
〈教
科
研
運
動
の
な
か
で
山
住
正
己
を
ど
う
評
価
す
る
か
Ｑ
》

芸
術
固
有
の
価
値

へ
の
接
近
を
求
め
る

コ
〓
術
の
教
育
量
柵

山
住
正
己
の
芸
術
教
育
論
の
歴
史
的
位
置

は
じ
め
に

こ
の
国
の
戦
後
教
育
に
お
け
る
山
住
正
己
氏
の
芸
術
教
育
分
野
で

の
貢
献
は
、
主
に
二
つ
の
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
、

芸
術
教
育
関
係
の
教
育
研
究
運
動
を
生
み
出
す
と
同
時
に
そ
の
発
展

に
力
を
尽
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
戦
後
初
期
に
は
、
全
体

と
し
て
芸
術
に
か
か
わ
る
教
育
を
芸
術
教
育
と
明
確
に
規
定
す
る
意‐

識
は
希
薄
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
あ

っ
て
山
住
氏
は
、
そ
れ
ら
が
芸

術
教
育
と
し
て
確
立
す
る
必
要
性
を
主
張
し
、　
一
九
五
六
年
の
日
本

教
職
員
組
合
第
六
次
全
国
教
育
研
究
集
会
で
の
情
操
教
育
か
ら
芸
術

教
育
へ
の
位
置
づ
け
の
転
換
や
、
教
育
科
学
研
究
会

「芸
術
と
教
育
」

部
会
の
発
足
に
尽
力
し
た
。
さ
ら
に
音
楽
教
育
の
会
の
創
設
や
、
日

本
学
校
劇
連
盟
か
ら
日
本
演
劇
教
育
連
盟

へ
の
発
展

（
一
九
五
九
年
）

山

田

康

彦

貫

き

に
寄
与
す
る
な
ど
、
民
間
を
中
心
と
し
た
芸
術
教
育
分
野
の
教
育
研

究
運
動
の
確
立
と
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

も
う

一
つ
は
、
そ
の
戦
後
の
芸
術
教
育
が
依
っ
て
立
つ
べ
き
芸
術

教
育
論
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
、
芸
術
各
分
野
の

教
育
論
は
さ
は
ざ
ま
に
著
さ
れ
て
き
た
が
、
芸
術
教
育
と
い
う
包
括

的
か
つ
基
本
的
な
立
場
か
ら
芸
術
教
育
理
論
を
探
求
し
た
も
の
は
、

歴
史
的
に
見
て
も
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
国
の
芸

術
文
化
や
芸
術
教
育
の
地
盤
の
脆
弱
さ
を
表
し
て
い
る
。
山
住
氏
は
、

こ
の
芸
術
教
育
理
論
の
数
少
な
い
論
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
理
論
は
、
戦
後
の
芸
術
教
育
が
立
脚
す
べ
き
基
本
的
な
枠
組
み
を

示
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に
そ
の
芸
術
教
育
論

に
注
目
し
て
、
そ
の
特
徴
や
歴
史
的
位
置
を
確
か
め
る
と
同
時
に
、

現
代
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。　
′



芸
術
教
育
存
立
の
た
め
の
基
本
的
立
脚
点

「芸
術
教
育
を
進
歩
さ
せ
て
き
た
団
体
あ
る
い
は
個
人
に
と
っ
て

共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第

一
に
は
、
子
ど
も
の
成
長
の

階
脚
陸
陸
陽
Ｌ
％
に
と
で

（
ぁ
初
、
第
二
は
、
芸
術
そ
の
も
の
の
本

質
に
接
近
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。」
（傍
線
…
…
引
用
者
）

山
住
氏
の
芸
術
教
育
に
た
い
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
い
ま
ず
は

