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一
間
閲
の
閻
聞

干
、
わ
れ
わ
れ
は
鵬
史
と
伝
統
を
尊
重
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ

し
い
中
正
な
教
育
を
推
進
す
る

、
わ
れ
わ
れ
は
教
苑
と
品
位
の
陶
工
に
つ
と
め
、
実
理
愛

の
鞘
神
と
と
も
に
、
明
る
く
純
粋
な
教
育
を
研
修
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
の
自
－
璃
厳
を
賄
垂
し
っ
つ
、
政
治

的
中
▼
1
1
を
擬
一
－
し
、
・
し
休
航
を
根
調
す
る
。

巻
頭
言

機
関
紙
2
0
0
号
発
行
に
思
う

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
会
長
　
橋
本
秀
雄

本
会
の
機
関
誌
は
昭
和
銘
年
9
月
1
0

日
に
第
一
号
が
出
て
か
ら
2
0
0
号
を
数

え
る
。
創
業
の
先
輩
方
の
尽
力
に
感
謝
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
よ
り
よ
い
機

関
誌
が
発
行
で
き
る
よ
う
努
め
た
い
。

第
一
号
の
巻
頭
言
に
「
岐
阜
県
教
育
懇

話
会
の
ね
が
い
」
と
し
て
本
会
発
足
の
歴

史
を
略
述
し
、
本
誌
に
か
け
る
思
い
が
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
本
会
の
最
大
の
願
い
は
、
世
界
の
平
和

と
文
化
の
進
展
に
役
立
つ
日
本
人
の
教
育

を
建
設
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
は
今
後
の
世
界
の
動
向
を
見
極
め

る
と
共
に
、
戦
後
二
十
年
の
諸
問
題
を
深

く
分
析
し
て
、
総
合
的
に
統
｛
あ
る
方
向

づ
げ
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

上
で
教
育
者
、
産
業
人
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

全
知
全
能
を
捧
げ
る
途
が
開
け
て
く
る
こ

と
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
途
を
率
直
に
掘
り

下
げ
る
た
め
に
、
今
回
本
誌
を
創
刊
し
ま

した。」

こ
の
基
本
方
針
を
胆
に
銘
じ
て
、
今
後

の
活
動
と
機
関
紙
の
発
行
を
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

☆

第
一
号
が
出
た
頃
の
世
界
は
、
国
際
的

に
不
安
定
な
時
期
で
あ
っ
た
。
昭
和
5
0
年

に
始
ま
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
泥
沼
化

し
、
中
東
で
も
戦
争
が
起
き
て
い
る
。
双

方
と
も
我
が
国
は
直
接
関
わ
ら
な
か
っ
た

が
、
沖
縄
の
米
軍
基
地
か
ら
爆
撃
機
が
ベ

ト
ナ
ム
へ
飛
び
立
ち
、
国
内
で
反
戦
運
動

が
起
き
た
。

そ
ん
な
中
、
学
校
で
は
日
教
組
に
よ
る

革
命
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
第
一

号
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
日
教
組

の
教
育
研
究
大
会
で
、
小
学
校
教
諭
が
次

の
よ
う
な
実
践
発
表
を
し
て
い
る
。

「
あ
る
母
親
と
戦
争
に
つ
い
て
話
を
す

る
と
「
戦
争
は
大
嫌
い
だ
。
し
か
し
戦
争

に
反
対
す
る
す
べ
を
知
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
。

こ
れ
は
重
要
な
発
言
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ

う
い
う
こ
と
か
ら
我
々
が
学
ば
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
現
代
社
会
（
資
本
主
義
社
会
）

に
巣
立
つ
児
童
生
徒
に
、
近
現
代
に
お
い

て
民
衆
が
権
力
に
抗
し
て
闘
っ
て
き
た
歴

史
を
深
め
、
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
方
法

を
理
解
さ
せ
、
自
ら
の
実
践
に
つ
な
が
る

橋
渡
し
を

我
々
は
し
な

け
れ
ば
な
ら

ない。」組
合
教
師

は
児
童
生
徒

の
み
な
ら
ず
父
兄
に
対
し
て
も
こ
う
し
た

考
え
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
昭
和
5
7
年
こ
ろ
労
働
界
の
再

