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二
〇
一
三
年
に
埼
玉
県
高
校
教
育
指
導
課
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
埼
玉

県
高
等
学
校
教
育
課
程
改
善
委
員
会
の
委
員
に
、
文
書
館
か
ら
新
井
学
芸

主
幹
な
ど
学
芸
員
三
名
と
教
員
か
ら
は
私
を
含
め
た
八
名
が
任
命
さ
れ
、

こ
れ
を
機
に
新
井
学
芸
主
幹
と
親
し
く
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私

が
二
〇
一
四
年
に
文
書
館
史
料
を
用
い
た
研
究
授
業
を
お
こ
な
っ
た
際
に

は
、
し
ば
し
ば
文
書
館
へ
通
い
変
体
仮
名
の
解
読
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た

だ
い
た
。
一
方
、
新
井
学
芸
主
幹
は
教
員
や
生
徒
に
よ
る
埼
玉
県
立
文
書

館
の
利
用
促
進
を
考
え
て
い
た
。
文
書
館
で
は
長
期
休
業
中
に
小
学
生
向

け
に
講
座
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
小
学
生
で
は
歴
史
的
内
容
に
は
深
く

踏
み
込
め
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
、
高
校
生
で
あ
れ
ば
文
書
館
史
料
を
使
い
、

よ
り
歴
史
的
内
容
に
踏
み
込
め
る
。
史
料
は
館
外
へ
持
ち
出
せ
な
い
た
め
、

高
校
生
に
文
書
館
へ
来
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
考
え
を
伺

い
、
私
も
史
料
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
高
校
生
に
と
っ
て

刺
激
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
長
期
休
業
中
に
生
徒
を
連
れ
て
見
学
に
行

く
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
報
告
は
、
二
〇
一
六
年
の
冬
季
休
業
中
の
実
践
で
あ
る
が
、
二

〇
一
五
年
の
夏
季
に
も
同
様
の
実
践
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
長
期
休
業
中

に
生
徒
が
歴
史
を
身
近
に
感
じ
関
心
意
欲
を
高
め
る
方
法
と
し
て
、
指
導

に
あ
た
る
先
生
方
の
一
助
と
な
れ
ば
と
思
い
、
今
回
の
提
案
を
お
こ
な
う
。

は
じ
め
に

歴
史
は
暗
記
科
目
で
は
な
く
、
歴
史
的
思
考
力
を
育
成
す
る
科
目
で
あ

る
と
の
観
点
か
ら
、
現
在
の
歴
史
教
育
界
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
型
授
業
の
研
究
、
I
C
T
教
材
を
活
用
し
た
授
業
な
ど
多
く
の
先
生
方

が
授
業
の
工
夫
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
方
法
も
私
が
高
校
生
の

頃
に
は
な
か
っ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
平
常
授
業
で
の
工
夫
や
実
践

の
報
告
は
増
え
て
き
た
と
感
じ
る
。
私
も
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
よ

る
研
究
授
業
や
史
料
を
用
い
た
討
論
型
授
業
な
ど
を
実
践
し
て
き
た
。

教
師
が
多
忙
化
し
て
い
る
一
方
、
学
校
で
は
長
期
休
業
中
に
講
習
の
開

催
も
期
待
さ
れ
る
。
私
は
運
動
部
の
監
督
の
た
め
、
長
期
休
業
中
は
遠
征

の
日
々
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
日
本
史
好
き
の
生
徒
に
何
か
で
き
な

い
か
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
埼
玉
県
立
文
書
館
の
新
井
浩
文
学
芸
主
幹

か
ら
生
徒
を
連
れ
て
行
く
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。

（
1
）

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト
◉
投
稿

埼
玉
県
立
文
書
館
を
活
用
し
た
講
習

福島巖
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一
　
実
践
の
概
要

（
1
）
日
時　

�

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
七
日
（
火
）　

一
三
〜
一
五
時

（
2
）
場
所　

埼
玉
県
立
文
書
館

（
3
）
募
集
対
象　

本
校
一
〜
三
年
生
（
参
加
者
は
二
年
生
四
名
）

（
4
）
勤
務
校
の
概
要

本
校
の
生
徒
は
九
〇
％
以
上
が
大
学
進
学
を
志
望
す
る
進
学
型
単
位
制

高
校
で
、
六
五
分
授
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
文
系
生
徒
は
約
三
二
〇
名

