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日
本
教
師
会
第
六
十
回
教
研
大
会
報
告

会

長

　

佐

　

藤

　

健

　

二

本
年
八
月
六
日
七
日
の
両
日
、
兵
庫
県
教
師
会
主

管
に
よ
る
教
研
大
会
が
、
神
戸
市
の
ホ
テ
ル
北
野
プ

ラ
ザ
六
甲
樫
で
開
催
さ
れ
た
。
研
究
主
題
は
　
「
学
び

に
向
か
う
力
・
人
間
性
を
ど
の
よ
う
に
身
に
付
け
さ

せ
る
の
か
」
。
初
日
は
、
午
後
一
時
か
ら
開
会
式
が

あ
り
、
若
井
勲
天
日
本
教
師
会
会
長
の
挨
拶
、
続
い

て
赤
司
久
明
兵
庫
県
教
師
会
会
長
に
よ
る
歓
迎
挨

拶
、
次
に
来
賓
挨
拶
と
し
て
全
国
教
育
関
係
神
職
協

議
会
を
代
表
し
て
大
阪
の
福
島
天
満
宮
宮
司
賀
来
扶

佐
子
氏
が
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

開
会
式
後
に
は
記
念
講
演
が
あ
り
、
兵
庫
県
教
師

会
会
員
で
阪
南
大
学
流
通
学
部
教
授
の
平
山
弘
氏

が
、
「
日
本
の
伝
統
と
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
教
育
に

生
か
す
の
か
」
　
と
い
う
演
題
で
話
を
さ
れ
た
。
平
山

氏
の
問
題
意
識
は
、
武
漢
ウ
イ
ル
ス
や
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
な
ど
に
よ
り
、
今
ま
で
プ
ラ
ス
で
評

価
さ
れ
て
き
た
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
情
報
化

・
I
T
化
の
危
う
さ
が
今
や
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
、
い
く
ら
真
面
目
に
働
い
て
も
日
本
人
の
平

均
賃
金
は
先
進
国
の
中
で
相
対
的
に
低
下
す
る
ば
か

り
で
あ
り
、
か
つ
て
は
競
い
合
っ
て
い
た
米
国
と
は

い
つ
の
ま
に
か
約
二
倍
近
い
差
が
開
い
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
、
ま
た
皇
室
問
題
な
ど
国
を
二
分
す
る

よ
う
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど

復
刊
第
二
十
四
号
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
横
浜
市
都
筑
区
茅
ケ
騎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
伝
統
と
歴
史
を
い
か
に
し
て

教
育
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
話
で
、
巧

み
な
比
喩
を
使
い
な
が
ら
話
を
さ
れ
、
興
味
深
い
も

の
で
あ
っ
た
。

二
時
半
か
ら
実
践
発
表
－
の
高
等
学
校
の
部
と
し

て
、
二
〇
〇
八
北
京
五
輪
女
子
マ
ラ
ソ
ン
元
日
本
代

表
の
中
村
友
梨
香
氏
が
、
「
部
活
動
を
通
し
た
人
間

性
の
育
成
」
　
と
題
し
て
、
ご
自
身
の
兵
庫
県
立
西
宮

高
校
陸
上
競
技
部
で
、
初
参
加
な
が
ら
全
国
高
校
駅

伝
三
位
に
な
っ
た
と
い
う
体
験
を
踏
ま
え
、
あ
る
べ

き
部
活
動
に
つ
い
て
動
画
を
使
い
な
が
ら
発
表
を
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
を
代
表
す
る
ア
ス
リ
ー
ト

の
発
表
は
、
教
研
大
会
と
し
て
も
初
め
て
の
こ
と
で

あ
り
、
現
在
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し
て
、
教
員
指

導
の
部
活
動
が
岐
路
に
立
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

貴
重
な
発
表
で
あ
っ
た
。

中
学
校
の
部
と
し
て
、
元
西
脇
市
立
中
学
校
教
諭

で
現
在
同
楠
丘
小
学
校
教
頭
の
柳
川
瀬
輝
彦
氏
に
よ

り
　
「
や
り
と
げ
る
力
を
培
う
道
徳
教
育
－
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
選
手
と
の
交
流
を
通
し
て
I
L
と
題
し
て
、
現

