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一
九
七
〇
年
代
・
民
間
教
育
研
究
団
体
に
よ
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
実
相

―
小
出
隆
司
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
中
心
に
―

一
、
本
研
究
の
目
的

　

本
研
究
の
目
的
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
民
間
教
育
研
究
団

体
に
よ
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、
具
体

的
な
事
例
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
金
馬
は
、
民
間
教
育
研
究
団
体
に
よ
る
「
自
主
的
に
新
た
な
教

育
内
容
・
方
法
を
開
発
す
る
動
き
」
が
、「
世
界
か
ら
み
た
日
本
の

教
育
研
究
の
先
駆
性
、
先
進
性
」（
１
）

を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、
一
九
七
〇
年
代
は
、
社
会
科
教
育
に
と
っ
て
重
要
な

時
期
の
ひ
と
つ
だ
と
さ
れ
る（
２
）。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
民
間
教
育
研
究
運

動
に
お
け
る
〈
生
活
主
義
〉
と
〈
科
学
主
義
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
と

ら
え
、
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
教
育
実
践
を
創
造
し
て
い

く
の
か
と
い
う
課
題
に
お
い
て
、
今
後
の
教
訓
と
な
る
も
の
を
多
く

残
し
て
い
る
か
ら
」
（
３
）

だ
と
い
う
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
民
間
教
育
研

究
団
体
に
よ
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
代
表
的
な
取
り
組
み
と

し
て
、愛
知
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
の
小
出
隆
司
に
よ
る「
ぞ
う
れ
っ

し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
に
着
目
し
、
そ
の
実
相
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

小
出
は
、
愛
知
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
を
代
表
す
る
小
学
校
社
会

科
教
師
で
あ
っ
た
。
小
出
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の

教
材
開
発
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
先
行
研
究
が
あ
る
。
村
田

（
二
〇
〇
六
）
は
、「
小
出
が
担
任
し
て
い
た
一
年
生
の
子
ど
も
た

ち
に
、
戦
時
中
に
上
野
動
物
園
で
象
を
は
じ
め
多
く
の
動
物
た
ち
が

軍
の
命
令
で
射
殺
さ
れ
た
悲
し
い
物
語
で
あ
る
『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ

う
』
の
読
み
聞
か
せ
を
し
た
時
、
い
つ
も
腕
白
な
子
ど
も
た
ち
の
目

に
も
大
粒
な
涙
が
ひ
か
っ
た
。
そ
れ
を
み
て
小
出
は
、
戦
時
中
、
名

古
屋
の
東
山
動
物
園
で
は
二
頭
の
象
が
守
り
ぬ
か
れ
た
こ
と
を
思
い

出
し
、そ
の
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
話
し
た
。
こ
ど
も
た
ち
の『
も
っ

と
く
わ
し
く
！
』
と
い
う
声
に
励
ま
さ
れ
て
、
様
々
な
取
材
を
行

い
、
そ
れ
が
一
九
七
六
年
の
歴
教
協
名
古
屋
大
会
を
機
会
に
児
童
向

け
の
絵
物
語
に
ま
と
め
ら
れ
た
。」
（
４
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
妻
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（
二
〇
一
七
）
は
、
小
出
の
「
ぞ
う
列
車
」
の
教
育
実
践
が
各
地
で

広
が
っ
た
条
件
に
つ
い
て
、「
一
つ
は
、
東
山
動
物
園
と
象
を
め
ぐ

る
人
間
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。」「
二
つ
目
は
、
東
山
動
物
園
と
象
を

め
ぐ
る
人
間
の
良
心
の
在
り
方
で
あ
る
。」「
三
つ
目
は
、現
代
の
様
々

な
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
を
解
決
す
る
将
来
へ
の
希
望
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。」
（
５
）

と
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
小
出
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ

が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
の
先
進
性
や
独
創
性
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
も
の
の
、
一
九
七
〇
年
代
と
い
う
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
、

な
ぜ
、
小
出
が
そ
の
よ
う
な
教
材
開
発
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た

の
か
と
い
う
背
景
や
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
。

　

教
師
の
教
材
開
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
池
野
（
二
〇
〇
九
）

が
、
教
育
内
容
―
教
材
の
系
列
で
進
め
る
「
上
か
ら
の
教
材
化
」
と

素
材
―
教
材
の
系
列
で
進
め
る
「
下
か
ら
の
教
材
化
」
と
い
う
二
つ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。「
上
か
ら
の
教
材
化
」
の

事
例
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
「
教
育
の
現
代
化
」
の
中
で

支
持
さ
れ
た
数
学
教
育
協
議
会
の
遠
山
啓
が
中
心
に
開
発
し
た
「
水

道
方
式
」
の
教
材
を
あ
げ
て
い
る（
６
）。

と
す
れ
ば
、
な
ぜ
、
小
出
は
、

一
九
七
〇
年
代
と
い
う
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
要

求
に
応
え
る
形
で
、
い
わ
ば
「
下
か
ら
の
教
材
化
」
の
よ
う
な
教
材

開
発
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
の
よ
う
な
教
師
の
教
材

開
発
の
実
相
に
つ
い
て
、
歴
史
研
究
を
通
じ
て
具
体
的
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
、
研
究
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
た
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
小
出
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き

た
」
の
教
材
開
発
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
論

じ
て
こ
な
か
っ
た
以
下
の
二
点
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。

　

第
一
に
、
一
九
七
〇
年
の
民
間
教
育
研
究
団
体
に
よ
る
「
地
域
の

掘
り
お
こ
し
」
を
通
じ
た
教
材
開
発
の
取
り
組
み
が
、
授
業
レ
ベ
ル

で
は
、
実
際
に
教
師
の
ど
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い
て
取
り
組
ま
れ

て
い
た
の
か
。

　

第
二
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
民
間
教
育
研
究
運
動
に
お
い
て
は
、

〈
生
活
主
義
〉と〈
科
学
主
義
〉の
結
合
が
め
ざ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
、
教
師
の
ど
の
よ
う
な
葛
藤
や
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ

た
か
。

　

研
究
の
手
続
き
は
、以
下
の
通
り
進
め
る
。
は
じ
め
に
、小
出
が
「
ぞ

う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
進
め
た
一
九
七
〇
年
代

に
お
け
る
民
間
教
育
研
究
団
体
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
、

当
時
の
資
料
を
も
と
に
論
じ
る
。
次
に
、
小
出
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が

