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か
け
板
の
音
は
ひ
び
く

ね

「
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
、
コ
ー
ン
。」

ま
だ
暗
い
朝
の
三
時
、
冷
た
い
空
気
を
つ
き
さ
く
よ
う
に
か
け
板
の
音

く

ら

が
今
日
も
ひ
び
き
ま
す
。
雨
の
日
も
風
の
日
も
吹
雪
の
日
も
、
石
川
理
紀

ふ

ぶ

き

之
助
は
か
け
板
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。

な

一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
、
全
国
的
に
米
の
値
段
が
急
落
し
ま
し
た
。

め
い

じ

ね

だ

ん

き

ゅ

う

ら

く

こ
れ
に
加
え
、
秋
田
で
は
冷
害
と
な
り
ま
し
た
。
米
が
と
れ
な
い
上
に
値

れ

い

が

い

段
が
下
が
っ
た
の
で
す
か
ら
収
入
は
減
り
、
至
る
所
で
借
金
に
悲
鳴
を
上

し

ゅ

う

に

ゅ

う

へ

い

た

し

ゃ

っ

き

ん

ひ

め

い

げ
、
食
べ
る
こ
と
に
も
困
る
農
民
が
増
え
た
の
で
す
。
理
紀
之
助
の
故
郷

こ

ま

ふ

こ

き

ょ

う

の
山
田
村
（
今
の
潟
上
市
昭
和
豊
川
山
田
）
も
ま
た
借
金
に
あ
え
い
で
い

か

た

が

み

し

し

ょ

う

わ

と

よ

か

わ

ま
し
た
。

「
こ
の
息
も
絶
え
絶
え
の
農
村
を
救
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。」

い

き

た

だ

す

く

こ
れ
ま
で
に
得
た
知
識
と
技
術
を
も
と
に
山
田
村
を
立
て
直
し
た
い
と
、
理
紀
之
助
は
県
庁
職

え

ち

し

き

ぎ

じ

ゅ

つ

け
ん

ち
ょ
う

し
ょ
く

員
を
辞
職
し
て
山
田
村
に
戻
り
、
村
人
に
次
の
提
案
を
し
、「
山
田
経
済
会
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。

い
ん

じ

し
ょ
く

も

ど

て

い

あ

ん

け

い

ざ

い

「かけ板」 つり下げた板を打ち、音で合図とした。
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一

質
の
よ
い
肥
料
を
作
り
、
倍
の
量
を
田
に
入
れ
る
。

し

つ

ひ

り

ょ

う

ば

い

り

よ

う

二

収
量
が
増
え
た
分
を
借
金
返
済
に
あ
て
る
。

し

ゅ

う

り

ょ

う

し

ゃ

っ

き

ん

へ

ん

さ

い

三

む
だ
づ
か
い
を
や
め
、
必
要
な
も
の
は
協
同
で
買
う
。

ひ

つ

よ

う

四

養
蚕
を
取
り
入
れ
副
業
に
精
を
出
す
。

よ

う

さ

ん

ふ

く

ぎ

ょ

う

せ

い

五

仲
間
外
れ
が
出
な
い
よ
う
、
助
け
合
い
は
げ
ま
し
合
う
。

な

か

ま

は

ず

「
山
田
経
済
会
」
を
つ
く
る
と
、
理
紀
之
助
は
毎
朝
三
時
に
か
け
板
を
打
っ
て
村
人
を
起
こ
し

け

い

ざ

い

ま
し
た
。
そ
し
て
早
朝
か
ら
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
農
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
山
田
村
は
こ
う

し
て
村
人
た
ち
の
努
力
と
協
力
の
お
か
げ
で
、
予
定
よ
り
早
く
五
年
間
で
村
の
借
金
を
す
べ
て
返

し

ゃ

っ

き

ん

す
事
が
で
き
ま
し
た
。

あ
る
吹
雪
の
朝
の
こ
と
で
す
。
理
紀
之
助
が
い
つ
も
の
よ
う
に
朝
三
時
に
か
け
板
を
打
ち
終
え

ふ

ぶ

き

て
自
宅
に
戻
る
と
、
妻
が
こ
う
言
い
ま
し
た
。

も

ど

つ

ま

「
こ
の
よ
う
な
吹
雪
で
は
、
音
も
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
寒
く
て
だ
れ
も
仕
事
を
し
よ
う
と
は

さ

む

し
な
い
で
し
ょ
う
。」

理
紀
之
助
は
そ
れ
に
対
し
て
こ
う
答
え
ま
し
た
。

「
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
こ
の
村
の
人
々
の
た
め
だ
け
に
や
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
こ
こ
か
ら
五
百
里
（
一
里
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
た
所
の
人
々
に
も
、
五
百

り

は

な

年
後
に
生
ま
れ
る
人
々
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
打
っ
て
い
る
の
だ
。」

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）
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得
が
た
い
も
の
は
信
頼
で
す

え

し

ん

ら

い

「
本
当
で
あ
れ
ば
、
農
民
の
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
毎
日
、
泥
に
ま
み
れ
な
が
ら
仕
事
が
で

の

う

み

ん

ま

い

に

ち

ど

ろ

き
れ
ば
い
い
の
だ
が
。」

石
川
理
紀
之
助
は
、秋
田
県
庁
の
職
員
で
あ
り
農
業
指
導
官
と
し
て
の
実
績
を
あ
げ
な
が
ら
も
、

け

ん

ち

ょ

う

し

ょ

く

い

ん

の

う

ぎ

ょ

う

し

ど

う

か

ん

じ

っ

せ

き

た
だ
指
導
す
る
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
、
農
民
の
み
な
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
作
業
を
し
な
が
ら
学

し

ど

う

げ

ん

か

い

さ

ぎ

ょ

う

び
合
い
た
い
、
い
や
、
そ
う
し
な
い
と
だ
れ
も
自
分
に
は
つ
い
て
き
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
思
い

を
日
々
強
く
し
て
い
き
ま
し
た
。

一
八
八
〇
年
（
明
治
十
三
年
）
、
理
紀
之
助
は
意
を
決
し
て
、
秋
田
県
各
地
で
「
老
農
」
と
呼

め

い

じ

い

け

っ

か

く

ち

ろ

う

の

う

ば
れ
た
農
業
の
達
人
に
声
を
か
け
、
自
主
的
な
農
業
研
究
団
体
「
歴
観
農
話
連
」
を
結
成
し
ま
し

た

つ

じ

ん

じ

し

ゅ

て

き

れ

き

か

ん

の

う

わ

れ

ん

け

っ

せ

い

た
。
理
紀
之
助
が
三
十
五
歳
の
時
で
し
た
。

さ

い

「
歴
観
農
話
連
」
に
は
、
は
じ
め
七
十
四
名
の
「
老
農
」
が
参
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
老
農
」
が
各
地
で
個
人
で
農
事
改
良
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
理
紀
之
助
は
農

の

う

じ

か

い

り

ょ

う

民
を
広
く
組
織
し
て
集
団
的
研
究
に
高
め
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
「
歴
観
農
話
連
」
の
会
合
の

そ

し

き

し

ゅ

う

だ

ん

て

き

け

ん

き

ゅ

う

か

い

ご

う

た
び
に
、
理
紀
之
助
は
近
く
の
お
寺
や
農
家
に
泊
ま
り
、
自
炊
し
な
が
ら
種
子
交
換
会
（
今
の
種

と

じ

す

い

し

ゅ

し

こ

う

か

ん

か

い

し

ゅ

苗
交
換
会
、
理
紀
之
助
が
中
心
と
な
っ
て
始
め
た
）
な
ど
の
催
し
を
支
え
ま
し
た
。
夜
に
な
れ
ば
、

び

ょ

う

こ

う

か

ん

か

い

も

よ

お

さ

さ

時
の
た
つ
の
を
忘
れ
て
仲
間
と
農
業
に
つ
い
て
話
し
込
み
ま
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
理
紀
之
助

こ
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は
、
農
業
へ
の
熱
い
夢
と
情
熱
を
、
み
ん
な
と
共
有
し
た
の
で
す
。「
歴
観
農
話
連
」
に
よ
る
信
頼

あ

つ

ゆ

め

じ

ょ

う

ね

つ

き

ょ

う

ゆ

う

れ

き

か

ん

の

う

わ

れ

ん

し

ん

ら

い

の
輪
と
固
い
絆
は
、
こ
う
し
て
だ
ん
だ
ん
と
広
が
り
、
明
治
の
末
に
は
会
員
が
約
五
百
名
に
な
り

わ

か

た

き

ず

な

す

え

ま
し
た
。
会
員
は
秋
田
県
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
な
り
の
山
形
県
や
宮
城
県
、
遠
く
は
埼
玉
県
か
ら

や

ま

が

た

み

や

ぎ

さ

い

た

ま

も
集
ま
り
ま
し
た
。

振
り
返
っ
て
理
紀
之
助
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

ふ

「
何
よ
り
得
が
た
い
も
の
は
信
頼
で
す
。
信
頼
は
、
つ
つ
み
か
く
さ
ず
教
え
合
う
こ
と
か
ら
生
ま

え

し

ん

ら

い

れ
ま
す
。
進
歩
と
い
う
の
は
、
厚
い
信
頼
で
で
き
た
巣
の
中
で
育
つ
の
で
す
。」

し

ん

ぽ

あ

つ

す

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）
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民
之
助
を
追
っ
て

千
島
へ

た

み

の

す

け

お

ち

し

ま

「
ま
た
家
出
か
。
今
度
は
ど
こ
に
行
っ
た
も
の
か
の
う
。」

十
月
の
あ
る
日
、
夜
に
な
っ
て
も
理
紀
之
助
の
息
子
の
民
之
助
は
、
家
に
戻
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

む
す

こ

も

ど

民
之
助
は
も
う
二
十
歳
を
過
ぎ
て
お
り
ま
し
た
し
、
以
前
に
も
何
度
か
家
出
を
し
て
い
ま
し
た
の

は

た

ち

す

で
、
あ
ま
り
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
は
み
ま
し
た
が
、
一
週
間
た
っ
て

も
、
一
月
た
っ
て
も
、
正
月
を
過
ぎ
て
も
、
戻
る
ど
こ
ろ
か
連
絡
一
つ
あ
り
ま
せ
ん
。
民
之
助
が

ひ

と

つ

き

し

ょ

う

が

つ

れ

ん

ら

く

立
ち
寄
り
そ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
連
絡
を
入
れ
て
み
ま
し
た
が
、
い
っ
こ
う
に
ど
こ
に
い
る
の
か

よ

れ

ん

ら

く

は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
年
）
四
月
、
理
紀
之
助
は
何
と
し
て
で
も
息
子
を
探
し
出
そ
う
と

め

い

じ

さ

が

覚
悟
を
決
め
て
、旅
立
ち
ま
し
た
。理
紀
之
助
は
ま
ず
、秋
田
県
北
部
に
あ
る
小
坂
や
尾
去
沢
、
阿
仁

か

く

ご

た

び

だ

ほ

く

ぶ

こ

さ

か

お

さ

り

ざ

わ

あ

に

と
い
っ
た
鉱
山
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
探
し
ま
し
た
。
以
前
民
之
助
が
、
「
鉱
山
で
働
い
て
学
費
を
か

こ

う

ざ

ん

か

た

い

ぜ

ん

は

た

ら

が
く

ひ

せ
ぐ
。
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
ど
の
鉱
山
で
も
、
ま
っ
た

く
手
掛
か
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

て

が

か

や
が
て
、
一
週
間
ほ
ど
し
て
理
紀
之
助
は
、
青
森
の
港
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
調
べ

あ

お

も

り

み

な

と

て
み
る
と
、
昨
年
の
十
月
に
函
館
に
向
か
う
船
の
名
簿
に
、
民
之
助
の
名
前
を
発
見
し
ま
し
た
。

さ

く

ね

ん

は

こ

だ

て

ふ

ね

め

い

ぼ

そ
の
後
十
一
月
に
は
千
島
列
島
の
国
後
島
に
行
っ
た
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
も
う
少
し
で
民
之

ち

し

ま

れ

っ

と

う

く

な

し

り

と

う

助
に
会
え
る
と
思
う
と
、
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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流
氷
の
た
め
船
が
出
ら
れ
な
い
四
、
五
日
の
間
、
出
航
は
ま
だ
か
、
ま
だ
か
と
待
っ
て
い
る
と

り

ゅ

う

ひ

ょ

う

し

ゅ

っ

こ

う

こ
ろ
へ
、
国
後
か
ら
来
た
人
と
出
会
い
、
民
之
助
の
こ
と
を
思
い
切
っ
て
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。

た

み

の

す

け

す
る
と
そ
の
人
は
、
「
秋
田
か
ら
来
た
若
い
石
川
と
い
う
男
が
、
こ
の
春
病
気
で
死
ん
だ
。
」

し

と
話
し
た
の
で
す
。
理
紀
之
助
は
驚
き
、
そ
れ
が
本
当
の
こ
と
で
あ
る
の
か
確
か
め
た
い
、
い
や

お

ど

ろ

た

し

か

間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
い
と
、
漁
の
船
を
借
り
て
国
後
島
へ
と
な
ん
と
か
渡
っ
た
の
で

ま

ち

が

り

ょ

う

か

わ
た

す
。さ

っ
そ
く
役
場
に
行
っ
て
み
る
と
、
二
月
十
七
日
に
腸
チ
フ
ス
※
１

で
死
ん
だ
と
い
う
届
書
を
見

や

く

ば

ち

ょ

う

し

と

ど

け

し

ょ

せ
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
理
紀
之
助
に
は
、
紙
切
れ
一
枚
で
は
民
之
助
が
死
ん
だ
と
は
ど
う

し
て
も
思
え
ま
せ
ん
。
せ
め
て
遺
骨
を
見
た
い
と
い
う
思
い
だ
け
が
、
理
紀
之
助
を
前
に
動
か
す

い

こ

つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
の
で
す
。

理
紀
之
助
は
、
案
内
人
と
と
も
に
民
之
助
の
墓
を
探
し
て
凍
り
つ
い
た
山
道
を
登
り
ま
し
た
。

あ

ん

な

い

に

ん

は

か

さ

が

こ

お

や

ま

み

ち

の

ぼ

鉱
山
の
事
務
所
か
ら
さ
ら
に
登
っ
た
あ
た
り
に
火
葬
場
ら
し
き
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
い
る
人
に
墓

こ

う

ざ

ん

じ

む

し

ょ

か

そ

う

ば

を
た
ず
ね
る
と
、
笹
や
ぶ
の
中
か
ら
む
し
ろ
※
２

を
か
ぶ
せ
た
石
油
ば
こ
を
見
つ
け
出
し
て
き
ま
し

さ

さ

せ
き

ゆ

た
。
む
し
ろ
を
め
く
る
と
、
は
こ
の
底
に
焼
け
た
土
に
ま
じ
っ
て
骨
が
入
っ
て
い
た
の
で
す
。
あ

そ

こ

や

ほ

ね

ま
り
に
も
み
じ
め
な
息
子
の
変
わ
り
果
て
た

は

姿
に
、
理
紀
之
助
は
胸
を
締
め
付
け
ら
れ
る

す

が

た

む

ね

し

つ

よ
う
な
思
い
で
、
た
だ
た
だ
そ
の
場
に
泣
き

な

く
ず
れ
ま
し
た
。

※
１

「
腸
チ
フ
ス
」

チ
フ
ス
菌
に
汚
染
さ
れ
た
食
べ
物
や
水
、
手
指
を
介
し
て
移
る
病
気
。

き
ん

お

せ

ん

か
い

う
つ

高

熱
を
出
し
、
下
痢
、
頭
痛
、
全

身
の
だ
る
さ
な
ど
を

伴

う
。

こ
う
ね
つ

げ

り

ず
つ
う

ぜ
ん
し
ん

と
も
な

※
２

「
む
し
ろ
」

わ
ら
な
ど
の
植
物
で
編
ん
だ
簡

単
な
し
き
も
の
。

あ

か
ん
た
ん
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「
こ
ん
な
人
も
通
わ
な
い
よ
う
な
所
に
来
て
、
自
分
の
学
費
を
か
せ
ご
う
と
し
た
な
ん
て
。
こ
ん

か

よ

な
に
寒
い
所
で
だ
れ
に
も
み
と
ら
れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
う
な
ん
て
。
な
ぜ
、
自
分
は
学
費
を
出

さ

む

し
て
や
ら
な
か
っ
た
の
か
。
親
か
ら
の
仕
送
り
で
心
に
ゆ
る
み
が
出
て
は
い
け
な
い
と
思
い
、

し

お
く

言
っ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
鉱
山
の
仕
事
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。
自

こ

う

ざ

ん

分
が
情
け
な
く
て
仕
方
な
い
。
秋
田
県
庁
に
勤
め
、
家
を
留
守
が
ち
に
し
て
も
公
務
に
尽
く
す

な
さ

し

か
た

け

ん

ち

ょ

う

つ

と

る

す

こ
う

む

つ

こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
き
た
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
正
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
息
子
の
本

は

当
の
心
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
、
他
人
を
本
当
に
思
い
や
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ

ふ

も

の

た

に
ん

う
か
。」

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）
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「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
と
は

石
川
理
紀
之
助
は
、
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
年
）
の
秋
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん

め
い

じ

だ
山
田
村
経
済
会
の
成
果
や
、
農
業
作
物
の
栽
培
方
法
を
研
究
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
た

け

い

ざ

い

さ

い

ば

い

「
教
訓
十
四
箇
条
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
理
紀
之
助
が
農
家
の
経
済
を
立
て
直
す
た
め

き

ょ

う

く

ん

じ

ゅ

う

よ

ん

か

じ

よ

う

に
ま
と
め
た
も
の
で
す
が
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
心
構
え
に
つ
い
て
も
つ
な
が
る
部
分
が
多
い
の

こ

こ

ろ

が

ま

で
、
少
し
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
読
み
替
え
て
み
ま
し
た
。

