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中
学
校
勤
務
か
ら
定
時
制
高
校
勤
務
へ

松

　

井
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三
年
前
、
三
十
五
年
間
勤
務
し
て
き
た
中
学
校
か

ら
、
単
位
制
の
定
時
制
高
校
へ
と
異
動
し
た
。

学
校
は
、
新
潟
市
中
央
区
に
所
在
し
、
新
潟
駅
か

ら
徒
歩
二
十
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
午
前
部
」
　
と
　
「
夜
間
部
」
　
が
あ
り
、
私
は
、
「
午

前
部
」
　
の
勤
務
で
あ
り
、
出
退
勤
の
時
刻
は
、
全
日

制
高
校
と
変
わ
り
な
い
。
教
科
は
、
理
科
。
校
務
分

掌
は
、
二
年
次
主
任
、
教
務
部
。
部
活
動
は
、
演
劇

部
主
顧
問
で
あ
る
。

定
時
制
高
校
と
い
え
ば
、
就
労
と
学
業
の
両
立
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
最
近
は
、
全
国
的
に

も
、
人
間
関
係
の
悩
み
や
、
身
体
的
・
精
神
的
事
情

か
ら
定
時
制
高
校
を
選
ぶ
生
徒
が
多
く
、
当
校
も
同

じ
傾
向
が
言
え
る
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
高
校
卒
業
資

格
が
欲
し
い
と
い
う
理
由
で
受
験
す
る
よ
う
で
あ

る
。
生
徒
は
、
午
後
の
授
業
を
履
修
し
、
単
位
を
修

得
す
れ
ば
、
三
年
間
で
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
に
、
生
徒
の
八
割
程
は
、
三
年
で
卒
業
す
る
。

そ
の
た
め
、
中
学
校
の
生
徒
・
保
護
者
の
進
路
選
択

に
あ
た
り
、
「
定
時
制
」
　
と
い
う
こ
と
で
敬
遠
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
毎
年
受
験
者
は
定
員
を
超
え
て
い

る。

授
業
は
　
「
化
学
」
　
「
化
学
基
礎
」
　
を
担
当
し
て
い

る
。
学
力
差
が
大
き
い
が
、
優
秀
な
生
徒
が
そ
う
で

復
刊
第
二
十
七
号
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
　
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

な
い
生
徒
を
頼
ん
だ
り
、
逆
の
例
で
優
秀
な
生
徒
の

足
を
引
っ
張
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
切

磋
琢
磨
の
雰
囲
気
は
な
い
が
、
和
気
諾
々
と
し
た
雰

囲
気
で
、
寝
業
は
つ
つ
が
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
授
業
の
水
準
や
考
査
の
難
易
度
に
つ
い
て

は
、
ど
こ
に
照
準
を
合
わ
せ
れ
ば
い
い
か
苦
心
し
て

い
る
。
極
端
な
例
で
は
、
同
じ
授
業
教
室
の
中
で
、

百
点
の
生
徒
と
零
点
の
生
徒
が
在
籍
し
た
こ
と
も
あ

った。校
則
は
、
「
生
徒
の
心
得
」
　
と
し
て
存
在
し
て
い

る
が
、
一
般
常
識
程
度
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
就
業

し
て
い
る
生
徒
や
、
成
人
し
て
い
る
生
徒
が
い
る
こ

と
か
ら
か
、
服
装
や
頭
髪
も
自
由
で
あ
り
、
個
人
の

自
覚
と
良
識
に
任
さ
れ
て
い
る
。
当
然
茶
髪
、
つ
け

爪
、
ピ
ア
ス
の
生
徒
も
散
見
さ
れ
る
が
、
大
多
数

は
、
校
則
の
あ
る
学
校
の
生
徒
と
同
じ
水
準
で
あ

る
。
清
楚
な
身
な
り
を
し
て
い
る
生
徒
が
奇
抜
な
身

な
り
の
生
徒
を
非
難
・
批
判
・
軽
蔑
す
る
こ
と
も
な

く
、
真
似
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
い
。
異
質
な

者
た
ち
が
否
定
も
肯
定
も
せ
ず
共
存
し
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
他
人
の
こ
と
に
は
関
知
せ
ず
と
い
う
現
代

