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［総論］なぜ「くずし字教育」が必要なのか
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1　

は
じ
め
に

こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
、「
く
ず
し
字
」
解
読
に
対
す
る
関
心
が
広
が
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
く
ず
し
字
認
識
技
術
も
急
速
な
進
化
を

遂
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
く
ず
し
字
」
解
読
へ
の
追
い
風
現
象
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の

か
と
い
う
逆
風
へ
の
回
答
も
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
く
ず
し
字
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
、
濫
用
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
人
も
い
ま
す
が
、「
く
ず
し
字
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ア
で
も
広
く

使
わ
れ
、
定
着
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
、
本
章
で
も
「
く
ず
し
字
」
を
用
い
ま
す
。

「
く
ず
し
字
」
と
は
、変
体
仮
名
を
含
め
て
、漢
字
を
く
ず
し
た
文
字
の
こ
と
で
、特
に
前
近
代
の
古こ

文も
ん

書じ
ょ・

古こ

典て
ん

籍せ
き

で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
く
ず
す
」
と
は
、
渡
辺
麻
里
子
さ
ん
の
「
く
ず
し
字
三
ケ
条
」
に
よ
れ
ば
、「
つ
な
げ
る
・
な
め
ら
か
に
す
る
・
簡
単
に
す
る
」
と
い
う

こ
と
（
渡
辺
麻
里
子
「
く
ず
し
字
を
知
る
こ
と
―
日
本
古
典
文
学
の
基
礎
学
を
考
え
る
」、荒
木
浩
編
『
古
典
の
未
来
学
』
文
学
通
信
、二
〇
二
〇
年
）
で
す
。

私
自
身
、「
く
ず
し
字
教
育
」
の
普
及
活
動
に
微
力
な
が
ら
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
ま
ず
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

総　

論
な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の
か

飯
倉
洋
一
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）

2　
「
く
ず
し
字
教
育
」
と
私

①
日
本
近
世
文
学
会
で
の
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
啓
蒙
活
動　

私
の
師
で
あ
る
中な
か

野の

三み
つ

敏と
し

先
生
は
、
二
〇
一
〇
年
こ
ろ
か
ら
、「
和
本
リ
テ

ラ
シ
ー
」
と
い
う
造
語
で
、「
く
ず
し
字
」
解
読
能
力
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
主
張
は
『
和
本
の
す
す
め
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
一
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
手し
ゅ

写し
ゃ

ま
た
は
出
版
さ
れ
、「
く
ず
し
字
」
で
書

か
れ
た
本
を
読
む
能
力
の
こ
と
で
す
。
そ
の
能
力
の
あ
る
人
は
、
現
在
の
日
本
に
は
数
千
人
程
度
し
か
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強

い
危
機
感
を
中
野
先
生
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
な
の
か
。
江
戸
時
代
以
前
の
本
は
一
〇
〇
万
点
く
ら
い
残
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
活
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
、三
％
く
ら
い
で
し
ょ
う
（
中
野
先
生
は
一
％
と
言
わ
れ
ま
す
が
、も
う
少
し
多
い
と
私
は
思
い
ま
す
）。
し
か
し
、

活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
近
現
代
の
資
料
価
値
観
の
枠
組
み
で
選
ば
れ
た
も
の
で
す
。
成
熟
し
た
社
会
を
目
指
す
た
め
に
は
、
そ
の

枠
組
み
か
ら
抜
け
出
し
、
新
た
な
認
識
の
枠
組
み
を
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
活
字
に
な
っ
て
い
な
い
典
籍
を
読
む

必
要
が
あ
り
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
中
野
先
生
の
主
張
の
概
要
で
す
。

中
野
先
生
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
、
日
本
近
世
文
学
会
宛
に
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、「
近
代
主
義
の
行
き
過
ぎ

を
是
正
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
近
代
主
義
が
否
定
し
た
江
戸
時
代
に
こ
そ
あ
る
。
江
戸
時
代
を
理
解
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
は
、「
和
本

リ
テ
ラ
シ
ー
」
以
外
に
は
な
い
。「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
回
復
の
た
め
に
、
日
本
近
世
文
学
会
で
、
そ
の
啓
蒙
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
時
私
は
同
学
会
の
事
務
局
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
日
本
近
世
文
学
会
と
は
江
戸
時
代
の
文
学
を
研
究
す
る
研

究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
、
当
時
の
会
員
は
約
八
〇
〇
名
で
し
た
。