か

教
訓
十
四
箇
条

一
、
寝
て
い
て
人
を
起
す
事
な
か
れ

ね

お

こ

自
分
は
寝
た
ま
ま
で
人
を
起
こ
す
よ
う
な
横

着
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い

お
う
ち
ゃ
く

自
分
か
ら
進
ん
で
行
動
し
て
手
本
を
示
し
な
さ
い

二
、
遠
国
の
事
を
学
ぶ
に
は
先
づ
自
国
の
事
を
知
れ

え

ん

ご

く

ま

（
ず
）

じ

こ

く

遠
い
外
国
の
こ
と
を
学
ぶ
前
に
ま
ず
は
自
分
の
国
の
こ
と
を
よ
く
知
り
な
さ
い

ま
ず
は
自
分
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
な
さ
い

や

く

わ

り

三
、
資
金
を
の
み
力
に
し
て
起
こ
す
産
は
破
れ
易
し

し

き

ん

さ

ん

や

ぶ

や

す

お
金
に
も
の
を
言
わ
せ
て
起
こ
す
も
の
は
く
ず
れ
て
し
ま
い
や
す
い
も
の
だ

成
功
さ
せ
る
に
は
よ
く
考
え
て
行
い
な
さ
い
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四
、
金
満
家
の
息
子
は
多
く
農
家
の
義
務
を
知
ら
ず

き

ん

ま

ん

か

ぎ

む

金
持
ち
の
子
ど
も
は
、
農
家
の
本
当
の
心
を
知
ら
な
い

相
手
の
本
当
の
心
を
知
り
な
さ
い

五
、
経
済
は
唯
だ
沢
山
に
金
銭
を
持
つ
事
に
非
ず

た

た

く

さ

ん

き

ん

せ

ん

あ

ら

も
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
お
金
を
た
だ
た
く
さ
ん
持
つ
こ
と
で
は
な
い

ま
ず
は
自
分
の
心
を
豊
か
に
し
な
さ
い

六
、
勧
業
の
良
結
果
は
多
く
速
成
を
要
せ
ざ
る
に
あ
り

か

ん

ぎ

ょ

う

り

ょ

う

け

っ

か

そ

く

せ

い

よ

う

産
業
で
よ
い
結
果
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
、
速
さ
だ
け
を
追
求
し
な
い
こ
と
だ

よ
い
結
果
が
出
る
ま
で
努
力
を
続
け
な
さ
い

七
、
農
家
に
し
て
蓄
財
を
望
ま
ば
耕
地
に
貸
付
け
て
利
を
と
れ

ち

く

ざ

い

の

ぞ

こ
う

ち

か

し

つ

り

農
家
で
財
産
を
た
め
よ
う
と
思
う
な
ら
、
耕
地
に
貸
付
を
し
て
利
益
を
上
げ
な
さ
い

自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
に
専
念
し
な
さ
い

せ

ん

ね

ん

八
、
樹
木
は
祖
先
よ
り
借
り
て
子
孫
に
返
す
も
の
と
知
れ

じ

ゅ

も

く

そ

せ
ん

か

し

そ
ん

樹
木
は
祖
先
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
り
、
子
孫
に
返
す
も
の
と
思
い
な
さ
い

人
や
物
を
大
切
に
扱
い
な
さ
い

あ
つ
か

九
、
人
力
の
み
に
て
成
就
す
る
も
の
は
永
久
の
産
と
な
ら
ず

じ

ょ

う

じ

ゅ

え

い

き

ゅ

う

さ

ん

人
の
力
だ
け
で
成
し
遂
げ
た
も
の
は
、
永
久
に
残
る
も
の
と
は
な
ら
な
い

と

後
々
ま
で
残
る
よ
う
に
、
よ
く
考
え
て
事
を
成
し
な
さ
い

な
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【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）

十
、
子
孫
の
繁
栄
を
思
は
ば
草
木
に
培
養
す
る
事
を
以
て
悟
れ

は

ん

え

い

（
わ
）

ば

い

よ

う

も

っ

さ

と

子
孫
の
繁
栄
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
草
木
を
育
て
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
な
さ
い

人
に
愛
情
を
も
っ
て
優
し
く
接
し
な
さ
い

十
一
、
国
の
経
済
を
考
え
て
家
の
経
済
を
行
へ

（
え
）

国
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
家
計
を
行
い
な
さ
い

み
ん
な
の
こ
と
を
考
え
て
自
分
の
す
る
こ
と
を
考
え
な
さ
い

十
二
、
豊
年
に
も
大
凶
作
あ
り
気
を
つ
け
て
見
よ

ほ

う

ね

ん

だ
い
き
ょ
う

さ

く

豊
作
の
年
で
も
地
域
に
よ
っ
て
は
不
作
な
所
も
あ
る
の
で
、
気
を
付
け
て
見
な
さ
い

細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
振
り
返
り
、
次
に
生
か
し
な
さ
い

十
四
、
僥
倖
の
利
益
は
永
久
の
宝
に
あ
ら
ず

ぎ
ょ
う
こ
う

り

え

き

え
い
き
ゅ
う

思
い
が
け
な
い
幸
運
で
手
に
入
れ
た
利
益
は
永
久
の
宝
に
は
な
ら
な
い

次
に
残
る
よ
う
に
地
道
に
努
力
し
な
さ
い

十
三
、
金
銭
は
濫
り
に
集
め
る
事
易
く
し
て
能
く
使
う
こ
と
は
難
し

き

ん

せ

ん

み

だ

よ

か
た

お
金
を
た
だ
集
め
る
だ
け
な
ら
簡
単
だ
が
、
有
効
に
使
う
こ
と
は
難
し
い

人
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
よ
さ
を
生
か
し
て
使
い
な
さ
い
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谷
頭
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に

た

に

が

し

ら
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）
、
石
川
理
紀
之
助
は
、
七
人
の
仲
間
と
と
も
に
宮
崎
県
庄
内
村

め

い

じ

な

か

ま

み

や

ざ

き

け

ん

し

ょ

う

な

い

む

ら

谷
頭
（
今
の
都
城
市
山
田
町
）
を
訪
れ
ま
し
た
。
前
田
正
名
と
い
う
宮
崎
県
の
開
田
開
発
事
業
を

み
や
こ
の
じ

ょ

う

し

ま

え

だ

ま

さ

な

か

い

で

ん

か

い

は

つ

じ

ぎ

よ

う

行
っ
て
い
た
人
に
熱
心
に
さ
そ
わ
れ
、こ
の
村
を
立
て
直
す
た
め
に
農
民
の
指
導
に
来
た
の
で
す
。

ね

っ

し

ん

し

ど

う

理
紀
之
助
は
谷
頭
に
着
く
な
り
、
立
て
直
す
た
め
の
村
人
の
日
程
表
を
作
り
、
翌
朝
三
時
に
起
床

に

つ

て

い

ひ

ょ

う

よ

く

あ

さ

き

し

ょ

う

の
か
け
板
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
だ
れ
も
起
き
ず
に
仕
事
に
も
来
ま
せ
ん
。

な

「
だ
れ
も
来
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
様
子
を
見
て
来
よ
う
。」

よ

う

す

理
紀
之
助
ら
は
、
谷
頭
の
様
子
を
見
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ
の
地
区
は
、
霧
島
山
の
ふ
も

き

り

し

ま

と
の
火
山
灰
で
お
お
わ
れ
た
台
地
で
、
樹
木
も
十
分
に
育
ち
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
竹
林
が

か

ざ

ん

ば

い

だ

い

ち

じ

ゆ

も

く

し
げ
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
畑
も
ま
ば
ら
で
小
さ
な
芋
し
か
と
れ
ま
せ
ん
。
村
人
た
ち
は
、
も

い

も

と
も
と
鹿
児
島
県
桜
島
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
人
で
、
噴
火
の
難
を
の
が
れ
て
き
て
住
み
着
き
ま

か

ご

し

ま

け

ん

さ

く

ら

じ

ま

ふ

ん

か

な

ん

し
た
。
自
分
た
ち
は
貧
し
い
け
れ
ど
、
こ
れ
で
仕
方
な
い
の
だ
と
、
み
ん
な
あ
き
ら
め
き
っ
て
い

ま

ず

し

か

た

ま
す
。
理
紀
之
助
は
、
村
人
た
ち
を
集
め
て
村
を
立
て
直
す
た
め
の
方
針
を
話
そ
う
と
し
ま
し
た

ほ

う

し

ん

が
、
秋
田
弁
と
薩
摩
弁
で
は
話
も
通
じ
ず
、
筆
談
を
し
よ
う
に
も
谷
頭
の
村
人
は
読
み
書
き
も
で

べ

ん

さ

つ

ま

ひ

つ

だ

ん

き
な
い
人
が
多
い
の
で
す
。

事
務
所
に
戻
っ
た
理
紀
之
助
は
、
秋
田
か
ら
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
き
た
仲
間
に
対
し
て
、
静
か

じ

む

し

よ

も

ど

し

ず

に
こ
う
言
い
ま
し
た
。
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「
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
指
導
し
に
来
た
と
い
う
考
え
は
捨
て
よ
う
。
こ
の
村
の
一
員
と
な
り
き

し

ど

う

す

っ
て
行
動
し
よ
う
。
こ
の
村
の
欠
点
や
村
人
の
悪
い
点
を
決
し
て
口
に
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
生

け

っ

て

ん

活
や
行
動
で
気
付
か
せ
る
よ
う
に
し
よ
う
。」

き

づ

そ
れ
か
ら
、
理
紀
之
助
た
ち
は
、
村
人
に
自
分
た
ち
か
ら
進
ん
で
あ
い
さ
つ
を
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
朝
仕
事
を
し
て
得
し
た
こ
と
を
み
ん
な
に
話
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

と

く

ほ
か
に
も
、
理
紀
之
助
は
村
の
子
ど
も
た
ち
に
事
務
所
で
、
礼
儀
作
法
、
算
術
、
読
書
、
作
文
、

じ

む

し

ょ

れ

い

ぎ

さ

ほ

う

さ

ん

じ

ゆ

つ

竹
細
工
な
ど
を
教
え
る
夜
学
も
行
い
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
早
起
き
す
る
人
、
朝
仕
事
を
し
て
た
く

た

け

ざ

い

く

や

が

く

わ
え
を
す
る
人
が
増
え
、
村
は
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
、
し
か
し
確
実
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

ふ

か

く

じ

つ

理
紀
之
助
が
前
田
正
名
と
約
束
し
た
期
間
の
六
か
月
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
秋
の
さ
わ
や

ま

え

だ

ま

さ

な

や

く

そ

く

き

か

ん

す

か
な
風
が
吹
き
始
め
る
こ
ろ
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
谷
頭
を
去
る
日
が
来
ま
し
た
。
出
発
の
朝
三

時
に
は
、
二
百
人
以
上
の
夜
学
生
と
村
の
お
年
寄
り
や
若
者
た
ち
が
集
ま
り
、
別
れ
を
惜
し
ん
で

と

し

よ

わ

か

も

の

お

ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
後
を
追
っ
て
き
ま
す
。
理
紀
之
助
が
「
帰
れ
。
」
と
言
っ
て
も
だ
れ
も

帰
ら
ず
、
た
い
ま
つ
を
か
か
げ
て
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
来
る
の
で
す
。
理
紀
之
助
は
、
別
れ
を
惜

し
む
村
の
人
た
ち
の
純
粋
な
気
持
ち
に
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

じ

ゆ

ん

す

い

な

み

だ

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）
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農
業
の
未
来
を
開
く

の

う

ぎ

よ

う

み

ら

い

一
八
七
八
年
（
明
治
十
一
年
）
、
南
秋
田
郡
八
橋
村
（
今
の
秋
田
市
八
橋
）
の
県
営
植
物
園
で
、

め

い

じ

み

な

み

あ

き

た

ぐ

ん

や

ば

せ

む

ら

け

ん

え

い

し

ょ

く

ぶ

つ

え

ん

石
川
理
紀
之
助
が
中
心
と
な
り
農
作
物
の
種
子
を
交
換
し
合
う
種
子
交
換
会
が
開
催
さ
れ
ま
し

の

う

さ

く

ぶ

つ

し

ゅ

し

こ

う

か

ん

か

い

さ

い

た
。
こ
れ
以
来
、
種
子
交
換
会
は
種
苗
交
換
会
と
名
前
を
変
え
な
が
ら
も
、
昭
和
恐
慌
※
１

や
太
平

し

ゅ

び

ょ

う

し

ょ

う

わ

き

よ

う

こ

う

た

い

へ

い

洋
戦
争
※
２

な
ど
の
困
難
を
乗
り
越
え
な
が
ら
一
年
も
休
ま
ず
に
開
催
さ
れ
、
伝
統
を
守
り
な
が
ら

よ

う

せ

ん

そ

う

こ

ん

な

ん

こ

で

ん

と

う

も
、
他
の
関
連
行
事
を
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、
秋
田
県
最
大
級
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
発
展
し
て
き

か

ん

れ

ん

ぎ

ょ

う

じ

ま

こ

さ

い

だ

い

き

ゆ

う

は

っ

て

ん

ま
し
た
。

石
川
理
紀
之
助
が
県
庁
職
員
だ
っ
た
こ
ろ
、
秋
田
県
産
業
の
中
心
だ
っ
た
農
業
に
は
大
き
な
し

け

ん

ち

ょ

う

し

ょ

く

い

ん

さ

ん

ぎ

よ

う

か
も
緊
急
の
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
「
腐
米
」
で
す
。
乾
燥
方
法
が
し
っ

き

ん

き

ゅ

う

く

さ

れ

ま

い

か

ん

そ

う

ほ

う

ほ

う

か
り
と
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
収
穫
し
た
翌
年
春
に
は
米
が
く
さ
っ
て
く
る
病
気
で
す
。

し

ゅ

う

か

く

よ

く

ね

ん

は

る

た
だ
で
さ
え
寒
冷
地
で
稲
作
が
困
難
な
地
域
に
、
こ
の
稲
の
病
気
が
は
や
っ
た
の
で
す
。
理
紀
之

か

ん

れ

い

ち

い

な

さ

く

こ

ん

な

ん

ち

い

き

助
は
原
因
を
追
及
し
、
収
穫
時
の
米
の
乾
燥
方
法
に
新
し
い
や
り
方
を
編
み
出
し
て
、
功
績
を
あ

げ

ん

い

ん

つ

い

き

ゅ

う

あ

こ

う

せ

き

げ
ま
し
た
。

ま
た
、
当
時
は
桑
や
菜
種
、
果
樹
な
ど
の
商
品
作
物
の
発
展
、
西
洋
技
術
の
導
入
、
今
ま
で
の

く

わ

な

た

ね

か

じ

ゅ

し

ょ

う

ひ

ん

さ

く

も

つ

は

つ

て

ん

せ

い

よ

う

ぎ

じ

ゆ

つ

ど

う

に

ゆ

う

農
業
方
法
の
改
善
な
ど
が
秋
田
県
農
業
の
課
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、「
老
農
」

か

い

ぜ

ん

か

だ

い

ろ

う

の

う

と
呼
ば
れ
る
農
業
の
達
人
た
ち
は
県
内
各
地
で
農
事
改
良
に
努
め
て
き
た
も
の
の
、
お
互
い
の
知

た

つ

じ

ん

の

う

じ

か

い

り

ょ

う

つ

と

た

が

ち

識
や
技
術
を
進
ん
で
公
開
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
理
紀
之
助
は

し

き

ぎ

じ

ゆ

つ
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「
老
農
」
た
ち
を
動
か
し
、
手
作
り
の
作
物
の
種
子
を
持
ち
よ
り
、
お
互
い
に
見
せ
合
い
、
交
換

ろ

う

の

う

し

ゆ

し

た

が

こ

う

か

ん

し
合
う
種
子
交
換
会
を
開
催
し
た
の
で
す
。

し

ゅ

し

こ

う

か

ん

か

い

か

い

さ

い

第
一
回
の
出
品
数
は
、
稲
六
十
五
点
、
大
豆
十
九
点
、
小
豆
六
点
等
、
合
計
百
八
十
九
点
と
い

し

ゅ

っ

ぴ

ん

す

う

い

ね

だ

い

ず

あ

ず

き

う
も
の
で
し
た
が
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
え
続
け
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
十
七
年
）
の
第
百

か

さ

ふ

三
十
八
回
鹿
角
市
大
会
の
出
品
数
は
、
合
計
一
、
九
三
一
点
を
数
え
、
八
十
万
人
以
上
の
来
場
者

か

づ

の

ら

い

じ

よ

う

し

や

を
得
る
な
ど
、
日
本
一
長
い
歴
史
と
集
客
力
を
も
つ
大
き
な
大
会
と
な
っ
た
の
で
す
。

え

れ

き

し

し

ゅ

う

き

ゃ

く

り

ょ

く

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」（
批
評
社
）

Ｊ
Ａ
秋
田
中
央
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
先
人
に
学
び
農
業
の
未
来
を
開
く
」

広
報
「
か
づ
の
」
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
号

※
１

「

昭
和
恐
慌

」

し
ょ
う
わ
き
ょ
う
こ
う

一
九
三
〇
年
～
三
一
年
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た

世
界
恐
慌

せ
か
い
き
ょ
う
こ
う

の

影
響

で
、
日
本
の

経
済
状
況

も
と
て
も
悪
く
な
っ
た
。

え
い
き
ょ
う

け
い
ざ
い
じ
ょ
う
き
ょ
う

※
２

「

太
平
洋
戦
争

」

た
い
へ
い
よ
う
せ
ん
そ
う

一
九
四
一
年
～
四
五
年
に
か
け
て
、
日
本
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
を

中
心
と
す
る
国
々
と
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
を
中
心

と
す
る
国
々
と
の
間
で
起
こ
っ
た
世
界
的
な
戦
争
。
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草
木
谷
に
暮
ら
す

く

さ

き

だ

に

「
石
川
理
紀
之
助
の
経
済
論
は
理
屈
と
し
て
は
お
も
し
ろ
く
、
中
等
以
上
の
暮
ら
し
を
す
る
者
に
は
適
当
か
も
知

け

い

ざ

い

ろ

ん

り

く
つ

れ
な
い
が
、
今
日
の
食
べ
物
に
も
困
っ
て
い
る
貧
農
の
者
に
は
、
こ
の
経
済
論
は
役
に
立
た
な
い
。
」

ひ

ん

の

う

「
理
紀
之
助
が
山
田
村
を
改
善
し
た
と
言
っ
て
も
、
ま
だ
完
全
で
は
な
い
。
だ
い
た
い
理
紀
之
助
は
相
当
の
資
産

