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ぼ
く
の
誕
生
日
　
　
　
　
　
　
　
　
小
泉
裕
司
︵
小
６
︶

今
日
ぼ
く
は
、
九
月
二
十
五
日
に
誕
生
日
を
む
か
え
ま
し
た
。
少
し
前
の
日
か
ら
、

「
ケ
ー
キ
買
っ
て
あ
げ
る
か
ら
、
考
え
と
い
て
ね
。」

と
お
母
さ
ん
に
言
わ
れ
て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

そ
し
て
、
誕
生
日
の
日
に
な
っ
て
、
そ
の
日
は
六
時
間
授
業
だ
っ
た
の
で
早
く
帰

り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
ず
っ
と
も
や
も
や
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
学
校
が
終
わ
っ

て
家
に
帰
る
と
、

「
な
お
く
ん
、
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
！
」

と
弟
が
言
い
、

「
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
に
し
て
！
」

と
兄
が
言
っ
て
い
て
、

（
ぼ
く
が
い
な
い
の
に
ケ
ー
キ
を
決
め
て
、
な
ん
か
ひ
ど
い
な
ぁ
。）

と
思
っ
て
少
し
い
ら
い
ら
し
ま
し
た
。

そ
し
て
お
母
さ
ん
と
不
二
家
で
は
な
く
近
く
の
ロ
ー
ザ
ス
と
い
う
お
店
に
行
き
ま

し
た
。
お
店
に
入
っ
た
瞬
間
に
あ
ま
い
よ
い
か
お
り
が
し
て
、
も
う
こ
れ
で
じ
ゅ
う

ぶ
ん
か
な
と
い
う
ぐ
ら
い
よ
い
か
お
り
で
し
た
。
入
っ
て
と
な
り
の
ケ
ー
キ
の
た
な

に
み
ん
な
の
希
望
ど
お
り
の
も
の
が
並
ん
で
い
て
安
心
し
ま
し
た
。（
後
略
）

第
１
回

３・１１から１０年

子
ど
も
の
風
景
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１
　
２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
衝
撃
は
、
私
に
と
っ
て
世
界
と
時
代
の
根
本

的
な
意
味
変
更
を
迫
る
ほ
ど
に
決
定
的
な
出
来
ご
と
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に

「
３
・
11
」
に
よ
っ
て
私
の
な
か
の
時
間
は
折
れ
曲
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

と
き
、私
は
な
に
か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
た
思
い
に
駆
ら
れ
た
。

私
が
抱
い
て
い
た
人
間
像
と
歴
史
像
の
磁
針
が
振
れ
て
、
予
期
し
な
い
方
向

を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。「
近
代
文
明
の
悪
魔
性
」
と
い
う
極
が
私
を
捉
え
て

は
な
さ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
以
来
、「
３
・
11
」
は
私
に
と
っ

て
の
「
十
字
架
」
と
な
っ
た
。

10
年
の
時
が
流
れ
た
。
こ
の
流
れ
の
な
か
で
私
が
知
っ
た
こ
と
は
何
か
。
私

た
ち
が
人
間
世
界
の
存
亡
の
危
機
と
い
う
べ
き
崖
縁
に
ま
で
近
づ
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
露
呈
し
た
と
き
、
世
界
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ

た
姿
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
背
面
を
現
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
変
貌

し
た
世
界
」
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
、
い
か
な
る
新
し
い
事
態
を
生
起

さ
せ
た
の
か
。
ま
ず
は
、「
３
・
11
」
を
振
り
返
ろ
う
。

２
　
宮
城
県
教
職
員
組
合
が
編
集
し
た
『
東
日
本
大
震
災
　
教
職
員
が
語
る

子
ど
も
・
い
の
ち
・
未
来
』（
２
０
１
２
年
、
明
石
書
店
）
を
読
み
返
し
て
み
た
。

あ
の
時
の
学
校
の
様
子
が
あ
り
あ
り
と
蘇
っ
た
。
ま
さ
し
く
稀
有
の
歴
史
的

体
験
だ
っ
た
と
思
う
。
宮
城
県
で
は
震
災
体
験
は
ほ
と
ん
ど
津
波
体
験
と
一

体
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
津
波
は
た
ん
な
る
「
物
質
的
な
波
」
で
は

な
く
、記
憶
か
ら
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
地
域
殲
滅
の
波
」
で
あ
っ
た
。

沿
岸
部
の
多
く
の
学
校
が
津
波
の
直
撃
を
受
け
、
あ
る
い
は
地
域
住
民
の
避

難
の
拠
り
所
と
な
っ
た
。

学
校
が
津
波
と
の
戦
い
の
最
前
線
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
被
災
の
な
か
、
避

難
所
と
な
っ
た
学
校
で
、
生
徒
た
ち
と
地
域
住
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
一
身

を
捧
げ
て
き
た
教
師
た
ち
は
、一
様
に
「
地
域
」
の
意
味
を
問
い
返
し
て
い
る
。

あ
る
教
師
は
、「
地
域
の
子
ど
も
た
ち
は
、
愛
す
べ
き
故
郷
の
復
興
を
担
う
未

来
の
主
人
公
で
あ
り
、
主
権
者
で
す
。
…
…
（
学
校
は
）
地
域
に
根
ざ
し
た
独

自
の
子
ど
も
観
を
持
つ
べ
き
で
す
」と
語
っ
て
い
る
。
私
に
は
、「
地
域
の
教
育
」

を
掲
げ
る
こ
と
は
被
災
地
の
課
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
災
厄
時
代
の
教

育
の
根
本
原
則
（「
地
域
分
権
教
育
」
と
呼
ぼ
う
）
に
な
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

教
育
は
「
国
の
民
」
を
育
成
す
る
の
で
は
な
く
、「
地
域
の
民
」
を
育
て
る
こ

と
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
災
厄
時
代
を
生
き
る
た
め

の
も
っ
と
も
基
幹
的
な
力
と
な
る
こ
と
を
、私
た
ち
は
思
い
知
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　「
３
・
11
」
は
、
人
間
の
居
住
世
界
が
自
然
の
威
力
に
よ
っ
て
こ
と
も
簡

単
に
打
ち
破
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
一
度
破
ら
れ
る
と
再
び
元

へ
は
戻
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
。
津
波
に
洗
わ
れ
た
街
々
は
、
瓦

礫
の
広
が
り
か
ら
荒
涼
た
る
人
工
の
無
機
質
な
地
形
へ
と
変
わ
り
果
て
、
海

と
人
々
の
生
活
と
は
国
境
の
壁
の
よ
う
な
「
防
潮
堤
」
に
よ
っ
て
切
り
裂
か

れ
て
し
ま
っ
た
。
津
波
は
町
や
浜
を
無
惨
に
も
消
し
去
り
、「
元
の
街
」
の
賑

わ
い
は
も
は
や
記
憶
の
中
に
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
興
は
、
元
通

災
厄
時
代
の
十
年
を
想
う
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り
に
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
新
し
い
空
間
を
創
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ

れ
ま
で
刻
ん
で
き
た
地
域
の
歴
史
を
自
ら
や
り
直
す
こ
と
だ
と
思
う
。
自
ら

の
歴
史
は
失
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
別
も
の
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

し
か
し
、
す
べ
て
を
洗
い
流
さ
れ
た
大
地
の
上
で
い
か
に
す
れ
ば
自
ら
の
歴

史
を
や
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
災
厄
時
代
の
最
大
の
難
問
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
災
害
は
暴
力
的
に
人
間
の
生
存
の
変
更
を
迫
る
が
、
私
た

ち
は
世
代
を
通
じ
て
受
け
継
い
で
き
た
生
存
の
系
譜
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

４
　
こ
の
地
震
が
突
き
つ
け
た
も
う
一
つ
の
悪
魔
は
原
発
の
崩
壊
で
あ
る
。

「
３
・
11
」
は
核
汚
染
を
も
招
く
と
い
う
歴
史
上
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
複

合
災
厄
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
核
に
よ
る
被
害
や
、
有
害
物

質
・
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
に
よ
る
市
民
生
活
の
破
壊
を
伴
う
「
複
合
災
厄
」
が
押

し
寄
せ
る
時
代
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
災
害
は
、
自
然
の
暴
力
と
人
間

の
作
為
の
結
果
生
じ
た
カ
オ
ス
と
の
区
別
が
な
く
な
り
、
一
体
的
に
生
じ
る

の
で
あ
る
。
災
害
が
文
字
通
り
断
末
魔
の
全
面
的
破
局
を
呼
び
寄
せ
る
時
代

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
城
県
で
は
原
発
の
崩
壊
に
よ
る
核
汚
染
の
問
題
は

津
波
の
影
に
追
い
や
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
女
川
原
発
が
「
奇
跡
的

に
」僅
か
の
水
位
の
差
で
原
子
炉
崩
壊
か
ら
免
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
に
。

「
３
・
11
」
は
「
ツ
ナ
ミ
」
と
い
う
人
間
世
界
の
消
尽
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
る
と
と
も
に
、原
発
の
崩
壊
と
い
う
暗
黒
の
闇
を
切
り
裂
い
て
し
ま
っ
た
。

私
た
ち
は
現
代
文
明
が
崩
壊
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
絶
対
的
危
機
の
時

代
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
ま
で
危
機
は「
局
地
的
」で
あ
っ
た
が
、

状
況
は
根
本
的
に
変
化
し
、
地
方
全
体
、
さ
ら
に
は
国
境
を
越
え
て
人
類
全

体
が
汚
染
の
攻
撃
を
受
け
る
と
い
う
「
全
体
問
題
」
が
前
面
に
浮
か
び
上
が
っ

た
の
で
あ
る
。

５
　
核
汚
染
が
私
た
ち
に
見
せ
つ
け
た
悪
魔
的
な
現
実
は
、「
死
の
大
地
」
の

出
現
と
人
間
の
生
活
圏
の
「
後
ず
さ
り
」
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
で
あ
る
。
私

た
ち
は
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
を
体
験
し
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を
知
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
分
事
と
し
て
受
け
止
め
る
に
は
あ
ま
り
に

も
神
経
が
鈍
化
し
て
い
た
。
毎
日
の
検
索
画
面
で
東
へ
西
へ
と
な
び
く
プ
ル
ー

ム
の
影
を
見
る
こ
と
は
、
現
代
文
明
の
暗
い
影
を
見
よ
と
無
理
や
り
首
を
押
さ

え
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
は
こ
の
と
き
核
の
脅
威

を
目
の
当
た
り
に
し
、
現
代
世
界
の
危
う
さ
に
自
失
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
こ
の
と
き
以
来
、
人
間
世
界
は
ど
こ
ま
で
存
続
で
き
る
か
と
い
う
絶
対

問
題
が
私
の
思
索
の
第
一
関
心
事
と
な
っ
た
。

ツ
ナ
ミ
と
核
汚
染
と
い
う
双
璧
の
問
題
は
、
そ
の
根
の
と
こ
ろ
で
一
つ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
Ａ
・
ベ
ル
ク
は
、
事
態
を
日
本
語
の
「
縁
起
」
と
い
う
言
葉

で
捉
え
よ
う
と
し
た
。
人
間
的
要
素
と
自
然
的
要
素
と
が
互
い
に
影
響
し
あ
っ

て
「
共
起
」
し
、
根
底
に
お
い
て
繋
が
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
「
縁
起
」
と
呼

ん
だ
の
だ
。
両
者
の
間
に
は
「
共
犯
関
係
」
が
あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る

（『
震
災
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
―
３
・
11
後
の
破
局
を
め
ぐ
っ
て
』、
日
仏
会
館
・

フ
ラ
ン
ス
国
立
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
明
石
書
店
、
２
０
１
３
年
）。
ま
た
、

佐
々
木
中
は
、「
グ
ル
ン
ト
の
崩
壊
に
よ
る
同
一
性
の
瓦
解
」（『
思
想
と
し
て

の
３
・
11
』、
河
出
書
房
新
社
編
集
部
編
、
２
０
１
１
年
）
と
い
う
表
現
で
言

い
表
し
た
。
グ
ル
ン
トG

ru
n
d

は
大
地
を
意
味
す
る
と
同
時
に
根
拠
を
も
意

味
す
る
。
大
地
の
崩
壊
は
人
間
世
界
の
根
拠
の
喪
失
で
も
あ
る
。
根
拠
が
動

揺
す
る
と
き
、
人
は
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
失
い
、
精
神
の
拠

り
所
を
見
失
う
。
自
分
史
が
途
絶
す
る
の
で
あ
る
。
大
地
か
ら
追
わ
れ
た
人
々

は
そ
の
日
か
ら
何
も
見
え
な
い
前
途
に
向
か
っ
て
さ
ま
よ
い
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

６
　
近
代
文
明
と
い
う
一
つ
の
歴
史
的
時
代
が
幕
の
外
に
引
き
出
さ
れ
た
の

だ
と
思
う
。
人
は
も
は
や
経
済
的
発
展
を
謳
歌
し
、
安
穏
と
し
た
消
費
生
活

を
楽
し
む
こ
と
に
罪
悪
を
感
じ
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
人
間
社
会
の
内
部
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
、
人
間
が
大
地
と
大

気
に
加
え
た
損
傷
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
が
も
は
や
道
義
的
に
許
さ
れ
な
い

時
代
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
人
類
の
幸
福
の
み
を
夢
見
る
と
い
う
気
楽
さ

は
、
危
機
と
い
う
も
の
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
幸
せ
な
時
代
の
贈
り
物
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。根
源
的
な
危
機
は
１
９
４
５
年
に
す
で
に
起
き
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
４
分
の
３
世
紀
を
経
た
今
日
、
人
類
が
な
お
生
存
し
て
い
る
こ
と
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は
幸
運
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
核
の
問
題
に
人
類
が
本

気
で
立
ち
向
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
以
来
、
人
類

の
生
存
は
あ
た
か
も
断
崖
の
上
に
か
け
ら
れ
た
１
本
の
綱
の
上
を
進
む
綱
渡

り
師
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

７
　
近
代
の
合
言
葉
は
開
発
で
あ
っ
た
。
前
世
紀
の
末
か
ら
、
こ
の
言
葉
に

持
続
可
能
と
い
う
形
容
詞
が
付
け
加
わ
り
、
開
発
と
持
続
と
が
一
つ
に
な
っ
た

「
持
続
可
能
な
開
発
」
な
る
言
葉
が
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
標
語
と
し
て
掲
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
違
う
の
で
あ
る
。
開
発
と
持
続
と
は
決
し
て
両
立
し

な
い
。
開
発
と
は
持
続
を
断
ち
切
り
新
た
な
も
の
を
欲
望
す
る
こ
と
な
の
だ

か
ら
。
現
代
は
進
歩
の
時
代
か
ら
持
続
の
時
代
に
移
行
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
大
量
生
産
・
消
費
型
の
現
代
世
界
を
持
続
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
状
態
が
続
け
ば
世
界
は
必
ず
や
破
局
を
招
来
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
し
っ

か
り
と
目
を
開
い
て
見
つ
め
る
べ
き
は
、「
破
局
」
と
い
う
決
定
的
な
事
態
な

の
で
あ
る
。
私
に
は
破
局
は
す
で
に
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
事
態
で
あ
り
、

新
し
い
歴
史
的
時
代
が
抱
え
る
根
源
的
状
況
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
否
、

地
球
史
の
観
点
か
ら
俯
瞰
す
れ
ば
、
人
類
史
そ
の
も
の
が
誕
生
と
破
局
と
の

間
の
「
邯か

ん
た
ん鄲
の
夢
」
に
す
ら
思
え
て
く
る
。
問
題
は
そ
の
破
局
が
間
近
に
迫
っ

て
お
り
、し
か
も
そ
れ
を
招
く
の
が
現
代
の
私
た
ち
自
身
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。

自
爆
的
な
そ
の
破
局
は
他
の
天
変
と
は
隔
絶
し
て
い
る
。

８
　
Ｇ
・
ア
ン
ダ
ー
ス
は
、
現
代
を
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
の
時
代
と
規
定
す
る
。

ア
ポ
カ
リ
プ
ス
は
、
啓
示
・
黙
示
録
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
終
末
的
な
世
界

破
滅
を
含
意
す
る
語
で
あ
る（
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
と
同
事
態
を
意
味
す
る
が
、

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
が
す
べ
て
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
終
末
・
死
を
迎
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
は
神
に
よ
る
裁
き
と
い
う
道
義

的
精
神
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
）。
こ
の
世
界
破
滅
を
確
信
し
た
こ
と

が
彼
の
生
涯
の
思
想
と
行
動
を
決
定
し
た
（
彼
は
核
兵
器
に
よ
る
世
界
の
破

滅
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
は
現
代
の
災
厄
全
般
に
通
用
す
る
）。
彼
は
、

現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
想
像
力
の
欠
如
に
陥
っ
て
お
り
、「
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
不
感

症
」（
決
定
的
な
破
局
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
病
）
を
患
っ
て
い
る
と

い
う
。「
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
の
は
む
し
ろ
〈
事
態
を
矮
小
化
し
て
不
安

を
い
だ
け
な
い
時
代
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
想
像
を
拡
大
せ
よ
と
い

う
命
令
は
、
具
体
的
に
は
、
不
安
を
拡
大
せ
よ
と
い
う
意
味
な
の
だ
。
要
請
。

不
安
を
い
だ
く
の
を
恐
れ
る
な
。
不
安
を
い
だ
く
勇
気
を
持
て
。
自
分
と
同

じ
よ
う
に
隣
人
を
不
安
が
ら
せ
よ
。」（『
核
の
脅
威
』
１
９
７
１
年
、
青
木
隆

嘉
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）

　
フ
ク
シ
マ
は
た
し
か
に
一
つ
の
破
局
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

生
起
し
た
破
局
の
後
の
時
代
を
生
き
て
い
る
わ
け
だ
。
私
た
ち
は
安
穏
と
し
た

不
感
症
に
陥
り
、
破
局
は
限
定
的
で
一
回
き
り
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。し
か
し
20
世
紀
以
降
の
歴
史
は
破
局
の
連
続
な
の
で
あ
る
。破
局
が
次
々

と
列
を
な
し
て
襲
っ
て
く
る
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
局
の

間
の
ひ
と
と
き
を
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
眼
前
の
生
活
に
専
念
す

る
時
代
、
こ
こ
に
不
安
忘
却
の
現
代
の
姿
が
あ
る
。
破
局
は
連
鎖
的
な
も
の

で
あ
り
、
一
つ
の
破
局
と
他
の
破
局
と
の
間
に
は
技
術
的
な
産
業
社
会
が
引

き
起
こ
し
た
共
通
の
原
因
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
現
代
世
界
が
ア
ポ
カ
リ

プ
ス
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
。

９
　
い
ま
私
た
ち
は
、
そ
れ
こ
そ
未
曾
有
の
破
局
の
前
に
立
っ
て
い
る
。
地

球
大
気
の
異
常
化
、
あ
る
い
は
大
地
の
変
調
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
人
間
に
と
っ

て
も
っ
と
も
根
源
的
な
問
題
の
出
現
で
あ
る
。
地
球
科
学
の
論
者
た
ち
は
、
変

動
に
は
テ
ィ
ッ
ピ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
（
臨
界
点
）
が
あ
る
と
い
う
。
変
化
が
或
る