若
者
気
質
か
も
し
れ
な
い
。

服
装
・
頭
髪
以
外
で
も
学
力
や
家
庭
環
境
、
生
活

行
動
、
価
値
観
等
の
異
な
る
生
徒
同
士
が
集
ま
っ

て
い
る
中
で
、
穏
や
か
で
友
好
的
な
生
徒
集
団
で
あ

る。

奨
学
金
の
担
当
を
し
た
と
き
で
あ
る
。
生
徒
が
提

出
し
た
申
請
書
類
の
不
備
を
指
摘
し
た
際
、
家
の
人

に
も
よ
く
み
て
も
ら
う
よ
う
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
自

分
の
両
親
は
病
気
で
既
に
他
界
し
て
い
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
私
は
す
ぐ
に
謝
っ
た
が
、
逆
に
私
の
気
持

ち
を
気
遣
い
、
庇
う
よ
う
に
し
て
、
気
に
し
な
い
で

欲
し
い
と
笑
顔
で
伝
え
ら
れ
た
と
き
は
、
人
間
的
に

彼
女
の
方
が
上
で
あ
る
と
頭
が
下
が
っ
た
。
受
験
の

成
功
と
人
生
の
幸
福
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た。

定
時
制
高
校
の
生
徒
は
、
い
ろ
い
ろ
な
境
遇
の
生

徒
が
お
り
、
境
遇
に
負
け
ず
に
果
敢
に
生
き
て
い
る

生
徒
も
多
く
、
生
徒
か
ら
教
わ
る
場
面
に
時
々
遭
遇

す
る
。顧

問
を
務
め
て
い
る
演
劇
部
は
、
「
看
板
部
」
　
と

評
さ
れ
て
お
り
、
積
極
的
な
活
動
を
し
て
い
る
。
部

員
も
多
彩
な
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。
私
よ
り
五
歳
ほ
ど
年

上
の
生
徒
、
県
内
屈
指
の
進
学
校
か
ら
編
入
し
て
き

た
生
徒
、
病
気
が
ち
の
生
徒
等
多
様
で
あ
る
。
年
齢

差
、
学
力
差
、
性
格
の
違
い
が
あ
る
が
、
衝
突
す
る

こ
と
な
く
、
発
表
会
に
向
け
て
、
音
響
・
照
明
・
役

者
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
、
温
か
な
雰
囲
気
で
練
習

を
重
ね
て
い
る
。
本
番
で
は
、
突
発
的
な
ア
ク
シ
デ

ン
ト
が
起
こ
る
が
、
騒
い
だ
り
慌
て
た
り
す
る
こ

と
な
く
、
瞬
時
に
、
目
配
せ
を
し
、
次
善
の
策
を
講

じ
、
観
客
に
は
失
敗
を
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
進
め

る
芸
当
も
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
月
の
文
化

祭
の
発
表
会
で
は
、
準
主
役
の
生
徒
が
急
に
欠
席
を

し
た
が
、
急
遽
役
を
入
れ
替
え
て
上
演
は
成
功
裏
に

終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
保
護
者
が
演
劇
発
表
を

観
劇
し
、
ス
テ
ー
ジ
で
堂
々
と
演
じ
て
い
る
姿
を
見
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て
、
「
中
学
校
時
代
は
教
室
に
は
入
れ
な
か
っ
た
姿

を
思
い
出
し
、
あ
れ
が
本
当
に
我
が
子
か
と
目
を
疑

っ
た
」
　
と
い
う
話
を
聞
き
、
普
段
の
苦
労
が
報
わ
れ

た。

生
徒
指
導
に
お
い
て
は
、
大
き
な
問
題
は
さ
て
お

き
、
小
さ
な
い
た
ず
ら
や
ト
ラ
ブ
ル
が
皆
無
で
は
あ

り
、
保
護
者
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
も
皆
無
で
あ
る
。
生

徒
も
保
護
者
も
年
齢
や
経
験
を
重
ね
て
成
長
し
た
証

だ
と
思
う
。
義
務
教
育
勤
務
の
長
い
私
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
と
こ
ろ
が
義
務
教
育
と
高
等
教
育
の
職
場