こ
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
の
見
る
か
ぎ
り
、

山
住
氏
の
多
く
の
芸
術
教
育
関
係
の
著
述
の
な
か
で
、
そ
の
考
え
方

を
も

つ
と
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は

「近
代
日
本
の
芸
術
教
育
」

「
岩
波
講
座
　
現
代
教
育
学

８

士ム術
と
教
育
』
一
九
六
〇
年
所
収
）
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
「蓄
積
さ
れ
て
き
た
芸
術
教
育
固
有
の
価
値
」
と

「芸

術
教
育
が
追
求
さ
れ
て
き
た
過
程
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
明
治
以
降
の
芸
術
教
育
の
歴
史
を
検
討
し
た
も
の
だ

っ
た
“
そ

の
結
論
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
、
右
の
指
摘
な
の
で
あ
る
「

つ
ま
り
歴
史
的
な
検
討
を
通
し
て
、　
一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を

も

っ
た
生
活
や
文
化
の
な
か
で
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
も
つ
感
覚

・

感
情
に
合
致
し
な
が
ら
、
そ
の
成
長
を
的
確
に
促
す
と
同
時
に
、
他

方
で
芸
術
と
し
て
の
価
値
や
本
質
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
、
芸
術

教
育
が
固
有
に
存
立
し
え
る
た
め
の
基
本
と
な
る
立
脚
点
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
子
ど
も
の
成
長
と
芸
術
固
有
の

価
値

へ
の
接
近
と
の
統

一
と
い
う
、
山
住
氏
の
芸
術
教
育
論
の
基
本

骨
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「教
育
芸
術
」
の
成
立
と
そ
の
克
服
に
向
け
て

逆
に
言
え
ば
、
明
治
以
降
の
学
校
で
の
芸
術
教
育
は
、
そ
の
固
有

の
立
脚
点
か
ら
逸
脱
し
た
、
特
殊
な
性
格
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
国
の
音
楽
教
育
は
唱
歌
教
育
に
始
ま
る
。
山
住
氏
の
芸
術
教
育

史
研
究
の
重
要
な
功
績
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
唱
歌
と
い
う
学
校
音
楽

を
生
み
出
し
て
い
っ
た
文
部
省
直
轄
機
関
の
音
楽
取
調
掛
関
係
資
料

を
東
京
芸
術
大
学
付
属
図
書
館
か
ら
発
掘
し
て
、
唱
歌
教
育
が
成
立

し
た
当
初
か
ら

「教
育
音
楽
」
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
も

っ
て
い
た

点
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

山
住
氏
が
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
唱
歌
集
作
成
を
は
じ
め
と
し
た
唱

歌
教
育
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
を
簡
潔
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の

点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
、
形
式
的
な
和
洋
折
衷
が

行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
音
楽
文
化
は
階
層
別
に
分
か
れ
、

雅
楽
、
能
楽
、
三
味
線
音
楽
、
民
謡
、
そ
し
て
わ
ら
べ
唄
と
、
多
様

に
存
在
し
た
。
し
か
し
音
楽
取
調
掛
は
、
他
を
排
除
し
雅
楽
の
み
を

と
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
呂

・
律
旋
法
と
西
洋
の
自
然
長

・
短
音

階
と
を
同

一
視
し
て
し
ま
う
こ
ど
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
と
シ

の
な
い

「
ヨ
ナ
抜
き
音
階
」
を
生
み
だ
し
た
。
し
か
も
雅
楽
の
中
心

で
あ

っ
た
律
旋
法
を
軟
弱
、
憂
鬱
、
不
健
康
と
し
て
否
定
し
、
長
音

階
と
さ
れ
た
呂
旋
法
の
み
を
選
択
し
た
。
唱
歌
は
、
こ
の
呂
旋
法
す

な
わ
ち

「
ヨ
ナ
抜
き
長
音
階
」
に
合
致
し
た
曲
を
集
め
、
曲
と
は
ま

っ
た
く
関
係
の
な
い
日
本
語
の
歌
詞
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
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さ
れ
た
。
「国
楽
創
成
」
を
目
的
に
、
こ
の
よ
う
な
和
洋
折
哀
に
よ
っ