や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
の
取
り
組
み
の
実
相
に
つ
い
て
、
資
料
を

も
と
に
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
可
能
な
範
囲
で
、

当
時
の
小
出
の
教
材
開
発
に
関
わ
る
一
次
史
料
の
収
集
・
分
析
を
行
い
、

不
明
な
点
に
関
し
て
は
、
小
出
本
人
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
補
足
的
に

行
う
。
以
上
の
手
続
き
を
通
し
て
、
そ
の
実
相
に
迫
り
た
い
。
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二
、一
九
七
〇
年
代
・
歴
史
教
育
者
協
議
会
に
お
け
る
「
地

域
の
掘
り
お
こ
し
」

　

民
間
教
育
研
究
団
体
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
学
習
指
導
要
領
か

ら
相
対
的
に
距
離
を
置
く
こ
と
で
、
教
材
の
自
主
編
纂
や
教
育
研
究

活
動
を
推
進
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
民
間
教
育
研
究
運

動
に
対
し
て
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
（
無
政
府
主
義
）
や
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ

ム
（
共
産
主
義
）
で
あ
る
と
い
う
評
価
も
あ
り
、
所
属
す
る
教
師
の

教
育
活
動
に
お
い
て
困
難
が
生
じ
る
場
合
も
あ
っ
た（

７
）。

　

歴
史
教
育
者
協
議
会
（
以
下
、
歴
教
協
）
は
、
一
九
四
九
年
七
月

一
四
日
に
東
京
の
文
教
高
等
学
校
で
創
立
大
会
を
開
催
し
、「
私
た

ち
は
限
り
な
く
祖
国
を
愛
す
る
」、
で
始
ま
る
『
歴
史
教
育
者
協
議

会
設
立
趣
意
書
』
を
採
択
し
て
か
ら
、
毎
年
全
国
大
会
を
開
催
し
、

歴
史
教
育
に
関
す
る
研
究
活
動
を
推
進
し
て
き
た
民
間
教
育
研
究
団

体
で
あ
る
。
愛
知
県
で
は
、
歴
教
協
の
会
員
に
よ
っ
て
全
県
組
織
を

作
ろ
う
と
い
う
意
見
が
高
ま
り
、
一
九
六
七
年
九
月
一
七
日
に
名
古

屋
支
部
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
り
、
愛
知
県
歴
史
教
育
者
協
議
会

（
以
下
、
愛
知
歴
教
協
）
が
結
成
さ
れ
た（

８
）。

　

一
九
七
〇
年
代
に
は
、
歴
教
協
・
日
本
生
活
教
育
連
盟
・
教
育
科

学
研
究
会
な
ど
の
民
間
教
育
研
究
団
体
に
よ
っ
て
「
地
域
に
根
ざ
す

社
会
科
」

（
９
）

実
践
が
全
国
的
に
取
り
組
ま
れ
た
。
そ
う
し
た
民
間
教

育
研
究
団
体
に
お
け
る
「
地
域
に
根
ざ
す
社
会
科
」
実
践
に
関
連
し

て
、「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
が
生
ま
れ
た
。

一
九
七
七
年
一
月
に
、
埼
玉
県
で
開
催
さ
れ
た
教
育
研
究
全
国
集
会

（
日
本
教
職
員
組
合
が
主
催
す
る
全
国
的
な
教
育
に
関
す
る
研
究
集

会
）
の
社
会
科
分
科
会
の
報
告
を
見
て
も
、「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
実
践
が
多
く
登
場
し
て
い
た
。歴
教
協
に
よ
る「
地

域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
地
域
の
掘
り
お
こ
し
と
教
育
実
践
が
多
様
な
展
開
を

見
せ
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら

子
ど
も
と
地
域
を
み
つ
め
た
実
践
が
数
多
く
生
み
だ
さ
れ
、
民
衆

の
中
の
教
師
、
民
衆
に
学
ぶ
教
師
と
し
て
、
そ
の
多
様
な
授
業
実

践
の
中
に
お
い
て
、
教
育
実
践
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
、
表
現

の
変
革
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

　
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
分
科
会
は
、
一
九
六
六
年
第
一
八
回

大
会
か
ら
一
九
六
九
年
第
二
一
回
大
会
ま
で
地
域
史
分
科
会
と
し

て
お
か
れ
、
従
来
の
郷
土
史
や
地
方
史
に
対
し
て
、
地
域
の
主

体
性
を
確
定
し
、
地
域
を
原
点
と
し
て
変
革
主
体
の
形
成
を
追

求
す
る
新
し
い
理
論
と
実
践
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
、
第
二
二
回
大
会
か
ら
第
一
グ
ル
ー
プ
「
地
域
・
日

本
・
世
界
」
の
中
の
「
地
域
分
科
会
」
と
さ
れ
た
の
だ
が
、
歴
教

協
大
会
に
お
け
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
分
科
会
に
限
っ
て
も
、
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沖
縄
大
会
で
「
地
域
の
民
衆
の
歴
史
を
発
掘
し
、
教
材
化
し
て
い

く
た
め
に
、
お
互
い
の
経
験
を
も
ち
よ
り
討
論
を
深
め
て
い
く
こ

と
」
が
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
以
来
、
地
域
の
民
衆
の
要
求
に

答
え
る
掘
り
お
こ
し
と
と
も
に
、
教
材
化
の
理
論
が
追
求
さ
れ
て

き
て
お
り
、
七
四
年
兵
庫
大
会
、
七
五
年
千
葉
大
会
で
は
、
教
育

実
践
の
分
散
会
が
も
た
れ
、
七
六
年
愛
知
大
会
で
は
、
掘
り
お
こ

し
運
動
と
教
材
化
を
統
一
し
て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
、
分
散
会

を
構
成
す
る
に
い
た
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
歴
教
協
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
「
地
域
の
掘

り
お
こ
し
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
実
践
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
民
間
教

育
研
究
団
体
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
歴
教
協
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ

し
」
に
関
し
て
、
佐
々
木
勝
男
は
、
そ
の
タ
イ
プ
か
ら
、
①
地
域
の

教
材
化
、
②
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
③
古
文
書
研
究
、
④
地
域
民
衆

