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一一  

時時
代代
状状
況況 

 三
十
九
年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
と
共
に
、
東
海
道
新
幹
線

が
開
業
し
、
ひ
か
り
号
に
よ
る
最
高
時
速
二
一
〇
キ
ロ
達
成
な
ど
、
明
る
い

話
題
が
あ
っ
た
。
四
十
年
代
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
爆
撃

の
開
始
（
四
十
年
）
、
中
国
の
文
化
大
革
命
の
開
始
（
四
十
一
年
）
、
そ
し

て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
第
三
次
中
東
戦
争
と
、
紛
争
混
乱
が

続
い
て
お
り
、
ア
ジ
ア
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
間
、
日
本
で
は
好
景
気

が
続
き
、
四
十
三
年
に
は
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
が
資
本
主
義
世
界
で
第

二
位
に
達
し
、
日
本
経
済
は
世
界
の
驚
異
と
い
わ
れ
る
程
の
成
長
を
示
し

た
。 

 

世
間
で
は
、
新
教
育
を
標
的
と
す
る
「
学
力
の
低
下
」
の
声
が
か
ま
び

す
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

生
産
第
一
主
義
に
よ
る
経
済
成
長
政
策
は
、
大
量
の
産
業
廃
棄
物
に
よ

る
公
害
を
発
生
さ
せ
、
水
俣
病
・
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
・
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
な

ど
、
人
命
を
奪
う
被
害
や
深
刻
な
環
境
汚
染
を
ひ
き
お
こ
し
て
大
き
な
問

題
を
残
し
た
。 

 
 

一
九
六
〇
（
昭
三
五
）
年
に
学
習
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
た
。
国
語
科

編
の
委
員
長
は
時
枝
誠
記
氏
で
あ
っ
た
。 

 

戦
後
一
〇
年
余
の
「
国
語
教
育
の
自
明
性
」
へ
の
「
揺
ら
ぎ
」
を
超
え
て
、

教
科
と
し
て
の
国
語
科
の
目
標
論
・
内
容
論
・
方
法
論
を
明
確
に
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。 

「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
目
標
」
は
、
次
の
よ
う
な
三
項
目
に
整
理
さ
れ
て

い
た
。 

 
 

１ 

生
活
に
必
要
な
国
語
の
能
力
を
高
め
、
言
語
文
化
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、
思
考
力
・
批
判
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に
し
て
、
言
語
生
活

の
向
上
を
図
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
の
言
語
生
活
主
義
を
継
承
す
る
も
の
で
、

そ
の
後
の
国
語
科
目
標
論
を
方
向
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

２ 

経
験
を
広
め
、
知
識
を
求
め
、
教
養
を
高
め
る
た
め
に
、
ま
た
、
思

想
や
感
情
を
人
に
伝
え
る
た
め
に
、
目
的
や
場
に
応
じ
て
正
し
く
的
確
に

理
解
し
表
現
す
る
態
度
や
技
能
を
養
う
。
ス
プ
ー
ト
ニ
ッ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク

（
昭
３
２
年
）
を
背
景
に
し
た
科
学
技
術
教
育
と
読
解
指
導
へ
の
要
望
を

受
け
止
め
た
能
力
主
義
・
技
術
主
義
へ
と
方
向
転
換
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。 

 

３ 

こ
と
ば
の
は
た
ら
き
を
理
解
さ
せ
、
国
語
に
関
す
る
知
識
を
高
め
、

国
語
に
対
す
る
関
心
や
自
覚
を
深
め
て
、
国
語
を
尊
重
し
、
そ
の
発
展

に
寄
与
す
る
態
度
や
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。
こ
れ
は
こ
と
ば
の

機
能
に
関
ス
ル
知
識
や
許
与
う
を
を
深
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

基
準
課
程
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
の
一
応
の
作
成
を
終
え
た
わ
が
国
の
教

育
界
は
、
一
九
五
二
年
頃
か
ら
学
習
指
導
法
の
実
践
的
研
究
と
授
業
改
善

に
向
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 

一
九
六
〇
年
版
「
学
習
指
導
要
領
」
は
、
工
業
化
社
会
へ
の
人
材
配
置
を

想
定
し
て
生
徒
の
能
力
、
適
性
、
進
路
に
応
ず
る
教
育
課
程
の
再
編
を
め
ざ

し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
学
校
間
の
格
差
を
生
み
、
職
業
課
程
の
高
校
か

ら
は
、
ほ
と
ん
ど
国
公
立
大
学
に
進
学
で
き
な
い
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ

た
。
戦
後
高
校
教
育
の
理
念
の
一
角
で
あ
っ
た
「
総
合
選
抜
制
」
が
崩
さ
れ

る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
告
示
」
と
い
う
「
法
的
拘
束
力
」

を
持
た
せ
た
た
め
、
当
時
の
教
育
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
に
お
い
て
は
、
一
斉

指
導
と
受
験
教
育
を
助
長
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
た
。 

 
時
枝
誠
記
の
言
語
を
分
節
し
て
捉
え
る
考
え
方
は
、
現
代
の
大
規
模
工

場
生
産
に
馴
染
む
も
の
が
あ
っ
た
。 

  

時
枝
誠
記
は
、 

総
合
主
義
国
語
教
育
を
批
判
し
、
文
学
教
育
（
感
化

主
義
）
を
否
定
し
た
。
説
明
的
文
章
の
学
習
指
導
を
奨
励
し
た
。 

 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二二  

指指
導導
要要
領領
のの
改改
訂訂
にに
よよ
るる
学学
校校
現現
場場
のの
変変
化化 

  
  

  
  
―

鳥鳥
取取
西西
高高
校校
のの
場場
合合―

 
 

 

要
領
が
学
校
現
場
に
与
え
た
影
響
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 

各
科
目
・
単
位
数
に
つ
い
て
、
明
確
な
数
字
が
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
全

員
必
修
単
位
数
と
科
目
が
指
定
さ
れ
、
そ
の
修
得
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
卒

業
認
定
が
で
き
な
い
こ
こ
と
に
な
っ
た
。 

        
→

各
高
等
学
校
は
、
教
育
課
程
の
再
編
を
お
こ
な
い
、
３
年
生
に

つ
い
て
は
Ａ
～
Ｄ
の
４
類
型
を
設
け
、
生
徒
自
身
の
選
択
に
よ
っ
て
、
そ
の

進
路
に
対
応
し
得
る
方
策
が
と
ら
れ
た
。 

        
 

鳥
取
西
高
校
の
場
合 

Ａ 

就
職
コ
ー
ス 

                            

Ｂ 

私
立
文
系 

                            

Ｃ 

国
立
文
理
系 

                         
 

 

Ｄ  

理
工
系 

     

○ 

受
験
指
導
の
強
化 

           

鳥
取
西
高
校 

そ
の
一
例
と
し
て
の
補
習
授
業
の
慣
例
化 

               

１
９
６
２
（
昭
和37

）
年 

三
年
生
に
早
朝
６
時
５

０
分
～
８
時
１
０
分
＝
さ
な
が
ら
準
授
業
の
感
が
あ
っ
た
。 

進
路
指
導

費
も
増
額
さ
れ
て
い
っ
た
。
（
『
鳥
取
西
高
百
年
史
』 

ｐ781

） 

   

夏
期
休
暇
中
は
全
学
年
通
し
て
約
十
日
間
の
補
習
授
業
が
お
こ
な
わ

れ
た
。 

  

○ 

戦
後
の
ベ
ビ
イ
ブ
ー
ム
の
影
響 

     

ベ
ビ
イ
ブ
ー
ム
が
高
校
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九

六
二
（
昭
和
三
七
）
年
度
（
２
２
年
生
ま
れ
の
新
入
生
）
か
ら
で
あ

る
。 

 
 

 

鳥
取
西
高
の
場
合
、
昭
和
３
７
年
度 

３
８
年
度  
３
９
年
度 

 
 

 
 

 

全
日
制
普
通
科 

４
８
８
名   

 
 

７
１
３      
７
１
９ 

          

家
庭
科 

 
 

 
 

５
５        

１
１
０      
１
１
０  

 

全
校
計 

２
１
９
５ 

                

＊
学
級
増
を
重
ね
、
学
校
が
マ
ン
モ
ス
化
し
た
。 

     

○ 

特
に
高
等
学
校
に
力
点
が
置
か
れ
、
多
様
化
と
適
性
に
応
じ
た

教
育
が
め
ざ
さ
れ
た
。 

     

① 

小
・
中
・
高
の
教
育
課
程
の
一
貫
性―

―

重
複
を
避
け
る 

     

② 

類
型
（
昭
３
１
に
現
れ
た
）
の
徹
底―

―

科
目
の
学
年
指
定 

       

語→

甲
・
乙
、
漢
文→

現
代
国
語
、
古
典
甲
・
古
典
乙
Ⅰ
・
古
典

乙 
   
 

 
 

三 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
の
作
文
教
育
と
生
活
指
導 

  

⒈ 

は
ら
だ
の
実
践
作
文
教
育 

 

一
九
五
〇
年
代
の
作
文
教
育
を
拓
い
た
、
は
ら
だ
・
し
ん
い
ち
は
生
活

綴
り
方
の
教
師
で
あ
っ
た
。 

 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
は
、
一
九
二
五
年
福
岡
市
に
生
ま
れ
三
歳
で
台
湾

に 

渡
る
。
台
南
師
範
学
校
本
科
卒
業
。
当
時
、
長
崎
県
大
村
市
西
大
村
中
学 

校
教
諭
。
二
年
五
組
担
任
。
教
科
担
当
は
一
年
生
四
学
級
の
国
語
と
図
画 

を
一
学
級
、
そ
れ
に
自
分
の
学
級
の
国
語
、
占
め
て
週
二
十
四
時
間
。
そ 

の
一
年
間
を
記
録
し
た
も
の
が
、
『
中
学
生
の
教
室
』
一
九
五
九
（
昭
和 

三
四
）
年
七
月
三
〇
日 

麦
書
房
） 

と
し
て
発
表
し
た
。 

  

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
は
、
一
九
五
六
年
六
月
、
市
販
の
『
自
由
日
記
』 

（ 2 ）
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（ 3 ）

―  24 ―



 

 
 

