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園
田
圏
国
園
閏
圏

（
巻
頭
言
）

今
こ
そ
子
供
た
ち
に

「
神
話
」
「
神
道
」
の
指
導
を

浅
野
　
義
美

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
飛
駆
支
部
事
務
局
長

一
昨
年
、
愛
知
県
一
宮
市
の
中
学
校
長

が
、
建
国
記
念
日
前
日
の
朝
礼
で
祝
日
講

話
と
し
て
、
「
神
武
天
皇
の
国
創
め
と
、

仁
徳
天
皇
の
民
の
竃
」
　
の
話
を
し
、
学
校

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、

市
教
委
に
「
偏
向
教
育
だ
」
と
い
う
ク
レ

ー
ム
が
あ
り
、
市
教
委
は
校
長
に
注
意
を

促
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
削
除
し
た
と

い
う
事
が
あ
っ
た
。
そ
の
校
長
の
講
話
の

主
旨
は
、
「
神
話
を
通
じ
、
子
供
た
ち
に

〝
自
分
よ
り
人
の
た
め
〟
と
い
う
古
代
か

ら
の
日
本
人
の
精
神
性
を
伝
え
、
自
国
に

誇
り
を
持
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
最
後
の
締
め
く
く
り
に

「
皆
さ
ん
は
、
世
界
一
長
い
歴
史
と
す
ぼ

ら
し
い
伝
統
を
持
つ
こ
の
国
に
誇
り
を
持

ち
、
世
界
や
世
界
の
人
々
に
貢
献
で
き
る

よ
う
、
一
生
懸
命
勉
強
に
励
ん
で
欲
し
い

と
思
い
ま
す
」
と
書
い
て
い
た
。
読
め
ば
、

立
派
な
講
話
だ
と
感
心
こ
そ
す
れ
何
等
問

題
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
ク
レ
ー
ム

に
対
し
て
、
校
長
を
励
ま
し
擁
護
す
る
意

見
が
多
数
あ
っ
た
と
い
う
。

現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
神
話
・

伝
承
な
ど
の
学
習
を
通
し
て
．
当
時
の

人
々
の
信
仰
や
も
の
の
見
方
な
ど
に
気
付

か
せ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、

指
導
を
勧
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
ま

で
、
歴
史
教
科
書
に
「
神
話
」
や
「
神
道
」

は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
平

成
十
八
年
、
教
育
基
本
法
改
正
が
な
り
、

そ
の
下
で
今
の
学
習
指
導
要
領
が
二
十
年

に
公
示
さ
れ
て
か
ら
記
述
す
る
教
科
書
が

出
て
き
た
。
し
か
し
、
教
師
に
そ
の
重
要

性
の
認
識
は
薄
く
、
教
育
委
員
会
も
革
新

系
団
体
か
ら
の
圧
力
に
配
慮
し
て
そ
う
し

た
教
科
書
の
採
択
は
進
ん
で
い
な
い
。

抑
も
教
科
書
か
ら
「
神
話
」
や
「
神
道
」

が
消
え
た
の
は
、
占
領
下
の
昭
和
二
十
年

十
二
月
に
出
さ
れ
た
神
道
指
令
に
よ
る
。

そ
の
骨
子
は
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
二

対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監

督
並
二
弘
布
ノ
廃
止
二
関
ス
ル
件
」
と
あ

っ
て
、
「
大
東
亜
戦
争
」
や
「
八
紘
一
宇
」

と
い
う
用
語
の
使
用
禁
止
や
、
国
家
神
道
、

軍
国
主
義
な
ど
国
家
主
義
を
連
想
す
る
と

思
わ
れ
る
用
語
の
使
用
を
徹
底
的
に
禁
止

し
た
の
で
あ
る
。
G
H
Q
は
、
民
主
主
義

の
基
盤
と
な
る
「
表
現
の
自
由
」
を
高
ら

か
に
唱
え
な
が
ら
、
一
方
で
言
論
統