一
線
を
こ
え
る
と
非
可
逆
的
と
な
り
、
そ
の
動
向
が
一
気
に
加
速
す
る
変
異

点
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。そ
し
て
現
在
の
事
態
は
、地
球
異
変
が
す
で
に
テ
ィ
ッ

ピ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
十
分
な
兆
候
が
す
で
に

発
生
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
地
震
そ
の
も
の
は
こ
と
の
始
ま
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

か
ら
大
き
な
「
奥
底
の
変
動
」
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

２
０
１
１
年
以
降
、
私
た
ち
は
新
し
い
時
代
に
踏
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ

の
新
し
い
時
代
を
、私
た
ち
人
類
が
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た「
地

球
災
厄
時
代
」
と
呼
ぼ
う
。
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10
　
こ
ん
に
ち
、
人
間
の
前
に
は
全
体
の
存
亡
と
い
う
絶
対
的
問
題
が
行
く

手
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
人
間
の
歴
史
を
新
た
な
局
面
に
追

い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｊ
・
Ｐ
・
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
、「
人
類
の
英
知
に
よ
っ
て

遅
か
れ
早
か
れ
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
「
近
代
人
の
形
而
上
学
的

奢
り
」（『
ツ
ナ
ミ
の
小
形
而
上
学
』、
２
０
０
５
年
、
嶋
崎
正
樹
訳
、
岩
波
書
店
）

が
世
界
を
破
滅
に
追
い
や
り
か
ね
な
く
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
、
不
作
為
の
罪
、
予
測
さ
れ
る
の
に
手
を
打

と
う
と
し
な
い
罪
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
人
々
が
行
動
に
立
と

う
と
し
な
い
の
は
、
知
識
に
確
信
が
持
て
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
科
学
的
な

予
測
が
与
え
ら
れ
て
い
て
も
、
知
る
だ
け
で
は
行
動
に
い
た
る
に
不
十
分
で

あ
る
。
行
動
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
知
識
が
「
信
念
の
体
系
」
に
ま
で
至
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
人
々
は

容
易
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ん
に
ち
の
地
球
環
境
破

壊
は
そ
れ
が
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
す
で
に
手
遅
れ
に
な
っ
て
い

る
可
能
性
が
高
い
…
…
。

　
他
方
で
、
現
代
の
情
報
革
命
進
行
下
の
社
会
に
お
い
て
は
、「
過
剰
作
為
の

罪
」（
最
悪
観
に
か
ら
れ
て
分
別
を
失
い
、
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、「
過
剰
防
衛
」

し
よ
う
と
す
る
悪
弊
）
が
常
態
と
な
る
。
こ
の
パ
ニ
ッ
ク
は
人
を
盲
目
的
行

動
に
陥
れ
、
生
活
世
界
の
自
己
破
壊
と
い
う
「
災
害
」
を
起
こ
し
か
ね
な
い
。

人
は
、
そ
の
問
題
は
解
決
で
き
る
と
確
信
し
た
と
き
、
行
動
に
立
ち
上
が
る
。

し
か
し
問
題
が
も
は
や
解
決
不
能
だ
と
判
明
す
れ
ば
、
人
は
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る

で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
た
い
し「
覚
醒
し
た
破
局
論
」

を
唱
え
る
。
未
来
の
破
局
を
瞬
き
も
せ
ず
に
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

宗
教
的
態
度
に
近
い
と
彼
は
い
う
。
予
測
で
は
な
く
、「
献
身
」
が
わ
れ
わ
れ

に
許
さ
れ
た
態
度
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
球
レ
ベ
ル
の
問
題
に
お
い
て
は
、

問
題
は
限
り
な
く
複
合
的
で
あ
り
、
検
証
不
能
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
立

型
の
科
学
的
知
識
の
み
で
は
、
真
の
事
態
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
的
確
な
知
的

判
断
力
、
問
題
を
俯
瞰
的
に
捉
え
る
賢
慮
、
そ
し
て
見
え
ざ
る
未
来
に
向
か
っ

て
自
己
の
責
務
を
貫
こ
う
と
す
る
信
念
体
系
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
精
神

的
態
度
と
な
る
。

11
　
教
育
の
問
題
に
立
ち
戻
ろ
う
。「
３
・
11
」
は
教
育
の
世
界
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
を
突
き
つ
け
た
。
教
育
界
は
こ
の
巨
大
な
体
験
を
つ
う
じ
て
何
を
学

ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
残

念
な
が
ら
私
に
は
、
こ
の
10
年
の
時
の
流
れ
の
な
か
で
、
大
き
な
反
省
と
変

革
が
な
さ
れ
た
と
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
根
本
的
な
価
値
観
が
変
わ
る
べ

き
で
あ
っ
た
が
、
対
処
的
な
「
防
災
教
育
」
が
付
け
加
わ
っ
た
程
度
で
、
学

び
の
意
味
変
更
も
学
校
の
体
質
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
「
制

度
の
防
潮
堤
」
を
強
化
し
て
「
震
災
時
代
」
は
過
ぎ
去
っ
た
と
い
う
顔
を
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「
正
常
化
」
の
悪
弊
が
目
立
つ
。
世
界
が
変
異
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
事

を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
状
況
の
変
化
を
学
ば
な
い
と
い

う
理
不
尽
の
態
度
が
「
正
常
化
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
教
育
行
政
は
震
災

の
苦
し
み
の
さ
な
か
で
、教
師
を
現
場
か
ら
引
き
離
す
と
い
う
「
歴
史
的
愚
行
」

を
行
っ
た
。
不
感
症
の
極
み
で
あ
る
。

　
現
代
世
界
が
未
曾
有
の
危
機
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
び
、
危
機

に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
資
質
と
気
概
を
育
む
こ
と
が
、
明
日
の
世
界
を
生
き

る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
最
大
問
題
で
あ
る
。私
に
は
こ
れ
か
ら
の
教
育
は
、

教
科
中
心
主
義
を
切
り
替
え
、
地
球
自
然
と
人
間
の
生
活
世
界
と
の
つ
な
が
り

を
考
え
、
そ
こ
か
ら
全
体
性
崩
壊
に
立
ち
向
か
う
行
動
力
を
育
て
る
こ
と
に
す

べ
て
の
力
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
ん
な
る
防
災
教
育

で
は
な
く
、
地
球
科
学
、
人
類
史
、「
未
来
哲
学
」、
そ
し
て
人
類
の
危
機
を
正

面
か
ら
考
え
る
力
を
育
む
こ
と
が
教
育
の
核
心
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諸
科
学
の
知
識
を
地
球
レ
ベ
ル
で
総
合
し
、
現
実
に
発
生
し
て
い
る
諸
問
題

の
脈
絡
の
な
か
で
学
ぶ
こ
と
、
問
題
を
自
ら
の
生
命
と
生
き
方
に
結
び
つ
け

る
反
省
的
思
考
を
学
習
の
軸
に
す
る
こ
と
、
全
体
観
と
熟
慮
の
精
神
の
形
成

を
こ
れ
か
ら
の
人
間
教
育
の
核
心
に
据
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

危
機
を
作
り
上
げ
た
の
は
私
た
ち
大
人
の
世
代
で
あ
る
が
、
危
機
を
乗
り
越

え
る
態
度
と
技
量
を
発
揮
し
た
の
は
次
の
世
代
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
振
り

返
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
教
育
が
生
ま
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

（
宮
城
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
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私
に
と
っ
て
の
３
・
11
は
、
宮
城
教
育
大
学
の
学
校
保

健
を
専
門
と
す
る
教
員
と
し
て
30
数
年
間
勤
務
し
、
退
職

セ
レ
モ
ニ
ー
を
３
月
５
日
に
し
て
も
ら
っ
た
一
週
間
後
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
長
年
何
と
か
勤
め
上
げ
た
思
い
に
浸
っ

て
い
た
が
、
関
連
分
野
に
あ
り
な
が
ら
津
波
防
災
の
こ
と

な
ど
卒
業
生
に
何
も
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
自
責
の

よ
う
な
も
の
が
急
に
浮
上
し
た
。
そ
う
し
た
思
い
が
、
震

災
数
日
後
か
ら
に
わ
か
に
強
く
な
り
、
被
災
地
の
学
校
視

察
を
毎
日
の
よ
う
に
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
引
き
続
き

東
北
福
祉
大
学
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
学

校
防
災
に
関
す
る
課
題
は
自
分
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
述
べ
る
短
文

は
、
そ
れ
以
降
の
情
報
収
集
や
研
究
を
も
と
に
し
た
、
東

日
本
大
震
災
の
学
校
防
災
に
関
す
る
教
訓
と
、
被
災
後
の

子
ど
も
の
発
達
支
援
の
問
題
、
そ
し
て
私
の
災
害
と
教
育

に
関
す
る
「
観
」
の
問
い
直
し
、
の
３
点
に
関
す
る
教
員

向
け
の
提
言
で
あ
る
。

１
　
子
ど
も
の
命
と
学
校
防
災
の
教
訓

　
　
　
　
　
　
～
何
が
命
を
救
い
奪
っ
た
か

３
・
11
の
津
波
は
東
北
３
県
の
沿
岸
部
の
多
く
の
学
校

を
襲
っ
た
。
し
か
し
校
庭
に
長
時
間
滞
在
し
た
大
川
小
学

校
と
子
ど
も
を
迎
え
に
来
た
保
護
者
に
無
原
則
に
引
き
渡

し
て
し
ま
っ
た
学
校
を
除
き
、
多
く
の
学
校
は
か
ら
く
も

学
校
管
理
下
に
お
け
る
人
災
を
免
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因

は
何
だ
っ
た
の
か
。

◇
人
的
被
災
を
か
ら
く
も
免
れ
た
学
校
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
背
景
に
あ
っ
た
も
の

一
つ
は
、
過
去
の
被
災
経
験
か
ら
学
校
が
高
台
に
立
地

さ
れ
て
い
て
免
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
岩
手
県
の
場
合
、

沿
岸
部
の
学
校
で
も
山
手
が
近
く
に
あ
る
地
形
的
特
徴
と

過
去
の
経
験
か
ら
多
く
の
学
校
が
高
台
に
建
て
ら
れ
て
い

た
が
、
宮
城
県
で
も
女
川
や
志
津
川
地
域
の
小
中
学
校
は
、

高
台
に
立
地
し
て
い
て
10
ｍ
以
上
の
津
波
に
も
被
災
を
免

れ
て
い
る
。
今
回
の
大
震
災
の
教
訓
と
し
て
、
沿
岸
部
の

学
校
は
高
台
に
と
い
う
の
が
大
き
な
教
訓
で
あ
ろ
う
。

二
つ
は
、
戸
倉
小
学
校
の
教
訓
で
あ
る
。
志
津
川
湾
の

沿
岸
近
く
に
立
地
す
る
自
校
の
特
徴
を
前
提
に
、
事
前
の

避
難
準
備
に
関
す
る
教
職
員
の
議
論
と
共
通
理
解
が
十
全

に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
校
長
は
大
学
の
震
災
専
門
家
に
電

話
し
、
早
い
津
波
は
数
分
で
襲
来
す
る
と
聞
き
、
３
階
校

舎
の
屋
上
を
避
難
場
所
に
考
え
て
い
た
が
職
員
会
議
で
議

論
す
る
と
、
10
分
余
り
で
山
の
高
台
に
避
難
で
き
る
の
だ

か
ら
と
、
親
か
ら
の
伝
承
の
説
を
熱
心
に
語
る
教
員
が
い

て
、
そ
の
論
が
共
通
理
解
と
な
っ
た
。
当
日
は
そ
の
選
択

行
為
の
判
断
と
行
動
で
全
員
が
助
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
校

舎
は
全
壊
し
て
お
り
、
屋
上
避
難
を
し
て
い
れ
ば
全
員
助

か
っ
て
い
な
い
。
子
ど
も
の
命
を
学
校
の
基
本
に
据
え
、

民
主
的
対
話
と
共
通
理
解
を
原
則
に
し
た
学
校
運
営
が
子

ど
も
の
人
災
を
救
っ
た
の
だ
っ
た
。

三
つ
は
、
校
舎
屋
上
に
流
さ
れ
て
き
た
民
家
の
あ
っ
た

雄
勝
小
の
事
例
で
あ
る
。
津
波
襲
来
直
前
、
管
理
職
の
一

存
で
体
育
館
避
難
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、

子
ど
も
を
迎
え
に
来
た
一
保
護
者
か
ら
「
引
き
波
で
湾
の

底
が
見
え
た
。
津
波
が
や
っ
て
く
る
か
ら
山
さ
逃
げ
ろ
！
」

と
の
大
声
が
あ
り
、
そ
の
情
報
で
獣
道
か
ら
山
手
に
避
難

を
し
、
全
員
助
か
っ
た
。
谷
川
小
学
校
で
も
、
学
区
に
住

む
漁
師
が
海
を
監
視
し
て
い
て
津
波
に
気
づ
き
、「
山
へ
逃

げ
ろ
！
」
と
の
情
報
提
供
が
あ
り
、
や
や
高
台
に
あ
る
学

校
に
い
た
子
ど
も
と
教
員
が
更
に
高
い
山
に
避
難
し
、
全

員
無
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
学
校
と
保
護
者
、
地
域
住

民
の
日
常
の
関
係
性
、
深
い
結
び
つ
き
が
、
事
態
を
救
っ

た
の
だ
っ
た
。
坂
元
町
の
山
下
二
小
で
も
、
防
災
無
線
塔

が
地
震
で
倒
れ
、
機
能
し
な
い
状
態
に
な
っ
た
こ
と
か
ら

役
場
職
員
が
３
キ
ロ
余
り
あ
る
道
の
り
を
自
転
車
で
駆
け

数
　
見
　
隆
　
生

東
日
本
大
震
災
か
ら
学
ん
だ
こ
と
、
伝
え
た
い
こ
と

学
校
・
教
員
に
対
す
る
提
言
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つ
け
避
難
を
伝
達
し
た
。
そ
の
指
示
で
遠
距
離
避
難
を
躊

躇
し
て
い
た
教
員
と
子
ど
も
が
役
場
ま
で
駆
け
足
を
し
難

を
逃
れ
た
の
だ
っ
た
。
い
ず
れ
の
事
例
も
、
日
常
の
子
ど

も
を
軸
に
し
た
支
援
者
と
の
密
な
繋
が
り
だ
っ
た
。

四
つ
は
、
教
職
員
の
機
転
の
利
か
し
た
情
報
収
集
と
早

期
の
避
難
対
応
が
功
を
奏
し
た
事
例
で
あ
る
。
浜
市
小
と

相
川
小
で
は
、
ど
ち
ら
も
停
電
で
情
報
収
集
が
で
き
な
く

な
る
中
、
一
教
員
が
自
家
用
車
に
い
ち
早
く
駆
け
つ
け
、

ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
か
ら
大
津
波
の
情
報
を
入
手
し
、
一
昼

夜
を
想
定
し
た
校
舎
屋
上
と
上
層
階
避
難
を
行
い
（
浜
市

小
）、獣
道
か
ら
山
へ
の
避
難
（
相
川
小
）
を
素
早
く
実
行
し
、

難
を
逃
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
機
転
を
効
か
せ
ら
れ

た
の
も
、
事
前
の
会
議
で
の
話
し
合
い
が
十
分
な
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

五
つ
は
、
岩
手
の
釜
石
東
中
と
、
そ
の
隣
り
合
せ
の
鵜

住
居
小
の
２
校
の
事
例
で
あ
る
。
海
か
ら
１
０
０
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
立
地
で
海
抜
も
ほ
と
ん
ど
な
い
両
校
は
、
震
災

直
後
東
中
校
舎
の
３
階
窓
に
乗
用
車
が
突
き
刺
さ
る
大
津

波
被
災
が
生
じ
た
が
、
両
校
の
児
童
生
徒
は
全
員
無
事
で

あ
っ
た
。
リ
ス
ク
あ
る
立
地
条
件
と
過
去
の
歴
史
的
教
訓

か
ら
の
事
前
の
防
災
対
策
・
震
災
教
育
が
難
を
救
っ
た
の

だ
っ
た
。
防
災
対
策
と
し
て
は
、
校
庭
避
難
や
点
呼
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
や
や
高
台
に
あ
る
海
の
見
え
る

中
継
地
点
を
定
め
、
そ
こ
に
個
々
人
が
結
集
し
、
そ
こ
で

点
呼
す
る
こ
と
を
両
校
と
も
徹
底
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
防
災
教
育
も
徹
底
し
、
も
し
20
ｍ
級
の
津
波
が
来

れ
ば
４
階
建
て
校
舎
も
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
、
４
階
教

室
か
ら
の
実
測
を
行
う
授
業
を
通
し
て
危
機
を
実
感
す
る

よ
う
な
体
験
を
行
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
例
か
ら
、
人
災
の
免
れ
た
学
校
に
共
通
す

る
教
訓
は
、
一
つ
は
、
事
前
の
教
職
員
に
よ
る
民
主
的
な

学
校
運
営
と
そ
の
こ
と
で
の
共
通
理
解
が
大
事
に
さ
れ
て

い
た
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
学
校
と
保
護
者
や
地
域

住
民
・
支
援
組
織
と
の
日
常
的
な
連
携
だ
っ
た
と
い
え
る
。

◇
人
的
被
災
を
被
っ
た
学
校
の
教
訓
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
背
景
に
あ
っ
た
も
の

大
川
小
学
校
の
事
故
検
証
に
関
わ
り
、
ま
た
裁
判
の
確

定
判
決
の
文
書
な
ど
に
目
を
通
し
、
感
じ
た
私
見
に
つ
い

て
若
干
触
れ
て
お
く
。

大
き
な
被
災
の
要
因
は
、
先
に
示
し
た
「
リ
ス
ク
を
免

れ
た
学
校
」
で
の
事
前
対
応
や
条
件
が
基
本
的
に
不
備
で

あ
っ
た
点
に
あ
る
。
教
職
員
の
事
前
の
話
し
合
い
や
共
通

理
解
の
不
十
分
さ
、
避
難
場
所
の
不
確
定
と
そ
の
こ
と
に

よ
る
避
難
訓
練
の
不
実
施
、
保
護
者
と
の
防
災
上
の
連
絡

欠
如
、
地
域
住
民
や
行
政
と
の
防
災
に
関
す
る
意
思
疎
通

の
不
十
分
さ
、
等
々
の
不
全
状
態
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
学
校
の
対
応
の
不
十
分
さ

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
支
援
す
る
側
の
教
育
行
政
や
一
般

行
政
（
役
場
の
防
災
担
当
）
の
不
十
分
さ
も
存
在
し
た
よ

う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
学
校
側
の
防
災
準
備

の
不
備
に
対
す
る
指
導
監
督
責
任
上
の
問
題
（
教
育
行
政
）

や
被
災
当
日
の
地
域
住
民
避
難
に
関
連
し
た
学
校
周
辺
へ

の
防
災
広
報
の
不
十
分
さ
（
一
般
行
政
）
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
大
川
小
学
校
に
限
ら
な
い
学
校
防
災
上
の
教