を
使
っ
て
「
学
級
作
文
日
記―

―

二
年
五
組―

―

」
を
書
か
せ
る
こ
と
に 

し
た
。
作
文
は
放
課
後
、
残
っ
て
書
く
。
学
級
の
記
録
と
し
て
要
点
だ
け 

を
簡
潔
に
書
く
「
学
級
日
誌
」
と
区
別
し
て
「
学
級
作
文
日
記
」
に
は
、 

「
自
分
が
生
活
の
中
で
つ
か
み
取
っ
た
主
題
を
中
心
に
、
構
想
を
し
っ 

か
り
つ
か
ん
だ
上
で
、
読
み
手
を
意
識
し
、
で
き
る
だ
け
く
わ
し
く
、
場 

合
に
よ
っ
て
は
文
章
の
効
果
ま
で
ね
ら
っ
て
書
く
。 

 

書
き
方
に
つ
い
て
、
生
徒
か
ら
質
問
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
や
り
と 

り
を
し
た
。 

 

「
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
ん
時
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
？
」 

 

「
先
生
の
と
こ
ろ
に
習
い
に
い
っ
て
も
よ
か
で
す
か
」 

 

「
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
、
み
ん
な
が
そ
う
し
て
下
さ
っ
た
ら
、
お
喜
び
に 

な
ら
れ
る
の
は
先
生
で
す
」 

「
な
ん
ま
い
書
い
て
も
よ
か
で
す
か
」 

「
か
ま
い
ま
せ
ん
。
二
百
ま
い
使
お
う
と
三
百
ま
い
使
お
う
と
、
た

だ
し
、
一
カ
月
で
ね
。
」
（
１
１
２
・
１
１
３
頁
） 

 

こ
の
「
学
級
作
文
日
記
」
を
通
し
て
、
は
ら
だ
学
級
で
は
「
よ
い
学
級
づ

く
り
」
が
進
ん
で
い
た
。
教
室
の
美
化
、
オ
ト
コ
・
オ
ン
ナ
意
識
の
過
剰
症
、

女
子
の
対
立
、
「
あ
あ
、
学
校
に
来
た
く
な
い
」
症
な
ど
が
克
服
さ
れ
て
い

っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
二
学
期
が
終
わ
っ
て
四
日
目
（
９
月
４
日
）
に
習
字
事
件
が 

起
き
た
。 

「
学
級
日
記
」
に
永
江
克
彦
君
が
書
い
た
の
で
あ
る
。 

次
の
授
業
は
習
字
で
あ
る
。
ぼ
く
は
道
具
を
わ
す
れ
て
い
た
の
で

び
く
び
く
で
は
い
っ
て
い
っ
た
。
出
口
光
子
先
生
が
来
た
。 

「
習
字
道
具
を
か
す
れ
た
人
は
前
に
出
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
ひ
と

り
ず
つ
理
由
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ん
と
い
お
う
か
な
？

そ
う
だ
「
め
ん
ど
く
さ
か
っ
た
、
に
き
め
た
。
わ
る
い
と
思
い
な
が
ら

い
う
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。 

 
 

 

私
（
は
ら
だ
教
諭
）
は
驚
き
ま
し
た
。
驚
い
た
の
は
、
「
［
理
由
を
言

え
と
言
わ
れ
て
か
ら
の
永
江
の
コ
ト
バ
で
し
た
。
永
江
は
人
な
つ
っ

こ
い
お
と
な
し
い
子
な
の
で
す
。
両
親
を
失
い
伯
父
伯
母
に
引
き
と

ら
れ
て
生
活
し
て
い
る
気
の
毒
な
子
な
の
で
、
私
も
他
の
子
よ
り
目

を
か
け
、
別
れ
別
れ
に
暮
ら
し
て
い
る
兄
や
姉
に
生
活
力
が
つ
く
ま

で
、
で
き
る
だ
け
ス
ナ
オ
に
成
育
す
る
よ
う
に
、
気
を
つ
け
て
や
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 

そ
の
Ｎ
が
、
こ
ん
な
コ
ト
バ
を
と
っ
さ
の
思
い
つ
き
と
は
い
え
、 

に
し
た
こ
と
に
驚
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
習
字
と
い
う
教

科
で
あ
る
こ
と
、
先
生
が
女
の
先
生
で
あ
る
こ
と
も
気
に
な
り
ま
し

た
。
（
一
一
七
・
一
一
八
頁
） 

 

は
ら
だ
教
諭
は
、
「
学
級
日
記
」
で
Ｎ
く
ん
ヘ
「
も
う
一
度
、
自
分
の
作

文
を
読
み
直
す
」
こ
と
を
要
求
し
た
。…

…
 

  
 

 

君
が
あ
り
の
ま
ま
書
い
て
く
れ
た
こ
と
は
本
当
に
よ
か
っ
た
と

思
う
。
君
自
身
に
と
っ
て
も
大
事
な
問
題
を
、
君
は
書
き
残
し
て
い

る
の
だ
か
ら…

…

。
も
う
一
度
、
自
分
の
作
文
を
読
み
か
え
し
て
考

え
て
ご
ら
ん
。 

 
 

ま
ず
ボ
ク
の
授
業
の
時
の
君
は
、
ボ
ク
に
「
暑
い
か
ら
大
変
だ
ろ

う
」
と
暖
か
い
心
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
出
口
先
生

に
対
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
時
間
割
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
道
具
を

持
っ
て
こ
な
い
で
、
い
い
加
減
に
「
め
ん
ど
う
く
さ
か
っ
た
」
と
答

え
て
い
る
。
も
し
、
本
気
で
こ
う
考
え
、
こ
う
言
っ
た
と
し
た
ら
、

何
と
思
慮
（
考
え
方
）
の
浅
い
君
だ
っ
た
ろ
う
。 

 
 

 
ボ
ク
は
、
出
口
先
生
の
気
持
に
な
っ
て
考
え
た
時
、
こ
の
コ
ト
バ

に
憤
り
さ
え
感
じ
る
。
多
く
の
人
を
愛
し
、
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
共
ど

 

 
 

も
に
発
展
し
栄
え
て
い
く
こ
と
を
願
う
子
ど
も
た
ち
を
作
り
た
い

と
い
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
つ
も
り
の
ぼ
く
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
ダ

メ
だ
な
と
反
省
も
し
て
い
る
。
（
一
二
〇
頁
） 

そ
の
後
、
は
ら
だ
教
諭
は
考
え
直
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
Ｎ
個
人
の
問
題 

で
は
な
く
学
級
づ
く
り
の
た
め
の
学
習
観
の
変
革
の
問
題
で
あ
る
と
捉

え
直
し
、
学
級
全
員
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
（
１
２
１
頁
） 

そ
こ
で
、
は
ら
だ
教
諭
は
、
翌
日
、
習
字
の
時
間
に
起
き
た
出
来
事
に
つ

い
て
、
全
員
に
書
い
て
も
ら
い
、
夜
、
整
理
し
て
教
室
に
持
ち
込
み
、
ホ 

ー
ム
ル
ー
ム
の
話
題
に
し
、
指
名
し
て
そ
の
作
文
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と

に
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
は
読
み
始
め
た
が
、
手
が
ふ
る
え
て
読
み
続
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
教
師
が
代
わ
っ
て
読
み
終
え
た
。
つ
づ
け
て
他
の
生
徒
に
、
Ｎ
ら
の

こ
う
い
う
批
判
し
て
い
る
作
文
を
読
ん
で
も
ら
お
う
と
し
た
が
、
手
を
挙

げ
て
読
も
う
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。 

 
 

私
（
は
ら
だ
教
諭
）
が
憎
ん
だ
の
は
、
先
生
と
は
い
え
、
女
を
弱
い 

も
の
と
み
て
、
こ
の
残
酷
な
コ
ト
バ
を
吐
き
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
学 

級
担
任
、
し
か
も
男
で
あ
る
私
に
対
し
て
は
気
兼
ね
し
て
い
る
こ
の
子
た

ち
の
態
度
で
し
た
。 

い
や
、
そ
ん
な
タ
イ
プ
を
半
年
近
く
も
是
正
で
き
な
か
っ
た
自
分
自

身
の
不
甲
斐
な
さ
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。…

…
…

中
略…

…
…

 

そ
し
て
、
本
当
の
友
情
が
あ
り
勇
気
が
あ
る
な
ら
、
一
人
で
も
よ 

 
 

い
、
自
分
か
ら
進
ん
で
読
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。
放
課
後
の
ホ
ー
ム
ル
ー

ム
で
は
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
「
こ
れ
か
ら
の
習
字
の
時
間
を

ど
う
す
る
か
」
話
し
合
わ
せ
た
。
（
一
二
八
・
一
二
九
頁
） 

  

放
課
後
に
提
出
さ
れ
た
作
文
の
一
例 

 
 

よ
わ
む
し 

 
 

 
 

 
 

 

Ｋ 
 

き
ょ
う
の
原
田
先
生
の
表
情
、
口
調
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ

に
鬼
と
同
じ
様
だ
っ
た
。 

 

永
江
君
の
作
文
を
読
ま
れ
る
時
に
、
お
と
と
い
の
出
来
事
が
、
走
馬

灯
の
よ
う
に
頭
に
え
が
き
だ
さ
れ
た
。
（
＊
１
） 

そ
れ
は
、
習
字
の
時
間
だ
っ
た
。
教
科
の
先
生
は
女
の
出
口
先
生

な
の
で
、
始
ま
っ
た
す
ぐ
か
ら
、
わ
い
わ
い
わ
い
と
学
級
全
体
が
さ

わ
い
で
い
た
。
女
の
先
生
だ
か
ら
し
か
ら
れ
る
心
配
が
な
い
と
安

心
し
て
だ
ろ
う
。
水
、
ス
ズ
リ
の
用
意
も
出
来
て
い
な
い
人
が
大
半

た
っ
た
。
こ
の
様
子
を
だ
ま
っ
て
見
な
が
ら
、
先
生
が
は
い
っ
て
こ

ら
れ
た
。 

 

日
直
が
ち
ょ
う
ど
水
く
み
に
い
っ
て
い
た
の
で
後
か
ら
教
室
に

入
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
勉
強
が
は
じ
ま
っ
た
。
だ
が
、
ま
だ
話
声
が