編
統
一
の
流
れ
に
よ
り
、
日
教
組
は
連
合

へ
の
加
盟
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
た
。
連
合

に
参
加
を
決
め
た
主
流
派
に
対
し
、
反
主

流
派
は
全
日
本
教
職
員
組
合
協
議
会
（
全

教
）
を
結
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
機

に
日
教
組
の
組
織
率
は
激
減
し
、
昭
和
5
0

年
代
に
0
0
％
近
か
っ
た
の
が
、
今
日

3
6
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

分
裂
し
た
日
教
組
は
あ
か
ら
さ
ま
な
闘

争
路
線
を
控
え
て
い
る
が
、
理
念
は
受
け

継
い
で
い
る
。
国
族
・
国
歌
の
指
導
や
主

任
制
度
な
ど
に
依
然
と
し
て
反
対
し
、
加

入
率
の
高
い
都
道
府
県
を
始
め
、
教
育
現

場
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
。

☆

岐
阜
県
で
は
、
昭
和
幼
年
に
本
会
が
発

足
し
、
先
輩
方
の
尽
力
に
よ
り
全
国
的
に

も
早
い
段
階
で
正
常
化
が
実
現
し
た
。
そ

の
た
め
、
道
徳
の
時
間
は
ど
の
学
校
で
も

実
施
さ
れ
、
学
校
行
事
で
の
国
歌
斉
唱
、

国
旗
掲
揚
も
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
新
し
い
指
導
要
領
で
教
科
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
「
道
徳
」
　
へ
の
移
行
も

ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
い
る
。

学
級
崩
壊
が
多
発
し
て
い
る
府
県
も
あ

る
と
聞
く
が
、
本
県
は
落
ち
着
い
た
雰
囲

気
で
授
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
学
力
的
に

も
比
較
的
高
い
状
態
が
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
学
校
に
は
課
題
が
山
積
し
て

い
る
。
令
和
二
年
か
ら
小
学
校
で
本
格
実

施
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
は
、
主
体

的
・
対
話
的
深
い
学
び
の
実
現
を
目
指
し

て
授
業
改
善
を
求
め
て
お
り
、
G
I
G
A

ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

の
活
用
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
こ

の
二
年
余
の
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
応
で
効
果

が
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
学
習
の
効
率
化
を

期
待
す
る
あ
ま
り
浅
い
学
習
に
終
わ
り
、

知
識
重
視
の
学
び
に
な
っ
て
い
か
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
今
後
、
一
層
I
C
T
環
境

が
整
い
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
が
普
及
し
だ

す
と
、
内
容
よ
り
使
い
や
す
さ
が
重
視
さ

れ
、
大
手
出
版
社
の
寡
占
が
進
ん
で
、
自

虐
的
な
歴
史
教
科
書
の
影
響
が
拡
大
す
る

恐
れ
も
あ
る
。

そ
の
他
、
昨
今
の
不
登
校
、
い
じ
め
・

自
殺
問
題
や
家
庭
・
地
域
の
教
育
力
低
下

も
依
然
と
し
て
未
解
決
で
あ
る
。
本
会
と

し
て
も
、
そ
う
し
た
時
代
の
変
化
に
よ
る

教
育
課
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、
世
界
の
平
和

と
繁
栄
に
寄
与
で
き
る
日
本
人
の
育
成
に

必
要
な
資
質
と
能
力
は
何
か
、
そ
れ
を
ど

ぅ
指
導
す
べ
き
か
を
考
察
し
、
提
言
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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特
集
　
「
ぎ
ふ
の
教
育
」2

0
0
号
発
行

今
回
は
こ
の
節
目
を
記
念
し
て
、
役
員

に
こ
れ
か
ら
の
活
動
や
機
関
誌
へ
の
期

待
・
抱
負
を
寄
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。編

集
部

今
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
拝
す

岐
阜
県
蟄
同
懇
話
会
理
事
　
後
藤
章
嘉

コ
ロ
ナ
の
大
流
行
と
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
略
が
始
ま
り
、
令
和
の
御
代
に
歴

史
的
な
転
換
点
を
迎
え
た
。
今
後
十
年
ぐ

ら
い
で
新
し
い
国
際
社
会
が
創
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
我
が
国
は
ど
う
す
べ
き
か
。