学
会
で
は
要
望
書
を
受
け
て
、
広
報
企
画
委
員
会
の
中
に
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
部
門
」
を
設
置
、
学
習
指
導
要
領
の
範
囲
で
、
ど
の
よ

う
に
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
教
育
を
行
え
る
か
を
模
索
し
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
「
く
ず
し
字
教
育
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
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開
催
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
会
と
討
論
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
刊
行
を
決
定
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
フ
リ
ー
マ
ガ

ジ
ン
の
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
第
一
号
を
刊
行
し
た
の
で
す
。
同
誌
は
ウ
ェ
ブ
で
も
公
開
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
月
に
は
第
五

号
を
刊
行
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
学
会
員
に
よ
る
、
各
地
の
小
・
中
・
高
で
の
出
前
授
業
を
積
極
的
に
展
開
し
ま
し
た
。

②
京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
の
活
動　

京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科
の
中
西
一
郎
教

授
（
現
名
誉
教
授
）
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
有
志
が
集つ
ど

っ
た
学
際
的
な
団
体
で
す
。
そ
の
目
的
は
地
震
を
は
じ
め
と
す
る
過
去
の
自
然
災
害

に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
古
文
書
解
読
の
実
習
や
実
践
を
中
心
と
し
た
勉
強
会
を
毎
週
開
い
て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年
九

月
、
私
は
中
西
先
生
の
依
頼
に
よ
り
、
同
会
の
夏
合
宿
に
呼
ば
れ
、「
刊か
ん

本ぽ
ん

と
写し
ゃ

本ほ
ん

」
に
つ
い
て
講
演
を
し
ま
し
た
。
実
は
中
野
三
敏
先

生
の
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
で
し
た
。
こ
こ
で
私
は
理
系
研
究
者
も
「
く
ず
し
字
」
解
読
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
当
時
京
都
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
地
震
研
究
者
の
加
納
靖
之
さ
ん
（
現
東
京
大
学
）、
院
生
で
あ
っ
た
人
文
情
報
学
研
究
者
の
橋
本
雄

太
さ
ん
（
現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
と
も
出
会
い
、
懇
親
会
で
は
「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
に
つ
い
て
も
話
題
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
一
年
半
後
に
、
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
（
ク
ー
ラ
）
が
リ
リ
ー
ス
さ
れ
る
な
ど
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
思
い

も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
現
す
れ
ば
面
白
い
よ
ね
、
く
ら
い
の
雑
談
だ
っ
た
と
記
憶
し
ま
す
。

③
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
開
発
ま
で
の
流
れ　

折
し
も
国
文
学
研
究
資
料
館
（
以
下
、「
国
文
研
」）
で
は
、
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
と
称
す
る
、
三
〇
万

点
の
歴
史
的
典
籍
画
像
公
開
計
画
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
大
阪
大
学
が
事
業
を
推
進
す
る
拠
点
校
の
一
つ
と
し
て
選
ば
れ
、
私

は
拠
点
代
表
と
し
て
、
何
ら
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
画
像
を
よ
り
活
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
ま
で
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
橋
本
さ
ん
と
の
出
会
い
で
に
わ
か
に
現
実
化
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
初
拠
点
校
に
は
一
〇
〇
〇
万
円
く
ら
い
の
予
算
が

降
り
て
く
る
と
い
う
話
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
泡
と
消
え
、
一
〇
分
の
一
く
ら
い
に
縮
小
さ
れ
、
計
画
は
宙
に
浮
き
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。
幸
い
大
阪
大
学
か
ら
も
支
援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
国
の
助
成
金
で
あ
る
科
研
の
挑
戦
的
萌
芽
研
究
へ
の
応
募
も

採
択
さ
れ
て
、
二
〇
一
五
年
度
か
ら
、
橋
本
さ
ん
を
シ
ス
テ
ム
設
計
者
と
し
て
お
迎
え
し
、「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
が

始
ま
り
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
開
発
の
た
め
の
環
境
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
整
っ
て
き
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
国
文
研

は
無
条
件
で
利
用
で
き
る
三
五
〇
点
の
古
典
籍
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
公
開
し
ま
し
た
（
現
在
は
三
〇
〇
〇
点
以
上
が
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
）。
国
立
国
会
図
書
館
や
早
稲
田
大
学
、
立
命
館
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
内
外
の
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
も
充
実
し
て
き
て

い
ま
し
た
。
同
年
一
〇
月
に
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が
「
学
術
情
報
交
換
用
変
体
仮
名
」
セ
ッ
ト
を
試
験
公
開
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
変
体