聞
え
て
い
る
。
こ
れ
は
一
学
期
の
時
も
同
様
だ
。
少
し
も
な
お
っ
て

い
な
い
。
先
生
は
だ
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。 

「
習
字
道
具
を
わ
す
れ
た
人
は
前
に
出
な
さ
い
」
（
＊
２
） 

と
、
に
が
わ
ら
い
し
な
が
ら
言
わ
れ
た
。 

 
 

 
 

 

十
人
ば
か
り
が
、
ど
や
ど
や
と
出
て
行
っ
た
。
野
田
君
に
（
＊

３
）
「
わ
け
を
い
い
な
さ
い
」
と
笑
い
顔
で
い
わ
れ
た
。
野
田

君
は
何
か
も
じ
も
じ
し
て
い
わ
な
い
。
「
そ
れ
で
は
次
」
と
、

北
村
君
に
問
わ
れ
た
。
み
ん
な
の
視
綟
が
体
の
大
き
い
北
村

君
の
方
に
そ
そ
が
れ
た
。
北
村
君
は
先
生
の
机
に
手
を
つ
い

て
、
「
お
い
は
す
か
ん
け
ん
、
わ
ざ
と
持
っ
て
こ
ん
や
っ
た
」

（
＊
４
）
と
答
え
た
。
先
生
は
笑
い
な
が
ら
（
＊
５
）
「
そ
ん
な

ら
、
他
の
学
科
も
す
か
ん
け
ん
（
好
か
な
い
か
ら
）
も
っ
て
こ

ん
と
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
「
他
の
学
科
は
み
ん
な
す
い
と
っ
も

ん
（
好
き
だ
も
の
）
」
と
北
村
君
が
答
え
た
。
先
生
は
又
「
食

べ
物
は
す
か
ん
て
い
う
て
食
べ
ん
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

（
＊
６
）
「
食
べ
物
の
す
か
ん
と
は
な
ん
ね
」
と
先
生
が
問
い

か
け
た
ら
、
北
村
君
が
、
「
玉
ね
ぎ
に
ら
っ
き
よ
」
と
、
て
れ

（ 4 ）
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も
に
発
展
し
栄
え
て
い
く
こ
と
を
願
う
子
ど
も
た
ち
を
作
り
た
い

と
い
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
つ
も
り
の
ぼ
く
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
ダ

メ
だ
な
と
反
省
も
し
て
い
る
。
（
一
二
〇
頁
） 

そ
の
後
、
は
ら
だ
教
諭
は
考
え
直
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
Ｎ
個
人
の
問
題 

で
は
な
く
学
級
づ
く
り
の
た
め
の
学
習
観
の
変
革
の
問
題
で
あ
る
と
捉

え
直
し
、
学
級
全
員
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
考
え
た
。
（
１
２
１
頁
） 

そ
こ
で
、
は
ら
だ
教
諭
は
、
翌
日
、
習
字
の
時
間
に
起
き
た
出
来
事
に
つ

い
て
、
全
員
に
書
い
て
も
ら
い
、
夜
、
整
理
し
て
教
室
に
持
ち
込
み
、
ホ 

ー
ム
ル
ー
ム
の
話
題
に
し
、
指
名
し
て
そ
の
作
文
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と

に
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
Ｎ
は
読
み
始
め
た
が
、
手
が
ふ
る
え
て
読
み
続
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
教
師
が
代
わ
っ
て
読
み
終
え
た
。
つ
づ
け
て
他
の
生
徒
に
、
Ｎ
ら
の

こ
う
い
う
批
判
し
て
い
る
作
文
を
読
ん
で
も
ら
お
う
と
し
た
が
、
手
を
挙

げ
て
読
も
う
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。 

 
 

私
（
は
ら
だ
教
諭
）
が
憎
ん
だ
の
は
、
先
生
と
は
い
え
、
女
を
弱
い 

も
の
と
み
て
、
こ
の
残
酷
な
コ
ト
バ
を
吐
き
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
学 

級
担
任
、
し
か
も
男
で
あ
る
私
に
対
し
て
は
気
兼
ね
し
て
い
る
こ
の
子
た

ち
の
態
度
で
し
た
。 

い
や
、
そ
ん
な
タ
イ
プ
を
半
年
近
く
も
是
正
で
き
な
か
っ
た
自
分
自

身
の
不
甲
斐
な
さ
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。…

…
…

中
略…

…
…

 

そ
し
て
、
本
当
の
友
情
が
あ
り
勇
気
が
あ
る
な
ら
、
一
人
で
も
よ 

 
 

い
、
自
分
か
ら
進
ん
で
読
ん
で
ほ
し
か
っ
た
。
放
課
後
の
ホ
ー
ム
ル
ー

ム
で
は
、
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
、
「
こ
れ
か
ら
の
習
字
の
時
間
を

ど
う
す
る
か
」
話
し
合
わ
せ
た
。
（
一
二
八
・
一
二
九
頁
） 

  

放
課
後
に
提
出
さ
れ
た
作
文
の
一
例 

 
 

よ
わ
む
し 

 
 

 
 

 
 

 

Ｋ 
 

き
ょ
う
の
原
田
先
生
の
表
情
、
口
調
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ

に
鬼
と
同
じ
様
だ
っ
た
。 

 

永
江
君
の
作
文
を
読
ま
れ
る
時
に
、
お
と
と
い
の
出
来
事
が
、
走
馬

灯
の
よ
う
に
頭
に
え
が
き
だ
さ
れ
た
。
（
＊
１
） 

そ
れ
は
、
習
字
の
時
間
だ
っ
た
。
教
科
の
先
生
は
女
の
出
口
先
生

な
の
で
、
始
ま
っ
た
す
ぐ
か
ら
、
わ
い
わ
い
わ
い
と
学
級
全
体
が
さ

わ
い
で
い
た
。
女
の
先
生
だ
か
ら
し
か
ら
れ
る
心
配
が
な
い
と
安

心
し
て
だ
ろ
う
。
水
、
ス
ズ
リ
の
用
意
も
出
来
て
い
な
い
人
が
大
半

た
っ
た
。
こ
の
様
子
を
だ
ま
っ
て
見
な
が
ら
、
先
生
が
は
い
っ
て
こ

ら
れ
た
。 

 

日
直
が
ち
ょ
う
ど
水
く
み
に
い
っ
て
い
た
の
で
後
か
ら
教
室
に

入
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
勉
強
が
は
じ
ま
っ
た
。
だ
が
、
ま
だ
話
声
が

聞
え
て
い
る
。
こ
れ
は
一
学
期
の
時
も
同
様
だ
。
少
し
も
な
お
っ
て

い
な
い
。
先
生
は
だ
ま
っ
て
お
ら
れ
る
。 

「
習
字
道
具
を
わ
す
れ
た
人
は
前
に
出
な
さ
い
」
（
＊
２
） 

と
、
に
が
わ
ら
い
し
な
が
ら
言
わ
れ
た
。 

 
 

 
 

 

十
人
ば
か
り
が
、
ど
や
ど
や
と
出
て
行
っ
た
。
野
田
君
に
（
＊

３
）
「
わ
け
を
い
い
な
さ
い
」
と
笑
い
顔
で
い
わ
れ
た
。
野
田

君
は
何
か
も
じ
も
じ
し
て
い
わ
な
い
。
「
そ
れ
で
は
次
」
と
、

北
村
君
に
問
わ
れ
た
。
み
ん
な
の
視
綟
が
体
の
大
き
い
北
村

君
の
方
に
そ
そ
が
れ
た
。
北
村
君
は
先
生
の
机
に
手
を
つ
い

て
、
「
お
い
は
す
か
ん
け
ん
、
わ
ざ
と
持
っ
て
こ
ん
や
っ
た
」

（
＊
４
）
と
答
え
た
。
先
生
は
笑
い
な
が
ら
（
＊
５
）
「
そ
ん
な

ら
、
他
の
学
科
も
す
か
ん
け
ん
（
好
か
な
い
か
ら
）
も
っ
て
こ

ん
と
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
「
他
の
学
科
は
み
ん
な
す
い
と
っ
も

ん
（
好
き
だ
も
の
）
」
と
北
村
君
が
答
え
た
。
先
生
は
又
「
食

べ
物
は
す
か
ん
て
い
う
て
食
べ
ん
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

（
＊
６
）
「
食
べ
物
の
す
か
ん
と
は
な
ん
ね
」
と
先
生
が
問
い

か
け
た
ら
、
北
村
君
が
、
「
玉
ね
ぎ
に
ら
っ
き
よ
」
と
、
て
れ

（ 5 ）

―  22 ―



 

 
 

く
さ
そ
う
に
、
頭
を
か
き
な
が
ら
い
っ
た
。 

「
そ
ん
な
ら
、
ス
キ
ヤ
キ
な
ん
か
食
べ
ら
れ
ん
た
い
（
食
べ
ら
れ
な
い
）
」 

 
と
言
わ
れ
た
。
す
る
と
北
村
君
は
「
家
で
は
さ
っ
さ
ん
も
ん
（
し
な
い

も
の
）
」
と
答
え
た
。
こ
れ
で
先
生
は
「
は
っ
は
っ
は
っ
」
と
笑
わ
れ
た
。

「
自
習
し
た
方
が
よ
か
で
す
」
（
＊
７
）
と
又
、
北
村
君
が
い
っ
た
。
先
生

は
、
北
村
君
の
机
を
ち
ら
っ
と
見
て
、
「
ほ
う
、
日
記
の
自
習
ね
」
と
小

声
で
だ
れ
に
も
聞
え
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
僕
の
後
に
お
ら
れ
た
の

で
ぼ
く
に
は
よ
く
聞
え
た
。
「
帰
っ
て
よ
し
」
と
言
わ
れ
て
、
北
村
君
は

ず
か
ず
か
と
か
と
席
に
も
ど
っ
た
。 

 

