
海
総
合
高
校
・
都
立
鷺
宮
高
校
・

都
立
石
神
井
高
校
。
都
立
北
多
摩
高
校
・

二
松
學
舍
大
学
附
属
高
校
・
和
洋
九
段
高
校

＊

＊

＊

さ
て
、
全
国
連
事
務
局
で
は
「
一
人
の
成
果
を
全
て
の
教
師
の
も
と
に
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
二
十
九
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
こ
れ
ま
で
の
五
部
一
委
員
会
一
グ

ル
ー
プ
体
制
を
、
今
年
度
よ
り
三
部
一
委
員
会
一
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
再

編
し
て
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
以
下
、
主
な
活
動
に
つ
い
て
報
告
い
た
し

ま
す
。

総
務
部･･

各
研
究
団
体
・
文
部
科
学
省
・
協
賛
団
体
と
の
連
絡
調
整
。

高
文
連
・
讀
賣
新
聞
社
主
催
「
全
国
高
校
生
文
芸
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
審
査
。

全
国
研
究
大
会
の
支
援
。

中
国
研
修
旅
行
の
企
画
運
営
。
（
本
年
度
は
中
止
）

研
究
部･

･

「
研
究
授
業
・
研
究
発
表
一
覧
」
の
編
集
発
行
。

本
年
度
は
過
去
十
八
年
分
の
合
冊
本
と
し
て
の
発
刊
と
な
り
ま
し
た
。
全

国
大
会
で
の
配
布
、
及
び
全
国
の
高
校
へ
発
送
し
ま
し
た
。

広
報
部･

･･

「
全
国
連
会
報
」
の
編
集
・
発
行
。

入
試
問
題
検
討
委
員
会
：
セ
ン
タ
ー
試
験
の
検
討
と
評
価
・
提
言
。

国
語
実
践
の
会･

･

年
間
授
業
計
画
の
研
究
と
授
業
実
践
。

こ
れ
ま
で
の
成
果
に
つ
い
て
、
「
『
国
語
総
合
』
の
指
導
と
評
価
の
工
夫

―
第
２
集
―
」
を
発
刊
し
、
全
国
大
会
で
の
配
布
、
及
び
各
県
へ
の
発
送

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他･

･

全
国
代
表
者
会
議
の
実
施
。
協
賛
団
体
と
の
関
係
の
緊
密
化
。

＊

＊

＊

今
回
の
大
会
で
は
、
第
一
日
目
、
総
会
に
続
き
、
「
高
等
学
校
教
育
が
目
指

す
も
の
―
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
と
い
う
視
点
か
ら
―
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
文
部
科
学
省
の
西
辻
正
副
氏
に
よ
る
講
話
が
あ
り
ま
し
た
。
午
後

か
ら
行
わ
れ
た
記
念
講
演
で
は
黒
井
千
次
氏
が
「
生
活
・
体
驗
・
表
現
・
創
作
」

と
い
う
演
題
で
熱
弁
を
ふ
る
わ
れ
、
そ
の
後
今
回
は
じ
め
て
の
試
み
と
し
て
ジ
ャ

ン
ル
別
専
門
研
究
者
に
よ
る
四
分
科
会
の
講
演
会
が
も
た
れ
ま
し
た
。
参
加
者

か
ら
感
想
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
大
変
好
評
で
し
た
。
二
日
目
の
公
開
授
業
、
研
究

発
表
も
、
七
分
科
会
と
も
そ
れ
ぞ
れ
熱
が
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
午

後
か
ら
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ツ
ア
ー
、
国
立
国
語
研
究
所
施
設
見
学
も
好
評
の
う
ち

終
了
し
た
と
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
大
会
の
配
布
資
料
の
中
に
「
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
発
表
（
公
開
）

授
業
一
覧

合
冊
本
」
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
平
成
三
年
よ
り
発
刊
し
て
き
た

十
八
年
間
の
集
成
で
す
。

こ
の
事
業
は
、
平
成
ニ
年
第
二
十
三
回
北
海
道
大
会
で
、
当
時
の
堀
江
事
務

局
長
が
全
国
の
国
語
教
師
の
研
究
・
授
業
実
践
の
成
果
を
広
く
全
国
の
先
生
方

に
紹
介
し
た
い
と
総
会
の
席
上
で
発
表
し
、
事
務
局
研
究
部
・
開
発
部
を
中
心

に
し
て
、
各
県
紀
要
や
全
国
大
会
で
の
発
表
・
研
究
授
業
を
中
心
に
編
集
し
、

第
二
十
四
回
岐
阜
大
会
か
ら
配
布
し
て
き
た
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
全
国
よ
り
多
く
の
資
料
の
提
供
を
受
け
て
お
り
ま
す
こ
と
を
改

め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
と
も
貴
重
な
資
料
の
提
供
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
大
会
ご
と
に
配
布
さ
れ
る
「
一
覧
」
が
年
ご
と
の
成
果
を
全
国
に
広

げ
る
「
横
軸
」
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
十
八
年
間
分
の
合
冊
本
は
成
果
の
深
化
を

は
か
る
「
縦
軸
」
を
な
す
も
の
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
合
冊
本
は
、
二
月

に
全
国
の
各
高
校
へ
発
送
し
ま
し
た
。

諸
先
輩
方
の
大
量
退
職
を
迎
え
、
世
代
交
代
が
急
速
に
進
む
中
、
国
語
教
育

の
「
継
承
」
を
は
か
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
研
究
・
授
業
実
践
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
と
な
り
国
語
教
育
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

＊

＊

＊

平
成
二
十
一
年
度
の
全
国
連
第
四
十
二
回
大
会
は
十
一
月
五
・
六
の
両
日
、

神
奈
川
県
で
行
わ
れ
ま
す
。
主
会
場
は
神
奈
川
県
民
ホ
ー
ル
で
す
。
大
会
テ
ー

マ
は
『
生
き
て
は
た
ら
く
こ
と
ば
の
力
』
に
定
ま
り
ま
し
た
。
本
年
に
も
ま
し

て
盛
況
な
大
会
と
な
り
ま
す
よ
う
、
あ
ら
た
め
て
ご
支
援
を
賜
り
た
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。＊

＊

＊

十
年
の
長
き
に
わ
た
り
事
務
局
運
営
に
当
た
ら
れ
た
現
参
与
の
吉
川
前
事
務

局
長
に
替
わ
り
ま
し
て
、
今
年
度
よ
り
事
務
局
運
営
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
不
慣
れ
な
こ
と
が
多
く
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
が
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

全
国
連
事
務
局

事
務
局
本
部
事
務
所

〒
一
一
三
―
〇
〇
三
四

東
京
都
文
京
区
湯
島
一
―
四
―
二
五

湯
島
聖
堂

斯
文
会
館
内

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
〇
―
三
六
四
九
―
一
八
七
二

紀
要
等
の
郵
送
物
等
は
こ
の
本
部
事
務
所
の
ほ
う
へ
お
願
い
し
ま
す
。

事
務
局
長

神
能

精
一
（
じ
ん
の
う

せ
い
い
ち
）

東
京
都
立
板
橋
有
徳
高
校
（
〇
三
‐
三
九
三
七
‐
六
九
一
一
）
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務
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能
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有
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高
等
学
校
）
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