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三
省
堂
は
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
四
月
八
日
、
神
田
神
保
町
に
古
書
店
と
し
て
開
業
し
ま
し
た
。

店
名
は
、『
論
語
』
学
而
篇
の
「
吾
日
三
省
吾
身
」
か
ら
選
び
、「
三
省
堂
」
と
し
ま
す
。

　

創
業
後
ま
も
な
く
出
版
事
業
を
始
め
ま
す
。
当
初
は
数
社
が
資
金
を
出
し
合
う
同
盟
出
版
で
し
た
が
、

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
『
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
氏
新
刊
大
辞
書
和
訳
字
彙
』
を
初
め
て
単
独
で
刊
行
し
、

そ
れ
以
後
、
旺
盛
な
出
版
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

　

早
く
か
ら
教
科
書
編
集
に
も
取
り
組
み
、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
に
は
『
中
等
教
育
日
本
通
史
』

を
発
行
し
ま
す
。
英
語
教
科
書
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
中
等
学
校
用
『
ニ
ュ
ー
セ
リ
ー
ス
リ
ー

ダ
ー
』、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
『
小
学
リ
ー
ダ
ー
』、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
は
現
在
当
社
の

代
表
的
書
名
と
な
っ
て
い
る
『
ク
ラ
ウ
ン
』
を
冠
し
た
『
ク
ラ
ウ
ン
リ
ー
ダ
ー
』
を
発
行
し
て
い
き
ま
す
。

国
語
教
科
書
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
『
中
等
国
文
教
科
書
』
を
皮
切
り
に
、
一
九
五
〇
（
昭
和

「
こ
と
ば
と
教
育
」の

 

出
版
社
を
め
ざ
し
て
！

【
巻
頭
言
】
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二
五
）
年
『
金
田
一
中
等
国
語
』、
そ
し
て
『
現
代
の
国
語
』
と
続
き
ま
す
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
、
三
省
堂
は
今
年
で
創
業
一
三
七
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
間
、
幾
多
の
困
難
が
あ

り
な
が
ら
も
、
日
本
に
お
け
る
近
代
出
版
の
黎
明
期
か
ら
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
、
そ
し
て
来
た

る
べ
き
新
元
号
の
五
代
に
わ
た
り
、
辞
書
出
版
・
教
科
用
図
書
出
版
を
中
心
に
「
こ
と
ば
と
教
育
」
の
出

版
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
読
者
・
教
育
界
の
皆
様
か
ら
の
ご
愛
顧
の
賜
物
と
深
く
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
、
紙
と
デ
ジ
タ
ル
が
共
存
し
、
お
互
い
の
特
長
を
活
か
す
Ｉ
Ｃ
Ｔ
時
代
に
あ
っ
て
、
出
版
業
界
・

教
育
界
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
常
に
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
“
新
し
さ
”、

読
者
本
位
の
“
使
い
や
す
さ
”、
そ
し
て
“
本
物
”
を
追
求
す
る
情
熱
を
持
ち
、
今
後
も
、「
こ
と
ば
と
教

育
」
の
出
版
社
と
し
て
、
日
本
の
教
育
と
文
化
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
。

 

株
式
会
社
三
省
堂 

代
表
取
締
役
社
長   

北
口
克
彦



4

生
活
が
情
報
化
す
る

1

　

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
以
下
、
ス
マ
ホ
）
は
と
て
も
便
利
だ
。

ど
こ
か
に
出
か
け
る
際
は
事
前
に
検
索
し
、
行
き
先
の
情
報

を
先
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
幹
線
や
飛
行
機
の
切

符
、
ホ
テ
ル
な
ど
を
予
約
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
地
で
は

地
図
や
ナ
ビ
を
頼
っ
て
歩
く
こ
と
も
で
き
る
。
美
味
し
い
地

元
の
食
事
場
所
を
探
す
こ
と
も
で
き
る
。
先
方
で
会
う
人
た

ち
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
交
換
も
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
便
利
な
ス
マ

ホ
が
広
く
普
及
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。（
グ

ラ
フ
は
内
閣
府
に
よ
る
「
平
成
29
年
版
子
供
・
若
者
白
書
」

の
デ
ー
タ
を
も
と
に
作
成
）

　

ス
マ
ホ
で
切
符
や
ホ
テ
ル
の
予
約
が
で
き
る
の
は
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
向
こ
う
に
あ
る
予
約
シ
ス
テ
ム
の
お
か
げ
だ
。

食
事
場
所
の
紹
介
も
ま
た
、
多
数
の
レ
ス
ト
ラ
ン
情
報
が
登

録
さ
れ
た
グ
ル
メ
サ
イ
ト
の
お
か
げ
だ
。
私
た
ち
は
こ
れ
ら

の
シ
ス
テ
ム
に
助
け
ら
れ
、
便
利
か
つ
効
率
的
に
日
々
の
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
昔
は
人
手

で
行
わ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
業
務
は
次
第
に
シ
ス
テ
ム
に
置

き
換
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
職
を
失
っ
た
人
や
立
ち
ゆ
か

な
く
な
っ
た
会
社
が
あ
る
は
ず
だ
。
職
業
の
新
陳
代
謝
が
起

こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

思
い
出
の
写
真
を
記
録
し
た
り
、
そ
の
発
信
や
共
有
を
し

た
り
す
る
な
ど
、
周
囲
と
常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て

い
る
私
た
ち
の
日
常
。
い
ざ
と
な
れ
ば
ス
マ
ホ
に
頼
る
と
い

う
生
活
を
し
て
い
る
私
た
ち
は
、
ス
マ
ホ
を
忘
れ
た
時
に
少

し
不
安
に
な
る
。
ス
マ
ホ
に
消
費
す
る
時
間
が
増
え
る
こ
と

に
よ
り
、
仕
事
上
で
の
行
き
違
い
や
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル

も
ま
た
ス
マ
ホ
を
介
し
て
生
じ
る
確
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