訓
と
し
て
、
地
域
の
防
災
行
政
や
防
災
の
専
門
職
種
の
関

わ
っ
た
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
指

定
避
難
場
所
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
事
例
的
に
述
べ
る
と
、

野
蒜
小
学
校
体
育
館
で
発
生
し
た
津
波
被
災
が
あ
る
。
大

川
小
も
野
蒜
小
も
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
「
浸
水
域
外
」

に
な
っ
て
い
て
体
育
館
が
住
民
の
避
難
場
所
に
な
っ
て
い

た
。
こ
の
両
校
の
事
例
は
、
裁
判
に
も
な
り
被
災
の
大
き

さ
は
際
立
っ
た
が
、
実
は
宮
城
県
内
で
「
津
波
の
き
た
学

校
」
83
校
中
、
実
に
54
校
（
61
％
）
が
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
は
「
浸
水
域
外
＝
津
波
は
こ
な
い
」
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
震
災
後
よ
く
言
わ
れ
た「
想
定
外
」意
識
に
繋
が
っ

た
の
だ
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
あ
く
ま
で
も
予
測
の
地
図

に
過
ぎ
な
い
の
に
、
そ
の
作
ら
れ
方
や
活
用
の
意
図
が
ほ

と
ん
ど
伝
え
ら
れ
ず
に
情
報
化
さ
れ
、ま
さ
に
「
安
心
材
料
」

と
し
て
機
能
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

マ
ッ
プ
が
「
津
波
浸
水
域
外
」
の
安
心
材
料
と
し
て
活
用

さ
れ
、
そ
う
し
た
学
校
の
多
く
が
体
育
館
を
「
住
民
避
難

場
所
」
に
認
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
野
蒜
小
は
校

舎
が
３
階
ま
で
あ
り
、
校
舎
の
方
が
よ
り
安
全
で
あ
っ
た

の
に
、
体
育
館
に
多
く
の
地
域
住
民
が
避
難
し
、
校
舎
に

い
た
子
ど
も
た
ち
ま
で
体
育
館
に
避
難
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

「
何
か
ら
逃
れ
る
避
難
な
の
か
」
の
思
考
を
働
か
せ
る
こ
と

な
く
、「
指
定
」
通
り
の
避
難
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

２
　
教
職
員
の
津
波
防
災
に
関
す
る

　
　
　
　
対
応
力
︵
防
災
教
養
︶
の
問
題

大
川
小
学
校
の
教
職
員
に
限
ら
ず
、
ど
の
学
校
に
お
い

て
も
教
職
員
の
津
波
に
関
す
る
危
機
意
識
は
そ
う
高
く
は

な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
学
び
は
教
員
養
成
大
学
で
は
皆
無

に
近
か
っ
た
し
、
教
職
に
就
い
た
後
の
教
員
研
修
で
も
極

め
て
不
十
分
だ
っ
た
と
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
大
川

小
の
事
故
訴
訟
の
確
定
判
決
で
は
「
学
校
が
安
全
義
務
を

履
行
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
及
び
経
験
は
、
地

域
住
民
が
有
し
て
い
る
平
均
的
な
知
識
・
経
験
よ
り
も
遙

か
に
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指

摘
さ
れ
た
が
、
ど
う
い
う
知
識
・
経
験
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、

ど
う
い
う
と
き
に
役
立
つ
の
か
、
現
職
教
員
は
ど
れ
だ
け

そ
の
こ
と
に
納
得
し
、
動
け
る
状
態
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
文
科
省
や
行
政
機
関
、
大
学
等
で
も
ど
れ
だ
け

実
質
化
し
た
の
だ
ろ
う
。

決
し
て
十
分
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の

私
の
考
え
る
基
本
的
事
項
を
こ
こ
に
提
起
し
て
お
き
た
い
。

順
不
同
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
実
質
的
な
理
解
を
教
職

教
養
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
私
は
思
う
。

一
つ
は
津
波
に
関
す
る
教
養
で
、
地
震
が
起
こ
る
と
ど

う
し
て
津
波
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
理
解
で
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あ
る
。
地
震
に
は
海
溝
型
（
海
底
を
震
源
と
す
る
地
震
）

と
内
陸
型
が
あ
り
、
海
溝
型
の
地
震
は
横
揺
れ
が
激
し
く

一
分
以
上
長
く
続
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
震
源
地
が
陸

に
近
く
、
地
球
の
上
層
部
の
プ
レ
ー
ト
で
生
じ
る
ほ
ど
激

し
い
津
波
の
可
能
性
が
あ
る
。
内
陸
型
の
地
震
は
ド
ー
ン

と
い
う
縦
揺
れ
で
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ

り
、
津
波
は
生
じ
な
い
と
い
っ
た
「
知
」
で
あ
り
、
と
っ

さ
の
行
動
指
針
と
な
ろ
う
。
津
波
は
海
岸
で
生
じ
る
高
波

の
様
な
も
の
で
な
く
、
海
底
か
ら
の
水
流
の
移
動
で
10
～

20
㎝
で
も
足
下
が
す
く
わ
れ
倒
さ
れ
る
。
速
度
は
海
岸
を

越
え
陸
に
襲
来
し
て
も
バ
イ
ク
ほ
ど
の
速
さ
が
あ
り
、
歩

い
て
逃
げ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

二
つ
は
、
津
波
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
地
球

の
プ
レ
ー
ト
変
化
（
ズ
レ
）
に
よ
る
海
底
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ

ン
で
あ
り
、
押
し
波
と
引
き
波
が
何
度
か
誘
発
さ
れ
る
。

一
定
時
間
に
そ
れ
が
数
回
繰
り
返
さ
れ
る
（
東
日
本
大
震

災
で
は
４
回
・
４
波
）。
海
底
や
河
川
底
が
見
え
る
の
は
引

き
波
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
場
合
は
次
に

必
ず
押
し
波
（
津
波
）
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
判
断
が
必

要
で
あ
る
。
津
波
の
襲
来
は
、
水
の
壁
が
押
し
寄
せ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
威
力
と
か
脅
威
と
い
う
も
の
の
実
質
が

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
つ
は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
問
題
は
先
に
指
摘
し
た

が
、
津
波
防
災
に
関
す
る
基
本
的
理
解
と
し
て
押
さ
え
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。
マ
ッ
プ
の
作
成
は
、
過
去
の
震
災
経

験
の
事
実
と
そ
の
沿
岸
部
の
地
形
を
材
料
に
な
さ
れ
る
た

め
、
想
定
外
は
当
然
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。「
浸
水
域
」

と
し
て
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
リ
ス
ク
を
避
け
る
予
防
に

役
立
つ
が
、「
浸
水
域
外
」
と
示
さ
れ
た
と
し
て
も
決
し
て

「
安
心
材
料
」
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
日
本
大
震
災
の
教

訓
を
踏
ま
え
、
マ
ッ
プ
の
意
味
や
留
意
事
項
が
も
っ
と
認

知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
つ
に
、
早
期
の
情
報
収
集
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
警

報
の
入
手
は
不
可
欠
で
あ
る
も
の
の
、
震
災
時
に
は
停
電

と
な
り
通
信
不
通
と
な
る
。
携
帯
等
も
繋
が
ら
な
く
な
る

こ
と
を
想
定
し
、
ど
う
情
報
を
収
集
し
、
通
信
手
段
を
と

る
か
を
あ
ら
か
じ
め
教
職
員
全
員
が
意
識
し
、
共
有
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。

五
つ
に
、
教
員
は
学
校
管
理
下
で
の
防
災
だ
け
を
考

え
て
お
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
。
登
下
校
中
（
保
護
者
の

送
迎
を
含
む
）
や
不
登
校
日
、
帰
宅
後
の
時
間
帯
に
も
震

災
は
十
分
起
こ
り
得
る
。
そ
の
際
を
想
定
し
た
基
本
的
な

防
災
教
育
は
不
可
欠
で
あ
る
。
宮
城
県
の
学
校
管
理
下
外

で
被
災
死
し
た
児
童
生
徒
は
１
８
８
名
（
大
川
小
学
校
を

除
く
）
い
た
が
、
そ
の
内
、
高
台
へ
の
避
難
中
に
被
災
し

た
児
童
生
徒
が
36
％
で
、
残
り
の
６
割
を
超
え
る
子
ど
も

は
高
台
に
避
難
す
る
こ
と
な
く
自
宅
や
そ
の
周
辺
で
亡
く

な
っ
た
。
こ
う
し
た
教
訓
を
活
か
し
防
災
教
育
に
繋
げ
る

知
識
や
教
養
を
こ
そ
身
に
付
け
た
い
も
の
で
あ
る
。

３
　
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の

　
　
　
　
　
　
ケ
ア
と
教
育
支
援
の
教
訓

震
災
後
、
東
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
心
身
に

多
く
の
強
い
ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
親
を

亡
く
し
た
子
ど
も
、
仲
良
く
し
て
い
た
兄
弟
や
か
わ
い
が
っ

て
も
ら
っ
た
祖
父
母
、
そ
う
し
た
身
内
が
突
然
い
な
く
な
っ

た
悲
し
み
や
辛
さ
、
家
が
亡
く
な
り
、
親
が
仕
事
を
失
っ

た
子
ど
も
た
ち
も
い
た
。
避
難
所
生
活
・
仮
設
住
宅
と
な
り
、

生
活
が
苦
し
く
な
っ
た
家
庭
、
家
で
の
学
習
環
境
が
無
く

な
り
、
ス
ト
レ
ス
で
精
神
不
安
に
な
る
な
ど
、
様
々
な
課

題
が
多
く
の
児
童
生
徒
の
身
に
降
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ

た
。震

災
後
し
ば
ら
く
の
間
、
教
員
も
そ
う
し
た
子
ど
も
の

状
況
に
ど
う
対
応
す
る
か
迷
っ
て
い
る
状
況
が
感
じ
ら
れ

た
。
多
く
の
被
災
校
を
訪
問
し
、
様
々
な
取
材
を
さ
せ
て

も
ら
っ
た
が
、
防
災
上
の
課
題
だ
け
で
な
く
、
心
身
の
ス

ト
レ
ス
を
抱
え
た
子
ど
も
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
い
い
か
の

話
題
に
も
な
っ
た
。
そ
の
際
、
管
理
職
か
ら
は
、「
子
ど
も

た
ち
の
精
神
的
な
不
安
定
感
は
強
く
、
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え

て
い
る
子
ど
も
も
い
る
の
で
、
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士

か
ら
で
き
る
だ
け
震
災
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
な
い
よ
う

に
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り
、
そ
う
し
て
い
る
」
旨
の
話

を
聞
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
だ
中
に
は
、
そ
れ
で
は
学

校
は
子
ど
も
ら
に
何
の
心
の
支
援
を
し
な
く
て
も
い
い
の

か
と
躊
躇
し
て
い
る
管
理
職
も
い
て
、「
先
生
は
ど
う
思
い

ま
す
か
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
際
私
は
、

「
そ
う
で
す
ね
、
深
刻
な
子
ど
も
に
は
刺
激
に
な
ら
な
い
よ

う
な
配
慮
は
必
要
で
し
ょ
う
ね
」
と
言
い
な
が
ら
も
、「
た

だ
、
何
と
か
学
校
に
来
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
は
、
心

の
内
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
辛
さ
に
共
感
し
、
乗
り
越

え
て
い
け
る
発
達
支
援
の
活
動
も
必
要
と
思
い
ま
す
が
・
・
」

と
い
う
よ
う
な
話
を
し
た
の
だ
っ
た
。

10
年
た
っ
た
今
も
、
ま
だ
心
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
引
き

ず
っ
て
い
る
子
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
多
く
の
学
校
や

教
育
の
関
係
機
関
が
、
こ
の
よ
う
な
震
災
後
の
子
ど
も
の

心
身
に
示
す
事
態
に
対
応
す
る
任
務
や
仕
事
と
し
て
、
何

を
す
べ
き
だ
っ
た
か
と
考
え
た
時
に
、
決
し
て
十
分
だ
っ

た
と
は
思
え
な
い
で
い
る
。
す
べ
て
の
精
神
科
医
や
臨
床

心
理
士
の
対
応
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
多
く
の
学
校

や
教
師
が
「
震
災
に
触
れ
る
な
、
そ
っ
と
し
て
お
け
」
と

言
わ
れ
る
ま
ま
何
も
せ
ず
、
１
、２
年
も
す
る
と
学
校
の
体

制
は
震
災
前
の
「
学
力
主
義
的
」
教
科
中
心
の
雰
囲
気
に

も
ど
す
こ
と
を
め
ざ
し
、
そ
れ
を
「
復
興
」
と
捉
え
て
動

い
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
強
い
心
身
の
ス
ト
レ
ス
（
心
の
傷
・
Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ
や
心
理
的
不
安
・
動
揺
）
を
抱
え
た
子
ど
も
た
ち
も

い
た
の
で
あ
り
、
医
療
的
ケ
ア
や
心
理
的
ケ
ア
と
い
う
処

方
も
重
要
だ
っ
た
と
思
う
が
、
ケ
ア
の
体
制
と
協
同
し
な

が
ら
も
教
育
的
サ
ポ
ー
ト
（
発
達
的
支
援
）
の
活
動
こ
そ

が
学
校
と
し
て
は
不
可
欠
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
と
き
こ
そ
、
関
連
職
種
の
連

携
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
教
訓
化
す
べ
き
で
あ
ろ
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う
。私

の
震
災
後
に
得
た
情
報
の
中
に
、
子
ど
も
た
ち
の
心

身
の
実
態
と
置
か
れ
て
い
る
生
活
背
景
を
考
慮
し
て
、
精

一
杯
発
達
支
援
の
実
践
を
し
た
学
校
や
教
師
た
ち
も
い
た
。

例
え
ば
、
大
き
な
被
災
の
あ
っ
た
野
蒜
小
学
校
や
鳴
瀬
未

来
中
学
校
で
あ
る
。
簡
単
な
事
例
紹
介
に
と
ど
め
ざ
る
を

得
な
い
が
、
両
校
共
に
被
災
後
避
難
し
た
仮
の
校
舎
で
、

多
大
な
苦
難
を
背
負
っ
た
子
ど
も
と
向
き
合
う
活
動
を
展

開
し
た
。
野
蒜
小
で
は
と
に
か
く
子
ど
も
た
ち
が
学
校
で

仲
間
と
教
師
で
楽
し
め
る
活
動
（
レ
イ
ン
ボ
ー
タ
イ
ム
）

を
考
え
、
人
間
と
し
て
の
子
ど
も
を
回
復
で
き
る
遊
び
や

活
動
を
中
心
に
３
年
間
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
の
提
携
で
心
の
ケ
ア
を
も
大
事
に
し

つ
つ
、
子
ど
も
の
発
達
支
援
を
軸
に
し
た
活
動
で
あ
っ
た
。

鳴
瀬
未
来
中
は
、
震
災
時
は
鳴
瀬
二
中
で
、
１
年
余
り
で

一
中
と
の
統
廃
合
に
な
っ
た
学
校
で
あ
る
。
そ
う
し
た
震

災
後
の
ど
さ
く
さ
の
中
で
も
、
地
域
復
興
を
目
指
す
保
護

者
の
支
援
を
引
き
出
し
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
の
未
来
へ
の

決
意
と
団
結
を
示
す
祭
典
（
運
動
会
）
を
企
画
・
実
行
す

る
取
り
組
み
を
行
っ
た
。
そ
の
中
心
を
担
っ
た
教
師
・
制

野
俊
弘
は
そ
の
後
の
取
り
組
み
も
含
め
、
実
践
書
（『
命
と

向
き
合
う
教
室
』
ポ
プ
ラ
社
）
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
大
変
な
状
況
の
中
で
、
学
校
の
な
す
べ
き
、
教
師

の
果
た
す
べ
き
実
践
を
追
究
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
体
育

教
員
と
し
て
の
授
業
で
は
、
御
神
楽
と
い
う
鎮
魂
の
民
舞

教
材
に
取
り
組
み
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
そ
の
文
化
獲
得
の

過
程
で
、
意
識
疎
通
や
辛
さ
の
共
有
体
験
、
関
係
性
の
深

化
を
は
か
り
な
が
ら
、
他
方
で
７
時
間
の
「
命
の
授
業
（
自

分
の
震
災
体
験
と
今
の
生
活
や
思
い
、
辛
さ
を
綴
ら
せ
、

報
告
・
批
評
し
合
う
）」
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
う

し
た
発
達
支
援
を
意
図
す
る
授
業
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、

文
化
や
表
現
の
追
求
学
習
で
の
関
係
性
が
育
っ
て
い
た
か

ら
だ
っ
た
。
中
３
の
生
徒
が
「
命
の
授
業
」
で
書
い
た
作

文
（
運
動
会
の
最
後
に
皆
で
飛
ば
し
た
風
船
を
な
か
な
か

飛
ば
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
心
情
、
母
の
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
い
そ
う
だ
か
ら
）
に
、「
母
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、

ま
だ
（
私
の
心
に
）
生
き
て
い
る
。
そ
の
気
持
ち
が
私
に

と
っ
て
前
に
進
む
理
由
に
な
り
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
て
、

仲
間
か
ら
の
共
感
を
得
た
。
教
師
制
野
も
こ
の
作
文
か
ら
、

悲
し
み
を
語
る
こ
と
が
、
過
去
に
止
ま
ら
ず
希
望
の
光
を

見
い
だ
す
の
で
な
い
か
、
と
支
援
の
声
を
か
け
て
い
る
。

こ
う
し
た
苦
難
の
状
況
下
で
の
、
発
達
支
援
こ
そ
が
当
時

の
教
育
に
値
す
る
営
み
だ
っ
た
の
で
な
い
か
。

４
　
東
日
本
大
震
災
か
ら

　
　
　
　
災
害
と
教
育
の
「
観
」
を
見
直
す

私
は
東
日
本
大
震
災
後
の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
論
調
や
そ

の
中
に
見
ら
れ
た
首
長
ク
ラ
ス
の
発
言
か
ら
、
40
年
以
上

も
前
の
大
学
生
時
代
に
仲
間
と
学
び
あ
っ
た
『
災
害
論
』（
佐

藤
武
夫
他
・
勁
草
書
房
・
１
９
６
７
年
）
を
思
い
出
し
た
。

当
時
（
１
９
６
０
～
７
０
年
代
）
は
、
公
害
問
題
の
広
が

る
高
度
経
済
成
長
の
負
の
側
面
が
大
き
な
議
論
に
な
っ
て

い
た
。
原
発
の
安
全
神
話
の
風
潮
に
対
す
る
批
判
や
産
学

協
同
に
対
す
る
研
究
者
へ
の
批
判
も
盛
ん
に
さ
れ
る
時
代

で
あ
っ
た
。
明
ら
か
な
企
業
発
の
災
害
（
水
俣
病
な
ど
）

を
「
公
害
」
と
称
す
る
一
般
的
状
況
の
中
、
自
然
が
関
与

し
た
災
害
を
「
天
災
」
と
称
す
る
こ
と
に
も
批
判
が
出
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
『
災
害
論
』
は
、
自
然
現
象
は
素
因
で