制
を

全
国
に
強
い
た
。
教
科
書
か
ら
国
家
に
か

か
わ
る
こ
と
、
国
家
に
尽
力
し
た
英
雄
な

ど
も
削
除
さ
せ
た
。
そ
し
て
「
神
話
」
や

「
神
道
」
も
排
除
さ
れ
、
そ
の
影
響
が
続

い
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
評
論
家
江

藤
淳
氏
は
戦
後
の
日
本
に
は
「
閉
ざ
さ
れ

た
言
語
空
間
」
が
あ
る
と
表
現
し
た
が
、

教
育
現
場
で
も
「
神
話
」
や
「
神
道
」
を

触
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
の
文
化
を
考

え
る
上
で
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
各
地

で
続
く
お
祭
の
ご
祭
神
は
多
く
が
神
話
に

登
場
し
、
皇
室
の
祖
先
に
も
繋
が
る
。

平
泉
澄
博
士
は
『
少
年
日
本
史
』
で
初

代
神
武
天
皇
と
日
本
民
族
の
関
わ
り
に
つ

い
て
、
「
日
本
民
族
、
比
の
島
国
に
居
住

し
て
幾
千
年
、
い
つ
の
問
に
か
皆
親
類
に

な
り
、
親
戚
に
な
っ
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る

血
が
績
い
て
い
る
間
柄
だ
と
分
か
り
ま
し

よ
う
。
そ
し
て
其
の
大
き
な
血
族
団
結
の

中
心
、
い
わ
ば
本
家
が
皇
室
で
あ
り
、
そ

の
皇
室
の
御
先
祖
と
し
て
、
国
家
建
設
の

大
業
を
成
し
と
げ
ら
れ
た
の
が
第
一
代
神

武
天
皇
で
お
い
で
に
な
る
の
で
す
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
日
本
と
い
う
血
族
集
団
は
、

皇
室
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
独
自
の
文
化

を
形
成
し
て
き
た
。
G
H
Q
の
ね
ら
い
は

そ
の
皇
室
を
中
心
と
し
た
国
家
を
分
断
す

る
た
め
、
皇
室
に
つ
な
が
る
「
神
話
」
　
と

「
神
道
」
を
国
民
の
意
識
か
ら
消
そ
う
と

し
た
の
だ
。
し
か
し
、
今
も
全
国
に
伊
勢

神
宮
を
は
じ
め
八
万
以
上
の
神
社
が
信
仰

の
対
象
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

教
科
書
に
そ
れ
を
堂
々
と
記
述
す
る
教
科

書
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
や
「
閉

ざ
さ
れ
た
言
語
空
間
」
は
開
か
れ
て
き
た
。

日
本
は
伝
統
的
に
革
命
の
な
い
国
柄
で
あ

り
、
G
H
Q
の
強
力
な
占
領
政
策
で
も
消

え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

英
国
の
歴
史
学
者
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ

ン
ビ
ー
は
文
明
が
他
の
文
明
の
挑
戦
を
受

け
、
そ
れ
に
打
ち
勝
っ
た
時
に
新
し
い
創

造
が
始
ま
る
と
言
い
、
文
明
の
中
核
に
宗

教
を
お
い
て
、
神
話
に
は
人
類
古
来
の
叡

智
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
喝
破
し
た
。

我
が
国
が
世
界
に
貢
献
す
る
道
は
特
色

あ
る
文
化
・
文
明
を
も
つ
国
と
し
て
発
展

す
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
、
子
供
た
ち
に

「
神
話
」
や
「
神
道
」
と
い
う
日
本
文
化

の
真
髄
に
ふ
れ
さ
せ
、
正
し
く
指
導
す
る

こ
と
が
益
々
求
め
ら
れ
よ
う
。
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道
徳
科
教
育
研
究
協
議
会