家
の
家
に
生
ま
れ
て
、
養
子
先
の
石
川
家
も
一
時
傾
い
た
と
は
い
え
元
は
資
産
家
、
し
た
が
っ
て
極
貧
者
の
暮

よ
う

し

か
た
む

ご

く

ひ

ん

し

ゃ

ら
し
と
い
う
も
の
は
理
解
し
て
い
な
い
。
貧
し
い
家
に
限
っ
て
病
人
が
あ
っ
た
り
、
子
だ
く
さ
ん
で
あ
っ
た
り

し
て
、
貧
乏
人
に
は
い
く
ら
働
い
て
も
倹
約
す
べ
き
余
裕
な
ど
な
い
の
だ
。
」

け

ん

や

く

理
紀
之
助
が
上
京
し
、
農
商
務
省
で
農
家
経
済
の
方
策
を
講
演
し
た
後
、
世
の
中
に
は
彼
の
経
済
論
に
こ
の
よ

の

う

し

ょ

う

む

し

ょ

う

う
に
反
論
す
る
者
が
現
れ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
理
紀
之
助
は
、
い
つ
か
極
貧
生
活
を
実
験
し
て
み
よ
う
と
自
ら
の

ご

く

ひ

ん

心
に
誓
っ
た
の
で
あ
る
。

理
紀
之
助
は
、
長
男
民
之
助
の
遺
骨
を
抱
い
て
村
人
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
帰
っ
た
後
、
民
之
助
の
葬
式
を
済

た

み

の

す

け

い

こ
つ

か

く

そ

う

し

き

ま
せ
る
と
、
ま
も
な
く
、
他
家
へ
養
子
に
や
っ
た
次
男
の
老
之
助
を
呼
び
戻
し
、
わ
ず
か
十
八
歳
の
老
之
助
に
家
督

お

い

の

す

け

か

と
く

を
ゆ
ず
り
、
自
分
は
母
家
の
そ
ば
の
間
口
三
間
（
一
間
は
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
奥
行
き
五
間
の
小
屋
を
二
つ
に

お
も

や

仕
切
っ
て
、
そ
の
半
分
を
物
置
に
、
半
分
を
住
家
と
し
て
そ
こ
に
引
き
移
っ
た
。

理
紀
之
助
は
一
人
の
部
屋
で
静
か
に
反
省
し
て
み
る
時
、
自
分
で
は
何
も
言
わ
な
く
て
も
、
他
の
人
に
と
っ
て

は
何
と
な
く
窮
屈
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
自
分
に
は
あ
る
ら
し
い
と
思
っ
た
。
家
督
を
ゆ
ず
っ
た
以
上
、
老
之

き

ゅ

う

く

つ

助
に
窮
屈
な
思
い
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
さ
っ
そ
く
小
屋
に
移
り
、
そ
の
小
屋
を
「
廃
物
利
用
庵
」
と

は
い

ぶ
つ

り

よ
う

あ

ん

名
付
け
た
。
し
か
し
、
別
居
し
た
と
は
い
え
、
母
家
の
す
ぐ
そ
ば
で
あ
り
、
老
之
助
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
い
つ

も
父
親
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
と
、
や
は
り
自
分
は
母
家
か
ら
も
っ
と
離
れ

て
、
米
、
味
噌
な
ど
も
一
切
自
給
自
足
し
て
、
自
分
の
力
で
生
き
て
い
こ
う
、
自
分
に
貧
乏
人
の
気
持
ち
が
分
か

み

そ

ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
し
よ
う
と
、
草
木
谷
へ
の
移
転
を
決
め
た
。
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理
紀
之
助
の
草
木
谷
の
小
屋
は
、
本
宅
か
ら
二
十
余
町
（
一
町
は
約
百
九
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
た
沢
地
で
あ
っ
た
。

縄
と
鍬
と
米
三
升
五
合
を
老
馬
に
付
け
て
移
っ
て
き
て
か
ら
半
年
が
経
っ
て
い
た
。
こ
こ
は
養
父
長
十
郎
が
昔

な

わ

く

わ

ち

ょ

う

じ

ゅ

う

ろ

う

開
墾
し
た
九
反
歩
（
一
反
は
約
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
の
田
地
が
あ
っ
た
が
、
沢
地
の
た
め
水
が
冷
た

か

い

こ

ん

い
の
で
、
そ
の
う
ち
の
三
、
四
反
歩
は
実
り
が
悪
く
、
い
つ
も
小
作
人
か
ら
苦
情
の
絶
え
な
い
ほ
ど
の
痩
せ
地
で

や

あ
っ
た
。
し
か
し
、
田
地
に
す
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
、
理
紀
之
助
は
こ
こ
の
開
墾
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。

人
手
を
借
り
て
、
ま
ず
か
や
や
わ
ら
、
む
し
ろ
だ
け
で
寝
起
き
す
る
小
屋
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
は
低
地

で
あ
っ
た
か
ら
、
豪
雨
に
は
谷
水
が
あ
ふ
れ
、
嵐
に
は
わ
ら
屋
根
が
と
ば
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
、
た
く
さ
ん
の
青
年
や
子
ど
も
が
山
居
を
訪
れ
、
済
民
救
済
方
法
を
尋
ね
た
り
読
み
書
き
を
習
っ
た
り

さ

い

み

ん

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
時
は
、
畑
か
ら
収
穫
し
た
雑
穀
の
み
で
生
活
す
る
場
合
の
参
考
に
と
じ
ゃ
が
い
も

ざ

っ

こ

く

の
食
用
法
の
研
究
を
し
た
。
理
紀
之
助
は
一
切
の
食
物
を
本
宅
に
運
ん
で
預
け
て
お
き
、
塩
だ
け
を
残
し
て
毎
日

じ
ゃ
が
い
も
を
煮
て
食
べ
た
。
二
、
三
日
は
無
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
著
し
い
空
腹
を
感
じ
た
が
、
い
も

い
ち
じ
る

を
手
に
す
る
る
だ
け
で
の
ど
が
詰
ま
っ
た
よ
う
な
状
態
に
な
り
、
口
に
無
理
に
入
れ
た
い
も
が
な
か
な
か
胃
ま
で

落
ち
て
い
か
な
か
っ
た
。
労
働
を
し
よ
う
と
し
て
も
汗
ば
か
り
出
て
少
し
も
力
が
出
な
い
ば
か
り
か
、
胸
が
つ
ま

っ
た
よ
う
な
感
じ
で
口
を
き
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
身
体
は
綿
の
よ
う
に
疲
れ
て
き
て
、
と
に
か
く
五
日

目
ま
で
は
何
と
か
我
慢
で
き
た
が
、
一
週
間
目
に
な
る
と
ど
う
に
も
我
慢
が
で
き
な
い
。
八
日
目
に
と
う
と
う
本

が

ま

ん

宅
か
ら
取
り
寄
せ
た
米
飯
を
食
べ
た
時
の
お
い
し
さ
は
格
別
で
あ
っ
た
。
理
紀
之
助
に
と
っ
て
、
食
物
の
あ
り
が

た
さ
、
飢
饉
の
恐
ろ
し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
命
が
け
の
体
験
と
な
っ
た
。

き

き
ん

理
紀
之
助
の
草
木
谷
山
居
の
日
常
生
活
は
、
半
日
は
馬
の
飼
料
と
自
分
の
食
料
を
整
え
る
た
め
に
費
や
し
、
残

つ

い

り
半
分
で
は
満
足
な
働
き
は
で
き
な
い
の
で
夜
業
を
増
し
て
、
身
体
の
続
く
限
り
働
い
た
。
睡
眠
は
夜
間
十
二
時

間
の
う
ち
六
時
間
に
決
め
、
残
り
の
六
時
間
を
夜
業
の
時
間
と
し
、
一
日
平
均
十
二
時
間
働
き
、
力
仕
事
の
ほ
か

畑
及
び
家
で
働
く
仕
事
は
た
い
が
い
一
・
五
人
分
の
仕
事
を
し
た
。
ま
た
、
飢
饉
の
用
意
は
ど
の
程
度
で
き
る
か

を
試
し
、
一
日
五
合
炊
く
米
飯
の
う
ち
、
一
合
は
別
の
桶
に
入
れ
て
貯
え
、
乾
し
飯
と
し
て
保
存
し
た
。
そ
の
結

お

け

た
く
わ

ほ

い

い
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果
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）
か
ら
一
八
九
二
年
（
明
治
二
十
五
年
）
の
山
居
生
活
で
千
日
目
を
迎
え
、
一

合
ず
つ
の
米
が
一
石
（
一
石
は
一
〇
〇
〇
合
）
貯
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力
で
、
一
年
の
純
益

こ

く

は
当
時
の
値
段
で
お
よ
そ
二
百
円
（
今
の
お
金
に
し
て
二
百
万
円
ほ
ど
）
で
、
地
所
の
代
価
を
引
い
て
も
一
年
百

円
以
上
の
利
益
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
い
か
な
る
貧
民
も
怠
る
こ
と
な
く
努
力
す
れ
ば
、
こ
の
通
り
の
利
益
が

ひ

ん

み

ん

お
こ
た

あ
る
こ
と
を
理
紀
之
助
は
身
を
も
っ
て
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
八
九
八
年
（
明
治
三
十
一
年
）
に
山
居
が
火
災
に
遭
い
、
理
紀
之
助
は
一
切

あ

の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
の
見
舞
い
客
、
見
舞
い
状
合
わ

せ
て
二
百
三
十
三
人
に
も
お
よ
ん
だ
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
草
庵
は
、
焼
失
を
聞

き
つ
け
た
弟
子
た
ち
が
駆
け
つ
け
、
わ
ず
か
五
時
間
で
再
建
し
た
も
の
で
、
『
五

か

ご

時
庵
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
理
紀
之
助
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
礼
状
に
、
こ
う
記
し

じ

あ

ん

し

る

て
送
っ
た
。

「
心
の
蔵
書
焼
残
り
候
」

ぞ

う

し

ょ

そ
う
ろ
う

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」
（
批
評
社
）

草木谷山居の風景
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吉
凶
屏
風
訓
言

き

っ

き

ょ

う

び

ょ

う

ぶ

く

ん

げ

ん

石
川
理
紀
之
助
は
、
六
十
一
歳
の
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
十
八
年
）
五
月
九
日
、
尚
庵
（
理
紀
之
助
が
晩
年
の

し
ょ
う

あ

ん

ば

ん

ね

ん

十
年
を
過
ご
し
た
庵
）
に
て
静
か
に
こ
の
書
を
書
き
上
げ
た
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
に
山
田
経
済
会
な
ど
で
立
て
直

い
お
り

し
に
関
わ
っ
て
き
た
山
田
村
の
人
々
に
向
け
て
、
残
す
べ
き
訓
書
と
し
て
書
い
て
作
っ
た
屏
風
で
あ
る
。

く

ん

し

ょ

○

天
地
の
御
恩
を
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。

ご

お
ん

自
然
の
恵
み
や
身
の
回
り
の
こ
と
へ
の
感
謝
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○

産
土
神
氏
神
を
敬
い
祖
先
の
御
墓
を
大
切
に
す
べ
し
。

う

ぶ

す

な

が

み

う

じ

が

み

う
や
ま

そ
の
土
地
に
伝
わ
る
神
様
や
、
地
域
で
共
同
で
ま
つ
る
神
様
、
先
祖
代
々
の
お
墓
を
大
切
に
し
な
さ
い
。

○

父
母
を
は
じ
め
、
す
べ
て
老
人
を
大
切
に
す
べ
し
。
但
し
よ
き
も
の
を
喰
わ
せ
着
す
る
よ
り
心
に
苦
労
か

た

だ

く

け
べ
か
ら
ず
。

両
親
を
は
じ
め
す
べ
て
の
老
人
を
大
切
に
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
よ
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
よ
い
衣
服
を
着

せ
る
よ
り
も
、
心
配
や
苦
労
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。

○

兄
弟
姉
妹
嫁

姑
の
間
睦
か
る
べ
し
。

よ
め
し
ゅ
う
と
め

む

つ

兄
弟
も
姉
妹
も
嫁
も
し
ゅ
う
と
め
（
義
理
の
親
）
も
仲
よ
く
し
な
さ
い
。

○

女
房
の
い
う
こ
と
を
、
み
だ
り
に
用
ゆ
べ
か
ら
ず
。

に
ょ
う
ぼ
う

も
ち

（
う
）

妻
が
言
っ
た
こ
と
を
、
み
だ
り
に
使
っ
た
り
、
ほ
か
に
言
い
ふ
ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
身
近
な
人
の
言
う
こ
と
で
も
、
よ
く
考
え
な
い
で
信
用
し
て
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
）
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○

子
孫
の
愛
に
お
ぼ
れ
て
、
我
侭
さ
す
べ
か
ら
ず
。

わ

が

ま

ま

子
ど
も
や
孫
を
愛
す
る
が
あ
ま
り
、
わ
が
ま
ま
を
さ
せ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○

父
母
な
き
子
、
夫
妻
に
お
く
れ
し
老
人
、
か
た
わ
、
病
人
は
め
ぐ
む
べ
し
。

親
を
亡
く
し
た
子
や
、
子
ど
も
を
亡
く
し
た
親
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
人
、
病
人
な
ど
を
大
切
に
し
な
さ

い
。

○

み
だ
り
に
生
物
殺
す
べ
か
ら
ず
。

い
た
ず
ら
に
理
由
も
な
く
生
き
物
を
殺
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○

す
た
れ
る
も
の
は
、
人
も
器
物
も
な
る
べ
く
用
ゆ
べ
し
。

も
ち

（
う
）

盛
ん
で
な
く
な
っ
た
り
、
役
目
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
た
よ
う
な
人
や
器
物
も
、
な
る
べ
く
役
割

を
与
え
て
使
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。

○

村
中
は
殊
に
睦
じ
く
す
べ
し
。

こ

と

む
つ
ま

地
域
の
中
の
人
と
は
特
に
仲
よ
く
し
な
さ
い
。

○

正
直
と
礼
を
正
し
く
す
べ
し
。

正
直
で
あ
る
こ
と
や
礼
儀
正
し
い
こ
と
を
大
切
に
し
な
さ
い
。

○

自
ら
働
き
て
人
を
つ
か
う
べ
し
。

自
分
か
ら
積
極
的
に
働
い
て
、
人
に
手
本
を
見
せ
て
使
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。

○

人
の
上
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

（
う
）

上
か
ら
目
線
で
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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○

万
事
堪
忍
す
べ
し
。

ば
ん

じ

か

ん

に

ん

何
事
も
じ
っ
と
こ
ら
え
て
が
ま
ん
し
な
さ
い
。

○

難
儀
な
る
事
は
自
分
に
し
て
、
易
き
こ
と
は
人
に
ゆ
ず
る
べ
し
。

な
ん

ぎ

や

す

辛
く
て
大
変
な
こ
と
は
自
分
で
し
て
、
か
ん
た
ん
な
こ
と
は
人
に
ゆ
ず
り
な
さ
い
。

○

人
よ
り
仇
さ
れ
た
ら
ば
、
恩
に
て
返
す
べ
し
。

あ

だ

お

ん

人
か
ら
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
さ
れ
た
ら
、
か
え
っ
て
情
け
を
か
け
て
返
し
て
あ
げ
な
さ
い
。

○

物
知
り
顔
す
べ
か
ら
ず
。

何
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
顔
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

○

予
算
を
た
て
て
竈
を
持
つ
べ
し
。

よ

さ
ん

か
ま
ど

予
算
を
立
て
て
し
っ
か
り
と
し
た
会
計
を
行
い
な
さ
い
。

○

朝
寝
夜
更
す
べ
か
ら
ず
。

あ
さ

ね

よ

ふ
か
し

朝
ね
ぼ
う
や
夜
ふ
か
し
は
し
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。

○

遊
芸
を
学
ぶ
べ
か
ら
ず
。

ゆ

う

げ

い

茶
の
湯
・
生
け
花
・
音
曲
・
舞
踊
な
ど
の
遊
び
ご
と
に
関
す
る
芸
能
は
学
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。

○

ひ
ま
あ
ら
ば
学
問
す
べ
し
。

時
間
を
見
つ
け
て
勉
強
し
な
さ
い
。
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○

無
尽
を
建
べ
か
ら
ず
、
加
入
す
べ
か
ら
ず
。

む

じ
ん

た

て

無
尽
講
（
一
定
の
口
数
と
給
付
金
額
を
決
め
、
加
入
者
か
ら
定
期
的
に
お
金
を
集
め
、
抽
選
や
入
札
に
よ

こ
う

き

ゅ

う

ふ

き

ん

が

く

り
金
品
を
給
付
す
る
こ
と
）
を
作
っ
た
り
、
加
入
し
た
り
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○

利
益
あ
り
と
て
、
家
業
の
外
の
事
す
べ
か
ら
ず
。

り

え
き

ほ
か

利
益
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
家
業
の
範
囲
以
外
の
こ
と
は
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

は
ん

い

○

家
産
は
祖
先
の
も
の
也
。

な

り

家
の
財
産
は
今
の
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、
祖
先
か
ら
一
時
的
に
預
か
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

○

人
の
保
証
と
な
る
べ
か
ら
ず
。

他
人
の
保
証
人
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

○

馬
口
労
す
べ
か
ら
ず
。

ば

く

ろ

う

馬
や
牛
の
売
買
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ば
い

ば
い

○

大
酒
呑
む
べ
か
ら
ず
。

の

大
酒
飲
み
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

○

博
奕
は
勿
論
か
け
ご
と
す
べ
か
ら
ず
。

ば
く

ち

も

ち

ろ

ん

賭
博
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
さ
な
か
け
ご
と
に
も
手
を
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

と

ば
く

○

煙
草
の
む
べ
か
ら
ず
。

た

ば

こ

た
ば
こ
を
吸
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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○

流
行
に
入
る
べ
か
ら
ず
。

流
行
に
あ
ま
り
深
入
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

○

深
く
料
理
を
好
む
べ
か
ら
ず
。

あ
ま
り
深
く
料
理
に
取
り
入
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

○

地
形
の
境
を
正
し
く
す
べ
し
。

さ
か
い

地
形
の
境
界
線
を
正
し
く
保
ち
な
さ
い
。

き

ょ

う

か

い

せ

ん

○

山
林
を
大
切
に
す
べ
し
。

山
林
を
大
切
に
し
な
さ
い
。

○

貯
金
、
飢
饉
、
備
等
怠
る
べ
か
ら
ず
。
備
は
貸
す
べ
か
ら
ず
、
度
々
取
替
る
べ
か
ら
ず
。

き

き
ん

そ
な
え

お
こ
た

た

び

た

び

貯
金
や
飢
饉
な
ど
へ
の
備
え
を
気
を
ゆ
る
め
て
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
備
え
を
人
に
貸
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
し
、
あ
ま
り
ひ
ん
ぱ
ん
に
取
り
替
え
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