中
二
二
〇
名
で
、
選
択
必
修
（
二
年
生
四
単
位
＋
三
年
生
二
単
位
）
と
し

て
日
本
史
ま
た
は
地
理
を
履
修
す
る
。
そ
の
中
で
日
本
史
受
験
予
定
者
は

約
一
二
〇
名
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
夏
の
参
加
者
に
は
史
学
科
志
望
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
今

回
の
参
加
者
は
四
名
中
三
名
が
史
学
科
志
望
者
で
、
こ
れ
に
は
驚
き
と
喜

び
が
あ
っ
た
。

二
　
当
日
の
様
子

（
1
）
文
書
館
の
位
置
付
け
及
び
埼
玉
県
立
文
書
館
の
案
内

新
井
学
芸
主
幹
よ
り
文
書
館
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
「
文
書
館
は
図
書

館
や
博
物
館
と
機
能
が
異
な
る
施
設
」
と
の
説
明
を
受
け
た
。
収
蔵
物
は
、

一
部
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
明
治
初
年
以
来
の
県
の
行

政
文
書
（
公
文
書
）
や
武
家
文
書
・
寺
社
文
書
・
名
主
文
書
な
ど
の
古
文

書
、
そ
の
他
地
図
や
航
空
写
真
な
ど
が
あ
る
。
埼
玉
県
立
文
書
館
は
、
埼

玉
県
の
記
憶
装
置
と
し
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
記
録
資
料
を
保
管
す
る

施
設
で
、
古
文
書
か
ら
現
代
の
行
政
文
書
ま
で
切
れ
目
な
く
扱
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
説
明
を
受
け
て
い
る
間
に
文
書
館
利
用
証
を
作
成

し
て
も
ら
っ
た
。

（
2
）
館
内
の
案
内

一
階
に
あ
る
展
示
室
と
収
蔵
庫
の
見
学
を
お
こ
な
っ
た
。
展
示
室
は
展

示
替
え
の
た
め
企
画
展
は
な
く
、
通
常
展
示
で
あ
っ
た
。
収
蔵
庫
見
学
で

は
、
文
書
の
保
存
状
態
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
カ
ビ
の
発
生
に
気
を
つ

け
る
た
め
、
除
湿
機
を
備
え
、
湿
度
と
温
度
を
一
定
に
保
っ
て
い
た
。
委

託
さ
れ
た
文
書
は
分
類
し
て
一
点
ず
つ
袋
に
入
れ
、
専
用
の
段
ボ
ー
ル
箱

に
入
れ
棚
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
文
書
が
も
と
も
と
入
っ
て
い
た
木
箱
も

保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
こ
の
日
は
、

ガ
ラ
ス
乾
板
を
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
、
写
真
を
デ
ジ
タ
ル
化
す

る
作
業
中
で
、
約
一
〇
〇
年
前
の
写
真
を
複
写
し
て
い
る
様
子
を
見
学
で

き
た
。
作
業
の
見
学
は
、
史
学
科
を
目
指
す
生
徒
に
と
っ
て
刺
激
的
で
あ

り
、
進
路
指
導
と
し
て
も
研
究
機
関
を
訪
れ
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
。

（
3
）
文
書
の
閲
覧

二
年
生
は
二
学
期
終
了
段
階
で
江
戸
幕
府
の
成
立
ま
で
の
授
業
が
終
わ

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
文
書
館
の
検
索
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
中
世
か
ら
江
戸

時
代
初
期
の
頃
の
文
書
と
地
元
越
谷
に
関
係
す
る
文
書
を
請
求
し
た
。
以

（
2
）
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図1　新井学芸主幹と生徒たち

下
が
今
回
閲
覧
し
た
文
書
で
あ
る
。

・
源
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寄
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状
写	