仮
名
が
ワ
ー
プ
ロ
や
ス
マ
ホ
で
打
て
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
戸
籍
な
ど
の
行
政
実
務
に
お
い
て
変
体
仮
名
の
文
字
コ
ー
ド

標
準
化
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、日
本
語
の
文
字
表
記
史
や
日
本
史
学
の
学
術
用
途
に
お
い
て
も
、変
体
仮
名
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
う
ニ
ー

ズ
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
し
た
。
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
当
時
大
阪
大
学
准
教
授
の
矢
田
勉
さ
ん
（
現
東
京
大
学
）
が
も
た
ら
し

た
情
報
で
し
た
（
高
田
智
和
・
矢
田
勉
・
齋
藤
達
哉
「
変
体
仮
名
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら　

情
報
交
換
の
た
め
の
標
準
化
」、『
情
報
管
理
』
五
八
―
六
、

二
〇
一
五
年
九
月
）。
こ
の
よ
う
な
偶
然
が
重
な
り
、
ア
プ
リ
開
発
の
環
境
が
急
速
に
整
っ
た
の
は
、
や
は
り
運
命
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
開
発
の
経
過
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
も
発
信
さ
れ
、
テ
ス
タ
ー
の
募
集
も
行
い
ま
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
意
外
だ
っ
た
の
は
、
刀
剣

乱
舞
と
い
う
人
気
ゲ
ー
ム
の
ユ
ー
ザ
ー
（
い
わ
ゆ
る
刀
剣
ク
ラ
ス
タ
）
が
強
く
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
で
し
た
。
刀
剣
を
深
く
知
ろ
う

と
す
れ
ば
、
古
文
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
か
ら
で
し
た
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
練
習
用
テ
キ
ス
ト
に
江
戸
時
代
の
刀
剣
書
が
入
っ
て
い
る
の
は
そ

う
い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
も
の
で
し
た
。

④
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ　

Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
は
、Kuzushiji  Learning  Application

の
略
称
で
、
字
形
学
習
・
読
解
練
習

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
機
能
を
備
え
た
「
く
ず
し
字
」
学
習
の
総
合
支
援
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
二
〇
一
六
年
二
月
一
七
日

に
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
読
み
た
い
！　

日
本
の
古
典
籍
」
で
発
表
さ
れ
、
翌
日
リ
リ
ー
ス
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
二
二
年
の
現

時
点
で
約
二
〇
万
回
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、「
く
ず
し
字
」
を
学
び
た
く
て
も
、「
く
ず
し
字
」
学
習
本
や
、
く

ず
し
字
辞
典
の
類
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
外
の
方
を
利
用
者
に
想
定
し
た
も
の
で
す
。「
ま
な
ぶ
」「
よ
む
」「
つ
な
が
る
」
の
三
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つ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
な
り
ま
す
。「
ま
な
ぶ
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
し
み
ま
る
」
に
よ
る
、「
く
ず
し
字
」
解
読
の
基
礎

知
識
解
説
と
、
三
〇
〇
〇
件
の
用
例
を
用
い
た
字
形
学
習
、
ど
の
く
ら
い
力
が
つ
い
た
か
を
自
分
で
確
か
め
ら
れ
る
テ
ス
ト
機
能
が
あ
り

ま
す
。
用
例
は
、
国
文
研
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
か
ら
収
集
し
て
い
ま
す
。「
し
み
ま
る
」
は
『
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
』
の
公
式
マ
ス

コ
ッ
ト
で
、
ユ
ー
ザ
ー
と
シ
ス
テ
ム
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。「
よ
む
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
実
際
の
和
本
を
利
用
し
た

読
解
練
習
が
で
き
ま
す
。
本
ア
プ
リ
は
海
外
の
日
本
研
究
者
を
想
定
し
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、
海
外
で
日
本
古
典
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

よ
く
読
ま
れ
て
い
る
『
方ほ
う

丈じ
ょ

記う
き

』、
な
ぞ
解
き
を
楽
し
み
な
が
ら
学
習
で
き
る
『
新し
ん

版ぱ
ん

な
ぞ
な
ぞ
双す
ご

六ろ
く

』、
刀
剣
ク
ラ
ス
タ
の
利
用
を
念
頭

に
置
い
た
『
新あ
ら
み
め
い
づ
く
し
こ
う
し
ゅ
う

刃
銘
尽
後
集
』
を
収
録
し
、
全
作
品
に
翻ほ
ん

刻こ
く

文ぶ
ん

を
付
し
て
い
ま
す
。「
つ
な
が
る
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
こ
の
ア
プ
リ
で
学

