
２
２ 

独
学
独
歩
の
卒
業
生
教
官 

 

佐
藤 

保
胤 
附
属
中
卒
在
職
大
７
～
昭
３
高

師
教
授 

佐
藤
保
胤
は
、
附
属
中
第
９
回
の
卒
業 

生
で
す
。
こ
の
こ
ろ
の
附
属
中
の
教
官
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
出
身
者
で
す
が
、

佐
藤
は
大
学
を
で
て
お
ら
ず
、
独
学
で
英

語
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
同
僚
で
も

あ
っ
た
地
理
教
官
の
山
本
幸
雄
は
次
の
よ

う
に
後
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
佐
藤
先
生
は
大

学
を
出
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
高
等
学
校
だ
け
で
身

体
の
都
合
で
や
め
ら
れ
た
方
で
す
。
そ
れ
な
の
に
あ
れ
だ

け
の
力
を
修
得
さ
れ
、
あ
ん
な
立
派
な
英
語
教
育
を
や
っ

て
お
ら
れ
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
」
と
。 

 

そ
の
佐
藤
の
経
歴
は
、
明
治
３
３
年
に

附
属
中
学
を
卒
業
し
、
第
三
高
等
学
校
に

入
学
し
ま
す
が
、
病
気
の
た
め
中
途
退
学

し
、
正
則
英
語
学
校
で
英
語
を
学
び
、
そ

の
後
千
葉
県
の
安
房
中
学
で
教
員
生
活
を

送
っ
た
後
、
附
属
中
学
校
の
教
官
と
な
っ

た
よ
う
で
す
。
教
官
と
な
っ
た
佐
藤
は
、

当
時
附
属
中
で
最
も
怖
い
先
生
で
、
イ
ギ

リ
ス
風
の
紳
士
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、

あ
た
っ
て
答
え
ら
れ
な
い
で
立
っ
て
い
る

と
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
た
だ
一
言
「
よ

ご
ざ
ん
す
」
と
や
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
仇

名
は
「
セ
キ
ユ
」
で
、「
セ
キ
ュ
ア
ー
」
と

い
う
発
音
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

出
た
も
の
で
す
が
、
頭
が
石
油
カ
ン
み
た

い
に
四
角
だ
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
た
生
徒

も
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
後
昭
和
２
（
３

か
？
）
年
４
月
８
日
に
高
師
教
授
に
な
り

ま
す
が
、
翌
日
の
４
月
９
日
に
退
官
し
て

お
り
、
退
官
後
数
年
高
師
講
師
を
勤
め
て

い
ま
す
。
な
ぜ
、
た
っ
た
一
日
で
教
授
を

辞
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
り
ま

せ
ん
。
昭
和
１
９
年
、
６
１
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。 

佐
藤
保
胤
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

を
伊
村
元
道
論
文
「
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
英

語
科
史
稿
」（
東
京
教
育
大
学
附
属
中
学
校
研
究
紀
要 

２
２
・
２
３
合
併
号 

１
９
７
３
）
に
よ
り
ま
し
た
。 

２
３ 

新
教
授
法
の
実
践 

 

寺
西 

武
夫 

神
奈
川
県
出
身 

東
高
師
大
９

卒 

在
職
大
１
０
～
昭
４ 

東
京
学
芸
教
授 

大
正
時
代
の
後
半
か
ら
昭
和
の
は
じ
め 

に
か
け
て
、
附
属
中
学
の
英
語
の
教
授
法

は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

後
の
号
で
述
べ
る
岡
倉
由
三
郎
の
提
唱
や

パ
ー
マ
ー
の
来
日
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
大
き
な
変
化
の
中
で
、
教
官

と
な
っ
た
の
は
、
寺
西
武
夫
で
す
。
寺
西

は
、
東
高
師
を
卒
業
す
る
と
す
ぐ
に
母
校

の
横
浜
一
中
の
教
師
と
な
り
ま
し
た
が
、

一
年
後
、
附
属
中
の
教
官
に
迎
え
ら
れ
ま

し
た
。
彼
が
受
け
持
っ
た
の
は
、
一
年
生

二
ク
ラ
ス
を
６
時
間
ず
つ
１
２
時
間
・
４

年
二
ク
ラ
ス
を
２
時
間
ず
つ
４
時
間
、
そ

し
て
、
附
属
小
学
校
一
部
５
年
生
を
２
時

間
の
、
計
１
８
時
間
で
し
た
。
そ
し
て
、

研
究
日
も
一
日
あ
り
、
授
業
の
あ
る
日
で

も
時
間
ま
で
に
行
き
、
そ
の
日
の
授
業
が

終
わ
れ
ば
、
大
抵
の
先
生
は
帰
っ
て
し
ま

う
、
と
い
う
よ
う
な
日
常
で
し
た
。
ま
た
、

そ
の
こ
ろ
の
教
官
と
生
徒
の
間
柄
は
他
の

学
校
と
異
な
り
窮
屈
で
な
く
、
若
い
先
生

が
多
か
っ
た
せ
い
も
あ
り
、
昼
の
休
み
時

間
に
は
き
ま
っ
て
生
徒
た
ち
と
野
球
を
し

て
い
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
寺
西
が
英
語
の
教
師
と
な

っ
た
こ
ろ
の
全
国
の
英
語
の
授
業
の
様
子

は
、
彼
の
随
筆
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。 

「
今
日
と
は
違
っ
て
英
語
を
聞
い
た
り
話
し
た
り
す
る

機
会
を
持
ち
そ
う
な
日
本
人
は
極
く
限
ら
れ
た
範
囲
の

人
々
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
英
語
教
育
の
目
標
は
自

然
読
書
力
の
養
成
と
い
う
一
点
に
絞
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ

た
し
、
中
学
校
で
は
上
級
学
校
へ
の
入
学
試
験
と
関
連
し

て
自
然
訳
読
教
授
が
教
室
で
の
主
要
な
、
そ
し
て
時
に
は

唯
一
の
作
業
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
情
勢

下
に
あ
っ
て
は
、
当
時
私
達
が
附
属
中
学
で
や
っ
て
い
た

所
謂
新
教
授
法
で
す
ら
既
に
十
二
分
に
革
新
的
で
あ
り
、

尖
端
的
で
あ
り
、
現
実
に
即
し
な
い
理
想
的
に
過
ぎ
る
教

授
法
で
あ
る
と
一
般
に
は
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
東
京
高
師
の
新
卒
業
生
達
は
皆
同
じ
よ
う
な
革
新

的
意
欲
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
赴
任
し
、
始
め
は
大
に
努

力
す
る
の
で
あ
る
が
、
周
囲
の
「
無
理
解
」
と
い
う
厚
い

壁
に
ぶ
つ
か
る
と
、
孤
軍
奮
闘
の
形
と
な
り
、
や
が
て
重

光
さ
ん
で
は
な
い
け
れ
ど
も
「
刀
折
れ
矢
つ
き
て
」
遂
に

安
易
な
訳
読
教
授
の
陣
営
に
降
伏
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
」（
寺
西
武
夫
著
『
英
語

教
師
の
手
記
』
吾
妻
書
房 

１
９
６
３
） 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
教
師
と
な
っ

た
寺
西
は
、
附
属
中
の
教
官
と
し
て
、「
新

教
授
法
」
の
普
及
の
た
め
、
来
日
し
た
パ

ー
マ
ー
ら
と
と
も
に
英
語
学
習
の
研
究
や

新
し
く
つ
く
ら
れ
た
語
学
教
育
研
究
所
の

た
め
に
尽
力
し
ま
し
た
。
寺
西
武
夫
著
『
英
語

の
手
紙
の
書
き
方 

附 

日
記
の
つ
け
方
』
研
究
社 

昭

和
３
２ 

２
４ 

不
明 

 

正
木 

辣 

広
島
県
出
身 

東
高
師
大
１
１
卒 

在
職
大
１
１
～
大
１
３ 

正
木
辣
に
つ
い
て
は
、
詳
細
が
よ
く
分 

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
大
正
１
１
年
・
１

２
年
の
『
東
京
高
等
師
範
学
校 

附
属
中

学
校
一
覧
』
に
は
、
一
学
年
担
任
・
二
学

年
担
任
と
し
て
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
当
時
の
卒
業
生
の
思
い
出
と
し
て
、

二
学
年
終
了
後
、
正
木
が
病
気
に
な
り
、

退
職
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

２
５ 

名
著
『
茶
の
本
』
の
翻
訳 

 

村
岡 

博 

山
口
県
出
身 

東
高
師
大
９
卒 

在
職
大
１
２
～
昭
１
５ 

東
高
師
教
授 

『
茶
の
本
』
は
、
明
治
の
と
き
に
岡
倉 

天
心
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
日
本
文
明
論
と

も
言
う
べ
き
著
で
す
が
、
こ
の
著
の
岩
波

文
庫
の
訳
者
が
村
岡
博
で
す
。
村
岡
は
、

こ
れ
以
外
に
も
岡
倉
の
『
東
邦
の
理
想
』

『
日
本
の
目
覚
め
』（
い
ず
れ
も
岩
波
文
庫
）
の

翻
訳
も
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
著
書
が

な
ぜ
、
村
岡
の
手
で
訳
さ
れ
た
の
か
に
つ

い
て
は
、『
茶
の
本
』
に
記
さ
れ
た
、
天
心

の
弟
で
あ
る
岡
倉
由
三
郎
の
は
し
が
き
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当

時
洋
々
塾
（
岡
倉
由
三
郎
が
主
宰
し
、
五
六
人
で
作

っ
て
い
た
同
人
会
）
で
勉
強
を
し
て
い
た
村
岡

が
、
塾
の
雑
誌
『
亡
羊
』
に
１
０
回
に
わ

た
っ
て
翻
訳
掲
載
し
た
も
の
を
、
広
く
世

に
知
ら
し
め
る
た
め
に
岩
波
文
庫
に
入
れ

た
よ
う
で
す
。
こ
の
文
庫
は
現
在
も
引
き

継
が
れ
、
第
１
０
０
刷
近
く
ま
で
増
刷
さ

れ
て
い
る
名
著
で
す
。
こ
の
著
の
解
説
は
、

福
原
麟
太
郎
が
記
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
に
、
わ
ず
か
で
す
が
村
岡
の
こ
と
や

洋
々
塾
の
解
説
も
あ
り
、
本
の
由
来
や
村

岡
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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