は
あ
る
が
、
被
害
や
人
災
が
生
じ
る
に
は
「
必
須
要
因
」

が
あ
り
、
被
害
が
大
き
い
場
合
は
「
拡
大
要
因
」
が
絡
ん

で
い
る
か
ら
だ
と
の
認
識
で
、
当
時
の
災
害
を
具
体
的
に

分
析
し
、（
社
会
的
・
政
策
的
）
課
題
を
提
起
し
た
書
で
あ
っ

た
。東

日
本
大
震
災
の
直
後
、当
時
の
東
京
都
知
事
が
「
天
罰
・

天
災
」
論
を
ぶ
っ
て
批
判
さ
れ
、
石
巻
市
長
も
大
川
小
事

故
と
絡
ん
で
「
宿
命
」
発
言
を
し
て
物
議
を
醸
し
た
。
天

災
論
・
宿
命
論
批
判
は
当
然
だ
が
、
私
が
気
に
な
る
の
は

今
も
新
聞
等
の
メ
デ
ィ
ア
や
教
科
書
等
で
も
使
わ
れ
て
い

る
「
自
然
災
害
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
地
震
で
生
じ
る

津
波
の
自
然
現
象
を
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
津

波
が
災
害
（
と
り
わ
け
人
災
）
を
発
生
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
、

「
必
須
要
因
」「
拡
大
要
因
」
対
策
を
事
前
に
ど
れ
だ
け

学
校
や
行
政
が
考
慮
し
、
事
前
の
処
置
を
講
じ
て
い
た
か

に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
然
災
害
観
が
問
わ
れ
、
深
め

ら
れ
な
け
れ
ば
災
害
は
必
ず
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

地
球
温
暖
化
が
災
害
に
繋
が
る
人
為
的
問
題
と
し
て
よ
う

や
く
初
歩
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
災
害
観
が
も
っ
と
根

本
的
議
論
に
付
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

私
は
災
害
論
（
観
）
の
問
題
と
同
時
に
、
も
う
一
つ
「
教

育
観
」
の
問
題
が
国
民
レ
ベ
ル
で
論
議
さ
れ
改
善
さ
れ
な

い
限
り
、
教
育
に
関
わ
る
子
ど
も
の
命
の
問
題
は
対
策
的

課
題
で
済
ま
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
る
。
災
害
に
よ
る
命
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
昨
今
生

じ
て
い
る
い
じ
め
に
よ
る
自
死
の
問
題
は
じ
め
様
々
な
生

き
づ
ら
さ
を
背
負
っ
た
子
ど
も
の
問
題
は
、
今
日
の
学
校

が
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
の
命
や
発
達
を

基
本
に
据
え
た
場
に
な
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
大
川
小
学
校
の
事
故
検
証
と
関
わ
っ
て
感
じ

た
こ
と
で
あ
る
が
、
膨
大
な
年
間
教
育
計
画
書
で
、
子
ど

も
の
命
に
関
わ
る
防
災
や
安
全
・
危
機
管
理
の
内
容
は
、

最
後
の
末
章
の
付
け
足
し
的
記
述
に
な
っ
て
い
た
。
た
ぶ

ん
多
く
の
学
校
も
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
学
校
が
「
地
域
に
根
ざ
す
学
校
」
に
な
っ
て
い
な
い

と
も
感
じ
た
。
10
年
前
ま
で
に
勤
務
し
た
教
員
へ
の
調
査

で
、
避
難
が
想
定
さ
れ
た
近
隣
の
山
に
登
っ
た
こ
と
が
あ

る
と
し
た
者
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
た
。
車
で
来
て
車
で
帰

宅
す
る
だ
け
の
学
校
に
な
っ
て
い
る
。
教
育
が
教
科
書
中

心
の
学
習
と
な
り
、
学
力
テ
ス
ト
主
義
の
痩
せ
細
っ
た
教

育
の
場
に
な
っ
て
い
な
い
か
。
こ
う
し
た
学
校
観
・
教
育

観
が
改
善
さ
れ
な
い
限
り
、
命
の
リ
ス
ク
は
軽
減
さ
れ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
セ
ン
タ
ー
代
表
運
営
委
員
・
宮
城
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
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１
　
は
じ
め
に

３
月
11
日
を
迎
え
る
度
に
、
午
後
２
時
46
分
に
防

災
サ
イ
レ
ン
が
響
く
度
に
、
大
き
な
悲
し
み
が
込
み

上
げ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
震
災
か
ら
10
年
が
経
過
し

た
今
年
も
同
じ
で
あ
る
。

震
災
直
後
、
何
が
起
き
た
の
か
を
十
分
に
総
括
で

き
な
い
ま
ま
、
学
校
は
始
ま
っ
た
。
そ
の
頃
は
、
余

計
な
出
張
や
提
出
文
書
が
な
く
な
り
、
た
だ
ひ
た
す

ら
に
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
被
災

者
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
き
な

悲
し
み
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
、
仲
間
と
「
教
育
の

原
点
」
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ

の
大
き
な
悲
し
み
を
乗
り
越
え
た
後
に
、
学
校
現
場

が「
真
に
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
を
追
求
で
き
る
場
所
」

に
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
た
。

し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
と
は
逆
で
、
元
に
戻
っ
た

結
果
が
「
多
忙
化
と
学
力
競
争
」
で
あ
っ
た
。
震
災

直
後
、
あ
れ
だ
け
「
子
ど
も
の
心
の
ケ
ア
を
」「
子

ど
も
の
安
心
・
安
全
を
」
と
叫
ん
で
い
た
教
育
行
政

は
、
一
斉
に
「
学
力
向
上
」
を
全
面
に
打
ち
出
し
て

き
た
。

２
　
目
の
前
の
子
ど
も
か
ら

最
近
、「
〇
〇
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
。
言
葉
の
一
つ
一
つ
を

読
む
と
、
そ
ん
な
に
悪
い
気
は
し
な
い
が
、「
こ
れ

が
目
標
で
す
。
さ
あ
、
や
り
な
さ
い
」
と
号
令
を
掛

け
ら
れ
る
と
、
画
一
的
な
授
業
・
指
導
を
強
制
さ
せ

ら
れ
て
い
る
感
じ
に
な
り
、
個
人
的
に
は
素
直
に
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
れ
で
子
ど
も
た

ち
が
心
豊
か
に
育
つ
と
は
思
え
な
い
。
新
学
習
指
導

要
領
も
同
様
で
、「
学
び
方
」
ま
で
も
例
示
さ
れ
る

と
、「
そ
う
す
る
べ
き
」
と
考
え
る
人
は
、
そ
こ
か

ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
画
一
的
な
指

導
や
指
示
を
行
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

教
師
の
意
識
が
子
ど
も
か
ら
離
れ
、
別
な
こ
と
の
条

件
か
ら
始
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
子
ど
も
不

在
の
学
習
指
導
や
学
級
づ
く
り
の
先
に
あ
る
も
の

は
、
け
っ
し
て
明
る
く
楽
し
い
風
景
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
を
身
近
で
体
験
し
た
者
と
し
て

考
え
て
い
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
命
を
守
る
こ
と
、

そ
の
た
め
の
学
校
の
創
造
で
あ
る
。
全
て
は
、
目
の

前
の
子
ど
も
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
。

３
　
二
俣
小
と
大
川
小
の
統
合

私
は
、
昨
年
度
ま
で
二
俣
小
学
校
に
勤
務
し
て

い
た
。
二
俣
小
と
大
川
小
の
統
合
時
に
も
、
関
係

職
員
と
し
て
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。
二
俣
小
と
大

川
小
が
統
合
し
た
の

は
２
０
１
８
年
４
月

で
、
現
在
は
旧
大
川

小
学
区
も
二
俣
小
学

区
と
な
り
、（
新
）
二

俣
小
学
校
と
し
て
教

育
活
動
を
展
開
し
て

い
る
。
二
俣
小
と
大

川
小
は
、
同
一
敷
地

内
に
校
舎
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
統
合
す

る
前
か
ら
、
交
流
学

習
や
合
同
運
動
会
な

ど
の
取
り
組
み
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
・

教
職
員
・
保
護
者
（
地

域
）
の
交
流
は
行
わ
れ
て
き
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

流
れ
も
あ
り
、
私
は
、
ス
ム
ー
ズ
な
統
合
だ
っ
た
と

感
じ
て
い
る
。
一
方
で
《
子
ど
も
た
ち
を
こ
れ
ま
で

以
上
に
深
く
見
つ
め
直
す
こ
と
・
保
護
者
（
地
域
）

の
願
い
や
思
い
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
》
こ
れ
ら
が
私

の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
物
事
を
深
く
見
つ

め
直
す
転
機
と
な
っ
た
。
授
業
実
践
ス
タ
イ
ル
に
大

き
な
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
と

深
く
関
わ
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
は
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
強
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

４
　
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
10
年
後
を
見
据
え
て

現
在
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
、
新
た

な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
昨
年
３
月
か
ら
５
月
に

か
け
て
、
日
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
程
長
い
臨
時
休

校
も
経
験
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
新
年
度
９
月

開
始
案
も
出
さ
れ
た
が
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
全
面

的
に
見
直
さ
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
ス
タ
ー
ト

山
　
口
　
正
　
富

あの日から１０年に思う

震災後、飯野川一小に間借りした大川小
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あの日から１０年に思う

す
っ
か
り
無
く
な
っ
た
。
６
月
か
ら
学
校
が
本
格
的

に
始
ま
り
、「
コ
ロ
ナ
禍
」
を
理
由
に
、学
力
テ
ス
ト
・

ス
ポ
ー
ツ
テ
ス
ト
等
の
実
施
が
見
送
ら
れ
、
各
種
出

張
も
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
学
校
と
し

て
困
る
こ
と
は
何
一
つ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

「
コ
ロ
ナ
禍
」
に
お
い
て
も
、
早
く
元
に
戻
そ
う
と

世
間
や
マ
ス
コ
ミ
は
こ
ぞ
っ
て
10
年
で
線
を
引

こ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、被
災
地
に
住
む
者
も
、

そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
者
に
も
、
10
年
と
い
う
線

は
ど
こ
に
も
な
い
。
た
だ
今
日
と
明
日
の
暗
闇
が
あ

る
だ
け
だ
。
そ
っ
と
寄
り
添
い
続
け
る
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

浜
辺
の
山
下
第
二
小
学
校
で
地
震
に
遭
遇
し
、
子

ど
も
た
ち
を
必
死
で
引
率
し
た
あ
の
日
。
迫
り
来
る

ど
す
黒
い
津
波
に
被
わ
れ
た
故
郷
。
悪
い
夢
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
、
今
で
も
時
折
思
う
。

し
か
し
、
部
屋
を
見
渡
せ
ば
取
っ
手
の
壊
れ
た
マ

グ
カ
ッ
プ
と
壁
の
亀
裂
が
、
そ
し
て
話
を
す
れ
ば
、

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
で
出
辛
い
声
が
、私
を
現
実
に
呼
び
戻
す
。

あ
れ
か
ら
10
年
。
浜
辺
に
立
つ
と
、
あ
の
校
舎

は
跡
形
も
な
く
、
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
寒
風
に
揺

れ
て
い
る
。
確
か
に
内
陸
部
に
学
校
は
再
建
さ
れ

た
が
、
多
く
の
子
は
こ
の
地
を
去
っ
た
。
あ
の
喪

失
感
の
暗
闇
か
ら
全
て
の
人
が
這
い
出
せ
る
訳
で

は
な
い
。
寄
せ
て
は
返
す
津
波
の
様
に
、
小
舟
の
よ

す
る
力
が
大
き
く
働
き
始
め
て
い
る
。
震
災
後
10
年

で
、学
校
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、

コ
ロ
ナ
禍
10
年
後
は
…
…
と
考
え
る
。
震
災
後
10
年

目
は
、
コ
ロ
ナ
禍
10
年
後
の
学
校
を
見
据
え
て
戦
う

ス
タ
ー
ト
の
年
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
桃
生
小
）

う
な
心
は
儚
く
揺
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
自
分
と
子
ど
も
た
ち
の
心
の
ト
モ
ヅ
ナ

と
し
て
被
災
地
で
の
教
育
実
践
を
繰
り
返
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

被
災
１
年
目
。「
今
だ
か
ら
学
べ
る
こ
と
が
あ
る
。

今
だ
か
ら
教
え
る
こ
と
が
あ
る
」
と
、
体
験
を
作
文

や
演
劇
に
表
現
し
発
表
。
流
さ
れ
た
太
鼓
を
「
山
一

復
興
太
鼓
」
と
し
て
復
活
さ
せ
た
。

２
～
８
年
目
。
校
内
研
究
を
防
災
・
復
興
教
育
に
。

「
ふ
る
さ
と
防
災
探
検
隊
」
と
称
し
て
、
被
災
地
を

め
ぐ
り
、
親
に
ア
ン
ケ
ー
ト
や
聞
き
取
り
を
し
て
、

防
災
マ
ッ
プ
作
り
。
命
が
け
で
住
民
を
守
ろ
う
と
し

て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
が
い
た
事
実
を
学
び
「
命
の

呼
び
か
け
」
を
発
表
。
ま
た
、
山
元
復
興
防
災
カ
ル

タ
を
製
作
し
、
全
校
に
配
る
。

こ
の
活
動
の
中
で
、津
波
と
向
き
合
い
受
け
入
れ
、

物
語
と
し
て
吐
き
出
す
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て

き
た
。
途
切
れ
て
い
た
物
語
を
自
然
な
状
態
で
引
き

出
し
、ク
ラ
ス
で
共
有
す
る
。
つ
ま
り
「
皆
で
語
り
、

一
緒
に
進
め
ば
、
心
が
軽
く
な
る
」
実
践
を
試
行
錯

誤
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ポ
ス
ト
・
ト
ラ
ウ

マ
テ
ィ
ッ
ク
・
グ
ロ
ー
ス
（
心
的
外
傷
後
成
長
）
を

促
す
一
歩
を
育
て
て
き
た
。

宮
沢
賢
治
の
『
春
と
修
羅
』
の
詩
に
「
泣
き
な
が

ら
体
に
刻
ん
で
い
く
勉
強
が
（
中
略
）
こ
れ
か
ら
の

新
し
い
学
問
の
は
じ
ま
り
な
ん
だ
」
と
あ
る
。
そ
の

「
新
し
い
学
問
」
こ
そ
、
被
災
地
に
生
き
る
者
と
し

て
震
災
体
験
に
向
き
合
う
学
び
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

震
災
前
は
、
子
ど
も
た
ち
は
学
校
に
来
て
当
然
と

思
っ
て
い
た
が
、
あ
の
日
以
来
、
命
の
儚
さ
を
思
い

知
ら
さ
れ
、
家
庭
の
大
変
さ
と
子
ど
も
た
ち
を
取
り

巻
く
苦
し
み
を
知
り
「
よ
く
来
た
ね
」
と
い
う
思
い

で
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、教
育
実
践
も
、

今
ま
で
以
上
に
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
深
い
苦
悩

か
ら
始
ま
る
も
の
に

変
わ
っ
て
き
た
よ
う

に
思
う
。

人
の
心
は
、
精
密

な
タ
ワ
ー
の
よ
う
な

も
の
、
一
度
崩
れ
た

バ
ラ
ン
ス
は
難
し

い
。
し
か
し
、
ど
っ

こ
い
人
は
生
き
て
行

く
。
全
て
を
抱
い
た

ま
ま
で
。

そ
ん
な
子
ど
も
た

ち
の
今
後
の
新
た
に

踏
み
出
す
一
歩
を
こ

れ
か
ら
も
温
か
く
見

守
っ
て
い
き
た
い
。

（
岩
沼
西
小
）

皆
で
語
り
、
一
緒
に
進
め
ば
、
心
が
軽
く
な
る

阿
　
部
　
広
　
力

山一復興太鼓に挑む子どもたち
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女
川
原
発
再
稼
働
の
動
き
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
様
々

な
問
題
な
ど
か
ら
、
東
日
本
大
震
災
翌
年
の
番
組

を
思
い
出
し
ま
す
。

２
０
１
２
年
１
月
２
日
の
Ｂ
Ｓ
放
送
で
「
Ｇ
・

マ
コ
ー
マ
ッ
ク
」
と
「
Ｊ
・
ダ
ワ
ー
」
と
い
う
日

本
研
究
者
に
よ
る
、「
震
災
後
日
本
と
世
界
へ
の
眼
」

と
題
す
る
対
談
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「

今
回
の
震
災
に
よ
っ
て
、
日
本
を
変
え
る
新
た

な
空
間
『
ス
ぺ
ー
ス
（
窓
）』
が
生
じ
た
。“
チ
ャ

ン
ス
の
窓
”“
未
来
を
考
え
る
窓
”。
開
か
れ
た
空

間
を
人
々
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
満
た
す
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
。
困
難
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
人
々

の
力
に
対
し
て
世
界
中
の
共
感
す
る
窓
が
開
か
れ
、

人
類
と
し
て
共
通
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
摩
擦

が
消
え
た
。
ま
た
、
原
発
政
策
の
見
直
し
を
求
め

る
大
き
な
動
き
も
起
き
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
こ

と
は
阪
神
淡
路
大
震
災
で
も
あ
っ
た
。
人
命
と
安

全
を
優
先
さ
せ
る
動
き
。
こ
れ
か
ら
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
見
直
そ
う
と
す
る
考
え
方
。
し
か
し
そ

の
窓
は
、
支
配
層
、
既
得
権
益
集
団
が
再
び
支
配

権
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
り
１
年
足
ら
ず
で
閉
じ

て
し
ま
っ
た
」「
私
た
ち
が
目
撃
し
て
い
る
の
は
、

世
界
の
危
機
、
特
に
資
本
主
義
社
会
の
危
機
で
す
。

民
主
主
義
の
限
界
と
支
配
し
て
き
た
エ
リ
ー
卜
た

ち
の
倣
慢
さ
で
す
」
と
い
う
部
分
で
す
。

あ
の
と
き
多
く
の
人
々
が
、
震
災
と
原
発
事
故

か
ら
国
の
あ
り
方
、
政
治
の
あ
り
方
、
生
活
の
あ

り
方
を
考
え
る
機
会
と
し
な
け
れ
ば
、
犠
牲
に
な

ら
れ
た
多
く
の
方
々
に
報
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
思
う
に
い
た
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
き
な

歴
史
の
中
に
聞
い
た
ス
ペ
ー
ス
、「
チ
ャ
ン
ス
の
窓
」

「
未
来
を
考
え
る
窓
」
を
活
か
そ
う
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
10
年
が

経
ち
、
こ
の
窓
は
閉
じ
か
け
て
い
な
い
で
し
ょ
う

か
？ド

イ
ツ
な
ど
は
、
原
発
と
決
別
し
再
生
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
舵
を
切
り
ま
し
た
。
事
故
を
起
こ
し
た
当

事
国
の
日
本
は
、
福
島
の
現
実
を
忘
れ
た
か
の
よ

う
に
再
び
安
全
神
話
を
ふ
り
ま
き
原
発
を
再
稼
働

さ
せ
る
動
き
を
強
め
て
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
教
訓

を
活
か
そ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
は
医
療
水
準
が
極
め
て
高
い
と