論
語
の
教
え
に
「
古
き
を
温
め
新
し
き

を
知
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
新
し
い

時
代
を
開
く
に
は
歴
史
に
学
ん
で
そ
の
中

で
創
造
す
る
と
良
い
と
い
う
考
え
だ
。

幕
末
・
明
治
維
新
を
振
り
返
る
と
、
慶

応
四
年
、
明
治
天
皇
は
文
武
百
官
を
率
い

て
天
神
地
祇
に
誓
わ
れ
た
の
が
五
箇
条
の

御
誓
文
だ
。
公
議
世
論
、
開
国
和
親
は
新

日
本
の
国
是
（
基
本
方
針
）
と
な
っ
た
。

江
戸
時
代
は
鎖
国
で
明
治
維
新
か
ら
は
開

国
だ
。
外
国
と
貿
易
し
、
時
に
は
戦
争
と

な
り
、
負
け
れ
ば
植
民
地
か
属
国
で
あ
る
。

国
民
に
は
独
立
を
守
り
世
界
に
負
け
な
い

国
に
し
た
い
と
の
願
い
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
教
育
を
ど
う
す
る
か
が
考
え
ら
れ
、

佐
久
間
象
山
は
「
西
洋
の
芸
術
（
技
術
）
、

東
洋
の
道
徳
」
と
い
い
、
橋
本
景
岳
は
「
機

械
芸
術
彼
に
と
り
、
仁
義
忠
孝
は
我
に
存

す
」
と
言
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
『
和
魂

洋
才
』
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
日
本
を
指
導
し
た
の
は
武
士

だ
が
、
彼
ら
の
学
問
は
孔
子
の
教
え
＝
儒

教
で
、
そ
の
中
の
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
武

士
達
は
大
陸
由
来
の
漢
文
を
学
び
な
が
ら
、

古
事
記
・
日
本
書
紀
や
万
葉
集
な
ど
の
日

本
の
歴
史
・
伝
統
・
道
徳
を
学
ん
だ
。
つ

ま
り
「
和
魂
漢
才
」
　
で
あ
っ
た
。

両
者
と
も
知
識
・
技
術
は
外
国
に
学
ぶ

が
道
徳
は
日
本
の
心
＝
和
魂
（
大
和
魂
）

を
芯
に
す
え
て
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

先
の
大
戦
で
は
、
昭
和
天
皇
が
玉
音
放

送
を
さ
れ
て
軍
は
一
斉
に
矛
を
収
め
た
。

ま
た
昭
和
2
1
年
の
新
日
本
建
設
の
詔
勅

に
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
入
れ
ら
れ
、

輝
か
し
い
明
治
を
生
ん
だ
明
治
天
皇
の
思

し
召
し
を
忘
れ
ず
、
誇
り
と
自
信
を
も
っ

て
共
に
戦
後
復
興
を
し
て
欲
し
い
と
諭
さ

れ
た
。
こ
れ
が
日
本
の
姿
で
あ
り
、
道
で

あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
教
育
で
は
日
本
の

道
義
は
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

私
は
五
箇
条
の
御
醤
文
と
古
事
記
・
日

本
書
紀
の
建
国
の
神
話
を
少
な
く
と
も
学

校
教
育
で
教
え
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
が
転
換
点
に
あ
る
今
、
我
が
国
が
廻

る
基
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

「
ぎ
ふ
の
教
育
」
に
期
待
す
る
も
の

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
監
事
　
坂
口
浩
之

周
知
の
と
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
や
ロ
シ
ア

の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
り
政
治
・
経
済

の
不
安
定
化
が
増
大
し
、
先
行
き
の
見
え

な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
不

時
変
事
の
問
題
を
い
っ
た
ん
脇
へ
置
い
て

も
、
教
育
に
お
い
て
は
子
ど
も
の
学
力
低

下
、
と
り
わ
け
読
解
力
や
思
考
力
表
現
力

の
不
足
、
い
じ
め
や
不
登
校
、
デ
ジ
タ
ル

化
対
応
、
教
員
の
働
き
方
な
ど
課
題
が
山

積
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
気
に
な
る

の
が
、
青
少
年
の
自
己
肯
定
感
が
諸
外
国

に
比
べ
て
低
い
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
生
き
る
力
」
や
「
深
い
学
び
」
が
強
調