習
す
る
仲
間
で
情
報
交
換
や
交
流
を
促
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
す
。
例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
で
資
料
を
撮
影
し
、
他

の
ユ
ー
ザ
ー
に
読
み
方
を
教
え
て
も
ら
う
な
ど
の
教
え
合
い
が
で
き
ま
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト
が
あ
れ
ば
誰
で
も
利
用
可
能
で
す
。
な

お
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
飯
倉
洋
一
編
『
ア
プ
リ
で
学
ぶ
く
ず
し
字　

く
ず
し
字
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
使
い
方
』（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
七
年
）
と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

3　

Ｉ
Ｔ
時
代
の
「
く
ず
し
字
教
育
」

①
教
材
と
し
て
の
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ　
『
ア
プ
リ
で
学
ぶ
く
ず
し
字
』
に
は
、
大
学
の
授
業
で
の
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
活
用
に
つ
い
て
の
経
験
談
を
語
る

慶
應
義
塾
大
学
の
合ご
う

山や
ま

林
太
郎
さ
ん
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
員
は
、簡
単
な
説
明
で
導
入
可
能
で
あ
り
、「
ま
な
ぶ
」モ
ジ
ュ
ー

ル
の
ク
イ
ズ
機
能
を
用
い
て
課
題
を
出
せ
ま
す
。
全
問
正
解
し
た
場
合
「
全
問
正
解
」
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
る
た
め
、到
達
度
の
チ
ェ
ッ

ク
が
簡
単
で
す
。
問
題
は
一
四
回
分
（
各
回
二
〇
問
程
度
）
あ
る
た
め
、一
セ
メ
ス
タ
ー
（
一
五
回
）
で
、「
く
ず
し
字
」
を
攻
略
す
る
の
に
ち
ょ

う
ど
よ
い
の
で
す
。
一
方
、
学
生
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
し
み
ま
る
」
を
「
か
わ
い
い
」
と
楽
し
み
な
が
ら
、
通
学
電
車
や
、
待
ち
時
間

に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
全
回
を
全
問
正
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
す
ら

す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
「
く
ず
し
字
」
解
読
の
基
本
中
の
基
本
が
習
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
使
い
方
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
は
、「
く
ず
し
字
教
育
」
の
必
須
ツ
ー
ル
と
な
り
、
初
学
者
用
の
定
番
自
習
教
材

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

②
み
ん
な
で
翻
刻　

さ
て
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
リ
リ
ー
ス
の
翌
年
、
京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
は
、「
み
ん
な
で
翻
刻
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
開
始
し
ま
し
た
。「
み
ん
な
で
翻
刻
」
は
多
数
の
人
々
が
史
料
の
翻
刻
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
歴
史
資
料
の
解
読
を
一
挙
に
推
し
進

め
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
当
初
は
地
震
史
料
の
翻
刻
が
目
的
で
し
た
が
、
予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
ペ
ー
ス
で
翻
刻
が
進

み
、
料
理
本
や
医
学
本
、
仏ぶ
っ

典て
ん

、
草く
さ

双ぞ
う

紙し

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
投
入
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
走
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
二
二
年
九
月
時
点
で
、
参
加
登
録
者
は
二
二
〇
〇
名
を
超
え
、
一
八
〇
〇
万
字
以
上
が
入
力
さ
れ
、
翻
刻
完
了
史
料
は
一
四
〇
〇
と

な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
一
〇
〇
万
文
字
以
上
入
力
し
た
人
が
四
人
も
い
る
の
は
、
驚
き
を
超
え
て
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
翻
刻
初
心
者
も

参
加
で
き
る
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
の
中
に
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
が
組
み
込
ま
れ
、
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
シ
ス
テ
ム
が
翻
刻
を
援
助
し
て
く
れ
る
仕
組

み
も
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
を
マ
ス
タ
ー
し
た
ら
、
そ
の
次
の
自
習
教
材
と
し
て
「
み
ん
な
で
翻
刻
」
は
最
適
で
す
。
そ
の
教

材
と
し
て
の
利
点
は
、
①
好
き
な
資
料
が
選
べ
る
。
②
好
き
な
時
間
に
翻
刻
作
業
が
で
き
る
。
③
先
生
に
聞
か
な
く
て
も
Ａ
Ｉ
が
読
解
を