さ
れ
て
い
た
日
本
の
医
療
体
制
が
実
は
極
め
て
貧

弱
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
、
私
た
ち
に
現
実
を

あ
ぶ
り
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

わ
が
国
は
こ
こ
数
十
年
、“
医
療
費
の
増
加
が
国

を
滅
ぼ
す
”
と
い
う
「
医
療
費
亡
国
論
」
を
ふ
り

ま
き
、「
効
率
優
先
」「
官
か
ら
民
へ
」
を
優
先
さ
せ
、

社
会
保
障
を
削
減
し
、
弱
者
に
「
自
己
責
任
」
を

強
い
る
新
自
由
主
義
的
な
政
策
を
推
し
進
め
て
き

ま
し
た
。

結
果
、
日
本
の
感
染
症
の
病
床
数
は
約
８
分
の

１
に
激
減
し
、
保
健
所
の
数
は
半
減
し
ま
し
た
。

医
師
数
を
押
さ
え
込
み
医
療
機
関
を
経
営
苦
に
追

い
込
み
、
感
染
症
対
策
の
要
と
な
る
保
健
所
を
減

ら
し
て
き
た
日
本
の
社
会
保
障
が
、
国
民
の
命
を

危
う
く
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

社
会
保
障
軽
視
の
ツ
ケ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
一
気
に
吹

き
出
ま
し
た
。

今
年
で
震
災
か
ら
10
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
私

は
震
災
直
後
か
ら
被
災
地
を
案
内
し
て
き
ま
し
た
。

当
初
は
変
わ
り
果
て
た
故
郷
の
惨
状
を
語
っ
て
い

ま
し
た
が
、
復
興
が
進
む
に
つ
れ
被
災
者
の
見
え

に
く
く
な
っ
た
困
難
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
重
き
を

お
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
の
報
道
か
ら
、「
被
災
３
県
、
関
連
死
の
申

請
今
な
お
」（
２
０
２
１
・
２
・
８
　
河
北
新
報
）「
宮

城
の
小
中
学
校
、
不
登
校
が
４
年
連
続
全
国
ワ
ー

ス
ト
」（
２
０
２
０
・
11
・
23
　
河
北
新
報
）
な
ど
、

被
災
地
（
者
）
の
深
刻
さ
は
ま
す
ま
す
深
化
し
て

い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

２
月
13
日
夜
半
、
東
日
本
大
震
災
を
引
き
起
こ

し
た
地
震
の
余
震
と
み
ら
れ
る
地
震
が
発
生
し
ま

し
た
。
地
震
は
、
あ
の
日
を
思
い
出
さ
せ
る
ほ
ど

の
強
い
揺
れ
で
し
た
。
私
た
ち
に
「
忘
れ
て
は
い

け
な
い
」
と
知
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。

（
元
高
校
教
員
）

見
え
に
く
く
な
っ
た
困
難
さ
の
な
か
で

菊
　
池
　
英
　
行

あの日から１０年に思う
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３
・
11
か
ら
10
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
果
た
し
て
学
校
は
震
災
か
ら
何
を
学
ん
だ

の
で
し
ょ
う
か
。
学
ん
だ
と
す
れ
ば
学
校
教
育
の
何
が
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
い
は
学
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
検
証
が
必

要
で
す
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
防
災
教
育
を
除
い
て
学
校
教
育
の
大
部
分
は
変
わ
っ
て
い

な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
原
因
は
学
校
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
何
者

か
の
強
大
な
力
が
働
い
た
か
ら
で
あ
る
と
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
も
う
一
方

で
「
学
力
向
上
」
に
抗
っ
て
、
一
時
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
学
校
教
育
を
変
え
た
教

育
実
践
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。

ま
ず
は
震
災
時
の
被
災
校
の
対
応
を
検
証
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

私
た
ち
被
災
校
の
教
師
は
、
地
域
の
壊
滅
と
と
も
に
校
舎
、
教
材
、
教
科
書
な
ど

教
育
環
境
の
一
切
を
失
っ
た
結
果
、
廃
墟
の
中
に
た
だ
茫
然
と
た
た
ず
む
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
震
災
前
の
教
育
課
程
が
何
ひ
と
つ
実
施
で
き
な
い
現
実
が
目
の
前

に
出
現
し
た
か
ら
で
す
。
そ
の
中
で
聞
こ
え
て
き
た
声
は
、「
学
校
の
正
常
化
」
と
い

う
校
長
た
ち
の
声
で
し
た
。
こ
の
掛
け
声
と
と
も
に
、子
ど
も
の
「
日
常
を
取
り
戻
す
」

と
い
う
動
き
は
、
行
政
の
後
押
し
も
あ
っ
て
県
内
の
被
災
校
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し

た
。こ

の
動
き
は
、
子
ど
も
を
安
心
安
全
な
環
境
に
戻
し
た
い
と
い
う
良
心
的
な
教
育

的
配
慮
か
ら
行
わ
れ
た
対
応
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
こ
の
動
き
が
、

そ
の
後
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
「
学
力
向
上
」
路
線
の
呼
び
水
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
校
長
や
教
育
行
政
に
よ
る
「
学
校
正
常
化
」
や
「
日
常

を
取
り
戻
す
」
と
い
う
行
動
に
は
、
も
う
一
つ
の
別
な
動
機
が
働
い
て
い
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
動
機
と
は
、
学
校
を
正
常
化
し
て
、
秩
序
を
回
復
し
、
安
心
し
た
か
っ
た
と

い
う
無
意
識
の
動
機
で
す
。
つ
ま
り
安
心
感
を
得
た
か
っ
た
の
は
、
校
長
や
教
育
行

政
自
身
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
教
育
行
政
の
背
後
に
存

在
す
る
統
治
者
と
し
て
の
支
配
層
（
資
本
）
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
が
、
そ
の
著
書
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
』（
岩
波
書
店
、

２
０
１
１
年
）
で
述
べ
て
い
ま
す
が
、
統
治
者
が
一
番
恐
れ
る
こ
と
は
、
災
害
時
の

民
衆
の
暴
動
と
社
会
変
革
の
動
き
で
す
。
災
害
を
契
機
に
民
衆
の
暴
動
や
社
会
運
動

に
よ
っ
て
、
経
済
的
既
得
権
益
と
政
治
的
支
配
体
制
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
震
災
時
に
お
い
て
校
長
や
教
育
行
政
が
「
学
校
正
常
化
」
を
求
め
て
行

動
し
た
背
景
に
は
、
支
配
装
置
の
一
つ
で
あ
る
学
校
を
一
日
も
早
く
震
災
前
の
シ
ス

テ
ム
に
戻
し
て
、
秩
序
を
回
復
し
て
、
支
配
体
制
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
し
た
い

と
い
う
支
配
層
の
意
識
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。（
＊
こ

の
迅
速
な
学
校
秩
序
の
回
復
を
土
台
と
し
て
、
村
井
知
事
は
「
創
造
的
復
興
」
と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
巨
大
防
潮
堤
等
の
ハ
ー
ド
事
業
を
興
し
、
惨
事
便
乗
主
義
の

資
本
が
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
復
興
事
業
を
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
遂
行
し
て
い
っ
た
）。
だ
か

ら
学
校
を
変
え
た
く
は
な
か
っ
た
し
、
震
災
前
に
も
ま
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成

教
育
を
強
化
す
る
と
い
う
反
動
的
な
教
育
政
策
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

そ
の
反
動
的
な
教
育
政
策
と
は
、
一
つ
目
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
通
常
の
人
事
異
動

を
強
行
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
指
導
主
事
訪
問
を
被
災
校
に
も
早
々
と
復
活
さ
せ

て
、
学
習
指
導
要
領
体
制
下
の
学
校
に
逆
戻
り
さ
せ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
復

興
の
た
め
に
は
「
学
力
向
上
」
が
必
要
だ
と
強
調
し
、
旧
秩
序
の
学
力
競
争
の
世
界

に
子
ど
も
を
連
れ
戻
し
、
資
本
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
教
育
を
さ
ら
に
強

コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
、

震
災
時
の
教
育
実
践
を
生
か
す
授
業
を
創
ろ
う
！

徳
　
水
　
博
　
志
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化
す
る
に
至
っ
た
こ
と
。
こ
れ
が
「
学
校
正
常
化
」
の
真
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
学
校
で
は
震
災
（
特
に
大
川
小
事
故
）
は
、
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
震
災
で
心
の
傷
を
負
っ
た
被
災
児
が
不
登
校
に
な
っ
て
も
、
学
力

競
争
に
適
応
で
き
な
い
規
格
外
の
子
と
見
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
別
室
で
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
さ
せ
て
、
ま
た
学
力
競
争
に
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
適
応
主
義
的

な
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
親
や
家
族
を
亡
く
し
た
被
災
児
に
と
っ

て
は
、
学
校
シ
ス
テ
ム
だ
け
を
震
災
前
に
戻
し
て
も
、
決
し
て
元
の
世
界
に
は
戻
れ

な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
震
災
を
境
に
世
界
が
違
っ
て
見
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
あ

れ
か
ら
時
間
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
自
分
独
り
が
取
り
残
さ
れ
、
周
り
と
隔
絶
さ
れ

た
世
界
に
立
ち
つ
く
し
て
い
る
状
態
だ
か
ら
で
す
。

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
も
、
残
念
な
が
ら
震
災
時
と
同
じ
よ
う
な
動
き
が
、
全

国
の
学
校
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
圧
倒
的
多
数
の
学
校
と
教
師
た
ち
は
、

教
育
課
程
の
時
数
確
保
に
血
眼
に
な
っ
て
、「
学
校
正
常
化
」
の
片
棒
を
担
い
で
い
ま

す
。
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
教
育
の
枠
の
中
に
現
実
を
無
理
や
り
押
し
込
む
こ
と

に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
相
も
変
わ
ら
ず
教
師
の
思
考
力
は
、
資
本
の
要

求
と
学
習
指
導
要
領
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
師
の
良
心
と

批
判
的
思
考
力
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
学
校
と
教
師
に
何
が
で
き
る
の
か
を
述
べ
て
み
ま

す
。
問
題
解
決
の
方
法
は
非
常
に
単
純
明
快
で
あ
り
ま
す
。
震
災
後
に
私
た
ち
宮
城

の
教
師
た
ち
が
行
っ
た
よ
う
に
、
目
の
前
の
子
ど
も
に
寄
り
添
っ
て
、
そ
の
心
の
叫

び
を
聞
き
取
り
、
子
ど
も
の
発
達
課
題
と
学
び
の
要
求
か
ら
教
育
課
程
を
編
成
し
、

本
物
の
授
業
を
創
る
こ
と
で
す
。

東
京
の
教
師
Ａ
さ
ん
か
ら
最
近
聞
い
た
話
で
す
。「
コ
ロ
ナ
で
人
が
た
く
さ
ん
死
ん

で
い
る
の
に
、
こ
ん
な
こ
と
（
教
科
書
の
授
業
）
を
し
て
い
て
い
い
の
！
」
と
、
子

ど
も
か
ら
悲
痛
な
批
判
を
受
け
た
そ
う
で
す
。
子
ど
も
だ
っ
て
コ
ロ
ナ
に
怯
え
て
暮

ら
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
面
は
不
安
で
い
っ
ぱ
い
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
同
時
代
の
人

が
バ
タ
バ
タ
と
亡
く
な
る
現
実
を
見
て
、
他
人
事
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
子
ど
も
の
命
を
預
か
る
教
師
は
、
学
習
指
導
要
領
と
教
科
書
教
材

に
縛
ら
れ
た
授
業
か
ら
脱
却
し
、
発
想
を
転
換
し
て
、
子
ど
も
の
不
安
や
恐
怖
心
を

取
り
除
く
た
め
に
、「
コ
ロ
ナ
の
授
業
」
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
今
だ
か
ら

こ
そ
子
ど
も
の
命
と
幸
せ
第
一
優
先
の
学
校
と
授
業
を
創
る
べ
き
な
の
で
す
。
目
の

前
の
子
ど
も
の
学
び
の
要
求
か
ら
教
育
課
程
を
編
成
す
る
と
は
こ
う
い
う
意
味
で
す
。

こ
こ
か
ら
先
は
、
現
職
教
師
の
み
な
さ
ん
へ
の
提
案
と
し
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

一
つ
目
は
、
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
知
識
を
学
ば
せ
、「
正
し
く
恐
れ
る
」

こ
と
を
学
ば
せ
る
授
業
を
つ
く
る
。
10
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
津
波
を
体
験
し
た
男

児
が
、
大
雨
の
た
び
に
恐
怖
に
震
え
る
姿
を
教
室
の
中
で
目
撃
し
ま
し
た
。
大
雨
と

津
波
の
記
憶
が
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
す
る
ら
し
い
の
で
す
。
そ
こ
で
急
遽
、
津
波
と
大
雨

を
比
較
す
る
授
業
を
導
入
し
ま
し
た
。
プ
レ
ー
ト
境
界
で
津
波
が
起
こ
る
仕
組
み
を

説
明
し
て
、
今
回
の
大
津
波
は
数
百
年
ご
と
に
起
こ
る
自
然
現
象
の
一
つ
で
あ
り
、

天
罰
で
は
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
梅
雨
前
線
に
よ
っ
て
大
雨
が
起
こ
る
仕
組
み
を
図
鑑

や
映
像
な
ど
で
説
明
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
子
は
大
雨
の
時
に
怯
え
る
姿
を

見
せ
な
く
な
り
ま
し
た
。
科
学
的

知
識
を
学
ぶ
こ
と
で
、「
正
し
く
恐

れ
る
」
こ
と
を
学
ん
だ
の
だ
と
思

い
ま
す
。

二
つ
目
の
提
案
で
す
。
コ
ロ
ナ

の
最
前
線
で
働
い
て
い
る
医
療
関

係
者
の
仕
事
ぶ
り
を
教
材
化
し
、

命
の
授
業
を
創
る
。
患
者
の
命
を

守
る
た
め
に
感
染
の
恐
怖
を
抱
え

な
が
ら
も
、
人
類
の
直
面
し
た
課

題
解
決
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し

て
働
い
て
い
る
姿
は
、
子
ど
も
に

と
っ
て
自
己
形
成
の
モ
デ
ル
に
な

り
ま
す
。
子
ど
も
が
そ
の
事
実
を

学
ぶ
な
ら
ば
、
感
染
者
や
医
療
関

係
者
へ
の
差
別
意
識
は
、
道
徳
の

授
業
な
ど
行
わ
ず
と
も
生
じ
な
く

な
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
学
ぶ

こ
と
と
は
事
実
を
知
っ
て
真
実
を

探
る
こ
と
で
あ
り
、
人
類
の
課
題

解
決
の
た
め
に
連
帯
す
る
こ
と
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
人
類
全
体
の
幸

震災後、徳水夫妻で運営している

雄勝花物語ローズファクトリーガーデン
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せ
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
コ
ロ
ナ
の
授
業
」
を
入
り
口
に
し
て
、
子
ど
も
が
内
面
に
抱
え
る

恐
怖
心
や
不
安
を
学
び
の
対
象
に
し
、
人
間
認
識
と
世
界
認
識
を
深
め
、
人
間
全
体

の
幸
せ
を
考
え
、
そ
の
実
現
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
真
の
学
力
を
身
に
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
ま
す
。

以
上
の
こ
と
は
、
私
が
実
践
し
た
「
復
興
教
育
」
の
経
験
か
ら
述
べ
た
も
の
で
す
。

私
が
行
っ
た
復
興
教
育
の
実
践
は
、
①
子
ど
も
が
内
面
に
抱
え
る
負
の
感
情
（
震
災

に
よ
る
悲
し
み
、
苦
し
み
、
不
安
、
恐
怖
、
怒
り
、
苛
立
ち⋯

⋯

）
を
解
決
す
る
た

め
に
、
自
分
自
身
の
内
面
を
学
び
の
対
象
に
し
て
、
感
情
を
言
葉
や
絵
画
で
表
現
し

て
対
象
化
し
、
意
味
づ
け
る
学
び
で
し
た
。
②
地
域
復
興
に
参
加
し
た
い
と
い
う
子

ど
も
の
欲
求
を
叶
え
る
た
め
の
学
び
で
し
た
。
雄
勝
地
域
の
復
興
に
立
ち
上
が
っ
た

大
人
に
出
会
わ
せ
て
、
そ
の
前
向
き
な
力
に
触
れ
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
に
自
己
形
成

の
モ
デ
ル
に
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
地
域
復
興
の
方
法
論
を

学
ば
せ
、
将
来
的
に
地
域
を
復
興
す
る
た
め
の
《
社
会
参
加
の
学
力
》
を
獲
得
さ
せ

る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
ま
し
た
。
こ
の
学
力
観
に
立
っ
て
こ
そ
子
ど
も
た
ち
は
、
学

力
形
成
と
地
域
復
興
を
結
び
付
け
て
、
学
ぶ
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

た
の
で
し
た
。

こ
の
震
災
後
の
教
育
実
践
の
経
験
知
を
ぜ
ひ
継
承
し
て
い
た
だ
き
、
子
ど
も
の
幸

せ
の
た
め
に
生
か
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
の
提
案
で
す
。
そ
れ
は
地
域
を
教
材
化
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
学
ん
で
も

ら
う
授
業
づ
く
り
で
す
。
現
職
教
師
の
み
な
さ
ん
は
、
目
の
前
の
授
業
づ
く
り
に
精

一
杯
で
、
学
校
教
育
の
出
口
ま
で
考
え
る
余
裕
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
出
口

ま
で
考
え
て
目
の
前
の
授
業
を
創
ら
な
い
こ
と
に
は
、
子
ど
も
た
ち
に
未
来
を
切
り

開
く
学
力
を
育
て
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
学
校
教
育
を
終
え
る
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
競
争
社
会
で
労
働
者

と
し
て
働
き
ま
す
。
そ
の
市
場
で
は
低
賃
金
と
過
重
労
働
と
い
う
資
本
の
要
求
に
従

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
に
矛
盾
を
感
じ
て
も
、
行
き
先
不
透
明
な
社
会
で
は

未
来
の
展
望
を
描
け
ま
せ
ん
。
正
社
員
か
非
正
規
社
員
か
を
問
わ
ず
、
政
治
的
に
は

現
状
維
持
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
若
者
の
自
民
党
支
持
の
背

景
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
者
が
こ
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め

に
は
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
競
争
社
会
を
相
対
化
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
う
一

つ
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
実
現
に
至
る
見
通
し
を
持
つ
学
力
が
必
要
で
す
。
若

者
に
こ
の
よ
う
な
学
力
を
育
て
る
こ
と
が
、
学
校
教
育
で
果
た
し
て
可
能
で
し
ょ
う

か
。
何
も
「
資
本
論
」
を
学
ば
せ
ろ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど

も
た
ち
に
、
お
金
優
先
の
経
済
的
競
争
社
会
を
相
対
化
す
る
視
点
（
学
力
）
を
持
た

せ
る
だ
け
で
十
分
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
多
様
な
価
値
観
に
触

れ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

実
は
、
地
域
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
と
は
違
っ
た
多
様
な
価
値
の
実
現
を
目
指
し

て
い
た
り
、
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
り
す
る
団
体
や
個
人
が