子
供
た
ち
だ
っ
て
同
じ
こ
と
だ
。

堀田龍也 （東北大学大学院情報科学研究科教授）

こ
れ
か
ら
の

情
報
教
育

［出典］内閣府『青少年のインターネット利用環境実態調査 』（平成28年度）

青少年のスマートフォンでのインターネットの利用時間（平日1日当たり）
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情
報
技
術
は
常
に
進
化
し
、
私
た
ち
は
常
に
情
報
技
術
に

支
援
さ
れ
、
社
会
は
そ
れ
を
前
提
に
動
い
て
い
る
。
こ
れ
が

情
報
社
会
だ
。
こ
こ
に
今
後
は
Ｉ
ｏ
Ｔ
や
Ａ
Ｉ
な
ど
の
進
化
し

た
情
報
技
術
が
参
入
し
て
く
る
。
今
は
存
在
し
て
い
る
ビ
ジ

ネ
ス
が
消
え
、今
は
予
想
も
で
き
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
が
立
ち
上
が
る
。

　

そ
れ
を
中
心
に
な
っ
て
支
え
て
い
く
の
は
、
今
の
子
供
た

ち
で
あ
る
。
彼
ら
が
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
情
報

技
術
に
高
度
に
支
援
さ
れ
た
社
会
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
知

識
や
ス
キ
ル
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
は
、
少
子
高
齢
化
や
グ
ロ
ー

バ
ル
化
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
の
社
会
課
題
に
対
し
て
、

情
報
技
術
に
高
度
に
支
援
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
社
会
を

支
え
る
人
材
像
が
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
が
新
学
習
指
導
要
領

に
反
映
さ
れ
た
。

産
業
が
情
報
化
す
る

2

　

　

た
と
え
ば
農
業
に
お
い
て
は
、
セ
ン
サ
ー
を
搭
載
し
た
ド

ロ
ー
ン
が
、
あ
る
農
家
の
耕
地
の
電
子
地
図
を
把
握
し
て
お

り
、
上
空
か
ら
セ
ン
サ
ー
で
植
物
の
生
育
状
態
を
見
極
め
、

肥
料
や
農
薬
の
最
適
配
分
を
計
算
し
、
最
適
な
時
期
に
計
画

的
に
蒔
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
実
用
化
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
あ
る
農
家
の
生
産
効
率
の
向
上
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
農
家
の
周
辺
農
家
と
の
協
調
的
な
農
薬
散
布
や
、
地
域

ぐ
る
み
に
よ
る
環
境
へ
の
配
慮
な
ど
も
実
現
す
る
。
さ
ら
に

は
こ
れ
ら
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
解
析
に
よ
り
、
気
候
条
件
と

農
作
物
の
生
産
に
関
す
る
よ
り
き
め
細
や
か
な
最
適
制
御
が

実
現
し
、
限
ら
れ
た
農
業
人
材
を
い
つ
ど
こ
に
配
置
す
れ
ば

よ
い
か
が
計
画
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
農
業
の
道
に
進
む
と
し
て
も
、
情

報
技
術
に
関
す
る
理
解
や
活
用
に
関
す
る
学
習
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
情
報
教
育
が
特
別
な
も
の
で
は

な
く
な
り
、
ど
ん
な
業
種
を
進
路
に
選
ん
で
も
必
要
と
さ
れ
る

教
養
教
育
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
仕
事
で
情
報
技
術
を
的
確
に
用
い
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
代
を
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
子
供
た
ち

に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ど
ん
な
仕
組
み
で
動
い
て
い
て
、

何
が
で
き
、
何
が
苦
手
な
の
か
、
私
た
ち
人
間
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
ど
う
使
っ
て
い
く
こ
と
が
、
よ
り
人
間
ら
し
く
生
き
て

い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
学
校
教
育
の
役
目
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
も
ら
う
最
も
よ
い
方
法
が
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
命
令
を

与
え
て
動
か
す
こ
と
を
体
験
し
、
ま
た
、
う
ま
く
動
か
す
た

め
に
組
み
合
わ
せ
を
修
正
し
、
よ
り
う
ま
く
い
く
方
法
を
見

つ
け
て
思
い
ど
お
り
に
動
か
す
と
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
エ
ア
コ
ン
も
ロ
ボ
ッ
ト
掃
除
機
も
、
こ
の
よ

う
に
動
い
て
私
た
ち
の
生
活
を
助
け
て
く
れ
て
い
る
の
だ
な

と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
・
高
校
生
で

あ
れ
ば
理
屈
で
わ
か
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
小
学
生
は
体
験

し
な
い
と
理
解
し
に
く
い
。
小
学
校
段
階
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
教
育
が
導
入
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る

情
報
教
育

3

　

　

生
活
が
情
報
化
し
、
産
業
が
情
報
化
す
る
。
し
か
も
進
歩

の
速
度
が
さ
ら
に
加
速
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き

て
い
く
子
供
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
は
、
情
報
社

会
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
学
校
で
は
到
底
身
に
つ
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

ゆ
え
に
、
今
の
う
ち
か
ら
1
人
1
台
の
情
報
端
末
を
導
入

し
、
生
活
や
学
習
の
場
面
で
情
報
技
術
を
道
具
と
し
て
活
用

す
る
学
習
環
境
を
整
え
る
の
だ
。
問
題
解
決
の
場
面
で
、
教

科
書
や
教
師
か
ら
得
た
知
識
を
も
と
に
し
て
チ
ー
ム
で
再
検

討
し
、
伝
え
る
相
手
を
意
識
し
て
再
構
成
さ
せ
、
そ
こ
に
込

め
る
自
分
の
思
い
を
言
葉
で
明
確
化
さ
せ
る
の
だ
。
仲
間
と

の
や
り
と
り
の
中
で
行
き
違
い
が
生
じ
、
そ
れ
を
言
葉
で
解

決
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
情
報
技
術
を
前
提
に
し
た
学
習
環