○

組
合
及
村
中
の
者
へ
必
貸
す
べ
か
ら
ず
。

お
よ
び

か
な
ら
ず

組
合
の
者
や
村
の
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
金
を
貸
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○

此
屏
風
を
用
い
る
婚
礼
と
葬
式
は
人
の
竈
に
奢
の
入
る
時
也
。
慎
む
べ
し
。
貢
租
は
勿
論
、
他
に
収
む
る

こ

の

び

ょ

う

ぶ

こ

ん

れ

い

そ

う

し

き

か
ま
ど

お
ご
り

な
り

つ
つ
し

こ
う

そ

も

ち

ろ

ん

べ
き
も
の
は
窮
す
る
程
速
に
す
べ
し
。

き
ゅ
う

そ
く

こ
の
屏
風
を
使
う
婚
礼
や
葬
式
の
時
は
、
ぜ
い
た
く
に
な
り
が
ち
な
時
な
の
で
気
を
付
け
な
さ
い
。
年
貢

ね
ん

ぐ

な
ど
の
税
金
は
も
ち
ろ
ん
、
納
め
る
べ
き
も
の
は
、
困
っ
て
い
る
ほ
ど
迅
速
に
行
い
な
さ
い
。

じ

ん

そ

く
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○

経
済
会
は
同
じ
こ
と
に
て
も
、
相
談
の
上
す
べ
し
。

経
済
会
の
こ
と
は
、
以
前
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
相
談
し
て
か
ら
行
う
よ
う
に
し
な
さ
い
。

○

此
こ
と
一
身
に
行
わ
ざ
れ
ば
身
修
ま
ら
ず
、
一
家
に
行
わ
ざ
れ
ば
家
お
と
ろ
ふ
、
一
村
に
行
わ
ざ
れ
ば
村

こ
の

み

お

さ

（
う
）

み
だ
る
る
。
慎
む
べ
し
。

つ
つ
し

こ
れ
ら
の
こ
と
を
自
分
で
行
わ
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
に
生
き
て
こ
な
い
し
、
一
家
で
行
わ
な
け
れ
ば
家

が
お
と
ろ
え
る
。
村
全
体
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
村
が
乱
れ
て
い
く
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を

付
け
な
さ
い
。

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」
（
批
評
社
）
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こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て

一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）
四
月
、
石
川
理
紀
之
助
と
同
志
七
人
は
宮
崎
県
を
目
指
し
、
旅
立
ち
ま
し
た
。

な
ぜ
、
彼
ら
は
秋
田
か
ら
の
電
車
も
開
通
し
て
い
な
い
時
代
に
、
九
州
に
向
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

九
州
行
き
の
き
っ
か
け
は
、
尊
敬
し
て
い
る
前
田
正
名
か
ら
の
一
通
の
手
紙
で
し
た
。
そ
の
手
紙
に
は
、

そ

ん

け

い

ま

え

だ

ま

さ

な

「
私
は
数
年
前
か
ら
、
霧
島
山
の
ふ
も
と
の
台
地
に
用
水
路
を
作
り
、
開
田
事
業
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
よ
う
や

き

り

し

ま

く
完
成
し
、
い
よ
い
よ
五
百
町
歩
（
一
町
歩
は
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
開
田
を
し
、
新
し
い
農
村
を
つ
く
ろ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
あ
な
た
及
び
あ
な
た
の
同
志
数
名
か
ら
来
て
も
ら
い
、
あ
な
た
た
ち
の
理
想
の
村
づ

く
り
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ど
う
か
、
こ
の
正
名
に
御
協
力
を
お
願
い
す
る
。
し
か
し
、
私
は

現
在
、
資
金
は
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
、
日
当
、
報
酬
は
も
ち
ろ
ん
、
往
復
の
旅
費
も
支
払
う

ほ

う

し

ゅ

う

こ
と
は
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
費
で
お
願
い
し
た
い
。
」
と
あ
り
ま
し
た
。

理
紀
之
助
は
、
尊
敬
す
る
前
田
正
名
か
ら
の
依
頼
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
同
志
に
無
報
酬
で
同
行
し
て
ほ
し
い

と
言
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

年
が
明
け
、
同
志
に
正
名
か
ら
の
手
紙
の
内
容
を
話
す
と
、
家
族
と
相
談
し
て
そ
れ
ぞ
れ
大
変
な
無
理
を
し
て
、

大
金
約
百
円
（
今
の
お
金
に
し
て
百
万
円
ほ
ど
）
を
集
め
、
七
人
の
同
志
が
九
州
へ
同
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
理
紀
之
助
は
正
名
に
手
紙
の
返
事
を
書
き
ま
し
た
。

「
九
州
へ
は
四
月
か
ら
十
月
ま
で
の
六
か
月
、
私
と
同
志
七
人
で
行
き
ま
す
。
」

理
紀
之
助
は
、
い
つ
死
ん
で
も
い
い
よ
う
に
、
家
族
に
財
産
を
分
け
与
え
、
旅
の
途
中
で
は
何
が
あ
っ
て
も
秋

田
に
帰
ら
な
い
と
宣
言
し
て
旅
立
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
十
日
間
か
け
て
、
宮
崎
県
庄
内
村
谷
頭
（
今
の
都
城
市

み

や
こ

の
じ

ょ
う
し

山
田
町
）
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
一
行
は
、
わ
ら
じ
を
脱
い
で
、
板
の
間
に
上
が
る
と
、
す
ぐ
に
日
課
表
を
壁
に

貼
り
付
け
ま
し
た
。
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午
前
二
時

起
床

四
時
ま
で
各
自
勉
学

農
家
経
済
指
導
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
勤
勉
と

節
約
を
中
心
と
し
た
生
活
指
導
で
す
。

午
前
五
時

朝
食

「
こ
の
村
に
来
た
以
上
、
一
日
の
休
み
も
あ
り
得
な

い
。
す
ぐ
仕
事
に
取
り
か
か
る
の
が
当
然
で
あ

午
前
六
時
～
十
二
時

勤
務

る
。
」

秋
田
県
か
ら
来
た
こ
の
指
導
者
た
ち
は
、
非
常
な

午
後
一
時
～
四
時

勤
務

決
意
を
も
っ
て
、
こ
の
村
に
乗
り
込
ん
で
き
た
の
で

す
。

午
後
五
時

晩
食

午
後
八
時

就
寝

到
着
し
た
谷
頭
地
区
は
、
桜
島
の
噴
火
の
と
き
、
難
を
逃
れ
て
き
た
人
々
が
住
み
着
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
霧
島

ふ

ん

か

き

り

し

ま

山
の
火
山
灰
で
で
き
た
台
地
な
の
で
、
樹
木
も
あ
ま
り
育
た
ず
、
畑
で
は
芋
し
か
と
れ
な
い
よ
う
な
貧
し
い
と
こ

ろ
で
し
た
。
そ
し
て
、
水
が
な
い
た
め
、
前
田
正
名
は
莫
大
な
投
資
を
し
て
用
水
路
を
作
り
、
谷
頭
ま
で
水
を
引

ば

く

だ

い

き
、
稲
作
を
始
め
て
活
気
の
あ
る
村
づ
く
り
を
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
ま
し
た
。

理
紀
之
助
は
今
ま
で
や
っ
て
き
た
よ
う
に
、
板
木
を
午
前
三
時
に
打
ち
ま
し
た
が
、
村
人
は
誰
も
起
き
て
き
ま

は

ん

ぎ

せ
ん
。
午
前
七
時
を
過
ぎ
て
か
ら
悠
々
と
畑
に
出
て
行
く
あ
り
さ
ま
で
す
。
自
分
た
ち
の
生
活
が
極
貧
で
、
他
地

ご

く

ひ

ん

域
か
ら
見
下
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
と
あ
き
ら
め
て
、
格
別
気
に
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

「
一
生
懸
命
働
い
て
」
と
い
う
気
も
な
く
、
副
業
も
な
い
。
貯
金
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
も
分
か
ら
な
い
。
自
分

た
ち
の
地
域
と
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
劣
る
生
活
程
度
に
と
ま
ど
う
一
行
で
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
状
態
を
見
て
、
理
紀
之
助
は
、
同
志
七
人
に
次
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

一

私
ど
も
は
ま
ず
指
導
し
に
来
た
の
だ
と
い
う
考
え
を
捨
て
、
自
分
も
こ
の
土
地
の
一
員
と
な
り
き
っ
て

行
動
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

こ
の
土
地
の
欠
点
、
こ
こ
の
人
々
の
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
決
し
て
口
に
し
な
い
こ
と
。

欠
点
を
直
そ
う
と
思
っ
た
ら
、
私
ど
も
の
生
活
、
行
動
で
気
付
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
。

三

農
業
の
こ
と
を
聞
か
れ
て
も
、
自
分
の
知
識
、
体
験
だ
け
で
断
定
的
な
話
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
理
紀
之
助
は
日
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

私
ど
も
は
、
私
ど
も
の
信
じ
て
い
る
生
活
を
貫
き
通
し
て
い
く
こ
と
に
専
念
し
て
、
口
先
で
教
え
よ
う
と
し

つ
ら
ぬ

て
は
い
け
な
い
。
自
分
た
ち
も
、
こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
自
分
た

ち
は
、
よ
そ
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
そ
者
で
あ
る
な
ら
、
よ
そ
者
の
方
か
ら
「
お
は
よ
う
」
と
声
を
か

け
、
「
よ
ろ
し
く
」
と
い
う
心
を
込
め
て
あ
い
さ
つ
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
の
当
然
の
こ
と
を
実
行
し

て
い
っ
た
ら
村
人
も
自
然
に
明
る
く
会
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

え

し
ゃ
く
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そ
し
て
、
「
隣
の
村
か
ら
わ
ら
を
買
っ
て
き
て
、
わ
ら
じ
を
作
っ
て
売
り
に
行
っ
た
ら
、
十
銭
の
利
益
が
あ
っ

と
な
り

せ
ん

た
。
」
な
ど
と
、
得
を
し
た
こ
と
を
教
え
た
り
、
事
務
所
で
夜
学
会
を
開
き
、
子
ど
も
た
ち
に
勉
強
を
教
え
た
り

や

が

く

か

い

し
ま
し
た
。
最
初
は
誰
も
話
を
聞
こ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
一
行
の
誠
実
な
行
い
を
目
の
当
た
り
に
し
た
村

人
た
ち
は
、
少
し
ず
つ
心
を
開
き
、
板
木
の
音
で
早
起
き
す
る
も
の
が
増
え
、
だ
ん
だ
ん
谷
頭
が
活
気
あ
る
村
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

約
束
の
六
か
月
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
理
紀
之
助
一
行
が
谷
頭
を
去
る
十
月
一
日
の
午
前
三

時
。
最
後
の
板
木
が
鳴
り
響
き
ま
し
た
。
村
の
老
若
男
女
が
別
れ
を
惜
し
み
、
た
い
ま
つ
を
か
か
げ
、
各
地
区
ご

ろ

う

に

ゃ

く

な

ん

に

ょ

と
に
二
百
人
も
の
人
が
大
き
な
声
で
泣
き
な
が
ら
見
送
り
ま
し
た
。
最
後
に
理
紀
之
助
が
、
「
見
送
り
は
も
う
い

い
か
ら
帰
れ
。
」
と
言
っ
て
も
帰
ら
な
い
人
た
ち
。
理
紀
之
助
一
行
も
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

【
参
考
】
川
上
富
三
著
「
板
木
の
ひ
び
き
‐
石
川
理
紀
之
助
翁
伝
‐
」
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心
の
じ
ょ
う
ぎ

「
『
寝
て
い
て
人
を
起
こ
す
こ
と
な
か
れ
』
の
言
葉
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
何
度
も
聞
い
て
覚
え
て
い
ま
し
た
。
」

秋
田
か
ら
遠
く
離
れ
た
宮
崎
県
都
城
市
山
田
町
の
あ
る
家
庭
の
床
の
間
に
は
、
毎
年
正
月
に
石
川
理
紀
之
助

直
筆
の
「
教
訓
十
四
箇
条
」
が
飾
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、
理
紀
之
助
と
同
志
七
名
が
農
業
指
導
に
訪
れ
た
際
※
１

に
、

じ

き

ひ

つ

夜
学
生
と
し
て
指
導
を
受
け
た
方
の
ご
子
息
た
ち
の
家
庭
で
す
。
理
紀
之
助
の
教
え
が
百
年
経
っ
た
今
で
も
こ
の

や

が
く
せ
い

し

そ

く

地
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

み
ゃ
く
み
ゃ
く

そ
の
夜
学
生
の
ご
子
息
の
方
が
、
五
十
年
以
上
前
に
秋
田
か
ら
送
ら
れ
た
と
い
う
「
石
川
先
生
教
訓
集
『
心
の

じ
ょ
う
ぎ
』
」
と
い
う
一
冊
の
本
を
、
こ
の
言
葉
と
い
っ
し
ょ
に
静
か
に
差
し
出
し
ま
し
た
。

「
石
川
先
生
の
教
え
は
、
ず
っ
と
私
の
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
」

石
川
先
生
教
訓
集
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」（
原
文
の
ま
ま
）

昭
和
三
十
二
年
九
月
五
日

財
団
法
人
石
川
翁
遺
跡
保
存
会
認
可
記
念

発
行
者

石
川
榮
太
郞

す
べ
て
人
間
に
は
、
心
の
じ
ょ
う
木
が
必
要
で
あ
る
。

何
人
も
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
じ
ょ
う
木
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。

な

に

び

と
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こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
万
事
に
つ
い
て
迷
う
こ
と
が
多
い
。

ば

ん

じ

た
と
へ
ば
、
世
の
流
行
に
対
し
て
も
、

（
え
）

心
の
じ
ょ
う
木
を
も
つ
て
い
れ
ば
、

之
を
は
か
つ
て
、
じ
ょ
う
木
に
あ
え
ば
と
り
、

こ
れあ

わ
ね
ば
、
い
か
に
勢
い
の
強
い
流
行
で
も
、

こ
れ
に
従
わ
な
い
。

こ
れ
即
ち
、
取
捨
選
択
の
よ
ろ
し
き
を
得
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し

ゅ

し

ゃ

せ

ん

た

く

し
か
ら
ば
、
い
か
に
し
て
、

じ
ょ
う
木
を
つ
く
る
か
と
云
う
そ
は
（
そ
れ
は
）
、

い

東
西
古
今
の
聖
賢
の
教
訓
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ

こ

ん

せ

い

け

ん

聖
賢
の
教
訓
は
尊
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

と
う
と

よ
く
心
に
入
れ
て
、
更
に
日
常
こ
れ
を
実
行
し
て
見
て
、

は
た
し
て
実
時
実
際
に
適
す
れ
ば
こ
れ
を
と
り
用
い
、

じ

つ

じ

じ

っ

さ

い
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し
か
ら
ざ
れ
ば
、
た
と
い
聖
賢
の
教
え
と
い
え
ど
も
、

せ

い

け

ん

こ
れ
を
と
ら
ぬ
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
し
て
、
た
え
ず
こ
れ
を
ね
つ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。

も
つ
と
も
、
じ
ょ
う
木
が
、
で
き
れ
ば
守
る
所
が
出
て
来
て
、

容
易
に
、
世
の
風
流
に
従
わ
ぬ
よ
う
に
な
る
の
で
、

ふ

う

ち

ょ

う

世
間
か
ら
は
へ
ん
く
つ
者
と
云
わ
れ
る
。

予
な
ど
は
、
よ
く
そ
の
、
よ
う
な
世
評
を
う
け
た
。

せ

ひ
ょ
う

け
れ
ど
も
、
予
に
は
、
予
の
、
じ
ょ
う
木
が
あ
る
か
ら
、

た
と
え
世
評
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、

予
は
予
が
心
の
じ
ょ
う
木
に
従
う
外
は
な
い
。

（
こ
れ
は
児
玉
庄
太
郎
※
２

先
生
が
直
接
、
石
川
理
紀
之
助
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
ば
で
す
）
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【
参
考
】

武
石

薫

大
谷
順
子
「
『
改
革
者
』
た
ち
の
軌
跡
」
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

秋
田
グ
リ
ー
ン
サ
ム
倶
楽
部
）

※
１

本
資
料
集
「
谷
頭
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
」
「
こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て
」
を

参
照

※
２

児
玉
庄
太
郎
（
こ
だ
ま
し
ょ
う
た
ろ
う
）
一
八
七
四
～
一
九
五
九

明
治
―
昭
和
時
代
の
教
育
者
。
秋
田
県
立
高
等
女
学
校
校
長
な
ど
を
歴
任
。
の
ち
、

愛
国
女
学
館
や
秋
田
服
装
専
門
学
校
を
創
立
。

石
川
理
紀
之
助
の
事
績
に
影
響
を
受
け
、
農
村
教
育
に
も
精
力
を
傾
け
た
。

か
た
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教
訓
十
四
箇
条

き

ょ

う

く

ん

じ

ゅ

う

よ

ん

か

じ

ょ

う

石
川
理
紀
之
助
は
、
長
男
民
之
助
の
死
か
ら
ほ
ど
な
い
一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
年
）
の
秋
に
、
当
時
の

た
み

の

す
け

農
商
務
大
臣
井
上
馨
か
ら
、
上
京
し
て
講
演
せ
よ
と
の
命
を
受
け
、
農
商
務
省
で
農
家
経
済
の
方
策
に
つ
い
て

の

う

し

ょ

う

む

だ

い

じ

ん

い

の

う

え

か
お
る

め

い

の

う

か

け

い

ざ

い

ほ

う

さ

く

講
演
を
行
っ
た
。
理
紀
之
助
が
長
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
だ
山
田
村
経
済
会
の
成
果
や
、
明
治
初
年
以
来
取
り