て
唱
歌
は
成
立
し
て
い
っ
た
。
も
う

一
つ
の
問
題
は
、
加
え
て
文
部

省
に
よ
っ
て
、
徳
性
の
涵
養
の
観
点
か
ら
歌
詞
の
変
更
や
封
建
的
な

儒
教
道
徳
を
説
く

「
五
常
五
倫
の
歌
」
な
ど
の
導
入
が
強
制
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
校
に
お
け
る
音
楽
教
育
は
、
そ
の
成
立
の
当
初
か

ら
、
形
式
的
な
和
洋
折
哀
と

「徳
性
の
涵
養
」
の
観
点
の
導
入
に
よ

っ
て
、
多
様
に
存
在
し
た
こ
の
国
の
民
衆
や
子
ど
も
の
生
活
の
な
か

に
存
在
し
た
音
楽
文
化
か
ら
切
断
さ
れ
い
そ
し
て
芸
術
そ
の
も
の
の

価
値
か
ら
も
離
れ
、
さ
ら
に
道
徳
教
育
の
手
段
と
い
う
性
格
を
付
与

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「教
育
音
楽
」
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
も
つ

に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
音
楽
に
限
ら
ず
他
の
芸
術
教
育
に
も
共
通
し
、

そ
れ
ら
は
総
じ
て

「教
育
芸
術
」
だ
っ
た
。
こ
う
し
た

「教
育
芸
術
」

と
い
う
特
殊
な
性
格
が
、　
一
方
で

「学
校
唱
歌
、
校
門
を
出
ず
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
学
校
で
の
芸
術
教
育
が
子
ど
も
や
人
々
か
ら
遊

離
し
、
他
方
で
唱
歌
等
が

「祝
日
大
祭
日
儀
式
」
や
後
に
は
国
家
総

動
員
体
制
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
芸
術
教
育
が
国
民
教
化
の
手
段
と

な
っ
た
こ
と
の
淵
源
だ
と
い
う
こ
と
を
、
山
住
氏
は
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

「唱
歌
教
育
は
、
教
師
が
善
意
か
ら
出
発

し
、
積
極
的
に
新
し
い
小
学
唱
歌
を
学
習
し
て
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち

に
教
え
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
芸
術
教
育
で
は

な
く
な
り
、
国
民
教
化

へ
協
力
す
る
と
い
う
結
果
に
な

っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
」
と
、
「教
育
芸
術
」
が
そ
も
そ
も
陥
穿
を
内
に
手
ん
で
い

る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

芸
術
教
育
は
け
っ
し
て
政
治
的

・
道
徳
的
価
値
に
従
属
し
て
は
な

ら
ず
、
官
民
を
問
わ
ず
に
そ
れ
を
侵
す
よ
う
な
兆
候
に
た
い
し
て
は
、

そ
れ
を
鋭
敏
に
察
知
し
、
断
じ
て
容
認
し
な
い
と
い
う
の
が
、
山
住

氏
の
芸
術
教
育
論
の
立
場
だ
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
芸
術
教
育
に
関

す
る
歴
史
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

芸
術
的
価
値
の
実
現
を
求
め
る

「芸
術
の
教
育
」
論

こ
の
よ
う
に
山
住
氏
の
芸
術
教
育
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
子

ど
も
の
成
長
と
芸
術
固
有
の
価
値

へ
の
接
近
と
の
統

一
だ

っ
た
。
し

か
し
そ
こ
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
要
素
が
、
単
純
に
二
元
化
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
山
住
氏
に
と

っ
て
、
そ
の
統

一
の
要
は
後
者
の

芸
術
的
価
値
へ
の
接
近
だ
っ
た
。

こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
山
住
氏
の
文
化
的
価
値
と
教
育
的

価
値
と
の
関
係
に
関
す
る
理
解
の
仕
方
に
着
日
し
て
み
た
い
。
そ
れ

は
た
ん
に
芸
術
教
育
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
科
学
や
文
化
と
教
育
と
の