小
室
家
七
六
七

・
後
醍
醐
天
皇
綸
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法
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寺
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・
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尊
氏
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華
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井
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六
四
三
八
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後
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宿
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・
豊
臣
秀
吉
禁
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宿
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浅
野
長
吉
禁
制	
浦
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宿
本
陣
三

・
徳
川
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朱
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〇
九
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・
徳
川
家
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朱
印
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西
角
井
家
六
一
〇
四

図
1
は
、
足
利
尊
氏
御
教
書
と
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
を
前
に
、
新
井
学
芸

主
幹
が
署
名
の
部
分
を
指
し
て
何
が
書
い
て
あ
る
か
、
生
徒
に
質
問
し
て

い
る
様
子
で
あ
る
。
博
物
館
と
は
異
な
り
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
な
く
、
文
書

に
か
な
り
接
近
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
人
の
生
徒
が
「
尊
」
の
文

字
に
気
づ
き
、
足
利
尊
氏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
隣
の
後
醍
醐
天
皇

綸
旨
（
巻
末
図
版
参
照
）
が
な
ぜ
薄
墨
色
な
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て

は
「
授
業
で
や
っ
た
。
再
生
紙
。」
と
の
声
が
出
て
、
漉
き
か
え
し
で
綸

旨
は
こ
の
色
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
さ
れ
た
。

次
に
西
角
井
家
文
書
の
寺
領
朱
印
状
を
閲
覧
し
た
。
西
角
井
家
は
江
戸

時
代
よ
り
大
宮
の
氷
川
神
社
の
神
主
職
を
世
襲
し
た
家
で
あ
る
。
寺
領
朱

印
状
は
諸
国
寺
社
朱
印
状
で
、
明
治
政
府
に
よ
り
回
収
さ
れ
裁
断
さ
れ
た

も
の
を
明
治
時
代
の
当
主
が
買
い
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
寺
領
朱
印
状
の

「
元
和
二
年
」
は
西
暦
で
何
年
か
を
教
科
書
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ

さ
せ
、
当
時
の
将
軍
徳
川
秀
忠
の
朱
印
状
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ

し
て
文
書
中
の
「
武
蔵
国
騎
西
腰
谷
」
か
ら
、
生
徒
た
ち
は
地
元
の
地
名

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

こ
の
史
料
は
裁
断
さ
れ
て
い
た
が
、
上
下
両
方
が
現
存
し
て
い
た
た
め

修
復
し
て
一
枚
に
な
っ
て
い
る
。
朱
印
状
は
想
像
以
上
に
大
き
く
、
権
威

の
象
徴
と
し
て
大
き
な
紙
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
新
井
学
芸
主
幹
は
強
調
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し
た
。
教
科
書
や
資
料
集
に
は
大
き
さ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
物
を

見
な
い
と
そ
の
大
き
さ
は
実
感
で
き
な
い
。
寛
永
年
間
の
同
様
の
朱
印
状

で
上
半
分
の
み
の
も
の
も
閲
覧
し
た
。
徳
川
家
光
時
代
の
天
嶽
寺
の
文
書

で
あ
る
（
天
嶽
寺
は
学
校
の
す
ぐ
裏
に
あ
る
）
と
の
説
明
に
、
私
が
「
上

半
分
だ
け
で
天
嶽
寺
に
宛
て
た
文
書
か
ど
う
か
ど
う
し
て
わ
か
る
の
か
」

と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
文
書
に
「
拾
」
の
字
が
見
え
る
の
で
、
越
谷
市
内

で
一
〇
石
以
上
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
寺
は
限
ら
れ
て
お
り
、
寺
に
も
写
し

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
専
門
家
の
意
見
を
す
ぐ

に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
教
員
も
勉
強
に
な
る
。
後
日
『
越
谷
市
史