環
境
の
大
き
な
差
違
で
あ
る
と
思
っ
た
。

卒
業
生
の
進
路
は
、
大
学
・
短
大
約
一
割
、
専
修

学
校
・
各
種
学
校
等
約
四
割
、
就
職
約
五
割
と
、
全

国
の
定
時
制
の
平
均
値
と
ほ
ぼ
同
じ
数
値
で
あ
る
。

高
校
生
活
で
再
起
を
め
ざ
し
て
入
学
し
た
生
徒
が
多

く
多
く
の
生
徒
が
、
目
標
や
目
的
を
果
た
し
て
卒
業

し
て
い
く
。
手
前
味
噌
で
あ
る
が
、
新
潟
市
内
の
高

校
の
中
で
最
も
感
動
す
る
卒
業
式
と
評
さ
れ
る
の
も

領
け
る
。

高
等
学
校
勤
務
で
、
「
自
業
自
得
」
　
「
自
己
責
任
」

を
よ
く
聞
く
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
義
務
教
育

は
、
常
に
、
転
ば
ぬ
よ
う
に
、
失
敗
さ
せ
ぬ
よ
う
過

剰
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
「
自
己
責
任
」

を
指
導
の
手
抜
き
の
隠
れ
蓑
に
し
て
は
い
け
な
い
と

思
う
。
生
徒
の
人
生
の
危
険
予
知
と
警
告
は
、
教
師

の
重
要
な
職
務
と
考
え
る
。

「
定
時
制
教
育
は
教
育
の
原
点
だ
」
　
と
い
う
人
も

い
た
。
三
十
五
年
間
の
教
師
経
験
を
試
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
る
。
毎
日
が
刺
激
的
で
あ
る
。

余
談
で
あ
る
が
、
本
校
は
、
教
員
数
は
五
十
五
人

ほ
ど
で
あ
る
が
、
高
教
組
組
合
員
は
一
人
し
か
い
な

い
。
因
み
に
新
潟
県
全
体
で
は
高
教
組
の
組
織
率
は

二
割
を
切
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
新
潟
市
立
明
鏡
高
等
学
校
）
　
（
会
員
）

あ
る
卒
業
生
と
の
対
話

－
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
答
－黒

　

羽

　

秀

　

夫

先
日
　
（
二
〇
二
三
年
十
一
月
）
　
卒
業
生
の
S
君
と

出
会
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
か
ら
久
し
ぶ
り
に
、
私
の

地
政
学
の
話
を
聞
き
た
い
と
頼
ま
れ
た
の
で
、
彼
に

話
を
し
た
こ
と
を
以
前
記
し
た
。

彼
が
在
学
中
　
（
二
〇
一
四
年
）
、
ロ
シ
ア
の
ク
リ
ミ

ア
併
合
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
り
、
学
生
達
の
要
請

で
こ
の
件
に
つ
き
解
説
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の

だ。

私
は
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
参
考
書
と
し
て
次
の

二
冊
を
ま
ず
提
示
し
た
。

○
黒
川
祐
次
著
『
物
語
　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
歴
史
』

中
公
新
書
（
二
〇
〇
二
年
刊
）

○
吉
田
一
郎
著
『
国
マ
ニ
ア
』
　
ち
く
ま
文
庫
（
二

〇
一
〇
年
刊
）
　
（
そ
の
と
き
の
解
説
は
略
す
）

こ
の
解
説
後
、
彼
は
こ
の
二
冊
を
読
み
私
に
、
質

問
を
し
て
き
た
生
徒
で
あ
っ
た
。
彼
は
　
『
国
マ
ニ

ア
』
　
の
第
二
章
　
（
国
の
中
で
独
立
す
る
も
う
ひ
と
つ
の

国
）
　
の
中
で
ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
　
（
旧
ソ
連
の
民

族
と
政
治
問
題
の
縮
図
と
な
っ
た
黒
海
の
半
島
）
　
に
注

目
し
、
私
に
こ
う
尋
ね
た
の
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
地
域
は
、
地
政
学
上
の
緩
衝
地
帯
（
バ
ッ

フ
ァ
ゾ
ー
ン
）
　
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
の
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
る
と
ラ
ン
ド
パ
ワ
ー
と
シ
ー
パ
ワ
ー
の
ぶ
つ

