
要　旨

本稿は、児童文学を活用した教員養成プログラムの開発をめぐる共同研究の一部である。小学校を舞台として子ども
の行動や心理を描くことが多い宮川ひろの児童文学作品の創作背景・創作方法をめぐって、遺品や著作権の管理をして
いるご子息の宮川健郎氏にインタビューし、宮川ひろの児童文学が現職教員の実践記録や子どもの作文などを素材とし
ながら生み出されたことを確認した。また、具体的なエピソードを重視する姿勢、「学校」を「村」と捉える独自の認識
が見えてきた。

Key words：教員養成、児童文学、宮川ひろ
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宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
と
教
育
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木　
　

葉　
　

子　

―
宮
川
健
郎
氏
に
聞
く
―

は
じ
め
に

本
稿
は
、
児
童
文
学
を
活
用
し
た
教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
を
め
ぐ
る
共
同
研
究

の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
教
科
の
区
分
を
超
え
て
初
等
教
育
教
員
の
専
門
性
を
培

う
教
員
養
成
の
授
業
提
案
は
少
な
い
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
児
童
文
学
を
テ
キ
ス
ト

と
し
た
子
ど
も
理
解
、
教
職
理
解
の
学
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
・
提
案
し
よ
う
と
考
え
て

開
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
児
童
文
学
の
多
く
は
、
子
ど
も
を
主
人
公
と
し
、
子
ど
も

を
め
ぐ
る
問
題
や
子
ど
も
の
成
長
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
文
学
に
は
、
い
じ
め
や

不
登
校
、
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
問
題
、
被
災
・
防
災
の
問
題
な
ど
、
近

年
の
学
校
現
場
で
課
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
を
子
ど
も
の
側
に
焦
点
を
当
て
て
描
き
出
し

た
作
品
も
少
な
く
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
い
え
文
学
は
現
実
を
映
し
出
す
も
の
で
あ

り
、
読
書
は
直
接
体
験
を
補
う
間
接
体
験
・
疑
似
体
験
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
適
切
な
児
童
文
学
を
教
材
と
す
る
教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
れ
ば
、
教

員
を
志
望
す
る
学
生
は
子
ど
も
や
教
育
課
題
と
向
き
合
う
間
接
体
験
・
疑
似
体
験
を
体
系

的
に
積
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、子
ど
も
の
行
動
や
心
理
に
対
し
て
、

教
員
の
在
り
方
に
対
し
て
、
ま
た
教
育
課
題
に
対
し
て
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
こ
の
共
同
研
究
で
は
、
初
等
教
育
教
員
養
成
に
資
す

る
児
童
文
学
作
品
の
調
査
・
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
宮
川
ひ
ろ
は
、

教
員
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
活
用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
作
品
の
作
者
で
あ
る
。

宮
川
ひ
ろ
（
一
九
二
三
～
二
〇
一
八
）
は
、
デ
ビ
ュ
ー
作
の
『
る
す
ば
ん
先
生
』

（
一
九
六
九
年　

ポ
プ
ラ
社
）、
代
表
作
の
『
四
年
三
組
の
は
た
』（
一
九
七
五
年　

偕
成

社
）、『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』（
一
九
七
六
年　

偕
成
社
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
小
学
校

を
舞
台
と
す
る
児
童
文
学
作
品
を
数
多
く
発
表
し
、先
生
や
子
ど
も
を
描
き
続
け
て
き
た
。

そ
の
作
品
に
は
、
児
童
の
問
題
行
動
や
不
登
校
の
ほ
か
、
保
護
者
側
の
学
校
へ

の
要
求
や
教
員
夫
婦
の
家
事
分
担
の
問
題
な
ど
、
教
育
や
教
職
を
め
ぐ
る
様
々

な
問
題
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
《
学
校
も
の
》
が

生
み
出
さ
れ
た
背
景
を
確
認
す
る
。
宮
川
ひ
ろ
と
学
校
現
場
と
の
関
わ
り
、
教

育
や
子
ど
も
に
関
す
る
情
報
収
集
の
手
段
を
確
認
し
、《
学
校
も
の
》
の
創
作

方
法
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
の
特
徴
が
よ
り
明
確
に
な

り
、
そ
の
成
果
は
教
員
養
成
教
育
で
の
有
効
な
活
用
へ
と
つ
な
が
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
確
認
の
方
法
と
し
て
、
今
回
は
、
宮
川
ひ
ろ
の
遺
品
や
著
作

権
の
管
理
を
し
て
い
る
宮
川
健
郎
氏
（
宮
川
ひ
ろ
の
ご
子
息
、
一
九
五
五
～
）

に
伝
記
的
事
実
や
思
い
出
、
遺
品
か
ら
わ
か
る
こ
と
な
ど
を
お
伺
い
し
、
そ
の

内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
共
同
研
究
に
ご
協
力
く
だ
さ
り
、
貴
重
な
情

報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
川
健
郎
氏
と
そ
の
ご
家
族
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て

本
稿
は
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
初
め
に
明
記
し
て
お
く
。

一
　
宮
川
ひ
ろ
の
創
作
背
景
の
確
認
方
法
を
め
ぐ
っ
て

宮
川
ひ
ろ
の
《
学
校
も
の
》
の
創
作
背
景
・
創
作
方
法
等
を
確
認
す
る
に
あ

た
り
、
本
稿
で
は
ご
家
族
か
ら
直
接
話
を
伺
う
と
い
う
方
法
を
と
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
も
次
の
三
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
宮
川
ひ
ろ
自
身
が
経
歴
や
自
作
に
関
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
エ
ッ
セ
イ
か
ら
情
報
を
整
理
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
方
法
で

あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
、
日
本
児
童
文
学
者
協
会
編
『
作
家
が
語

る　

わ
た
し
の
児
童
文
学
（（
人
』（
二
〇
〇
二
年　

に
っ
け
ん
教
育
出
版
社
）

＊　　国語教育講座
＊＊　東北工業大学准教授
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に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
『
春
駒
の
う
た
』
の
宮
川
ひ
ろ
さ
ん
（
談
）
」（
初
出
は
『
日
本
児

童
文
学
』
二
〇
〇
〇
年
八
月
、
同
一
〇
月
）
が
あ
り
、
産
休
補
助
教
員
と
し
て
の
体
験
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う『
る
す
ば
ん
先
生
』の
創
作
背
景
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
エ
ッ

セ
イ
は
、
雑
誌
・
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
相
当
数
あ
り
、
主
要
な
も
の
は
エ
ッ
セ
イ

集
『
母
か
ら
ゆ
ず
ら
れ
た
前
か
け
』（
一
九
九
三
年　

文
溪
堂
）、『
あ
て
名
の
な
い
手
紙
』

（
二
〇
〇
七
年　

メ
デ
ィ
ア
パ
ル
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
生
い
立
ち
や
体
験
、
自
作

に
関
す
る
記
述
は
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。「
『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』と
戸
田
先
生
」

（
『
赤
旗
』
一
九
八
三
年
二
月
六
日
／
『
母
か
ら
ゆ
ず
ら
れ
た
前
か
け
』
所
収
）
や
、「
『
天

使
の
い
る
教
室
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
児
童
文
芸
』
一
九
九
七
年
一
二
月
／
『
あ
て
名
の
な

い
手
紙
』
所
収
）
な
ど
、《
学
校
も
の
》
の
創
作
背
景
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

二
つ
め
は
、
宮
川
ひ
ろ
の
教
え
子
や
、
交
流
の
あ
っ
た
人
々
、
素
材
提
供
者
等
か
ら
話

を
伺
う
方
法
で
あ
る
。
素
材
に
関
し
て
は
作
品
の
あ
と
が
き
や
エ
ッ
セ
イ
に
丁
寧
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。
教
え
子
や
交
流
の
あ
っ
た
人
を
特
定
す
る
に
は
、
勤
務
校
や
講
演
を
行
っ

た
団
体
等
の
調
査
を
す
る
と
と
も
に
、
書
簡
の
確
認
な
ど
ご
家
族
の
協
力
も
必
要
と
な
る

が
、
現
時
点
で
は
こ
う
し
た
聞
き
取
り
調
査
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ご
家
族
と
は
異
な
る
視