三　

史
料
一
』（
一
九
七
三
年
）
で
確
認
す
る
と
、
天
嶽
寺
の
寺
領
朱
印

状
写
で
は
、
寺
領
「
拾
五
石
」
と
あ
り
、
越
ヶ
谷
郷
内
の
寺
院
に
出
さ
れ

た
寺
領
朱
印
状
写
の
中
で
「
拾
」
か
ら
始
ま
る
も
の
は
他
に
見
当
た
ら
な

か
っ
た
。

最
後
に
、
浦
和
宿
に
関
す
る
文
書
を
閲
覧
し
た
。
後
北
条
氏
の
浦
和
宿

の
安
堵
状
、
小
田
原
攻
め
に
よ
る
豊
臣
秀
吉
の
禁
制
（
図
2
）、
そ
し
て

復
興
に
向
け
た
責
任
者
浅
野
長
吉
（
長
政
）
の
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

時
代
順
に
同
じ
巻
子
に
装
丁
さ
れ
て
い
る
。
三
通
を
比
較
す
る
と
、
明
ら

か
に
秀
吉
の
禁
制
が
大
き
い
紙
を
使
用
し
て
い
る
。
大
き
さ
が
権
威
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
も
納
得
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
新
井
学
芸
主
幹
は

さ
ら
に
「
浦
和
宿
」
の
文
字
の
字
体
が
他
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目

さ
せ
、
対
象
地
を
空
白
に
し
た
禁
制
を
戦
場
へ
多
数
持
っ
て
行
き
、
必
要

図2　豊臣秀吉禁制（浦和宿本陣文書 2，埼玉県立文書館蔵）

に
応
じ
て
、
お
金
を
払
っ
た
寺
社
や
郷
村
に
対
し
発
給
し
た
こ
と
を
説
明

し
た
。

秀
吉
の
禁
制
の
前
に
は
、
後
北
条
氏
の
出
し
た
虎
の
印
判
状
が
あ
っ
た
。

「
誰
の
文
書
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
生
徒
は
当
時
の
関
東

の
支
配
者
か
ら
、
か
ろ
う
じ
て
後
北
条
氏
を
答
え
た
。
秀
吉
の
禁
制
の
後

に
あ
る
浦
和
市
宛
の
文
書
の
発
給
者
「
弾
正
少
弼
」
は
誰
か
と
新
井
学
芸
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主
幹
が
質
問
し
た
が
、
生
徒
は
わ
か
ら
な
い
。
私
た
ち
は
教
科
書
を
出
し

て
「
太
閤
検
地
」
の
史
料
中
に
「
浅
野
弾
正
少
弼
」
と
あ
る
の
を
確
認
さ

せ
た
。
出
典
と
し
て
「
浅
野
家
文
書
」
と
の
記
述
も
あ
る
。
岩
槻
城
攻
め

の
中
心
で
あ
っ
た
浅
野
長
政
が
浦
和
の
市
に
向
け
て
、
復
興
を
促
し
た
文

書
で
あ
っ
た
。
授
業
中
に
は
浅
野
長
政
に
つ
い
て
深
く
取
り
上
げ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
こ
の
地
域
の
人
に
と
っ
て
は
重
要
な
人
物

で
あ
っ
た
の
だ
。
一
斉
授
業
で
「
五
奉
行
は
…
」
と
や
っ
て
も
生
徒
の
印

象
に
は
残
り
に
く
い
。
今
回
の
よ
う
に
本
物
を
前
に
し
て
文
書
を
読
み
、

意
味
が
わ
か
っ
て
こ
そ
生
徒
は
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
生
徒
の
感
想

A
さ
ん
（
史
学
科
志
望
）

初
め
て
こ
こ
に
来
て
、
博
物
館
で
も
な
い
し
、
図
書
館
と
も
違
っ
て
不

思
議
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。
資
料
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
る
倉
庫
？　

普

段
は
見
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
ご
く
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
し
た
。
リ
ア

ル
ブ
ラ
タ
モ
リ
み
た
い
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。
ま
た
、
資
料
が
入
っ
て
い

