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が
考
え
ら
れ
る
。
自
然
科
学
で
は
、
同
一
条
件
で
の
検
証
な
ら
、
誰
が
実

施
し
て
も
常
に
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
例
え
ば
、
優
秀
な
教
員

と
い
う
分
類
が
、
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
人
に
だ
け
当
て
は
ま
る
よ
う
な
現
状

で
あ
る
の
は
、
つ
ま
り
、
基
本
原
理
に
対
応
す
る
よ
う
な
手
法
（
指
導
原

理
）
が
存
在
せ
ず
、
結
局
は
個
人
の
能
力
に
依
存
す
る
部
分
が
非
常
に
多

い
可
能
性
を
示
唆
す
る
。あ
る
い
は
、大
気
の
状
態
が
違
っ
て
も
、「
晴
れ
」

の
状
態
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
人
間
力
」
育
成
に
関
し
て
、

同
じ
結
果
を
得
る
の
に
複
数
の
手
法
が
あ
り
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
時
点
で
は
「
人
間
開
発
学
」
は
経
験
科
学
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
検
証
可
能

性
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
の
脳
科
学
の
発
達
を
考

慮
す
る
と
、
将
来
的
に
は
、
能
力
開
発
に
基
本
原
理
が
見
い
だ
さ
れ
る
可

能
性
は
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
個
人
的
に
は
非
常
に
難
し
い

と
は
思
う
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
（
し
つ
こ
く
繰
り
返
す
が
）
問
題

と
す
る
対
象
の
厳
密
な
定
義
が
可
能
に
な
り
、
検
証
の
た
め
の
評
価
基
準

が
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
人
間
開
発
学
」
と
い
う
学
問
が
成
立
す
る
に
は
、
結
局
試
行
錯
誤
の

集
積
と
分
析
を
地
道
に
繰
り
返
し
て
い
く
ほ
か
無
い
と
考
え
て
い
る
。「
人

間
力
」
の
開
発
と
「
人
間
力
開
発
の
能
力
」
開
発
の
基
礎
、
と
応
用
は
、

経
験
の
蓄
積
か
ら
い
か
に
一
般
化
の
道
筋
を
見
い
だ
す
か
に
な
る
だ
ろ

う
。基
本
原
則
を
見
い
だ
す
努
力
は
欠
か
せ
な
い
が
、そ
れ
に
は
ま
ず
、「
人

間
力
」
の
評
価
基
準
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
の
議
論
を
深
め
る
こ
と

が
、
経
験
の
集
積
を
進
め
る
こ
と
と
平
行
し
て
、
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に

成
功
す
る
か
ど
う
か
は
、
分
か
ら
な
い
。
非
常
に
挑
戦
的
な
課
題
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
や
っ
て
み
る
こ
と
し
か
、
進
む
道
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

《
発
題
③
》「
教
科
教
育
学
（
社
会
）・
伝
統
文
化
教
育
の
視
点
か
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
～
人
間
開
発
学
の
樹
立
に
向
け
た
展
望
と
課
題
～

　

安
野
　
　
功

一�

な
ぜ
、
今
、
人
間
開
発
学
な
の
か

　　

人
間
開
発
学
の
樹
立
に
当
た
り
、
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
既
存

の
教
育
学
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
、
今
、
人
間
開
発
学

な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

持
論
で
は
、
そ
の
根
拠
を
教
育
基
本
法
の
改
正
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
近
年
の
教
育
学
が
旧
教
育
基
本
法
（
以
下
、「
旧
法
」）

を
法
的
な
基
盤
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

教
育
基
本
法
の
改
正
に
当
た
り
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
日
本
人
を
育
成
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
、
次
の
①
～
⑤
を
我
が
国
の

教
育
の
目
標
と
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
た（

１
）。

　

①
自
己
実
現
を
目
指
す
自
立
し
た
人
間
の
育
成

　

②
豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体
を
備
え
た
人
間
の
育
成

　

③
「
知
」
の
世
紀
を
リ
ー
ド
す
る
創
造
性
に
富
ん
だ
人
間
の
育
成

　

④ 

新
し
い
「
公
共
」
を
想
像
し
、
21
世
紀
の
国
家
・
社
会
の
形
成
に
主

体
的
に
参
画
す
る
日
本
人
の
育
成

　

⑤
国
際
社
会
に
生
き
る
教
養
あ
る
日
本
人
の
育
成

　

こ
れ
ら
は
、
旧
法
に
お
い
て
も
そ
の
す
べ
て
が
実
現
で
き
な
い
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
公
共
」
に
主
体
的
に
参
画
す
る
意
識
や
態

度
の
涵
養
を
図
る
教
育
、
日
本
の
伝
統
や
文
化
を
継
承
し
、
そ
の
発
展
を

目
指
す
教
育
な
ど
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
、
教
育

関
係
者
は
勿
論
の
こ
と
、
広
く
国
民
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
改
正
教
育
基
本
法
（
以
下
、「
新
法
」）
の
下
で
新
し
い
学
部