助
け
て
く
れ
る
。
④
間
違
い
を
誰
か
が
修
正
し
て
く
れ
る
。
⑤
入
力
文
字
数
や
ラ
ン
キ
ン
グ
で
成
果
が
可
視
化
さ
れ
る
。
⑥「
み
ん
な
で
」

や
る
一
体
感
が
あ
る
、
な
ど
で
す
。

③
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ　

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
は
、
凸
版
印
刷
の
人
工
知
能
に
よ
る
深
層
学
習
を
使
い
、「
く

ず
し
字
」
解
読
支
援
・
指
導
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
ま
し
た
。
読
め
な
い
字
を
画
面
上
で
選
択
す
る
と
、
Ａ
Ｉ
が
読
む
の
を
手
伝
っ
て
く
れ

る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
読
め
な
か
っ
た
文
字
の
み
、
教
員
か
ら
指
導
し
て
も
ら
え
ば
よ
く
、
教
員
の
負
担
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
効
率
的

な
学
び
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
カ
ラ
ー
ヌ
ワ
ッ
ト
・
タ
リ
ン
さ
ん
は
、Ａ
Ｉ
が「
く
ず
し
字
」
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文
献
を
あ
る
程
度
読
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
く
ず
し
字
Ａ
Ｉ
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
を
開
発
し
ま
し
た
。
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
「
く

ず
し
字
」
文
献
の
読
み
た
い
部
分
を
撮
影
す
れ
ば
、
ボ
タ
ン
一
つ
で
Ａ
Ｉ
が
解
読
し
、
翻
刻
本
文
ま
で
つ
く
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
れ

は
初
心
者
向
け
と
い
う
よ
り
も
、
中
級
者
向
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｉ
に
ま
ず
読
ま
せ
て
、
読
み
誤
っ
た
部
分
や
読
み
残
し
た
部
分
を

翻
字
す
れ
ば
よ
く
、
省
力
効
果
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。「
み
を
」
の
解
読
能
力
は
ま
だ
ま
だ
高
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
ど
ん

向
上
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
解
読
能
力
が
向
上
し
て
も
、
人
間
の
眼
に
よ
る
確
認
は
必
須
で
あ
り
、

す
べ
て
を
Ａ
Ｉ
に
任
せ
る
と
い
う
時
代
が
来
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

4　

な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の
か

①
な
ぜ
「
く
ず
し
寺
教
育
」
が
必
要
な
の
か　

先
述
し
た
よ
う
に
、
中
野
三
敏
先
生
は
、
翻
刻
さ
れ
た
資
料
は
、
近
現
代
の
価
値
観
か
ら

選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に
こ
そ
「
近
代
」
を
相
対
化
し
、
考
え
直
す
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
言
い
、
翻
刻
さ

れ
て
い
な
い
資
料
を
読
む
に
は
、「
く
ず
し
字
」
を
読
解
す
る
ス
キ
ル
、
す
な
わ
ち
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、歴
史
的
典
籍
は
、そ
の
時
点
で「
未
来
の
人
」に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
歴
史
的
典
籍
を
書
い
た
人
に
と
っ
て
の「
未

来
の
人
」
と
は
私
た
ち
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
歴
史
的
典
籍
と
い
う
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
乗
っ
て
、
古
人
と
出
会
い
、
対
話
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
タ
イ
ム
マ
シ
ン
の
操
縦
術
が
す
な
わ
ち
「
く
ず
し
字
」
リ
テ
ラ
シ
ー
な
の
で
す
。
私
た
ち
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て

の
「
未
来
の
人
」
に
歴
史
的
典
籍
を
つ
な
ぐ
義
務
が
あ
り
ま
す
。

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
（
古
典
籍
お
よ
び
古
文
書
）
は
、
そ
れ
だ
け
で
読
む
価
値
が
あ
る
と
判
定
で
き
ま
す
。
か
つ
て
存
在
し
た
無
数
の

歴
史
的
典
籍
は
、
多
く
は
消
失
し
、
廃
棄
さ
れ
、
散さ
ん

佚い
つ

し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ご
く
一
部
が
保
管
さ
れ
、
伝
存
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
は
、偶
然
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、残
そ
う
と
す
る
人
々
の
意
志
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
残
っ

て
い
る
の
で
す
。
後
世
に
残
す
だ
け
の
価
値
が
あ
り
、
読
ま
れ
る
意
義
が
あ
り
、
利
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
現
存
し
て
い