さ
れ
て
は
い
る
が
、
知
識
技
能
を
積
み
上

げ
る
に
は
そ
れ
を
支
え
る
べ
き
人
間
や
自

己
に
対
す
る
肯
定
的
な
理
解
、
意
欲
や
態

度
、
志
と
い
っ
た
土
台
が
欠
け
て
い
て
は
、

人
格
・
人
材
の
形
成
と
い
う
目
標
達
成
は

と
う
て
い
お
ぼ
つ
か
な
い
。

自
己
肯
定
感
に
つ
い
て
想
起
さ
れ
る
の

は
、
臨
済
宗
天
龍
寺
派
の
管
長
で
あ
っ
た

関
牧
翁
老
師
が
、
生
前
、
講
話
の
中
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
「
人
間
に
生
る
る
こ
と
難

し
」
と
い
う
法
華
経
の
一
節
で
あ
る
。
人

間
に
は
様
々
な
悩
み
や
苦
し
み
が
あ
る
。

そ
れ
に
心
が
囚
わ
れ
て
嘆
き
悲
し
ん
で
ば

か
り
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

自
分
が
畜
生
で
な
く
人
間
と
し
て
生
れ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
い
ま
現
に
生
き

て
い
る
こ
と
自
体
が
ど
れ
だ
け
有
り
難
く

尊
い
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
の
こ
と
を
よ
く

よ
く
考
え
れ
ば
、
だ
れ
も
が
感
謝
の
念
を

も
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
。
才
能

の
多
寡
や
障
が
い
の
有
無
、
地
位
や
財
産

の
程
度
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
そ
の
も
の

が
有
り
難
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
大
震
災
や
コ
ロ

ナ
禍
と
い
っ
た
非
常
時
に
お
い
て
多
く
の

人
々
が
ル
ー
ル
を
わ
き
ま
え
た
行
動
を
と

っ
た
り
、
サ
ッ
カ
ー
の
国
際
試
合
で
サ
ポ

ー
タ
ー
が
自
発
的
に
ス
タ
ジ
ア
ム
の
清
掃

活
動
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
秩
序
や
礼

節
の
面
で
日
本
人
な
ら
で
は
の
顕
著
な
行

動
力
、
実
践
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
認
識
に
立
て
ば
、

人
と
し
て
日
本
人
と
し
て
何
を
目
指
し
ど

う
生
き
る
か
と
い
う
方
向
性
も
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

本
紙
は
長
年
に
わ
た
り
、
時
勢
を
見
据

え
な
が
ら
、
わ
が
国
の
歴
史
と
伝
統
に
根

差
し
た
、
人
と
し
て
日
本
人
と
し
て
の
望

ま
し
い
在
り
方
、
生
き
方
と
そ
れ
を
溜
養

す
る
道
徳
教
育
の
大
切
さ
を
発
信
し
続
け

て
き
た
。
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
、
歴
史
と
伝
統
に
根
差
し
た
人
間
理

解
と
志
、
実
践
的
態
度
と
い
う
根
幹
を
し

っ
か
り
と
培
う
こ
と
が
、
必
要
な
知
識
技

能
の
習
得
や
発
達
課
題
の
達
成
に
資
す
る

こ
と
と
な
り
、
不
時
変
事
を
前
に
し
て
冷

静
に
対
処
す
る
態
度
や
資
質
能
力
を
養
う

こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。
今
後

と
も
本
紙
の
情
報
発
信
に
期
待
す
る
と
こ

ろ
大
で
あ
る
。
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令
和
の
教
育
課
題

岐
阜
県
教
育
親
詰
会
副
会
長
　
横
山
　
泰

教
育
全
体
が
行
き
詰
ま
り
を
呈
し
て
い

る
観
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
分
野
も
矢
継
ぎ

早
に
対
策
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

根
本
的
な
解
決
策
に
な
り
え
て
い
な
い
の

は
次
々
と
出
て
く
る
懸
案
事
項
が
証
明
し

て
い
る
よ
う
で
す
。

「
教
育
懇
話
・
岐
阜
の
教
育
」
は
そ
の

時
々
の
事
案
に
対
し
て
支
援
も
、
提
案
も
、

批
判
も
含
め
て
一
貫
し
て
正
論
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
歴
代
の
会
長
、
役
員
、
会
員