第
三
回
　
研
究
大
会
　
報
告編

集
部

当
協
議
会
は
皇
撃
館
大
学
教
育
学
部
渡

邁
毅
准
教
授
（
日
本
教
師
会
副
会
長
）
が

主
催
す
る
研
究
団
体
で
、
平
成
三
十
年
か

ら
先
行
実
施
さ
れ
る
新
教
科
「
道
徳
科
」

の
実
施
に
向
け
て
、
そ
の
指
導
の
在
り
方

な
ど
を
実
践
研
究
し
て
い
る
。

日
本
教
師
会
は
道
徳
教
育
の
重
視
を
主

張
し
て
来
て
お
り
、
協
議
会
の
発
展
を
支

援
す
る
た
め
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

今
回
は
十
一
月
二
十
七
日
（
日
）
、
研
究

主
題
「
道
徳
科
授
業
に
お
け
る
人
物
教
材

の
可
能
性
を
探
究
す
る
」
と
し
、
皇
撃
館

大
学
の
大
教
室
を
会
場
に
し
て
行
わ
れ
た
。

従
来
の
道
徳
授
業
で
は
、
偉
人
は
時
代

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
か
立
派
す
ぎ
て
子
供
で

は
議
論
が
で
き
な
い
と
し
て
、
あ
ま
り
使

わ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
行
の

学
習
指
導
要
領
で
そ
の
価
値
が
見
直
さ
れ

「
先
人
の
伝
記
」
を
題
材
と
す
る
授
業
も

奨
励
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
伝
記

を
扱
お
う
と
す
る
と
、
身
近
で
な
い
こ
と
、

資
料
の
読
み
取
り
に
時
間
が
か
か
る
こ
と

な
ど
、
実
施
上
の
難
し
さ
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
「
先
人
の
伝
記
」
　
の
活
用
の
仕

方
を
検
討
し
よ
う
と
、
実
践
を
持
ち
寄
り

交
流
が
行
わ
れ
た
。

「
　
開
会
挨
拶

当
協
議
会
顧
問
の
鈴
木
克
治
京
都
教
育

委
員
会
指
導
主
事
が
発
表
者
の
紹
介
を
合

わ
せ
て
、
研
究
協
議
会
の
目
指
す
も
の
や

大
会
テ
ー
マ
に
関
し
て
東
条
英
機
・
ス
テ

イ
ブ
ジ
ョ
ブ
ス
・
稲
盛
和
夫
の
意
外
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
な
が
ら
人
物
に
学
ぶ

こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
た
。

二
、
講
演

演
題
「
銅
像
教
育
と
い
う
私
の
使
命
」

講
師
　
大
阪
市
立
高
恩
賀
島
小
学
校

教
諭
　
丸
岡
慎
弥
　
先
生

先
生
は
銅
像
が
そ
の
人
物
の
生
き
方
を

表
し
て
お
り
、
教
材
に
な
り
う
る
と
気
付

い
て
か
ら
、
銅
像
教
育
と
自
ら
名
付
け
て

人
物
伝
に
よ
る
授
業
を
積
極
的
に
展
開
し

て
い
る
。

（
1
）
な
ぜ
銅
像
教
育
な
の
か

最
初
に
銅
像
に
は
ど
ん
な
価
値
が
あ
る

か
、
四
体
の
銅
像
を
示
し
て
説
明
し
た
。

①
ま
ず
銅
像
の
ポ
ー
ズ
・
向
き
・
立
つ
場

所
な
ど
に
は
み
な
意
味
が
あ
り
、
い
つ
ど

の
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
か
を
調
べ
る
と
伝

え
た
い
も
の
が
見
え
て
く
る
。

例
え
ば
墨
田
区
役
所
に
あ
る
勝
海
舟
の

銅
像
は
指
を
突
き
出
し
た
ポ
ー
ズ
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
米
国
を
さ
し
て
い
て
新
し
い

日
本
を
思
い
描
い
て
い
る
と
い
う
。

②
銅
像
に
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

銅
像
に
な
る
人
は
人
々
に
仰
が
れ
慕
わ

れ
る
だ
け
立
派
な
人
物
で
あ
り
、
偉
大
な

業
績
を
残
し
て
い
る
。

外
務
省
の
庭
に
明
治
初
期
に
条
約
改
正

や
日
清
戦
争
な
ど
外
交
上
の
難
問
に
よ
く

対
処
し
た
陸
奥
宗
光
の
銅
像
が
あ
る
。
そ

こ
は
職
員
が
通
る
場
所
で
、
職
員
に
外
交

官
と
し
て
の
気
概
を
問
い
か
け
て
い
る
。

③
銅
像
は
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
へ
行
っ

て
観
察
が
で
き
、
人
物
を
実
感
で
き
る
。

ま
た
、
そ
の
場
に
立
つ
と
人
々
の
思
い
も

感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
で
最
も
多
い
銅
像
は
二
宮
金
次
郎

で
、
全
国
に
千
体
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
戦
前
、
多
く
の
学
校
に
建
て
ら
れ
、