を
ス
タ
ー
ト
す
る
本
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
念
を
具
現
化
す
る
新
た
な

教
員
養
成
・
指
導
者
育
成
の
枠
組
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
し
た
次
世
代
を

担
う
教
育
者
を
養
成
し
て
い
く
責
務
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
教
員
養
成
・
指
導
者
育
成
の
枠
組

を
打
ち
立
て
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
が
、
本
学
会
の
究
極
の
使
命
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
上
記
④
⑤
と
特
に
か
か
わ
り
が
深
い
教
科
教
育
（
社

会
）
と
伝
統
文
化
教
育
に
限
定
し
て
、
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

二���

社
会
科
が
育
む
べ
き
「
新
た
な
人
間
像
」
と
教
科
教
育
法
（
社
会
）

の
新
し
い
方
向

　　

社
会
科
は
、
社
会
認
識
を
深
め
、
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
こ
と
を

任
務
と
す
る
教
科
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
の
民
主
主
義
社
会
を
担
う
人

間
を
育
て
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
規
制
緩
和
の
進
展
、
司
法
の
役
割

の
増
大
な
ど
、
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
、
複
雑
化
に
伴
い
、「
新

し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
公
民
的
資
質
と
は
何
か
」
と
い
う
社
会
科
の
根

幹
に
か
か
わ
る
疑
問
が
、
教
育
に
直
接
携
わ
る
教
員
や
教
員
養
成
に
携
わ

る
大
学
教
員
の
間
で
囁
か
れ
、
社
会
科
の
今
後
の
有
り
様
や
社
会
科
が
目

指
す
べ
き
人
間
像
な
ど
が
議
論
の
俎
上
に
上
が
る
機
会
が
増
え
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
が
行
わ
れ
、
新
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
は
、「
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
国
際
社
会
で
主
体
的

に
生
き
る
と
と
も
に
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
す
な
ど
、
公
共

的
な
事
柄
に
自
ら
参
画
し
て
い
く
資
質
や
能
力
」
を
身
に
付
け
た
人
間
と

い
う
、
社
会
科
が
目
指
す
べ
き
新
た
な
人
間
像
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ

る（
２
）。

こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
国
際

社
会
で
主
体
的
に
生
き
る
人
間
」「
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
す
」

「
新
時
代
の
公
共
社
会
の
形
成
に
自
ら
参
画
し
て
い
く
資
質
や
能
力
の
育

成
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
本
学
が
目
指
す
人
間
開
発
学
に
よ
る
「
新
た
な

人
間
像
」
の
重
要
な
要
素
と
な
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

　

一
方
、
社
会
科
が
課
せ
ら
れ
た
新
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
社
会
科
の

授
業
や
そ
れ
を
構
想
・
展
開
す
る
指
導
者
の
社
会
科
観
、
指
導
力
な
ど
が

変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
胎
動

は
既
に
始
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
例
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
認
識
に
と

ど
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
「
問
題
解
決
型
」
の
授
業
構
成
か
ら
、
子
ど
も
の

社
会
研
究
を
支
え
る
「
問
題
構
成
型
」
の
授
業
構
成
へ
の
転
換
（
安
田
女

子
大
学
片
上
宗
二
氏
が
提
唱
）
で
あ
る（

３
）。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
視
野
に
入
れ
、
新
時
代
の
社
会
科
像
と
そ
れ
を

実
現
す
る
新
し
い
授
業
構
成
の
理
論
、
そ
し
て
授
業
実
践
を
基
軸
と
し
た

授
業
開
発
な
ど
が
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
本
学
が
目
指
す
人
間
開
発
学
研

究
の
主
要
な
柱
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
三��

伝
統
文
化
教
育
の
重
要
性
と
課
題

　　

旧
法
に
よ
る
戦
後
の
日
本
の
教
育
で
は
、
日
本
の
伝
統
や
文
化
を
学
ぶ

機
会
が
極
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
こ
の
度
の

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、
伝
統
と
文
化
に
関
す
る
教
育
の
充
実
が
新

た
に
打
ち
出
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
今
、
伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
教
育
な
の
か
。
そ

の
背
景
や
理
由
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

○ 

伝
統
や
文
化
を
大
切
に
す
る
心
に
つ
い
て
は
、
次
代
に
伝
え
て
い
く
べ
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き
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
一
世
紀
の
教
育
に
お
い
て
も
大
切
に
は

ぐ
く
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
不
易
の
視
点
）

○ 
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
、
民
族
、
宗
教
、
文
化
の
違
い
に
根