結
合
を
主
張
し
た
そ
の
教
育
学
全
体
を
特
徴
づ
け
る
性
格
を
も

っ
て

い
る
。
た
と
え
ば

一
九
六
〇
年
の

「文
化
価
値
と
教
科
の
本
質
」
と

い
う
論
文
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
山
住
氏
は
、
ま
ず

「文

化
価
値
は
、
た
だ
ち
に
教
育
的
価
値
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
な
が
ら

も
、
「し
か
し
そ
れ
で
は
、
教
材
自
体
の
教
育
的
価
値
を
明
確
に
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
提
出
し
て
い
る
。
こ

の
問
い
は
、
子
ど
も
の
発
達
に
適
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
文
化
価
値



は
教
育
的
価
値
と
な
り
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
教
育
的
価
値
を
も

っ

ぱ
ら
教
育
的
関
係
か
ら
規
定
す
る
考
え
方
に
は
与
し
え
な
い
と
い
う

山
住
氏
の
理
論
的
立
場
を
表
し
て
い
る
。
山
住
氏
が
依
拠
し
よ
う
と

す
る
の
は
、
次
の
よ
、，
に
普
遍
的
な
文
化
価
値
だ
っ
た
。

「実
用
性
は
、
教
育
の
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
コ
メ
ニ
ウ
ス

い
ら
い
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
材
選
択
の
一
つ
の
原
則
と
な
り

う
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
か
ぎ
り
の
実
用
性
で
、
そ
の
後
の
子
ど
も

の
認
識
の
発
達
の
可
能
性
を
制
限
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
、
教
材

と
し
て
適
切
で
あ
る
と
は
いえ
な
い
。教
材
に
は
、よ
り
普
謳
「
な

文
化
価
値
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。」

つ
ま
り
、
実
用
性
や
子
ど
も
の
興
味

・
関
心
に
も
と
づ
い
て
教
材

を
選
択
す
る
考
え
方
は
、
時
代
の
変
化
に
左
右
さ
れ
、
ひ
い
て
は
子

ど
も
の
発
達
の
可
能
性
を
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
文
化
価
値
こ
そ
教
育
的
価
値

を
保
証
す
る
と
と
ら
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
ふ
ま
え

て
、
次
の
よ
う
な
文
化
価
値
と
教
育
と
の
直
結
や
、
文
化
価
値

へ
の

子
ど
も
の
接
近
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「子
ど
も
の
学
習
す
る
可
能
性
を
ゆ
た
か
に
す
る
と
い
う
目
標
か

陽
い
―っに
ド
際
略
Ю
陣
％
け
か
ぎ
り
一
組
織

（
立
て
ら
れ
た
文
化
価

値
へ
子
ど
も
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。」
（傍
線
・…
・引

用
者
）

「現
在
、
教
育
と
文
化
価
値
と
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
意
味
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な

，
ら
な
い
。

…
…
…
文
化
の
各
分
野
の
新
し
い
成
果
に
た
い
し
て
、
そ
れ
に
対

応
し
た
教
科
内
容
が
無
関
心
で
あ
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
ゆ

る
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
子
ど
も
の
成
長
と
社
会
進
歩

（
６
）

に
と
っ
て
障
害
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」
（傍
線
…
…
引
用
者
）

山
住
氏
に
と

っ
て
、
教
育
と
文
化
価
値
と
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
文
化
価
値
、
と
り
わ
け
文
化
各
分
野

の
発
展
や
社
会
進
歩
と
結
び
つ
い
た
文
化
価
値
に
子
ど
も
を
接
近
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
子
ど
も
の
成
長
の
可
能
性
を
ゆ
た
か
に