存
在
し
ま
す
。
農
業
法
人
や
商
店
街
の
団
体
、
地
域
貢
献
を
経
営
方
針
に
掲
げ
る
中

小
企
業
、
荒
れ
た
山
の
林
業
復
活
に
取
り
組
む
自
然
保
護
団
体
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
・

貧
困
・
子
ど
も
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
、
芸
術
家
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
の
担
い
手

は
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
と
は
一
線
を
画
し
て
、
お
金
に
換
算
で
き
な
い
価
値
の
実
現
を

追
求
し
て
い
る
人
が
多
く
、
大
変
魅
力
的
で
す
。
地
域
に
は
こ
ん
な
素
敵
な
大
人
が

い
た
の
か
！
　
お
金
や
競
争
だ
け
が
人
生
で
は
な
い
！
　
と
い
う
出
会
い
を
子
ど
も

た
ち
は
体
験
す
る
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
な
出
会
い
と
多
様
な
価
値
観
に
子
ど
も
時
代
に
触
れ
て
お
く
こ
と
が
、

実
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
競
争
社
会
を
相
対
化
す
る
視
点
（
学
力
）
を
子
ど
も
た
ち
に

与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
の
相
対
化
の
視
点
（
学
力
）
が
、
い
つ
か
は
子
ど
も
が

未
来
を
切
り
開
く
力
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
現
職
教
師
の
み
な
さ
ん
が
地
域
教

材
を
取
り
入
れ
る
意
義
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ぜ
ひ
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
私
が
共
同
代
表
を
務
め
る
一
般
社
団
法
人
雄
勝
花
物
語
も
「
ソ
ー

シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
」を
目
指
す
団
体
で
す
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル（
大

学
院
修
士
課
程
）
と
４
年
間
交
流
し
な
が
ら
、
共
に
ポ
ス
ト
資
本
主
義
を
探
っ
て
い

ま
す
。

　〈
参
考
文
献
〉

　
　
宮
教
組
編
『
東
日
本
大
震
災
　
教
職
員
が
語
る
子
ど
も
・
い
の
ち
・
未
来
』

明
石
書
店
、
２
０
１
２
年

　
　
制
野
俊
弘
著
『
命
と
向
き
合
う
教
室
』
ポ
プ
ラ
社
、
２
０
１
６
年

　
　
徳
水
博
志
著
『
震
災
と
向
き
合
う
子
ど
も
た
ち
』新

日
本
出
版
社
、
２
０
１
８
年

（
元
雄
勝
小
）
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気
象
庁
は
「
生
物
季
節
観
測
」
の
ほ
と

ん
ど
を
廃
止
す
る
と
の
こ
と
で
、
非
常
に

残
念
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
子

ど
も
た
ち
に
は
身
近
な
自
然
に
触
れ
る
機

会
を
保
障
し
、
季
節
の
変
化
を
感
じ
さ
せ

な
が
ら
自
然
を
観
る
目
を
育
ん
で
い
き
た

い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
お
勧
め
し
た

い
の
が
「
は
し
り
も
の
・
か
わ
り
だ
ね
」

の
活
動
で
す
。

　
「
は
し
り
も
の･

　
　  

か
わ
り
だ
ね
」
と
は

「
自
然
を
教
室
に
持
ち
込
む
授
業
」、「
季
節

を
知
る
勉
強
」。

ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
が
、
登
校
や
下

校
時
に
、
家
か
ら
学
校
ま
で
の
間
で
見
つ

け
た
野
の
花
、
野
の
虫
、
自
然
の
こ
と
な

ど
を
探
し
て
き
て
教
室
に
持
ち
込
む
活
動

で
す
。

◆
「
は
し
り
も
の
」
と
は

　
　
…
季
節
の
先
駈
け
の
植
物･

動
物

◆
「
か
わ
り
だ
ね
」
と
は

　
　
…
そ
の
種
で
変
わ
っ
た
形
態
の
も
の

同
じ
よ
う
な
活
動
に
「
自
然
発
見
」
と

い
う
活
動
も
あ
り
ま
す
が
、
見
つ
け
た
自

然
を
発
表
し
合
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

な
く
、
季
節
の
先
駆
け
の
動
植
物
や
変
種

を
目
ざ
と
く
見
つ
け
る
と
い
う
子
ど
も
の

行
動
を
重
視
し
て
い
る
の
が
「
は
し
り
も

の
・
か
わ
り
だ
ね
」
の
活
動
で
す
。

 

子
ど
も
へ
の
呼
び
か
け

「
先
生
は
、
野
原
や
道
ば
た
に
咲
い
て
い

る
花
を
見
る
の
が
好
き
で
す
。
見
つ
け
た

ら
学
校
に
持
っ
て
き
て
、
先
生
や
み
ん
な

に
見
せ
て
ね
」「
み
ん
な
の
家
の
周
り
に
、

今
ど
ん
な
花
が
咲
い
て
い
ま
す
か
。
見
つ

け
た
ら
先
生
に
見
せ
て
ね
」「
ツ
ク
シ
は
も

う
出
て
い
る
か
な
」

「
は
し
り
も
の
と
は
、
ま
だ
草
な
ん
か
全

然
生
え
て
い
な
い
１
月
頃
に
、
例
え
ば
フ

キ
ノ
ト
ウ
が
出
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
他
の

も
の
よ
り
も
先
に
走
っ
て
や
っ
て
来
た
か

ら
は
し
り
も
の
で
す
」

「
か
わ
り
だ
ね
と
は
、
四
葉
の
ク
ロ
ー
バ
ー

と
か
、
花
が
２
つ
く
っ
つ
い
て
い
る
タ
ン

ポ
ポ
と
か
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
も

の
が
か
わ
り
だ
ね
で
す
」

 

子
ど
も
た
ち
が
野
の
花
や

　
　
　
虫
を
持
っ
て
き
た
ら

教
室
で
、
友
達
や
先
生
の
前
で
発
表
す

る
時
間
を
設
け
る
。（「
朝
の
会
」
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
入
れ
る
）
発
表
は
短
い
時
間
で

簡
単
に
。

○
と
っ
た
と
こ
ろ
を
発
表
す
る
。
ど
こ
で

と
っ
た
か
。
そ
こ
の
地
名
。
ど
ん
な
場

所
か
。
道
ば
た
か
、
畑
か
、
畑
の
ふ
ち
か
、

山
地
か
。

○
そ
の
も
の
の
名
前
を
発
表
す
る
。
植
物

で
も
昆
虫
で
も
、
名
前
を
覚
え
て
言
え

ば
、
親
し
み
が
わ
き
、
自
然
と
仲
良
し

に
な
る
。
名
前
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、

お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
な
ど
家
の
人
に

聞
く
。
先
生
と
一
緒
に
図
鑑
で
調
べ
る
。

手
軽
に
図
鑑
を
使
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

 

発
表
が
終
わ
っ
た
ら

○
野
の
花
は
、
根
っ
こ
ご
と
と
っ
て
き
た

も
の
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
か
鉢
に
植
え
て

育
て
る
。

○
切
っ
て
き
た
花
は
、
花
び
ん
に
さ
し
て
、

花
を
観
察
す
る
。
種
が
で
き
て
い
た
ら

ま
い
て
み
る
。

○
虫
や
動
物
は
、
飼
う
の
が
難
し
い
も
の

は
、
み
ん
な
に
紹
介
し
た
ら
放
し
て
や

る
。
飼
え
る
も
の
は
飼
育
ケ
ー
ス
や
虫

か
ご
な
ど
で
、
数
日
飼
っ
て
お
く
。
た

ま
ご
は
か
え
す
。

○
「
は
し
り
も
の
」
や
「
か
わ
り
だ
ね
」

の
も
の
は
、
教
室
に
は
っ
て
あ
る
学
区

図
や
住
宅
地
図
に
採
っ
た
と
こ
ろ
を
書

き
込
む
。

 

「
は
し
り
も
の
・

　
　
か
わ
り
だ
ね
」
の

　
　
　
　
学
習
が
う
ま
く

　
　
　
　
　
　
い
く
た
め
に

○
先
生
が
、
子
ど
も
の
持
っ
て
き
た
も
の

や
、
子
ど
も
の
話
を
真
剣
に
、
感
激
を

「はしりもの ･かわりだね」のすすめ

加　藤　幸　男

実践への招待①
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持
っ
て
聞
く
。

	
　
初
め
は
子
ど
も
た
ち
が
騒
い
で
い
て

聞
い
て
い
な
く
て
も
先
生
が
し
っ
か
り

聞
け
ば
い
い
の
で
す
。
植
物
に
詳
し
い

人
や
山
野
草
に
く
わ
し
い
人
で
失
敗
す

る
こ
と
が
多
い
の
は
、
自
分
が
野
の
花

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も

の
持
っ
て
き
た
草
や
虫
の
よ
さ
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

よ
る
よ
う
で
す
。

○
学
級
通
信
に
、｢

は
し
り
も
の･

か
わ
り

だ
ね｣

を
載
せ
る
。

　
　
先
生
が
び
っ
く
り
し
た
こ
と
や
、
子

ど
も
が
感
激
し
た
こ
と
を
載
せ
る
。
発

表
さ
れ
た
動
植
物
の
写
真
や
発
表
し
た

子
ど
も
の
顔
も
一
緒
に
撮
っ
て
、
そ
れ

を
通
信
に
載
せ
る
。

　「
は
し
り
も
の
」「
か
わ
り
だ
ね
」
は
大

き
く
詳
し
く
取
り
扱
う
。

　「
科
」
を
つ
け
て
書
く
。
キ
ク
科
の
タ

ン
ポ
ポ
、
マ
メ
科
の
カ
ラ
ス
ノ
エ
ン
ド

ウ
。「
科
」
が
あ
る
と
い
か
に
も
勉
強

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
も
の

の
特
徴
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
。

○
学
区
内
や
校
地
内
を
子
ど
も
と
一
緒
に

散
歩
す
る
。

　
　
生
え
て
い
る
植
物
（
野
の
花
）
や
虫

を
探
し
て
歩
く
。
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
で
、

名
前
を
確
か
め
る
。
先
生
は
図
鑑
を
持
っ

て
歩
く
。
先
生
が
野
の
草
や
虫
を
と
っ

て
説
明
を
す
る
。
ど
ん
な
所
に
行
け
ば
、

そ
の
花
が
と
れ
る
か
知
る
。

○
図
鑑
を
た
く
さ
ん
用
意
す
る
。

　
　
同
じ
種
類
の
も
の
、
違
う
種
類
の
も

の
な
ど
、
教
室
に
た
く
さ
ん
用
意
す
る
。

子
ど
も
が
い
つ
で
も
自
由
に
使
え
る
よ

う
に
し
て
お
く
。
先
生
も
い
つ
も
そ
の

図
鑑
を
開
い
て
見
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
分
ら
な
い
花
の
名
前
を
図
鑑
で
調
べ

る
習
慣
を
つ
け
る
。

　
　
○
○
博
士
が
出
て
き
た
ら
、
そ
の
子

に
調
べ
る
の
を
任
せ
る
の
も
よ
い
。

○
野
の
花
の
栽
培
を
す
る
。

　
　
野
の
花
の
種
を
ま
い
て
育
て
る
。
野

の
花
の
水
栽
培
を
す
る
。

　
　
根
（
地
下
茎
）
を
取
っ
て
き
て
、
水

の
中
に
入
れ
て
お
く
。

　
　
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
な
ど
の
水
槽
を
用

意
す
る
。
水
中
植
物
を
入
れ
て
育
て
る
。

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
も
増
え
る
。
魚
や
水
中

動
物
も
飼
っ
て
お
く
。

 

気
長
に
続
け
よ
う

○
最
初
か
ら
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
気
長

に
続
け
て
行
く
こ
と
が
大
切
。

○
全
員
に
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
数
人

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
る
と
次

第
に
広
が
っ
て
い
く
。

○
寒
く
な
っ
た
ら
、
対
象
を
鳥
や
星
な
ど

に
広
げ
る
の
も
よ
い
。

（
東
北
福
祉
大
学
）

　研究センターのブログ mkbkc's diary では、千葉建夫さんが毎月２回「季節のたより」と

題して、その時々の季節の草花について紹介してくれています。

「はしりもの・かわりだね」に取り組むうえでも、とても参考になる内容です。今まで気づ

かず見過ごしていた身近な世界が、より豊かになると思います。ぜひ、お読みください。

https://mkbkc.hatenablog.com/
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私
が
生
ま
れ
育
っ
た
岩
手
の
沢
内
村(

現
：
湯
田
町

と
合
併
し
て
西
和
賀
町)

は
、
岩
手
県
の
南
西
部
に
位

置
し
、
四
方
を
奥
羽
山
脈
に
囲
ま
れ
た
高
原
性
の
盆

地
で
す
。
東
西
10
キ
ロ
、
南
北
28
キ
ロ
の
広
が
り
を

も
ち
、
山
林
原
野
が
８
割
を
占
め
、
そ
の
中
央
を
南

流
す
る
和
賀
川
を
挟
ん
で
高
地
が
拓
け
20
ほ
ど
の
集

落
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
気
候
は
冷
涼
多
雨
で
あ
り
、

村
の
歴
史
は
豪
雪
と
凶
作
・
貧
困
と
の
の
た
た
か
い

で
あ
り
、「
沢
内
甚
句
」
は
、
年
貢
を
納
め
ら
れ
ず
村

一
番
の
美
人
で
あ
っ
た
「
お
米
（
よ
ね
）」
に
身
代
わ

り
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
由

来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
貧
困
に
あ
え
ぐ
村

で
１
９
５
７
年
村
長
と
な
っ
た
深

沢
晟
雄
は
１
９
６
０
年
に
全
国
に

先
駆
け
て
老
人
医
療
費
・
乳
幼
児

医
療
費
の
無
料
化
を
実
施
し
翌
年

に
は
乳
児
死
亡
率
ゼ
ロ
を
達
成
し

保
健
・
医
療
行
政
で
先
進
的
な
取

り
組
み
を
し
て
い
る
自
治
体
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
沢
内
村
で
私
は

中
学
ま
で
過
ご
し
ま
し
た
。

細
長
い
村
に
は
５
つ
の
小
学
校
が
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
が
歩
い
て
通
学
で
き
る
よ
う
配
置
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
小
学
４
年
の
頃
に
新
町
小
学
校
と

太
田
小
学
校
が
統
合
さ
れ
、
校
舎
も
新
築
さ
れ
ス
ク
ー

ル
バ
ス
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

統
合
を
切
っ
か
け
に
新
婚
の
男
先
生
と
女
先
生
が

夫
婦
で
着
任
さ
れ
、
学
校
は
華
や
い
だ
雰
囲
気
に
包

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
、
４
年
生
の
と
き
、
男
先

生
（
本
田
市
郎
さ
ん
）
が
、私
の
担
任
に
な
り
ま
し
た
。

市
郎
先
生
は
、
若
く
、
優
し
い
先
生
で
よ
く
私
た
ち

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
先
生
で
し
た
。
授
業
で
裏
山

に
出
か
け
、
取
っ
た
キ
ノ
コ
な
ど
で
味
噌
汁
を
作
り

各
自
が
持
っ
て
き
た
お
に
ぎ
り
で
お
昼
ご
飯
を
食
べ

た
り
と
い
っ
た
行
事
も
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
と
言
っ

て
学
習
指
導
が
い
い
加
減
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、

よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
を
放
課
後
に

残
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
熱
心
に
教
え
て
く
れ
る
先

生
で
も
あ
り
ま
し
た
。
算
数
の
苦
手
な
私
も
教
え
て

も
ら
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
市
郎
先
生
は
オ

ル
ガ
ン
の
演
奏
が
苦
手
だ
っ
た
の
か
？
　
音
楽
の
時

間
に
は
女
先
生
（
本
田
ト
シ
エ
さ
ん
）
が
代
り
に
き

て
教
え
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ト
シ
エ
先

生
は
元
気
で
明
る
く
華
や
か
な
先
生
で
親
切
な
先
生

で
し
た
。

授
業
参
観
の
と
き
な
ど
母
親
が
野
良
仕
事
で
参
加

で
き
な
い
と
き
に
は
、
祖
母
が
代
り
に
参
観
に
来
た

り
す
る
と
祖
母
に
声
を
掛
け
て
優
し
く
案
内
し
て
く

れ
た
り
す
る
も
の
だ
か
ら
祖
母
は
、
私
の
担
任
の
市

郎
先
生
よ
り
も
ト
シ
エ
先
生
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
放
課
後
は
ク
ラ
ブ
活
動
も
あ
り
市
郎
先
生

は
ポ
ー
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
の
顧
問
で
楽
し
く
指
導
し

て
く
れ
る
の
で
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
の
中
で
、
今
も
よ
く
記
憶
に

残
っ
て
い
る
の
は
、
市
郎
先
生
が
以
前
勤
め
た
学
校

で
の
教
え
子
の
お
母
さ
ん
か
ら
き
た
手
紙
を
読
ん
で

く
れ
た
こ
と
で
す
。
何
が
き
っ
か
け
で
そ
う
な
っ
た

の
か
は
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
手
紙
は
「
歌

手
を
め
ざ
し
て
上
京
し
た
息
子
（
健
太
郎
）
が
有
名

な
先
生
の
も
と
で
レ
コ
ー
ド
を
出
す
こ

と
が
で
き
、
歌
手
デ
ビ
ュ
ー
で
き
た
」

こ
と
を
市
郎
先
生
に
報
告
し
つ
つ
感
謝

す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
と
き
は
誰
の

こ
と
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、そ
の
１
年
後
く
ら
い
に
「
星

影
の
ワ
ル
ツ
」
が
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、

そ
の
人
が
千
昌
夫
さ
ん
の
こ
と
だ
と
分

か
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
経
過
が
あ
り
、

市
郎
先
生
は
よ
く
私
た
ち
の
前
で
誇
ら

し
く
「
星
影
の
ワ
ル
ツ
」
を
歌
っ
て
い
る
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
記
憶
に
残
る
楽
し
い
小
学
校
の
中
・