か
る
衝
突
地
帯
（
ク
ラ
ッ
シ
ュ
ゾ
ー
ン
）
　
に
な
り
、
伸

介
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
、
こ
こ
か
ら
世
界
的
な
地

政
学
リ
ス
ク
　
（
例
え
ば
小
麦
）
　
も
発
生
す
る
。
こ
の

様
に
先
生
は
い
わ
れ
た
。
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
詳

し
く
説
明
し
て
ほ
し
い
」
　
と
。
こ
の
様
な
質
問
を
彼

が
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

確
か
そ
の
と
き
に
ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
三
～

一
八
五
六
年
）
　
を
グ
レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
と
の
関
連
　
（
ロ

シ
ア
の
ク
リ
ミ
ア
併
合
の
ル
ー
ツ
の
一
環
）
　
で
説
明
し

た
こ
と
等
も
確
り
と
思
い
出
し
た
。

要
は
S
君
、
久
し
ぶ
り
に
こ
れ
ら
の
話
を
そ
れ
こ

そ
復
習
と
し
て
又
伺
い
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幸
い
私
が
読
破
中
の
本
　
（
飛
田
雅
則
著
『
資
源
の
世

界
地
図
』
日
経
文
庫
（
二
〇
二
三
年
刊
）
）
　
を
み
せ
て
、

関
連
箇
所
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
。
（
第
4
章
ロ
シ
ア

は
生
き
残
れ
る
か
の
3
・
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
国
々

『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
で
暗
雲
』
、
4
・
し
た
た
か
な

中
国
に
苦
慮
『
グ
レ
ー
ト
ゲ
ー
ム
再
び
』
等
を
）
　
そ

れ
こ
そ
復
習
の
教
材
と
し
て
活
用
し
た
。
そ
し
て
ク

リ
ミ
ア
半
島
も
含
め
た
戦
域
（
シ
ア
タ
ー
）
　
の
進
展

は
、
衝
突
地
帯
の
注
目
す
べ
き
現
況
な
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
理
解
し
て
も
ら
っ
た
。
さ
ら
に
彼
よ

り
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
読
ん
で
お
く
べ
き
（
で
き

れ
ば
小
説
で
も
構
わ
な
い
）
　
本
は
あ
り
ま
す
か
？
と
の

問
い
。
タ
イ
ム
リ
ー
に
も
彼
と
会
う
直
前
に
古
書
店

で
購
入
し
知
人
に
寄
贈
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
本

を
、
お
茶
代
と
本
と
の
バ
ー
タ
ー
と
い
う
こ
と
に
し

て
話
を
終
え
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
本
（
演
舞
之
著
『
天

空
の
魔
手
　
警
視
庁
公
安
部
　
片
野
坂
彰
　
第
五
弾
』
文
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春
文
庫
　
（
二
〇
二
三
年
刊
）
）
　
の
三
三
七
～
三
三
八
頁

よ
り
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
『
お
前
は
、
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
、
日

本
の
防
衛
と
絡
め
て
ど
う
考
え
て
い
る
ん
だ
？
』

『
今
回
、
ロ
シ
ア
と
い
う
よ
り
も
プ
ー
チ
ン
が
、

日
本
も
狙
お
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
が
予
想
を
は
る
か
に

上
回
る
交
戦
を
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
日
本
攻
撃

が
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
感
謝
す
る
し
か

な
い
で
し
ょ
う
。
極
東
に
回
す
軍
隊
が
い
な
い
の
で

す
か
ら
ね
』

『
俺
も
そ
の
話
は
あ
る
筋
か
ら
聞
い
て
い
た
ん
だ

が
、
プ
ー
太
郎
は
本
気
だ
っ
た
の
か
？
』

『
本
気
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
ガ
ス
プ
ロ
ム
の

サ
ハ
リ
ン
開
発
に
日
本
資
本
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が

救
い
に
な
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。
　
」

私
も
あ
る
軍
事
研
究
家
の
方
よ
り
　
「
日
本
へ
侵
攻

用
の
軍
隊
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
転
用
し
た
」
　
と
い
う
様

に
聞
い
て
お
り
ま
す
。
因
み
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
も
う
ひ
と
り
、
や
は
り
卒
業
生
の
方
に
解
説
を