開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
子
ど
も
の
成
長
に
的
確
に

合
致
す
る
こ
ど
と
芸
術
の
本
質
に
接
近
す
る
こ
と
と
い
う
先
の
芸
術

教
育
論
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
は
、
け
っ
し
て
二
元
的
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
芸
術
的
価
値
を
志
向
す
る
こ
と
を
通

じ
て
こ
そ
子
ど
も
た
ち
の
成
長
の
可
能
性
の
伸
張
が
図
ら
れ
る
と
い

う
か
た
ち
で
統

一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
な
に
よ
り
も
芸

術
的
価
値
の
実
現
を
求
め
る

「芸
術
の
教
育
」
論
こ
そ
、
山
住
氏
の

芸
術
教
育
理
論
の
根
本
的
性
格
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

「芸
術
の
教
育
」
論
に
立
つ
が
ゆ
え
に
、
山
住
氏
は
、
生
活

と
教
育
の
結
合
の
思
想
と
つ
な
が
る
生
活
と
芸
術
の
結
合
を
限
定
的

に
し
か
評
価
せ
ず
、
ま
た

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
論
に
も
与
し
な
か

っ
た
。
長
ぐ
な
る
が
、
次
の
指
摘
は
そ
の
姿
勢
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「芸
術
教
育
の
過
程
で
生
活
指
導
を
重
視
す
る
考
え
の
出
現
は
、

子
ど
も
の
現
実
の
直
視
と
い
う
点
で
意
味
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
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生
活
指
導
が
成
功
し
た
だ
け
で
は
芸
術
教
育
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の

一
面
性
の
克
服
の
た
め
に
、
芸
術
の
本
質

へ
の
接
近
が
要
求

さ
れ
た
っ
芸
術
に
よ
る
教
育
に
つ
い
て
も
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
。

こ
の
場
合
も
芸
術
自
体
に
つ
い
て
の
追
求
が
不
十
分
で
あ

つ
た
し
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
ば
あ
い
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
芸

術
と
い
わ
れ
る
も
の
が
特
殊
な
教
育
芸
術
、
学
校
芸
術
で
あ

っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
『芸
術
教
育
』
を
す
す
め
れ
ば
す
す
め
る
ほ
ど
、
子

ど
も
を
芸
術
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。

ま
た
他
教
科
や
学
校
行
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
活
動
の
な
か
で

芸
術
的
方
法
を
活
用
す
る
実
践
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は

一
応
別
の
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
芸
術
教
育
軽
視

と
い
う

一
般
的
風
潮
の
な
か
で
芸
術
教
育
の
役
割
を
積
極
的
に
主

張
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
と
も
す
る
と
お
ち
い
り
が
ち
で
あ
っ
た

の
は
、
芸
術
教
育
万
能
論
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
芸
術
教
育
も
科

学
教
育
な
ど
他
の
分
野
と
協
力
し
て
は
じ
め
て
、
教
育
目
標
の
達

成
に
た
い
し
て

一
定
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考

え
は
、
す
で
に

一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
し
芸
術
教
育
万
能
論
は
ま

た
、
科
学
教
育
な
ど
他
の
学
習
領
域
が
不
完
全
な
か
た
ち
で
お
こ

（７
）

な
わ
れ
て
い
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
。」
（傍
線
・・・…
引
用
者
）

こ
こ
で
山
住
氏
は
ヽ
三
つ
の
芸
術
教
育
の
か
た
ち
を
批
判
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
、
生
活
と
芸
術
の
結
合
、
「芸
術
に
よ
る
教
育
」
、
そ

し
て
教
育
に
お
け
る
芸
術
的
方
法
の
活
用
の
三
つ
で
あ
る
。
学
校
教

育
に
お
け
る
芸
術
教
育
の
あ
り
方
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ
は
じ
め
た

の
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
で
の
芸
術
教
育
会
議
を
契
機
に
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「芸
術