ざ
し
た
様
々
な
問
題
が
顕
在
化
し
、
国
家
間
の
友
好
関
係
を
強
化
し
信

頼
を
醸
成
し
て
い
く
国
際
協
調
の
必
要
性
も
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
民
族
、
宗
教
、
文
化
の
多
様
性
を
再
認
識
し
、
異
な
る
文
化
を
理

解
し
尊
重
す
る
精
神
を
涵
養
す
る
こ
と
、
地
域
社
会
の
中
で
他
国
の

人
々
と
共
生
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
同
時
に
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
か
に
し
っ
か
り
持
つ
か

と
い
う
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。（
変
化
へ
の
対
応
の
視
点
）

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
議
論
を
経
て
、
新
法
に
新
た
に
盛
り
込
む
べ
き

理
念
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
提
言
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る（

４
）。

　
（
ⅳ
） 

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
伝
統
、
文
化
の
尊
重
、

郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
）
と
、
国
際
性
（
国
際
社
会
の
一
員
と

し
て
の
意
識
）

○ 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
、
国
際
社

会
の
一
員
と
し
て
生
き
る
国
際
人
と
し
て
の
自
覚
と
と
も
に
、
世
界
に

生
き
る
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
が
ま
す
ま

す
重
要
に
な
る
。
国
際
社
会
に
出
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
自
ら
を
日
本

人
と
し
て
意
識
す
る
機
会
が
増
え
、
自
国
の
存
在
に
つ
い
て
無
関
心
で

い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
際
社
会
に
お
け
る
自
国
の
地
位
を
高
め
よ
う

と
努
力
す
る
こ
と
は
自
然
な
動
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
が
、
国

を
愛
す
る
心
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
自
ら
の

郷
土
や
国
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
持
つ
こ
と
、
例
え
ば
郷
土
や
国
の

伝
統
、
文
化
を
正
し
く
理
解
し
、
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

 　

こ
の
背
景
に
は
、「
公
共
」
に
関
す
る
国
民
共
通
の
規
範
の
再
構
築

と
い
う
、
さ
ら
に
大
き
な
改
善
の
視
点
が
あ
る（

５
）。

二
一
世
紀
の
国
家
・

社
会
の
形
成
に
主
体
的
に
参
画
す
る
日
本
人
の
育
成
を
図
る
に
は
、
国

や
社
会
な
ど
「
公
共
」
に
主
体
的
に
参
画
す
る
意
識
や
態
度
の
涵
養
を

図
る
こ
と
が
大
切
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
国
や
社
会
、
そ
の
伝
統
と

文
化
を
正
し
く
理
解
し
、
愛
着
を
持
つ
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
新
法
並
び
に
新
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を
実
現
す

る
伝
統
と
文
化
に
関
す
る
教
育
を
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
っ

た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
未
開
の
領
域
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
私
の
受
け
止
め
方
で
あ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
総
則
の
教
育
課
程
の
一
般
方
針
に
お
い
て
、

伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
教
育
と
道
徳
教
育
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
、
国

語
科
で
の
古
典
や
民
話
、
社
会
科
で
の
歴
史
学
習
、
技
術
・
家
庭
科
で
の

衣
食
住
に
わ
た
る
伝
統
的
な
生
活
文
化
、
音
楽
科
で
の
歌
唱
や
民
謡
・
郷

土
に
伝
わ
る
歌
・
和
楽
器
、
美
術
科
で
の
我
が
国
の
美
術
、
保
健
体
育
科

で
の
武
道
の
指
導
な
ど
、
各
教
科
等
の
特
質
や
役
割
に
応
じ
て
改
善
・
充

実
が
図
ら
れ
て
い
る（

６
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
全
体
計
画
、
特
色
あ
る
指
導

計
画
等
の
作
成
が
、
各
学
校
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う（

７
）。

　

ま
た
、
先
進
的
に
取
り
組
む
学
校
の
多
く
が
、
自
校
で
推
進
す
る
伝
統

と
文
化
を
尊
重
す
る
教
育
の
ね
ら
い
を
設
定
し
て
い
る
。
我
が
国
の
伝
統

や
文
化
の
よ
さ
に
「
ふ
れ
る
」「
親
し
む
」「
味
わ
う
」「
誇
り
や
愛
着
を
も

つ
」「
守
り
受
け
継
ぐ
」「
創
造
，
発
展
さ
せ
る
」
な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ

る
。
子
ど
も
が
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
に
直
接
ふ
れ
る
機
会
を
充
実
す
る

た
め
の
指
導
方
法
や
教
材
の
開
発
、
外
部
人
材
や
関
係
諸
団
体
等
と
の
連

携
を
図
る
体
制
づ
く
り
な
ど
に
つ
い
て
の
実
践
的
な
研
究
も
進
め
ら
れ
て
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い
る（

８
）。

　

本
学
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
先
進
的
な
現
場
実
践
を
収
集
・
分
析
し
つ