し
て
お
り
、
納
得
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

「
緩
衝
　
（
地
帯
）
　
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
衝
突

（
地
帯
）
に
な
り
、
又
地
政
学
リ
ス
ク
も
生
ず
る
と
、

こ
の
様
に
理
解
し
て
お
き
ま
す
」
。
S
君
の
こ
の
一

言
を
も
っ
て
結
び
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
二
十
一
）

［
次
の
文
章
は
、
八
波
則
吉
編
『
現
代
国
語

讃
本
　
籍
三
』
（
昭
和
十
年
修
正
七
版
）
　
（
現
在
の

中
学
二
年
前
期
相
当
）
　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。

漢
字
、
送
り
仮
名
は
原
文
通
り
、
読
み
仮
名
は

適
宜
新
た
に
加
へ
た
。
］

自

　

修

　

　

　

　

　

　

　

嘉

納

治

五

郎

細
腰
の
必
要
な
こ
と
は
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。

「
ロ
ー
マ
盛
衰
史
」
　
の
著
者
ギ
ツ
ボ
ン
は
、
修
養
に

関
し
て
一
の
的
確
な
教
訓
を
遺
し
て
居
る
。
そ
れ
は
、

「
何
人
も
二
つ
の
教
育
を
要
す
る
。
一
つ
は
他
か
ら

受
け
る
も
の
で
、
一
つ
は
自
ら
輿
へ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
一
層
緊
要
で
あ

る
。
」
　
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
賞
に
古
来
壁
間
の
道
に

入
っ
た
者
は
、
其
の
学
問
に
就
い
て
他
人
か
ら
教

を
受
け
る
と
同
時
に
、
己
も
亦
確
々
と
し
て
自
ら
修

め
、
そ
し
て
、
其
の
到
達
難
の
最
高
最
遠
で
あ
る
こ

と
を
期
し
た
の
で
あ
っ
た
。
蓋
し
他
か
ら
注
入
さ
れ

た
も
の
は
我
が
有
と
な
る
こ
と
が
割
合
に
少
い
が
、

自
ら
修
め
自
ら
努
力
し
て
得
た
も
の
は
自
己
の
所

有
と
な
り
、
眞
正
に
満
面
の
祭
糞
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
蹄
家
の
語
に
、
「
門
よ
り
入
る
も
の
は
定
家
珍

に
あ
ら
ず
、
須
ら
く
自
己
の
胸
底
よ
り
流
出
し
て
、

天
を
蓋
ひ
地
を
掩
ふ
べ
し
。
」
と
あ
る
の
は
面
白
い
。

自
修
は
印
象
を
明
確
に
し
、
知
識
を
能
力
に
轡
ず

る
最
良
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
卑
近
の
例
を
奉
げ

る
と
、
数
学
を
尊
ぶ
に
営
つ
て
、
毎
日
自
分
で
練
習

せ
ず
、
又
羨
め
考
量
も
せ
ず
、

へ
当
㌧
秦
牽
牒
に
惰
性
の
説
明
ば
か
り
を
聴

聴
聞
い
て
居
る
と
し
た
な
ら
ば
、
其

の
結
果
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
其

嘉
納
治
五
郎
　
　
の
説
明
を
聴
い
た
部
分
だ
け
は

分
っ
た
に
し
て
も
、
い
ざ
應
用
問
題
を
解
か
う
と
す

る
場
合
に
は
、
手
も
足
も
出
な
い
で
あ
ら
う
。
外
囲

語
を
習
ふ
に
際
し
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。
自
分
で
字

書
も
引
か
ず
、
又
自
分
で
文
を
作
る
な
ど
の
こ
と
も

せ
ず
、
革
に
教
室
内
の
講
義
や
指
示
ば
か
り
に
頼
っ

て
居
る
と
し
た
な
ら
ば
、
其
の
講
義
さ
れ
指
示
さ
れ

た
事
項
だ
け
は
偶
に
記
憶
す
る
こ
と
が
出
来
る
に
し

て
も
、
教
科
書
以
外
の
書
物
を
讃
み
こ
な
す
力
は
養

ひ
難
い
。
其
の
他
、
地
理
、
歴
史
、
物
理
、
博
物
、

又
は
有
ら
ゆ
る
専
門
撃
科
の
畢
智
に
於
て
も
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
若
し
比
等
の
撃
科
の
授
業
を
受
け
る
前