子
供
た
ち
の
目
標
に
な
る
よ
う
に
と
、
い

つ
も
目
に
触
れ
る
校
庭
に
設
置
さ
れ
た
。

（
2
）
授
業
の
実
際
（
小
学
校
四
年
生
）

「
台
湾
に
ダ
ム
を
造
っ
た
八
田
英
二

①
導
入

・
か
つ
て
台
湾
は
日
本
が
占
領
し
た
が
、

台
湾
の
人
は
日
本
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て

（
反
感
を
予
想
）
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。

・
東
日
本
大
震
災
の
お
り
二
百
億
円
以
上

の
救
援
金
を
出
し
て
く
れ
た
り
、
W
B
C

で
台
湾
選
手
が
日
本
の
観
客
に
礼
を
述
べ

た
り
し
た
事
実
（
親
日
感
情
）
を
示
す
。

②
銅
像
を
見
て
分
か
る
こ
と
を
発
表

・
銅
像
は
座
っ
た
姿
・
作
業
の
格
好

③
八
田
輿
一
の
事
業
の
説
明

・
台
湾
は
非
常
に
貧
し
く
農
業
で
は
水
不

足
で
困
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
助
け
る
に
は

大
き
な
ダ
ム
が
必
要
。
し
か
し
、
巨
額
の

資
金
が
か
か
り
、
上
司
は
反
対
し
た
。

・
農
民
が
半
分
出
す
な
ら
と
許
可
が
出
て
、

農
民
に
賛
成
す
る
よ
う
何
度
も
説
得
。

・
工
事
に
か
か
る
が
労
働
は
過
酷
。
村
を

作
っ
て
家
族
を
呼
び
、
農
民
に
喜
ば
れ
た
。

し
か
し
、
五
十
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
大

事
故
発
生
。
英
一
は
村
中
に
謝
罪
。
継
続

が
危
ぶ
ま
れ
た
が
農
民
は
ダ
ム
造
り
を
や

め
な
い
で
欲
し
い
、
亡
く
な
っ
た
人
は
ダ

ム
造
り
に
誇
り
に
思
っ
て
い
た
と
訴
え
た
。

・
関
東
大
震
災
で
東
京
は
壊
滅
。
予
算
が

復
興
に
使
わ
れ
、
作
業
を
続
け
る
に
は
台

湾
人
作
業
員
を
首
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
英
一
は
日
本
人
を
首
に
し
て
、
農
民

と
と
も
に
工
事
を
続
け
て
十
年
で
完
成
さ

せ
、
台
湾
一
の
穀
倉
地
帯
を
作
っ
た
。

④
子
供
に
感
想
を
書
か
せ
る

⑤
輿
一
の
そ
の
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
。

・
銅
像
建
立
は
ダ
ム
の
完
成
後
に
住
民
か

ら
出
さ
れ
た
が
、
八
田
は
断
っ
て
い
る
。

・
で
き
る
だ
け
低
い
銅
像
に
と
い
う
こ
と

で
諒
承
。
座
っ
て
考
え
事
を
し
て
い
る
姿
。

・
戦
後
、
銅
像
が
破
壊
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
が
、
住
民
た
ち
は
倉
庫
に
隠
し
で
護
り
、

三
十
年
後
、
元
の
場
所
に
設
置
し
た
。

（
4
）
授
業
の
効
果
（
小
学
校
四
年
生
）

一
般
に
銅
像
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
偉

人
の
話
を
し
て
も
効
果
が
な
い
と
思
わ
れ

が
ち
だ
が
、
実
際
に
授
業
を
受
け
た
子
供

た
ち
は
印
象
深
く
覚
え
て
お
り
、
次
回
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

十
一
月
に
「
勇
気
」
を
主
題
に
道
徳
の

授
業
を
行
っ
た
時
、
勇
気
の
あ
る
人
に
ど

ん
な
人
が
い
た
か
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
一

学
期
に
行
っ
た
銅
像
「
陸
奥
宗
光
」
や
「
八
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田
輿
二
　
の
名
を
あ
げ
る
子
が
い
た
。
時

間
が
経
っ
て
い
た
の
に
名
前
を
覚
え
て
い

る
ほ
ど
印
象
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）
銅
像
教
育
の
誕
生
と
こ
れ
か
ら

教
師
と
し
て
の
新
人
時
代
に
荒
れ
た
小

学
校
に
勤
務
し
、
授
業
が
成
立
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
教
育
書
を
読