在
勤
務
さ
れ
て
い
る
楠
丘
小
学
校
で
行
っ
た
道
徳
の

授
業
の
報
告
を
さ
れ
た
。
「
忍
耐
力
が
児
童
生
徒
の

未
来
を
決
定
づ
け
る
土
台
」
　
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

立
っ
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
女
子
一
五
〇
〇
メ
ー

ト
ル
8
位
入
賞
の
田
中
希
実
選
手
を
招
き
、
子
供
達

と
の
交
流
を
通
し
て
、
努
力
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り

夢
が
叶
う
の
だ
と
い
う
思
い
を
子
供
達
が
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
と
い
っ
た
話
を
さ
れ
た
。

休
憩
の
後
、
四
時
五
〇
分
か
ら
五
時
二
〇
分
ま
で

総
会
が
開
か
れ
た
。
東
京
都
教
師
会
の
佐
藤
を
議
長

に
選
出
し
、
令
和
三
年
度
の
事
業
報
告
や
令
和
四
年

度
の
事
業
計
画
と
い
っ
た
議
案
を
審
議
、
す
べ
て
問

題
な
く
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
場
で
特
に
お
伝
え
し
て

お
く
べ
き
重
要
な
決
定
事
項
は
、
人
事
で
あ
る
。
長

年
会
長
と
し
て
会
の
運
営
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
若
井

会
長
が
退
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
新
会
長
と
し
て

は
、
三
重
の
皇
軍
館
大
学
教
授
渡
趨
毅
氏
が
選
任
さ

れ
、
承
認
さ
れ
た
。
渡
遽
氏
の
異
動
に
伴
い
空
席
と

な
っ
た
副
会
長
に
、
今
ま
で
事
務
局
次
長
で
あ
っ
た

東
京
の
佐
藤
が
、
ま
た
佐
藤
が
異
動
し
た
あ
と
の
事

務
局
次
長
に
は
京
都
の
鈴
木
克
次
氏
が
就
く
こ
と
と

な
っ
た
。
八
月
は
引
き
継
ぎ
期
間
と
し
て
、
新
執
行

部
は
九
月
一
日
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。

二
日
目
は
、
午
前
九
時
か
ら
元
陸
上
自
衛
隊
西
部

方
面
総
監
部
幕
僚
長
・
陸
将
の
福
山
隆
氏
に
よ
る

「
皆
様
の
『
生
命
の
力
』
倍
増
を
I
L
と
題
し
た
特

別
講
演
が
あ
っ
た
。
福
山
氏
は
、
一
九
九
五
年
三
月

二
十
日
に
東
京
で
発
生
し
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に

お
い
て
、
サ
リ
ン
除
去
作
戦
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
。

そ
の
特
異
な
体
験
か
ら
、
日
本
人
の
　
「
心
の
荒
廃
・

砂
漠
化
」
　
を
痛
切
に
感
じ
ら
れ
た
そ
う
で
、
日
本
人

の
心
を
改
善
す
る
方
法
は
な
い
か
と
思
索
を
重
ね
ら

れ
、
た
ど
り
つ
い
た
の
が
、
福
山
氏
独
特
の
　
「
軸
心

統
一
法
」
　
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ご
自
身
の
カ
ト
リ
ッ

ク
信
仰
と
思
想
家
中
村
天
風
が
確
立
し
た
「
周
到
統

一
法
」
と
を
一
体
化
さ
せ
た
独
自
の
「
軸
心
統
一
法
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
神
　
（
仏
）
　
と
天
風
の
　
「
心
身
統
一
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法
」
　
と
を
融
合
さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
り
「
日
本
人
の