点
か
ら
、
宮
川
ひ
ろ
の
行
動
や
考
え
方
、
作
品
の
背
景
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

三
つ
め
の
方
法
は
、
作
品
の
あ
と
が
き
に
記
さ
れ
た
発
想
や
素
材
に
関
す
る
情
報
を
取

り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
実
際
に
素
材
を
確
認
し
、
素
材
と
作
品
と
の
関
係
を
検
証
す
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
「
戸
田
唯
巳

先
生
の
エ
ッ
セ
ー
『
先
生
、
う
ん
ま
く
や
っ
た
ね
』
を
拝
見
し
ま
し
た
」（
一
九
七
六
年

七
月
発
行
の
初
版
（
刷
よ
り
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
作
文
の
会
編
『
作
文

と
教
育
』
二
五
巻
二
号
（
一
九
七
四
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
戸
田
唯
巳
「
教
育
の
真
実
を

求
め
て
―
子
ど
も
と
教
師
の
魂
の
ふ
れ
あ
い
（
（0
）
先
生
、
う
ま
く
や
る
ね
」
を
読
ん
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宮
川
ひ
ろ
は
、
こ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
作
品
に
活
か
し
た
の

か
。
素
材
と
作
品
の
共
通
点
と
相
違
点
、そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
検
討
す
れ
ば
、

創
作
方
法
の
一
面
が
見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
宮
川
ひ
ろ
の
《
学
校
も
の
》
の
創
作
背
景
・
創
作
方
法
等
を
確
認
す

る
方
法
は
い
く
つ
か
あ
り
、
当
然
こ
れ
ら
の
方
法
は
併
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
今
回
は
宮
川
健
郎
氏
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
貴
重
な
機
会
を
ま
ず
は
活
か
す
こ
と
に
し
た
。
宮
川
健
郎
氏
は
、
宮
川
ひ
ろ
の
長
男

で
、
兄
弟
姉
妹
は
な
く
、
宮
川
ひ
ろ
の
人
生
と
創
作
姿
勢
に
つ
い
て
文
献
か
ら
は
探
り
得

な
い
こ
と
を
伺
う
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
人
物
と
い
え
る
。
ま
た
、
宮
川
健
郎
氏
は
、
現

在
、
一
般
財
団
法
人
・
大
阪
国
際
児
童
文
学
振
興
財
団
理
事
長
、
武
蔵
野
大
学
名
誉
教
授

で
あ
り
、『
国
語
教
育
と
現
代
児
童
文
学
の
あ
い
だ
』（
一
九
九
三
年　

日
本
書
籍
）、『
現

代
児
童
文
学
の
語
る
も
の
』（
一
九
九
六
年　

日
本
放
送
出
版
協
会
）、『
物
語
も
っ
と
深

読
み
教
室
』（
二
〇
一
三
年　

岩
波
書
店
）
な
ど
の
著
書
を
持
つ
児
童
文
学
の
研
究
者
・

評
論
家
で
も
あ
る
。
加
え
て
、
大
学
の
教
育
学
部
で
長
く
教
授
を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
教
育
関
係
の
研
究
団
体
や
研
究
文
献
に
も
詳
し
い
。
今
回
の
共
同
研
究
の
問
題
設
定

を
理
解
し
た
う
え
で
の
回
答
が
期
待
で
き
る
う
え
、
宮
川
ひ
ろ
の
《
学
校
も
の
》
の
特
徴

に
関
す
る
解
釈
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、

二
〇
一
九
年
六
月
に
宮
川
健
郎
氏
が
発
表
し
た
次
の
よ
う
な
見
解
（
「
宮
川
ひ
ろ
と
い
う

人
」、『
子
ど
も
の
本
棚
』
六
〇
八
号
）
に
つ
い
て
も
、
よ
り
詳
し
く
伺
い
た
い
と
考
え
た
。

宮
川
ひ
ろ
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
家
だ
か
ら
、
ふ
る
さ
と
の
体
験
、
戦
争
体
験
、

学
校
や
教
室
で
の
体
験
を
素
材
に
書
い
て
い
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
作
品
に
は
、
体

験
を
見
直
す
視
点
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
と
思
う
。

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
質
問
内
容
は
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
と
教
育
と
の
関
わ

り
の
部
分
に
焦
点
化
し
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
宮
川
ひ
ろ
自
身
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
や
エ
ッ
セ
イ
か
ら
は
十
分
に
確
認
が
得
ら
れ
な
い
情
報
を
主
に
伺
う
こ
と
に
し

た
。
宮
川
ひ
ろ
と
学
校
教
育
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
、
教
職
に
つ
い
て
い
た
時
期
や

担
当
学
年
等
を
具
体
的
に
確
認
す
る
。
ま
た
、《
学
校
も
の
》
と
さ
れ
る
作
品
の
創
作
を

め
ぐ
っ
て
は
、
素
材
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
て
い
た
の
か
具
体
的
に
伺
い
、
取
材
の
有
無
、

テ
ー
マ
へ
の
意
識
の
あ
り
よ
う
等
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
教
育
関
係
資
料
の
収
集

方
法
や
、
蔵
書
、
購
読
紙
誌
等
に
関
す
る
情
報
も
得
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
質
問
を

作
成
す
る
際
に
は
、
作
品
の
あ
と
が
き
等
の
記
述
を
踏
ま
え
る
よ
う
に
し
た
。
質
問
は
、

伝
記
的
事
実
の
確
認
か
ら
は
じ
め
、
最
後
に
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
の
特
徴
に
関
す
る
宮

川
健
郎
氏
の
見
解
を
伺
う
と
い
う
流
れ
で
構
成
す
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
前
に
、
主
な
質

問
を
宮
川
健
郎
氏
に
お
送
り
し
、
事
前
に
ご
検
討
い
た
だ
い
た
。

二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日
（
土
）、
東
京
・
国
分
寺
の
宮
川
健
郎
氏
の
ご
自
宅
の
、
宮
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川
ひ
ろ
が
生
前
に
応
接
間
と
し
て
使
っ
て
い
た
と
い
う
部
屋
に
て
、
宮
川
健
郎
氏
の
お
話

を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
執
筆
者
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
中
地
が
担
当
し
た
。

以
下
（
本
稿
「
二
」
～
「
五
」
）
は
、
そ
の
時
に
伺
っ
た
話
を
整
理
し
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
宮
川
氏
の
話
は
、
本
稿
執
筆
者
が
文
章
化
し
、
宮
川
氏
に
も
内
容
を
確
認
し
て

い
た
だ
い
た
。
内
容
を
正
確
か
つ
明
確
に
記
録
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
た
め
、
文
章
は
平

板
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。実
際
の
宮
川
氏
の
語
り
口
を
再
現
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

話
を
整
理
し
た
際
に
多
少
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
省
略
し
た
り
し
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を

お
断
り
し
て
お
く
。

な
お
、
今
回
、
教
育
に
か
か
わ
る
こ
と
に
絞
っ
て
話
を
ま
と
め
た
た
め
、
宮
川
ひ
ろ
の

人
と
な
り
や
活
動
、
創
作
と
そ
の
手
法
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。児
童
文
学
者
と
の
交
流
に
関
し
て
も
省
略
し
た
。

こ
れ
ら
は
稿
を
改
め
て
ま
と
め
た
い
と
思
う
。

二
　
宮
川
ひ
ろ
の
教
職
経
験

―
―
　
未
発
表
年
譜
、
宮
川
健
郎
編「
宮
川
ひ
ろ
年
譜
」（
一
九
八
九
年
二
月
二
八
日
付
）

が
あ
る
の
で
す
ね
。

こ
の
年
譜
は
、
一
九
八
九
年
か
そ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
偕
成
社
か
ら
宮
川
ひ
ろ
全

集
を
出
す
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
ま
ず
年
譜
を
作
っ
て
と
僕
が
編
集
者
に
依

頼
さ
れ
、
母
か
ら
話
を
聞
い
て
作
り
ま
し
た
。
手
書
き
の
原
稿
を
編
集
者
に
渡
し
、
そ

れ
を
編
集
者
が
デ
ー
タ
化
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
手
元
に
あ
り
ま
す
。
全
集
の
刊