み
あ
さ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
会
に
出
向

い
た
。
そ
こ
で
素
晴
ら
し
い
実
践
家
と
出

会
い
、
示
唆
を
受
け
「
銅
像
」
　
に
出
会
っ

た
。
以
後
、
必
死
に
そ
れ
を
教
材
に
し
た

授
業
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て

図
書
出
版
や
講
演
に
つ
な
が
り
、
今
は
自

分
の
使
命
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
教
育
を
通
し
て
子
供
た
ち
や
日
本
の
た

め
に
尽
く
し
て
い
き
た
い
と
述
べ
た
。

三
、
「
道
徳
」
模
擬
授
業

指
導
者
　
津
田
学
園
小
学
校
教
諭

長
谷
川
　
智
哉
　
先
生

先
生
は
育
鵬
社
の
道
徳
教
科
書
「
十
三

歳
か
ら
の
道
徳
」
を
使
っ
た
授
業
を
実
践

し
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
成
果
を
報
告
し
て

い
る
。今

回
は

皇
畢
館
大

学
の
学
生

九
人
を
生

徒
に
見
立

て
て
、
映

像
資
料
を

使
っ
た
模

擬
授
業
を

二
つ
行
っ
た
。

（
1
）
　
「
吉
田
沙
保
干
父
か
ら
の
贈
物
」

吉
田
沙
保
里
の
強
さ
の
秘
密
は
、
父
親

ゆ
ず
り
の
タ
ッ
ク
ル
に
あ
る
。
過
酷
と
も

言
え
る
厳
し
い
鍛
え
方
で
彼
女
の
代
名
詞

「
高
速
タ
ッ
ク
ル
」
を
身
に
付
け
た
。

最
初
は
誰
の
父
親
と
も
言
わ
ず
に
ス
パ

ル
タ
式
の
指
導
を
す
る
様
子
を
見
せ
、
学

生
た
ち
に
ひ
ど
い
親
だ
と
言
わ
せ
る
。
途

中
で
そ
れ
が
吉
田
沙
保
里
の
父
親
と
知
ら

せ
、
優
勝
を
繰
り
返
す
な
か
で
親
の
本
当

の
思
い
＝
心
を
鬼
に
し
て
指
導
し
て
い
た

こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
っ
た
。
学
生
た
ち

は
自
分
の
親
に
も
同
じ
思
い
が
あ
る
こ
と

を
覚
り
、
感
謝
の
言
葉
を
出
し
て
い
た
。

（
2
）
　
「
中
江
藤
樹
」

近
江
聖
人
「
中
江
藤
樹
」
が
幼
い
時
、

修
行
の
場
か
ら
家
に
も
ど
っ
た
藤
樹
を
母

は
家
に
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
話
し
、
母
親
の
深
い
思
い
に
気
付
か

せ
、
学
問
に
打
ち
込
ん
で
い
っ
た
藤
樹
の

強
い
意
志
を
理
解
さ
せ
た
。
テ
ン
ポ
よ
く

学
生
の
意
見
を
引
き
出
し
な
が
ら
藤
樹
の

生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
授
業
で
あ
っ
た
。

四
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム

テ
ー
マ
は
「
教
育
勅
語
と
人
物
伝
教
材

を
活
用
し
た
授
業
実
践
」
　
で
、
渡
邁
准
教

授
の
司
会
の
も
と
四
名
の
教
師
が
次
の
発

表
を
し
た
。
（
丸
岡
教
諭
は
講
演
で
略
す
）

塚
本
幼
稚
園
幼
児
教
育
学
園
教
頭
の
籠

池
町
浪
先
生
は
同
園
が
教
育
勅
語
の
精
神

を
中
心
と
し
た
教
育
を
推
進
し
て
い
る
と

実
践
例
を
あ
げ
て
説
明
し
た
。
例
え
ば
児

童
に
唱
歌
を
教
え
、
日
本
の
心
を
伝
え
て

い
る
。
幼
い
時
に
こ
そ
一
生
の
基
盤
を
作

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
父
兄
の
道
徳
へ
の
関
心
を
高
め
る
た