る
の
で
す
。

②
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
1　

し
か
し
た
だ
ち
に
、次
の
よ
う
な
疑
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、「
活

字
だ
け
で
も
一
生
か
か
っ
て
も
読
み
き
れ
な
い
く
ら
い
の
数
が
あ
る
の
に
、未
翻
刻
の
文
献
ま
で
読
ん
で
い
る
時
間
は
な
い
で
し
ょ
う
？
」

と
。
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
ま
し
ょ
う
。「
い
い
え
、
あ
な
た
の
人
生
で
出
会
う
古
文
書
や
古
典
籍
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ

な
た
の
今
後
の
人
生
に
大
き
く
関
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
で
す
。
あ
な
た
が
く
ず
し

字
解
読
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
読
め
る
の
で
す
。
あ
な
た
は
、
自
分
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
と
。

例
え
ば
、
自
分
の
住
む
地
域
の
過
去
の
地
震
や
洪
水
に
対
し
人
々
は
ど
う
行
動
し
た
の
か
、
調
べ
た
い
時
、
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
に

書
か
れ
た
こ
の
地
域
の
住
民
の
日
記
が
残
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
手
が
か
り
が
あ
り
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
く
ず
し
字
」
を
読
ん
で
、
そ
の

欲
求
を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
記
や
手
紙
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
昭
和
前
期
ま
で
は
、「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
〇
〇
年
も
た
っ
て
い
な
い
過
去
が
、「
く
ず
し
字
」
を
読
め
な
い
だ
け
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

③
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
2　

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
く
ず
し
字
を
読
め
て
も
、

古
文
（
文
語
文
）
が
読
め
な
け
れ
ば
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
？　
「
く
ず
し
字
教
育
」
よ
り
も
古
文
教
育
を
ど
う
す
る
か
の
方
が

喫
緊
の
課
題
で
は
？
」
と
。
そ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
逆
に
次
の
よ
う
に
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
文
教
育
の
中
に
「
く
ず
し
字
」
を

位
置
づ
け
る
の
は
果
た
し
て
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

教
科
教
育
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、「
く
ず
し
字
」
は
、
国
語
以
外
の
教
科
と
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
文
字
入
り
の
絵
（
日
本
に
は
多
い
）

例
え
ば
絵
入
り
本
や
画が

賛さ
ん

は
美
術
と
関
わ
り
ま
す
。
本ほ
ん

草ぞ
う

書し
ょ

は
生
物
（
医
学
・
薬
学
）、
天
文
書
は
地
学
と
、
料
理
本
は
家
庭
科
と
、
地
域

文
書
は
歴
史
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
特
別
な
古
文
力
を
必
要
と
は
し
ま
せ
ん
。
辞
書
さ
え
あ
れ
ば
十
分
理
解
可
能
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な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。「
く
ず
し
字
教
育
」
の
前
に
、
文
語
教
育
・
古
文
教
育
を
と
い
う
の
は
一
面
で
は
正
し
い
で
す
が
、
ま
ず
は

歴
史
的
典
籍
に
直
接
触
れ
て
、
読
ん
で
み
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
こ
れ
は
、
外
国
語
教
育
で
、
単
語
や
文
法
を
み
っ
ち
り
や
っ
て
か
ら
実

際
に
使
っ
て
み
る
と
い
う
手
順
を
踏
む
よ
り
も
、
外
国
語
を
母
語
と
す
る
人
と
会
話
す
る
こ
と
で
実
践
的
な
外
国
語
会
話
が
身
に
つ
い
し

ま
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。「
く
ず
し
字
」
を
読
む
と
は
、
未
翻
刻
の
資
料
を

読
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
が
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
世
界
に
飛
び
込
む
、
ワ
ク
ワ
ク
感
い
っ
ぱ
い
の
営
為
な
の
で
す
。

さ
ら
に
「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
た
資
料
が
、
現
代
人
の
問
題
・
関
心
に
も
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
歌
舞
伎
や
茶
道
な

ど
伝
統
芸
能
に
興
味
を
持
つ
人
は
、「
く
ず
し
字
」
を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
知
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
、
刀
剣
が
ブ
ー

ム
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
刀
剣
の
由
来
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
り
た
い
時
、
展
示
さ
れ
て
い
る
刀
剣
の
横
に
参
考
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る

由ゆ
い

緒し
ょ

書が
き

を
読
み
た
い
時
、「
く
ず
し
字
」
リ
テ
ラ
シ
ー
が
役
に
立
つ
の
で
す
。
現
代
人
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
地
震
な
ど
の
災
害