行
は
、
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

そ
の
編
集
者
と
い
う
の
は
、
偕
成
社
編
集
長
の
相
原
法
則
さ
ん
か
ら
仕
事
を
託
さ
れ

て
い
た
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
「
恒
人
社
」
の
代
表
の
伊
藤
英
治
さ
ん
で
す
。
伊
藤
さ

ん
は
、
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、『
ま
ど
・
み
ち
お
全
詩
集
』（
一
九
九
二
年 

理
論
社
）

な
ど
の
編
集
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
方
で
す
。

そ
の
後
に
作
成
し
た
「
宮
川
ひ
ろ
年
譜
・
補
遺
」（
一
九
九
四
年
四
月
二
三
日
付
、

一
九
九
九
年
一
二
月
二
四
日
増
補
）
は
、
僕
が
ワ
ー
プ
ロ
で
打
ち
ま
し
た
。

―
―
　
宮
川
ひ
ろ
の
作
品
に
は
、ご
自
身
の
体
験
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

教
職
に
つ
い
て
い
た
時
期
を
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

ま
ず
、
一
七
歳
の
時
に
、
母
校
の
群
馬
県
利
根
郡
東
村
小
学
校
に
代
用
教
員
と
し

て
赴
任
し
て
い
ま
す
。
同
小
学
校
の
平
川
分
教
場
に
一
年
弱
勤
め
、
本
校
に
異
動
し
て

退
職
。
正
教
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
必
要
な
時
だ
け
頼
ま
れ
て
勤
め
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
後
、
東
京
に
出
て
、
兄
の
家
に
寄
宿
し
て
一
時
期
幼
稚
園
に
も
勤
務
し

て
い
ま
す
。
働
き
な
が
ら
、
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
検
定
試
験
を
受
験
し
、
単
位
を

集
め
て
、
一
九
四
二
年
七
月
に
正
教
員
の
免
許
状
を
取
得
し
ま
し
た
。

免
許
状
を
取
得
し
た
後
、
半
年
ほ
ど
再
び
平
川
分
教
場
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
ま
す

が
、
正
式
に
就
職
し
た
先
は
、
蒲
田
区
の
東
京
市
出
雲
国
民
学
校
で
す
。
一
九
四
三
年

の
四
月
に
着
任
し
ま
し
た
。
こ
の
学
校
に
勤
め
て
い
た
時
に
、
学
童
疎
開
の
引
率
を

し
ま
す
。『
夜
の
か
げ
ぼ
う
し
』（
一
九
七
八
年　

講
談
社
）、『
東
京
へ
帰
る
日
ま
で
』

（
一
九
八
五
年　

講
談
社
）
は
、
そ
の
体
験
を
も
と
に
し
た
作
品
で
す
。

戦
後
、
一
九
四
六
年
の
三
月
末
に
出
雲
国
民
学
校
は
廃
校
と
な
り
ま
す
。
四
月
に
、

京
橋
区
の
明
石
国
民
学
校
に
赴
任
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
に
結
婚
退
職
す
る
ま
で
こ
こ

に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

―
―
　
戦
中
戦
後
の
大
変
な
時
代
に
教
員
を
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

そ
う
で
す
が
、
戦
後
は
非
常
に
解
放
感
が
あ
っ
て
楽
し
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

民
主
教
育
時
代
で
。
教
室
が
足
り
な
く
て
二
部
授
業
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

―
―
　
年
譜
に
よ
る
と
、
一
九
六
八
年
の
九
月
か
ら
一
二
月
に
板
橋
区
立
三
園
小
学
校
で

産
休
補
助
教
員
を
務
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ご
結
婚
後
に
教
壇
に
立
っ
た
の
は

こ
の
時
だ
け
で
す
か
。

そ
う
で
す
。
こ
の
前
後
に
学
校
事
務
を
数
年
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
教
員
と

し
て
勤
め
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
す
。

―
―
　
年
譜
に
は
、
一
九
六
三
年
に「
子
ど
も
を
め
ぐ
る
文
化
教
室
」に
参
加
し
て
坪
田

譲
治
と
出
会
い
、
一
九
六
四
年
に
児
童
文
学
の
創
作
を
始
め
ら
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、
創
作
開
始
後
に
教
員
と
し
て
勤
め
た
の
は
、
こ
の
四
ヵ
月
だ
け
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
教
員
時
代
の
担
当
学
年
な
ど
に
つ
い
て
は
聞
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

担
当
学
年
は
正
確
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
戦
後
の
時
期
に
は
一
年
生
も
六

年
生
も
担
当
し
た
こ
と
は
あ
る
よ
う
で
す
。
六
年
生
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
ま
だ
公
立

中
学
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
青
山
学
院
と
か
私
立
に
進
学
さ
せ
た
と
い
う
話

が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
確
か
で
し
ょ
う
。
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出
雲
国
民
学
校
在
職
時
に
一
緒
に
疎
開
し
た
教
え
子
と
は
、
後
年
交
流
が
あ
り
ま

し
た
。
古
稀
を
迎
え
た
教
え
子
が
数
人
、
こ
の
家
に
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
母
が
八
〇
歳

く
ら
い
の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
国
語
教
育
で
活
躍
し
て
い
る
知
り
合

い
に
、
母
の
教
え
子
の
娘
と
い
う
人
が
い
ま
す
か
ら
、
教
員
時
代
の
母
に
つ
い
て
の
話

を
聞
く
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
　
一
九
六
八
年
に
産
休
補
助
教
員
を
し
た
と
き
の
担
当
学
年
は
、『
る
す
ば
ん
先
生
』

（
一
九
六
九
年
　
ポ
プ
ラ
社
）の
設
定
ど
お
り
に
三
年
生
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
る
す
ば
ん
先
生
』
の
設
定
は
、
わ
り
と
体
験
通
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
長
く
教

職
を
離
れ
て
い
て
、
母
親
の
立
場
で
学
校
を
見
て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
る
種
、
学
校

現
場
へ
の
再
デ
ビ
ュ
ー
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。

三
　《
学
校
も
の
》の
創
作
方
法

―
―
　『
る
す
ば
ん
先
生
』
は
体
験
に
も
と
づ
く
部
分
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
体
験
以
外

か
ら
材
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
の
体
験
だ
け
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
足
り
な
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
話
を

も
ら
っ
て
作
品
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
母
が
人
と
話
を
し
て
い
る
時
、
見
て
い
る
と
わ

か
り
ま
す
。
こ
れ
は
作
品
に
書
く
な
っ
て
。
そ
う
い
う
時
に
は
顔
つ
き
が
変
わ
り
ま
す
。

「
そ
れ
は
何
な
の
」な
ど
と
質
問
も
は
じ
め
て
、話
に
く
い
つ
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、

作
品
に
必
要
な
分
を
聞
き
と
っ
て
し
ま
う
と
、
普
通
に
戻
り
ま
す
。

―
―
　
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
話
を
聞
く
の
で
し
ょ
う
か
。

メ
モ
は
取
り
ま
せ
ん
。
話
し
て
い
る
人
か
ら
見
る
と
、
た
だ
聞
い
て
い
た
だ
け
に

見
え
た
と
思
い
ま
す
。
質
問
も
し
な
が
ら
熱
心
に
聞
く
の
で
、
話
す
人
は
、
ひ
ろ
さ
ん

は
よ
く
話
を
聞
い
て
く
れ
る
と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

―
―
　
そ
の
よ
う
な
場
面
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
こ
で
ご
覧
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
教
育
関
係
の
研
究
会
な
ど
の
場
で
人
の
話
を
聞
く
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
、家
に
来
客
が
あ
っ
た
と
き
と
か
、日
常
の
場
面
で
す
。
話
し
手
は
、

近
所
の
人
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
日
常
の
中
で
も
ら
っ
た
話
を
作
品
に
取
り
入

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
書
け
る
と
い
う
ア
ン
テ
ナ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