ぅ
ち
沈
ん
だ
『
心
』
を
活
性
化
」
さ
せ
る
と
い
う
も

の
。
今
ま
で
の
教
師
会
に
は
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
講
演

で
あ
っ
た
。

次
に
実
践
発
表
Ⅱ
と
し
て
小
学
校
の
部
の
発
表
が

あ
っ
た
。
発
表
者
は
丹
波
篠
山
市
立
矢
上
小
学
校
教

頭
石
井
健
一
氏
で
、
「
小
学
校
外
国
語
教
育
に
お
け

る
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
を
ど
の
よ
う
に
身

に
付
け
さ
せ
る
の
か
」
　
と
越
し
、
ピ
ク
チ
ャ
ー
カ
ー

ド
を
使
っ
た
英
語
の
授
業
の
一
コ
マ
を
他
の
先
生
の

協
力
を
得
な
が
ら
や
っ
て
み
て
下
さ
っ
た
。
ピ
ク
チ

ャ
ー
カ
ー
ド
に
は
丹
波
篠
山
の
食
材
が
描
か
れ
て
い

て
、
そ
れ
を
使
っ
て
　
「
ふ
る
さ
と
メ
ニ
ュ
ー
」
を
作

る
と
い
っ
た
も
の
で
、
子
供
達
が
英
語
で
会
話
し
な

が
ら
食
材
を
選
び
、
ふ
る
さ
と
メ
ニ
ュ
ー
を
作
っ
て

い
く
。
小
学
校
の
英
語
授
業
の
一
端
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
興
味
深
か
っ
た
。

そ
の
後
、
渡
邁
毅
副
会
長
に
よ
り
大
会
の
総
括
が

あ
り
、
十
一
時
五
十
分
か
ら
閉
会
式
。
岐
阜
が
次
期

開
催
地
に
決
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
岐
阜
県
教
育

懇
話
会
会
長
の
橋
本
秀
雄
氏
か
ら
挨
拶
が
あ
っ
た
。

最
後
に
副
会
長
の
佐
々
木
健
氏
に
よ
り
閉
会
挨
拶
が

あ
り
、
す
べ
て
の
日
程
が
滞
り
な
く
終
了
し
た
。

今
回
の
大
会
は
、
会
員
の
発
表
が
少
な
か
っ
た
こ

と
に
問
題
が
残
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
今
ま
で
の

大
会
に
は
な
い
日
本
を
代
表
す
る
方
か
ら
の
話
が
聴

け
、
意
義
の
あ
る
大
会
と
な
っ
た
。

会
の
準
備
、
運
営
に
当
た
ら
れ
た
赤
司
会
長
を

は
じ
め
兵
庫
県
教
師
会
の
会
員
の
皆
様
に
は
、
こ
の

場
を
借
り
て
御
礼
申
上
げ
る
。

外
国
語
専
科
と
な
っ
て田

　

中

　

依

　

子

今
年
度
か
ら
会
員
に
な
り
ま
し
た
田
中
依
子
と
申

し
ま
す
。
現
在
、
世
田
谷
区
の
小
学
校
で
外
国
語
専

科
と
し
て
三
～
六
年
生
の
英
語
の
授
業
を
担
当
し
て

お
り
ま
す
。
今
後
、
一
緒
に
学
ば
せ
て
く
だ
さ
い
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
度
か
ら
小
学
校
英
語
教
育
が
本
格
的

に
始
ま
り
ま
し
た
。
私
は
中
学
校
、
高
等
学
校
の
英

語
の
免
許
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
以
前
か
ら
た
び
た

び
　
「
外
国
語
専
科
に
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
管
理
職
か

ら
打
診
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
担
任
以
外
に
興
味

が
な
か
っ
た
の
と
、
英
語
よ
り
も
日
本
語
の
方
が
大

事
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
断
り
続
け
て
き
ま
し

た
。
た
だ
、
い
よ
い
よ
英
語
教
育
が
本
格
的
に
始
ま

る
と
い
う
段
階
に
な
り
、
高
学
年
を
担
当
す
る
教
員

の
負
担
を
想
像
し
、
ま
た
、
少
し
で
も
子
供
た
ち
に

と
つ
て
有
益
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が

勝
り
、
外
国
語
専
科
へ
の
転
身
を
決
め
ま
し
た
。
英

語
の
免
許
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
私
が
大
学
で

学
ん
だ
の
は
二
十
五
年
も
前
の
こ
と
で
、
当
時
の
英

語
教
育
は
今
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
す
。
「
教
わ

っ
た
通
り
に
教
え
る
な
」
　
と
様
々
な
研
修
で
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
し
て
や
新
し
い
指
導
要
領
が
目
指
し

て
い
る
の
は
　
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
　
で

す
。
今
ま
で
の
知
識
重
視
で
教
師
主
導
の
教
え
る
教

育
か
ら
、
学
習
者
中
心
の
学
ぶ
教
育
へ
と
転
換
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
も
こ
の
二
年
半
、
い
く
つ
も

研
修
を
受
け
な
が
ら
試
行
錯
誤
で
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
二
年
半
経
ち
、
今
、
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、