た
木
箱
や
資
料
を
大
き
く
し
た
写
真
も
見
れ
て
良
か
っ
た
で
す
。
古
文
書

も
見
る
の
は
楽
し
い
け
れ
ど
昔
の
人
の
写
真
を
見
る
の
も
お
も
し
ろ
か
っ

た
で
す
。
実
物
の
古
文
書
は
初
め
て
見
た
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
ほ
と
ん
ど

が
読
め
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
。
で
も
先
生
た
ち
の
解
説
が
大
変
わ
か

り
や
す
く
て
最
後
ま
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。

B
さ
ん
（
文
学
部
志
望
）

来
る
前
は
文
書
館
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
所
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ

た
け
ど
、
図
書
館
で
も
博
物
館
で
も
な
い
所
だ
と
い
う
の
が
と
て
も
し
っ

く
り
き
ま
し
た
。
昔
の
写
真
が
ガ
ラ
ス
だ
っ
た
の
を
知
ら
な
く
て
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。
と
て
も
き
れ
い
に
残
さ
れ
て
い
て
、
生
活
感
の
あ
る
写
真

を
見
て
、
昔
の
人
が
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
か
、
何
を
考
え
て
い
た

か
想
像
し
や
す
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
ま
た
、
本
物
の
資
料
を
間
近

で
見
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
も
で
き
ま
し
た
。
お
話
を
聞
い
て
、
昔
の
埼

玉
に
も
有
名
な
人
が
来
て
い
て
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
れ
て
よ
か
っ

た
で
す
。
も
っ
と
文
字
を
解
読
で
き
る
よ
う
に
、
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

C
さ
ん
（
教
育
学
部
、
ま
た
は
史
学
科
志
望
）

今
日
初
め
て
文
書
館
の
こ
と
を
詳
し
く
知
り
、
ま
ず
手
に
と
っ
て
古
文

書
な
ど
を
見
た
り
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
と
て
も
驚
き
ま
し
た
！　

博
物

館
で
見
た
と
き
と
ま
た
違
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
私
は
後
醍
醐
天
皇
や

足
利
尊
氏
の
こ
と
に
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
古
文
書
が
見
れ
て
嬉
し
か
っ

た
で
す
。
ま
た
、
武
将
は
戦
い
の
指
揮
を
と
る
ほ
か
に
こ
ん
な
文
書
を
き

っ
と
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
う
と
大
変
だ
な
と
感
じ
ま

し
た
。
浦
和
や
越
谷
と
い
う
身
近
な
地
名
も
書
か
れ
て
い
て
、
こ
う
い
う

の
が
見
れ
る
の
は
県
の
文
書
館
な
ら
で
は
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
解
説
や
ク
イ
ズ
を
出
し
て
い
た
だ
い
て
、
色
ん
な
新
し
い
こ
と
も
知
る
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こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

D
さ
ん
（
史
学
科
志
望
）

今
回
、
初
め
て
古
文
書
を
近
く
で
は
っ
き
り
見
て
、
お
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
て
、
す
ご
く
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
普
段
の
授
業
だ
け
で
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
貴
重
な
も
の
を
見
せ
て
い
た
だ
け
て
、
初
め
て
触

れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
面
白
か
っ
た
で
す
。
昔
の
資
料
を
は
っ
き
り
と
何

百
年
も
現
在
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
驚
き
ま
し
た
。
博
物

館
と
も
図
書
館
と
も
違
う
と
こ
ろ
が
今
日
講
習
を
受
け
て
み
て
新
鮮
に
感

じ
ま
し
た
。
実
際
に
資
料
や
現
物
を
見
て
み
る
と
、
授
業
だ
け
で
は
知
り

得
な
か
っ
た
、
歴
史
の
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
歴
史
に
対
す
る
興
味

も
講
習
を
受
け
る
前
よ
り
高
ま
り
ま
し
た
。
今
日
、
こ
の
文
書
館
に
来
な

け
れ
ば
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
、

よ
か
っ
た
で
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
わ
り
に

A
さ
ん
は
、
収
蔵
庫
を
見
学
し
た
時
に
「
す
ご
く
ワ
ク
ワ
ク
し
」
て
い

る
。
収
蔵
庫
見
学
は
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
入
れ
て
お
い
た
。
当
日
、
実