こ

う

え

ん

組
ん
で
き
た
稲
作
培
養
法
や
じ
ゃ
が
い
も
培
養
法
な
ど
に
つ
い
て
話
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
取
組
で
学
ん
だ
こ
と
を

い

な

さ

く

ば

い

よ

う

ほ

う

ま
と
め
た
「
教
訓
十
四
箇
条
」
を
発
表
し
た
。

一
、
寝
て
い
て
人
を
起
す
事
な
か
れ

ね自
分
は
寝
た
ま
ま
で
人
を
起
こ
す
よ
う
な
横
着
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。

（
自
分
が
先
頭
に
立
っ
て
行
動
し
て
手
本
を
示
さ
な
い
と
人
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
）

二
、
遠
国
の
事
を
学
ぶ
に
は
先
づ
自
国
の
事
を
知
れ

え

ん

ご

く

ま

じ

こ

く

遠
い
外
国
の
こ
と
を
学
ぶ
前
に
ま
ず
は
自
分
の
国
の
こ
と
を
よ
く
知
り
な
さ
い
。

（
高
度
な
知
識
を
得
た
い
と
思
う
な
ら
、
そ
の
前
に
基
礎
を
し
っ
か
り
習
得
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
意
味
）

三
、
資
金
を
の
み
力
に
し
て
起
す
産
は
敗
れ
易
し

し

き

ん

お

こ

さ

ん

や

ぶ

や

す

お
金
に
も
の
を
言
わ
せ
て
起
こ
す
も
の
は
く
ず
れ
て
し
ま
い
や
す
い
も
の
だ
。

（
お
金
だ
け
に
頼
っ
て
事
業
を
行
え
ば
失
敗
し
や
す
い
。
物
事
を
成
功
さ
せ
る
に
は
頭
を
使
わ
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
意
味
）
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四
、
金
満
家
の
息
子
は
多
く
農
家
の
義
務
を
知
ら
ず

き

ん

ま

ん

か

ぎ

む

大
金
持
ち
の
家
の
息
子
は
、
農
家
の
人
々
の
仕
事
を
よ
く
知
ら
な
い
人
が
多
い
。

（
金
持
ち
の
子
ど
も
は
、
本
当
の
農
家
の
心
を
知
ら
な
い
と
い
う
意
味
）

五
、
経
済
は
唯
だ
沢
山
に
金
銭
を
持
つ
事
に
非
ず

け

い

ざ

い

た

た

く

さ

ん

あ

ら

も
う
け
る
と
い
う
こ
と
は
お
金
を
た
だ
た
く
さ
ん
持
つ
こ
と
で
は
な
い
。

（
農
家
の
経
済
は
た
だ
金
持
ち
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
心
を
養
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
）

六
、
勧
業
の
良
結
果
は
多
く
速
成
を
要
せ
ざ
る
に
あ
り

か

ん

ぎ

ょ

う

り
よ
う

け

つ

か

そ

く

せ

い

よ

う

農
業
や
工
業
な
ど
の
産
業
で
よ
い
結
果
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
、
速
さ
だ
け
を
追
求
し
な
い
こ
と
だ
。

（
産
業
を
奨
励
し
て
成
果
を
得
る
に
は
近
道
は
な
く
時
間
が
か
か
る
も
の
だ
、
結
果
を
急
い
で
は
な
ら
な

し

ょ

う

れ

い

い
と
い
う
意
味
）

七
、
農
家
に
し
て
蓄
財
を
望
ま
ば
耕
地
に
貸
付
け
て
利
を
と
れ

ち

く

ざ

い

の

ぞ

こ

う

ち

か

し

つ

り

農
家
で
財
産
を
た
め
よ
う
と
思
う
な
ら
、
耕
地
に
貸
付
を
し
て
利
益
を
上
げ
な
さ
い
。

（
農
家
の
基
本
は
農
地
で
あ
る
、
農
耕
地
に
手
を
加
え
て
収
益
を
上
げ
な
さ
い
と
い
う
意
味
）

八
、
樹
木
は
祖
先
よ
り
借
り
て
子
孫
に
返
す
も
の
と
知
れ

じ

ゅ

も

く

そ

せ

ん

か

し

そ

ん

樹
木
は
祖
先
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
り
、
子
孫
に
返
す
も
の
と
思
い
な
さ
い
。

（
木
々
は
祖
先
か
ら
授
か
っ
た
も
の
な
の
で
、
み
だ
り
に
自
分
で
処
分
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
）

九
、
人
力
の
み
に
て
成
就
す
る
も
の
は
永
久
の
産
と
な
ら
ず

じ

ょ

う

じ

ゅ

さ
ん

人
の
力
だ
け
で
成
し
遂
げ
た
も
の
は
、
永
久
に
残
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

と

（
人
の
力
だ
け
で
成
し
得
た
も
の
は
長
く
続
か
な
い
、
よ
く
考
え
て
事
を
成
し
な
さ
い
と
言
う
意
味
）
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十
、
子
孫
の
繁
栄
を
思
は
ば
草
木
に
培
養
す
る
事
を
以
て
悟
れ

は

ん

え

い

（
わ
）

ば

い

よ

う

も

っ

さ

と

子
孫
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
願
う
の
で
あ
れ
ば
、
草
木
を
育
て
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
な
さ
い
。

（
子
孫
の
繁
栄
を
願
う
な
ら
草
木
を
育
て
養
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
農
業
の
原
点
で
あ
る
と
い

う
意
味
）

十
一
、
国
の
経
済
を
考
え
て
家
の
経
済
を
行
へ

け

い

ざ

い

（
え
）

国
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
家
計
を
行
い
な
さ
い
。

（
国
全
体
の
利
益
を
考
え
て
自
分
の
家
の
利
益
を
考
え
な
さ
い
。
国
の
流
れ
を
よ
く
見
て
考
え
な
さ
い
と

言
う
意
味
）

十
二
、
豊
年
に
も
大
凶
作
あ
り
気
を
つ
け
て
見
よ

ほ

う

ね

ん

だ

い

き

ょ

う

さ

く

豊
作
の
年
で
も
地
域
に
よ
っ
て
は
不
作
な
所
も
あ
る
の
で
、
気
を
付
け
て
見
な
さ
い
。

（
豊
作
の
年
で
も
大
変
な
事
態
が
起
き
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
注
意
深
く
観
察
し
な
さ
い
と
言
う
意
味
）

十
三
、
金
銭
は
濫
り
に
集
め
る
事
易
く
し
て
能
く
使
う
こ
と
は
難
し

き

ん

せ

ん

み

だ

や

す

よ

か
た

お
金
を
た
だ
集
め
る
だ
け
な
ら
簡
単
だ
が
、
有
効
に
使
う
こ
と
は
難
し
い
。

（
お
金
と
い
う
も
の
は
貯
蓄
す
る
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
有
効
に
使
う
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
意
味
）

十
四
、
僥
倖
の
利
益
は
永
久
の
宝
に
あ
ら
ず

ぎ

ょ

う

こ

う

り

え

き

え

い

き

ゅ

う

思
い
が
け
な
い
幸
運
で
手
に
入
れ
た
利
益
は
永
久
の
宝
に
は
な
ら
な
い
。

（
難
儀
し
な
い
で
偶
然
に
手
に
入
れ
た
お
金
は
長
続
き
し
な
い
。
地
道
に
苦
労
し
て
お
金
を
稼
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
）

【
参
考
】

田
中
紀
子
著
「
農
聖

石
川
理
紀
之
助
の
生
涯
」
（
批
評
社
）



［
第
二
章

読
み
物
資
料
の
活
用
例
］
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か
け
板
の
音
は
ひ
び
く
（
小
学
校
中
学
年
１
―
⑵
）

一

ね
ら
い

自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
は
、
粘
り
強
く
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
心
情

を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
け
で
な

く
、
更
に
自
主
性
を
発
揮
し
、
自
分
で
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
に
対
し
て
も

積
極
的
に
取
り
組
み
、
粘
り
強
く
や
り
遂
げ
る
精
神
を
育
て
る
こ
と
が
大
切

に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
き
ら
め
ず
に
取
り
組
む
こ
と
の
意
義
や
、
今

よ
り
よ
く
な
り
た
い
と
願
い
、
努
力
し
よ
う
と
す
る
姿
に
つ
い
て
考
え
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
師
の
励
ま
し
や
賞
賛

が
一
層
重
要
に
な
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
自
分
の
生
ま
れ
た
山
田
村
を
立
て
直
す
際
に
、

村
人
に
五
つ
の
提
案
を
し
て
「
山
田
経
済
会
」
を
つ
く
り
、
早
朝
か
ら
か
け

板
を
打
っ
て
村
人
を
起
こ
し
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
農
作
業
を
行
っ
て

借
金
を
返
し
た
話
で
あ
る
。
後
半
に
は
理
紀
之
助
の
、
全
国
の
農
民
の
た
め
、

未
来
の
農
民
の
た
め
に
と
い
う
確
固
た
る
信
念
が
分
か
る
言
葉
も
あ
る
。
や

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
決
め
た
こ
と
に
は
、
更
に
自
主
性
を
発
揮
し
て
実

践
し
よ
う
と
す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

自
分
が
今
取
り
組
ん
で
い
る
仕
事
や
役
割
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て

い
る
か
、
ま
た
ど
ん
な
気
持
ち
で
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
発
表
す
る
。

２

資
料
「
か
け
板
の
音
は
ひ
び
く
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
自
分
の
ふ
る
さ
と
の
山
田
村
を
救
お
う
と
し
た
理
紀
之
助
は
、
ど
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

・
何
と
し
て
も
助
け
た
い
。
自
分
に
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
。

・
今
ま
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
せ
ば
き
っ
と
立
て
直
し
が
で
き
る
。

⑵
理
紀
之
助
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
か
け
板
を
打
ち
鳴
ら
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

・
今
よ
り
も
も
っ
と
み
ん
な
で
よ
く
し
た
い
。

・
み
ん
な
の
た
め
に
、
自
分
が
先
に
な
っ
て
頑
張
ろ
う
。

・
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
よ
う
。

⑶
妻
に
や
め
た
ら
と
言
わ
れ
た
と
き
、
理
紀
之
助
は
何
と
答
え
た
で
し
ょ
う
。

・
自
分
の
た
め
に
も
決
め
た
こ
と
は
や
り
続
け
る
よ
。

・
山
田
村
の
人
た
ち
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
よ

く
な
り
た
い
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
話
し
合
う
。

・
学
校
や
家
庭
な
ど
で
、
自
分
で
決
め
た
こ
と
を
や
り
遂
げ
た
生
活
経
験
を
振

り
返
り
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
や
考
え
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

４

「
わ
た
し
た
ち
の
道
徳

小
学
校
三
・
四
年
」
の
「
『
今
よ
り
も
よ
く
な
り

た
い
』
と
い
う
心
を
大
切
に
し
よ
う
」
（
二
十
二
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま

と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
１
で
は
、
係
活
動
や
当
番
活
動
な
ど
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
仕
事

に
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
の
、
続
け
る
こ
と
の
大
変
さ
や
、
友
達
と
の
関
わ

り
の
中
か
ら
の
困
難
さ
な
ど
を
抱
え
て
い
る
自
分
が
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ

る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
理
紀
之
助
が
山
田
村
の
人
々
に
自
ら
提
案
し
て
「
山

田
経
済
会
」
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ
、
自
主
性
を
発
揮
し
て
よ

り
よ
い
生
活
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

・
展
開
３
で
経
験
を
想
起
す
る
際
、
具
体
的
な
場
面
が
出
や
す
い
よ
う
に
、
展

開
例
１
の
発
表
し
た
板
書
を
残
し
、
や
り
遂
げ
ら
れ
た
と
き
の
気
持
ち
や
秘

訣
を
中
心
に
考
え
る
手
が
か
り
と
す
る
。
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得
が
た
い
も
の
は
信
頼
で
す
（
小
学
校
高
学
年
２
―
⑶
）

一

ね
ら
い

互
い
に
信
頼
し
、
学
び
合
っ
て
友
情
を
深
め
、
協
力
し
助
け
合
お
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
友
達
を
意
識
し
、
仲
の
よ
い
友

達
と
の
絆
を
深
め
て
い
く
一
方
、
若
者
の
流
行
な
ど
に
も
敏
感
に
な
り
、
趣

味
や
嗜
好
を
同
じ
く
す
る
閉
鎖
的
な
仲
間
集
団
を
作
る
傾
向
も
生
ま
れ
て
く

る
。
そ
の
た
め
、
疎
外
感
を
感
じ
た
り
、
友
達
と
の
間
で
悩
ん
だ
り
す
る
こ

と
が
今
ま
で
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
健
全
な
友
達
関
係
を
育

て
て
い
く
こ
と
が
一
層
重
要
に
な
る
。
友
達
同
士
の
相
互
の
信
頼
の
下
に
、

協
力
し
て
学
び
合
う
活
動
を
通
し
て
お
互
い
に
磨
き
合
い
、
高
め
合
う
よ
う

な
、
真
の
友
情
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
秋
田
県
庁
職
員
の
農
業
指
導
官
と
し
て
の
実

績
を
あ
げ
な
が
ら
も
、
指
導
に
限
界
を
感
じ
、
自
主
的
な
農
業
研
究
団
体
を

立
ち
上
げ
た
話
を
基
に
し
て
い
る
。
当
時
、
県
内
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
農
事
改

良
に
当
た
っ
て
い
た
農
業
の
達
人
た
ち
を
説
得
し
、
同
じ
目
標
を
目
指
し
て

組
織
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
共
有
し
た
理
紀
之
助
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で

に
得
た
知
識
や
技
術
を
包
み
か
く
さ
ず
教
え
合
う
こ
と
で
老
農
た
ち
か
ら
信

頼
を
得
て
、
そ
の
信
頼
の
積
み
重
ね
で
全
体
の
進
歩
を
図
ろ
う
と
し
た
。
互

い
の
人
格
の
尊
重
を
基
盤
と
し
た
信
頼
を
築
き
、
協
力
し
て
助
け
合
お
う
と

す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
だ
け
ど
…
い
い
こ
と
ば
か
り

じ
ゃ
な
い
よ
ね
」
（
七
十
三
頁
）
の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
言
葉
を
読
み
、
友

達
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
発
表
し
合
う
。

２

資
料
「
得
が
た
い
も
の
は
信
頼
で
す
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
県
庁
職
員
と
し
て
実
績
を
あ
げ
な
が
ら
も
悩
ん
で
い
た
理
紀
之
助
の
考
え
を

想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
た
だ
指
導
す
る
だ
け
で
は
県
全
体
が
な
か
な
か
よ
く
な
ら
な
い
。

・
い
っ
し
ょ
に
作
業
を
し
な
が
ら
学
び
合
い
た
い
。

⑵
「
信
頼
は
、
つ
つ
み
か
く
さ
ず
教
え
合
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
ま
す
」
と
い
う

こ
と
は
、
理
紀
之
助
の
ど
ん
な
考
え
か
ら
来
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

・
自
分
の
も
っ
て
い
る
知
識
や
技
術
を
み
ん
な
の
た
め
に
使
っ
て
も
ら
い
た

い
。

・
自
分
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、
み
ん
な
の
こ
と
も
知
り
た
い
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
話
し
合
う
。

・
友
達
を
信
頼
し
て
協
力
で
き
た
場
面
を
想
起
し
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
と
協

力
で
き
た
わ
け
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
だ
け
ど
…
い
い
こ
と
ば
か
り

じ
ゃ
な
い
よ
ね
」
の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
言
葉
を
も
う
一
度
読
み
、
友
達
に

つ
い
て
考
え
が
変
容
し
た
点
を
出
し
合
い
、
ま
と
め
と
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
指
導
す
る
立
場
と
指
導
さ
れ
る
農
民
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
高
学
年
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
的
な
仕
事
を

し
て
い
る
と
き
の
気
持
ち
を
想
起
し
具
体
的
な
場
面
に
置
き
換
え
て
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
単
な
る
言
葉
の
解
釈
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
理

紀
之
助
が
し
て
き
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
３
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
生
活
や
家
庭
で
の
具
体
的
な
場
面
か
ら

友
達
を
信
頼
し
協
力
で
き
た
体
験
を
想
起
さ
せ
、
う
ま
く
で
き
た
ポ
イ
ン
ト

に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。
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民
之
助
を
追
っ
て

千
島
へ
（
小
学
校
高
学
年
３
―
⑴
）

一

ね
ら
い

生
命
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
他
の
生
命
を
尊
重

し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
命
の
誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
様
々
な
人
々
と
の
支
え
合
い
の
中
で
一
人
一

人
の
生
命
が
育
ま
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
生
命
が
祖
先
か
ら
自
分

そ
し
て
子
孫
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
自
覚
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
人
間
の
誕
生
の
喜
び
や
死
の
重
さ
、
生
き
る

こ
と
の
尊
さ
、
共
に
生
き
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、

自
他
の
生
命
を
尊
重
し
力
強
く
生
き
抜
こ
う
と
す
る
心
を
育
て
る
と
と
も

に
、
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
、
自
分
の
息
子
民
之
助
を
探
し
に
千
島
列
島

を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
大
丈
夫
で
あ
ろ
う
と

い
う
思
い
や
心
当
た
り
を
探
し
て
も
手
が
か
り
一
つ
見
つ
か
ら
な
い
不
安
、

名
簿
に
名
前
を
見
付
け
た
と
き
の
期
待
感
、
死
亡
説
を
聞
い
た
と
き
の
驚
き
、

遺
骨
を
確
か
め
た
と
き
の
絶
望
感
な
ど
、
生
命
を
基
に
し
た
揺
れ
動
く
感
情

に
共
感
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
理
紀
之
助
が
泣
き
崩
れ
た
と
き
の
後
悔
の
念
と

と
も
に
、
今
ま
で
の
自
分
の
生
き
方
を
自
問
す
る
く
だ
り
は
、
息
子
の
意
志

を
引
き
継
い
で
生
き
る
こ
と
に
向
か
う
。
自
他
の
生
命
を
尊
重
し
、
強
く
生

き
て
行
こ
う
と
す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

生
命
尊
重
に
関
わ
る
児
童
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
基
に
話
し
合
う
。

２

資
料
「
民
之
助
を
追
っ
て

千
島
へ
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
家
出
か
ら
半
年
た
っ
て
も
戻
ら
な
い
民
之
助
に
対
し
て
、
理
紀
之
助
は
ど
ん