教
育
に
関
す
る
話
を
ま
と
ま
っ
て
提
供
し
て
く
れ
る
人
も
何
人
か
い
ま
し
た
。『
天

使
の
い
る
教
室
』（
一
九
九
六
年　

童
心
社
）
の
「
サ
ト
パ
ン
先
生
」、
佐
藤
静
子
先
生

も
そ
の
一
人
で
す
。『
四
年
三
組
の
は
た
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た
「
若
い
先
生

の
目
で
と
ら
え
た
教
室
の
こ
と
、
子
ど
も
の
こ
と
を
、
い
つ
も
は
な
し
て
く
だ
さ
る
西

蓮
寺
美
紀
さ
ん
」
は
、
杉
並
区
だ
っ
た
か
、
あ
る
家
庭
文
庫
を
手
伝
っ
て
い
た
先
生
で
、

そ
の
文
庫
で
知
り
合
っ
た
の
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
僕
よ
り
少
し
年
上
の
当
時
本
当

に
若
い
先
生
で
し
た
。

―
―
　
佐
藤
静
子
先
生
に
つ
い
て
は
、
エ
ッ
セ
イ「
『
天
使
の
い
る
教
室
』を
め
ぐ
っ
て
」

の
中
で
、「
「
日
本
文
学
教
育
連
盟
」で
ご
活
躍
の
渡
辺
増
治
先
生
か
ら
の
ご
紹
介
」と
あ

り
ま
す
。
日
本
文
学
教
育
連
盟
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

母
が
所
属
し
て
い
た
団
体
は
、
日
本
児
童
文
学
者
協
会
、
日
本
民
話
の
会
、
日
本

子
ど
も
の
本
研
究
会
な
ど
で
す
。
教
育
関
係
の
団
体
に
は
所
属
し
て
い
ま
せ
ん
。
日
本

文
学
教
育
連
盟
は
会
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
講
演
な
ど
に
よ
く
行
っ

て
い
ま
し
た
。
教
育
関
係
の
団
体
の
中
で
は
繋
が
り
が
深
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
講
演
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
人
は
少
な
か
ら
ず
い
ま
し
た
。
知
り
合
い
に
な
っ

た
人
と
の
交
流
は
、
手
紙
の
や
り
取
り
が
主
で
す
。
毎
日
数
通
の
手
紙
を
書
い
て
い

ま
し
た
。
電
話
で
毎
日
の
よ
う
に
話
を
し
て
い
た
の
は
、
同
人
雑
誌
『
ど
う
わ
教
室
』

（
一
九
六
六
年
四
月
創
刊
）
で
ご
一
緒
し
て
以
来
の
友
だ
ち
の
あ
ま
ん
き
み
こ
さ
ん
で

す
が
、
晩
年
、
あ
ま
り
動
け
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
電
話
も
多
く

な
り
ま
し
た
ね
。

―
―
　
ご
自
身
の
体
験
の
ほ
か
に
、
人
か
ら
聞
い
た
話
を
素
材
と
し
、
そ
れ
に
肉
付
け
し

て
作
品
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
で
は
、
作
品
に
登
場
す
る

学
校
や
子
ど
も
の
遊
び
場
な
ど
、
作
品
の
舞
台
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
特
定
の
場
所
を
取

材
し
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』で
、

吾
郎
と
伸
一
が
遊
び
に
行
く「
荒
川
土
手
の
む
こ
う
」の
風
景
な
ど
、
具
体
的
で
す
が
。

作
品
を
書
く
際
に
見
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
素
材
が
集

ま
っ
た
ら
書
け
る
の
で
、
素
材
を
集
め
な
が
ら
見
た
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
空
間
感

覚
は
あ
る
方
で
、
記
憶
力
が
も
の
す
ご
く
よ
い
の
で
、
記
憶
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

ま
た
、
人
の
話
を
聞
く
時
に
は
、
具
体
的
な
こ
と
を
確
か
め
な
が
ら
聞
い
て
い
ま

し
た
。
根
掘
り
葉
掘
り
聞
い
て
い
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
描
写
が
具
体
的
な
の
は
、
そ
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の
た
め
で
す
。
具
体
的
で
な
い
と
書
け
な
い
、
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
も
の
を
書

い
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
の
話
を
聞
く
時
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
身
体
に
染
み

込
ま
せ
て
い
く
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
取
材
に
行
く
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
四
年
三
組
の
は
た
』
の
時
に
は
、
執
筆
中
に
水
天
宮
を
見
に
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

晩
年
に
近
い
頃
の
作
品
に
『
ぼ
く
の
学
校
ぼ
く
ひ
と
り
』（
一
九
九
九
年　

ポ
プ
ラ
社
）

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
ひ
と
り
だ
け
の
一
年
生
を
む
か
え
て
再
開
校
し
た
学
校
の

記
事
を
新
聞
で
見
て
、
取
材
に
行
き
ま
し
た
。
山
梨
県
の
け
っ
こ
う
不
便
な
場
所
で
し

た
の
で
、
僕
が
車
を
出
し
て
一
緒
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
学
校
で
話
を
聞
い
て
、
学
校

の
中
を
見
て
歩
い
て
、
掲
示
物
を
メ
モ
し
た
り
し
ま
し
た
。
詳
し
い
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
聞
く
と
、「
も
う
い
い
、
こ
れ
で
帰
る
」
と
言
い
ま
す
。

も
う
こ
れ
で
書
け
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
ぶ
ん
、
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
か
ス
ト
ー

リ
ー
が
大
体
あ
っ
て
、
そ
の
箱
を
埋
め
る
た
め
に
取
材
に
行
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
箱

を
埋
め
る
具
体
的
な
要
素
が
得
ら
れ
て
箱
が
い
っ
ぱ
い
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
書
け
る
の

で
「
も
う
い
い
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
の
取
材
で
は
、
主
人
公
と
な
る
子
ど
も
の
家

に
も
行
き
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
は
、家
具
か
何
か
を
山
の
中
で
作
っ
て
い
る
人
で
し
た
。

―
―
　
集
め
た
い
も
の
が
先
に
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
取
材
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
資
料
を
集
め
て
情
報
収
集
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
か
。

小
学
一
年
生
の
春
か
ら
夏
を
書
く
と
き
に
は
、『
小
一
教
育
技
術
』
を
買
っ
た
り
、

小
学
館
に
閲
覧
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
必
要
な
要
素
が
そ
ろ
え
ば
よ

い
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
こ
の
点
は
、
同
じ
く
児
童
文
学
作
家
で
あ
る
と
は
い
え
、
古

田
足
日
先
生
と
は
大
い
に
違
い
ま
す
。
古
田
先
生
も
同
じ
よ
う
に
教
育
に
関
す
る
資
料

な
ど
を
集
め
て
読
ま
れ
ま
す
が
、
読
む
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。「
古

田
先
生
の
よ
う
に
や
っ
た
ら
書
け
な
い
よ
」
と
母
は
言
っ
て
い
ま
し
た
。

―
―
　
集
め
た
い
も
の
が
先
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ー
マ
先
行
型
な
の
で

し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
母
に
は
好
き
な
話
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う

話
を
集
め
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
の
話
を
母
に
し
た
ら
う
け
る
だ
ろ
う
な
、
こ

れ
は
好
き
な
話
だ
ろ
う
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
で

す
が
、
そ
の
話
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま
ず
お
も
し
ろ
い
こ
と
、
楽
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ

か
ら
人
間
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
人
が
元
気
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、

人
が
変
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

好
き
な
話
を
集
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
ア
ン
テ
ナ
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。「
な
ん
か

い
い
話
あ
っ
た
」
と
聞
い
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
　
零
点
で（
₀
て
ん
に
）乾
杯
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
何
冊
か
の
作
品
に
出
て
き
ま

す
が
、
こ
れ
は
好
き
な
話
な
の
で
す
ね
。

こ
れ
は
僕
が
一
〇
点
を
取
っ
た
話
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
当
は
一
〇
点
で
、

零
点
は
と
っ
て
い
ま
せ
ん
。
母
は
、
失
敗
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
好
き
で
し
た
が
、
そ
の
人

ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

一
〇
点
を
取
っ
て
乾
杯
を
し
た
の
は
、小
学
校
一
年
生
の
学
年
末
で
し
た
。
三
学
期
、

理
科
の
「
か
げ
」
の
単
元
の
テ
ス
ト
で
す
。
母
と
父
は
、
夕
食
の
と
き
、
本
当
に
一
〇

点
で
乾
杯
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
当
時
、
僕
は
作
文
を
毎
日
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
て
、

こ
の
こ
と
も
「
十
て
ん
で
か
ん
ぱ
い
」
と
い
う
題
で
作
文
に
書
い
て
い
ま
す
。
何
冊
も

あ
る
僕
の
小
学
生
時
代
の
作
文
帳
を
母
は
ず
っ
と
手
元
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
付
箋
な

ど
も
は
っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
母
は
創
作
に
役
立
て
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
　
こ
の
作
文
で
す
が
、学
校
の
指
示
で
は
な
く
、自
主
的
に
書
い
て
い
た
の
で
す
か
。

先
生
に
提
出
し
て
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
主
的
に
始
め
た
も
の
で

す
。
最
初
は
自
分
で
書
き
た
く
て
始
め
ま
し
た
が
、
あ
る
時
期
か
ら
こ
れ
を
書
か
な
い

と
遊
び
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
勉
強
し
ろ
と
母
に
言
わ

れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
作
文
は
毎
日
書
か
な
い
と
だ
め
と
い
う

の
で
す
。
詩
を
書
い
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
何
も
書
く
こ
と
が
な
い
と
い
う

と
、「
書
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
母
は
言
い
ま
す
。「
じ
ゃ
あ
相
撲
を

取
ろ
う
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
相
撲
に
つ
い
て
書
け
と
い
う
の

で
は
な
く
、
力
を
出
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
自
転
車
で
一
ま
わ
り
し
て
き
な
さ
い
」

と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
自
転
車
で
一
ま
わ
り
し
て
き
た
ら
、
何
も
な
く

て
、
家
に
帰
っ
て
み
た
ら
、
こ
の
間
ま
で
部
屋
の
真
ん
中
で
活
躍
し
て
い
た
扇
風
機
が

隅
に
押
し
や
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
埃
が
た
ま
っ
て
い
た
、
も
う
秋
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
の
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
僕
の
小
学
校
低
学
年
時
代
と
い
う
の
は
、
母
が

児
童
文
学
を
書
き
始
め
る
直
前
の
時
期
で
す
の
で
、
僕
に
作
文
を
書
か
せ
る
こ
と
は
母

に
と
っ
て
、
子
ど
も
の
言
葉
と
か
子
ど
も
の
論
理
と
か
子
ど
も
の
感
性
と
か
を
自
分
の
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も
の
に
す
る
レ
ッ
ス
ン
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
僕
の
作
文
に
関
し
て
母
が
書
い
た
エ
ッ

セ
イ
「
綴
る
こ
と
に
た
す
け
ら
れ
た
子
育
て
」（
『
作
文
と
教
育
』
一
九
九
二
年
二
月
／

『
母
か
ら
ゆ
ず
ら
れ
た
前
か
け
』
所
収
）
で
は
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
。な

お
、
一
〇
点
を
と
っ
た
の
に
零
点
を
と
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
物
語

だ
け
で
な
く
て
エ
ッ
セ
イ
で
も
同
じ
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。

―
―
　
年
譜
に
よ
る
と
、
坪
田
譲
治
に
初
め
て
会
う
の
は
一
九
六
三
年
と
あ
り
、
こ
れ
を

き
っ
か
け
と
し
て
児
童
文
学
創
作
を
思
い
立
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宮
川
健

郎
さ
ん
の
作
文
は
一
九
六
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
坪
田
譲
治
と
の
出
会
い
以
前

に
、
す
で
に
書
く
こ
と
へ
の
関
心
が
あ
っ
て
、
息
子
に
作
文
を
書
か
せ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

一
九
五
二
年
に
壺
井
栄
の
『
二
十
四
の
瞳
』
を
読
ん
で
感
動
し
、
一
九
五
三
年
に
故

郷
を
舞
台
と
し
た
作
品
「
春
駒
」
を
書
い
て
、
壺
井
栄
に
そ
の
原
稿
を
見
て
も
ら
え
な

い
か
と
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
か
ら
、
書
く
こ
と
へ
の
関
心
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
後
は
育
児
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
書
き
続
け
て
い

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

原
稿
用
紙
約
二
〇
〇
枚
に
清
書
さ
れ
た
未
発
表
作
品
の
「
春
駒
」
は
、
紐
で
綴
じ
ら

れ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
晩
年
に
出
て
き
た
も
の
で
、
実
は
、
ま
だ
読
ん
で
は

い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

―
―
　
貴
重
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
目
次
を
拝
見
す
る
と
師
範
学
校
の
話
も

あ
り
、『
春
駒
の
う
た
』（
一
九
七
一
年
　
偕
成
社
）と
は
別
の
自
伝
的
小
説
の
よ
う
で
す

が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
表
現
な
ど
に
は
重
な
り
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
教
育
観

の
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
つ
か
全
文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

未
発
表
原
稿
「
春
駒
」
の
存
在
は
、
あ
ま
り
世
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
、
こ

れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か
が
課
題
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
　《
学
校
も
の
》
の
創
作
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
、
ほ
か
に
何
か
ご
存
知
の
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

児
童
文
学
作
品
を
発
表
し
始
め
た
頃
、
母
は
万
年
筆
で
原
稿
を
書
い
て
い
ま
し
た

が
、『
四
年
三
組
の
は
た
』（
一
九
七
五
年　

偕
成
社
）
か
ら
鉛
筆
に
な
り
ま
し
た
。
課

題
図
書
に
す
る
か
ら
一
週
間
で
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
僕
が

大
学
生
の
頃
で
し
た
。
一
週
間
分
の
食
事
を
作
っ
て
お
い
て
、
部
屋
に
こ
も
り
き
り
で

書
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
病
気
の
父
の
食
事
の
世
話
は
僕
が
し
ま
し
た
。

こ
の
『
四
年
三
組
の
は
た
』
の
初
版
本
に
つ
い
て
は
、
挿
絵
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

物
語
に
登
場
す
る
校
長
先
生
は
女
性
な
の
で
す
が
、
挿
絵
は
男
性
に
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
に
編
集
者
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

―
―
　
当
時
、
校
長
先
生
と
い
え
ば
男
性
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
教
育
界
の
歴
史
を

考
え
る
材
料
に
も
な
り
そ
う
で
す
。
こ
の
女
性
の
校
長
先
生
に
は
モ
デ
ル
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
頃
に
勤
め
た
幼
稚
園
の
園
長
先
生
の
イ
メ
ー
ジ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

四
　
宮
川
ひ
ろ
と
教
育
関
係
資
料

―
―
　『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』の「
あ
と
が
き
」に「
雑
誌「
作
文
と
教
育
」（
百
合
出
版

発
行
）に
発
表
さ
れ
た
戸
田
唯
巳
先
生
の
エ
ッ
セ
ー
」を「
拝
見
し
ま
し
た
」と
あ
り
ま
す
。

戸
田
唯
巳
氏
の
著
作
と
は
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
作
文
と
教
育
』を

購
読
し
て
い
ま
し
た
か
。

『
作
文
と
教
育
』
は
購
読
し
て
い
ま
せ
ん
。
戸
田
唯
巳
氏
の
文
章
は
読
ん
で
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
最
初
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
知
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
遺
さ
れ
た
本
の
中
に
、
戸
田
唯
巳
『
子
ど
も
の
目
・
子
ど
も
の
芽
』（
一
九
八
〇

年　

教
育
史
料
出
版
会
）
や
『
怒
ら
な
い
で
き
い
て
』（
一
九
八
二
年　

教
育
史
料
出
版

会
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。
後
者
に
は
付
箋
が
付
い
て
い
て
、興
味
を
引
い
た
部
分
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

―
―
　『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』の「
あ
と
が
き
」に
は
、
ほ
か
に
群
馬
県
教
職
員
組
合
発