史
の
掘
り
お
こ
し
運
動
、の
四
つ
に
分
類
し
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
中
で
も
、

①
地
域
の
教
材
化
に
つ
い
て
、「
い
ま
や
、地
域
の
教
材
化
は
、小
・
中
・

高
の
社
会
科
教
育
の
な
か
で
、
一
つ
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
な
か
で
社
会
科
の
教
育
課
程
、
教
材
内
容
の
編
成
、
教
授
＝

学
習
過
程
、
子
ど
も
の
社
会
認
識
な
ど
に
根
本
的
な
問
題
を
投
げ
か

け
て
い
る
。」）

（（
（

と
述
べ
、
そ
の
意
義
へ
の
注
目
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
歴
教
協
に
お
け
る
「
地
域
の
掘

り
お
こ
し
」
は
、「
教
師
が
地
域
を
掘
り
お
こ
し
、
教
材
化
す
る
の

み
で
な
く
、
掘
り
お
こ
し
運
動
の
中
で
、
教
師
自
身
の
意
識
変
革
を

基
礎
に
、
子
ど
も
の
学
ぶ
力
、
自
己
形
成
力
を
ひ
き
だ
す
教
材
を
自

主
編
成
す
る
課
題
を
持
ち
は
じ
め
て
い
た
」）

（（
（

と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
歴
教
協
の
教
師
た
ち
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
「
地
域

の
教
材
化
」
を
通
じ
て
、
子
ど
も
と
地
域
を
み
つ
め
、
言
葉
や
表
現

を
変
革
し
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
で
は
、
小
出
は
、
一
九
七
〇
年
代
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
に
着
手
し
、
教

材
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
。

三
、
小
出
隆
司
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

　

小
出
隆
司
は
、
一
九
三
八
年
、
愛
知
県
名
古
屋
市
に
生
ま
れ
る
。

一
九
六
一
年
に
愛
知
学
芸
大
学
社
会
科
を
卒
業
し
、
同
年
、
名
古
屋

市
立
小
学
校
の
教
諭
と
な
り
、
一
九
九
九
年
に
定
年
退
職
す
る
。
そ

の
後
、
愛
知
教
育
大
学
非
常
勤
講
師
、
愛
知
淑
徳
大
学
准
教
授
、
愛

知
県
立
大
学
非
常
勤
講
師
な
ど
を
つ
と
め
る）

（（
（

。
主
な
著
書
に
は
、『
ぞ

う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
』（
岩
崎
書
店
、一
九
八
三
年
）
が
あ
り
、

こ
の
絵
本
は
、
一
九
七
五
年
度
に
担
当
し
て
い
た
小
学
二
年
生
を
対

象
に
開
発
し
た
地
域
教
材
の
自
主
制
作
プ
リ
ン
ト
が
も
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

小
出
が
、
平
和
教
育
に
取
り
組
も
う
と
し
た
背
景
に
は
、
自
ら
の

幼
少
期
の
戦
争
体
験
が
あ
っ
た
。
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今
年
は
、
三
〇
回
目
の
八
月
一
五
日
を
迎
え
ま
す
。
当
時
、
国

民
学
校
の
一
年
生
で
あ
っ
た
私
は
、
今
、
三
児
の
父
親
。
時
の
流

れ
の
早
さ
に
驚
く
ば
か
り
で
す
。

　

堤
に
薬
草
を
取
り
に
行
き
、
空
襲
警
報
に
な
っ
て
急
い
で
帰
え

る
途
中
、上
空
に
飛
ん
で
い
た
ト
ン
ビ
を
艦
載
機
と
ま
ち
が
え
て
、

ド
ブ
の
溝
に
と
び
込
ん
で
、
頭
を
か
か
え
て
い
た
こ
と
や
、
爆
撃

で
付
近
の
町
が
炎
に
包
ま
れ
、
私
の
住
ん
で
い
る
家
に
火
が
迫
っ

て
き
た
た
め
、
妹
を
背
負
っ
た
母
親
と
と
も
に
逃
げ
た
と
き
の
こ

と
。
ま
た
、
戦
後
の
食
糧
不
足
や
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
で
極
度
に
追

い
つ
め
ら
れ
た
苦
し
い
生
活
、
貧
困
と
空
腹
と
の
闘
い
な
ど
、
幼

い
頃
の
、
あ
の
想
い
出
は
、
私
の
脳
裡
に
強
烈
に
焼
き
付
い
て
は

な
れ
ま
せ
ん
。

　

教
師
に
な
っ
て
以
来
、
折
り
に
ふ
れ
、
子
ど
も
た
ち
に
私
の
体

験
や
、
本
な
ど
を
と
お
し
て
、
戦
争
の
残
酷
さ
非
常
さ
を
知
ら
せ

な
が
ら
、
平
和
の
大
切
さ
を
説
き
、
力
を
合
わ
せ
て
平
和
な
世
界

を
築
こ
う
と
語
り
か
け
て
き
ま
し
た
。）

（（
（

（
傍
線
部
は
筆
者
）

　

こ
う
し
た
戦
争
に
対
す
る
意
識
を
も
つ
な
か
で
、
教
科
書
を
捉
え

た
場
合
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
段
階
で
、
教
科
書
記
述
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
な
課
題
を
持
っ
て
い
た
。

　

教
科
書
に
お
け
る
記
述
は
、
家
永
訴
訟
、
ま
た
本
大
会
の
久
司

報
告
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
歴
史
事
実
を
歪
曲
し
、
非
科
学
的
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
戦
争
」
に
つ
い
て
は
、
教
育
的
配
慮
と
い
う

名
目
で
、
戦
争
の
局
部
的
理
解
が
推
奨
さ
れ
、
国
民
が
歪
ん
だ
戦

争
観
を
形
成
す
る
よ
う
に
し
む
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
記
述
の
特
色

は
、
一
貫
し
て
帝
国
主
義
的
侵
略
戦
争
の
侵
略
性
を
隠
ぺ
い
す
る

方
向
を
と
り
、
戦
争
を
社
会
の
矛
盾
と
し
て
扱
う
こ
と
を
極
力
さ

け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
戦
争
反
対
の
勢
力
（
反
戦
運
動
＝

愛
国
心
）
の
存
在
や
、
戦
争
に
よ
る
国
民
の
犠
牲
に
は
あ
ま
り
ふ

れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
は
、
戦
争

を
考
え
る
場
合
、
帝
国
主
義
者
に
よ
る
侵
略
戦
争
と
被
支
配
民
族

に
よ
る
民
族
解
放
戦
争
と
を
一
様
に
罪
悪
視
し
て
し
ま
う
も
の
が

非
常
に
多
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
小
学
校
で
戦
争
を

ど
う
教
え
る
か
。」
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
私
は
戦
争
を
、
考
え
る
素
材
と
し
て
の
資
料
を
用
意
し
、
子