（Ｃ

の
教
育
」
コ
ム
術
に
よ
る
教
育
」

「芸
術
と
し
て
の
教
育
」
と
い
う
今
日
の
芸
術
教
育
論
を
構
成
す
る
基

本
的
な
考
え
方
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
「芸
術

（
Ｃ

の
教
育
」

論
が
芸
術
の
鑑
賞
を
通
し
て
美
に
た
い
す
る
感
受
能
力
を
培
う
な
ど
、

な
に
よ
り
も
人
々
を
芸
術
や
美
に
近
づ
け
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
の

に
た
い
し
て
、
「芸
術
に
よ
る
教
育
」
論
は

一
般
的
に
は
、
芸
術
活
動

を
通
し
て
創
造
力
や
表
現
能
力
な
ど
人
格
的
諸
能
力
を
発
達
さ
せ
る

こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
こ
の

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
論
は
、
こ
の
国

で
は
社
会
と
教
育
に
よ
る
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
子
ど
も
た
ち
の
個
性

と
創
造
力
の
発
揮
を
め
ざ
し
た
創
造
美
育
協
会
等
に
代
表
さ
れ
、
そ

の
論
旨
ゆ
え
に
芸
術
を
通
し
て
教
育
全
体
の
改
造
を
求
め
る
性
格
を

も

っ
て
い
た
。
そ
れ
を
山
住
氏
は

「芸
術
教
育
万
能
論
」
と
規
定
し

た
の
で
あ
る
。

教
育
に
お
い
て
科
学
的

・
文
化
的
価
値

へ
の
接
近
を
求
め
る
山
住

氏
は
、　
一
方
で
芸
術
教
育
に
関
し
て
は
な
に
よ
り
も
芸
術
的
価
値
の

追
求
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
当
然
な
が
ら

「芸
術
の
教
育
」
論
の

立
場
に
立
つ
。
他
方
で
教
育
全
体
に
た
い
し
て
は
、
芸
術
は
芸
術
教

科
で
と
い
う
よ
う
に
、
諸
科
学
は
そ
れ
に
対
応
し
た
教
科
の
教
育
で

固
有
に
追
求
さ
れ
る
の
が
教
育
の
正
常
な
姿
だ
と
と
ら
え
る
。
し
た

が
っ
て

「芸
術
に
よ
る
教
育
」
論
は
、
芸
術
の
本
質

へ
の
接
近
が
不

十
分
で
、
か
つ

「芸
術
教
育
万
能
論
」
だ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
教
育
に
お
け
る
芸
術
的
方
法
の
活
用
と
は
、
た
と
え
ば
か
つ



て
よ
く
見
ら
れ
た
社
会
科
や
国
語
科
で
の
劇
化
な
ど
、
学
習
を
生
き

た
も
の
に
す
る
た
め
に
芸
術
的
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
山

住
氏
は
、
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教

科
の
目
的
の
手
段
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
芸
術
的
価
値
の
追
求
を
目

的
と
す
る
本
来
の
芸
術
教
育
と
は
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
山
住
氏
が
立
つ

「芸
術
の
教
育
」
論
の
系
譜
は
、
当
然

な
が
ら
戦
前
ま
で
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば

一
九
三
三
年
の

『岩
波
講
座
　
教
育
科
学
』
（第
一一〇
冊
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文