行
の
雑
誌『
文
化
労
働
』に
掲
載
さ
れ
た「
カ
イ
コ
の
授
業
」の
実
践
記
録
を
参
考
に
し
て

い
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
雑
誌『
文
化
労
働
』は
、
所
蔵
し
て
い
る
図
書
館
も
ほ
と
ん

ど
な
く
、
入
手
が
難
し
い
も
の
の
よ
う
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
雑
誌
と
の
出
会
い
に
つ
い

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
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群
馬
は
故
郷
で
す
か
ら
、
群
馬
県
の
教
職
員
組
合
と
は
近
い
関
係
で
、
た
び
た
び

講
演
を
頼
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
講
演
を
通
し
て
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
で
き
、
雑
誌
や

実
践
記
録
が
送
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。『
文
化
労
働
』な
ど
も
送
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
。『
作
文
ぐ
ん
ま
』(

群
馬
作
文
の
会
機
関
誌)

な
ど
も
送
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

つ
い
で
に
い
え
ば
、
母
が
購
読
し
て
い
た
の
は
、
福
音
館
書
店
か
ら
現
在
も
刊
行

さ
れ
て
い
る
保
育
雑
誌
『
母
の
友
』
で
す
。
一
番
古
い
号
が
一
九
六
〇
年
一
一
月
号
で

一
〇
数
年
分
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
い
ま
も
残
っ
て
い
ま
す
。
毎
号
の
巻
末
に
幼
年
童

話
が
い
く
つ
も
の
っ
て
い
て
、
僕
が
小
学
校
低
学
年
の
頃
ま
で
は
、
よ
く
読
み
聞
か
せ

を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
中
川
李
枝
子
と
か
渡
辺
茂
男
と
か
、
松
谷
み
よ
子
、

神
沢
利
子
、
寺
村
輝
夫
と
い
っ
た
作
家
が
よ
く
書
い
て
い
ま
し
た
。
母
自
身
も
、『
母

の
友
』
に
投
稿
し
て
、
選
評
で
編
集
長
の
松
居
直
さ
ん
に
ほ
め
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
一
九
六
五
年
二
月
号
の
「
読
者
の
童
話
」
の
ペ
ー
ジ
に
、
母
の
童
話
「
り
す
の
た

か
ら
も
の
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
六
〇
年
代
に
理
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
時
期
の
児
童
詩
の
雑
誌
『
き
り

ん
』
も
一
時
期
購
読
し
て
い
ま
し
た
。
三
年
分
く
ら
い
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
あ
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
が
二
番
め
に
勤
め
た
大
学
の
卒
論
ゼ
ミ
の
学
生
に
貸
し
た
ま
ま

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
―
　
講
演
を
通
し
て
現
職
教
員
の
先
生
方
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
の
で
す
ね
。
講

演
は
、
よ
く
行
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
九
七
一
年
六
月
、
四
八
歳
の
時
に
、
高
崎
市
立
佐
野
小
学
校
で
は
じ
め
て
の
講

演
を
し
て
か
ら
、
八
八
歳
く
ら
い
ま
で
、
講
演
は
か
な
り
頻
繁
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

一
九
七
四
年
、
七
五
年
く
ら
い
か
ら
回
数
が
増
え
、
多
い
年
は
一
年
に
一
五
〇
回
以
上

も
講
演
を
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
教
科
書
会
社
の
教
育
出
版
の
企
画
で
北
海
道
を
一

週
間
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
ま
わ
り
、
昼
は
教
育
委
員
会
主
催
の
会
に
出
て
、
夜
は
組
合
主
催

の
会
に
出
る
と
い
う
具
合
で
す
。
話
す
こ
と
は
得
意
で
、
自
分
の
作
品
に
書
い
た
こ
と

を
紹
介
し
て
い
き
、
講
演
の
後
に
は
本
を
売
っ
て
い
ま
し
た
。
母
は
語
り
の
人
で
、
そ

も
そ
も
作
品
の
文
章
も
語
り
が
ベ
ー
ス
、
話
し
言
葉
が
ベ
ー
ス
で
し
た
。
作
品
は
、
主

語
、
述
語
が
合
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
も
多
く
、
僕
が
随
分
ゲ
ラ
で
直
し
た
り
し
た
も
の

で
す
。

講
演
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
人
か
ら
実
践
記
録
な
ど
が
か
な
り
送
ら
れ
て
き
て
い

ま
し
た
。
も
ら
っ
た
本
や
記
録
に
は
目
を
通
し
、
返
事
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
送
ら
れ

て
き
た
資
料
の
中
か
ら
素
材
を
得
た
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
で
も
、
母
の
死
後
、

僕
が
使
わ
な
い
よ
う
な
資
料
は
か
な
り
処
分
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

―
―
　
教
育
関
係
の
書
籍
や
実
践
記
録
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
本
を
お
持
ち
で
し
た
か
。

歌
の
本
も
あ
り
ま
し
た
し
、
折
り
紙
の
本
も
、
手
遊
び
の
本
も
あ
り
ま
し
た
。

―
―
　
書
籍
・
雑
誌
等
か
ら
素
材
を
得
る
と
き
に
は
、
著
者
に
こ
と
わ
っ
て
い
た
の
で
す

か
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
て
い
ま
し
た
。
本
に
も
明
記
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
し
、
著

者
に
も
自
分
で
連
絡
し
て
い
ま
し
た
。
創
作
の
参
考
に
し
た
文
献
を
あ
と
が
き
な
ど
に

記
す
こ
と
に
関
し
て
、
母
の
児
童
文
学
の
師
の
一
人
で
あ
る
今
西
祐
行
先
生
は
必
要
な

い
と
い
う
お
考
え
で
し
た
が
、
僕
は
書
い
た
方
が
良
い
、
書
く
べ
き
だ
と
思
い
、
母
に

も
そ
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。
母
も
そ
う
す
べ
き
だ
と
考
え
て
本
に
き
ち
ん
と
記
し
て

い
ま
し
た
。
逐
一
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
素
材
に
関
す
る
手
が
か
り
は
あ
る
と
思
い

ま
す
。

―
―
　
送
ら
れ
て
き
た
り
、
創
作
に
必
要
で
入
手
し
た
り
し
た
本
の
ほ
か
に
は
、
ど
の
よ

う
な
本
を
読
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
か
。

必
要
が
あ
る
も
の
以
外
に
は
、
あ
ま
り
本
は
読
ま
な
い
人
で
し
た
。
読
書
家
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
践
記
録
を
読
む
の
は
好
き
で
し
た
が
、
こ
れ
は
送
ら
れ
て
き

た
も
の
で
す
ね
。
返
事
を
書
く
た
め
に
読
ん
で
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

小
説
な
ど
は
そ
れ
ほ
ど
は
読
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
児
童
文
学
も
、
も
ら
っ
て
御
礼

の
手
紙
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
以
外
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

僕
が
、
自
分
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
本
を
読
ん
で
あ
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。
庄
野

潤
三
の
作
品
集
み
た
い
な
も
の
で
す
。
一
つ
読
ん
で
あ
げ
る
と
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い

と
い
っ
て
聞
き
ま
す
。
そ
こ
で
、「
じ
ゃ
、
こ
れ
読
ん
で
」
と
本
を
預
け
る
の
で
す
が
、

一
週
間
か
十
日
し
て「
あ
れ
読
ん
だ
」と
尋
ね
る
と「
読
ん
で
な
い
」と
答
え
ま
す
。「
ど

う
し
て
読
ま
な
い
の
、
せ
っ
か
く
読
ん
で
あ
げ
た
の
に
」
と
い
う
と
、「
お
前
が
読
ん

で
く
れ
た
と
こ
ろ
が
一
番
お
も
し
ろ
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
他
の
と
こ
ろ
は
読
ま
な
く

て
い
い
」
と
言
う
。
書
き
言
葉
は
、
読
む
の
も
書
く
の
も
、
あ
ま
り
得
意
で
は
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
語
る
の
と
聞
く
の
が
好
き
で
し
た
。
だ
か
ら
晩
年
、
日
本
民
話
の

会
の
仲
間
と
一
緒
に
昔
話
の
「
語
り
」
を
し
て
い
ま
し
た
。『
わ
た
し
の
昔
か
た
り
』
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（
二
〇
一
二
年　