ど
も
た
ち
の
思
考
を
練
ら
せ
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
な
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
。
即
ち
戦
争
を
局
部
的
理
解
に
よ
っ
て
で
は
な
く
多
面

的
に
み
つ
め
さ
せ
る
こ
と
―
「
国
際
的
、
国
内
的
な
政
治
、
経
済
、

社
会
の
矛
盾
の
産
物
と
し
て
扱
い
、
そ
の
原
因
、
主
体
、
手
段
、

戦
術
、
機
能
な
ど
の
総
体
、
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
」
が
た
い
せ

つ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。）

（（
（

（
傍
線
部
は
筆
者
）

　

こ
う
し
た
小
出
の
平
和
教
育
の
活
動
拠
点
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
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愛
知
県
歴
教
協
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
、
第
１
回
東
海

ブ
ロ
ッ
ク
集
会
（
一
九
七
一
年
一
一
月
二
〇
、二
一
日
）
を
小
出
宅

で
開
催
す
る
な
ど
、
小
出
は
、
愛
知
県
歴
教
協
を
代
表
す
る
実
践
家

と
な
っ
て
い
た
。
愛
知
県
歴
教
協
の
会
員
と
し
て
、
地
域
の
社
会
科

教
育
・
歴
史
教
育
に
責
任
を
負
う
と
い
う
自
負
の
下
、
県
下
に
支
部

を
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
を
使
命
に
し
て
、
全
国
の
仲
間
た
ち
の
実
践

を
カ
バ
ン
に
入
れ
、
県
内
を
走
り
回
っ
た
と
い
う
。
そ
の
成
果
と
し

て
一
八
支
部
の
体
制
が
で
き
、
月
一
回
の
学
習
例
会
、
県
委
員
会
の

開
催
、
現
地
見
学
を
各
支
部
周
り
で
主
催
し
、
地
域
の
理
解
を
深
め

合
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る）

（（
（

。

　

そ
し
て
、
一
九
七
四
年
二
月
、
日
本
教
職
員
組
合
主
催
の
全
国
教

育
研
集
会
（
岡
山
市
）
に
参
加
し
た
小
出
は
、
戦
時
中
、
東
京
の
上

野
動
物
園
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を
も
と
に
し
た
絵
本
教
材
『
か
わ
い

そ
う
な
ぞ
う
』
の
実
践
レ
ポ
ー
ト
を
聞
き
、「
感
動
的
な
実
践
報
告

で
す
が
、
象
を
殺
し
て
初
め
て
戦
争
の
悲
惨
さ
を
知
る
と
い
う
点
で

教
材
と
し
て
問
題
が
あ
る
の
で
は
。
名
古
屋
の
動
物
園
で
は
象
を
守

り
抜
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。」
と
発
言
し
た
と
い
う
。
そ

の
発
言
が
『
日
本
の
教
育
』（
一
九
七
五
年
）
に
「
そ
う
い
う
本
が

あ
る
」
と
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が

や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

小
出
は
、
自
作
し
た
ガ
リ
版
刷
り
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て

き
た
」（
一
九
七
五
年
七
月
一
五
日
付
）
を
も
と
に
、
小
学
二
年
生

に
対
し
て
読
み
聞
か
せ
を
行
っ
た
。
そ
の
実
践
は
、
一
九
七
五
年
八

月
一
〜
三
日
、
歴
史
教
育
者
協
議
会
第
二
七
回
全
国
大
会
（
千
葉
大

会
）・
小
学
校
低
学
年
部
会
で
、「
象
列
車
が
や
っ
て
き
た
」
と
し
て

報
告
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
も
と
に
な
り
、『
歴
史
地
理
教
育
』
第

二
四
〇
号
（
一
九
七
五
年
八
月
号
）
に
実
践
記
録
が
報
告
さ
れ
、『
愛

知
民
衆
の
歴
史
』（
一
九
七
六
年
）
に
も
お
話
教
材
と
し
て
収
録
さ

れ
た
。
一
九
七
六
年
八
月
一
〜
五
日
の
歴
教
協
第
二
八
回
全
国
大
会

（
名
古
屋
市
）
に
お
い
て
は
、地
元
開
催
を
機
に
、絵
物
語
『
ぞ
う
れ
っ

し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
』（
山
内
辰
夫
・
高
井
昌
子
絵
）
と
し
て
自
費

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
」
の
展
開
は
、
フ
ォ
ー

ク
ソ
ン
グ
、
演
劇
、
合
唱
組
曲
、
社
会
科
教
科
書
・
英
語
教
科
書
、

平
和
教
育
教
材
、
人
権
教
育
副
読
本
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
、
歌

唱
紙
芝
居
、
国
際
交
流
の
題
材
、
各
種
学
校
の
文
化
祭
・
総
合
学
習

の
題
材
な
ど
に
広
く
活
用
さ
れ
、
世
界
的
に
も
著
名
な
物
語
と
な
っ

て
い
る
。

四
、「
ぞ
う
れ
し
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発

　

小
出
は
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」

の
教
材
開
発
に
着
手
し
た
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、「
私
が
歴
教

協
に
参
加
し
た
三
〇
年
前
（
以
後
、
全
国
大
会
皆
勤
）、
平
和
・
民

主
主
義
・
科
学
的
社
会
認
識
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
さ
え
白
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い
目
で
見
ら
れ
る
教
育
現
場
の
状
況
が
あ
っ
た
。
嘘
の
よ
う
な
本
当

の
話
。当
初『
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
』も
同
じ
道
を
歩
ん
だ
。」）

（（
（

と
振
り
返
っ

て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
五
年
岡
山
市
で
開
催
さ
れ
た
教
研

集
会
に
つ
い
て
は
、
小
出
が
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

　