今
度
は
稲
村
君
に
言
わ
れ
た
。
「
は
い
、
わ
す
れ
た
理
由
を
言
い
な
さ

い
」
と
！
（
＊
８
）
す
る
と
、
稲
村
君
が
、
「
ぼ
く
も
わ
ざ
と
わ
す
れ
ま

し
た
」
と
、
机
に
手
を
つ
き
な
が
ら
言
っ
た
。
「
そ
ん
な
ら
他
の
学
科
も

す
か
ん
と
き
は
、
持
っ
て
こ
ん
と
ね
。
ほ
う
」
と
言
っ
て
、
す
ぐ
に
「
席

に
つ
き
な
さ
い
」
と
稲
村
君
に
言
わ
れ
た
。
他
の
人
は
「
ス
ミ
を
わ
す
れ

た
」
「
筆
を
も
た
な
い
」
等
と
言
っ
て
席
に
つ
い
た
。
だ
が
、
最
後
の
永

江
君
は
、「
め
ん
ど
う
く
さ
か
っ
た
の
で
持
っ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た
」（
＊

９
）
と
、
先
生
の
方
を
見
て
顔
を
赤
く
し
な
が
ら
い
っ
た
。 

 

ほ
ん
の
こ
れ
だ
け
（
＊10

）
、
習
字
一
時
間
の
短
い
時
間
に
起
っ
た
こ

と
が
、
原
田
先
生
に
と
っ
て
、
重
大
な
問
題
に
な
る
と
は
？
き
ょ
う
の
先

生
の
話
、
永
江
君
の
作
文
に
対
し
て
の
批
評
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
知
る

こ
と
が
出
来
た
。
今
の
三
人
の
、
先
生
に
対
す
る
答
え
、
す
な
わ
ち
、
ど

う
し
て
忘
れ
た
の
か
の
理
由
を
言
う
と
き
の
態
度
、
こ
と
ば
の
や
り
と

り
は
、
先
生
が
一
言
い
え
ば
、
人
を
わ
ら
わ
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
一
言
お

も
し
ろ
い
こ
と
を
答
え
る
。
い
か
に
も
先
生
を
ば
か
に
し
た
よ
う
な
、
か

ら
か
う
よ
う
か
こ
と
ば
！ 

前
の
作
文
に
書
い
た
よ
う
に
、
こ
の
人
た

ち
が
も
し
、
こ
れ
を
本
気
で
考
え
て
答
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
学
の
二

年
生
で
は
な
い
と
僕
は
断
言
し
た
い
。 

 

お
そ
ら
く
。
み
ん
な
も
僕
と
同
じ
考
え
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
以
後
、
習

字
の
時
間
と
い
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
学
科
に
お
い
て
、
ま
じ
め
に
真
剣
に
考

え
、
物
ご
と
を
正
し
く
行
う
よ
う
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。
僕
も
委
員
長

と
し
て
、
お
と
と
い
の
問
題
を
自
分
の
や
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
が
ん

ば
り
た
い
。 

 
 

〇
稿
者
注
、
以
下
の
番
号
は
、
は
ら
だ
教
諭
の
朱
入
れ
（
い
わ
ゆ
る

赤
ペ
ン
）
で
あ
る
。 
 

 

（
＊
１
） 

コ
ト
バ
の
結
び
は
話
す
時
で
も
書
く
と
き
で
も
そ
ろ
え
た

ほ
う
が
よ
い
。 

 

（
＊
２
）
何
か
に
気
づ
い
て
だ
な
？ 

 

（
＊
３
）
出
口
先
生
は
最
初
に
誰
が
？ 

い
つ
？ 

 

（
＊
４
）
こ
の
コ
ト
バ
は
を
き
ょ
う
み
ん
な
に
考
え
て
も
ら
っ
た
通
り
、

実
に
ひ
ど
い
。 

 

（
＊
５
）
ど
ん
な
笑
い
か
た
だ
っ
た
ろ
う
。
笑
い
方
に
も
色
々
あ
る
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
が
く
わ
し
く
書
く
と
こ
ろ
。 

 

（
＊
６
）
こ
の
コ
ト
バ
を
先
生
の
表
情
や
動
作
を
コ
ト
バ
に
す
る
と
よ

い
。 

 

（
＊
７
）
こ
の
コ
ト
バ
の
前
に
出
口
先
生
の
コ
ト
バ
が
あ
っ
た
は
ず
？ 

 

（
＊
８
）
使
い
方
が
お
か
し
い
。 

 

（
＊
９
）
こ
の
表
情
の
弱
さ
に
く
ら
べ
て
、
言
っ
た
コ
ト
バ
は
、
な
ん 

と
ひ
ど
い
コ
ト
バ
だ
っ
た
ろ
う
。
本
当
に
思
慮
の
足
り
な
い 

ト
バ
だ
。 

 
 

 

（
＊
10
）
ボ
ク
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
君
た
ち
み
ん
な
の
問
題 

 
 

 
 

だ
（
１
３
２
頁
） 

三
二
頁
） 

 
こ
の
作
文
に
対
し
て
、
は
ら
だ
教
諭
は
、
「
学
級
作
文
日
記
」
に
次
の

文
章
を
書
い
た
。 

 
 

 
き
ょ
う
の
先
生
は
本
当
に
鬼
の
よ
う
様
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
先
生
に
と
っ
て
は
、
Ｋ
君
も
稲
村
君
も
担
任
の
子
に
あ

 

 
 

る
こ
と
に
違
い
な
い
。
Ｎ
君
も
同
じ
。
三
人
の
家
庭
の
こ
と
も
知
っ

て
い
る
し
、
苦
し
み
ら
し
い
苦
し
み
を
知
ら
な
い
で
育
っ
て
い
る

人
た
ち
よ
り
は
、
む
し
ろ
す
な
お
な
た
く
ま
し
い
心
を
持
っ
た
人

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
願
っ
て
い
る
。 

だ
か
ら
、
お
と
と
い
、
こ
の
出
来
事
を
知
っ
た
瞬
間
か
ら
、
こ
の

問
題
を
発
展
さ
せ
て
一
気
に
、
み
ん
な
が
真
剣
な
学
習
を
す
る
よ

う
に
し
た
い
と
考
え
た
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
先
生
の
考
え
方
を

押
し
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
学
級
日
記
を
一
日
中

止
し
て
、
み
ん
な
が
そ
の
時
、
何
を
考
え
て
い
た
か
、
忘
れ
た
人
や
、

こ
ん
な
コ
ト
バ
を
は
い
た
三
人
の
人
が
何
を
思
っ
て
い
た
か
、
記

録
し
て
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
を
自
分
で
読
ん
で
も
ら
っ
て
、
み
ん
な

で
新
し
い
学
習
態
度
を
考
え
て
み
た
い
と
希
っ
た
の
だ
。 

 
 

 

だ
か
ら
、
き
の
う
、
き
ょ
う
、
先
生
は
計
画
通
り
事
を
運
ん
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
泣
き
な
が
ら
読
む
Ｎ
く
ん
や
打
ち
ひ
し
が
れ
た
よ
う

に
し
て
い
る
北
村
く
ん
た
ち
を
み
る
と
「
か
わ
い
そ
う
に
」
と
い
う

気
特
は
起
る
よ
。
だ
け
ど
、
先
生
は
自
分
の
感
情
を
お
さ
え
た
。
昔

の
先
生
な
ら
あ
く
ま
で
も
Ｎ
く
ん
に
読
ま
せ
た
は
ず
だ
け
ど
、 

今
の
先
生
は
少
し
弱
く
な
っ
て
い
る
な
あ
ー
。
取
っ
て
読
ん
で

や
っ
た
も
の
な
あ―

―

。 
 

 
 

君
も
知
っ
て
い
る
通
り
、
誰
も
自
分
の
作
文
を
読
む
勇
気
を
持

て
な
か
っ
た
。 

…

中
略…

よ
っ
ぽ
ど
君
に
当
て
よ
う
か
と
思
っ
た
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は

や
は
り
い
け
な
い
と
思
っ
た
。 

 

そ
れ
で
、
先
生
の
考
え
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け

な
い
と
考
え
た
の
だ
。…

中
略…

 

ど
う
だ
ろ
う
？ 

み
ん
な
真
剣
に
な
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
の 

  

                           

学
習
を
ム
ラ
な
く
受
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
が
み
ん
な

コラム  

習字（毛筆）が戦後余り行われなくなり、現在のように盛んになりだしたのは、昭

和二十七年ごろからだったでしょうか。ひょっとしたら思い違いであるかも知れま

せんが、そのころ、私はその傾向に疑問を感じ、市の国語主任会の時など、「現在、

国語の時間がたりないということがはっきりしている以上、毛筆習字を国語の時間

に週一時間とることは問題ではないか。今後の子どもたちの日常生活には、硬筆習

字こそだいじなのであって。現在の毛筆習字のいき方は国語科習字とは考えられな

い。どうしても毛筆習字をしなければならないとするならば、クラブ活動か芸能教

科の中でしていくのが妥当なように思う」と主張した記憶があります。  

 それがいまの四年生以上の習字といえば、ほとんど毛筆習字だけを行っている当市の状況

は、親の意見に対する誤った妥協といった気持ちがしてならなかったのです。また、「書く

力の評価をほとんど毛筆習字のじょうずへただけでしていくことも、かねて排斥して来たの

です。 一学期末、校内で国語研究部会を開いて。評価の方法についての話し合いを持ちま
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る
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と
に
違
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。
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。
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の
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し
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し
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を
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な
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で
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っ
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を
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、
こ
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よ

う
に
し
た
い
と
考
え
た
の
だ
。
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の
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す
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に
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ん
な

で
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い
学
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い
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た
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だ
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だ
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、
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、
先
生
は
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を
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だ
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起
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。
だ
け
ど
、
先
生
は
自
分
の
感
情
を
お
さ
え
た
。
昔

の
先
生
な
ら
あ
く
ま
で
も
Ｎ
く
ん
に
読
ま
せ
た
は
ず
だ
け
ど
、 

今
の
先
生
は
少
し
弱
く
な
っ
て
い
る
な
あ
ー
。
取
っ
て
読
ん
で

や
っ
た
も
の
な
あ―

―

。 
 

 
 

君
も
知
っ
て
い
る
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っ
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い。どうしても毛筆習字をしなければならないとするならば、クラブ活動か芸能教
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は、親の意見に対する誤った妥協といった気持ちがしてならなかったのです。また、「書く

力の評価をほとんど毛筆習字のじょうずへただけでしていくことも、かねて排斥して来たの

です。 一学期末、校内で国語研究部会を開いて。評価の方法についての話し合いを持ちま
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の
た
め
な
の
だ
か
ら―