つ
、
本
学
独
自
の
伝
統
と
文
化
に
関
す
る
教
育
の
ね
ら
い
を
設
け
、
そ
の

具
現
化
に
向
け
た
研
究
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

具
体
的
に
は
、
本
学
が
設
定
し
た
伝
統
と
文
化
に
関
す
る
教
育
の
ね
ら

い
を
実
現
す
る
新
し
い
授
業
構
成
の
理
論
、
そ
し
て
関
連
教
科
等
の
授
業

実
践
を
軸
と
し
た
授
業
開
発
な
ど
が
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
本
学
が
目
指

す
人
間
開
発
学
研
究
の
主
要
な
柱
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

【
注
】

（
１
） 

中
央
教
育
審
議
会
『
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
計

画
の
在
り
方
に
つ
い
て
』（
中
間
報
告
）
平
成
一
四
年
一
一
月
一
四
日
・
一
二
～

一
四
頁

（
２
） 

中
央
教
育
審
議
会
『
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
に
つ
い
て
』（
答
申
）
平
成
二
〇
年
一
月
一
七

日
、
社
会
、
地
理
歴
史
、
公
民
（
ｉ
）
改
善
の
基
本
方
針
・
七
九
頁

（
３
） 

片
上
宗
二
は
、社
会
認
識
教
育
学
会
編『
社
会
認
識
教
育
の
構
造
改
革
～
ニ
ュ
ー
・

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
授
業
開
発
～
』
明
治
図
書
、
二
〇
〇
六
年
・

二
四
～
二
五
頁
の
中
で
、「
問
題
構
成
型
」に
立
つ
社
会
科
授
業
構
成
を
提
唱
し
、

広
島
大
学
附
属
小
学
校
『
学
校
教
育
』
NO.
一
一
〇
四
・
二
〇
〇
九
年
七
月
号
に

お
い
て
、
子
ど
も
の
社
会
研
究
を
支
え
る
「
問
題
構
成
型
」
の
社
会
科
授
業
構

成
の
要
件
、
新
学
習
指
導
要
領
の
活
用
に
よ
る
「
問
題
構
成
型
」
社
会
科
授
業

の
開
発
事
例
を
示
し
て
い
る
。

（
４
） 

中
央
教
育
審
議
会
『
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
と
教
育
振
興
計

画
の
在
り
方
に
つ
い
て
』（
中
間
報
告
）
平
成
一
四
年
一
一
月
一
四
日
・
二
一
～

二
二
頁

（
５
） 

同
「
第
２
章
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
基
本
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

一
六
～
一
八
頁
で
は
、
教
育
基
本
法
見
直
し
の
視
点
と
し
て
、
次
の
六
点
を
挙

げ
て
い
る
。

　
　
　

①
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
学
校
教
育
の
確
立

　
　
　

②
「
知
」
の
世
紀
を
リ
ー
ド
す
る
大
学
改
革
の
推
進

　
　
　

③ 

家
庭
の
教
育
力
の
回
復
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
の
連
携
・
協
力
の
推
進

　
　
　

④ 

「
公
共
」
に
関
す
る
国
民
の
規
範
の
再
構
築
（「
公
共
」
に
主
体
的
に
参
画

す
る
意
識
や
態
度
の
涵
養
の
視
点
、日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

（
伝
統
、文
化
の
尊
重
、郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
）の
視
点
、国
際
性
の
視
点
）

　
　
　

⑤
生
涯
学
習
社
会
の
実
現

　
　
　

⑥
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策
定

（
６
）
文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
平
成
二
〇
年

（
７
） 

国
立
教
育
政
策
研
究
所
で
は
、
平
成
一
八
年
に
「
我
が
国
の
伝
統
文
化
を
尊
重

す
る
教
育
に
関
す
る
実
践
モ
デ
ル
事
業
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
の
事
業
の
概
略

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　

① 

我
が
国
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
教
育
に
つ
い
て
、
教
育
課
程
へ
の
位
置
付

け
、
指
導
内
容
、
指
導
方
法
、
教
材
に
つ
い
て
の
実
践
研
究

　
　
　

②
外
部
人
材
や
団
体
等
と
の
効
果
的
な
連
携
方
策

（
８
） 

拙
稿
「
伝
統
・
文
化
に
関
す
る
教
育
の
動
向
と
課
題
」
中
村
哲
編
集
『
伝
統
や

文
化
に
関
す
る
教
育
の
充
実
』
教
育
開
発
研
究
所
、
平
成
二
一
年
・
三
〇
～

三
三
頁
「
モ
デ
ル
校
」
に
見
る
伝
統
・
文
化
に
関
す
る
教
育
の
動
向
、
伝
統
・

文
化
に
関
す
る
教
育
の
実
践
課
題
を
参
考
に
し
た
。