高
学
年
を
過
ご
せ
た
の
は
本
田
ご
夫
妻
の
多
大
な
お

か
げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

蛇
足
に
な
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
夫
婦
が
同
じ

学
校
職
場
に
な
ら
な
い
よ
う
に
人
事
の
上
で
配
慮
し

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
経
験
か
ら
す

る
と
夫
婦
が
同
じ
学
校
で
働
く
こ
と
が
決
し
て
悪
い

こ
と
の
よ
う
に
は
思
い
ま
せ
ん
。

（
元
高
校
教
員
）

わ
た
し
の
出
会
っ
た
先
生 

31

内
　
記
　
英
　
明

思
い
出
の
男
先
生
、
女
先
生



19

読
書
の
す
す
め
（
第
３
回
） 

　
春
日
　
辰
夫

○『レイチェル・カーソンはこう考えた』多田満著　２０１５年　ちくまプリナー新書

　カーソンの『沈黙の春』（新潮文庫）『センス・オブ・ワンダー』（佑学社）を多くの方

は読まれていることと思ってのおすすめ本。もし、まだ読まれていない方がいるとしたら、

この本を読む前に、ぜひ前記２冊を読んでほしい。なぜなら、カーソンがどんなことを

考えていたか、この２冊の本をどうして世に問うたかの解説書と言えるのがこの書だか

ら。

　カーソンは、「ひとりで存在しているものは何もない」とか、「人間は無償の生態系サー

ビスを生きている」と言っている。つまり、『沈黙の春』『センス・オブ・ワンダー』を

書いたカーソンの考えを知ることは、ヒトの今とこれからを考えることであり、そうい

う意味では、多くの方がカーソンを読むことによって私たちが自分自身を考えることで

世の中は今の世の中でいいのかどうかを問わざるを得なくなり、コロナ禍にどう向き合

わなければならないかをも考えざる得ないことにもなるのではないか。

○ 『動物の親は子をどう育てるか』増井光子著　１９８６年　どうぶつ社

　増井光子さんには、私が仙教組地区役員にあったとき講演会に２度おいでいただいた。

１回目は多摩動物園長、２回目は上野動物園長時だったと思う。最初の時、開始時間が

近づいても姿を見せないので私は大いにあわてて会場２階ホールと玄関を２、３回上り

下りした。開始予定時間直前、玄関に、作業衣に長靴姿の方が急ぎ足で入ってきて、「増

井です。園からまっすぐきたのですが遅くなりました。終わりしだい新潟に行きます」

と言う。内心驚きながら、私は増井さんにおいでいただいたことを開会のあいさつで誇

らかにご紹介した。もちろん、増井さんのお話に参加者は十分満足したと私は見た。

　この書の章名は、「子の誕生にそなえて」「親と子のきずなとは何か」「なぜ子供は可愛

いか」「親とは何か」「親のない子と子のない親」「子育ての実際」とつづき全１１章になる。

書名の通り、動物の親の子育ての具体的な話であるが、それは、工夫した「ハーローの実験」

の紹介など、そのひとつひとつからヒトの子育てを考えることに読み手は誘われるだろう。それは今も

少しも古くないと私は思う。

※これらの本はセンターにあります。お読みになりたい方には貸し出します。

　
　
　
お
す
す
め
映
画

　   
「
歴
史
の
記
憶
」
を
問
い
か
け
る
映
画

		

︿
群
衆
﹀
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
３
部
作
﹃
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
﹄

　
セ
ル
ゲ
イ
・
ロ
ズ
ニ
ツ
ァ
〈
群
衆
〉
は
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
３
部
作
で
あ
る
。

『
国
葬
』
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
を
悲
し
む

人
々
の
、『
粛
清
裁
判
』
は
ス
タ
ー
リ
ン

に
よ
る
国
家
反
逆
罪
の
捏
造
裁
判
の
古

い
映
像
を
編
集
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
ア

ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
』
は
、
元
強
制
収
容

所
を
訪
れ
る
現
代
の
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
姿
を
映
す
。

　
３
部
作
を
す
べ
て
見
た
が
、
最
も
刺
激
的
だ
っ
た
『
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
』

を
紹
介
す
る
。

　
徹
頭
徹
尾
、
暗
さ
は
微
塵
も
な
い
。
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
頬
張
る
子
ど
も
。

手
を
つ
な
ぐ
カ
ッ
プ
ル
。
赤
ん
坊
を
あ
や
し
、
子
ど
も
を
叱
る
親
。
一
見
、

明
る
い
日
差
し
の
下
、「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
を
楽
し
む
人
々
の
群
れ
だ
。

　
カ
メ
ラ
は
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
し
き
り
に
写
真
撮
影
す
る
姿
を
映
す
。

記
録
は
一
瞬
。シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
だ
け
で
い
い
。彼
ら
は
忘
れ
ま
い
と
思
い
、

忘
れ
な
い
た
め
に
撮
影
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押

し
た
途
端
、
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
、
頻
繁
に
撮
影
す
る
。

　
そ
れ
は
、
私
た
ち
自
身
の
歴
史
の
現
場
で
の
、
あ
り
ふ
れ
た
姿
だ
。

　
記
録
と
記
憶
は
違
う
。
皮
肉
な
の
だ
が
、
強
制
収
容
所
を
記
録
し
て
も
、

記
憶
は
さ
れ
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
私
に
は
観
光
客
の
記
憶
へ
の
意
思
が

欠
如
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　A
R
B
E
IT
	M
A
C
H
T
	F
R
E
I

の
文
字
の
前
で
、
家
族
と
自
撮
り
写
真
に

お
さ
ま
る
人
も
い
る
。
彼
ら
に
は
、
強
制
収
容
所
と
い
う
「
風
景
」
を
前
に

し
た
「
記
念
撮
影
」
で
し
か
な
い
。

　
面
白
い
の
は
、
観
光
客
が
何
を
見
て
い
る
か
映
さ
な
い
点
だ
。
映
し
て
も
、

一
切
説
明
が
な
い
。
例
え
ば
、
タ
イ
ル
の
台
が
で
て
く
る
が
、
台
所
な
の
か
、

人
間
を
切
り
刻
ん
だ
ベ
ッ
ド
な
の
か
、
私
た
ち
に
は
全
く
分
か
ら
な
い
。

　
歴
史
はH

is	sto
ry

。
語
り
手
と
聞
き
手
が
い
て
は
じ
め
て
、
継
承
さ
れ

て
い
く
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
を
記
憶
す
る
に
は
、
目
を
凝
ら
し

て
死
者
の
姿
を
見
、
耳
を
澄
ま
し
て
死
者
の
声
を
聴
く
こ
と
が
必
要
だ
。

　
カ
メ
ラ
は
定
点
か
ら
、
歩
き
回
る
膨
大
な
観
光
客
を
と
ら
え
る
。
私
に
は
、

死
者
の
眼
差
し
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
通
り
過
ぎ
る
膨
大
な
人
、
人
、
人
。

誰
も
「
私
＝
歴
史
」
を
見
な
い
。

（
福
島
県
高
校
教
員
）

小
林
み
ゆ
き
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私たちの先輩教師、故・八島正秋さんの言

う「いい学校は、いい授業でしかつくれない」

という言葉、改めてかみしめています。

学校現場に若いエネルギーのある先生方が

増えることはいいことですが、授業について

先輩から学ぶ機会を増やし、授業に取り組む

時間をきちんと確保してあげなければ、と思

います。

学力テスト対策で、プリント学習が増えて

います。子どもたちは健気に取り組んでいま

す。前所長の菅井さんが書いていたように「学

力テストの点数だけに縛られない実践をして

いくこと」が求められているのだと思います。

そして、つうしん１００号で中森先生が話さ

れていた「とにかく、子どもも教師も学校へ

行くのが楽しい、という状況を作ることが基

本」という言葉も重いです。私にできることはしたい。微力だけ

れど、あと１年は実践していこうかと思っています。

村上　智志（白石市）

減少している中にあって小中高校生では

去年４７９名と過去最高になったことか

ら、本書の子育てのところを読み返しま

した。学びに重要な３ポイントの２つ目

『思春期スパート』に当たる時期。小さ

な命の苦しみを、近くにいる人々で乗り

越えさせてあげられないだろうか。考え

あぐねています。

去年４月１４日放送のＮＨＫの視点・

論点『共感力を必要とする社会』で、山

極さんは「スマホを見ているあなたは、

現実よりもフィクションに生きている」

と締めくくりました。長年のフィールド

ワークで裏打ちし体系付けた『人類進化

論　霊長類学からの展開』（２００８年、

裳華房刊）を、いま読んでいます。ひと

つだった地球の陸地が今の形になってき

た。その間に植物や霊長類はどう進化し

てきたのか、興味が広がります。

小山田　幸雄（多賀城市）

ゴリラから学ぶ人間社会のあり方

『サル化する人間社会』の刊行に感謝しています。　

去年１月山極寿一さんが高校生に行った授業のブックレット化。

ありがとうございます。余白に書き込みながら、当日聞き取れなかっ

たことを学び直し『きょうも学べた』と満足しています。

人間の行動を考えるために、15年ほど前から今西錦司をはじめ伊

谷純一郎、河合雅雄などによるサル、チンパンジー、ゴリラの本を

読んできました。下北半島や高崎山ではニホンザルと人間の同質性

や違いを見てきました。２０１７年１２月の中村桂子さんの生物誌絵

巻の講演を聴いたのも、そのためでした。

『京大総長が杜の都にやってくる！』のチラシを見たときは、まさ

に『国内外の第一線で活動している』学者にして指導者、信じられ

ないやら嬉しいやら。当日は仲間と開いている子ども食堂の日。途

中で抜け出し、設営を点検している山極さんを見ながら講演を待ち

ました。作家の小川洋子さんが『この方についていけば安全だとい

う本能的な直感が働いた』と語っていますが、うなずけました。巨

漢のゴリラと至近距離で向き合ってきた風格を感じました。

動物それぞれに名前をつけてその生態を追い求めるジャパニーズ・

メソッドように、私も山極さんを追いかけています。自死の件数が

センターつうしん、ありがとうございます。

いま、私は仙南のＭ小、Ｓ小の初任研後補充、そして、白石

の小学校３校、中学校２校の「放課後学習」に関わっています。

白石は先生方の病休者が多く気になります。みんなメンタル

です。クラスに指導困難な子がいると、なかなか大変なようで

す。小学校３校は、３０人以下学級にしないと厳しいと思います。

とにかく、手がかかる子どもたちです。家庭も落ち着かないよ

うです。だから、多くの先生方も落ち着かず、授業に全力で取

り組めない状況です。少人数学級は、何としても実現させなく

てはいけない課題です。

昨年度は、前いっしょだったＫ小の教頭先生に頼まれて、小学

生と中学生に詩の授業をしました。私自身も勉強になりました。

今年もお邪魔する予定です。

こういう時ですが、いや、こういう時だからこそ「楽しくわか

る学び合いの授業をしなければいけない」と感じます。それを実

践し伝えていくことが私たちの仕事ではないかと思うのです。
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した。その産業も機械化、データ化が進み、

そのこと自体悪いことではなく活用すべきだ

と思いますが、自然との対話力が衰えてきて

いるのは確かです。私たちの身近からも自然

との触れ合う機会がどんどん減っています。

今こそ、自然の一部であり生き物としての人

間性を回復、向上させる、生き方を問い直す

べき時だと思います。

身近に自然がなくなったわけではありませ

ん。宮城県発祥の極地方式には、「はしりの

もの・かわりだね」という子どもたちの生活

圏の中で自然を発見する優れた実践がありま

す。さらに、千葉先生はじめ多くの現場から

生まれた貴重な実践例があります。是非、もっ

と拡げてほしいと思います。

また、戦前 (昭和１６年 )に文部省著作発

行の教師用指導書『自然の観察』があります。

知識伝授型から発想を大胆に転換したもので

す。直接子どもが自然に親しむことを何より

大切にし、理解や知識の記憶のために観察す

るのではなく、心を寄せる心情をもはぐくむ

ものです。２００９年農文協より復刻されてい

ます。日本の『センス・オブ・ワンダー』で

す。あの時代にと感心します。自然と触れ合

い調和し生活する文化に観察という科学の方

法をすり合わせながら新しい時代の人間形成

をはぐくもうとしています。

私たちも子どもたちと共に観察網を創る、コロナ対策を逆手に岩

倉先生が提言されているように閉じられた空間から子どもたちを解

放し、野外に飛び出していくこと、私たちの創造性を発揮していく。

そんな年に共々にしていきたいと決意します。

大沼　敏幸（名取市）

* 今号から「料金受取人払い葉書」

を同封しました。

* 感想・ご意見・近況などをお

寄せください。

センターつうしんNo.１０１受け取りました。

いつもながら丁寧な時宜を得た内容で感心しながら読ませてい

ただきました。

コロナ禍、先生方が触れられておられる通り、現場の苦労を真

剣に受け止め、現場からの発想こそ、今・これからに生かして

いかなければならないと思います。私たち自身が自らの生活の

在り方、教育とは、学校の在り方を問い続け行動していかねば

と思います。

何が正しいのか、最善の方法は、答えの見つからない不透明な

時代を共に生きる子どもたちとどう取り組むべきか。コロナは

待ったなしでその人間の・社会の在り方を問うています。

矢部先生の授業実践は、そんな時代の授業の在り方を示してく

れたと思います。現実を認識する努力を子どもの問いを中心に、

自分たちの体・いのちと向き合わせ、探究し、学んだことを、ク

ラスにとどまらず発信する。それは学校全体に、家庭や地域社

会に広がり、応答があったと思います。それは、更なる問いを

生み深い学びにつながっていきます。

私が、もう一つ最近気になっていたことに対応し共感しつつ読

ませて頂いたのは、「こどもたちの季節感が失われていく―気象

庁の『生物季節観測』の縮小・廃止に思う―」千葉建夫先生です。

読んですぐ思い出したのは「自然を破壊し軽視することは、私た

ち人間自身の生き方の原形を破壊していることにほかならない」

「此の身の中に具に天地に倣うことを知る」チアゴ・デ・メロ「対

話がなければ交流はなく、交流がなければ真の教育もありえない」

パウロ・フレイレです。

自然の変化、自然破壊を一番初めに知り警告してきたのはいつ

も自然と直接かかわる第一次産業に携わる方々の生活感からで

読 者 の 声
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昨
年
４
月
か
ら
、
相
談
員
と
し
て
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
に
関
わ
っ
て
い
る
。

正
に
コ
ロ
ナ
禍
。緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
、学
校
は
一
斉
休
校
と
な
っ
た
。

相
談
業
務
は
短
縮
。
不
規
則
な
勤
務
形
態
の
中
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

休
校
中
の
生
活
の
乱
れ
・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
の
ト
ラ
ブ
ル
。
学
校
再
開

後
は
不
登
校
の
相
談
も
多
く
な
っ
た
。
子
育
て
を
巡
る
悩
み
・
人
生
を
や
り

直
し
た
い
と
い
う
訴
え
等
、
学
校
勤
務
で
は
接
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
内
容

に
、
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
受
話
器
を
握
っ
た
。
そ
ん
な
勤
務
も
１
か
月
が
過

ぎ
た
頃
か
ら
、
か
つ
て
関
わ
っ
た
一
人
の
生
徒
を
思
い
出
す
こ
と
が
多
く

な
っ
た
。

　「
な
ぜ
長
髪
は
ダ
メ
な
ん
で
す
か
」

中
学
２
年
生
、
サ
ッ
カ
ー
部
所
属
。
顧
問
と
揉
め
て
放
課
後
の
部
活
動
に

参
加
し
な
い
。
か
と
い
っ
て
帰
宅
す
る
で
も
な
く
、
教
室
か
ら
校
庭
の
部
活

動
の
様
子
を
眺
め
て
い
る
。「
髪
を
切
ら
な
い
と
試
合
に
出
せ
な
い
」
と
顧
問

か
ら
言
わ
れ
、「
な
ぜ
長
髪
は
ダ
メ
な
ん
で
す
か
」
と
何
度
も
抗
議
し
た
が

聞
き
入
れ
て
も
ら
え
ず
、
サ
ッ
カ
ー
部
を
や
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
彼
。
こ

れ
は
間
違
い
な
く
人
権
侵
害
。
顧
問
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

実
は
、
こ
れ
は
30
年
も
前
の
話
。
各
学
校
の
校
則
か
ら
、
男
子
中
学
生
の

頭
髪
に
関
す
る
規
定
と
し
て「
坊
主
頭
」の
記
述
が
消
え
始
め
た
頃
。
し
か
し
、

学
生
ス
ポ
ー
ツ
界
に
は
浸
透
が
遅
く
、
当
時
の
中
体
連
を
運
営
す
る
側
に
は
、

長
髪
で
の
試
合
出
場
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
出
場
さ
せ
た
い

と
い
う
思
い
は
、
顧
問
・
家
族
・
担
任
す
べ
て
の
願
い
だ
が
、
大
の
大
人
が

「
規
則
」
の
前
で
困
り
果
て
て
い
た
。「
サ
ッ
カ
ー
を
す
る
こ
と
と
髪
型
は
何

の
関
係
が
あ
る
の
か
」「
自
分
に
と
っ
て
髪
型
は
大
事
だ
」
彼
の
主
張
は
明

快
だ
。
当
時
の
大
人
た
ち
も
「
理
は
彼
に
あ
る
」
と
思
い
な
が
ら
、
解
決
に

向
け
た
行
動
が
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
彼
は
、
坊
主
で
は
な
い
が
長
髪
と
も

指
摘
さ
れ
な
い
、
そ
し
て
自
分
が
譲
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
ラ
イ
ン
で
髪
を
整
え
、

試
合
に
出
場
し
上
位
大
会
に
も
進
出
し
た
。
彼
の
あ
っ
ぱ
れ
な
「
折
り
合
い
」

に
救
わ
れ
た
の
は
、
私
た
ち
大
人
の
方
だ
っ
た
。

　
相
対
化
す
る
と
い
う
考
え
方

時
代
が
変
わ
れ
ば
、
規
則
も
考
え
方
も
変
わ
る
。
当
時
の
規
則
に
当
て
は

め
れ
ば
、
彼
は
「
規
則
を
守
ら
ず
格
好
に
こ
だ
わ
る
反
抗
的
な
生
徒
」
と
評

価
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、今
は
そ
ん
な
規
則
自
体
が
無
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
「
人

権
」
の
観
点
か
ら
多
く
の
規
則
を
見
直
す
時
代
だ
。
そ
の
点
で
「
規
則
」
は

相
対
的
で
、
あ
る
意
味
無
責
任
な
も
の
だ
と
言
え
る
。
た
か
だ
か
14
歳
、
そ

れ
も
30
年
も
前
の
あ
の
時
代
、
な
ぜ
顧
問
・
中
体
連
の
規
則
（
も
し
か
し
た

ら
慣
習
）
を
相
手
に
、
彼
は
主
張
で
き
た
の
か
。

出
発
は
、
中
学
生
ら
し
い
自
分
の
髪
型
へ
の
固
執
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
髪
型
を
規
制
す
る
意
味
を
自
分
な
り
に
考
え
た
時
、
彼
に
と
っ
て
目
の

前
の
規
則
は「
絶
対
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」で
は
な
く
な
っ
た
。「
大

人
の
願
い
を
明
文
化
し
た
も
の
」
と
理
解
し
た
時
、
彼
の
中
に
規
則
を
相
対

化
す
る
「
自
分
の
基
準
」
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
互
い

に
譲
れ
る
着
地
点
を
探
り
「
折
り
合
い
」
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
。
彼
を
思
い
出
し
な
が
ら
掴
ん
だ
私
の
結
論
だ
。

　
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
で
相
対
化

私
た
ち
は
日
々
た
く
さ
ん
の
価
値
観
に
晒
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
時
代

や
集
団
に
よ
り
見
方
が
変
わ
る
相
対
的
な
も
の
だ
と
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
無
防

備
に
受
け
入
れ
傷
つ
い
て
は
い
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
１
の
登

校
渋
り
の
相
談
で
は
、「
不
登
校
に
な
る
」「
育
て
方
を
非
難
さ
れ
る
」「
障
害

で
は
」
と
不
安
が
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
。
心
配
は
分
か
る
が
、
基
準
を
我
が