―

。
「
君
は
先
生
に
と
っ
て
大
変
な
問
題
に

な
る
と
は
」
と
書
い
て
い
る
け
ど
、
み
ん
な
に
と
っ
て
大
変
な
問
題

だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
機
会
を
逃
が
す
と
、
も
っ
と
メ
チ

ャ
ク
チ
ャ
な
ひ
ど
い
学
習
時
も
起
っ
た
と
思
う
。 

 
 

 

さ
い
ご
に
、
君
が
題
に
「
弱
虫
」
と
つ
け
た
の
は
、
次
の
う
ち
ど

れ
に
対
し
て
か
、
こ
の
作
文
で
は
わ
か
ら
な
い
。
⑴
き
ょ
う
読
め
な

か
っ
た
自
分
に
対
し
て
な
の
か
、
⑵
Ｎ
君
が
泣
き
な
が
ら
読
ん
だ

こ
と
に
対
し
て
か
、
⑶
Ｋ
く
ん
や
Ｓ
く
ん
の
変
な
強
が
り
に
対
し

て
か
、
⑷
手
を
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
み
ん
な
に
対
し
て
か
。
⑸
⑴
か

ら
⑷
ま
で
の
全
部
に
対
し
て
か
。 

こ
れ
く
ら
い
の
長
さ
の
文
に
な
る
と
、
は
じ
め
に
目
次
を
作
っ

て
予
定
し
て
い
た
こ
と
を
確
実
に
お
さ
え
て
書
い
て
い
か
な
い
と

抜
か
し
て
し
ま
う
。
こ
の
次
の
作
文
で
は
「
目
次
つ
く
り
」
の
仕
事

を
し
て
ほ
し
い
。 

 
 

 

三
枚
半
（
千
四
百
字
）
の
作
文
、
ご
苦
労
さ
ん
。
こ
ん
な
美
し
い

字
で
、
清
書
す
る
の
は
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。
で
も
先
学
期
に
く
ら
べ

る
と
、
す
ば
ら
し
く
の
び
て
い
る
。
（
一
三
〇
～
一
三
四
頁
） 

  
 

 
 

書
く
力
の
指
導 

 

一
般
に
生
活
綴
り
方
の
教
師
は
「
文
章
表
現
の
指
導
に
弱
い
」
と
言
わ

れ
て
い
た
が
、
全
く
こ
と
ば
の
指
導
を
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
は

ら
だ
教
諭
が
中
島
剛
の
作
文
ヘ
の
感
想
の
末
尾
で
、
長
い
作
文
を
書
く

と
き
に
は
「
目
次
作
り
（
構
想
表
）
」
を
し
て
欲
し
い
、
と
要
望
し
て
い

る
よ
う
に
。 

 

表
現
指
導
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 

 
 

 

作
文
を
表
現
の
面
か
ら
だ
け
指
導
す
る
立
場
は
、
最
近
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち

に
「
生
き
生
き
と
正
し
い
日
本
語
の
き
ま
り
に
従
っ
て
、
効
果
的
な

文
章
を
書
か
せ
る
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
仕
事
で
す
。
特
に
中
学

校
で
は
、
私
の
よ
う
な
国
語
教
師
が
、
そ
の
仕
事
の
大
部
分
を
引
き

受
け
な
け
れ
ば
、
担
い
手
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

こ
の
平
松
の
作
文
で
は
、
表
現
面
の
指
導
に
ば
か
り
力
を
入
れ
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
（
二
五
一
頁
） 
 

原
田
の
日
記
指
導
は
内
容
（
生
活
）
の
指
導
を
し
な
が
ら
形
式
（
言
語
）

の
指
導
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
九
五
〇
年
前
後
の
人
間
形
成
な
の

で
あ
る
。
に
傾
い
て
い
た
、
と
は
言
え
よ
う
。 

 
 

個
人
の
思
考
力
を
育
て
、
皆
の
思
考
力
を
育
て
皆
の
思
考
力

を
育
て
る
。 

私
（
原
田
）
は
学
習
の
時
、
自
分
の
考
え
を
進
ん
で
発
言
す
る
こ

と
を
、
と
て
も
だ
い
じ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
考
え
が
正
し
い

に
し
ろ
誤
り
に
し
ろ
。
そ
の
意
見
を
土
台
に
、
正
し
い
理
解
に
導
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
ま
た
。
正
し
い
（
誤
っ
た
）
考

え
が
導
き
出
さ
れ
た
思
考
の
順
序
を
追
う
こ
と
で
思
考
の
方
法
も

理
解
さ
れ
ま
す
。
学
習
は
「
み
ん
な
」
と
い
う
意
識
の
中
で
「
個
」

を
生
き
生
き
と
活
躍
さ
せ
「
み
ん
な
」
を
伸
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
個
」
を
高
め
て
い
く
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
も
考
え
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
考
え
な
い
で
、
い
い
加
減
に
「
わ
か

り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
態
度
に
は
ナ
ッ
ト

ク
で
き
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
に
静
か
に
学
習
し
て
く
れ
て
も
、
ど

ん
な
に
テ
ス
ト
だ
け
良
い
点
を
と
っ
て
く
れ
て
も
、
一
つ
も
う
れ

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

 
ま
た
、
た
ま
に
答
え
て
く
れ
る
子
が
い
て
も
、
そ
の
発
言
の
し
か

た
は
教
師
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
す
。
特
に

一
番
前
の
子
に
指
名
し
た
時
な
ど
に
ょ
く
感
じ
ま
す
。
一
番
後
列

 

 
 

の
子
ど
も
に
も
、
よ
く
聞
え
る
よ
う
に
意
識
し
て
発
言
す
る
態
度

の
欠
け
た
学
級
は
、
み
ん
な
と
い
う
意
識
が
乏
し
い
と
判
断
し
て

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
（
１
３
８
頁
） 

 

学
習
方
法
に
つ
い
て
考
え
る 

子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
、
個
を
高
め
て
い
く
た
め
に
動
い
て
い

る
け
れ
ど
、
そ
の
中
に
、
き
ち
ん
と
し
た
規
律
が
働
い
て
い
る
、
み

ん
な
で
学
習
し
、
み
ん
な
で
伸
び
て
い
く
た
め
の
努
力
が
、
教
師
の

心
に
緊
張
を
感
じ
さ
せ
る
、
こ
ん
な
学
習
の
フ
ン
イ
キ
が
作
れ
な

い
だ
ろ
う
か
と
願
う
気
持
が
、
中
学
校
に
来
て
日
を
重
ね
る
に
つ

れ
て
強
く
な
っ
た
私
で
し
た
。
自
分
た
ち
お
互
の
学
習
の
態
度
や

自
分
自
身
の
学
習
の
方
法
な
ど
に
問
題
を
持
ち
始
め
た
、
学
級
の

子
ど
も
た
ち
の
だ
傾
向
を
私
は
う
ん
と
喜
び
ま
し
た
。（
一
三
九
頁
） 

 

話
し
合
い
の
結
果 

 
 

 

生
徒
た
ち
は
、
「
習
字
の
時
間
を
楽
し
く
す
る
た
め
の
方
法
」
を

話
し
合
っ
た
時
、
五
つ
の
約
束
を
子
ど
も
た
ち
同
志
の
間
で
決
め

て
い
た
。 

 
 

① 

道
具
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
（
弟
妹
と
共
用
し
て
い
る
も

の
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
持
っ
て
い
な
い
子
は
い
な
い
）
そ
の
た

め
に
、
前
夜
、
道
具
を
そ
ろ
え
て
寢
る
習
慣
を
つ
く
る
。 

 
 

② 

前
の
授
業
が
終
っ
た
な
ら
ば
、
道
具
を
机
の
上
に
そ
ろ
え
て
、

遊
び
に
出
る
。 

 
 

③ 

日
直
は
バ
ケ
ツ
に
水
を
用
意
し
て
教
壇
に
置
い
て
お
く
。 

 
 

④ 

「
文
字
は
へ
た
で
あ
っ
て
も
、
悪
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。

が
、
じ
ょ
う
ず
で
あ
る
ほ
う
が
得
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
だ
か
ら
、

少
し
で
も
じ
ょ
う
ず
に
な
る
た
め
に
熱
心
に
練
習
す
る
よ
う
に

し
た
い
。 

 
 

⑤ 

「
き
ら
い
な
教
科
は
苦
手
な
教
科
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
だ
か

ら
、
熱
心
な
練
習
で
少
し
で
も
じ
ょ
う
ず
に
好
き
に
な
る
努
力

を
す
る
。 

 

こ
ん
な
約
束
が
、
こ
の
時
間
に
は
、
き
ち
ん
と
守
ら
れ
た
。（
１
４
２
頁
） 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
は
、
ち
い
さ
な
出
来
事
と
思
わ
れ
る
こ
と
の

中
に
学
習
集
団
の
課
題
題
を
見
出
す
。
小
さ
な
問
題
を
大
き
く
取
り
あ

げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
剣
な
学
習
が
生
ま
れ
、
楽
し
い
学
習
に
通

じ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
い
と
希
っ
て
い
た
。
み
ん
な
で
学
習
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
緊
張
が
生
ま
れ
、
み
ん
な
が
伸
び
て
い
く
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。 

  

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
は
、
こ
の
実
践
の
思
想
と
方
法
は
多
く
の
人
か

ら
支
え
ら
れ
て
生
ま
れ
た
、
と
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
、
そ
の
仲
間
や
指

導
者
を
掲
げ
て
い
る
。 

 

小
学
校
時
代
の
同
僚
、
中
学
校
の
同
僚
、
大
村
作
文
の
会
の
仲

間
。
百
田
宗
治
、
今
井
誉
次
郎
、
地
下
末
吉
、
国
分
一
太
郎
、
巽
聖

歌
、
後
藤
彦
十
郎
、
鶴
見
和
子
、
太
田
堯
、
鈴
木
道
太
、
田
中
実
、

真
船
和
夫
、
鴨
原
一
穂
、
左
古
田
好
一
、
師
井
恒
夫
、
近
藤
益
雄
、

松
本
滝
郎
、
寒
川
道
夫
、
柳
内
達
夫
、
日
本
作
文
の
会
の
委
員
の

方
々
、
勝
田
守
一
、
宮
原
誠
一
、
教
育
科
学
研
究
会
の
委
員
の
方
々
。 

 
 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
が
、
同
僚
か
ら
学
び
、
生
活
綴
り
方
の
歴
史