「芸
術

と
教
育
」
で
、
谷
川
徹
三
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

「
芸
術
と
教
育
』
の
問
題
は
、
結
局
、
芸
術
教
育
の
問
題
に
い
た

つ
て
完
結
す
る
。
し
か
し
こ
の
芸
術
教
育
の
原
理
は
、
芸
術
の

本
質
的
価
値
の
認
識
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
…

…
…
思
う
に
、
芸
術
教
育
の
原
理
を
正
当
に
与
え
る
も
の
は
、
芸

術
の
本
質
的
価
値
で
あ

っ
て
、
そ
の
第
二
義
的
な
諸
効
果
で
は
な

い
の
で
あ
る
。」
（
一
一
頁
）

こ
の
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
論
を
ふ

ま
え
、
と
り
わ
け
先
の
ド
イ
ツ
芸
術
教
育
会
議
に
見
ら
れ
た
経
済
的

効
用
論
や
非
合
理
主
義
的
な
側
面
を
批
判
し
て
、
改
め
て
芸
術
の
本

質
的
価
値
こ
そ
芸
術
教
育
に
正
当
性
を
与
え
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
谷
川
氏
か
ら
山
住
氏
に
連
な
る
芸
術
教
育
論
は
、
固

有
の
文
化
領
域
と
し
て
芸
術
と
い
う
領
域
が
自
立
し
、
あ
わ
せ
て
美

と
い
う
自
律
し
た
価
値
規
範
が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
理
論
的
基

礎
に
し
た
近
代
の
芸
術
観
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
れ
に
則

っ
て
芸
術

教
育
の
原
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
教
育

論
は
、
芸
術
教
育
は
政
治
や
道
徳
と
い
っ
た
他
の
諸
価
値
に
は
従
属

し
な
い
芸
術
独
自
の
価
値
に
こ
そ
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
論
は
、
そ
う
し
た
政
治

的

。
道
徳
的
価
値
の
支
配
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
歴
史
的
な
課
題
だ

っ

た
戦
後
の
芸
術
教
育
に
と
っ
て
、
依

っ
て
立
つ
べ
き
理
論
的
指
針
を

与
え
た
と
い
え
よ
う
。

芸
術
で
は
な
く
芸
術
教
育
固
有
の
理
論
の
構
築

ヘ

こ
の
よ
う
な
山
住
氏
の
芸
術
教
育
論
が
今
日
に
残
し
た
最
大
の
課

題
は
、
芸
術
の
原
理
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
教
育
と
し
て

の
固
有
の
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

山
住
氏
は
、　
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
芸
術
教
育
の
枠
を
さ
ら

に
広
げ
て
、
美
の
教
育
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
芸

術
美
に
限
ら
ず
自
然
美
や
技
術
美
な
ど
、
芸
術
の
み
な
ら
ず
生
活
や

環
境
全
般
の
な
か
に
存
在
す
る
美
を
感
得
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自

由
と
本
来
の
自
己
を
醗
見
し
、
現
状
に
た
い
す
る
批
判
精
神
を
拓
く

こ
と
を
展
望
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
美
の
教
育
も
美
的
価
値

へ
の

接
近
を
求
め
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
芸
術
教
育
論
と
同
型
の
論
と
な

っ
て
い
る
。
実
は

「芸
術
の
教
育
」
論
は
、
厳
密
に
い
え
ば
教
育
固

有
の
理
論
と
は
な
り
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
そ
れ
は
芸
術
的

・
美
的
価
値
の
実
現
を
志
向
す
る
と
同
時
に
、
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そ
れ
を
通
し
て
芸
術
や
美
の
担
い
手
を
育
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

芸
術
の
享
受
論
や
創
造
論
お
よ
び
そ
の
た
め
の
人
材
育
成
論
は
も

っ

て
は
い
て
も
、
そ
の
か
ぎ
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
芸
術
の
専
門
家
養
成
と
普
通
教

育
と
を
区
別
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
山
住
氏
は
、
「学
校
教

育
で
は
、
専
門
家
が
そ
の
な
か
か
ら
育

つ
と
い
う
期
待
を
す
て
ず
、

し
か
も
専
門
家
に
な
ら
な
い
圧
倒
的
多
数
の
子
ど
も
に
、
芸
術
に
触

れ
る
喜
び
を
あ
た
え
て
い
く
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
と
い
う
。
山
住

氏
に
と

っ
て
は
、
専
門
家
養
成
と
普
通
教
育
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、