子
に
合
わ
せ
た
ら
気
持
ち
が
楽
に
な
る
だ
ろ
う
に
と
思
う
。
赤
ん
坊
が
泣
い

た
時
、
大
人
は
叱
っ
た
り
し
な
い
。
眠
い
の
か
空
腹
な
の
か
、
お
し
め
が
汚

れ
て
い
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
か
ら
あ
れ
こ
れ
試
行
錯
誤
し
、
泣
く
理
由
を

みやぎ教育相談センター

遠　藤　理香子「 基 準 」　  は ど こ に ？
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つ
か
み
対
処
す
る
。
ラ
ジ
オ
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
と
同
じ
だ
。「
行
き
た
く
な

い
」
と
は
言
え
て
も
、「
な
ぜ
」
の
部
分
は
上
手
く
表
現
で
き
な
い
。
自
分
で

も
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
言
い
た
く
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
正

に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
の
出
番
だ
。
時
間
を
か
け
て
理
由
を
聞
い
て
み
た
ら
、
寂

し
さ
や
自
信
の
な
さ
か
ら
く
る
も
の
だ
っ
た
り
、
解
決
す
べ
き
重
大
な
問
題

だ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
親
の
「
学
校
は
行
く
も

の
だ
」
と
い
う
考
え
が
相
対
化
さ
れ
、
行
け
な
い
我
が
子
を
受
け
入
れ
大
事

に
す
る
こ
と
の
方
が
、
子
ど
も
に
安
心
と
信
頼
を
抱
か
せ
る
と
思
う
。
ま
た

チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
は
自
分
に
対
し
て
も
有
効
だ
。
違
和
感
や
不
安
、
い
ら
だ
ち

の
出
所
を
探
っ
て
み
れ
ば
、
案
外
、
漠
然
と
し
た
「
世
間
」
の
基
準
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
自
分
の
物
差
し

自
分
の
基
準
を
持
つ
と
は
、
物
差
し
を
持
つ
こ
と
だ
。
物
差
し
に
は
目
盛

り
が
あ
る
。
自
分
の
物
差
し
で
測
っ
て
印
を
付
け
た
所
が
自
分
の
立
ち
位
置

だ
。「
あ
る
価
値
観
Ａ
」と
対
極
に
あ
る「
ア
ン
チ
Ａ
」と
の
距
離
を
広
く
と
り
、

そ
の
間
に
横
た
わ
る
濃
淡
の
色
相
を
見
極
め
な
が
ら
、
意
思
を
持
っ
て
自
分

の
立
ち
位
置
を
決
め
て
い
き
た
い
も
の
だ
。
私
た
ち
を
取
り
巻
く
多
様
な
価

値
観
は
、
時
に
は
「
あ
な
た
の
た
め
」
と
優
し
い
顔
で
迫
っ
て
き
た
り
、
時

に
は
「
命
令
だ
」
と
怖
い
顔
で
迫
っ
て
き
た
り
す
る
。「
そ
れ
な
ら
ば
」
と

期
待
に
沿
う
よ
う
動
い
て
み
た
ら
、
時
と
共
に
価
値
観
が
変
わ
り
、
従
っ
た

だ
け
な
の
に
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
し

か
し
、
結
果
だ
け
は
自
己
責
任
を
押
し
付
け
ら
れ
る
。
確
か
に
選
択
を
誤
り

後
悔
す
る
事
も
あ
る
が
、
自
分
で
決
め
た
と
思
え
ば
、
受
け
止
め
る
覚
悟
も

持
て
る
。人
間
は
弱
い
か
ら
、悔
や
ん
で
恨
ん
で
泣
き
言
を
言
っ
て
も
良
い
し
、

思
い
っ
き
り
人
に
頼
っ
て
も
良
い
。
互
い
に
支
え
掬
い
上
げ
る
の
が
人
間
社

会
な
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
大
事
な
人
生
の
決
定
に
は
、「
自
分
」
が
い
て

ほ
し
い
と
思
う
。

自
分
の
物
差
し
を
持
つ
方
法

―
そ
れ
は
や
は
り
学
び
で
獲
得
す
る
も
の

だ
と
思
う
。「
本
当
か
」「
な
ぜ
」
と
疑
問
を
掘
り
下
げ
る
過
程
で
の
学
び
が

「
ア
ン
チ
Ａ
」
を
見
つ
け
、「
Ａ
」
と
の
間
に
目
盛
り
を
付
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

　
社
会
を
測
る
物
差
し
へ

物
差
し
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
決
め
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
を
測
る
物

差
し
に
も
な
る
と
思
う
。
時
々
電
話
で
対
応
し
て
い
る
女
性
が
い
る
。
母
子

家
庭
で
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
の
基
準
は
明
快
だ
。
子
ど
も
を
守

る
こ
と
だ
。「
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
」「
生
活
保
護
法
」「
自
立

支
援
法
」「
男
女
平
等
参
画
社
会
基
本
法
」
等
、
制
度
は
あ
る
が
、
実
際
利

用
す
る
に
は
多
く
の
壁
が
あ
る
と
言
う
。
法
律
は
一
定
の
基
準
を
設
け
て
作

ら
れ
る
が
、
実
際
は
基
準
通
り
の
ケ
ー
ス
ば
か
り
で
は
な
い
。
皆
事
情
を
抱

え
た
例
外
な
の
だ
。
贅
沢
を
し
た
い
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
安
全
と
暮
ら

し
の
安
定
を
願
っ
て
窓
口
で
実
情
を
訴
え
て
も
、「
規
則
で
す
」「
あ
な
た
だ

け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
取
り
合
っ
て
も
ら
え
ず
悔
し
い
日
々
を
過
ご
し
て

き
た
。
彼
女
の
強
い
と
こ
ろ
は
こ
こ
か
ら
だ
。
皮
肉
を
言
わ
れ
て
も
、
切
り

口
を
変
え
て
実
情
を
訴
え
続
け
た
。
子
ど
も
を
守
る
と
い
う
彼
女
の
物
差
し

は
、
社
会
を
測
る
物
差
し
と
な
り
、
制
度
の
運
用
に
疑
問
を
持
た
せ
、
実
情

を
訴
え
る
と
い
う
立
ち
位
置
を
選
ば
せ
た
の
だ
と
思
う
。
な
ん
と
、
こ
の
間

の
社
会
変
化
で
、
時
代
が
追
い
つ
き
結
果
的
に
彼
女
の
訴
え
が
実
現
し
た
も

の
が
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
。
物
差
し
を
持
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
女
に
は
、
制

度
や
組
織
の
矛
盾
・
弱
点
が
相
対
的
に
見
え
た
の
だ
と
思
う
。

こ
の
１
年
、
多
く
の
こ
と
に
気

付
き
、
た
く
さ
ん
考
え
た
。
30
年

前
の
彼
を
救
う
視
点
を
持
ち
合

わ
せ
な
か
っ
た
自
分
を
恥
じ
た

し
、
相
談
の
深
刻
さ
に
は
頭
を
抱

え
た
。
ま
た
ど
の
相
談
に
も
、
そ

の
背
景
に
は
社
会
の
問
題
が
あ
る

と
感
じ
た
。
私
こ
そ
様
々
な
価
値

観
に
自
分
の
物
差
し
を
持
て
る
よ

う
、
学
び
な
が
ら
相
談
セ
ン
タ
ー

２
年
目
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

相談センター報告  （第２２回）「 基 準 」　  は ど こ に ？

「みやぎ教育相談センター」のご案内
TEL ０２２―２７２―４１５２

相談受付内容

　進路・不登校・ひきこもり・いじめ・

　家庭生活・教職員の悩みなど。

日曜と休日をのぞき９時から１７時

〈土曜：１０時から１５時〉

ただし夏休みなど長期休業期間は、相談

センターも一定期間，休業日があります。

秘密は厳守します。相談は無料です。
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〈
1
月
〉　
コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
ら
ず
に
新
年
に
。

　
　
　
　
　
　「
お
め
で
と
う
」
と
言
え
な
い
状
況

12
日
　「
市
民
の
会
」
事
務
局
会
議

17
日
　「
道
徳
と
教
育
を
考
え
る
会
」
コ
ロ
ナ
禍
で

延
期

19
日
　「
こ
く
ご
講
座
」
世
話
人
会
。
第
３
回
の
「
詩

の
授
業
」
の
内
容
決
定

22
日
　
第
14
回
事
務
局
会
議
　
つ
う
し
ん
１
０
１
号

の
反
響
、
次
号
計
画

23
日
　
午
前
『
教
育
』
を
読
む
会
（
９
名
）
午
後
、

研
究
部
「
コ
ロ
ナ
２
次
調
査
の
ま
と
め
」

25
日
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ルS

iru
b
e

『
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

の
教
育
論
』（
９
名
）

〈
２
月
〉

７
日
　
延
期
し
て
い
た
「
道
徳
と
教
育
」
開
催
（
10

名
参
加
）

９
日
「
市
民
の
会
」
事
務
局
会
議

13
日
　
第
３
回
こ
く
ご
講
座
『
う
っ
し
っ
詩
』
開
催
。

話
題
提
供
（
島
津
先
生
、
小
澤
先
生
、
小
野
寺

先
生
）

16
日
　「
震
災
の
つ
ど
い
」
準
備
会
。
会
場
参
加
者

30
名
、
他
は
ラ
イ
ブ
配
信
「
コ
ロ
ナ
」
の
授
業

づ
く
り
①
　
鳴
瀬
桜
華
小
学
校
、
渡
辺
孝
之
先

生
の
授
業
参
観
①

20
日
　『
教
育
』
を
読
む
会
（
８
名
）

22
日
　
ゼ
ミ
ナ
ー
ルS

iru
b
e

『
ア
ラ
ン
の
教
育
論
』

（
12
名
）。「
コ
ロ
ナ
」
の
授
業
づ
く
り
　
渡
辺

孝
之
先
生
の
授
業
参
観
②

24
日
「
こ
く
ご
講
座
」
世
話
人
会
。
講
座
の
持
ち
方

の
反
省
と
来
年
度
に
つ
い
て

26
日
　
事
務
局
会
議
、
来
年
度
の
「
つ
う
し
ん
」
と

学
習
会
に
つ
い
て

27
日
　「
震
災
の
つ
ど
い
」
青
年
の
語
り
部
活
動
と

震
災
の
教
訓
　（
１
７
０
名
）

28
日
　
３
・
１
ビ
キ
ニ
デ
ー
、
オ
ン
ラ
イ
ン
集
会

〈
３
月
〉

10
日
　「
市
民
の
会
」
事
務
局
会
議

11
日
　
長
町
南
小
で
小
野
寺
浩
之
先
生
の
『
ヒ
ロ
シ

マ
の
う
た
』
授
業
参
観
。
成
長
し
た
６
年
生

の
姿
に
感
動
。『
鈴
木
道
太
研
究
』
の
報
告
に
、

増
山
均
氏
、
笹
島
氏
、
来
局
、
懇
談
。

12
日
　
第
16
回
事
務
局
会
議
「
つ
う
し
ん
」
の
内
容

の
検
討

13
日
『
教
育
を
読
む
会
』（
10
名
）

22
日
ゼ
ミ
ナ
ー
ルS

iru
b
e

「
ア
ラ
ン
の
教
育
論
」

26
日
　
第
17
回
事
務
局
会
議

　
　
　「
つ
う
し
ん
」
１
０
２
号
発
送
作
業

編
集
後
記

本
号
で
震
災
に
つ
い
て
の
原
稿
を
寄
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
佐
藤
昭
彦
さ
ん
が
９
日

朝
に
急
逝
。
６
年
担
任
で
卒
業
式
目
前
だ
っ
た
。

来
年
春
、
定
年
予
定
。
い
か
に
無
念
だ
っ
た
こ
と

か
。
震
災
時
か
ら
気
仙
沼
で
子
ど
も
た
ち
と
先
生

方
、
被
災
者
の
た
め
に
奮
闘
し
て
き
た
昭
彦
さ
ん
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

あ
の
３
月
11
日
か
ら
10
年
が
過
ぎ
た
。
未
だ
に

災
害
は
様
々
な
形
で
続
い
て
い
る
。
福
島
の
双
葉

町
に
は
、
ま
だ
誰
も
住
め
な
い
し
帰
還
者
０
人
。

私
の
住
ん
で
い
る
川
俣
町
に
は
、
帰
還
困
難
地
域
・

山
木
屋
が
あ
っ
た
。
私
の
家
の
裏
山
の
陰
に
は
飯

館
村
が
あ
り
、
川
俣
町
か
ら
浪
江
町
に
続
く
国
道

１
１
４
号
線
は
、
３
年
前
に
自
動
車
で
通
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
未
だ
、
２
輪
車
・
歩
行
で
の
通

行
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
停
車
も
「
短
時
間
で
」

と
い
う
標
識
が
立
っ
て
い
る
。
集
落
や
家
屋
に
通

じ
る
道
は
鉄
柵
で
塞
が
れ
入
れ
な
い
。
山
木
屋
地

区
を
過
ぎ
る
と
、
そ
こ
が
あ
の
「
ダ
ッ
シ
ュ
村
」

が
あ
っ
た
帰
還
困
難
地
域
・
浪
江
町
津
島
地
区
だ
。

今
も
車
で
走
っ
て
い
る
と
車
内
の
線
量
計
の
数
字

が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
く
る
。

そ
の
津
島
の
中
心
地
、
小
学
校
や
中
学
校
、
高

校
が
あ
っ
た
地
域
が
今
、
よ
う
や
く
「
帰
還
重
点

地
域
」
と
し
て
、
除
染
作
業
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め

ら
れ
て
い
る
。
周
囲
の
家
屋
は
あ
の
日
か
ら
放
置

さ
れ
荒
廃
し
て
い
る
。
そ
し
て
浪
江
町
中
心
に
近

づ
く
と
、
今
度
は
建
物
の
土
台
だ
け
に
な
っ
た
更

地
が
現
れ
る
。
ま
る
で
、
沿
岸
部
の
津
波
１
年
後

の
よ
う
だ
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
コ
ロ
ナ
で
、
こ
の
状
況
を
ど

れ
だ
け
の
人
が
心
に
留
め
、
嘆
き
、
悲
し
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
震
災
か
ら
10
年
が
過
ぎ
て
、
よ

う
や
く
「
復
興
」
が
始
ま
る
地
域
が
あ
る
。
故
郷

に
帰
れ
な
い
多
く
の
人
々
。
人
間
が
近
づ
け
な
い

「
原
子
力
」
と
い
う
魔
物
。
大
震
災
と
原
発
事
故
か

ら
、
私
た
ち
は
何
を
学
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
号
は
、
そ
の
こ
と
を
深
く
突
き
付
け
て
い
ま
す
。

ご
意
見
・
ご
感
想
を
、
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　（
達
）
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私
は
裕
司
（
仮
名
）
さ
ん
の
作
文
を
読
ん
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
赤
ペ
ン
で
「（
前
略
）

兄
弟
が
希
望
し
て
い
る
ケ
ー
キ
を
見
つ
け
て
安
心
し
て
い
る
裕
司
さ
ん
、
兄
弟
思
い
で
す
ね
」

と
、
コ
メ
ン
ト
し
ま
し
た
。
そ
し
て
裕
司
さ
ん
の
優
し
さ
や
兄
弟
思
い
の
と
こ
ろ
を
話
題
に

し
よ
う
と
文
集
に
載
せ
て
、
学
級
で
読
み
合
い
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、「
自
分
の
誕
生
日
な
ん
だ
か
ら
さ
ぁ
。
自
分
は
こ
の
ケ
ー
キ
食
べ
た
い
っ

て
言
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
ん
」「
お
れ
だ
っ
た
ら
、
超
で
っ
か
い
ケ
ー
キ
っ
て
言
っ
ち
ゃ
う
な
」

と
、
次
々
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
声
を
聞
い
て
、
私
は
裕
司
さ
ん
に
「
書
い
て
い
な
か
っ

た
け
れ
ど
、
自
分
の
希
望
は
言
っ
た
の
？
」
と
聞
く
と
、
裕
司
さ
ん
は
「
言
え
な
い
、
言
え

な
い
」
と
、
首
を
横
に
振
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
ま
た
子
ど
も
た
ち
が
、「
な
ー
ん
で
！
」「
誕

生
日
な
ん
だ
か
ら
、好
き
な
の
言
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
ね
え
！
」
と
、次
々
に
言
い
出
し
ま
す
。

や
り
と
り
を
聞
い
て
い
た
私
は
、
自
分
の
赤
ペ
ン
が
完
全
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き

ま
し
た
。
後
の
個
人
面
談
で
、お
母
さ
ん
の
話
か
ら
家
で
は
裕
司
さ
ん
は
中
学
生
の
お
兄
さ
ん
、

幼
い
弟
妹
に
挟
ま
れ
て
我
慢
し
が
ち
な
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
自
分
の
気
持
ち
を

言
え
な
い
裕
司
さ
ん
に
、「
優
し
い
ね
、兄
弟
思
い
だ
ね
」
と
学
級
で
読
み
合
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

き
っ
と
ま
た
裕
司
さ
ん
は
我
慢
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。学
級
で
読
み
合
っ
て
よ
か
っ

た
と
思
っ
た
作
品
の
一
つ
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

も
っ
と
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て

　
　

佐
久
間　
　

徹
（
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
）

「
き
お
っ
ち
ょ
ら
」
に
通
っ
て
い
る
青
年
た
ち
は
プ
ラ
モ
デ
ル
を
作
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
の
趣
味
と
し
て
楽
し
め
る
よ
う
に
自
分
で
作
っ

て
み
よ
う
と
始
め
て
見
ま
し
た
。

　

北
仙
台
の
模
型
店
に
行
っ
て
、
自
分
の
好
き
な
プ
ラ
モ
を
選
び
ま
す
。
決
め

る
の
も
勉
強
で
す
。
時
間
を
か
け
て
も
、
自
力
で
作
っ
て
み
よ
う
と
、
ヘ
ル
プ

が
出
た
と
き
だ
け
支
援
を
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

形
が
で
き
て
く
る
と
、
自
信
も
つ
い
て
き
ま
す
。
Ｙ
君
は
で
き
あ
が
っ
た
も

の
を
、
家
に
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
初
め
て
作
っ
た
作
品
を
家
族
に
披
露
し
た

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
Ｋ
君
は
頭
、
腕
と
一
つ
ず
つ
確
か
め
な
が
ら
作
り
ま
し

た
。
２
ヵ
月
ほ
ど
か
け
て
完
成
さ
せ
、
み
ん
な
に
見
て
も
ら
え
る
本
棚
の
と
こ

ろ
に
飾
り
、
今
も
と
き
ど
き
手
に
持
っ
て
見
て
い
ま
す
。

　

自
分
で
長
い
時
間
を
か
け
て
、
仕
上
げ
て
い
く
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
校

で
も
や
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
完
成
さ
せ
る
喜
び
や
作
る
過
程
を

楽
し
む
こ
と
を
十
分
に
味
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
と

時
間
を
か
け
て
育
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

※
「
き
お
っ
ち
ょ
ら
」
は
18
歳
以
上
の
障
害
の
あ
る
方
の
学
び
の
場
と
し
て
作
っ
た
福
祉
事
業
所
で
す
。

子
ど
も
の
風
景

千
葉
　
早
苗
（
宮
城
作
文
の
会
）

「
作
品
に
つ
い
て
」


