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（
木
）
第
三
限

教
場
四
―
二
〇
三

《
連
絡
事
項
》
※
こ
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
定
員
六
十
四
名
と
い
う
教
室
枠

に
順
い
、
人
数
制
限
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
承
知
願
い
ま
す
。

の
講
義
内
容

02
出
版
社
は
な
ぜ
四
百
字
詰
め
の
原
稿
用
紙
を
用
い
な
い
の
か
？

「
原
稿
用
紙
」
に
は
、
一
五
〇
字
、
二
〇
〇
字
、
三
〇
〇
字
、
四
〇
〇
字
と

い
う
字
詰
め
用
紙
が
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
学
校
教
育
で
は
、
通
常
四
〇
〇

字
詰
め
原
稿
用
紙
が
主
流
で
し
ょ
う
。
で
も
、
い
ざ
こ
れ
が
書
く
こ
と
を
日
々

の
仕
事
と
す
る
人
々
の
社
会
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
と
り
わ
け
、
出
版
社
の

原
稿
用
紙
、
ま
た
、
物
を
書
く
作
家
た
ち
の
原
稿
用
紙
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
？

現
在
で
は
、
電
子
ソ
フ
ト
の
原
稿
用
紙
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
文

書
作
成
用
の
原
稿
用
紙
に
つ
い
て
確
認
し
、
実
際
に
利
用
し
て
み
る
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
。
で
す
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
最
大
の
功
能
を
発
揮
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
も
の
が
あ
る
は
ず
で
す
。
私
は
、
こ
の
便
利
な
書
記
道
具
を
用
い
る

こ
と
を
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の

書
記
道
具
の
利
点
を
最
大
限
に
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
書
記
道
具
で
は
表
出
で

き
な
い
人
の
「
書
く
」
と
い
う
能
動
行
為
の
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
、
自
ら
の
筆

遣
い
の
文
字
で
「
清
書
き
」
し
て
、
私
文
書
類
は
提
出
す
る
こ
と
を
お
奨
め
し

て
い
ま
す
。

電
子
ソ
フ
ト
の
原
稿
用
紙
は
、
ど
の
よ
う
な
媒
体
か

文
書
書
込
み
用
の
ワ
ー
ド
プ
ロ
ッ
セ
サ
内
に
搭
載
さ
れ
た
も
の
で
、
今
日
本

で
は
、
「
ワ
ー
ド
プ
ロ
ッ
セ
サ
」
の
ソ
フ
ト
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
マ

イ
ク
ロ
ソ
フ
ッ
ト
社
の
「
ワ
ー
ド
」
と
日
本
の
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
社
の
「
一
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太
郎
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
両
用
は
可
能
で
す
が
、
こ
の
授
業
で
は
、

後
者
を
利
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
文
書

保
存
容
量
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

「
一
太
郎
」
に
も
年
度
毎
で
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
異
な
り
が
あ
っ
て
、「
一
太
郎
２

０
０
７
」
迄
が
現
在
巷
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
文
章
を
書
く
こ
と
を
主
眼

に
据
え
て
見
た
と
き
、
今
確
実
に
良
好
に
使
用
で
き
る
の
は
「
一
太
郎
２
０
０

５
＋

A
TO

K
2005

」
で
し
ょ
う
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
「
一
太
郎
文
豪
＋

A
TO

K
2005

」
が
別
に
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ロ
の
作
家
と
い
う
限
ら
れ
た

少
人
数
の
人
々
を
対
象
に
製
作
さ
れ
た
ソ
フ
ト
で
す
。

開
き
方
は
、
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
の
ア
プ
リ
ケ
ェ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
「
一
太
郎
」

を
開
き
、
上
部
の
標
示
「
ナ
ビ
」
を
開
き
、「
よ
く
使
う
テ
ン
プ
レ
ー
ト
」
を
次

に
開
き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
原
稿
用
紙
」
を
選
択
し
て
ク
イ
ッ
ク
し
ま
す
。

す
る
と
、
七
種
類(

拡
張
子
は
「JTC

」
で
共
通)