の
方
々
は
岐
阜
県
の
教
育
界
、
経
済
界
、

政
界
を
代
表
す
る
方
で
、
卓
越
し
た
見
識

か
ら
正
確
な
判
断
を
下
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
署
名
記
事
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
の
発
足
は
教
育
の

中
立
、
国
民
の
声
を
盾
に
し
な
が
ら
、
内

部
で
あ
る
学
校
で
は
児
童
・
生
徒
に
社
会

主
義
・
共
産
主
義
思
想
を
植
え
つ
け
よ
う

と
し
た
教
育
団
体
が
政
界
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
た
と
き
で
し
た
。
そ
の
団
体
は

一
方
的
に
「
児
童
・
生
徒
を
革
命
の
戦
士
に

育
て
る
」
と
綱
領
に
書
い
て
い
ま
し
た
。
思

想
信
条
は
自
由
で
良
い
の
で
す
が
、
公
的

な
学
校
で
自
己
の
主
張
の
み
を
教
え
る
と

い
う
一
方
的
な
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

教
育
懇
話
会
は
こ
の
よ
う
な
教
育
団
体

に
対
抗
し
て
発
足
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
綱
領
に
歴
史
伝
統
の
尊
重
、

中
正
な
教
育
の
推
進
、
明
る
く
純
粋
な
教

育
の
研
修
、
個
人
の
自
主
尊
厳
、
政
治
的

中
立
の
厳
守
を
追
求
す
る
と
あ
る
こ
と
か

ら
わ
か
り
ま
す
。
成
人
も
含
め
て
日
本
国

民
を
育
成
す
る
の
が
会
の
目
的
で
あ
り
ま

し
た
。世

は
学
習
塾
が
大
盛
況
で
す
。
広
告
に

は
「
0
0
点
ア
ッ
プ
。
0
0
高
校
・
大
学
合

格
者
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
点
数
と
学

力
と
考
え
る
力
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
か
は
各
人
各
様
で
す
が
、
試
験
で
の
高

得
点
に
は
学
校
も
学
習
塾
も
親
も
子
も
魅

力
を
感
じ
ま
す
。
今
日
、
点
数
で
分
け
る

こ
と
に
は
誰
も
が
反
論
で
き
な
い
数
少
な

い
分
け
方
で
公
平
な
方
法
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
点
数
と
い
う
評
価
の
前
に
は