境
に
お
い
て
彼
ら
が
学
び
取
る
べ
き
ス
キ
ル
な
の
で
あ
る
。

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
繋
が
っ
て
い
な
い
ス
マ
ホ
が
あ
ま
り
役

に
立
た
な
い
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
無
し
の
情
報
端
末
に

よ
る
学
習
環
境
は
考
え
ら
れ
な
い
。
新
学
習
指
導
要
領
が
想

定
す
る
こ
の
よ
う
な
学
習
イ
メ
ー
ジ
を
、
今
の
大
人
の
貧
困

な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
潰
し
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
た
ち
の

未
来
へ
の
価
値
あ
る
投
資
を
、
そ
し
て
我
が
国
を
、
い
や
世

界
を
支
え
て
い
く
子
供
た
ち
の
未
来
を
、
大
人
の
都
合
で
妨

げ
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
予
算
が
な
い
の
で
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
整
備
が
遅
れ
て
い
ま
す
」

と
い
う
言
葉
を
大
人
か
ら
聞
く
た
び
に
、
子
供
た
ち
が
支
え

る
私
た
ち
の
未
来
へ
の
想
像
力
が
も
っ
と
必
要
な
の
で
は
な

い
か
と
痛
感
す
る
。

PROFILEPROFILE
専
門
は
︑
教
育
工
学
・
情
報
教
育
︒
主
な
著

書
に
﹃
だ
れ
も
が
実
践
で
き
る
ネ
ッ
ト
モ
ラ

ル
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
﹄︵
三
省
堂
︶︑﹃
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
導
入
の
前
に
知
っ
て
お
き

た
い
思
考
の
ア
イ
デ
ィ
ア
﹄︵
小
学
館
︶
等
︒
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国
語
の
授
業
を
通
し
て

育
成
す
べ
き
資
質･

能
力

1

　

　

国
語
の
授
業
は
、
小
学
校
六
年
間
、
中
学
校
三
年
、
さ
ら
に
、

高
等
学
校
で
も
三
年
間
、
習
っ
て
い
る
。　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
人
に
な
っ
た
と
き
、
学
校
の
国
語
の
授
業
を
通
し
て
、
こ

の
よ
う
な
学
力
（
資
質･

能
力
）
が
身
に
付
い
た
と
明
確
に

回
答
で
き
る
人
は
ど
の
く
ら
い
、
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

小
学
校
時
代
に
は
、『
ス
イ
ミ
ー
』『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』『
や

ま
な
し
』、
中
学
校
で
は
『
ト
ロ
ッ
コ
』『
走
れ
メ
ロ
ス
』『
平

家
物
語
』『
枕
草
子
』、
高
等
学
校
で
は
『
羅
生
門
』『
こ
ヽ
ろ
』

『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
習
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
教
材
名
で
あ
り
、
具
体
的
な
学
力
の
内
容

で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
も
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
で
育
成
す

べ
き
学
力
の
内
容
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
き
て
い

る
。
し
か
し
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、

日
々
の
授
業
で
ど
の
く
ら
い
意
識
し
て
、
授
業
が
行
わ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。

　

学
習
指
導
要
領
の
国
語
で
は
、
言
語
能
力
の
育
成
を
図
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
学
習
指
導
要
領
に

示
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
で
は
、
こ
れ
ま
で
国
語
の
授

業
と
し
て
意
識
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
余
り
多
く
な
か
っ
た

言
語
能
力
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
今

回
の
学
習
指
導
要
領
国
語
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

の
目
標
の
示
さ
れ
方
に
も
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
国
語
の
目
標
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
小
学
校
、

中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
育
成
す
べ
き
言

語
能
力
と
し
て
の
資
質･

能
力
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
例
え
ば
、
具
体
的
な
文
学
作
品
の
名
前
や
説
明
的

な
文
章
の
題
名
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

各
学
年
で
育
成
す
べ
き
国
語
科
と
し
て
の
資
質･

能
力
で
あ
る
。

教
科
書
中
心
の

授
業
か
ら
の
転
換

2
　

日
本
の
教
科
書
は
、
教
科
書
の
掲
載
順
に
沿
っ
て
授
業
を

行
う
と
、
基
本
的
に
は
、
学
習
指
導
要
領
が
求
め
て
い
る
国

語
の
四
領
域
の
内
容
を
、
児
童
生
徒
に
き
ち
ん
と
育
成
で
き

る
よ
う
な
構
成
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
小

学
校
六
年
間
、
中
学
校･

高
等
学
校
三
年
間
と
い
う
学
校
全

体
の
教
育
年
数
の
み
だ
け
で
は
な
く
、
学
年
毎
の
一
年
間
と

い
う
ス
パ
ン
の
中
で
も
、
計
画
的
に
年
間
の
教
育
課
程
が
編

成
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書
の
順
番
に
沿
っ
て
授
業
を
行
え
ば
、

学
習
指
導
要
領
の
内
容
の
全
て
を
、
授
業
と
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　

学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業
を
行
う
際
の
教
材
と
し
て
の

内
容･

構
成
が
、
教
科
書
に
は
十
分
に
備
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
教
科
書
の
内
容
に
沿
っ
て
年
間
計
画
を
立
て
れ
ば
、

髙木展郎 （横浜国立大学名誉教授）

こ
れ
か
ら
の

国
語
教
育
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学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
教
育
課
程
の
編
成
を
行
う
こ
と
が

で
き
て
い
た
。

　

し
か
し
、
実
際
の
授
業
を
行
う
時
、
国
語
の
授
業
を
通
し

て
育
成
す
べ
き
目
標
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
育
成
す
べ

き
資
質
・
能
力
の
内
容
を
、
ど
の
く
ら
い
意
識
し
て
、
授
業

を
行
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
、
教
科
書
を
使
用
し
た
と
き
に
、
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
内
容
の
理
解
や
解
釈
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る