と
後
と
に
、
自
分
で
前
後
の
連
絡
や
因
果
の
関
係
や

事
賞
の
軽
重
な
ど
を
考
へ
な
け
れ
ば
、
新
に
撃
得
し

た
知
識
は
、
既
に
得
て
居
る
知
識
と
連
鎖
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
か
ら
、
頭
脳
の
裡
に
於
て
全
く
孤
立

し
、
記
憶
も
輩
園
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
活
用
も
自

在
に
な
ら
な
い
。
斯
う
い
ふ
講
で
あ
る
か
ら
、
経
験

に
よ
っ
て
自
修
の
償
値
を
知
悉
し
た
者
は
、
常
に
自

修
を
以
て
殆
ど
己
の
生
命
の
や
う
に
考
へ
て
、
た
と

ひ
寸
陰
で
も
之
を
徒
費
し
な
い
で
、
直
ち
に
自
修
に

宛
て
る
の
で
あ
る
。
弦
に
自
修
と
は
、
か
の
濠
習
・

復
習
の
両
者
を
自
己
の
全
力
を
緊
張
し
て
仕
遂
げ
る

こ
と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
随
っ
て
自
修
が
各
学
科

を
通
じ
て
必
要
な
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
か
の

数
学
に
解
式
書
を
用
ひ
た
り
、
語
草
に
猫
案
内
を
用

ひ
た
り
す
る
な
ど
、
凡
べ
て
他
に
依
頼
す
る
の
は
自

修
の
本
旨
を
没
却
す
る
も
の
で
、
自
修
の
名
は
あ
つ

て
も
効
力
は
甚
だ
薄
く
、
其
の
質
は
依
頼
心
の
菱
形

と
い
ふ
、
へ
き
も
の
で
あ
る
。

自
修
の
効
力
は
、
膏
に
撃
校
に
於
て
授
け
ら
れ
る
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撃
科
の
習
得
に
封
し
て
補
助
と
な
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
れ
が
輩
固
な
憲
志
に
よ
っ
て
持
績
し
て
行
は

れ
1
ば
、
十
分
に
牽
校
に
於
け
る
学
習
の
代
用
を
も

す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
米
園
猫
立

史
上
に
不
朽
の
名
を
留
め
て
居
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

幼
時
の
教
育
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
彼
は
僅
々
二
年

ほ
ど
の
撃
校
数
精
花
受
け
た
ば
か
り
で
あ
る
。
又
米

国
に
於
て
残
忍
暴
戻
な
奴
隷
制
度
の
廃
止
に
壷
力
し

て
、
長
へ
に
人
道
の
上
に
光
を
添
へ
た
リ
ン
カ
ー

ン
は
、
健
に
一
年
足
ら
ず
の
外
は
撃
校
教
育
を
受

け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
又
今
日
ま
で
徳
桁
の
光
の

輝
い
て
居
る
二
宮
尊
徳
や
、
碩
学
一
世
に
秀
で
て
ゐ

た
新
井
白
石
な
ど
も
、
殆
ど
他
人
か
ら
何
等
の
教
育

も
受
け
ず
、
少
壮
時
代
に
於
て
専
ら
自
修
の
功
を
積

ん
で
あ
の
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
蘭
学
が
始
め

て
我
が
国
に
低
来
し
た
頃
は
、
我
が
国
の
筆
者
は
始

か
ら
一
字
一
字
字
引
を
引
小
量
見
、
想
像
に
想
像
、

熟
考
に
熟
考
を
重
ね
て
、
漸
く
大
髄
の
意
味
を
察

知
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
更
に
手
近
く
余
が
賓

際
に
目
撃
し
た
革
質
に
も
さ
う
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。

先
年
、
余
の
家
に
十
七
八
歳
の
青
年
が
来
て
寄
寓
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
青
年
の
小
さ
い
頃
に
は
、