め
、
そ
の
道
の
ト
ッ
プ
の
人
物
を
招
増
し

生
き
方
を
語
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

同
園
で
は
道
徳
や
日
本
の
文
化
・
伝
統

を
子
供
た
ち
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
教
師

を
求
め
て
い
る
と
、
会
場
内
に
い
た
多
く

の
学
生
に
説
い
て
い
た
。

山
口
大
学
教
育
学
部
附
属
光
中
学
校
の

藤
永
啓
吾
教
諭
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要

領
が
「
先
人
の
伝
記
、
自
然
、
伝
統
と
文

化
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
題
材
と
し
、
生
徒

が
感
動
を
覚
え
る
よ
う
な
魅
力
的
な
教
材

の
開
発
」
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
、
そ
れ
を
ど
う
具
現
化
し
た
ら
よ
い

か
模
擬
授
業
で
示
し
、
学
習
指
導
要
領
を

解
説
し
な
が
ら
理
論
的
に
説
明
さ
れ
た
。

模
擬
授
業
は
「
夢
」
を
テ
ー
マ
に
、
漫

画
家
や
な
せ
た
か
し
が
題
材
で
あ
っ
た
。

氏
は
五
十
歳
の
時
、
始
め
て
雑
誌
に
「
ア

ン
パ
ン
マ
ン
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、

評
判
は
悪
く
、
挫
折
の
連
続
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
三
～
四
歳
の
幼
児
に
喜
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
や
が
て
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
」

は
子
供
た
ち
の
英
雄
に
な
っ
た
。
や
な
せ

さ
ん
が
六
十
九
歳
の
頃
で
あ
っ
た
。

先
生
は
質
問
を
交
え
な
が
ら
こ
の
ス
ト

ー
リ
ー
を
語
り
、
終
末
で
夢
を
か
な
え
る

こ
と
は
実
際
に
は
難
し
い
こ
と
だ
と
い
う

こ
と
を
、
高
校
生
の
夢
に
関
す
る
悩
み
に

答
え
る
形
で
考
え
さ
せ
意
見
交
流
を
し
た
。

人
物
を
扱
っ
た
授
業
は
と
か
く
立
派
な

人
物
ほ
ど
感
心
し
て
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。

従
っ
て
何
が
素
晴
ら
し
い
か
を
焦
点
化
し

な
い
と
子
供
た
ち
の
目
標
に
は
な
ら
ず
、

行
動
に
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
点
、
学
習

指
導
要
領
に
は
価
値
項
目
に
つ
い
て
ど
ん

な
道
徳
性
を
身
に
付
け
る
の
か
が
示
さ
れ

て
お
り
、
参
考
に
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
。

浪
速
高
等
学
校
・
中
学
校
教
諭
松
尾
大

輔
先
生
は
「
偉
人
教
育
の
可
能
性
」
と
題

し
、
生
き
生
き
と
実
践
報
告
し
た
。

偉
人
教
育
の
方
法
は
価
値
の
探
求
が
大

切
で
、
そ
の
た
め
に
は
①
明
確
な
目
標
の

設
定
②
具
体
的
な
構
想
③
指
導
の
工
夫
が

必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
価
値
の
探
求
の
た

め
二
時
間
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

一
時
間
目
に
偉
人
の
生
き
方
を
紹
介
し
、

そ
の
人
の
ど
こ
が
素
晴
ら
し
い
か
を
話
合

い
、
そ
の
中
か
ら
課
題
を
絞
る
と
二
時
間

目
の
価
値
の
探
求
が
で
き
る
。

こ
の
授
業
を
通
し
て
子
供
は
自
分
の
経

験
と
偉
人
の
生
き
方
を
比
較
す
る
よ
う
に

な
り
、
生
き
方
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
、
学
級
の
児
童
の
変
化
を
紹
介
さ
れ
た
。

以
上
、
今
大
会
は
発
表
者
が
い
ず
れ
も

若
い
教
師
で
、
意
欲
的
な
実
践
報
告
を
行

う
と
と
も
に
自
身
の
失
敗
や
成
功
体
験
も

語
っ
た
。
参
加
者
は
模
擬
授
業
を
楽
し
み
、

教
師
を
目
指
す
学
生
た
ち
に
は
良
い
刺
激

と
な
る
魅
力
的
な
大
会
で
あ
っ
た
。
　
H
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次
期
学
習
指
導
要
領
へ
の
提
言
～
文
科
省
に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
か
ら
～
橋
本
秀
雄