こ
と
は
、
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
授
業
を
通
し
て
、
ど
の
よ

う
な
学
力
（
資
質･

能
力
）
が
育
成
さ
れ
て
い
る
か
を
、
問

う
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
も
言

わ
れ
て
き
た
「
教
科
書
を
」
と
「
教
科
書
で
」
と
い
う
指
導

の
在
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
「
教
科
書
で
」
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
教
科
書
を
」

教
え
て
き
た
現
状
が
無
い
だ
ろ
う
か
。
今
、
そ
こ
か
ら
の
転

換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
語
の
授
業
に
お
い
て
も
、

資
質
・
能
力
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。 

　

こ
の
転
換
を
図
る
た
め
に
は
、
教
科
書
の
順
に
沿
っ
た
授

業
を
行
う
の
で
は
な
く
、
各
学
校
の
国
語
科
独
自
に
、
学
校

毎
に
児
童
生
徒
に
合
わ
せ
た
教
育
課
程
の
編
成
を
行
い
、
各

学
校
の
児
童
生
徒
の
実
態
に
合
っ
た
資
質
・
能
力
の
育
成
を

図
る
授
業
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
語
の
資
質・能
力
の
評
価

3
　

こ
れ
ま
で
国
語
の
授
業
を
通
し
て
育
成
さ
れ
た
内
容
を
評

価
す
る
の
に
、
多
く
の
場
合
、
授
業
で
扱
っ
た
教
材
文
を
用

い
て
の
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
で
は
、
授
業
内
容
の
記
憶
の
再
生
を
問

う
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
、

授
業
で
育
成
さ
れ
た
資
質
・
能
力
を
十
分
に
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
評
価
と
は
、
昭
和
二
三
年
の
集
団
に
準
拠
し
た

評
価
（
相
対
評
価
）
に
よ
り
、
評
価
と
は
、
序
列
を
付
け
る

も
の
、
と
い
う
考
え
が
日
本
の
学
校
教
育
に
根
付
い
て
し
ま
っ

た
。

　

そ
こ
で
の
評
価
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
意
味
は
、「
値

踏
み
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
点
数
に
よ
っ
て
序
列
を
付
け
る

こ
と
が
評
価
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
、
日
本
の
学
校
教
育
に

固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

評
価
に
は
、「
支
援
す
る
・
支
え
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
児
童
生
徒
を
評
価
に
よ
っ
て
よ
り
良
く
す
る
、

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
評
価
観
そ
の
も
の
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ

フ
ト
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
評
価
は
、
児
童
生
徒
を
今
の
時

点
か
ら
い
か
に
よ
り
良
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
教
育
に

よ
っ
て
資
質
・
能
力
の
伸
長
を
い
か
に
図
る
こ
と
が
で
き
る

か
。
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
評
価
に
は
、
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
授
業
で
何
度
も
読
ん
だ
教
材
文
を
用
い

て
の
評
価
で
は
な
く
、
授
業
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
資
質
・

能
力
が
身
に
付
い
た
か
を
問
う
こ
と
の
で
き
る
評
価
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

そ
こ
で
、
授
業
で
学
び
、
育
成
さ
れ
た
資
質
・
能
力
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
授
業
で
扱
っ
た
文
章
で
は
な

く
他
の
文
章
に
よ
っ
て
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る

資
質
・
能
力
が
、
授
業
を
通
し
て
育
成
さ
れ
た
か
を
評
価
す

る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
。

国
語
の
資
質・能
力
を

い
か
に
育
成
す
る
か

4
　

先
に
、
国
語
の
授
業
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力

の
内
容
は
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。

そ
の
資
質
・
能
力
を
、
授
業
を
通
し
て
、
い
か
に
育
成
す
る

か
が
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
に
問
わ
れ
て
い
る
。

国
語
の
授
業
で
は
、
言
語
活
動
を
通
し
て
資
質
・
能
力
と
し

て
の
言
語
能
力
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。　　
　

　

そ
こ
で
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
活
動
あ
っ

て
学
び
無
し
」
で
あ
る
。
国
語
の
授
業
は
、
活
動
が
目
的
で

は
な
く
、
言
語
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
い
か
な
る

言
語
能
力
を
育
成
す
る
か
を
、
教
師
も
児
童
生
徒
も
自
覚
す

る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

国
語
の
授
業
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
言
語
能
力
と
し
て
の

資
質
・
能
力
は
、
年
間
を
通
し
て
意
図
的
・
計
画
的
に
行
わ

れ
な
け
れ
ば
育
成
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
各
学
校
に
お
い
て

は
、
学
校
教
育
全
体
の
中
で
、
言
語
能
力
を
育
成
す
る
た
め

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要
と
な
る
。

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
年
間
計
画
と
し
て

の
国
語
科
の
教
育
課
程
の
編
成
の
み
で
な
く
、
言
語
能
力
の

育
成
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
う
の
か
、
ど
の
よ
う

な
評
価
を
行
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
各
学
校
が

目
指
す
国
語
教
育
の
全
体
を
俯
瞰
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

PROFILEPROFILE
専
門
は
︑
国
語
科
教
育
学
・
教
育
方
法
学
︒
主
な
著
書
に

﹃
変
わ
る
学
力
︑
変
え
る
授
業
︒﹄︵
三
省
堂
︶︑﹃﹁
チ
ー
ム

学
校
﹂
を
創
る
﹄︵
三
省
堂
︶︑﹃
平
成
29
年
改
訂
　
中
学

校
教
育
課
程
実
践
講
座 

国
語
﹄︵
ぎ
ょ
う
せ
い
︶
等



8

　
「
こ
れ
か
ら
の
英
語
教
育
」
は
、
ど
う
な
る
の
か
、
皆
目

見
当
が
付
か
な
い
。
私
は
Ａ
・
ト
フ
ラ
ー
の
よ
う
な
未
来
学

者
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
の
よ
う
な
者
で
も
、
英
語
教
育

が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
大
き
な
転
換
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
あ
る
程
度
の
自
信
を
持
っ
て
言
え
る
。