な
気
持
ち
で
旅
に
出
た
の
で
し
ょ
う
。

・
早
く
会
い
た
い
。
何
と
し
て
で
も
連
れ
て
帰
る
。

・
連
絡
が
取
れ
な
く
て
心
配
だ
。
元
気
で
い
て
く
れ
た
ら
ど
こ
に
い
て
も
い
い
。

⑵
民
之
助
が
死
ん
だ
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た
と
き
の
理
紀
之
助
の
気
持
ち
は

ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

・
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
何
か
の
間
違
い
だ
。

・
こ
の
目
で
確
か
め
る
ま
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

⑶
焼
け
た
土
に
ま
じ
っ
た
骨
を
見
た
時
、
後
悔
し
て
自
問
し
て
い
る
理
紀
之
助

に
民
之
助
は
ど
ん
な
言
葉
を
か
け
る
で
し
ょ
う
か
。

・
私
の
意
志
を
父
さ
ん
が
継
い
で
く
れ
。

・
私
の
本
当
の
気
持
ち
に
気
付
い
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と

多
く
の
人
の
た
め
に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
り
、
生
命
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
に
つ

い
て
話
し
合
う
。

・
生
命
は
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
家
族
や
身
近
な
人
の
深
い
愛
情
や
思

い
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
の
生
命
を
も
っ
と
大
切
に
し
て
生
き
た
い
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
今
、
多
く
の
人
と
の
関
わ
り

の
中
で
生
き
て
い
る
」（
百
～
百
一
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
が
家
族
愛
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
、
生
命
尊
重
に

関
わ
る
導
入
を
行
う
。

・
展
開
例
２
の
⑴
⑵
で
は
、
理
紀
之
助
の
息
子
の
生
命
に
関
す
る
揺
れ
動
く
思

い
に
共
感
で
き
る
よ
う
に
、
生
命
尊
重
の
価
値
に
照
ら
し
て
板
書
で
整
理
す

る
。

・
展
開
例
２
の
⑶
で
は
、
理
紀
之
助
の
後
悔
や
無
力
感
、
今
ま
で
の
公
務
を
否

定
す
る
自
問
を
押
さ
え
た
上
で
、
民
之
助
だ
っ
た
ら
理
紀
之
助
に
ど
ん
な
言

葉
を
投
げ
か
け
る
の
か
を
想
定
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
意
志
を
つ
な
ぐ
こ
と

が
生
命
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。
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「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
と
は
（
小
学
校
高
学
年
４
―
⑶
）

一

ね
ら
い

身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
協
力
し
て
主
体

的
に
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
集
団
に
属
す
る
一
人
一
人
が
、
集
団
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
集
団
の

意
義
に
気
付
き
、
そ
の
中
で
の
自
分
の
位
置
や
役
割
を
自
覚
し
て
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
主
体
的
に
協
力
し
て
全
体
の
向
上
に
役
立
と
う
と
す
る
態

度
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
身
近
な
集
団
を

ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
い
く
つ
か
の
集
団
に
属
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
合
わ
せ
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
学
校

や
地
域
の
中
で
も
、
学
級
集
団
、
児
童
会
や
ク
ラ
ブ
な
ど
の
異
年
齢
集
団
、

遊
び
仲
間
や
各
種
少
年
団
体
な
ど
の
身
近
な
集
団
に
お
い
て
、
自
分
の
立
場

や
全
体
の
動
き
を
自
覚
で
き
る
活
動
に
主
体
的
、
積
極
的
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
自
分
の
役
割
と
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
成
員
相
互
の
関
わ
り
の
大
切
さ
や
、
協
力
し
て
目
標
を
達

成
す
る
こ
と
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
、
息
子
民
之
助
の
死
か
ら
乗
り
越
え
る
べ
く

講
演
旅
行
に
出
向
い
た
際
に
、
今
ま
で
の
山
田
村
経
済
会
の
取
組
に
つ
い
て

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
心
構
え
の
根
幹
と
な
る
部
分

で
あ
り
、
高
学
年
の
児
童
に
と
っ
て
は
共
感
で
き
る
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ

る
。
自
分
の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
、
進
ん
で
集
団
生
活
の
向
上
を
図
ろ
う

と
す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

今
ま
で
の
行
事
な
ど
で
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
活
動
を
振
り
返
る
。

２

資
料
「
『
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
』
と
は
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
「
教
訓
十
四
箇
条
」
か
ら
自
分
た
ち
に
取
り
入
れ
た
い
「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」

の
心
構
え
を
選
ぶ
。

⑵
選
ん
だ
心
構
え
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
で
、
取
り
入
れ
た
い
理
由
に
つ
い
て
話
し

合
う
。

・
運
動
会
で
は
自
分
か
ら
進
ん
で
仕
事
に
取
り
組
め
な
か
っ
た
の
で
、
進
ん
で

行
動
す
る
一
条
を
選
ん
だ
。

・
縦
割
り
活
動
で
は
自
分
た
ち
が
し
た
い
こ
と
を
た
だ
や
っ
て
き
た
が
、
み
ん

な
の
こ
と
を
考
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
十
一
条
を

取
り
入
れ
た
い
。

３

こ
れ
か
ら
の
生
活
で
ど
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
た
い
か
を
考
え
る
。

⑴
２
の
活
動
か
ら
、
自
分
で
な
り
た
い
「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
の
姿
を
考
え
る
。

・
全
体
の
こ
と
を
よ
く
見
て
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か
、
何
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
を
考
え
て
努
力
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
た
い
。

・
自
分
か
ら
進
ん
で
行
動
し
て
、
み
ん
な
の
手
本
と
な
る
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
た

い
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
と

責
任
を
果
た
す
」
（
百
四
十
二
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
の
心
構
え
と
し
て
取
り
入
れ

た
い
理
由
に
つ
い
て
、
選
ん
だ
心
構
え
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
う
よ

う
に
し
、
同
じ
心
構
え
で
も
取
り
入
れ
た
い
理
由
が
違
っ
た
り
、
違
う
心
構

え
で
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
。

・
展
開
例
３
の
⑴
で
は
、
取
り
入
れ
る
心
構
え
を
、
「
六
年
生
を
送
る
会
」
に

向
け
て
掲
げ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
、
集
団
の
中
で
の
自
分
の
役
割
を
自
覚

で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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谷
頭
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
（
小
学
校
高
学
年
４
―
⑶
）

一

ね
ら
い

身
近
な
集
団
に
進
ん
で
参
加
し
、
協
力
し
て
主
体
的
に
責
任
を
果
た
そ
う
と

す
る
実
践
意
欲
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
集
団
に
属
す
る
一
人
一
人
が
、
集
団
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
集
団
の

意
義
に
気
付
き
、
そ
の
中
で
の
自
分
の
位
置
や
役
割
を
自
覚
し
て
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
主
体
的
に
協
力
し
て
全
体
の
向
上
に
役
立
と
う
と
す
る
態

度
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
身
近
な
集
団
を

ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
い
く
つ
か
の
集
団
に
属
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
合
わ
せ
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
学
校

や
地
域
の
中
で
も
、
学
級
集
団
、
児
童
会
や
ク
ラ
ブ
な
ど
の
異
年
齢
集
団
、

遊
び
仲
間
や
各
種
少
年
団
体
な
ど
の
身
近
な
集
団
に
お
い
て
、
自
分
の
立
場

や
全
体
の
動
き
を
自
覚
で
き
る
活
動
に
主
体
的
、
積
極
的
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
自
分
の
役
割
と
責
任
を
果

た
す
と
と
も
に
、
成
員
相
互
の
関
わ
り
の
大
切
さ
や
、
協
力
し
て
目
標
を
達

成
す
る
こ
と
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
、
宮
崎
県
庄
内
村
谷
頭
の
立
て
直
し
を
前
田

正
名
に
懇
願
さ
れ
出
向
い
た
時
の
話
で
あ
る
。
谷
頭
に
到
着
し
、
指
導
に
取

り
か
か
ろ
う
と
し
た
が
、
村
一
帯
に
広
が
っ
た
あ
き
ら
め
ム
ー
ド
を
感
じ
、

仲
間
に
言
っ
た
「
指
導
し
に
来
た
の
だ
と
い
う
考
え
を
捨
て
よ
う
。
」
と
い

う
言
葉
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
心
構
え
の
根
幹
と

な
る
部
分
で
あ
り
、
児
童
に
と
っ
て
も
高
学
年
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
中
で

共
感
で
き
る
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
指
示
し
て
動
か
な
い
リ
ー
ダ
ー
で

は
な
く
、
み
ん
な
の
た
め
に
自
分
か
ら
進
ん
で
実
践
し
よ
う
と
す
る
姿
を
期

待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

自
分
が
取
り
入
れ
た
い
「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
。

２

資
料
「
谷
頭
の
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
理
紀
之
助
が
仲
間
に
対
し
て
話
し
た
内
容
を
考
え
る
。

・
教
え
て
あ
げ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
か
ら
先
に
な
っ
て
手
本
を

見
せ
て
い
っ
し
ょ
に
や
る
よ
う
に
し
よ
う
。

・
あ
い
さ
つ
な
ど
こ
ち
ら
か
ら
進
ん
で
や
っ
て
、
村
の
人
た
ち
と
ま
ず
は
仲
よ

く
な
ろ
う
。

⑵
資
料
後
半
を
読
み
、
理
紀
之
助
の
リ
ー
ダ
ー
観
を
確
認
し
、
自
分
た
ち
の
考

え
た
解
決
策
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。

・
や
は
り
理
紀
之
助
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
行
動
で
手
本
と
な
る
よ
う
に
努
力

し
た
の
だ
な
。
自
分
た
ち
も
実
行
で
き
そ
う
だ
。

３

こ
れ
か
ら
の
生
活
で
、
「
本
当
の
リ
ー
ダ
ー
」
に
近
付
く
方
法
を
考
え
る
。

・
「
六
年
生
を
送
る
会
」
ま
で
、
実
行
委
員
の
役
割
を
責
任
を
も
っ
て
果
た
す
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
集
団
の
中
で
自
分
の
役
割
と

責
任
を
果
た
す
」
（
百
四
十
二
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
宮
崎
県
谷
頭
の
農
民
の
あ
き
ら
め
感
を
悟
り
、
理
紀

之
助
が
仲
間
に
言
っ
た
言
葉
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
大
原
則
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
資
料
後
半
か
ら
理
紀
之
助
が
仲
間
に
言
っ
た
言
葉
を

紹
介
し
、
自
分
た
ち
が
考
え
た
こ
と
と
の
つ
な
が
り
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
具
体
的
な
問
題
場
面
に
お
い
て
も
実
践
し
て

い
こ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
る
よ
う
に
す
る
。
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農
業
の
未
来
を
開
く
（
小
学
校
高
学
年
４
―
⑷
）

一

ね
ら
い

働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
、
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公
共
の
た

め
に
役
立
つ
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
特
に
勤
労
を
尊
ぶ
心
を
育
て
な
が
ら
、
働
く
こ
と

の
意
義
を
理
解
し
て
社
会
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
勤
労
が
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
生
活
を

支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
社
会
へ
の
奉
仕
活
動
な
ど
公
共
の
た

め
に
役
立
つ
活
動
に
目
を
向
け
、
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
喜
び
を
基

に
、
社
会
に
奉
仕
し
、
公
共
の
た
め
に
役
立
と
う
と
す
る
心
構
え
を
育
て
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
秋
田
県
庁
職
員
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
、
秋
田
県

農
業
が
抱
え
る
緊
急
課
題
で
あ
る
「
腐
米
」
の
原
因
追
及
や
対
応
策
の
功
績

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
知
識
や
技
術
を
生
か
し
て
「
老
農
」
を
動
か
し
、
種

子
交
換
会
を
開
催
し
た
場
面
を
基
に
し
て
い
る
。
当
時
の
閉
鎖
的
と
も
言
わ

れ
る
各
地
区
の
農
業
の
達
人
を
動
か
し
、
広
い
立
場
に
立
っ
て
秋
田
県
全
体

の
た
め
に
働
い
た
理
紀
之
助
の
公
共
心
は
、
崇
高
な
も
の
で
あ
る
。
勤
労
が

自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
生
活
を
支
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
積

極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

「
種
苗
交
換
会
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
し
合
う
。

２

資
料
「
農
業
の
未
来
を
開
く
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
理
紀
之
助
は
、
県
庁
職
員
と
し
て
秋
田
県
農
業
の
課
題
に
ど
の
よ
う
な
気
持

ち
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

・
自
分
が
頑
張
れ
ば
、
多
く
の
困
っ
て
い
る
人
た
ち
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
か

も
知
れ
な
い
。

・
み
ん
な
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
自
分
の
や
り
が
い
だ
。

⑵
「
老
農
」
た
ち
を
動
か
し
た
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。

・
自
分
に
と
っ
て
も
、
老
農
に
と
っ
て
も
、
秋
田
県
に
と
っ
て
も
、
み
ん
な
が

よ
く
な
る
よ
う
に
し
た
い
。

・
み
ん
な
の
よ
さ
を
生
か
し
て
、
秋
田
県
全
体
を
よ
く
し
て
い
き
た
い
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
話
し
合
う
。

・
学
校
や
地
域
な
ど
で
、
公
共
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

今
の
自
分
の
状
態
と
で
き
な
い
場
合
の
迷
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

小
学
校
五
・
六
年
」
の
「
働
く
と
い
う
こ
と
」
（
百
五

十
二
頁
）
に
あ
る
近
江
商
人
の
「
三
方
良
し
」
を
紹
介
し
、
学
習
の
ま
と
め
を

す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
秋
田
県
庁
職
員
と
し
て
、
県
全
体
の
こ
と
を
考
え
て

よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
理
紀
之
助
に
と
っ
て
の
や
り
が
い
で
あ

っ
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
思
い
や
考
え
を
広
げ
深
め
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
老
農
た
ち
を
動
か
し
た
わ
け
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
や
り
が
い
と
と
も
に
老
農
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
、
ひ
い
て
は
県
全
体
に
も
好
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
。

・
展
開
例
３
で
は
、
公
共
心
に
対
す
る
児
童
の
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
な
状
態

に
あ
る
の
か
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
、
道
徳
的
価
値
の
実
現
に
つ
い
て
の

難
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
場
面
と
す
る
。
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草
木
谷
に
暮
ら
す
（
中
学
校
第
２
・
３
学
年
１
―
⑵
）

一

ね
ら
い

よ
り
高
い
目
標
を
目
指
し
、
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
着
実
に
最
後
ま
で
や
り

抜
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
人
間
と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
る
に
は
、
目
標
や
希
望
を
も
つ
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
日
常
生
活
の
中
の
ほ
ん
の
小
さ
な
目
標
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

達
成
さ
れ
た
と
き
に
は
満
足
感
を
覚
え
、
自
信
と
勇
気
が
起
こ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
達
成
感
は
、
自
己
の
可
能
性
を
伸
ば
し
、
人
生
を
切

り
拓
い
て
い
く
原
動
力
と
な
り
、
次
の
よ
り
高
い
目
標
に
向
か
っ
て
努
力

す
る
意
欲
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
こ
と
を
積
み
重
ね
る
中

で
、
人
生
の
理
想
や
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
養
わ
れ
、

生
き
る
こ
と
へ
の
希
望
も
育
ま
れ
て
く
る
。
中
学
生
の
時
期
は
、
自
分
の

好
む
こ
と
や
価
値
を
認
め
た
も
の
に
対
し
て
は
意
欲
的
に
取
り
組
む
態
度

が
育
っ
て
く
る
。
ま
た
、
希
望
と
勇
気
を
も
っ
て
生
き
る
崇
高
な
生
き
方

に
憧
憬
を
も
つ
年
代
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
障
害
や
困
難
に
直
面
す
る
と

簡
単
に
挫
折
し
物
事
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
理
想
ど
お
り

に
い
か
な
い
現
実
に
悩
み
苦
し
む
こ
と
も
あ
る
。
指
導
に
当
た
っ
て
は
、

具
体
的
な
生
活
の
中
で
目
標
を
達
成
し
た
経
験
を
振
り
返
ら
せ
た
り
、
日

常
的
な
努
力
で
達
成
で
き
る
目
標
を
も
た
せ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
し
て
、
達
成
で
き
た
と
き
の
成
就
感
や
満
足
感
を
繰
り
返
し
味
わ

わ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
希
望
と
勇
気
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
自
覚
す

る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
理
紀
之
助
の
山
田
村
経
済
会
の
取
組
を
基
に
し
た
経
済
論
に

つ
い
て
の
批
判
を
受
け
て
、
極
貧
状
態
で
も
利
益
が
上
が
る
こ
と
を
自
ら

の
生
活
を
も
っ
て
立
証
す
る
た
め
に
、
草
木
谷
で
過
ご
し
た
三
年
間
の
様

子
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

三

展
開
例

１

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
目
標
を
目
指
し
や
り
抜
く
強
い
意
志
を
」

（
十
六
頁
）
を
読
ん
で
価
値
の
方
向
付
け
を
図
る
。

２

資
料
「
草
木
谷
に
暮
ら
す
」
を
読
ん
で
話
し
合
う
。

⑴
自
分
の
経
済
論
を
非
難
さ
れ
た
と
き
に
、
理
紀
之
助
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

・
農
家
に
生
ま
れ
、
農
民
の
た
め
に
今
ま
で
頑
張
っ
て
き
た
。
非
難
さ
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

・
農
家
は
み
な
貧
し
く
、
余
裕
が
な
い
の
は
確
か
だ
。
ど
ん
な
貧
し
い
農
家
で

も
利
益
が
出
る
よ
う
に
、
ま
ず
は
自
分
で
や
っ
て
み
よ
う
。

⑵
ど
ん
な
思
い
や
目
標
が
三
年
間
も
の
極
貧
生
活
を
支
え
た
の
で
し
ょ
う
。

・
農
民
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
そ
の
上
で
、
農
民
の
暮

ら
し
を
よ
く
し
た
い
。

・
ど
ん
な
状
態
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
農
民
が
こ
の
方
法
で
頑
張
れ
ば
利
益