一
、
戦
後
教
育
の
抜
本
的
見
直
し
の
た
め

に
は
教
育
の
基
本
に
立
ち
戻
る
こ
と

こ
こ
十
数
年
の
中
心
課
題
「
生
き
る
力
」

の
育
成
は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
で
も
継

承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
十
分
に
成

果
を
あ
げ
て
い
な
い
。
中
央
教
育
審
議
会

も
認
め
て
い
る
よ
う
に
今
日
の
若
者
は
社

会
参
画
へ
の
意
欲
が
低
く
、
自
己
肯
定
感

も
低
い
な
ど
た
く
ま
し
さ
が
な
い
。
引
き

こ
も
り
の
若
者
も
依
然
と
し
て
百
万
人
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
学
校
や

教
師
の
共
通
理
解
が
不
足
し
て
い
た
と
い

ぅ
総
括
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
当
の
目
標

に
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

戦
後
の
教
育
界
に
は
日
本
国
民
を
育
て

る
と
い
う
明
確
な
姿
勢
が
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
日
本
の
文
化
・
伝
統
が
十
分
に
教

え
ら
れ
ず
、
子
供
達
は
日
本
に
生
ま
れ
育

っ
た
幸
運
を
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
感
激
が
な
け
れ
ば
自
分
が
将
来

の
人
々
の
た
め
に
生
き
よ
う
と
い
う
気
持

ち
に
つ
な
が
ら
な
い
。

教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
「
公
の
精
神
」

が
明
示
さ
れ
た
。
学
習
指
導
要
領
改
訂
に

あ
た
っ
て
は
日
本
人
の
育
成
を
正
面
に
す

え
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
今
日
の
子
供
た
ち
は
成
長
に
非
常

に
不
向
き
な
環
境
に
あ
る
。
将
来
の
社
会

に
役
立
つ
人
間
の
育
成
を
考
え
る
前
に
、

人
は
ど
う
育
つ
の
が
よ
い
の
か
を
基
盤
に

し
て
教
育
を
組
み
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
今
の
子
た
ち
は
兄
弟
が
少
な
く
、

近
所
付
き
合
い
や
親
戚
付
き
合
い
も
減
っ

た
中
で
生
活
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
人

と
接
し
て
成
長
す
る
環
境
が
不
足
し
て
い

る
。
女
性
活
躍
社
会
も
結
構
だ
が
、
0
歳

児
を
保
育
所
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
推
進

す
る
の
は
本
当
に
子
供
の
育
ち
に
と
っ
て

い
い
こ
と
な
の
か
。
子
供
を
精
神
的
に
不

安
定
に
し
、
心
の
発
達
上
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
な
ど
現
代

の
子
供
達
の
育
ち
を
根
本
的
に
見
直
し
、

そ
の
上
で
学
校
教
育
を
再
構
築
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
、
日
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
る
よ
り
、