新
幹
線
岡
山
駅
前
で
は
、
右
翼
団
体
の
大
音
量
の
「
歓
迎
」、

路
上
や
歩
道
橋
の
階
段
に
は
、
赤
や
白
の
ペ
ン
キ
で
「
日
教
組
粉

砕
‼
」、会
場
ま
で
の
沿
道
で
は
「
解
同
」
朝
田
派
の
ビ
ラ
ま
き
姿
、

会
場
周
辺
に
は
岡
山
県
警
の
大
警
備
陣
、
最
近
の
こ
う
し
た
光
景

に
は
、
慣
れ
て
特
別
な
感
じ
は
し
な
い
が
、
や
は
り
不
快
で
あ
っ

た
。

　

統
一
戦
線
の
逆
流
現
象
が
、
反
共
と
い
う
命
題
で
統
一
さ
れ
て

渦
巻
い
て
い
る
。
権
力
に
よ
る
分
裂
策
動
に
乗
せ
ら
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
と
な
っ
て
、
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
革
新
の
真

偽
が
、
審
判
さ
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
歴
史
的
状
況
の
下
に
、
い

ま
自
分
が
在
る
こ
と
を
膚
で
感
じ
な
が
ら
、
会
場
に
い
そ
い
だ）

（（
（

。

　

小
出
が
「
日
教
組
教
研
全
国
大
会
の
社
会
科
分
科
会
に
自
主
参
加

し
た
」
際
に
は
、「
年
休
」
を
と
っ
て
参
加
し
た
と
い
う）

（（
（

。
で
は
、

そ
う
し
た
歴
史
的
状
況
が
あ
っ
た
中
で
、な
ぜ
、小
出
は
、「
ぞ
う
れ
っ

し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
に
着
手
で
き
た
の
か
。
そ
の
経

緯
に
つ
い
て
、
小
出
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
絵
本
『
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
』
の
誕
生

に
つ
い
て
記
す
。

　

一
九
七
五
年
の
は
じ
め
、
一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
『
か
わ
い

そ
う
な
ぞ
う
』（
つ
ち
や
ゆ
き
お
著
）
を
読
み
聞
か
せ
た
。
こ
の

話
は
、
戦
時
中
東
京
の
上
野
動
物
園
で
、
象
を
は
じ
め
多
く
の
動

物
た
ち
が
、
軍
や
内
務
省
の
命
令
で
次
々
に
殺
さ
れ
て
い
く
悲
し

い
物
語
で
あ
る
。
い
つ
も
元
気
で
腕
白
な
子
ど
も
た
ち
の
目
に
大

粒
の
涙
が
光
り
、
教
室
は
子
ど
も
た
ち
の
す
す
り
泣
き
に
包
ま
れ

た
。

　

子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
当
惑
し
た
私
は
、
地
元
名
古
屋
の
東
山

動
物
園
で
は
、
二
頭
の
象
が
守
り
抜
か
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、

悲
し
む
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
話
し
た
。
す
る
と
子
ど
も
た

ち
の
表
情
が
一
変
し
て
明
る
く
な
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を

見
て
ほ
っ
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。「
先

生
、
そ
の
話
も
っ
と
く
わ
し
く
話
し
て
！
」
と
、
せ
が
ん
だ
。
で

も
、
私
は
そ
の
事
実
（『
本
土
空
襲
記
録
―
水
谷
メ
モ
』
パ
ン
フ
。

中
部
日
本
新
聞
）
し
か
知
ら
ず
困
っ
た
。
一
年
生
だ
か
ら
そ
の
う

ち
に
忘
れ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
う
は
い
か
な

く
て
子
ど
も
た
ち
の
追
及
が
続
い
た
。

　

あ
る
日
、
Ｙ
こ
さ
ん
が
私
の
そ
ば
に
き
て
「
先
生
、
ウ
ソ
を
言

う
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
、
お
母
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ
」

と
言
っ
て
席
に
も
ど
っ
た
。
こ
の
ひ
と
突
き
の
言
葉
が
契
機
と
な

り
、
守
り
抜
か
れ
た
象
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
と
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こ
こ
か
ら
は
、
一
年
生
の
子
ど
も
た
ち
の
要
求
に
応
え
る
形
で
、

愛
知
県
歴
教
協
に
お
け
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
と
関
連
し
た
活

動
と
し
て
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
に
取

り
組
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。小
出
が
、全
国
教
研
集
会
に
お
い
て
、「
名

古
屋
の
東
山
動
物
園
で
は
助
け
た
事
例
が
あ
る
し
作
品
に
も
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ
』
う
（
マ
マ
）
だ
け
で
な
く
、

殺
さ
な
か
っ
た
そ
れ
も
扱
お
う
。
小
学
校
低
学
年
で
、『
な
ぜ
起
こ
っ

た
の
か
、
な
ぜ
防
げ
な
か
っ
た
の
か
』
を
扱
う
の
は
む
り
だ
」）

（（
（

と
発

言
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
出
は
、
小
学
校
低
学
年

の
発
達
段
階
の
限
界
を
踏
ま
え
て
、『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ
う
』
と
は

別
の
教
材
づ
く
り
の
必
要
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
教
材
づ
く
り
の
た
め
の
調
査
取
材
は
、
ま
た
困
難
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
。
続
け
て
小
出
は
述
べ
る
。

　

同
年
（
筆
者
注
：
一
九
七
五
）
二
月
、
岡
山
県
で
開
催
さ
れ
た

日
教
組
教
研
全
国
大
会
の
社
会
科
分
科
会
に
自
主
参
加
し
た
。
絵

本
『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ
う
』
を
題
材
に
し
た
実
践
報
告
を
聞
き
感

動
し
た
。
し
か
し
、「
感
動
的
な
実
践
報
告
で
す
が
、
象
を
殺
し

て
初
め
て
戦
争
の
悲
惨
さ
を
知
る
と
い
う
点
で
教
材
と
し
て
問
題

が
あ
る
の
で
は
。
名
古
屋
の
動
物
園
で
は
象
を
守
り
抜
い
た
と
い

う
事
実
が
あ
り
ま
す
。」と
発
言
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
日

本
の
教
育
』（
一
九
七
五
年
）
で
、「
そ
う
い
う
本
が
あ
る
」
と
紹

介
さ
れ
て
い
た
。
幻
の
本
の
出
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ま
い
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
見
て
い
て
電
話
帳
か
ら
人
捜