や
感
染
症
。
そ
れ
ら
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
例
え
ば
地
震
の
デ
ー
タ
測
定
記
録
は
、
こ
こ
何
十
年
分
し
か
な
く
、
大
地
震
に
伴

う
津
波
の
あ
り
方
や
、
特
定
の
地
域
に
発
生
し
た
地
震
の
記
録
が
、
歴
史
的
文
書
の
中
に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
に

述
べ
た
古
地
震
研
究
会
の
古
文
書
解
読
へ
の
取
り
組
み
は
、
最
も
現
代
的
な
課
題
に
「
く
ず
し
字
」
解
読
ス
キ
ル
が
関
わ
る
と
い
う
実
例

で
す
。
ま
た
、
現
代
人
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
長
期
に
わ
た
る
感
染
症
の
流
行
に
対
し
て
、
過
去
の
人
々
が
ど
う
対
処
し
て
い

た
か
を
探
る
に
は
、
歴
史
的
典
籍
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、「
く
ず
し
字
」文
献
は
、「
古
文
」と
い
う
国
語
の
教
材
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
教
科
・
教
養
・
趣
味
へ
の
入
口
に
な
り
、

そ
れ
ら
を
深
く
、
広
く
学
ぶ
た
め
の
材
料
と
な
り
ま
す
。
も
っ
と
自
由
に
考
え
て
よ
い
の
で
す
。
人
が
関
心
を
示
す
対
象
は
、
そ
れ
へ
の

興
味
、
身
近
さ
、
自
分
自
身
と
の
関
わ
り
の
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
「
既
知
」
の
も
の
で
す
。
一
方
、
未み

翻ほ
ん

刻こ
く

の
「
く
ず
し
字
」
文
献
と

は
、過
去
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、今
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
「
未
知
」
の
も
の
で
す
。
数
多
く
の
「
未
知
」
の
文
献
の
中
か
ら
、

教
材
と
し
て
は
、身
近
で
、興
味
の
持
て
る
「
く
ず
し
字
」
文
献
を
選
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
万
人
に
共
通
し
て
い
な
い
わ
け
だ
か
ら
、

学
ぶ
個
人
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
向
け
に
そ
れ
ぞ
れ
選
ぶ
と
、
よ
り
効
果
的
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
く
ず
し
字
へ
の
興
味
の
糸
口
を
提
供
す
る
例
と
し
て
、
安あ
ん

永え
い

九
年
（
一
七
八
〇
）
刊
行
の
市い
ち

場ば

通つ
う

笑し
ょ
う

作
の
黄き

表び
ょ
う
し紙
『
浦
島
太

郎
二
度
目
の
龍
宮
』
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
浦
島
太
郎
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
「
既
知
」
の
キ
ャ
ラ
ク
ラ
ー
で
す
が
、
そ
の
浦
島
太
郎

が
、も
う
一
度
龍
宮
に
行
っ
た
と
い
う
話
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
「
未
知
」
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
二
次
創
作
で
す
。

し
か
も
、
絵
が
主
体
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
追
い
や
す
い
の
で
す
。
字
だ
け
の
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
、「
読
む
気
」
が
起
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

④
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
3　

こ
う
い
う
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
く
ず
し
字
を
一
度
習
得
し
て
も
、
す
ぐ
に

忘
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
過
性
に
終
わ
る
く
ら
い
な
ら
、
や
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
。
一
理
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
度
で
も
「
く
ず
し
字
」
学
習
経
験
が
あ
れ
ば
、
次
に
「
く
ず
し
字
」
に
出
会
っ
た
時
に
ス
ル
ー
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

一
過
性
で
も
い
い
か
ら
一
度
経
験
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
一
度
の
経
験
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。

　

5　

結
語

「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
の
具
現
と
し
て
の
く
ず
し
字
文
献　

テ
ク
ス
ト
遺
産
と
は
、
エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
さ
ん
が
提
言
す
る
概
念

で
す
。
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「critical heritage studies

（
批
判
的
遺
産
研
究
）
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
遺
産
は
モ

ノ
で
は
な
く
、
社
会
的
か
つ
文
化
的
営
為
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
文
学
遺
産
（
飯
倉
注
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」）
も
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
的
過
程
で
あ
る
と
主
張
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
有
形
的
に
存
在
し
て
い
る

文
学
作
品
は
、
文
学
遺
産
と
い
う
無
形
的
な
営
為
の
具
現
に
他
な
ら
な
い
」（
エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
「
投
企
す
る
文
学
遺
産
―
有
形
と