子
供
の
心
を
育
て
る
内
容
を
優
先
す
る

①
英
語
や
I
T
C
教
育
の
拡
充
は
不
要

学
校
が
多
く
の
課
題
を
抱
え
す
ぎ
て
機

能
不
全
に
陥
り
か
ね
な
い
。
基
礎
的
・
基

本
的
な
内
容
の
充
実
に
目
を
向
け
た
い
。

②
教
育
の
根
本
は
人
間
の
育
成
＝
心
の
発

達
＝
道
徳
教
育
を
最
重
点
に

道
徳
科
の
新
設
は
結
構
な
こ
と
だ
が
、

今
回
の
よ
う
に
常
に
討
論
を
求
め
る
な
ど

形
や
方
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
た

い
。
感
動
、
気
づ
き
は
討
論
を
通
し
て
い

け
ば
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

③
国
語
教
育
と
歴
史
教
育
は
教
科
の
な
か

で
も
日
本
人
の
育
成
を
担
う
中
心
教
科
で

あ
る
。
国
語
は
単
に
意
思
伝
達
の
ツ
ー
ル

を
学
ぶ
の
で
は
な
い
。
国
文
の
中
に
に
じ

む
歴
史
、
伝
統
が
子
供
達
の
日
本
人
と
し

て
の
感
性
を
育
て
、
ひ
い
て
は
日
本
人
と

し
て
生
き
る
喜
び
、
自
信
、
勇
気
を
生
む
。

三
、
将
来
必
要
な
内
容
は
発
展
的
に
扱
う

①
英
語
や
I
T
C
の
教
育
は
中
学
生
以
上

で
も
よ
く
、
そ
れ
も
基
礎
に
留
め
、
専
門

的
に
は
選
択
や
職
業
高
校
に
ゆ
だ
ね
る
。

②
国
語
で
は
古
文
・
漢
文
な
ど
を
発
展
と

し
て
上
級
学
年
で
指
導
す
る
。

③
総
合
的
な
学
習
の
時
間
は
小
学
校
で
は

無
理
。
中
学
校
で
も
難
し
く
、
有
功
に
使

え
て
い
な
い
。
そ
の
時
間
を
教
科
の
発
展

と
し
て
中
学
、
高
校
の
教
科
に
入
れ
る
。

四
、
人
と
人
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
人
は

育
つ
こ
と
を
学
校
生
活
の
な
か
で
実
現

①
低
学
年
か
ら
人
と
接
す
る
機
会
を
つ
く

り
、
一
緒
に
行
動
し
生
活
す
る
体
験
を
も

た
せ
る
。
低
学
年
は
遊
び
か
ら
は
じ
め
、

高
学
年
は
学
校
外
の
地
域
と
の
協
働
へ
。

②
少
人
数
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、

集
団
の
な
か
で
こ
そ
学
び
う
る
こ
と
が
多

い
。
指
導
場
面
に
も
よ
る
が
、
少
人
数
一

辺
倒
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
教
師

の
指
導
力
も
低
下
す
る
。

明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
た
人
々
は
、
日

本
人
の
伝
統
的
な
道
徳
を
身
に
付
け
た

人
々
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
学
問
に
明
る
い

人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
変
化
に
対
応

す
る
に
は
自
分
自
身
の
核
に
な
る
も
の
を

確
立
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
。
先
が
読

め
な
い
だ
け
に
変
化
へ
の
対
応
に
目
を
奪

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
堅
実
で
実
質
的
な
教

育
を
推
進
し
た
い
。
（
国
葦
8
0
”
初
め
提
出
）

願
風
「
風
塵
▲
二
十
年
続
い
た
「
ゆ
と
り

教
育
」
が
や
っ
と
終
わ
っ
た
。
い
じ
め
や

不
登
校
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
を
残
し
て

だ
▲
教
師
は
文
科
省
の
掲
げ
る
新
し
い
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
無
分
別
に
飛
び
つ
く
傾
向
が

あ
り
は
し
な
い
か
▲
今
度
は
「
ア
ク
テ
ィ

ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
が
流
行
っ
て
い
る
。
能

動
的
、
課
題
解
決
学
習
と
い
っ
て
児
童
生

徒
が
自
発
的
に
課
題
に
取
り
組
む
よ
う
に

し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
か
ら
生
徒
に

話
を
さ
せ
、
教
師
は
し
ゃ
べ
る
な
と
い
う

▲
ゆ
と
り
も
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
も
方
法
で
あ

っ
て
目
的
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
児
童

生
徒
の
学
力
向
上
、
道
徳
性
の
酒
養
が
目

的
の
は
ず
で
あ
り
、
何
よ
り
心
に
沿
み
る

授
業
が
大
切
で
あ
る
▲
明
治
以
降
一
流
国

に
留
学
し
た
北
里
柴
三
郎
以
下
の
学
者
達

は
世
界
的
な
成
果
を
上
げ
た
。
そ
こ
に
と

ど
ま
れ
ば
名
誉
も
地
位
も
待
遇
も
保
証
さ

れ
た
の
に
、
彼
ら
は
帰
国
し
日
本
の
発
展

と
若
者
の
教
育
に
心
血
を
注
い
だ
。
と
授

業
で
教
わ
っ
た
生
徒
は
他
の
教
師
に
誇
ら

し
く
こ
れ
を
語
っ
た
と
い
う
▲
教
師
は
文

科
省
の
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
て
授
業
を

す
る
。
公
務
員
で
あ
る
以
上
そ
れ
に
則
っ

て
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
が
、
そ
の
結
果

は
誰
も
責
任
を
と
ら
な
い
▲
国
民
は
教
育

委
員
会
や
学
校
に
任
せ
て
お
け
ば
安
心
と

放
置
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
子
供
の
人

生
、
国
の
未
来
が
か
か
っ
て
い
る
。
現
場

の
実
態
を
知
り
、
意
見
を
す
る
こ
と
は
国

民
の
権
利
で
あ
り
義
務
で
は
な
い
か
。
Y