童
話
屋
）
と
い
う
Ｃ
Ｄ
ブ
ッ
ク
も
刊
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
母

の
お
通
夜
と
葬
儀
の
会
場
で
流
し
ま
し
た
。

―
―
　
先
程
、『
ぼ
く
の
学
校
ぼ
く
ひ
と
り
』
は
、
一
年
生
を
む
か
え
て
再
開
校
し
た
学

校
の
記
事
を
新
聞
で
見
て
取
材
に
行
っ
て
書
い
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
新
聞

は
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
購
読
し
て
い
た
の
は
何
で
す
か
。

主
に
『
朝
日
新
聞
』
を
購
読
し
て
い
ま
し
た
。
新
聞
は
よ
く
読
ん
で
い
た
と
思
い
ま

す
。
社
会
問
題
や
教
育
問
題
に
つ
い
て
は
、
新
聞
か
ら
情
報
を
得
て
い
ま
し
た
。
新
聞

の
投
稿
欄
は
、
特
に
よ
く
見
て
い
ま
し
た
。
子
育
て
の
悩
み
と
か
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
は
好
き
で
し
た
。
晩
年
は
健
康
番
組
な
ど
が
好
き
で
、
ず
っ
と
見

て
い
ま
し
た
。
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
好
き
で
し
た
。

―
―
　
日
常
の
中
で
、
教
育
と
か
子
ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
と
か
を
話
題
に
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
し
た
か
。

普
通
に
話
題
に
し
て
い
ま
し
た
ね
。
今
の
子
ど
も
は
、
と
い
っ
た
抽
象
的
な
こ
と
で

は
な
く
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
話
で
す
。
話

を
し
な
が
ら
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
「
選
別
」
を
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
話
し
て
お

も
し
ろ
か
っ
た
ら
書
け
る
し
、
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
ら
書
け
な
い
、
と
い
う
感
じ
に
。

ち
ょ
っ
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
好
き
で
し
た
。

―
―
　
具
体
的
な
話
か
ら
創
作
が
展
開
し
て
い
く
の
で
す
ね
。

自
分
の
中
に
ぼ
ん
や
り
と
物
語
は
あ
る
よ
う
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
物
語
づ
く

り
は
得
意
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
て
行
っ
て
、
よ
う
や
く

話
が
で
き
る
か
で
き
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。

教
育
と
は
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
種
、

全
部
語
り
な
の
で
し
ょ
う
。
命
題
を
立
て
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
し
、
何
か
理
想
が
あ
っ
て
そ
れ
を
書
く
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ご
く
具
体
的
な
中
に
何
か
光
っ
て
い
る
も
の
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
感
じ
。
そ
れ
が

並
べ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

―
―
　
先
に
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
り
言
い
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
作
っ
て
い
く
物
語
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

な
い
で
す
ね
。
ど
こ
か
で
テ
ー
マ
が
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
読
ん
だ
子
ど
も
た
ち
の

な
か
に
テ
ー
マ
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
テ
ー
マ
を

実
現
し
て
い
く
た
め
に
書
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
い
い
話

ひ
と
つ
」（
『
民
話
の
手
帖
』
一
九
八
五
年　

春
号
／
『
母
か
ら
ゆ
ず
ら
れ
た
前
か
け
』

所
収
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。「
い
い
話
」
を

語
り
た
い
と
い
う
だ
け
。
母
に
と
っ
て
「
い
い
話
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も

抽
象
化
で
き
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
で
も
、
抽
象
化
で
き
て
し
ま
っ
た
ら
ど
の
話
も

同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
良
い
と
こ
ろ
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。

五
　
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
の
特
徴

―
―
　
最
後
に
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
、
特
に《
学
校
も
の
》の
特
徴
に
つ
い
て
の
お

考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

『
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
』
な
ど
は
、「
先
生
の
つ
う
し
ん
ぼ
」
と
い
う
言
葉
を
発
見
し

た
時
に
作
品
が
一
つ
の
輪
郭
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
先
生
の
つ
う
し
ん

ぼ
」
と
か
、「
0
て
ん
に
か
ん
ぱ
い
」
と
か
、
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

弁
証
法
的
と
い
う
か
、
零
点
と
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
な
の
に
、
乾
杯
と
い
う
喜
ば
し
い

こ
と
を
ぶ
つ
け
て
き
て
、
矛
盾
し
て
い
る
そ
の
先
に
、
正
反
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
新

し
い
世
界
が
あ
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
タ
イ
ト
ル
は
割
と
上
手
で
し
た
。
タ
イ
ト
ル
で

勝
負
し
た
と
い
う
か
、
タ
イ
ト
ル
が
世
界
を
創
っ
た
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
タ
イ
ト
ル
と
い
う
の
は
、あ
る
種
の
ア
イ
デ
ア
で
す
か
ら
、

ア
イ
デ
ア
が
新
し
い
世
界
を
創
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
の

い
い
本
は
、
よ
く
売
れ
て
、
よ
く
読
ま
れ
ま
し
た
。

母
の
作
品
は
、
教
育
界
に
何
か
を
主
張
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ま
す
。
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
が
な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
意
識
的

に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
角
度
を
変
え
た
時
に
見
え
て
く
る
現
実
を
書
い
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

母
は
、「
学
校
」
を
一
つ
の
「
村
」
と
見
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
母
の
複
数
の

エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
も
書
か
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
学
校
」
を
「
村
」

と
見
た
時
に
、
新
し
い
学
校
観
が
ひ
ら
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。「
村
」
と
見
れ
ば
、「
学

校
」
は
子
ど
も
が
管
理
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
場
か
ら
生
活
の
場
へ
と
か
わ
り
、
ク
ラ
ス
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は
一
つ
の
家
に
な
り
ま
す
。
廊
下
は
街
道
で
す
。
そ
の
意
味
で
、母
の「
学
校
も
の
」は
、

根
本
的
に
は
『
春
駒
の
う
た
』
と
同
じ
で
す
。

「
村
」
の
中
で
語
り
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、「
村
」
の
知
恵
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
れ
は
、
教
育
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
か
、
社
会
と
は
と
い
う
主
張
・
思
想
と
は
異
な

り
、
生
き
て
い
く
知
恵
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
、
こ
う
や
っ
て
い
け
ば
生
き
て
い
け
る
よ
と
い
う
よ

う
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

六
　
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
と
教
育

今
回
、
宮
川
健
郎
氏
か
ら
は
四
時
間
近
く
お
話
を
伺
い
、
未
発
表
原
稿
や
宮
川
ひ
ろ

の
蔵
書
、
写
真
な
ど
の
資
料
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。《
学
校
も
の
》
の
背
景
に
関
し
て
、

ま
た
創
作
方
法
に
関
し
て
、
貴
重
な
情
報
が
得
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
簡
潔
に
整
理
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
宮
川
ひ
ろ
の
教
職
経
験
に
つ
い
て
、
公
開
さ
れ
て
い
る
年
譜
や
経
歴
か
ら

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
具
体
的
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。「
は
じ
め
て
勤
め
た
の
は
、

母
校
で
も
あ
る
山
の
分
校
で
し
た
」
と
エ
ッ
セ
イ
「
か
た
み
の
こ
と
ば
」（
『
こ
の
本
だ
い

す
き
通
信
』
一
九
九
九
年
七
月
／
『
あ
て
名
の
な
い
手
紙
』
所
収
）
と
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
七
歳
の
時
、
代
用
教
員
と
し
て
の
勤
務
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
児
童
文
学

創
作
を
始
め
た
後
、
教
壇
に
立
っ
た
の
は
、
一
九
六
八
年
に
産
休
補
助
教
員
と
し
て
勤
め

た
四
ヵ
月
間
だ
け
だ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

第
二
に
、
エ
ッ
セ
イ
の
情
報
を
正
確
な
事
実
と
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
教
職
経
験
に
関
し
て
、
前
掲
の
エ
ッ
セ
イ
「
か
た
み
の
こ
と
ば
」
に
は
、