成
に
学
び
、
教
育
学
者
か
ら
高
い
教
育
思
想
を
学
ん
だ
。
ま
た
一
九
六
〇

年
代
の
、
教
師
仲
間
・
探
究
的
実
践
家
・
教
育
学
者
の
強
力
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
学
ん
だ
。 

 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
の
作
文
教
育
の
特
質 

 

⒈ 

学
校
生
活
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
書
か
せ
、
生
徒
理
解
を
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
「
あ
り
の
ま
ま
を
書
く
」
は
、
戦
前
か
ら
生
活
綴
り

（ 8 ）

―  19 ―



 

 
 

の
子
ど
も
に
も
、
よ
く
聞
え
る
よ
う
に
意
識
し
て
発
言
す
る
態
度

の
欠
け
た
学
級
は
、
み
ん
な
と
い
う
意
識
が
乏
し
い
と
判
断
し
て

も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
（
１
３
８
頁
） 

 

学
習
方
法
に
つ
い
て
考
え
る 

子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
、
個
を
高
め
て
い
く
た
め
に
動
い
て
い

る
け
れ
ど
、
そ
の
中
に
、
き
ち
ん
と
し
た
規
律
が
働
い
て
い
る
、
み

ん
な
で
学
習
し
、
み
ん
な
で
伸
び
て
い
く
た
め
の
努
力
が
、
教
師
の

心
に
緊
張
を
感
じ
さ
せ
る
、
こ
ん
な
学
習
の
フ
ン
イ
キ
が
作
れ
な

い
だ
ろ
う
か
と
願
う
気
持
が
、
中
学
校
に
来
て
日
を
重
ね
る
に
つ

れ
て
強
く
な
っ
た
私
で
し
た
。
自
分
た
ち
お
互
の
学
習
の
態
度
や

自
分
自
身
の
学
習
の
方
法
な
ど
に
問
題
を
持
ち
始
め
た
、
学
級
の

子
ど
も
た
ち
の
だ
傾
向
を
私
は
う
ん
と
喜
び
ま
し
た
。（
一
三
九
頁
） 

 

話
し
合
い
の
結
果 

 
 

 

生
徒
た
ち
は
、
「
習
字
の
時
間
を
楽
し
く
す
る
た
め
の
方
法
」
を

話
し
合
っ
た
時
、
五
つ
の
約
束
を
子
ど
も
た
ち
同
志
の
間
で
決
め

て
い
た
。 

 
 

① 

道
具
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
（
弟
妹
と
共
用
し
て
い
る
も

の
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
持
っ
て
い
な
い
子
は
い
な
い
）
そ
の
た

め
に
、
前
夜
、
道
具
を
そ
ろ
え
て
寢
る
習
慣
を
つ
く
る
。 

 
 

② 

前
の
授
業
が
終
っ
た
な
ら
ば
、
道
具
を
机
の
上
に
そ
ろ
え
て
、

遊
び
に
出
る
。 

 
 

③ 

日
直
は
バ
ケ
ツ
に
水
を
用
意
し
て
教
壇
に
置
い
て
お
く
。 

 
 

④ 

「
文
字
は
へ
た
で
あ
っ
て
も
、
悪
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。

が
、
じ
ょ
う
ず
で
あ
る
ほ
う
が
得
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
だ
か
ら
、

少
し
で
も
じ
ょ
う
ず
に
な
る
た
め
に
熱
心
に
練
習
す
る
よ
う
に

し
た
い
。 

 
 

⑤ 

「
き
ら
い
な
教
科
は
苦
手
な
教
科
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」
だ
か

ら
、
熱
心
な
練
習
で
少
し
で
も
じ
ょ
う
ず
に
好
き
に
な
る
努
力

を
す
る
。 

 

こ
ん
な
約
束
が
、
こ
の
時
間
に
は
、
き
ち
ん
と
守
ら
れ
た
。（
１
４
２
頁
） 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
は
、
ち
い
さ
な
出
来
事
と
思
わ
れ
る
こ
と
の

中
に
学
習
集
団
の
課
題
題
を
見
出
す
。
小
さ
な
問
題
を
大
き
く
取
り
あ

げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
剣
な
学
習
が
生
ま
れ
、
楽
し
い
学
習
に
通

じ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
た
い
と
希
っ
て
い
た
。
み
ん
な
で
学
習
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
緊
張
が
生
ま
れ
、
み
ん
な
が
伸
び
て
い
く
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。 

  

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
は
、
こ
の
実
践
の
思
想
と
方
法
は
多
く
の
人
か

ら
支
え
ら
れ
て
生
ま
れ
た
、
と
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
、
そ
の
仲
間
や
指

導
者
を
掲
げ
て
い
る
。 

 

小
学
校
時
代
の
同
僚
、
中
学
校
の
同
僚
、
大
村
作
文
の
会
の
仲

間
。
百
田
宗
治
、
今
井
誉
次
郎
、
地
下
末
吉
、
国
分
一
太
郎
、
巽
聖

歌
、
後
藤
彦
十
郎
、
鶴
見
和
子
、
太
田
堯
、
鈴
木
道
太
、
田
中
実
、

真
船
和
夫
、
鴨
原
一
穂
、
左
古
田
好
一
、
師
井
恒
夫
、
近
藤
益
雄
、

松
本
滝
郎
、
寒
川
道
夫
、
柳
内
達
夫
、
日
本
作
文
の
会
の
委
員
の

方
々
、
勝
田
守
一
、
宮
原
誠
一
、
教
育
科
学
研
究
会
の
委
員
の
方
々
。 

 
 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
が
、
同
僚
か
ら
学
び
、
生
活
綴
り
方
の
歴
史

成
に
学
び
、
教
育
学
者
か
ら
高
い
教
育
思
想
を
学
ん
だ
。
ま
た
一
九
六
〇

年
代
の
、
教
師
仲
間
・
探
究
的
実
践
家
・
教
育
学
者
の
強
力
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
学
ん
だ
。 

 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
の
作
文
教
育
の
特
質 

 

⒈ 
学
校
生
活
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
書
か
せ
、
生
徒
理
解
を
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
「
あ
り
の
ま
ま
を
書
く
」
は
、
戦
前
か
ら
生
活
綴
り

（ 9 ）

―  18 ―



 

 
 

方
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。 

 
⒉ 

女
教
師
を
侮
っ
た
一
生
徒
の
発
言
や
動
作
を
単
な
る
一
生
徒
の

こ
と
と
し
て
で
な
く
、
「
み
ん
な
の
学
習
課
題
」
と
し
て
捉
え
直
さ

せ
て
い
る
。 

 

３ 

問
題
の
あ
る
発
言
や
行
動
に
つ
い
て
、
非
難
や
叱
責
で
対
応
す

る
こ
と
な
く
、
ク
ラ
ス
全
員
に
作
文
を
書
か
せ
て
「
わ
が
事
」
と
し

て
見
つ
め
さ
せ
て
い
る
。 

 

４ 

全
員
の
作
文
を
み
ん
な
の
前
で
読
ま
せ
て
み
共
通
の
問
題
と
し

て
対
象
化
さ
せ
て
い
る
。 

５ 

話
し
合
い
に
よ
っ
て
多
面
的
に
、
そ
し
て
深
く
考
え
さ
せ
て
い

る
。
話
し
合
い
は
共
同
思
考
の
場
と
な
る
。 

 

６ 

教
室
で
は
、
「
み
ん
な
」
と
い
う
意
識
の
中
で
一
人
ひ
と
り
を
活

躍
さ
せ
、
「
み
ん
な
」
を
伸
ば
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
個
」
を
高
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て 

 

い
た
。 

 

７ 

教
師
の
考
え
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
控
え
て
い
る
。
生
徒
を
考

え
る
主
体
に
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

８ 

学
習
態
度
が
み
ん
な
に
と
っ
て
の
重
大
問
題
で
あ
る
こ
と
を
気

づ
か
せ
、
ど
の
よ
う
な
学
習
態
度
が
望
ま
し
い
か
、
考
え
さ
せ
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
メ
タ
学
習
を
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

９ 

は
ら
だ
し
ん
い
ち
教
諭
の
実
践
は
、
ま
さ
に
、
人
間
と
こ
と
ば
と

を
一
体
に
育
て
る
人
間
形
成
の
教
育
で
あ
る
。 

 
 

    

四 
 

芳
賀
秀
次
郎
の
俳
句
指
導
過
程
論 

 

 
 

 
 

芳
賀
秀
次
郎
は
、
一
九
六
四
年
に
景
物
と
心
情
の
配
合
の
型
に
着
眼

す
る
俳
句
指
導
過
程
論
を
提
出
し
た
。
生
徒
に
は
わ
か
り
や
す
い

段
階
論
で
あ
る
。 

 

芳
賀
秀
次
郎
は
、
事
物
と
心
情
の
取
り
合
わ
せ
に
着
目
す
る
。 

 
 

ぼ
く
（
秀
次
郎
）
は
俳
句
の
構
造
上
の
特
質
で
あ
る
「
配
合
（
取
り

合
わ
せ
）
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
俳
句
教
材
の
指
導
過
程
を
考
え
て

み
た
い
。
そ
れ
が
、
俳
句
の
構
造
に
即
し
た
指
導
の
方
法
で
あ
り
、

生
徒
に
俳
句
的
世
界
と
い
う
も
の
を
理
解
さ
せ
る
有
効
な
方
法
で

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

第
一
次 

 

目
（
視
覚
）
・
耳
（
聴
覚
）
に
よ
る
配
合
の
型 

 
 

 
 

 
 

若
鮎
の
二
手
に
な
り
て
上
り
け
り 

 
 

 
 

 

子
規 

 
 

 
 

 
 

流
れ
来
る
大
根
の
葉
の
早
さ
か
な 

 
 

 
 

 

虚
子 

 
 

 
 

 
 

夏
草
に
車
輪
の
来
て
止
ま
る 

 
 

 
 

 
 

 

誓
子 

 
 