が
出
て
暮
ら
し
が
よ
く
な
る
こ
と
を
実
証
し
た
い
。

⑶
理
紀
之
助
の
「
心
の
蔵
書
」
と
は
何
で
し
ょ
う
。

・
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
力

・
他
者
を
思
い
や
る
気
持
ち

・
ぶ
れ
な
い
目
標

３

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
少
年
よ

大
志
を
い
だ
け
」（
十
七
頁
）

を
読
み
、
中
学
校
で
達
成
し
た
い
目
標
を
考
え
る
。

４

３
で
考
え
た
目
標
と
そ
う
立
て
た
理
由
と
を
結
び
付
け
て
「
私
た
ち
の
道
徳
」

に
記
入
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
批
判
を
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
骨
精
神
よ
り
も
、

農
民
の
暮
ら
し
の
す
べ
て
を
知
り
た
い
、
そ
し
て
農
民
の
役
に
立
ち
た
い
と

い
う
、
理
紀
之
助
の
純
粋
な
気
持
ち
に
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑶
で
は
、
残
っ
た
「
心
の
蔵
書
」
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
理

紀
之
助
の
目
指
し
た
も
の
に
つ
い
て
気
付
か
せ
た
い
。
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吉
凶
屏
風
訓
言
（
中
学
校
第
２
・
３
学
年
１
―
⑸
）

一

ね
ら
い

自
己
を
見
つ
め
、
自
己
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
個
性
を
伸
ば
し
て
充
実

し
た
生
き
方
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
こ
れ
ま
で
や
現
在
の
自
分
、
そ
し
て
将
来
こ
う
在
り
た
い
と
い
う
自
分
を

静
か
に
見
つ
め
る
こ
と
は
、
自
己
の
向
上
を
願
っ
て
生
き
て
い
く
上
で
重

要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
固
有
の
個
性
を
生
か
し
伸
ば
し
て
い
く
こ
と

は
、
人
間
の
生
涯
を
か
け
て
の
課
題
で
も
あ
る
。
指
導
に
当
た
っ
て
は
、

自
己
の
欠
点
や
短
所
の
追
求
の
み
に
偏
る
こ
と
な
く
、
か
け
が
え
の
な
い

自
己
を
ま
ず
は
肯
定
的
に
捉
え
る
と
と
も
に
（
自
己
受
容
）
、
自
己
の
優
れ

て
い
る
面
な
ど
の
発
見
に
努
め
（
自
己
理
解
）
、
自
己
と
の
対
話
を
深
め
つ

つ
、
更
に
伸
ば
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
自

分
の
よ
さ
は
自
分
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
生
徒
相
互
の
信

頼
関
係
を
基
盤
と
し
て
互
い
に
指
摘
し
合
い
、
高
め
合
う
人
間
関
係
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
優
れ
た
先

人
の
生
き
方
と
の
感
動
的
な
出
会
い
を
広
げ
る
中
で
、
充
実
し
た
人
間
と

し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
を
深
め
、
自
分
自
身
の
よ
さ
や
個
性
を

見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
理
紀
之
助
が
六
十
一
歳
の
時
、
山
田
経
済
会
な
ど
で
立
て
直
し

に
関
わ
っ
て
き
た
山
田
村
の
人
々
に
訓
書
と
し
て
書
き
残
し
た
も
の
で
あ

る
。
訓
書
の
形
式
は
と
っ
て
い
る
が
、
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
め
た
言
葉
で

あ
り
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
共
感
で
き
る
部
分
が
多
い
。
し
っ
か
り
と
自
己
を

見
つ
め
、
個
性
を
伸
ば
し
て
強
く
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
姿
を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

小
学
校
で
学
ん
だ
石
川
理
紀
之
助
の
業
績
や
、
知
っ
て
い
る
名
言
な
ど
に
つ

い
て
想
起
す
る
。

２

資
料
「
吉
凶
屏
風
訓
言
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
「
吉
凶
屏
風
訓
言
」
か
ら
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
に
取
り
入
れ
て
い

き
た
い
言
葉
を
選
ぶ
。

・
正
直
さ
と
礼
儀
の
大
切
さ
は
、
部
活
動
を
通
じ
て
再
確
認
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

・
自
分
は
何
か
あ
る
と
す
ぐ
に
か
っ
と
な
っ
て
投
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
の
で
、
我
慢
す
る
こ
と
を
取
り
入
れ
た
い
。

⑵
選
ん
だ
言
葉
ご
と
の
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
選
ん
だ
理
由
や
自
分
の
特
徴
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

・
礼
儀
正
し
く
が
自
分
で
は
な
か
な
か
で
き
な
い
で
い
る
。
み
な
さ
ん
か
ら
何

か
ア
ド
バ
イ
ス
は
な
い
か
。

・
部
活
の
時
に
は
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
よ
。
相
手
を
尊
敬
す
る
気
持
ち
を
い

つ
も
も
て
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
。

３

展
開
２
か
ら
自
分
自
身
を
振
り
返
り
、
な
り
た
い
自
分
に
つ
い
て
考
え
て
ま

と
め
る
。

・
自
分
で
は
悪
い
所
と
思
っ
て
い
た
が
、
友
達
は
よ
さ
と
し
て
認
め
て
く
れ
た
。

た
だ
我
慢
す
る
の
で
は
な
く
正
し
い
と
思
う
こ
と
を
ず
っ
と
続
け
る
の
も
我

慢
だ
と
思
っ
た
。

・
下
の
学
年
の
人
に
い
つ
で
も
笑
顔
で
い
る
こ
と
が
優
し
さ
だ
と
思
っ
て
い
た

が
、
そ
の
人
に
将
来
ど
う
な
っ
て
ほ
し
い
の
か
を
考
え
る
の
が
真
の
優
し
さ

と
思
っ
た
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
あ
な
た
ら
し
さ
が
あ
な
た
の
良
さ
に
な

る

自
分
の
中
に
あ
る
『
良
い
所
』
『
改
め
た
い
所
』
」
（
四
十
～
四
十
一
頁
）

を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
⑵
で
は
、
生
徒
相
互
の
信
頼
関
係
を
基
に
、
気
軽
に
指
摘
し

合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
本
人
が
悪
い
と
捉
え
て
い
た
こ
と
で
も
よ
い

場
面
が
な
か
っ
た
か
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
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こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て
（
中
学
校
第
２
・
３
学
年
２
―
⑵
）

一

ね
ら
い

相
手
の
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら
、
思
い
や
り
の
心
で
関
わ
ろ
う
と
す
る
道
徳

的
実
践
意
欲
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
他
の
人
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
温
か
い
人
間
愛
の
精
神
を
深
め
、
こ
れ
を
身

に
付
け
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他

の
人
の
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら
、
親
切
に
し
、
い
た
わ
り
、
励
ま
す
生
き
方

と
し
て
現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
思
い
や
り
の
心
の
根
底
に
は
、
単
な
る
哀

れ
み
や
同
情
で
は
な
く
、
相
手
に
対
す
る
深
い
理
解
と
共
感
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
に
触
れ
た
と
き
、
人
は
自
ず
と
感
謝
の
念
を

抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
人
間
愛
に
基
づ
く
他
の
人
と

の
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
し

か
し
、
と
か
く
利
己
的
、
自
己
中
心
的
に
な
り
や
す
く
、
他
を
省
み
な
い
行

動
に
走
る
場
合
が
あ
る
。
単
に
思
い
や
り
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
る
だ
け
で

な
く
、
根
本
に
お
い
て
自
分
も
他
の
人
も
、
と
も
に
か
け
が
え
の
な
い
人
間

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

・
本
資
料
は
、
理
紀
之
助
が
同
志
七
名
と
と
も
に
、
非
常
な
決
意
を
も
っ
て
宮

崎
県
に
向
か
い
、
貧
し
い
村
を
立
て
直
す
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
極
貧

で
、
他
村
か
ら
も
さ
げ
す
ま
れ
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
い

る
村
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
っ
た
理
紀
之
助
ら
は
、
率
先
し
て
村
の
一
員
に
な

り
き
り
、
決
し
て
欠
点
を
口
に
せ
ず
、
村
の
た
め
に
働
き
続
け
る
。
こ
の
よ

う
な
姿
を
見
て
、
村
人
は
次
第
に
敬
慕
の
念
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
く
。
そ

れ
は
、
村
人
た
ち
の
苦
し
い
立
場
を
理
解
・
共
感
し
な
が
ら
懸
命
に
努
力
し

た
理
紀
之
助
ら
の
生
き
方
に
「
思
い
や
り
」
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
に

気
付
か
せ
た
い
。

三

展
開
例

１

「
思
い
や
り
」
に
つ
い
て
感
じ
て
い
る
こ
と
や
、
思
い
や
り
を
感
じ
た
場
面

を
想
起
す
る
。

２

資
料
「
こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て
」
前
半
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
谷
頭
の
村
人
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
見
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か
を
予
想

す
る
。

・
あ
き
ら
め
き
っ
て
い
る
。

・
働
く
気
が
な
さ
そ
う
。

⑵
働
く
気
の
な
い
村
人
に
自
分
な
ら
ど
う
す
る
か
を
考
え
る
。

・
自
分
た
ち
で
や
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
手
本
に
な
る
よ
う
に
す
る
。

・
何
を
言
わ
れ
て
も
我
慢
し
て
、
ず
っ
と
励
ま
し
続
け
る
。

３

資
料
「
こ
の
土
地
の
一
員
と
し
て
」
後
半
を
読
み
、
本
当
の
思
い
や
り
に
つ

い
て
考
え
て
ま
と
め
る
。

・
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
本
当
の
「
思
い
や
り
」
の
第

一
歩
だ
。

・
理
紀
之
助
は
何
が
あ
っ
て
も
秋
田
に
帰
ら
な
い
覚
悟
で
来
て
い
る
の
に
、
上

か
ら
目
線
で
は
な
く
村
人
の
た
め
を
思
っ
て
で
き
る
こ
と
を
し
て
い
る
。
今

ま
で
感
じ
て
い
た
「
○
○
し
て
あ
げ
る
」
こ
と
が
本
当
の
「
思
い
や
り
」
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
『
思
い
や
り
』
っ
て
…
…
な
ん
だ
ろ
う
？
」

（
五
十
五
頁
）
を
読
ん
で
、
身
近
な
場
面
で
の
対
応
を
考
え
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
問
題
場
面
に
対
す
る
理
紀
之
助
の
言
動
を
考
え
る
こ

と
で
、
生
徒
の
現
状
と
し
て
の
「
思
い
や
り
」
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
３
で
は
、
理
紀
之
助
が
同
志
に
向
け
て
言
っ
た
こ
と
や
日
記
か
ら
、

人
間
愛
に
満
ち
た
「
思
い
や
り
」
を
捉
え
さ
せ
、
生
徒
の
現
状
の
「
思
い
や

り
」
と
比
較
し
た
り
結
び
付
け
た
り
し
て
、
本
当
の
「
思
い
や
り
」
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。



- 44 -

心
の
じ
ょ
う
ぎ
（
中
学
校
第
２
・
３
学
年
３
―
⑶
）

一

ね
ら
い

人
間
に
は
弱
さ
や
醜
さ
を
克
服
す
る
強
さ
や
気
高
さ
が
あ
る
こ
と
を
信
じ

て
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
よ
う
に
努
め
よ
う
と
す
る

心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
中
学
生
の
時
期
は
、
人
間
が
内
に
弱
さ
や
醜
さ
を
も
つ
と
同
時
に
、
強
さ
や

気
高
さ
を
併
せ
て
も
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
し
か
し
、
な
か
な
か
自
分
に
自
信
が
も
て
な
い
で
い
る
だ
け
に
、

劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
た
り
、
人
を
ね
た
み
、
恨
み
、
う
ら
や
ま
し
く
思
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
は
、
崇
高
な
人
生
を
送
り
た
い
と

い
う
人
間
の
も
つ
気
高
さ
を
追
い
求
め
る
心
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分

を
含
め
、
人
は
だ
れ
で
も
人
間
ら
し
い
よ
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

と
と
も
に
、
決
し
て
人
間
に
絶
望
す
る
こ
と
な
く
、
だ
れ
に
対
し
て
も
そ
の

人
間
と
し
て
の
よ
さ
を
見
い
だ
し
て
い
く
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
自
ら
の
行
動
指
針
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た

言
葉
を
直
接
聞
い
た
教
え
子
が
、
後
世
に
な
っ
て
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

世
間
の
風
潮
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
信
念
を
貫
い
て
き
た
理
紀
之
助
の
行

動
指
針
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
に
あ
る
弱
さ
や
醜
さ
を
乗
り
越
え
る
ヒ

ン
ト
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
っ
か
り
と
し
た
自
己
の
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」

を
模
索
し
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
す
よ
う
に
努
め
る

姿
に
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

今
ま
で
の
生
活
を
振
り
返
り
、
目
標
を
立
て
た
の
に
達
成
で
き
な
か
っ
た
経

験
や
そ
の
理
由
に
つ
い
て
想
起
す
る
。

２

資
料
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
石
川
理
紀
之
助
の
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
。

・
弱
い
心
を
乗
り
越
え
た
強
い
心

・
自
分
の
大
切
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

・
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
自
分
の
こ
だ
わ
り

⑵
理
紀
之
助
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た

の
か
。

・
強
い
自
分
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

・
自
分
の
弱
さ
や
醜
さ
を
認
め
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
目
標
を
立
て
た
か

ら
で
は
な
い
か
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
り
、
自
分
が
目
指
す
生
き
方
を
基
に
「
私
の
心
の
じ
ょ

う
ぎ
」
を
つ
く
る
。

・
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
私

・
今
日
や
る
こ
と
は
明
日
に
延
ば
さ
な
い
強
い
私

・
部
活
動
に
対
し
て
一
生
懸
命
に
打
ち
込
む
私

４

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
『
今
か
ら
の
私
』
を
育
て
て
い
き
た
い
」

（
百
二
十
二
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
１
で
は
、
人
間
と
し
て
の
弱
さ
を
さ
ら
け
出
す
部
分
で
あ
る
の
で
、

み
ん
な
の
前
で
発
表
で
き
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
書
い
た
行
事
作
文

な
ど
か
ら
拾
い
出
す
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
そ
の
弱
さ
を
さ
ら
け
出
し
た
と

言
う
こ
と
は
そ
れ
を
克
服
し
た
い
と
い
う
前
向
き
な
気
持
ち
が
強
い
こ
と
だ

と
称
揚
す
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
２
の
⑴
⑵
で
は
、
理
紀
之
助
の
「
心
の
じ
ょ
う
ぎ
」
を
得
る
ま
で
の

自
分
の
弱
さ
や
醜
さ
と
対
峙
し
て
き
た
経
緯
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
徒

た
ち
の
今
の
自
分
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。



- 45 -

教
訓
十
四
箇
条
（
中
学
校
第
１
・
２
学
年
４
―
⑷
）

一

ね
ら
い

自
己
が
属
す
る
様
々
な
集
団
の
意
義
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
役
割
と
責

任
を
自
覚
し
集
団
生
活
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。

二

資
料
の
特
質

・
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
目
標
や
立
場
を
異
に
す
る
集
団
に
属
し
な
が
ら
、
共

同
で
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
人
が
、
集
団
の
一
員
と
し
て
よ
り
よ

く
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
自
分
の
属
す
る
集
団
の
意
義
を
十
分
に
理
解

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
各
人
が
そ
の
成
員
と
し
て
の
役
割
と
責
任
を

自
覚
し
て
、
個
々
が
責
任
を
果
た
し
集
団
の
目
標
を
達
成
す
る
中
で
集
団

生
活
の
向
上
が
図
ら
れ
、
自
己
の
実
現
も
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
集
団
は
成

員
相
互
の
協
力
が
あ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
人
間

関
係
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
励
ま
し
合
う
と
い
う
協
力
関
係
を
つ
く

り
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
学
級
、
学
校
、
地

域
社
会
な
ど
の
様
々
な
集
団
の
中
で
互
い
に
深
く
関
わ
り
合
っ
て
相
互
理

解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
中
で
人
間
的
な
成
長
を
遂
げ
る
の
に
よ

い
時
期
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
集
団
の
一
員
と
し
て
の
所
属
感
や
一
体
感

を
強
く
求
め
、
自
己
の
思
い
の
み
を
先
行
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

集
団
生
活
の
向
上
に
は
、
集
団
の
規
律
を
守
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
生
徒
一
人
一
人
が
自
ら
の
役
割
と
責
任
を
果
た
す
と
い
う
自

覚
が
大
切
で
あ
る
。
集
団
の
中
で
は
、
成
員
同
士
が
互
い
に
規
律
を
守
り
、

協
力
し
合
っ
て
、
集
団
生
活
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

・
本
資
料
は
、
石
川
理
紀
之
助
が
、
息
子
民
之
助
の
死
か
ら
乗
り
越
え
る
べ
く

講
演
旅
行
に
出
向
い
た
際
に
、
今
ま
で
の
山
田
村
経
済
会
の
取
組
に
つ
い
て

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
心
構
え
の
根
幹
と
な
る
部
分

で
あ
り
、
生
徒
に
と
っ
て
は
共
感
で
き
る
部
分
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
自
分

の
役
割
と
責
任
を
自
覚
し
、
進
ん
で
集
団
生
活
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
姿

を
期
待
し
た
い
。

三

展
開
例

１

今
ま
で
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
会
活
動
や
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の
学
級
と
し

て
の
取
組
を
振
り
返
る
。

２

資
料
「
教
訓
十
四
箇
条
」
を
読
ん
で
、
話
し
合
う
。

⑴
「
教
訓
十
四
箇
条
」
を
自
分
た
ち
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
読
み
替
え
る
。

・
二
条
は
、
他
人
の
こ
と
を
ど
う
こ
う
言
う
前
に
、
自
分
の
こ
と
を
ま
ず
し
っ

か
り
と
頑
張
ろ
う
と
読
み
替
え
ら
れ
る
ぞ
。

・
十
四
条
は
、
目
先
の
こ
と
よ
り
こ
つ
こ
つ
と
努
力
を
重
ね
る
大
切
さ
の
こ
と

を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

⑵
読
み
替
え
た
教
訓
か
ら
学
級
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
く
も
の
を
選
ぶ
。