小
学
校
英
語
が
果
た
せ
る
役
割
も
あ
る
と
い
う
こ
と

です。ま
ず
第
一
に
言
語
教
育
と
い
う
点
に
つ
い
て
で

す
。
十
歳
ま
で
の
子
供
は
聞
こ
え
た
通
り
に
ま
ね

を
す
る
の
が
好
き
で
、
音
に
合
わ
せ
て
歌
っ
た
り

踊
っ
た
り
す
る
の
が
得
意
で
す
。
ま
た
、
間
違
い

を
恐
れ
ず
に
英
語
を
使
っ
て
み
よ
う
と
も
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
何
と
な
く
聞
い
て
い
れ
ば
分
か
る
日
本

語
と
は
違
い
、
英
語
は
注
意
深
く
聞
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
開
き
取
れ
た
言
葉
か
ら
話
者
の
言
い

た
い
こ
と
を
読
み
取
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
結
果

と
し
て
　
「
聞
こ
う
と
す
る
意
志
」
が
高
ま
り
ま
す
。

こ
れ
は
言
語
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
国
語
教
育
に
も

プ
ラ
ス
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
我
が
校
の
A
L
T

（
A
s
s
i
s
t
a
己
「
a
n
g
志
g
e
↓
e
a
c
J
e
H
．
外
国
語
指
導
助

手
）
　
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
英
語
は
か
な
り
謝
っ
て
い

る
の
で
、
話
す
人
に
よ
っ
て
英
語
の
発
音
や
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
は
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
然

と
体
験
し
て
い
ま
す
。
「
何
と
か
伝
わ
っ
た
！
」

「
何
と
な
く
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
」
と

い
う
経
験
は
自
信
に
な
り
ま
す
し
、
自
分
の
話
す
英

語
や
相
手
の
話
す
英
語
が
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー

の
英
語
と
は
違
っ
て
も
通
用
す
る
と
分
か
る
こ
と

で
、
早
い
時
期
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
信
仰
か
ら
脱
却
で
き

る
よ
さ
も
あ
り
ま
す
。

第
二
に
異
文
化
理
解
の
入
り
口
と
い
う
点
に
つ
い

て
で
す
。
昨
年
度
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
や
台
湾

な
ど
、
数
か
国
の
小
学
生
と
カ
ー
ド
交
換
を
し
ま
し
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た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
、
他
国
に
つ
い
て
学
ぶ

機
会
、
自
国
に
つ
い
て
気
づ
く
機
会
と
な
っ
て
い
ま

す
。
私
は
大
学
時
代
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
中
西
部
の
田
舎
町
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
日
本
を
知
ら
な
い
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し

た
。
中
国
の
隣
と
言
っ
て
や
っ
と
何
と
な
く
　
「
そ
の

あ
た
り
ね
」
　
と
分
か
っ
て
も
ら
え
ま
し
た
。
G
D
P

が
世
界
第
2
位
の
時
代
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
で

す
。
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
の
国
が
豊
か
な
の
で
、
他

国
や
他
文
化
に
興
味
が
な
い
よ
う
で
し
た
。
今
、
子

供
た
ち
に
　
「
ど
こ
の
国
に
行
っ
て
み
た
い
？
」
　
と
質

問
を
す
る
と
　
「
ど
こ
に
も
行
き
た
く
な
い
。
日
本
が

い
い
。
」
　
さ
ら
に
は
　
「
自
分
の
部
屋
が
一
番
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
い
い
。
」
　
と
い
っ
た
言
葉
が

返
っ
て
き
ま
す
。
外
国
は
治
安
が
悪
い
し
、
ご
は
ん

が
お
い
し
く
な
い
と
言
う
し
、
日
本
が
い
い
と
言
う

の
で
す
。
今
の
子
供
た
ち
の
姿
が
当
時
の
ア
メ
リ
カ

人
と
重
な
っ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
早
い
時
期
か
ら

異
文
化
に
触
れ
る
こ
と
で
、
自
国
の
文
化
の
理
解
も

よ
り
深
ま
る
と
考
え
ま
す
。

外
国
語
専
科
と
し
て
私
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と

は
、
「
真
の
国
際
人
」
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、

今
と
て
も
実
感
し
て
い
ま
す
。
「
真
の
国
際
人
」
　
と

は
、
自
分
の
国
の
言
葉
や
歴
史
、
文
化
に
つ
い
て
知

識
が
あ
り
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
人
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
私
自
身
が
日
本
語