 
 

 
 

雪
投
げ
を
し
て
教
会
に
集
ま
り
来 

 
 

 
 

 

汀
子 

第
二
次 

 

景
物
と
生
活
を
配
合
す
る
型 

 
 

 
 

 
 

島
々
に
日
を
と
も
し
け
り
春
の
海 

 
 

 
 

 

子
規 

 
 

 
 

 
 

夏
草
や
機
関
車
の
車
輪
来
て
止
ま
る 

 
 

 
 

誓
子 

 
 

 
 

 
 

遠
山
に
日
の
当
た
り
た
る
枯
れ
野
か
な 

 
 

 

虚
子 

 
 

 
 

 
 

秋
蝉
の
声
澄
み
と
ほ
り
幾
山
河 

 
 

 
 

 

秋
桜
子 

 

第
三
次 

 

景
物
と
感
情
（
心
）
を
配
合
す
る
型 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
そ
む
る 

 
 

 

草
田
男 

 
 

 
 

 
 

校
塔
に
鳩
多
き
日
や
卒
業
す 

 
 

 
 

 
 

草
田
男 

 
 

 
 

 
 

望
郷
や
土
塀
コ
ス
モ
ス
咲
き
乱
れ 

 
 

 
 

 

立
子 

 
 

 
 

 
 

鰯
雲
ひ
と
に
告
ぐ
べ
き
こ
と
な
ら
ず 

 
 

 
 

楸
邨 

 
第
二
次
、
第
三
次
の
指
導
の
中
で
留
意
す
べ
き
点
を
あ
げ
て
み
る
。 

 
 

一
は
、
全
体
と
し
て
「
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
」
に
つ
と
め
る
こ
と
。 

 
 

二
は
、
配
合
の
二
つ
の
部
分
を
、
同
重
量
、
同
位
に
み
る
と
い
う
こ
と
。

 

 
 

た
と
え
ば
、
草
田
男
の
「
校
塔
に
鳩
多
き
日
や
卒
業
す
」
の
句
に
お
い
て
、

「
校
塔
に
鳩
多
き
日
や
」
の
十
二
音
と
、
「
卒
業
す
」
の
五
音
と
は
、
音
の

教
で
は
二
対
一
で
あ
る
が
、
意
味
の
上
で
は
、
完
全
に
同
重
量
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
は
「
鰯
雲
」
の
句
に
も
「
降
る
雪
や
」
句
に
も
、
配
合
の
俳
句
の
全
部

に
わ
た
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
山
形
県
立
山
形
南
高
等
学
校
〉 

 

（
芳
賀
秀
次
郎
「
俳
句
教
材
の
意
味
と
方
法
」
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』 

一
九
六
四
年
五
月 

明
治
図
書 

４
８
・
４
９
ｐ
ｐ 

 
 

 
   

五 

大
村
は
ま
の
読
書
指
導 

 

大
村
は
ま
先
生
（
注
）
は
、
昭
和
三
七
年
十
一
月
の
広
島
大
学
に
お

い
て
『
生
き
た
場
（
実
の
場
）
に
す
る
こ
と
』
と
題
す
る
講
演
を
さ
れ

た
。
教
室
を
「
自
分
の
生
活
目
的
の
た
め
に
学
ぶ
『
実
の
場
』
に
し
た

い
と
言
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。
講
演
の
中
で
次
の
五
項
目
に
わ
た
っ
て
ご

自
分
の
実
践
を
例
示
し
つ
つ
説
明
さ
れ
た
。 

 

〈
１
〉
読
書
の
し
か
た 

 
 

〈
２
〉
詩 

 

〈
３
〉
生
活
の
記
録
・
手
紙 

 
 

〈
４
〉
民
話 

 

〈
５
〉
伝
記
・
そ
の
他 

こ
こ
で
は
、
総
合
的
な
国
語
学
習
指
導
の
先
導
的
な
事
例
と
し
て
、
そ 

の
「
〈
１
〉
読
書
の
し
か
た
」
を
取
り
上
げ
る
。 

大
村
は
ま
は
、
「
読
書
の
し
か
た
」
が
知
識
と
し
て
一
般
に
教
え
ら
れ
て 

い
た
昭
和
三
十
年
代
（
１
９
５
５
～
１
９
６
５
）
の
方
法
を
否
定
し
た
。
「
教 

科
書
に
あ
る
か
ら
読
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
教
養
主
義
的
な
方
法
で
は
「
読

書
の
し
か
た
」
は
身
に
つ
か
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
。 

大
村
は
ま
は
、
そ
の
年
に
一
年
生
の
教
室
で
実
践
し
て
会
得
し
た
方
法 

と
し
て
の
〈
実
の
場
〉
を
例
示
し
た 

よ
く
教
科
書
に
は
、
「
何
々
の
仕
方
」
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
文
章
が
あ
る

も
の
で
す
。
ま
た
「
し
か
た
」
と
書
き
ま
せ
ん
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味

の
解
説
的
な
文
章
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
た
だ
生
徒
に
「
読
書
の
し

か
た
」
、
「
記
録
、
報
告
の
書
き
方
」
、
そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
何
か
そ
の
「
読
書
の
し
か
た
」
、
「
記
録
、
報
告
の

書
き
方
」
な
り
を
学
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
や
り
方
、
そ
し

て
、
そ
の
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
な
に
か
を
し
ま
し
ょ
う
、
こ
ん
な
ふ
う

な
「
や
り
方
」
、
「
読
書
の
し
か
た
」
を
書
い
た
文
章
を
勉
強
し
て
そ
れ
を

応
用
し
て
本
を
読
む
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
ス
タ
イ
ル
っ
て
の
は
よ
く
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。 

 
 

 
 

 

け
れ
ど
も
、
「
読
書
の
し
か
た
」
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
は
じ
め
に
そ
れ
を 

読
む
と
き
に
、
「
読
書
の
し
か
た
」
を
知
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
腰
が
立
っ 

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
自
分
で
ほ
ん
と
う
に
求
め
て 

「
読
書
の
し
か
た
」
を
習
お
う
と
す
る
求
め
る
気
持
ち
で
「
読
書
の
し
か 

た
」
に
く
い
つ
い
て
い
く
と
い
う
ふ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま 

す
。
そ
れ
が
私
の
言
う
「
実
の
場
」
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
。 

  

そ
ん
な
場
面
も
な
い
の
に
「
読
書
の
し
か
た
」
が
（
教
科
書
に
）
あ
る
か

ら
、
さ
あ
読
み
ま
し
ょ
う
、
喚
ん
だ
ら
そ
れ
を
応
用
し
て
本
を
読
み
ま
し
ょ

う
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
腰
が
立
ち
上
が
っ

て
こ
な
い
。
自
ら
求
め
て
読
む
っ
て
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
方
法
で
も 

ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
た
生
徒
で
す

と
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
け
る
、
あ
る
程
度
の
こ
と
を
学

ん
で
い
け
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
あ
ま
り
す
ぐ
れ
て
い
な
い
子
供
だ
っ

た
り
し
た
場
合
に
は
、
ほ
ん
と
う
に
求
め
る
気
持
ち
な
し
で
読
む
文
章
っ
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た
と
え
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、
草
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の
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に
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多
き
日
や
卒
業
す
」
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句
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い
て
、

「
校
塔
に
鳩
多
き
日
や
」
の
十
二
音
と
、
「
卒
業
す
」
の
五
音
と
は
、
音
の

教
で
は
二
対
一
で
あ
る
が
、
意
味
の
上
で
は
、
完
全
に
同
重
量
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
は
「
鰯
雲
」
の
句
に
も
「
降
る
雪
や
」
句
に
も
、
配
合
の
俳
句
の
全
部

に
わ
た
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

〈
山
形
県
立
山
形
南
高
等
学
校
〉 

 

（
芳
賀
秀
次
郎
「
俳
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教
材
の
意
味
と
方
法
」
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』 

一
九
六
四
年
五
月 
明
治
図
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４
８
・
４
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ｐ
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五 

大
村
は
ま
の
読
書
指
導 

 

大
村
は
ま
先
生
（
注
）
は
、
昭
和
三
七
年
十
一
月
の
広
島
大
学
に
お

い
て
『
生
き
た
場
（
実
の
場
）
に
す
る
こ
と
』
と
題
す
る
講
演
を
さ
れ

た
。
教
室
を
「
自
分
の
生
活
目
的
の
た
め
に
学
ぶ
『
実
の
場
』
に
し
た

い
と
言
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。
講
演
の
中
で
次
の
五
項
目
に
わ
た
っ
て
ご

自
分
の
実
践
を
例
示
し
つ
つ
説
明
さ
れ
た
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こ
こ
で
は
、
総
合
的
な
国
語
学
習
指
導
の
先
導
的
な
事
例
と
し
て
、
そ 

の
「
〈
１
〉
読
書
の
し
か
た
」
を
取
り
上
げ
る
。 

大
村
は
ま
は
、
「
読
書
の
し
か
た
」
が
知
識
と
し
て
一
般
に
教
え
ら
れ
て 

い
た
昭
和
三
十
年
代
（
１
９
５
５
～
１
９
６
５
）
の
方
法
を
否
定
し
た
。
「
教 

科
書
に
あ
る
か
ら
読
み
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
教
養
主
義
的
な
方
法
で
は
「
読

書
の
し
か
た
」
は
身
に
つ
か
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
。 

大
村
は
ま
は
、
そ
の
年
に
一
年
生
の
教
室
で
実
践
し
て
会
得
し
た
方
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と
し
て
の
〈
実
の
場
〉
を
例
示
し
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よ
く
教
科
書
に
は
、
「
何
々
の
仕
方
」
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
文
章
が
あ
る

も
の
で
す
。
ま
た
「
し
か
た
」
と
書
き
ま
せ
ん
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味

の
解
説
的
な
文
章
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
た
だ
生
徒
に
「
読
書
の
し

か
た
」
、
「
記
録
、
報
告
の
書
き
方
」
、
そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。
こ
こ
か
ら
何
か
そ
の
「
読
書
の
し
か
た
」
、
「
記
録
、
報
告
の

書
き
方
」
な
り
を
学
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こ
と
に
し
よ
う
と
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た
よ
う
な
や
り
方
、
そ
し