●
大
学
入
試
改
革
　

　

ま
ず
、
明
確
な
転
換
点
と
し
て
は
、
二
〇
二
〇
年
の
大
学

入
試
改
革
が
あ
る
。
こ
の
改
革
自
体
は
、
大
学
入
試
制
度
全

般
の
改
革
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
英
語
に
と
っ
て
は
、
特

別
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
大
学
入
試
に
お
け
る
英
語
の

四
技
能
化
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
の
大
学
入
試
の
英
語
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
読

解
問
題
」
と
「
文
法
・
語
彙
問
題
」
が
出
題
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
授
業
も
こ
れ
ら
の
問
題
解
説
の
よ
う
な
授
業
が

中
心
で
あ
っ
た
。
高
等
学
校
が
大
学
入
試
対
策
を
目
標
に
掲

げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
訳
読
式
の
授
業
は
あ
る
意
味
理
に
か
な
っ

て
い
た
。
テ
ス
ト
に
出
る
こ
と
を
教
え
る
、
そ
し
て
、
テ
ス

ト
に
出
な
い
こ
と
は
教
え
な
い
。

　

そ
れ
が
、
来
た
る
大
学
入
試
改
革
で
は
、
四
技
能
化
が
図

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
出
題
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
「
話
す
こ
と
」「
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

と
い
っ
た
技
能
を
測
定
す
る
問
題
が
、
入
試
で
出
題
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

大
学
入
試
改
革
の
議
論
の
中
で
は
、「
話
す
こ
と
」
の
受

験
対
策
が
、
一
部
の
英
検
受
験
予
定
者
に
施
し
て
き
た
「
面

接
対
策
」
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
間

違
い
だ
。
こ
れ
ら
の
備
え
は
、
ほ
と
ん
ど
の
受
験
者
に
必
要

な
備
え
と
な
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
取
り
出
し
の

「
面
接
指
導
」
な
ど
で
は
対
応
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「
授
業
」

そ
の
も
の
が
大
き
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
技
能
の
（
受
験
に
備
え
た
）
指
導
技
術
は
充
分

に
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
当
面
は
、
指
導
法
は
乱
立
す
る

で
あ
ろ
う
。
四
技
能
入
試
の
大
学
受
験
者
と
し
て
の
成
功
体

験
は
、
ほ
と
ん
ど
の
英
語
教
師
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
混
乱
の
後
に
、
英
語
教
師
の
訳
読
中

心
の
指
導
観
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
聞
く
こ
と
」

「
話
す
こ
と
」
の
指
導
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
言
語
習
得
の
「
技

術
」
と
し
て
の
側
面
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
し
、「
話
す
こ
と
」

「
書
く
こ
と
」
の
指
導
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
発
信
に
お
け

る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
そ
の
言
語
化
の
重
要
性
に
気
づ
く
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
教
師
の
指
導
観
は
、
よ
り
バ
ラ

ン
ス
の
取
れ
た
も
の
と
な
る
は
ず
だ
。

　

こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
指
導
観
が
、
従
来
の
「
読

み
・
書
き
」
の
指
導
を
、「
言
語
形
式
」
の
み
に
焦
点
を
当

て
た
も
の
か
ら
、「
意
味
の
や
り
取
り
」
に
焦
点
を
当
て
た

も
の
に
変
え
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

●
グ
ロ
ー
バ
ル
化

　

英
語
教
育
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
う
一
つ
の
要
因

は
、
世
界
の
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
る
。
以
前
に
比
べ

れ
ば
、
日
本
人
海
外
旅
行
者
数
も
訪
日
外
国
人
旅
行
者
数
も

急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
は
二
〇
二
〇
年
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
契
機
に
訪
日
外
国

人
旅
行
者
数
は
さ
ら
に
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

私
た
ち
の
学
生
時
代
に
は
、
街
で
外
国
人
に
出
く
わ
す
こ

と
は
滅
多
に
無
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
で
は
、
職
場
の
同

僚
や
生
徒
の
中
に
外
国
人
が
い
た
り
、
ご
近
所
さ
ん
が
外
国

人
だ
っ
た
り
す
る
。
外
食
を
す
れ
ば
、
店
員
や
お
客
に
外
国

人
を
目
に
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。

　

こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
以
前
は
、
限

ら
れ
た
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
経
験
し
て
い
た
外
国
人
と
の
出
会

い
が
、
誰
彼
な
く
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

根岸雅史
（東京外国語大学大学院教授）

こ
れ
か
ら
の

英
語
教
育
│
三
つ
の
波
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こ
れ
ま
で
は
、
海
外
に
行
く
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
だ
け
が
、
実

際
に
英
語
（
本
当
は
「
外
国
語
」。
以
下
は
、
リ
ン
ガ
・
フ

ラ
ン
カ
と
し
て
の
「
英
語
」）
を
使
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
だ
れ
で
も
英
語
を
使
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
街
の
人
々
は
、
学
校
で
学
ん
だ
英
語
を
使
え

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
特
別
な
研
修
を
受
け
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
。
学
校
で
学
ん
だ
「
素
の
ま
ま
の
英
語
」
で
の
問
題

解
決
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
学
校
英
語
教
育
の
果

た
す
役
割
は
大
き
い
。
学
校
英
語
教
育
が
社
会
の
求
め
る
英

語
力
を
つ
け
ず
に
生
徒
を
世
の
中
に
送
り
出
す
と
な
れ
ば
、

学
校
英
語
は
使
え
な
い
と
な
り
、
ま
す
ま
す
大
き
な
不
満
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

英
語
教
育
で
は
、「
第
二
言
語
と
し
て
の
英
語 (ESL: 