個
性
も
、
人
柄
も
、
得
手
不
得
手
も
何
も

か
も
が
色
あ
せ
た
よ
う
に
扱
わ
れ
ま
す
。

今
日
の
教
育
界
の
困
難
は
、
受
け
た
教
育

と
、
学
校
、
国
民
の
こ
の
よ
う
な
観
点
の

置
き
方
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

教
育
懇
話
会
の
先
生
方
は
高
得
点
も
念

頭
に
お
き
、
国
民
と
し
て
の
資
質
の
育
成

に
力
を
注
い
で
き
ま
し
た
。
子
育
て
マ
マ
、

国
会
議
員
、
自
営
業
、
会
社
幹
部
、
会
社

員
、
団
体
役
員
、
公
務
員
教
授
、
校
長
、

学
習
塾
経
営
者
等
々
に
と
こ
ろ
を
得
た
か

っ
て
の
教
え
子
か
ら
賀
状
で
過
ぎ
た
一
年

の
報
告
を
受
け
、
結
婚
式
、
ク
ラ
ス
会
に

招
か
れ
、
家
庭
訪
問
を
受
け
て
語
り
合
う

元
会
員
教
師
を
み
る
た
び
に
、
教
育
と
は

何
を
す
る
こ
と
か
を
考
え
て
み
る
機
会
に

私
ど
も
は
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

機
関
紙
二
〇
〇
号
の
達
成
に
寄
せ
て

～
日
々
新
た
に
～

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
理
事
　
浅
野
義
英

機
関
紙
を
読
み
直
す
と
、
お
世
話
に
な

っ
た
先
生
や
先
輩
方
の
お
顔
が
浮
か
び
、

そ
の
文
章
に
深
い
思
索
の
跡
が
う
か
が
え

て
感
慨
深
い
。
同
時
に
、
先
生
方
の
多
く

は
故
人
と
な
ら
れ
、
自
身
が
そ
の
年
齢
へ

近
づ
い
た
こ
と
に
気
付
き
、
先
生
方
の
心

境
に
遥
か
に
及
ば
な
い
白
身
に
思
い
が
至

る
。
し
か
し
、
力
が
及
ば
な
い
な
り
に
、

先
生
方
の
志
を
受
け
継
ぎ
、
日
々
新
た
な

努
力
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

教
育
懇
話
会
の
活
動
方
針
は
、
綱
領
の

三
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
生
ま

れ
、
日
本
人
と
し
て
生
き
る
国
民
を
育
て

る
の
に
必
要
な
指
針
で
あ
る
。

日
本
史
上
で
知
の
巨
人
と
言
わ
れ
る
人

は
少
な
く
な
い
が
、
皆
万
余
に
及
ぶ
読
書

と
思
索
を
通
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
本
質

を
探
求
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
お
一
人
で
あ
る
吉
田
松
陰
先
生
は
、

「
万
巻
の
書
を
読
む
に
あ
ら
ず
ん
ば
安
ん

ぞ
千
秋
の
人
た
る
を
得
ん
」
と
弟
子
を
諭

さ
れ
、
平
時
は
も
ち
ろ
ん
獄
中
に
あ
っ
て

も
猛
烈
な
読
書
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

幕
末
の
知
の
巨
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
松
陰

先
生
に
し
て
生
涯
の
指
針
を
得
る
こ
と
が

出
来
た
の
は
、
水
戸
へ
の
遊
学
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
水
戸
学
に
ふ
れ
、
「
身
、
皇
国
（
日

本
）
　
に
生
ま
れ
て
皇
国
の
皇
国
た
る
を
知

ら
ず
ん
ば
何
を
以
て
天
地
に
立
た
ん
」
と

気
付
き
、
帰
国
す
る
や
国
史
を
勉
強
し
直

し
、
不
動
の
国
家
観
を
確
立
さ
れ
て
い
る
。

本
会
が
、
「
歴
史
と
伝
統
の
尊
重
」
を
強

調
し
た
の
は
、
戦
後
教
育
が
国
家
観
に
関

す
る
指
導
を
意
図
的
に
避
け
て
き
た
り
家

族
観
を
軽
視
し
た
り
し
た
こ
と
を
問
題
と

し
、
そ
の
是
正
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
日
に
至
っ
て
も
、
残
念
な
が

ら
学
校
で
教
え
る
こ
と
が
愕
ら
れ
て
い
る
。

青
年
が
渡
航
し
、
外
国
人
か
ら
日
本
の
こ

と
を
問
わ
れ
て
、
言
葉
に
窮
す
る
こ
と
は

し
ば
し
ば
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
千
年
に
及
ぶ
我
が
国
の
歴
史
・
文
化

は
、
儒
教
や
仏
教
・
西
欧
文
明
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
岨
曝
し
、
し
か
も

日
本
の
本
質
を
見
失
わ
ず
、
日
本
化
し
て

き
た
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

今
日
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
は
膨
大
な
情
報

が
交
錯
す
る
な
か
、
我
が
国
が
育
ん
で
き

た
価
値
説
を
見
失
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
本
誌
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。

今
後
も
我
が
国
の
歴
史
と
伝
統
・
文
化

の
よ
さ
を
発
信
し
、
県
民
の
認
識
が
広
ま

り
深
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

最
後
に
、
機
関
紙
二
〇
〇
号
発
刊
に
あ

た
り
、
歴
代
の
編
集
長
の
御
尽
力
に
対
し

て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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解
説
　
「
こ
ど
も
基
本
法
」

編
集
部

こ
の
法
案
は
、
四
月
に
与
党
議
員
よ
り

国
会
の
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
前
号

で
紹
介
し
た
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
は
、
こ

ど
も
政
策
の
司
令
塔
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
政
策
全
体
を
示
す
理
念
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
子
供
を
権
利
の
主
体
と
と
ら