最
初
に
母
校
の
分
教
場
に
勤
め
て
か
ら
「
一
年
が
す
ぎ
よ
う
と
し
た
と
き
」「
も
う
一
度

上
京
し
て
み
た
い
思
い
を
つ
の
ら
せ
」
て
、「
父
を
一
人
残
し
て
い
く
不
安
と
、
う
し
ろ

め
た
さ
は
あ
り
ま
し
た
が
、東
京
の
採
用
試
験
を
受
け
て
、上
京
し
て
き
ま
し
た
」と
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
出
身
地
で
代
用
教
員
と
し
て
一
年
間
勤
め
た
後
、
上
京
し
て
兄
の

家
に
寄
宿
し
私
立
幼
稚
園
に
勤
務
、
正
教
員
免
許
状
取
得
の
た
め
の
検
定
試
験
を
各
地
で

受
け
て
、
翌
年
、
東
京
で
正
教
員
免
許
状
を
取
得
。
そ
の
後
、
再
び
母
校
の
分
教
場
で
半

年
ほ
ど
教
鞭
を
と
り
、
二
〇
歳
の
時
に
東
京
の
国
民
学
校
に
赴
任
し
て
い
る
。
息
子
が
テ

ス
ト
で
一
〇
点
を
と
っ
た
と
い
う
事
実
が
零
点
と
書
き
か
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
エ
ッ
セ
イ

で
は
経
歴
も
わ
か
り
や
す
く
単
純
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
も
創
作
と
し
て

読
み
や
す
く
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通

し
て
痛
感
し
た
。

第
三
に
、
宮
川
ひ
ろ
が
講
演
会
等
を
通
し
て
日
本
全
国
の
多
く
の
現
職
教
員
と
知
り
合

う
機
会
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
縁
で
実
践
記
録
や
作
文
集
等
が
か
な
り
送
ら
れ
て
き

て
、
そ
れ
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
学
校
や
そ
こ
で
の
子
ど
も
た
ち
の
活

動
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
行
動
と
心
理
に
つ
い
て
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
る
機
会
が

日
常
的
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
が
現
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

第
四
に
、
日
常
の
場
面
で
も
、
創
作
の
際
に
も
、
宮
川
ひ
ろ
は
抽
象
的
な
思
考
が
先

に
立
つ
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
テ
ー
マ
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
具
体
的
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
連
ね
て
作
品
は
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
意
識
的
に
思
想
を

伝
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
作
品
を
子
ど
も
理
解
、
教
職
理
解
の
材
料
、
教
員

養
成
の
教
材
と
し
て
み
た
場
合
、
利
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
五
に
、
未
発
表
原
稿
「
春
駒
」
や
学
童
疎
開
日
誌
、
宮
川
ひ
ろ
に
よ
っ
て
付
箋
の
貼

ら
れ
た
本
、
創
作
の
素
材
と
し
て
活
用
さ
れ
た
息
子
の
作
文
帳
な
ど
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童

文
学
を
考
え
る
際
に
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
が
宮
川
家
に
は
数
多
く
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
学
童
疎
開
日
誌
は
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
と
教
育
の
関
わ
り
を
考
え
る
際

の
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
い
ず
れ
研
究
資
料
と
し
て
公
的
に
保
管
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
よ
い
と
考
え
た
。
文
学
研
究
の
資
料
保
存
は
、
宮
川
ひ
ろ
に
限
ら
ず
課

題
で
あ
ろ
う
。

以
上
五
点
、
簡
潔
に
ま
と
め
た
が
、
い
ず
れ
も
宮
川
ひ
ろ
の
《
学
校
も
の
》
を
教
員
養

成
に
活
用
す
る
際
、作
品
の
意
味
付
け
を
行
う
に
あ
た
っ
て
有
効
な
情
報
と
認
め
ら
れ
る
。

同
時
に
こ
れ
ら
は
、
宮
川
ひ
ろ
研
究
に
お
い
て
必
要
な
情
報
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

教
育
に
か
か
わ
り
を
も
つ
話
で
あ
り
な
が
ら
も
、
今
回
十
分
に
ま
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
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の
は
、
戦
中
を
舞
台
と
す
る
《
学
校
も
の
》
の
背
景
で
あ
る
。
見
せ
て
い
た
だ
い
た
資
料

の
中
に
は
、
学
童
疎
開
時
の
引
率
日
誌
も
あ
っ
た
。
学
童
疎
開
を
描
い
た
『
夜
の
か
げ
ぼ

う
し
』の「
あ
と
が
き
」に
、「
戦
争
は
え
が
け
な
く
て
も
、疎
開
の
生
活
を
教
室
と
思
っ
て
、

教
室
を
え
が
く
つ
も
り
で
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
一
節
の
解
釈
に
つ

い
て
、
宮
川
健
郎
氏
の
考
え
を
伺
う
こ
と
も
で
き
た
。
宮
川
氏
は
、「
社
会
と
か
戦
争
と

か
、
大
状
況
は
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
争
と
い
う
大
状
況
は
そ
の
ま
ま
書
け
な
い
け

れ
ど
も
、
戦
争
の
中
に
確
か
に
子
ど
も
た
ち
が
い
て
、
そ
の
場
所
を
書
け
ば
、
ま
た
子
ど

も
た
ち
が
生
き
て
い
た
様
子
を
書
け
ば
、
教
室
を
書
く
の
と
同
じ
だ
か
ら
書
け
る
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
」と
い
う
。宮
川
ひ
ろ
の
戦
争
児
童
文
学
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、今
後
、

教
育
の
歴
史
を
考
え
る
材
料
と
し
て
活
用
す
る
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
、
情
報
の
整
理

を
進
め
た
い
と
思
う
。

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
が
現
職
教
員
の
実
践
記
録

や
子
ど
も
の
作
文
な
ど
を
素
材
と
し
な
が
ら
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。ま
た
、

具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
重
視
す
る
姿
勢
、「
学
校
」
を
「
村
」
と
捉
え
る
独
自
の
認
識
が

見
え
て
き
た
。
宮
川
ひ
ろ
の
作
品
が
子
ど
も
の
現
実
や
教
室
の
事
実
を
踏
ま
え
た
具
体
性

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
教
員
養
成
に
活
用
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
今
後
は
、
子
ど
も
の
作
文
や
授
業
実
践
記
録
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
と
、
そ
れ
を

素
材
と
す
る
児
童
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
と
の
違
い
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
児
童
文
学

を
教
員
養
成
教
育
に
活
用
す
る
た
め
の
方
策
を
考
え
て
い
き
た
い
。

後
記初

校
校
正
後
、
宮
川
健
郎
氏
か
ら
、
宮
川
ひ
ろ
が
産
休
補
助
教
員
と
し
て
勤
務
し
た
の

は
一
九
六
八
年
の
四
ヵ
月
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
。

宮
川
ひ
ろ
の
第
二
エ
ッ
セ
イ
集
『
あ
て
名
の
な
い
手
紙
』（
二
〇
〇
七
年　

メ
デ
ィ
ア
パ

ル
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
感
動
す
る
心
を
育
て
る
」
に
「
私
は
何
回
か
産
休
補
助
と
い
う

立
場
で
、
教
室
へ
出
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
を
見
つ
け
た
か
ら

と
の
こ
と
で
あ
る
。
生
前
の
宮
川
ひ
ろ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
て
、
健
郎
氏
が
編

ん
だ
未
発
表
年
譜
に
は
、
産
休
補
助
教
員
と
し
て
の
勤
務
に
つ
い
て
は
一
九
六
八
年
の

四
ヵ
月
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
本
稿
の
記
述
は
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て

【
謝
辞
】
末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
宮
川
ひ
ろ
の
児
童
文
学
の
背
景
と
創
作
方
法
を
め

ぐ
っ
て
詳
し
く
お
話
し
く
だ
さ
る
と
と
も
に
、
貴
重
な
遺
品
を
ご
披
露
く
だ
さ
り
、
伺
っ
た
お
話
を
ま
と
め

る
こ
と
を
ご
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
宮
川
健
郎
氏
と
そ
の
ご
家
族
の
ご
厚
意
に
心
よ
り
感
謝
し
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
調
査
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
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