English as a Second Language

）」
と
「
外
国
語
と
し

て
の
英
語 (EFL: English as a Foreign Language
）」

が
区
別
さ
れ
て
き
た
。
教
室
の
外
で
も
英
語
が
話
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
環
境
はESL

と
さ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
教
室
の

外
で
は
英
語
が
話
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
環
境
はEFL

と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
、

日
本
の
よ
う
な
環
境
もEFL

と
は
言
い
が
た
く
な
り
つ
つ

あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
も
と
よ
り

国
境
を
簡
単
に
越
え
て
い
く
。
と
い
う
か
、
国
境
を
越
え
て

い
る
こ
と
す
ら
気
づ
か
な
い
ほ
ど
だ
。

　

こ
う
し
た
世
界
で
は
、
英
語
「
学
習
者
」
は
最
初
か
ら
英

語
「
使
用
者
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
い
つ
の
日
か
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
初
め
て
使
い
出
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

「
使
用
者
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
の
目
的
の
た
め
に
言
葉

を
使
っ
た
行
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
英
語
の
授
業
や
テ

ス
ト
は
、
間
違
え
れ
ば
減
点
さ
れ
る
「
引
き
算
の
世
界
」
か

も
し
れ
な
い
が
、
言
葉
を
使
う
の
は
、「
足
し
算
の
世
界
」
だ
。

間
違
っ
て
も
、
使
う
だ
け
得
る
も
の
が
あ
る
。

　

外
国
人
と
の
直
接
的
な
交
流
の
機
会
が
増
す
こ
と
で
、
様
々

な
気
づ
き
が
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
に
テ
レ
ビ

や
ネ
ッ
ト
で
は
見
た
は
ず
の
こ
と
で
も
、
現
実
に
経
験
す
る

こ
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
味
を
持
つ
の
だ
。
同
じ
こ
と
に

関
す
る
考
え
や
、
同
じ
場
面
に
お
け
る
行
動
で
も
、
か
な
り

異
な
っ
て
い
た
り
す
る
。「
世
界
の
人
た
ち
は
み
ん
な
違
っ

て
い
る
な
あ
」
と
か
、「
こ
ん
な
考
え
方
や
こ
ん
な
行
動
も

あ
り
な
ん
だ
」
と
か
、
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
異
質
な
も
の
と
の
接
触
は
楽
し
い
こ
と
ば
か

り
で
は
な
い
。
特
に
一
緒
に
事
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
き
は
、
大
変
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、「
違
っ
て

い
る
か
ら
お
も
し
ろ
い
」
と
か
「
違
っ
て
い
る
の
も3

お
も
し

ろ
い
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
な
ん
と
か
や
っ
て
い

け
る
か
も
し
れ
な
い
。

●
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達

　

さ
て
、
最
後
に
、
英
語
教
育
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す

可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
急
速
な
発

達
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

こ
の
数
年
だ
け
で
も
、
自
動
翻
訳
や
音
声
認
識
の
技
術
は
、

も
の
す
ご
い
勢
い
で
そ
の
精
度
を
上
げ
て
い
る
。
教
科
書
程

度
の
英
語
や
新
聞
記
事
や
論
文
で
も
、
か
な
り
の
精
度
で
翻

訳
し
て
く
る
。
し
か
も
、
翻
訳
結
果
は
一
瞬
で
返
っ
て
く
る
。

こ
の
精
度
は
今
後
ま
す
ま
す
高
ま
る
だ
ろ
う
。
音
声
認
識
の

精
度
も
、
携
帯
電
話
で
、
多
く
の
人
が
す
で
に
実
感
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
。

　

と
は
い
え
、
新
聞
や
論
文
な
ど
、
明
示
的
な
文
章
な
ら
い

い
が
、
現
時
点
で
は
、
文
脈
依
存
の
発
話
の
翻
訳
な
ど
は
得

意
で
は
な
い
。
ま
た
、
笑
い
や
皮
肉
の
翻
訳
な
ど
は
ほ
ぼ
不

可
能
だ
。

　

実
は
、
こ
う
し
た
翻
訳
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
付
き
合
う
に
は
、

文
脈
に
依
存
し
な
い
よ
う
な
明
示
的
な
日
本
語
に
し
て
入
力

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
名
な
「
僕
は
ウ
ナ
ギ
」
と
い

う
文
も
、
こ
の
ま
ま
で
はI am

 an eel.

と
返
し
て
く
る
だ

け
だ
。
音
声
認
識
の
時
に
、
不
自
然
な
く
ら
い
は
っ
き
り
と

話
す
必
要
が
あ
る
の
と
似
て
い
る
。

　

英
語
は
こ
ん
な
言
語
だ
か
ら
こ
う
入
力
を
し
た
方
が
い
い

と
い
う
感
覚
や
英
語
を
話
す
人
た
ち
は
こ
ん
な
場
面
で
は
こ

ん
な
感
じ
で
話
す
と
い
う
よ
う
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
実
は
、
こ
う
し
た
感
覚
や
知
識
は
、
実
際
に
そ
の

言
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
身
に
つ
か
な
い
。
ま
た
、

こ
う
し
た
翻
訳
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
時
に
と
ん
で
も
な
い
誤

訳
を
生
み
出
す
が
、
こ
う
し
た
誤
訳
に
気
づ
く
の
も
皮
肉
に

も
、
あ
る
程
度
の
英
語
力
が
必
要
な
の
だ
。
こ
の
意
味
で
も
、

英
語
教
育
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

　

車
の
自
動
運
転
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
意
味
処
理
の

苦
手
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
自
動
翻
訳
は
、
当
面
は
車
の

運
転
ア
シ
ス
ト
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
運
転
ア

シ
ス
ト
の
車
に
乗
る
に
は
、
車
の
免
許
が
必
要
で
あ
る
。

　