・
自
分
た
ち
か
ら
進
ん
で
動
く
○
年
○
組
に
な
ろ
う
。

・
学
校
や
地
域
の
役
に
立
つ
○
年
○
組
に
な
ろ
う
。

３

自
分
自
身
を
振
り
返
り
、
今
後
な
り
た
い
集
団
の
中
の
自
分
に
つ
い
て
話
し

合
う
。

・
仲
間
や
後
輩
に
注
意
し
て
仕
事
や
活
動
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら

率
先
し
て
働
き
手
本
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。

・
少
数
の
意
見
に
も
き
ち
ん
と
耳
を
傾
け
、
意
見
を
出
し
続
け
る
人
に
な
る
。

４

「
私
た
ち
の
道
徳

中
学
校
」
の
「
一
人
一
人
が
輝
く
集
団
づ
く
り
」
（
百

六
十
六
～
百
六
十
七
頁
）
を
読
ん
で
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

四

指
導
上
の
留
意
点
及
び
工
夫

・
展
開
例
２
の
⑴
で
は
、
自
分
た
ち
の
学
級
の
現
状
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
課
題

を
解
決
す
る
た
め
や
、
よ
さ
を
更
に
伸
ば
す
た
め
に
取
り
入
れ
て
い
く
よ
う

に
読
み
替
え
る
こ
と
を
伝
え
る
。

・
展
開
例
２
の
⑵
で
は
、
学
級
目
標
と
し
て
全
員
で
目
指
し
て
い
く
と
い
う
視

点
で
選
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
。

・
展
開
例
３
で
は
、
２
で
決
ま
っ
た
学
級
目
標
に
お
け
る
自
分
の
役
割
と
い
う

視
点
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。



［
第
三
章

学
習
指
導
モ
デ
ル
集
］
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１ 課題解決型の道徳学習例

⑴ ねらい 石川理紀之助の年表から自分の課題を設定し、読み物資料や映像資料等で調べ、理紀之助

の考えや人となりの素晴らしさを実感をもって捉える。

⑵ 展 開 【中学校第２学年を例にした学習構想】

①理紀之助の年表を見て、疑問に思ったことや調べてみたいことを出し合う。

②理紀之助の考えや人となりについて課題ごとに調べる。

【予想される課題と解決方法】 西暦 年号 年齢 事 項

・種苗交換会を始めた理由 1845 弘化 2 1 誕生 秋田県小泉村

→読み物資料、ＤＶＤ 父：奈良周喜治（三男）

・官職を辞めてまで農家を救 1853 嘉永 6 9 手習師匠について学ぶ

済しようとした決意 1865 慶応 1 21 山田村石川長十郎の婿養子となる

→読み物資料、ＤＶＤ 1867 3 23 農業耕作会をつくる

・長男の家出の理由と理紀之 1869 明治 2 25 肝煎後見人となる

助の思い 1872 5 28 秋田県租税課に出仕する

→読み物資料 1877 10 33 内国勧業博覧会へ用務をおびて上京途中各

・草木谷に山居した理由と生 県の農業視察

活の様子 勧業議会一支会をつくる

→現地見学伝習館取材、体 1878 11 34 腐米改良事業に取り組む

験活動 種苗交換会を始める

・宮崎県にまで行き指導をし 1880 13 36 歴観農話連をつくる

た理由や覚悟、苦労 1883 16 39 官職を辞めて農家経済の道を教えるために

→読み物資料 帰村する

・家族に先立たれても救済活 1885 18 41 山田経済会をつくり救済事業を始める

動に立ち上がった理之助の 1887 20 43 長男民之助家出 訪ねて千島に渡り遺骨を

思い 持ち帰る

→予想を基にした話合い 1889 22 45 山田村救済一期の目標完遂 草木谷に山居

・死ぬ直前まで他地域の指導 する

に当たった思い 1894 27 50 第１回農事大会に出席 有行賞を受ける

→読み物資料、ＤＶＤ、伝 北白川宮殿下の命により九州各県を巡講

習館取材→話合い 1895 28 51 農会をつくり郡農会長・県農会長となる

山形の奥羽農事大会に出席

③調べたことをまとめ、発表 四国各県・千葉県を巡講

会をして共有する。 1896 29 52 適産調を始める

1902 35 58 同 士７名とともに宮崎県に行き前田正名

（元農商務次官）の事業に協力して庄内村

谷頭の指導に当たる

この年適産調終了

1903 36 59 あとつぎ老之助（おいのすけ）病死

1912 45 68 乾田適地調査を行う

強首村九升田の救済に着手する

1913 大正 2 69 宮城県巡講

秋には青森地方の凶作地視察巡講

1914 3 70 角間川町木内布晒地区の指導に取りかかる

夫人スワ子病没

1915 4 71 強首村九升田指導第一期完了

９月８日永眠
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２ 総合単元型の道徳学習例

⑴ ねらい 石川理紀之助の生涯から自分の課題を設定し、他教科等との関連から大単元を構成し、理紀之助

の考えや人となりの素晴らしさを追究する。

⑵ 展 開 【小学校第５学年を例にした学習構想】

道徳の時間 内容項目 『資料名』 総合的な学習の時間 他教科等

１－⑵希望、勇気、不撓不屈 「わたしたちのまち 社会科

「かけ板の音はひびく」 ○○から発信！」 「これからの食料生産とわたしたち」

・地域のよさを知るための 「米づくりのさかんな地域」

取材活動 ・代かき・田植え体験

・調べたよさをパンフレッ 理科

トにまとめる活動 「植物の発芽と成長」

国語科

「豊かな言葉の使い手になるためには」

４－⑶役割と責任の自覚 ・校外学習に行った場所で、国語科

「『本当のリーダー』とは」 観光客にできたパンフレ 「百年後のふるさとを守る」

「谷頭のみんなといっしょに」 ットを配布し情報発信す 社会科

る活動 「国土の地形の特色」

「環境を守るわたしたち」

音楽科

「日本と世界の音楽に親しもう」

外国語活動

「あいさつをしよう」

３－⑴生命尊重 「わたしたちにできること 家庭科

「民之助を追って 千島へ」 みんなでにこにこ大作戦」「わたしと家族の生活」

・宿泊研修における自然体 理科

験活動・奉仕的作業 「魚のたんじょう」「人のたんじょう」

体育科（保健領域）

「不安やなやみへの対処」

「学校や地域でのけがの防止」

４－⑷勤労、社会奉仕、公共心 ・地域に対するボランティ 国語科

「農業の未来を開く」 ア活動 「千年の釘にいどむ」

社会科

「米づくりのさかんな地域」

・稲刈り体験 ・脱穀体験

家庭科

「やってみよう 家庭の仕事」

特別活動（学校行事）

「大清掃」

特別活動（児童会活動）

「６年生を送る会」
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⑷ 第２時の実際

① 本時のねらい

身近な集団に進んで参加し、協力して主体的に責任を果たそうとする実践意欲を高める。

② 学 習 過 程

段 階 学 習 活 動 教師の指導・支援 評価（評価方法）

導 入 １ 前時での振り返りを紹介する。 ・目指すリーダー像がはっきりとした例を２、３紹

（５分） 介する。

「本当のリーダー」に近付くためには、どうしたらよいだろうか。

展 開 ２ 読み物資料「谷頭のみんなといっ ・前時に考えたリーダー像を具現化するための方策を

（30分） しょに」を読んで話し合う。（15分） 考える時間であることを確認する。

○前半を読み、理紀之助が仲間に対 ・理紀之助が仲間に対して言った言葉を考える手がか

して話した内容を考える。 りや根拠となるように、第１時の教訓十四箇条を掲

個→グループ 示しておく。

・宮崎県谷頭の農民のあきらめ感を悟り、理紀之助が

仲間に言った言葉を考えさせることによって、リー

ダーとしての大原則に気付くことができるようにす

る。

・自分が目指すリーダーの姿で理紀之助が言った言葉

を考えるようにさせる。

○後半を読み、理紀之助のリーダー ・理紀之助の言動と、個やグループで考えたことが結

観を確認する。 び付いていることを確認し、称揚する。

３ これからの生活で「本当のリーダ ・実践意欲を高めるために、「６年生を送る会」をゴ

ー」に近付くためにはどうしたらよ ールと捉え、それまでに自分で実現可能なものとい

いかについて考える。 （15分） う視点で考えるように助言する。

◎２の活動から、本当のリーダーに

近付く方法について考える。 自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果

個→全体 たそうとする意欲を高めている。

（学習シート・発表）

まとめ ４ 本時のまとめをする。 ・自分の考えの変容を、記述した内容の変化で確かめ

（10分） ○本時の振り返りをする。 られるように、学習シートを工夫する。

○教師の説話を聞く。 ・みんなで「本当の最高学年」を目指していくことを

確認し、余韻を残して終わる。
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３ 複数時間を設定した学習例

第５学年 「道徳の時間」学習指導案

⑴ 主題名 わたしはもうすぐリーダーだから ４－(3)役割と責任の自覚

資料名「『本当のリーダー』とは」「谷頭のみんなといっしょに」

⑵ ねらい 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力して主体的に責任を果たそうと

する心情を育て、実践意欲を高める。

⑶ 第１時の実際

① 本時のねらい

身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚して責任を果たそうとする心情を育てる。

② 学 習 過 程

段 階 学 習 活 動 教師の指導・支援 評価（評価方法）

導 入 １ 今までの行事などで、全校のリー ・第５学年として、今までの行事などにどのような

（５分） ダー補佐的な役割をした活動を振り 気持ちで関わってきたかを問うことで、ねらいと

返る。 する価値への方向付けをする。

「本当のリーダー」になるためには、どんな心構えが必要だろうか。

展 開 ２ 資料「『本当のリーダー』とは」 ・石川理紀之助が自分の村起こしをしたときに作っ

（35分） を読んで話し合う。 た十四箇条であり、最高学年に向けての心構えに

○「教訓十四箇条」から自分に取り 通ずることを伝えることで、進んで取り入れよう

入れたい心構えを選ぶ。（５分） とする意欲を高める。

個 ・選択しやすいように、十四箇条の中から児童に特

○取り入れたい理由について話し合 に関係が深いと思われるものを、予め５つ程度に

う。 （15分） 絞って提示する。

グループ→全体 ・どの心構えを取り入れるかを自己選択させ、選ん

だ心構えごとのグループで選んだ理由について話

し合うように助言する。

・選んだ心構えが同じでも選んだ理由が違ったり、

心構えが違っても理由が同じだったりすることに

気付くことができるように、全体で検討する場面

を設定する。

３ これからの生活でどのようなリー ・学級・学年・全校の中の一員として、自分の役割

ダーになりたいかを考える。（15分） と心構えとを結び付けて考えることができるよう

◎２の活動から自分でなりたい「本 に、学習シートに記入する欄を設ける。

当のリーダー」の姿を考える。

個→全体 身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚

して責任を果たそうとする気持ちを高めている。

（学習シート・発表）

まとめ ４ 本時のまとめをする。 ・いろいろな集団に属し、それぞれにおいてリーダ

（５分） ○「私たちの道徳」を読む。 ーとしての役割が求められていることに気付くこ

○本時の振り返りをする。 とができるように、「私たちの道徳」P142の「集

団の中で自分の役割と責任を果たす」を紹介する。

・自分の考えの変容を、記述した内容の変化で確か

められるように学習シートを工夫する。
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小学校第５学年及び第６学年 中学校

１ 主として自分自身に関すること

⑴生活習慣の大切さを知り。自分の生活を見直し、節度を守 ⑴望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、

り節制に心掛ける。 節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。

⑵より高い目標を立て、希望と勇気をもってくじけないで努 ⑵より高い目標を目指し、希望と勇気をもって着実にやり抜

力する。 く強い意志をもつ。

⑶自由を大切にし、自立的で責任のある行動をする。 ⑶自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその

結果に責任をもつ。

⑷誠実に、明るい心で楽しく生活する。

⑸真理を大切にし。進んで新しいものを求め、工夫して生活 ⑷真理を愛し、真実を求め、理想の実現を目指して自己の人

をよりよくする。 生を切り拓いていく。

⑹自分の特徴を知って、悪い所を改めよい所を積極的に伸ば ⑸自己を見つめ、自己の向上を図るとともに、個性を伸ばし

す。 て充実した生き方を追求する。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること

⑴時と場をわきまえて、礼儀正しく真心をもって接する。 ⑴礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動をとる。

⑵だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って ⑵温かい人間愛の精神を深め、他の人々に対し思いやりの心

親切にする。 をもつ。

⑶互いに信頼し、学び合って友情を深め、男女仲よく協力し ⑶友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互い

て助け合う。 に励まし合い、高め合う。

⑷男女は、互いに異性についての正しい理解を深め、相手の

人格を尊重する。

⑷謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を大切 ⑸それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものの見方や

にする。 考え方があることを理解して、寛容の心をもち謙虚に他に

学ぶ。

⑸日々の生活が人々の支え合いや助け合いで成り立っている ⑹多くの人の善意や支えにより、日々の生活や現在の自分が

ことに感謝し、それにこたえる。 あることに感謝し、それにこたえる。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

⑴生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命 ⑴生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重す

を尊重する。 る。

⑵自然の偉大さを知り、自然環境を大切にする。 ⑵自然を愛護し、美しいものに感動する豊かな心をもち、人

間の力を超えたものに対す畏敬の念を深める。

⑶美しいものに感動する心や人間の力を超えたものに対する

畏敬の念をもつ。

⑶人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを

信じて、人間として生きることに喜びを見いだすように努

める。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること

⑴公徳心をもって法やきまりを守り、自他の権利を大切にし ⑴法やきまりの意義を理解し、遵守するとともに、自他の権

て進んで義務を果たす。 利を重んじ義務を確実に果たして、社会の秩序と規律を高

めるように努める。

⑵公徳心及び社会連帯の自覚を高め、よりよい社会の実現に

努める。

⑵だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公 ⑶正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、差別や偏

正、公平にし、正義の実現に努める。 見のない社会の実現に努める。

⑶身近な集団に進んで参加し、自分の役割を自覚し、協力し ⑷自己が所属する様々な集団の意義についての理解を深め、

て主体的に責任を果たす。 役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める。

⑷働くことの意義を理解し、社会に奉仕する喜びを知って公 ⑸勤労の貴さや意義を理解し、奉仕の精神をもって、公共の

共のために役立つことをする。 福祉と社会の発展に努める。

⑸父母、祖父母を敬愛し、家族の幸せを求めて、進んで役立 ⑹父母、祖父母に敬愛の念を深め、家族の一員としての自覚

つことをする。 をもって充実した家庭生活を気付く。

⑹先生や学校の人々への敬愛を深め、みんなで協力し合いよ ⑺学級や学校の一員としての自覚をもち、教師や学校の人々

りよい校風をつくる。。 に敬愛の念を深め、協力してよりよい校風を樹立する。

⑺郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、 ⑻地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し、社会に

郷土や国を愛する心をもつ。 尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め、郷土の発

展に努める。

⑼日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に努め

るとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献

する。

⑻外国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての (10）世界の中の日本人としての自覚をもち、国際的視野に立

自覚をもって世界の人々と親善に努める。 って、世界の平和と人類の幸福に貢献する。
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付録 「道徳の内容」の学年段階・学校段階の一覧表
小学校第１学年及び第２学年 小学校第３学年及び第４学年

１ 主として自分自身に関すること

⑴健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを ⑴自分でできることは自分でやり、よく考えて行動し、節度

整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする。 ある生活をする。

⑵自分がやらなければならない勉強や仕事は、しっかりと行 ⑵自分でやろうと決めたことは、粘り強くやり遂げる。

う。

⑶よいことと悪いことの区別をし、よいと思うことを進んで ⑶正しいと判断したことは、勇気をもって行う。

行う。

⑷うそをついたりごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸 ⑷過ちは素直に改め、正直に明るい心で元気よく生活する。

びと生活する。

⑸自分の特徴に気付き、よい所を伸ばす。

２ 主として他の人とのかかわりに関すること

⑴気持ちのよいあいさつ、言葉遣い、動作などに心掛けて、 ⑴礼儀の大切さを知り、だれに対しても真心をもって接する。

明るく接する。

⑵幼い人や高齢者など身近にいる人に温かい心で接し、親切 ⑵相手のことを思いやり、進んで親切にする。

にする。

⑶友達と仲よくし、助け合う。 ⑶友達と互いに理解し、信頼し、助け合う。

⑷日ごろ世話になっている人々に感謝する。 ⑷生活を支えている人々や高齢者に、尊敬と感謝の気持ちを

もって接する。

３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

⑴生きることを喜び、生命を大切にする心をもつ。 ⑴生命の尊さを感じ取り、生命あるものを大切にする。

⑵身近な自然に親しみ、動植物に優しい心で接する。 ⑵自然の素晴らしさや不思議さに感動し、自然や動植物を大

切にする。

⑶美しいものに触れ、すがすがしい心をもつ。 ⑶美しいものや気高いものに感動する心をもつ。

４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること

⑴約束やきまりを守り、みんなが使うものを大切にする。 ⑴約束や社会のきまりを守り、公徳心をもつ。

⑵働くことのよさを感じて、みんなのために働く。 ⑵働くことの大切さを知り、進んでみんなのために働く。

⑶父母、祖父母を敬愛し、進んで家の手伝いなどをして、家 ⑶父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力し合って楽しい

族の役に立つ喜びを知る。 家庭をつくる。

⑷先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活 ⑷先生や学校の人々を敬愛し、みんなで協力し合って楽しい

を楽しくする。 学級をつくる。

⑸郷土の文化や生活に親しみ、愛着をもつ。 ⑸郷土の伝統と文化を大切にし、郷土を愛する心をもつ。

⑹我が国の伝統と文化に親しみ、国を愛する心をもつととも

に、外国の人々や文化に関心をもつ。
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資 料 一 覧

分 類 資 料 名 道徳の内容項目 ページ

小学校

第３学年及び かけ板の音はひびく １－（２） １

第４学年

得がたいものは信頼です ２－（３） ３

民之助を追って 千島へ ３－（１） ５

小学校

第５学年及び 「本当のリーダー」とは ４－（３） ８

第６学年

谷頭のみんなといっしょに ４－（３） １１

農業の未来を開く ４－（４） １３

草木谷に暮らす １－（２） １５

吉凶屏風訓言 １－（５） １８

中学校 この土地の一員として ２－（２） ２４

心のじょうぎ ３－（３） ２８

教訓十四箇条 ４－（４） ３２