え
る
考
え
方
や
、
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
機
関
の
在
り
方

な
ど
で
与
党
内
の
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、

最
終
的
に
監
視
す
る
独
立
機
関
の
設
置
を

明
記
し
な
い
こ
と
で
決
着
し
た
だ
け
に
、

問
題
を
は
ら
む
法
案
で
あ
る
。

「
こ
ど
も
基
本
法
」
　
の
制
定
が
考
え
ら

れ
た
の
は
、
平
成
六
年
に
「
児
童
の
権
利

に
関
す
る
条
約
」
　
（
以
下
「
条
約
」
）
を
批

准
し
て
か
ら
で
、
国
連
児
童
の
権
利
委
員

会
は
度
々
日
本
政
府
に
対
し
て
、
こ
ど
も

の
権
利
に
関
す
る
包
括
的
な
基
本
法
の
制

定
を
勧
告
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
政
府
は

我
が
国
で
は
憲
法
の
も
と
子
供
に
関
す
る

個
別
法
も
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
新
た

な
法
律
措
置
は
不
要
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
国
連
の
勧
告
に
は
裏
が
あ
っ

て
、
こ
ど
も
の
権
利
基
本
法
制
定
を
主
張

す
る
日
弁
連
な
ど
の
民
間
団
体
が
、
日
本

で
は
子
供
の
権
利
が
守
ら
れ
て
い
な
い
し
、

基
本
法
も
検
討
さ
れ
て
い
な
い
と
国
連
に

報
告
を
し
、
自
分
た
ち
の
主
張
を
、
国
連

を
通
し
て
政
府
に
制
定
さ
せ
る
圧
力
を
加

え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
条
約
批
准
後
、
三
十
年
近
く
た
っ

た
現
在
、
児
童
虐
待
、
い
じ
め
・
自
殺
、

不
登
校
、
子
供
の
貧
困
と
い
っ
た
子
供
に

か
か
わ
る
深
刻
な
問
題
が
起
き
、
ま
た
少

子
化
が
進
む
な
ど
子
供
に
関
わ
る
問
題
は

大
き
く
な
っ
て
い
た
。
政
府
は
そ
れ
ぞ
れ

に
個
別
の
法
を
制
定
し
て
対
応
し
た
が
、

総
合
的
な
打
開
策
を
必
要
と
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
ま
た
近
年
、
地
方
自
治
体
で
こ

ど
も
基
本
条
例
を
定
め
る
動
き
も
あ
り
、

菅
・
岸
田
首
相
は
子
供
政
策
を
政
権
の
柱

に
す
え
て
法
案
制
定
に
舵
を
切
っ
た
。

自
公
が
ま
と
め
、
上
程
さ
れ
た
基
本
法

案
の
要
約
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
目
的
）
日
本
国
憲
法
及
び
児
童
の
権
利