ま
だ
義
務
教
育
も
十
分
に
励
行
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た

の
で
、
健
に
仮
名
を
読
み
得
る
だ
け
の
学
力
し
か
な

か
っ
た
が
、
余
の
家
に
寄
寓
し
て
か
ら
、
奮
然
と
し

て

一

通

り

の

撃
力
を
得
よ

う
と
心
掛
け
、

余
が
輿
へ
た

偶
名
付
の
書

物
で
漢
字
を
覚
え
、
一
心
不
乱
に
熟
議
を
重
ね
て
、

た
う
と
う
相
営
多
数
の
漢
字
を
習
得
し
、
斯
く
て
新

聞
紙
な
ど
は
す
ら
〈
と
謹
み
、
日
常
の
手
紙
の
往

復
に
も
何
等
の
鄭
巽
を
感
じ
な
い
や
う
に
な
っ
た

の
で
、
本
人
の
満
足
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
余
も
世
話

甲
斐
の
あ
っ
た
こ
と
を
甚
だ
喜
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

自
修
の
効
力
は
此
の
や
う
に
甚
大
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
又
不
利
益
が
伴
は
な
い
で
も
な
い
。
終
じ
て
自

修
だ
け
で
一
通
り
撃
嬰
に
熟
達
し
ょ
う
と
す
る
に

は
、
極
め
て
多
く
の
時
間
と
努
力
と
を
要
し
、
両
も

見
聞
は
自
ら
狭
隆
に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
期
か
ら
言
ふ
と
、
他
人
に
就
い
て
撃
ぶ
こ

と
は
多
く
の
利
金
が
あ
る
。
即
ち
僅
少
の
時
間
に
僅

少
の
驚
力
で
多
く
の
事
項
を
容
易
く
習
得
す
る
こ
と

が
出
来
る
か
ら
、
吾
人
は
自
修
を
怠
ら
な
い
と
同
時

に
、
学
校
に
於
け
る
撃
習
を
軽
現
し
て
は
な
ら
ぬ
。

（
青
年
修
養
訓
）

原
謹

嘉
納
治
五
郎
　
兵
庫
藤
の
人
。
萬
延
元
年
生
。
前
東

京
高
等
師
範
学
校
長
。
貴
族
院
議
員
。

ギ
ツ
ボ
ン
　
英
国
の
歴
史
学
者
　
（
－
ま
十
一
も
阜
）

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
　
米
国
の
政
治
家
・
聖
者
　
（
一
ぎ
中

一
き
三

リ
ン
カ
ー
ン
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
第
十
六
代
の
大
統

領
　
（
【
∞
8
⊥
∞
款
）

二
宮
尊
徳
　
名
は
金
次
郎
。
相
模
囲
（
紳
奈
川
酵
）

の
人
。
江
戸
時
代
後
期
の
経
済
聾
者
。
安
政
三
年

（
二
五
一
六
）
　
頻
。
年
七
十
。

新
井
白
石
　
名
は
若
美
。
江
戸
の
人
。
江
戸
時
代
前

期
の
政
治
家
・
聾
者
。
享
保
十
年
（
三
二
八
五
）
殺
。

年
六
十
九
。

（
編
集
註
　
外
国
人
の
生
妓
年
は
西
暦
、
日
本
人
の
数
年

は
皇
紀
で
示
さ
れ
て
い
る
）

著
書
紹
介

『
大
和
魂
・
大
和
心
の
語
義
的
研
究
』
（
錦
正
社
刊
）
。

著
者
は
前
日
本
教
師
会
会
長
・
京
都
産
業
大
学
名

誉
教
授
若
井
勲
先
生
。

定
価
　
五
千
五
百
円
　
（
税
込
）
。

本
書
は
、
大
和
魂
・
大
和
心
と
い
う
言
葉
を
め

ぐ
っ
て
、
国
語
学
・
国
文
学
を
融
合
さ
せ
、
日
本

人
の
心
の
在
り
方
、
働
き
方
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

お
願
い

「
　
会
費
納
入

年
額
　
二
千
円

口
座
　
「
み
ず
ほ
銀
行
」
　
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
店

店
番
号
　
7
4
3
　
普
通
預
金
　
1
3
3
0
1
5
0

名
義
　
佐
藤
健
二

二
、
原
稿
募
集

「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

三
千
字
程
度
ま
で
。
仮
名
遣
い
は
統
一
し
て
下
さ

い
。
写
真
や
図
版
も
対
応
し
ま
す
。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー
ル

の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ト
レ
ス
　
（
佐
藤
）

k
O
雪
a
S
a
十
〇
⑤
古
書
0
3
．
コ
C
．
」
p