や
、
日
本
の
歴
史
・
文
化
に
つ
い
て
も
っ
と
学
び
を

深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
て
い

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
十
八
）

［
次
の
文
章
は
、
人
波
則
吉
編
『
現
代
国
語
讃

本
　
巻
六
』
　
（
昭
和
十
年
修
正
七
版
・
現
在
の
中

学
三
年
後
期
相
当
）
　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
漢

字
は
当
時
の
正
字
、
送
り
仮
名
は
現
在
と
違
ふ

と
こ
ろ
が
多
い
が
原
文
通
り
と
し
た
。
読
み
仮

名
は
、
適
宜
新
た
に
加
へ
た
。
紙
面
の
都
合
で

二
回
に
分
け
て
掲
載
す
る
。
］

先
駆
者
（
上
）
　
　
　
　
　
　
　
水
上
瀧
太
郎

輿
謝
野
党
氏
の
歌
集
「
相
聞
」
　
に
、
森
陸
外
先
生

の
序
文
が
あ
る
。
そ
の
首
に
、
「
一
腰
今
、
新
派
の

歌
と
稀
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
誰
が
興
し
て
誰
が
育
て

た
の
か
。
こ
の
間
に
『
俺
だ
』
と
答
へ
る
こ
と
の
出

来
る
人
は
輿
謝
野
君
を
除
い
て
外
に
は
な
い
。
」
　
と

い
ふ
一
節
が
あ
る
。
試
に
間
へ
　
「
一
髄
、
今
、
大

正
の
文
筆
と
稀
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
誰
が
興
し
て
誰

が
育
て
た
の
か
。
」
　
と
。
こ
の
間
に
　
「
俺
だ
。
」
　
と
答

へ
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
、
森
醜
外
先
生
を
除
い
て

外
に
は
な
い
。
少
く
と
も
、
先
生
が
ゐ
ら
れ
な
か
っ

た
ら
、
今
日
の
日
本
文
撃
を
育
て
る
に
は
、
な
ほ
多

く
の
歳
月
を
要
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
先
生
が
亡
く

な
ら
れ
た
。

明
治
・
大
正
に
亙
っ
て
、
今
日
ま
で
執
筆
す
る
ほ

ど
の
も
の
は
、
た
と
ひ
直
接
先
生
の
門
に
出
入
し
て

そ
の
教
を
受
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
影
響

を
受
け
ぬ
も
の
は
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
も
差
支
な

い
。
非
凡
な
頭
脳
と
比
類
の
な
い
満
力
と
を
以
て
、

あ
ら
ゆ
る
方
面
の
先
駆
を
な
し
た
先
生
の
拓
か
れ
た

道
を
、
多
数
の
も
の
は
遥
か
に
遅
れ
て
、
と
ぼ
〈

と
辿
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

渦
に
先
生
は
先
駆
者
だ
っ
た
。
先
駆
者
と
し
て

の
譲
と
、
先
駆
者
と
し
て
の
寂
し
さ
と
を
、
先
生
は

生
涯
身
に
し
み
ぐ
と
味
は
れ
た
だ
ら
う
。
先
生
を

想
ふ
時
、
私
の
胸
に
は
常
に
そ
の
孤
猫
の
姿
が
描
か

れ
る
。先

生
が
始
め
て
筆
を
執
ら
れ
た
の
は
、
明
治
十
四

年
の
頃
だ
と
聞
く
。
自
分
な
ど
が
多
少
な
り
と
も
理

解
を
以
て
先
生
の
文
章
を
讃
む
こ
と
が
出
来
る
や
う

に
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
年
代
の
こ
と
だ
か
ら
、

先
生
が
若
々
し
い
意
気
を
以
て
、
頭
の
悪
い
世
人
の

所
論
に
容
赦
な
く
痛
撃
を
加
へ
ら
れ
た
時
代
の
こ
と

は
、
明
白
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
察
す
る
に
、

知
識
欲
に
燃
え
、
筆
問
の
研
究
に
心
を
傾
け
、
且
墾

術
家
と
し
て
は
、
そ
の
鋭
敏
な
耐
経
に
鰭
れ
る
一
切

の
も
の
に
、
清
々
と
し
た
感
應
を
持
て
あ
ま
す
ほ
ど

揮
っ
て
ゐ
ら
れ
た
先
生
に
と
っ
て
、
論
ず
る
も
の
自

身
の
頭
の
中
で
さ
へ
は
っ
き
り
し
な
い
思
想
と
、
そ

の
稜
表
さ
れ
た
論
理
形
式
の
矛
盾
と
は
、
見
る
に

見
兼
ね
、
許
す
に
許
し
が
た
い
も
の
だ
つ
た
に
邁
な

い。

先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
自
分
が
始
め
て

読
ん
だ
の
は
幾
歳
の
年
だ
つ
た
か
確
と
は
記
憶
せ
狸

が
、
兄
の
本
箱
の
中
に
あ
っ
た
「
め
ざ
ま
し
草
」
を
頼

み
見
た
こ
と
は
、
今
も
明
か
に
覚
え
て
ゐ
る
。
子
供

の
時
か
ら
穎
才
を
以
て
稀
さ
れ
た
兄
は
、
護
衛
に
劃

し
て
張
い
憧
憬
と
正
し
い
理
解
と
を
有
っ
て
ゐ
た
。

七
つ
ち
が
ひ
の
弟
に
生
れ
た
自
分
は
、
こ
の
兄
の
お

蔭
で
、
「
少
年
世
界
」
　
に
謝
す
る
興
味
を
失
ふ
頃
、
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一
足
飛
に
一
流
の
作
家
の
作
品
に
接
す
る
こ
と
が
出