に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
全

て
の
こ
ど
も
が
す
こ
や
か
に
成
長
で
き
、

そ
の
権
利
の
擁
護
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ

ど
も
政
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、

そ
の
総
合
的
な
推
進
を
す
る
。

（
基
本
理
念
）
全
て
の
こ
ど
も
に
つ
い
て

①
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
そ
の
基
本
的

人
権
が
保
障
さ
れ
、
差
別
的
取
り
扱
い
を

受
け
な
い
。

②
適
切
に
養
育
・
保
護
さ
れ
、
教
育
基
本

法
の
精
神
に
の
っ
と
り
教
育
を
受
け
る
。

③
自
己
に
関
わ
る
事
に
意
見
を
表
明
で
き
、

多
様
な
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が

確
保
さ
れ
る
。

④
年
齢
や
発
達
に
応
じ
て
、
そ
の
意
見
が

尊
重
さ
れ
、
最
善
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
。

⑤
こ
ど
も
の
養
育
は
家
庭
を
基
本
と
し
、

父
母
そ
の
他
の
保
護
者
が
第
一
義
的
責
任

を
有
す
る
。
そ
れ
が
困
難
な
場
合
は
家
庭

と
同
様
の
養
育
環
境
を
確
保
さ
れ
る
。

⑥
家
庭
や
子
育
て
に
夢
を
も
ち
、
喜
び
を

感
ず
る
社
会
環
境
を
整
備
す
る
。

（
責
務
等
）
国
・
地
方
公
共
団
体
の
責
務

と
事
業
主
・
国
民
の
努
力
（
略
）

へ
こ
ど
も
施
策
に
関
す
る
大
逆

①
こ
ど
も
施
策
に
か
ん
す
る
基
本
的
な
方

針
や
重
要
事
項
を
定
め
る
。

②
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
、
子
ど
も
・

若
者
育
成
支
援
推
進
法
、
子
ど
も
の
貧
困

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
掲
げ
る
事

項
を
含
む
こ
と
。

（
都
道
府
県
こ
ど
も
計
画
）
都
道
府
県
・

市
町
村
は
大
綱
を
勘
案
し
て
計
画
（
略
）

（
こ
ど
も
施
策
に
対
す
る
こ
ど
も
等
の
意

見
の
反
映
）
こ
ど
も
施
策
の
対
象
と
な
る

こ
ど
も
又
は
こ
ど
も
を
養
育
す
る
者
、
そ

の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
措

置
を
講
ず
る
。

（
こ
ど
も
政
策
推
進
会
議
）
こ
ど
も
家
庭

庁
に
、
特
別
な
機
関
と
し
て
内
閣
総
理
大

臣
を
会
長
、
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
な
ど

を
委
員
と
す
る
会
議
を
置
き
、
こ
ど
も
大

綱
を
作
成
、
実
施
を
推
進
す
る
。

以
上
、
教
育
基
本
法
が
明
記
さ
れ
家
庭

を
養
育
の
基
本
と
し
て
お
り
こ
ど
も
政
策

の
激
変
を
避
け
て
い
る
点
は
評
価
さ
れ
る

が
、
国
会
で
の
判
断
が
注
目
さ
れ
る
。
H

緒
曲
想
温
　
四
月
は
出
発
の
月
で
す
▲
明

治
の
初
め
、
北
海
道
の
札
幌
農
学
校
で
教

え
た
ク
ラ
ー
ク
は
出
会
っ
た
学
生
に
馬
上

か
ら
「
ボ
ー
イ
ズ
　
ピ
ー
　
ア
ン
ビ
シ
ア

ス
（
青
年
よ
大
志
を
い
だ
け
）
」
と
語
り
か

け
た
そ
う
で
す
。
こ
の
大
志
を
自
己
流
に

解
釈
し
て
野
心
な
ど
と
も
説
か
れ
ま
し
た

が
、
あ
の
名
言
は
「
ア
ン
ビ
シ
ア
ス
　
イ

ズ
　
ノ
ッ
ト
…
」
と
続
き
、
世
間
の
言
う

地
位
、
名
声
、
富
の
た
め
で
は
な
く
人
と

し
て
立
派
に
な
る
た
め
に
と
な
っ
て
い
ま

す
▲
こ
こ
に
学
ん
で
後
に
国
際
連
盟
事
務

次
長
と
な
っ
た
新
戸
部
稲
造
は
ア
メ
リ
カ

大
統
領
の
日
本
人
理
解
の
た
め
に
『
武
士

道
』
を
語
っ
て
、
日
米
の
架
け
橋
と
な
り

ま
し
た
▲
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

シ
ッ
プ
に
根
ざ
す
人
格
と
、
日
本
が
建
国

以
来
つ
ち
か
っ
た
勇
武
と
、
そ
れ
を
支
え

る
慎
み
の
精
神
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が

多
く
、
こ
の
自
覚
が
相
互
理
解
の
基
礎
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
全
く
同
じ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
が
国
際
連
盟
に
お
い
て
世

界
で
始
め
て
人
種
平
等
を
提
案
し
た
と
き
、

反
対
の
国
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
っ
そ
り
提
案
の
取
り

下
げ
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
▲
折
し
も
ウ

ク
ラ
イ
ナ
戦
禍
で
国
民
の
動
揺
も
案
じ
ら

れ
ま
す
が
、
橋
本
左
内
の
「
大
丈
夫
　
憂

え
る
と
こ
ろ
は
国
家
の
安
危
　
お
そ
れ
る

と
こ
ろ
は
義
の
至
当
と
不
当
の
み
」
「
言
う

べ
き
を
言
い
、
な
す
べ
き
を
な
す
」
と
い

ぅ
名
言
を
か
み
し
め
た
い
も
の
で
す
。
Y