し
を
す
る
場
面
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
東
山
動
物
園
初
代
園
長
北

王
英
一
氏
（
故
人
）
の
所
在
を
確
認
し
た
。
電
話
帳
か
ら
市
内
に

在
住
さ
れ
て
み
え
る
こ
と
が
わ
か
り
早
速
電
話
を
し
た
。
そ
れ
ま

で
の
経
緯
を
お
話
し
た
と
こ
ろ
快
く
会
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
ご

返
事
を
い
た
だ
い
た
。
天
に
昇
る
気
持
ち
で
北
王
邸
を
お
訪
ね
し

た
。

　
「
戦
後
三
〇
年
を
経
過
し
て
、
痛
ま
し
い
想
い
が
夢
枕
に
出
な

く
な
っ
た
。
あ
な
た
は
、
わ
た
し
の
つ
ら
い
胸
中
を
引
っ
掻
き
回

さ
れ
る
の
で
す
ね
。」（
要
旨
）
と
言
わ
れ
た
。
会
っ
て
い
た
だ
け

る
喜
び
が
先
行
し
て
、北
王
氏
の
胸
中
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
た
。

自
分
の
軽
率
さ
を
お
詫
び
し
て
そ
の
日
は
帰
路
に
就
い
た
。
忘
れ

た
い
事
柄
を
掘
り
起
こ
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
お
も
い
が
錯
綜
し

て
苦
渋
を
乗
り
越
え
て
協
力
し
て
下
さ
っ
た
北
王
園
長
さ
ん
は
じ

な
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
各
地
で
戦
争
体
験
の
掘
り
お
こ
し
や
空
襲

を
記
録
す
る
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
愛
知
県
歴
史
地
理

教
育
者
協
議
会
で
も
、
県
下
の
各
地
域
の
民
衆
の
歴
史
を
掘
り
起

こ
す
活
動
を
進
め
て
い
た
。

小
出
隆
司
「
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
に
走
り
つ
づ
け
る
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
」

自
作
プ
リ
ン
ト
、
二
〇
〇
九
年
版
、
二
頁
（
傍
線
部
は
筆
者
）
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め
関
係
者
の
方
々
の
ご
協
力
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
っ
た
。

　

歴
史
の
掘
り
お
こ
し
と
い
う
行
為
は
、
当
事
者
に
あ
っ
て
は

様
々
な
意
味
で
歴
史
の
再
評
価
が
と
も
な
い
、
個
々
の
人
権
に
深

く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
点
を
、
最
大
限
に
配

慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
心
に
刻
印
し
た
。

そ
の
後
も
、
取
材
を
続
け
て
い
る
。
北
王
氏
の
故
郷
を
訪
ね
て
の

取
材
、
象
列
車
に
乗
っ
た
人
た
ち
、
そ
の
た
め
に
奮
闘
さ
れ
た
先

生
方
。
子
ど
も
議
会
を
体
験
さ
れ
た
人
た
ち
、そ
の
後
の
出
来
事
。

動
物
の
射
殺
を
任
務
と
し
た
猟
友
会
人
た
ち
、
象
列
車
を
運
転
さ

れ
た
機
関
士
、
当
時
の
貴
重
な
写
真
の
提
供
な
ど
、
新
し
い
出
会

い
を
重
ね
て
い
る
。

　

こ
こ
で
小
出
が
、「
会
っ
て
い
た
だ
け
る
喜
び
が
先
行
し
て
、
北

王
氏
の
胸
中
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
た
。
自
分
の
軽
率
さ
を
お
詫
び

し
て
そ
の
日
は
帰
路
に
就
い
た
」「
歴
史
の
掘
り
お
こ
し
と
い
う
行

為
は
、
当
事
者
に
あ
っ
て
は
様
々
な
意
味
で
歴
史
の
再
評
価
が
と
も

な
い
、
個
々
の
人
権
に
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ

の
点
を
、
最
大
限
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強

く
心
に
刻
印
し
た
」
と
反
省
し
た
よ
う
に
、
教
材
開
発
の
た
め
の
取

材
調
査
は
、
失
敗
や
苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
小
出
が
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き

た
」
の
教
材
開
発
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
、
な
ぜ
か
。
小
出
が
教
材

化
に
至
っ
た
理
由
は
、
次
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
に
は
、
小
学
低
学
年
の
担
任
経
験
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち

の
素
朴
な
願
い
に
応
え
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
小
出
は
、
当

時
、「
低
・
中
学
年
の
社
会
科
学
習
で
は
、
感
性
的
認
識
を
大
切
に

す
る
こ
と
が
、
科
学
的
な
社
会
認
識
、
歴
史
的
認
識
を
養
う
基
礎
に

な
る
」）

（（
（

と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
小
学
校
低
学
年
の

子
ど
も
た
ち
な
り
の
「
先
生
、そ
の
話
も
っ
と
く
わ
し
く
話
し
て
！
」

と
い
う
声
や
、「
ウ
ソ
を
言
う
こ
と
は
い
け
な
い
こ
と
だ
」
と
い
う

追
及
を
大
切
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
、
感
性
的
認
識
に
合
わ
せ

た
教
材
づ
く
り
の
必
要
性
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
通
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
戦
争

の
「
抵
抗
」
の
事
実
を
教
え
る
必
要
性
を
感
じ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
前
よ
り
小
出
は
、「
私
は
戦
争
を
、
考
え
る
素
材
と
し
て
の

資
料
を
用
意
し
、
子
ど
も
た
ち
の
思
考
を
練
ら
せ
る
こ
と
が
何
よ
り

大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
即
ち
戦
争
を
局
部
的
理
解
に
よ
っ
て

で
は
な
く
多
面
的
に
み
つ
め
さ
せ
る
こ
と
」）

（（
（

が
大
切
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
絵
本
作
品
と
い
う
形
で
、
地
域
に
お
け
る

戦
争
の
「
被
害
」
だ
け
で
な
く
、「
抵
抗
」
の
事
実
を
見
つ
め
さ
せ

る
こ
と
を
大
切
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
歴
教
協
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
へ
の
参
加
を
通

じ
て
、「
地
域
を
と
り
あ
げ
る
と
子
ど
も
た
ち
が
い
き
い
き
す
る
」

小
出
隆
司
「
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
に
走
り
つ
づ
け
る
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
」