の
原
稿
用
紙
が
表
示
さ
れ
て
き

ま
す
。
こ
こ
で
、
こ
の
教
場
で
実
際
紙
出
し
が
可
能
なA

4

サ
イ
ズ
の
原
稿
用

紙
を
選
択
し
ま
す
。
こ
れ
に
「
縱
書
き
」
型
と
「
横
書
き
」
型
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
電
子
ソ
フ
ト
の
原
稿
用
紙
で
は
、
以
前
お
話
し
申
し
上
げ
ま

し
た
よ
う
に
大
き
な
差
は
出
な
い
の
で
す
が
、
不
断
か
ら
修
練
す
る
に
は
、「
縦

書
き
」
を
選
び
用
い
て
お
く
と
混
乱
が
少
な
い
で
す
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

書
い
て
み
よ
う
！
電
子
の
原
稿
用
紙
に

題
は
、
ず
ば
り
「
和
語
と
漢
語
」
と
し
ま
す
。
副
題
は
各
自
の
自
由
と
し
ま

し
す
。
こ
こ
で
云
う
「
和
語
」
と
は
、
日
本
列
島
に
居
住
す
る
最
初
か
ら
あ
っ

た
こ
と
ば
「
日
本
語(

や
ま
と
こ
と
ば)

」
を
こ
う
呼
称
し
ま
す
。
こ
れ
を
中
国

か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
渡
来
し
た
「
漢
字
」
で
記
載
し
た
こ
と
ば
「
漢
語
」

と
対
比
し
て
用
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
に
「
漢
文
」
と
「
和
文
」



- 3 -

と
い
う
言
い
回
し
も
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
云
う
「
漢
語
」
「
漢

文
」
と
云
っ
て
も
、
中
国
人
が
用
い
る
の
と
、
こ
れ
を
学
ん
だ
朝
鮮
人
・
日
本

人
な
ど
が
用
い
る
の
と
で
は
大
い
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
後
者
を
「
和
製
漢
語
」

「
和
製
漢
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
、
中
国
の
随
國
・
唐

國
な
ど
に
使
節
を
遣
わ
し
た
折
り
、
携
え
さ
せ
た
文
書
に
「
国
書
」
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
一
人
に
遣
隋
大
使
小
野
妹
子
が
隋
の
煬
帝
に
奉
呈
し
た
「
日
出
處
天

お

の
の
い
も

こ

よ
う
だ
い

子
、
致
書
日
没
處
天
子
、
無
恙
…
…
」(

『
北
史
』
〈
隋
書
〉)

の
書
き
出
し
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
国
書
と
し
て
、
「
烏
羽
の
書
」
逸
話
は
、
本

う

は

ふ
み

邦
の
史
書
『
日
本
書
紀
』
が
記
録
し
て
い
ま
す
。
欽
明
天
皇
の
年
の
夏
五
月
、

高
句
麗
か
ら
の
使
節
船
が
越

國(

石
川
県)
の
海
岸
に
漂
着
し
、
翌
年
敏
達
天
皇

こ
し
の
く
に

は
使
者
に
席
巻
し
、
高
句
麗
王
か
ら
の
国
書
を
受
け
取
り
ま
す
。
天
皇
は
こ
の

国
書
を
大
臣
蘇
我
馬
子
に
授
け
、

史

に
三
日
の
う
ち
に
解
読
す
る
こ
と
を
命

お
お
お
み
そ
が
の
う

ま
こ

ふ
び
と

じ
ま
し
た
が
、
誰
一
人
解
読
が
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
船
史
の
祖
王
辰
爾
は
解

お
う
し
ん
に

読
し
て
み
せ
た
の
で
す
。
こ
の
国
書
は
紙
で
な
い
真
っ
黒
な
烏
の
羽
根
に
書
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
即
座
に
こ
の
羽
根
を
煮
え
立
つ
湯
気
の
上
に
翳
し
た

後
、
こ
れ
を
白
い
絹
の
う
え
に
押
し
当
て
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
文
字
が
写
し

出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
烏
羽
の
書
」
逸
話
か
ら
私
た
ち
は
、
日
本
人
が

う

は

ふ
み

こ
う
し
た
高
度
な
文
字
伝
達
方
法
を
会
得
し
て
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。