際
に
仕
事
を
し
て
い
る
職
員
が
い
た
こ
と
で
、
文
書
館
の
仕
事
へ
の
理
解

が
よ
り
深
ま
り
、
史
学
科
を
目
指
す
生
徒
の
進
路
指
導
に
も
な
っ
て
い
る
。

同
様
の
講
習
を
お
こ
な
う
際
に
は
、
ど
こ
ま
で
見
学
で
き
る
の
か
を
文
書

館
側
と
し
っ
か
り
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
と
良
い
だ
ろ
う
。

B
さ
ん
は
「
昔
の
埼
玉
に
も
有
名
な
人
が
来
て
い
て
関
わ
り
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
れ
て
よ
か
っ
た
」
と
感
じ
て
い
る
。
B
さ
ん
は
今
ま
で
歴
史
上

の
人
物
が
自
分
と
は
関
わ
り
の
な
い
遠
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、

今
回
の
見
学
で
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
史
料
読

解
や
く
ず
し
字
の
勉
強
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

C
さ
ん
は
「
武
将
は
戦
い
の
指
揮
を
と
る
ほ
か
に
こ
ん
な
文
書
を
」
書

い
て
、
通
常
時
に
は
支
配
地
域
の
経
営
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
浦
和
や
越
谷
と
い
う
身
近
な
地
名
」
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
文
書
館
は

地
元
の
史
料
を
閲
覧
で
き
る
県
の
重
要
な
施
設
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い

た
。D

さ
ん
は
、
何
百
年
も
前
の
史
料
を
「
現
在
で
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ん
て
驚
き
」、
感
動
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
資
料
や

現
物
を
見
て
み
る
と
、
授
業
だ
け
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
、
歴
史
の
背
景

を
知
る
こ
と
が
で
き
、
歴
史
に
対
す
る
興
味
も
」
以
前
よ
り
も
高
ま
り
、

史
料
を
通
し
て
史
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
。

今
回
の
講
習
は
二
時
間
で
あ
っ
た
が
、
効
果
は
大
き
か
っ
た
よ
う
に
感

じ
る
。
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
授
業
で
受
け
た

説
明
よ
り
も
、
本
物
を
見
た
方
が
印
象
に
残
っ
た
こ
と
も
多
か
っ
た
と
思

う
。
ぜ
ひ
、
埼
玉
県
内
の
学
校
や
他
県
で
も
本
物
の
文
書
に
触
れ
る
機
会

を
つ
く
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

先
生
方
が
同
様
な
実
践
を
や
ろ
う
と
考
え
た
場
合
、
何
か
ら
始
め
れ
ば
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良
い
か
。
ま
ず
は
教
員
自
身
が
施
設
の
利
用
者
に
な
り
、
担
当
者
と
親
し

く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
活
動
が
で
き
る
か
を
打
ち

合
わ
せ
る
。
生
徒
を
校
外
に
連
れ
て
行
く
こ
と
か
ら
、
学
校
や
保
護
者
の

理
解
も
必
要
で
あ
る
。
管
理
職
へ
は
企
画
の
説
明
を
お
こ
な
い
許
可
を
得

る
。
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ぜ
ひ
初
め
の

一
歩
を
踏
み
出
し
て
も
ら
い
た
い
。

最
後
に
、
年
末
の
お
忙
し
い
中
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
新
井
浩
文
学
芸

主
幹
を
は
じ
め
埼
玉
県
立
文
書
館
の
職
員
の
方
々
に
改
め
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

註（1
）　

平
成
二
八
年
度
全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
埼
玉
大
会
に
お
い
て
、

「
埼
玉
県
立
文
書
館
史
料
を
活
用
し
た
「
歴
史
の
論
述
」
授
業
」
を

発
表
し
た
。

（
2
）　

詳
し
く
は
埼
玉
県
立
文
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

m
onjo.spec.ed.jp/

）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
ふ
く
し
ま
・
い
わ
お
／
埼
玉
県
立
越
ヶ
谷
高
等
学
校
教
諭
）
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