自
作
プ
リ
ン
ト
、
二
〇
〇
九
年
版
、
三
―
四
頁
（
下
線
部
は
筆
者
）
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と
い
っ
た「
地
域
の
教
材
化
」へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
た
め
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
教
研
集
会
に
参
加
し
て
い
た
岩
手
県
の
中
島
一
氏
が
、

『
歴
史
地
理
教
育
』
の
読
書
の
広
場
に
、「
象
を
殺
す
話
と
あ
わ
せ
て
、

生
か
す
話
が
語
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
、
子
ど
も
の
質
が
高
ま
っ

て
、
心
の
奥
底
か
ら
の
重
み
を
も
っ
た
『
戦
争
は
な
ぜ
お
こ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
』『
ど
う
し
て
戦
争
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
』
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
象
を

生
か
し
た
話
を
ぜ
ひ
、
広
め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」
と
投
稿
し
た

言
葉
に
も
励
ま
さ
れ
た
と
い
う）

（（
（

。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
小
出
は
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」

の
教
材
開
発
に
思
い
至
り
、
自
作
教
材
を
活
用
し
た
授
業
実
践
に
取

り
組
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
出
が
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ

が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
に
着
手
し
た
背
景
に
は
、
子
ど
も
た

ち
の
素
朴
な
願
い
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、
自
ら
の
戦
争
体
験

が
あ
っ
た
こ
と
、「
地
域
の
教
材
化
」
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
た

め
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
自
作
教
材
「
ぞ
う
れ
し
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
を

活
用
し
た
授
業
実
践

　

小
出
は
、
一
九
七
五
年
七
月
一
五
日
に
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ

て
き
た
」
の
自
作
プ
リ
ン
ト）

（（
（

を
完
成
さ
せ
、
当
時
担
任
し
て
い
た
小

学
校
二
年
生
を
対
象
に
、
そ
の
自
作
教
材
を
活
用
し
た
授
業
実
践
に

取
り
組
ん
で
い
た
。
授
業
実
践
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
五
年

度
・
歴
教
協
千
葉
大
会
の
記
録
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ

て
い
る
。

○
象
列
車
が
や
っ
て
き
た

　

名
古
屋
の
東
山
動
物
園
の
象
は
、
戦
争
中
軍
部
の
手
か
ら
ど

う
守
り
抜
か
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
小
出
が
ほ
り
お

こ
し
た
事
実
を
も
と
に
お
話
を
創
作
し
、
実
践
し
た
も
の
。
小

出
が
こ
の
実
践
を
し
よ
う
と
思
っ
た
動
機
は
、「
か
わ
い
そ
う
な

ぞ
う
」
を
読
ん
で
あ
げ
る
と
、
同
情
と
哀
れ
み
の
感
想
し
か
出

て
こ
な
い
。
こ
こ
を
の
り
越
え
る
「
で
は
な
ぜ
戦
争
が
お
き
た

の
か
」「
だ
れ
が
戦
争
を
お
こ
し
た
の
か
」
を
一
歩
つ
っ
こ
ん
で

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
子
に
し
た
く
て
と
り
く
ん
だ
。
民
衆

が
戦
時
下
の
な
か
で
、
さ
さ
や
か
な
、
ギ
リ
ギ
リ
の
抵
抗
を
し

て
い
た
こ
と
も
教
え
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
動
物
を
心
か
ら
愛
し
つ
づ
け
た
人
々
の
い
た
こ
と
も
、

感
動
を
持
っ
て
感
じ
と
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
戦
争
そ
の
も
の
の
本
質
を
乗
せ
た
本

が
少
な
い
。
だ
か
ら
、
社
会
科
的
事
実
語
り
も
の
の
創
作
も
や
っ

て
み
た
い
と
い
う
目
的
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

小
川
護
・
小
沢
勇
「
六
幼
年
　
七
小
学
校
低
学
年
」『
歴
史
地
理
教
育
』

第
二
四
四
号
、
一
九
七
五
年
一
一
月
臨
時
増
刊
号
、
六
二
―
六
三
頁
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こ
こ
で
「『
で
は
な
ぜ
戦
争
が
お
き
た
の
か
』『
だ
れ

が
戦
争
を
お
こ
し
た
の
か
』
を
一
歩
つ
っ
こ
ん
で
と
ら

え
る
こ
と
の
で
き
る
子
に
し
た
く
て
と
り
く
ん
だ
。」

「
民
衆
が
戦
時
下
の
な
か
で
、
さ
さ
や
か
な
、
ギ
リ
ギ

リ
の
抵
抗
を
し
て
い
た
こ
と
も
教
え
た
か
っ
た
こ
と
の

一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
動
物
を
心
か
ら
愛
し
つ
づ
け
た

人
々
の
い
た
こ
と
も
、
感
動
を
持
っ
て
感
じ
と
っ
て
も

ら
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。「
社
会
科
的
事
実
語

り
も
の
の
創
作
も
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
、

先
述
の
小
出
が
教
材
化
に
至
っ
た
三
つ
の
理
由
が
、
裏

付
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

授
業
実
践
の
流
れ
は
、
表
１
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
は
、
授
業
実
践
の
特
質
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
つ
は
、「
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
る
」「
作
文
を
書
か

せ
る
」「
感
想
を
話
し
合
う
」
と
い
っ
た
授
業
展
開
の

流
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
小
学

校
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
の
発
達
段
階
へ
の
着
目
は
、

「
私
は
、
社
会
科
で
、
文
学
教
材
が
多
く
活
用
さ
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
は
大
変
い
い
こ
と
だ
と
思
う
が
、
扱
う