こ
れ
を
熟
知
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
書
記
文
字
文
化
は
大
き
な
進
展
を
遂
げ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
上
記
の
妹
子
が
携
え
た
国
書
も
そ
の
経
験
値
が
ふ
ん
だ
ん
に

活
か
さ
れ
て
い
た
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
外
交
文
書
と
は
別
に
、
国
内
で
は
和
文
化
が
遂
行
し
て
い
き
ま

す
。こ
こ
で
同
じ
四
百
字
程
度
の
当
時
の
日
本
語
の
文
章
を
紹
介
し
ま
す
と
、『
天

壽
國
曼
荼
羅
繍
帳
銘
』
が
あ
り
、
す
べ
て
を
漢
字
表
記
し
て
い
ま
す
が
、
字
音

と
字
訓
で
用
い
た
文
字
数
は
百
五
十
文
字
あ
り
、
日
本
語
の
こ
と
ば
を
漢
字
で

も
っ
て
表
記
し
た
並
々
な
ら
ぬ
記
録
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
集

大
成
が
和
銅
五
年(

七
一
二)

成
立
の
『
古
事
記
』
で
す
。
作
者
は
太
安
万
侶
、

彼
は
こ
の
漢
字
を
駆
使
し
て
日
本
語
の
文
章
を
記
録
し
て
見
せ
た
の
で
す
。
冒
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頭
の
書
き
出
し
「
久
羅
下
那
洲
多
陀
用
幣
流
之
時
【
流
字
以
上
十
字
以
音
】

く

ら

げ

な

す

た

だ

よ

へ

る

と
き

如

葦

牙

因

萌

騰
之
物
而
、

成

神

名
、
…
…
」
と
彼
の
文
章
工
夫
を
試

ご
と
く
あ
し
か
び
の
よ
り
て
も
え
あ
が
る

も
の

に

な
れ
る
か
み
の
な
は

し
に
遣
っ
て
み
て
は
と
思
う
の
で
す
。
一
句
を
綴
る
に
漢
字
の
文
字
を
音
字
と

意
字
と
を
併
用
し
な
が
ら
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙

サ
イ
ズ
に
和
製
漢
文
風
に

A4

現
代
文
章
を
作
成
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
「
耳

言
」
「
三
五
月
」
等
は
、
今
で
も
活
用
で
き
る
義
訓
と
な
っ
て

さ
さ
や
く

も

ち

づ
き

い
ま
す
。
古
く
は
「
馬
聲
蜂
音
石
花
踟
躕
」
「
山
上
復
有
山
」
「
二
五
」
と
い
う

い

ぶ

せ

く

も

い

で

と

を

戲
訓
も
記
紀
万
葉
に
見
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
義
訓
・
戲
訓
を
交
え
な
が
ら
、

人
に
伝
え
る
た
め
の
創
作
文
章
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

※
※

四
〇
〇
字
の
漢
字
表
記
文
章
模
範

※
※
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54
漢
字
と
か
な
で
理
解
度
を
高
め
て
み
よ
う
！

「
書
記
伝
達
」
す
る
情
報
伝
達
媒
体
で
あ
る
新
聞
・
雑
誌
・
広
報
誌
が
「
見

出
し
」
や
「
小
見
出
し
」
の
果
た
す
役
割
は
、
時
間
の
短
縮
、
視
覚
掴
み
読
み

に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
時
間
で
、
漢
文
の
み
の
文
章
を
作
成
し
て

み
て
、
ど
こ
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
抜
く
に
は
、
容
易
で
な
い
こ
と

に
も
気
づ
く
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
書
き
手
の
労
力
も
計
り

知
れ
な
い
こ
と
も
実
体
験
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
漢
文
体
の
文
章
に
幾
つ
か
の

見
出
し
や
小
見
出
し
を
つ
け
て
見
や
す
く
し
て
い
き
ま
す
。
つ
い
で
、
和
語
の

特
徴
で
も
あ
る
文
字
修
飾
語
を
か
な
表
記
や
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
駆
使
し
て
織
り

交
ぜ
て
、
文
章
を
八
〇
〇
字
に
拡
張
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。