生
徒
た
ち
が
生
き
る
で
あ
ろ
う
新
し
い
時
代
は
、
世
界
の

人
々
と
の
共
生
と
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
共
生
が
必
要

と
な
っ
て
く
る
。

専
門
は
︑
英
語
教
育
学
︒
中
学
校
英
語
検
定
教
科
書N

EW
 

C
RO

W
N

 English Series

︵
三
省
堂
︶
代
表
著
者
︒
著

書
に
︑﹃
テ
ス
ト
が
導
く
英
語
教
育
改
革
：﹁
無
責
任
な
テ
ス

ト
﹂
へ
の
処
方
箋
﹄︵
三
省
堂
︶︑﹃
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
・

テ
ス
テ
ィ
ン
グ
へ
の
挑
戦
﹄︵
三
省
堂
︶
な
ど
︒



10

　
三
省
堂
の
開
業
は
一
八
八
一
年
（
明
治

一
四
年
）、
本
年
四
月
で
創
業
一
三
七
年

を
迎
え
ま
す
。
老
舗
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
歴
史
を
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
は
容
易

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
創
業
以
来
一
貫
し

て
、
辞
書
、
教
科
書
、
参
考
書
を
中
心
に

し
た
出
版
事
業
を
展
開
し
「
こ
と
ば
と
教

育
」
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か

で
す
。

　
本
欄
で
は
、
そ
の
「
三
省
堂
の
歩
み
」

の
中
で
生
ま
れ
た
比
較
的
近
年
の
出
版
物

を
、
ジ
ャ
ン
ル
別
に
順
次
ご
紹
介
し
て
ゆ

く
予
定
で
す
。
第
一
回
の
今
号
で
は
、

一
三
七
年
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
伝
統
の

中
核
と
は
何
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
出
版

事
業
の
背
骨
と
し
て
一
本
通
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
何
で
あ
る

の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
三
省
堂
の
出
版
事

業
は
伝
統
的
に
、
三
つ
の
大
き
な
特
長
を

持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
つ
め
は

新
し
さ
の
追
求
、
二
つ
め
は
積
極
的
な
技

術
革
新
、
三
つ
め
は
「
下
学
上
達
」
と
も

言
う
べ
き
出
版
理
念
で
す
。

●
新
し
さ
の
追
求

　
近
代
日
本
の
出
版
史
に
お
い
て
、
三
省

堂
は
し
ば
し
ば
、
時
代
の
出
版
水
準
を
自

ら
一
挙
に
引
き
上
げ
る
よ
う
な
刊
行
物
を

世
に
問
う
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
辞
書

出
版
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
例
を
紹
介
す

る
に
と
ど
め
ま
す
が
、
ま
ず
何
と
言
っ
て

も
『
日
本
百
科
大
辞
典
』
を
取
り
上
げ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
大
辞
典
は
、

日
本
初
の
本
格
的
な
百
科
事
典
で
全
十

巻
、
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
一
年
）
か
ら

一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
ま
で
か
か
っ

て
全
巻
完
結
し
ま
し
た
。
欧
米
の
百
科
全

書
を
翻
訳
出
版
す
る
の
で
は
な
く
、
英
国

の
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
に
匹
敵
す
る
も
の
を

目
指
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
オ
リ
ジ
ナ

ル
編
集
を
貫
い
た
大
事
業
で
す
。

　
ほ
か
に
も
、
後
に
三
省
堂
の
代
表
的
ブ

ラ
ン
ド
と
な
る
『
袖
珍
コ
ン
サ
イ
ス
英
和

辞
典
』（
一
九
二
二
年
）、
国
語
系
語
彙
の

ほ
か
に
百
科
系
語
彙
を
収
録
し
た
国
語
辞

典
『
広
辞
林
』（
一
九
二
五
年
）、
戦
後
の

小
型
国
語
辞
典
の
ル
ー
ツ
（
定
型
）
と
も

い
え
る
『
明
解
国
語
辞
典
』（
一
九
四
三

年
）、
初
め
て
の
学
習
古
語
辞
典
『
明
解

古
語
辞
典
』（
一
九
五
三
年
）
な
ど
、
同

時
代
に
存
在
し
て
い
な
い
新
種
の
書
籍
を

刊
行
し
て
き
ま
し
た
。

●
積
極
的
な
技
術
革
新

　
第
二
の
特
長
は
、
技
術
革
新
の
追
求
で

す
。
三
省
堂
は
、
出
版
物
の
内
容
を
良
く

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
籍
と
い
う
「
物
」

を
高
性
能
化
し
、
読
者
の
利
便
性
を
高
め

る
た
め
に
、
技
術
革
新
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。
詳
述
す
る
紙
幅
が
な

い
の
が
残
念
で
す
が
、
辞
書
の
重
量
を
少

し
で
も
軽
減
す
る
た
め
に
薄
く
丈
夫
で
軽

い
本
文
用
紙
イ
ン
デ
ィ
ア
ペ
ー
パ
ー
を
開

発
し
、
精
密
で
読
み
や
す
い
紙
面
実
現
の

た
め
に
自
社
印
刷
工
場
を
設
立
し
、
書
体

研
究
室
を
作
っ
て
独
自
活
字
の
設
計
を
行

い
、
自
社
専
用
活
字
を
作
り
上
げ
る
な
ど
、

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
新
事
業
を
次
々

に
展
開
し
て
き
た
の
で
す
。
独
自
開
発
し

た
「
三
省
堂
活
字
」
は
、
現
在
も
フ
ォ
ン

ト
化
さ
れ
て
辞
書
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
出
版
理
念
と
し
て
の「
下
学
上
達
」