来た。兄
の
本
箱
に
は
、
紅
葉
・
露
伴
・
鴎
外
・
二
葉
亭

・
柳
浪
・
鏡
花
、
そ
の
他
常
時
の
優
れ
た
諸
家
の
作

品
と
と
も
に
、
そ
の
頃
文
壇
の
構
成
だ
っ
た
　
「
新
小

説
」
　
や
「
文
蛮
倶
楽
部
」
　
や
　
「
新
著
月
刊
」
　
な
ど
が

い
っ
ぱ
い
詰
っ
て
ゐ
た
。
自
分
の
茶
碗
や
箸
は
、
必

ず
庭
の
清
水
で
手
づ
か
ら
淀
は
な
け
れ
ば
承
知
し
な

か
つ
た
ほ
ど
に
潔
癖
だ
っ
た
兄
は
、
ま
た
比
等
の
本

を
大
切
に
す
る
こ
と
が
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
折

目
も
つ
か
ず
汚
れ
目
も
見
え
ぬ
本
が
、
文
学
好
き
の

少
年
に
と
つ
て
は
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
懐
か
し
い
紙
の

匂
を
革
め
て
、
兄
の
勉
強
部
屋
の
押
入
の
本
箱
に
整

然
と
細
め
て
あ
っ
た
。
餓
鬼
大
脳
に
な
っ
て
、
近
所

の
子
供
達
を
集
め
て
、
角
力
を
取
っ
た
り
、
陣
取
を

し
た
り
し
て
、
一
日
中
あ
ば
れ
廻
る
自
分
で
は
あ
つ

た
が
、
時
に
は
屡
々
人
目
を
避
け
て
、
大
人
の
読
む

本
を
頼
み
見
る
興
味
は
早
く
か
ら
持
っ
て
ゐ
た
。
他

人
が
手
を
つ
け
て
汚
す
こ
と
を
怖
れ
る
兄
の
留
守
を

窺
っ
て
、
自
分
は
そ
の
本
箱
に
あ
る
本
を
殆
ど
悉
皆

譲
ん
だ
。
「
め
ざ
ま
し
草
」
　
な
ど
は
む
づ
か
し
く
て

解
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
を
愛
読
し
た
の

を
考
へ
て
見
る
と
、
一
面
に
は
甚
だ
子
供
ら
し
か
っ

た
自
分
も
、
一
面
に
は
甚
だ
早
熟
だ
っ
た
も
の
ら
し

（続く）

（
原
注
及
び
編
集
者
注
）

水
上
瀧
太
郎
　
本
名
は
阿
部
章
蔵
。
東
京
市
の
人
。

明
治
二
十
年
生
。
明
治
生
命
保
険
株
式
食
紅
取
締

役。
（
編
集
者
注
）
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
。
小
説
家
、
評

論
家
、
劇
作
家
。
大
阪
毎
日
新
聞
取
締
役
。
代
表
作

『
大
阪
の
宿
』
『
銀
座
復
興
』
評
論
集
『
貝
殻
追
放
』

な
ど
。
昭
和
十
五
年
没
、
享
年
五
十
二
。

典
謝
野
寛
∴
奮
魂
は
鍼
幹
。
京
都
市
の
人
。
歌
人
。

昭
和
十
年
薮
、
年
六
十
三
。

（
編
集
者
注
）
　
よ
さ
の
ひ
ろ
し
。
妻
は
輿
謝
野
晶

子
。
明
治
三
十
三
年
詩
歌
を
中
心
と
し
た
雑
誌
　
「
明

昼
」
　
を
創
刊
。
北
原
白
秋
、
吉
井
勇
、
石
川
啄
木
な

ど
を
世
に
出
す
。
代
表
作
歌
集
『
東
西
南
北
』
『