文
化
水
準
の
差
を
容
認
す
る
ば
か
り
か
、
後
者
を
ふ
た
た
び
芸
術
的

価
値
か
ら
遮
断
さ
れ
た

「教
育
芸
術
」

へ
と
転
落
さ
せ
る
と
理
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
文
化
的
格
差
や
剥
奪
を
許
さ
ず
、
す
べ
て
の
子
ど
も

た
ち
に
芸
術
文
化
の
経
験
を
保
障
す
る
の
は
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
芸
術
の
専
門
家
養
成
と
普
通
教
育
と
を
同

一
視
す
る
場
合
、

そ
の
芸
術
と
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
の
質
が
芸
術
専
門
教
育
に
包
摂
さ
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
と
も
す
る
と
専
門
的
な
芸
術
を
絶
対
視

し
が
ち
に
な
り
、
そ
の
欠
陥
を
批
判
す
る
視
点
を
保
持
で
き
な
い
ば

か
り
か
、
普
通
教
育
の
独
自
性
を
確
保
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
専
門
家
養
成
と
は
区

別
さ
れ
た
、
し
か
し
芸
術
の
観
点
を
堅
持
し
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
が

文
化
的
主
体
性
を
獲
得
し
え
る
よ
う
な
普
通
教
育
と
し
て
の
芸
術
教

育
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
芸
術
や
大
衆
文
化
と
も
異
な
っ
て
、　
一

般
の
人
々
自
ら
が
生
み
出
し
か
つ
享
受
す
る
か
た
ち
の
、
そ
し
て
芸

術

の
観
点

に

つ
き

つ
つ
人
間
関
係
を
含

む
社
会

関
係

や
労
働

の
質
、

さ
ら
に
は
既
存

の
芸
術

・
文
化

や
教
育

の
あ
り
方
を
も
問

い
直
す
よ

う
な
性
格
を
も

つ
た
芸
術
教
育
に
な
る
だ
ろ
う
。

〔注
〕

（１
）
「近
代
日
本
の
芸
術
教
育
」
『岩
波
講
座
　
現
代
教
育
学
８
　
士ム
術
と
教

育
』

一
九
六
〇
年
、
六

一
頁
。

（２
）
唱
歌
教
育
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
『唱
歌
教
育
成
立
過
程
の
研
究
』
東

京
大
学
出
版
会
、　
一
九
六
七
年
、
お
よ
び

『日
本
の
子
ど
も
の
歌
』
岩
波
新

書
、　
一
九
六
二
年
、
を
参
照
。

（３
）
『日
本
の
子
ど
も
の
歌
』
五
六
頁
。

（４
）
「文
化
的
価
値
と
教
科
の
本
質
」
『岩
波
講
座
　
現
代
教
育
学
２
　
教
育

学
概
論
Ｉ
』

一
九
六
〇
年
、　
一
九
九
頁
。

（５
）
同
右
、
二
〇

一
―
二
頁
。

（６
）
同
右
、
二

一
〇
―

一
頁
。

（７
）
「近
代
日
本
の
芸
術
教
育
」
前
掲
書
、
六

一
―
二
頁
。

（８
）
た
と
え
ば

「美
と
芸
術
と
教
育
」

一
九
六
九
年
、
『教
育
内
容
と
日
本
文

化
』
青
木
書
店
、　
一
九
七
七
年
所
収
、
参
照
。

（９
．）
同
右
、　
一
五
六
頁
。

（１０
）
先
に
記
し
た
芸
術
教
育
論
の
諸
類
型
の
歴
史
的
顛
末
や
今
日
の
芸
術
教

育
論
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
拙
稿

「学
校
改
革
運
動
と
し
て
の
芸

術
教
育
」
『演
劇
と
教
育
』
二
〇
〇
三
年
七
月
号
、
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（や
ま
だ
　
や
す
ひ
こ
＝
二
重
大
学
教
育
学
部
。
教
科
研
常
任
委
員
）