　
三
省
堂
と
い
う
出
版
社
は
、
当
初
よ
り
、

英
語
が
よ
く
出
来
る
人
や
漢
学
の
素
養
の

あ
る
人
の
た
め
の
本
を
出
し
て
き
た
の
で

は
な
く
、
英
語
や
漢
文
の
知
識
が
な
い
人

が
基
礎
か
ら
学
ぶ
た
め
の
本
を
出
し
て
き

ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
辞
書
、
教
科
書
、

参
考
書
が
主
要
刊
行
物
と
な
っ
て
き
た
の

で
す
。
こ
の
姿
勢
を
よ
く
象
徴
す
る
こ
と

ば
が
「
下
学
上
達
」
で
す
。

　「
か
が
く
じ
ょ
う
た
つ
」
と
は
『
論
語
』

に
出
て
く
る
こ
と
ば
で
、『
大
辞
林
　
第

三
版
』
に
よ
れ
ば
、「
手
近
な
と
こ
ろ
か

ら
学
ん
で
、
次
第
に
深
い
学
問
に
進
ん
で

い
く
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
大
正
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
三
省
堂

瀧本多加志（株式会社三省堂 常務取締役 出版局長）
ことばを見つめて137年

を
率
い
た
第
二
代
社
長
の
亀
井
寅
雄
は
、

戦
後
間
も
な
い
頃
の
回
想
録
で
、
明
確
に

「
三
省
堂
は
高
級
専
門
の
書
を
出
す
出
版

社
で
は
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
事
を
語
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
発
言
が
す
な
わ
ち
「
下

学
上
達
」
と
い
う
理
念
に
通
じ
る
も
の
だ

と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
辞
書
や
教
科
書

の
編
集
に
は
高
度
な
専
門
性
が
必
要
と
は

い
え
、
そ
れ
を
一
部
の
読
者
だ
け
が
理
解

で
き
る
高
級
専
門
の
書
に
仕
立
て
る
の
で

は
な
く
、
誰
に
で
も
理
解
で
き
、
誰
に
と
っ

て
も
使
い
や
す
い
形
に
改
め
た
上
で
提
供

す
る
姿
勢
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

●
歴
史
を
踏
ま
え
て
開
く
未
来

　
長
い
歩
み
を
支
え
た
三
つ
の
特
長
を
未

来
に
ど
う
生
か
し
て
ゆ
く
か
、
そ
れ
が
今

後
の
大
き
な
課
題
で
す
。
小
学
校
英
語
教

科
書
へ
の
挑
戦
、
電
子
媒
体
で
の
出
版
事

業
の
新
展
開
な
ど
、
現
時
点
に
お
け
る
喫

緊
の
業
務
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
、
私

た
ち
は
常
に
、
先
達
が
育
ん
だ
伝
統
を
踏

ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
駆
動
力
に
し
て
出
版

事
業
を
展
開
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
す
。

﹇
た
き
も
と
・
た
か
し
﹈一
九
八
七
年
︑
三

省
堂
入
社
︒
辞
書
・
事
典
を
中
心
に
︑
幼

児
も
の
の﹁
絵
じ
て
ん
﹂か
ら
︑
学
術
専
門

辞
典
の﹃
言
語
学
大
辞
典
﹄ま
で
︑
多
種
多

様
な
書
籍
編
集
に
携
わ
る
︒
二
〇
一
〇
年

に
出
版
局
長
に
就
任
し
︑
現
在
に
至
る
︒

PROFILE
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抄録・三省堂137年の歩み

   西暦 　和暦 主な刊行物（辞書・教科書を中心に）
1881年 明治14年 4月8日東京･神田神保町で「三省堂書店」として開業
1884年 明治17年 英和袖珍字彙（同盟四社版として共同出版された最初の英語辞書）
1888年 明治21年 ウェブスター氏新刊大辞書 和訳字彙（単独出版の開始）
1899年 明治32年 神田乃武英語リーダーほか中学教科書多数
1903年 明治36年 漢和大字典
1904年 明治37年 小学英語読本（改訂）
1907年 明治40年 辞林
1908年 明治41年 日本百科大辞典第一巻（→大正8年〈全10巻〉完結）
1916年 大正5年 神田クラウン･リーダー
1920年 大正9年 ニュー・イングリッシュ・グラマー　中等国文・漢文教科書
1922年 大正11年 袖珍コンサイス英和辞典
1923年 大正12年 袖珍コンサイス和英辞典
1925年 大正14年 広辞林　明解英和辞典　ジェム英和･和英辞典
1926年 大正15年／昭和元年 キングズ･クラウン･リーダー
1927年 昭和2年 明解漢和辞典
1928年 昭和3年 三省堂英和大辞典　小辞林
1943年 昭和18年 明解国語辞典
1948年 昭和23年 ニュー･ヴィスタ･リーダーほか新制中学･高校教科書多数
1950年 昭和25年 金田一中等国語
1952年 昭和27年 辞海
1953年 昭和28年 明解古語辞典　新百科辞典
1959年 昭和34年 小学国語辞典　初級クラウン英和辞典
1960年 昭和35年 三省堂国語辞典
1962年 昭和37年 ジュニア･クラウンほか中学教科書
1967年 昭和42年 時代別国語大辞典･上代編　新漢和中辞典
1972年 昭和47年 新明解国語辞典　学習ジャンボ国語･百科辞典
1978年 昭和53年 クラウン仏和辞典　中学教科書ニュー･クラウンほか
1980年 昭和55年 例解古語辞典　表音小英和
1984年 昭和59年 例解新国語辞典
1987年 昭和62年 ニューセンチュリー英和辞典
1988年 昭和63年 大辞林　言語学大辞典第1巻　三省堂現代国語辞典
1995年 平成7年 大辞林第二版　三省堂全訳読解古語辞典　三省堂全訳基本古語辞典
1996年 平成8年 三省堂こどもことば絵じてん　スーパー大辞林CD-ROM
1997年 平成9年 三省堂例解小学国語辞典　三省堂例解小学漢字辞典
2000年 平成12年 グランドセンチュリー英和/和英辞典　全訳漢辞海
2003年 平成15年 ウィズダム英和辞典　キッズクラウン英和辞典
2006年 平成18年 大辞林第三版　ウィズダム和英辞典
2008年 平成20年 エースクラウン英和辞典