て
、
そ
の
学
ん
だ
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と
を
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し
て
な
に
か
を
し
ま
し
ょ
う
、
こ
ん
な
ふ
う

な
「
や
り
方
」
、
「
読
書
の
し
か
た
」
を
書
い
た
文
章
を
勉
強
し
て
そ
れ
を

応
用
し
て
本
を
読
む
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
ス
タ
イ
ル
っ
て
の
は
よ
く
あ
る

と
思
う
ん
で
す
。 
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で
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に
く
い
つ
い
て
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と
い
う
ふ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
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す
。
そ
れ
が
私
の
言
う
「
実
の
場
」
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
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そ
ん
な
場
面
も
な
い
の
に
「
読
書
の
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た
」
が
（
教
科
書
に
）
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、
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み
ま
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、
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ら
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れ
を
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本
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ま
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、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
は
、
ほ
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の
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で
腰
が
立
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上
が
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て
こ
な
い
。
自
ら
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読
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て
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
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い
と

思
う
の
で
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。
そ
う
い
う
方
法
で
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ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
た
生
徒
で
す

と
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
け
る
、
あ
る
程
度
の
こ
と
を
学
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で
い
け
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
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す
ぐ
れ
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い
な
い
子
供
だ
っ

た
り
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た
場
合
に
は
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ん
と
う
に
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る
気
持
ち
な
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で
読
む
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っ
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て
も
の
は
難
し
い
感
じ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
求
め
て
。
題
を
も
っ

て
、
求
め
て
読
む
っ
て
こ
と
が
文
章
を
や
さ
し
く
し
ま
す
し
、
話
を
聞
く
の

も
や
さ
し
く
す
る
わ
け
で
、
な
ん
に
も
自
分
に
問
題
も
な
く
求
め
る
も
の

も
な
い
と
き
に
は
、
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
も
の
を
、
た
い
へ
ん
に
分
か

り
に
く
い
も
の
に
し
、
生
徒
に
と
っ
て
端
か
ら
端
ま
で
重
荷
に
な
る
わ
け

で
す
。
自
分
が
何
か
問
題
を
も
っ
て
い
ま
す
と
、
一
つ
一
つ
が
、
立
体
的
に

つ
か
ま
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
大
村
は
ま
は
、
一
年
生
に
お
こ
な
っ
た
「
読
書
の
し
か
た
」

の
指
導
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
読
書
に
つ
い
て
自
分
の
問
題
を
と

ら
え
さ
せ
る
こ
と
を
さ
せ
た
。
。
こ
う
い
う
場
合
に
、
よ
く
簡
単
に
「
読
書

に
つ
い
て
の
疑
問
を
書
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
決
ま
り
っ

た
こ
と
し
か
出
て
こ
な
い
。
「
何
を
読
ん
だ
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
か
、

「
感
想
文
を
ど
ん
な
ふ
う
に
書
い
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
か
。
そ
こ

に
は
、
や
は
り
、
や
り
方
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
問
題
を
あ
る
程
度

切
り
開
い
て
見
せ
な
け
れ
ば
子
供
は
問
題
が
発
見
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
あ
る
程
度
、
質
問
が
固
ま
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
理
解

が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
か
っ
て
い
る
と
質
問
が
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
反
対
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
実
例
を
示
さ
な
い
と
、
ど
ん

な
断
面
を
切
り
開
い
て
、
ど
ん
な
質
問
を
持
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、
子

ど
も
た
ち
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

大
村
は
、
プ
リ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
疑
問
を
三
つ
ほ
ど
示
し

た
。 た

と
え
ば
、
「
漫
画
ば
か
り
読
ん
で
は
だ
め
だ
、
頭
が
悪
く
な
る
っ
て
こ

と
で
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
」
と
か
、
「
感
想
文
を
書
か

な
い
と
、
読
ん
で
も
だ
め
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
感
想
文
を
書
か
な
い
で
読
む
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」…

…

そ
ん
な
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な
問
題
を

書
き
ま
し
て
、
「
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こ
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た
問
題
、
あ
な
た
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問
題
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っ
た
ら
○
を
つ
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い
。
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。
」
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っ
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。
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問
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。
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な

い
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や
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や
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な 

い
。 
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取
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。
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々
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と
を
お
っ
し
や
っ
て
い
な
い
。
」
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う
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な
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
ど
こ
で
そ
の
要
旨
を
取
り
違
え
た
ろ
う
。

コ
ソ
ア
ド
で
も
、
何
で
も
活
用
し
て
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

滑
川
先
生
の
漫
画
に
つ
い
て
の
ご
意
見
な
ど
も
入
れ
て
あ
り
ま
し
た
。

 

 
 

そ
れ
に
は
た
い
へ
ん
い
ろ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
結
局
、
漫
画

は
読
ん
で
も
い
い
っ
て
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
」
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
人

も
あ
り
ま
す
。 

「
漫
画
は
読
ん
で
も
で
も
よ
い
。
」
こ
う
い
う
ふ
う
に
結
論
だ
け
を
書
い
て

来
た
生
徒
に
、
「
滑
川
先
生
、
そ
う
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
？ 

あ
な
た
は

た
い
ヘ
ん
よ
ろ
こ
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
し
お
お
ざ
っ
ぱ
じ
ゃ
な

い
？
読
ん
で
も
よ
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
る
か
ど
う
か
、…

…
‥

そ
れ

に
は
、
条
件
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
滑
川
先
生
は
漫
画
に
つ
い

て
、
最
初
に
ご
意
見
を
述
べ
た
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
何
年
も
ご
意
見
が
変
わ

っ
て
い
ま
せ
ん
。
天
ド
に
有
名
で
す
よ
。
た
く
さ
ん
の
人
の
知
っ
て
い
る
漫

画
に
つ
い
て
の
有
名
ご
意
見
な
ん
で
す
よ
。
」
と
言
う
と
、
「
ど
こ
か
読
み

違
え
て
い
た
の
か
し
ら
、
ど
ん
な
条
件
が
つ
い
て
た
ん
だ
ろ
う
か
。
」
と
い

う
こ
と
で
、
も
う
一
ぺ
ん
詳
し
く
読
み
直
し
て
、
よ
ほ
ど
頼
ん
で
も
、
あ
の

く
ら
い
何
ベ
ん
も
読
ま
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
と
思
う
く
ら
い

何
べ
ん
も
読
ん
で
、
自
分
で
、
滑
川
先
生
の
ご
意
見
と
い
う
の
を
紹
介
し
直

す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

大
村
は
ま
の
読
書
指
導
の
特
質
。 

１ 

生
徒
が
や
る
気
を
起
こ
す
資
料
づ
く
り 

２ 

読
み
書
く
聞
く
話
す
の
４
活
動
を
経
験
さ
せ 

国
語
学
力
を
育
て 

 

「
実
の
場
」
づ
く
り
。 

３ 

確
か
に
深
く
読
書
す
る
基
礎
と
習
慣
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る 

４ 

新
し
い
時
代
の
読
書
指
導
の
指
標
と
な
る
提
案
で
あ
っ
た
。 

 

大
村
は
ま
は
、
対
象
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
時 

代
を
背
景
に
、
生
活
に
活
き
る
読
書
力
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
生
徒
を
読
書
の
主
体
に
す
る
読
書
指
導
を
試
み
、
提
案
し
て
い
た
の

で
あ
る
。 

 
  

コ
ラ
ム 

 
 

 
 

学
問
と
縁
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
学
に
入
る
前
、
二 

 
 

人
の
学
者
に
出
会
い
ま
し
だ
。
振
り
返
れ
ば
そ
れ
が
、
後
の
進 

路
を
方
向
付
け
て
く
れ
た
と
思
う
の
で
す
。 

 
 

一
人
は
高
校
で
古
典
を
教
え
て
く
れ
た
中
西
進
先
生
で
す
。 

ぼ
く
が
通
て
い
た
の
は
東
京
学
芸
大
付
属
高
校
。
後
に
万
葉
学 

の
第
一
人
者
と
な
ら
れ
た
先
生
は
当
時
、
学
芸
大
助
手
で
、
高 

校
の
授
業
も
受
け
持
っ
て
い
た
の
で
す
。 

 
 

 

最
初
の
授
業
で
驚
き
ま
し
た
。
万
葉
が
な
を
記
し
た
プ
リ
ン 

 
 

ト
を
配
り
、
読
め
と
言
う
ん
で
す
。
無
理
で
す
、
と
首
を
振
る 

 
 

と
、
見
れ
ば
字
の
形
か
音
が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
」
つ
て
。
そ
れ
で
、 

 
 

み
ん
な
が
好
き
勝
手
に
読
み
方
を
披
露
す
る
と
、
今
度
は
「
意 

 
 

味
は
？
」
と
来
る
。 

 
 

 

中
西
先
生
の
授
業
は
、
一
つ
の
問
題
に
一
つ
の
答
え
を
あ
て
は

め
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
き
っ
と
世
の
中
に
知 

 
 

識
や
経
験
を
使
っ
て
切
り
込
む
べ
き
だ
、
と
言
い
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。 

 
 

 

ぼ
く
は
古
典
が
得
意
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
中
西
先
生
に 

 
 

ひ
か
れ
て
、
四
六
時
中
つ
い
て
回
り
ま
し
た
。 

（
『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
十
二
月
二
五
日
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注
１ （

実
の
場
）
に
す
る
こ
と
』
と
題
す
る
講
演
を
さ
れ
た
。
（
当
時
、
私

＝
浜
本
＝
広
島
大
学
の
教
務
員
で
、
講
演
会
場
の
設
営
と
案
内
役
を
し

た
の
で
、
そ
の
時
の
メ
モ
を
用
い
て
紹
介
し
た
。
公
開
の
場
な
の
で
敬

称
を
省
く
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。 

 

注
２ 

 

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
十
一
月
二
八
日
に
広
島
大
学
教
育
学
部
で
お

こ
な
わ
れ
た
大
村
は
ま
先
生
の
ご
講
演
を
文
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
先

生
の
口
調
が
活
き
て
い
る 

大
村
は
ま
著
『
国
語
教
室
の
実
際
』
（
共
文
社
刊
）
は
、
こ
の
講
演
を 

先
生
が
簡
潔
に
整
序
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
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