天

地
玄
黄
』
な
ど
。

森
鴎
外
　
名
は
林
太
郎
。
島
根
鰯
の
人
。
轡
撃
博

士
。
文
学
博
士
。
陸
軍
軍
薗
終
藍
。
大
正
十
一
年

薮
、
年
六
十
三
。

（
編
集
者
注
）
　
亡
く
な
っ
た
の
は
、
七
月
九
日
で
あ

る
。
東
京
大
学
医
学
部
卒
業
。
陸
軍
軍
医
と
な
り
ド

イ
ツ
に
留
学
。
そ
の
傍
ら
多
数
の
小
説
・
評
論
を
執

筆
。
代
表
作
『
舞
姫
』
『
青
年
』
『
雁
』
『
阿
部
一
族
』

『
高
瀬
舟
』
『
渋
江
抽
斎
』
な
ど
。

兄
　
名
は
泰
二
。
明
治
十
三
年
生
。
日
本
銀
行
員
。

め
ざ
ま
し
草
　
月
刊
の
文
筆
雑
誌
。

少
年
世
界
　
　
月
刊
の
少
年
雑
誌
。

紅
葉
　
尾
崎
徳
太
郎
。

（
編
集
者
注
）
　
尾
崎
紅
葉
。
慶
應
三
年
東
京
に
生
ま

れ
る
。
明
治
を
代
表
す
る
小
説
家
。
明
治
三
十
六
年

没
。
享
年
三
十
五
。
代
表
作
『
金
色
夜
叉
』
。

L

l

ゆ

き

露
伴
　
幸
田
戌
行
。

（
編
集
者
注
）
幸
田
露
伴
。
明
治
二
十
二
年
、
東
京

に
生
ま
れ
る
。
小
説
そ
の
他
多
方
面
の
文
学
活
動

に
従
事
。
代
表
作
　
小
説
『
五
重
塔
』
、
史
伝
『
頼

朝
』
、
俳
諸
研
究
『
評
釈
芭
蕉
七
部
集
』
な
ど
。
第

一
回
文
化
勲
章
受
章
者
。
昭
和
二
十
二
年
没
、
享
年

七
十
九
。

二
葉
亭
　
長
谷
川
辰
之
助
。

柳
浪
　
廣
津
直
人
。

（
編
集
者
注
）
　
贋
津
柳
渡
。
小
説
家
。
文
久
元
年
（

会
－
）
長
崎
に
生
ま
れ
る
。
東
大
医
科
中
退
。
小
説

家
。
代
表
作
『
黒
噺
賜
』
『
今
戸
心
中
』
な
ど
。
昭

和
三
年
没
、
享
年
六
十
七
。

鏡
花
　
泉
鏡
太
郎
。

（
編
集
者
注
）
泉
鏡
花
。
小
説
家
。
明
治
六
年
金
沢

で
生
ま
れ
る
。
尾
崎
紅
葉
に
師
事
。
幻
想
文
学
の
先

駆
者
。
代
表
作
『
高
野
聖
』
『
婦
系
図
』
『
歌
行
燈
』

な
ど
。
昭
和
十
四
年
没
、
享
年
六
十
五
。

新
小
説
　
文
襲
倶
楽
部
・
新
著
月
刊
と
と
も
に
月
刊

の
文
態
雑
誌
。

お
願
い

一
、
会
費
納
入

年
額
　
二
千
円

口
座
　
「
み
ず
ほ
銀
行
」
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
店

店
番
号
　
7
4
3
　
普
通
預
金
　
1
3
3
0
1
5
0

名
義
　
佐
藤
健
二

二
、
原
稿
募
集

「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー
ル

の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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