無
形
を
再
考
し
て
」、『
古
典
の
未
来
学
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
〇
年
）。
現
在
残
っ
て
い
る
「
く
ず
し
字
」
文
献
は
、
過
去
の
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
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［実践 1］くずし字を解読して古典学習の旅に出る

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

偶然に
残っている

わけではない！

の
具
現
で
す
。
そ
し
て
「
く
ず
し
字
」
解
読
は
過
去
を
未
来
に
つ

な
ぐ
営
為
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
は
、
過
去
に
存
在
し
た
無
数
の
歴
史
的

典
籍
の
う
ち
、
後
代
に
伝
え
る
た
め
に
保
管
さ
れ
て
伝
存
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
偶
然
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
遺
産
と
し
て
後
代
に
残
そ
う
と
し
て
関
わ
ら
な
け
れ
ば
残
ら

な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
具
現
で
す
。
現
存
す
る
歴
史
的
典
籍

と
は
つ
ま
り
読
む
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
利
活
用
す
べ
き
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
「
く
ず
し
字
」

リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
で
こ
そ
未
来
へ
と

遺
産
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
以
上
、
私
の
主
張
を
ま

と
め
て
み
た
の
が
上
の
図
で
す
。

多くは
焼失・廃棄・散佚

未
来
へ
の
遺
産

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍

利活用
すべきもの

読む価値
あり！

無
数
の
歴
史
的
典
籍

（
古
典
籍
・
古
文
書
）

保管・伝存 翻刻・読解

くずし字リテラシー

テクスト遺産の具現

加
藤
十
握
（
武
蔵
高
等
学
校
中
学
校
）

1　

く
ず
し
字
を
い
つ
学
ん
で
い
る
の
か

勤
務
校
は
、
一
学
年
四
ク
ラ
ス
、
ク
ラ
ス
規
模
は
四
〇
名
強
の
、

中
学
・
高
校
一
貫
教
育
を
行
う
男
子
校
で
す
。
六
年
一
貫
で
あ
る

た
め
、
教
科
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
そ
れ
を
前
提
に
作
ら
れ
て

お
り
、
古
典
の
分
野
に
関
し
て
は
、
中
学
一
、二
年
の
間
は
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
の
文
章
に
触
れ
、
中
学
三
年
、
高
校
一
年
で
は
、
古

典
文
法
な
ど
言
葉
の
形
態
論
を
踏
ま
え
て
、
文
章
を
精
読
す
る
練

習
を
行
い
、
高
校
二
年
以
上
は
、
大
学
受
験
を
見
据
え
つ
つ
、
調

査
、
発
表
な
ど
の
形
態
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
古
文
を
深
く
楽
し

む
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

く
ず
し
字
教
材
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
学
年
配
当
は
、
結
論

か
ら
述
べ
れ
ば
、
中
学
一
、二
年
の
初
学
段
階
が
最
適
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
段
階
は
、
多
彩
な
文
章

に
触
れ
、
言
葉
を
扱
う
学
問
と
し
て
の
楽
し
さ
と
面
白
さ
を
学
ぶ

段
階
と
考
え
て
お
り
、
古
典
の
分
野
の
文
章
に
関
し
て
も
、
教
科

書
の
よ
う
に
、
活
字
化
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

で
き
る
だ
け
多
種
多
様
な
原
典
に
触
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト

で
き
る
の
が
理
想
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
以
上
の
枠
組
み
を

前
提
と
し
て
、
く
ず
し
字
教
材
を
利
用
す
る
目
的
や
意
義
に
つ
い

て
、
実
践
例
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

2　

く
ず
し
字
教
材
を
利
用
す
る
た
め
に

近
年
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
も
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
資

料
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
整
備
さ
れ
、
く
ず
し
字
解
読
の
リ
テ
ラ

シ
ー
さ
え
身
に
つ
け
ば
、
歴
史
的
な
文
化
財
と
し
て
無
限
に
広
が

る
古こ

典て
ん

籍せ
き

の
海
原
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
携
帯
端
末
の
ア
プ
リ
で
、
学
習
支
援

ツ
ー
ル
の
「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」
や
、解
読
補
助
ツ
ー
ル
の
「
み
を
」
な
ど
、

大
変
に
頼
も
し
い
道
具
も
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
初
学

実
践
1

く
ず
し
字
を
解
読
し
て

古
典
学
習
の
旅
に
出
る