作
品
か
ら
、
何
を
引
き
出
す
か
、
ま
た
、
子
ど
も
た
ち

か
ら
何
が
ひ
き
出
せ
る
の
か
、
教
材
と
し
て
の
有
効
性

表１　自作教材「ぞうれっしゃがやってきた」を活用した授業実践の流れ

段階 学習活動・教師の行為 資料

１次
①「かわいそうなぞう」を読み聞かせる。
　→ 作文を書かせる。
　→ 感想を出し合う。

・「かわいそうなぞう」『季刊教師の
はぐるま』3 号、部落問題研究所、
1969 年

２次 ②父母の戦争体験を聞いてくる。
　→ クラスで発表する。

※父母の年齢が若くて、限られた話し
か聞き取れなかった。

３次

③『ぞうれっしゃがやってきた』を読み聞
かせる。

　→ 作文を書かせる。
　→ 感想を話し合う。

・自作プリント

４次

④『糸井ちゃんせんそうのお話してあげる』
を読み聞かせる。

　→ クラスで話し合う。
　C : なぜ、戦争をするの？
　C ： 戦争ってどんなこと？

・八木義之介『絵本 糸井ちゃんせん
そうのお話してあげる』蒼海出版、
1973 年

５次

⑤『村いちばんのさくらの木』『四人の兵
士のものがたり』を読み聞かせる。

・来栖良夫『絵本 むらいちばんのさ
くらの木』岩崎書店、1972 年

・代田昇『絵本 四人の兵士のものが
たり』あすなろ書房、1973 年

６次

⑥日本軍の残虐行為に触れる必要性を感
じ、『少年少女おはなし日本歴史』を読
み聞かせる。

C : アジアで日本人は何をしたかについて
知る

・上川淳『少年少女おはなし日本歴
史』岩崎書店、1973 年

小出隆司「象列車がやってきた」『歴史地理教育』第240号、1975年 8 月号、84−85 頁より筆
者作成
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と
限
界
を
見
き
わ
め
て
授
業
に
と
り
組
む
必
要
性
を
感
じ
た
。」）

（（
（

と

い
っ
た
発
言
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
表
現
へ
の
着

目
は
、
小
出
を
『
学
級
文
集
』
作
成
に
も
向
か
わ
せ
て
い
た
の
で
あ

る）
（（
（

。

　

二
つ
目
は
、
戦
争
に
対
す
る
「
加
害
」
と
「
被
害
」
の
両
面
か
ら

捉
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
絵
本
を
資
料

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
点
に
関
連
し
て
小
出
は
、
こ
の
教
材
を
と

り
あ
げ
る
場
合
必
ず
、『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ
う
』（
つ
ち
や
ゆ
き
お
作
）

ま
た
は
、『
そ
し
て
ト
ン
キ
ー
は
し
ん
だ
』（
た
な
べ
ま
も
る
作
）
を

併
読
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
大

き
な
違
い
は
、『
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
』
は
ぞ
う
を
守
り
抜
き
ま
し
た
が
、

上
野
動
物
園
で
は
、
ぞ
う
を
死
に
追
い
や
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ

の
両
者
を
対
比
し
て
学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、
動
物
園
の
人
た
ち
と

動
物
と
の
か
か
わ
り
方
や
命
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
者
へ
の
怒
り
、
戦

争
の
恐
ろ
し
さ
、
戦
争
に
対
す
る
疑
問
の
目
を
育
て
た
い
と
考
え

て
」）

（（
（

い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
小
出
は
、
社
会
科
授
業
に

お
い
て
、
戦
争
に
対
し
て
「
加
害
」
と
「
被
害
」
の
両
面
か
ら
捉
え

さ
せ
、
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
や
戦
争
に
対
す
る
疑
問
の
目
を
育
て
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
主
編
成
や
自
作
教
材
を

用
い
た
単
元
の
展
開
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
小
出
は
、「
地

域
を
と
り
あ
げ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
、
い
き
い
き
す
る
」「
地
域

に
は
、
す
ば
ら
し
い
教
育
力
が
あ
る
」
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
に
、
副
読
本
や
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
な
ど
、
社
会
科
教
材
の
自

主
編
成
を
進
め
、
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
組
み
換
え
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
教
師
は
、
子
ど
も
た
ち
と
共
に
地
域
を
見
、

調
べ
、
考
え
る
作
業
を
重
視
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
現
実
を

正
し
く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
努
力
を
し
、
楽
し
く
、
わ
か
る
授
業
を
め
ざ

し
て
、
さ
ら
に
一
歩
前
進
す
る
た
め
に
支
部
の
仲
間
と
が
ん
ば
り
た

い
と
思
い
ま
す
」）

（（
（

と
述
べ
、「
地
域
の
教
材
化
」
に
取
り
組
ん
で
い

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
出
は
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」

の
授
業
実
践
に
際
し
て
、
小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
の
発
達
段

階
に
着
目
し
な
が
ら
、
戦
争
に
対
す
る
「
加
害
」
と
「
被
害
」
の
両

面
か
ら
捉
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
主
編
成

を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
出
の
「
地
域
の
教

材
化
」
の
取
り
組
み
は
、
そ
の
後
の
愛
知
県
歴
教
協
の
支
部
活
動
で

あ
る
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
運
動）

（（
（

に
連
な
っ
て
い
く
。

　
六
、
本
研
究
の
ま
と
め

　

本
研
究
の
ま
と
め
と
し
て
、
以
下
の
三
点
に
わ
た
っ
て
論
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
小
出
は
、
小
学
低
学
年
の
担
任
経
験
を
通
じ
て
、
子
ど



― 49 ―

も
た
ち
の
素
朴
な
願
い
に
応
え
よ
う
と
し
て
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が

や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
お
こ
な
い
、
授
業
実
践
で
は
、
子
ど

も
た
ち
の
発
達
段
階
を
踏
ま
え
て
、「
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
る
」「
作

文
を
書
か
せ
る
」「
感
想
を
話
し
合
う
」
と
い
っ
た
授
業
展
開
の
流

れ
を
大
切
に
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
〇
年
代
に

お
け
る
民
間
教
育
研
究
活
動
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
中
で
は
、

子
ど
も
の
思
い
や
発
達
段
階
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。

　

第
二
に
、
小
出
は
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
通
じ
て
、
地
域
に
お
け

る
戦
争
の「
抵
抗
」の
事
実
を
教
え
る
必
要
性
を
感
じ
て「
ぞ
う
れ
っ

し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
お
こ
な
い
、授
業
実
践
で
は
、

戦
争
に
対
す
る
「
加
害
」
と
「
被
害
」
の
両
面
か
ら
捉
え
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
民
間

教
育
研
究
活
動
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
の
中
で
は
、
地
域
に
お

け
る
戦
争
の
「
抵
抗
」
に
目
を
向
け
さ
せ
、
多
角
的
な
考
え
を
持
つ

こ
と
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

第
三
に
、
小
出
は
、
歴
教
協
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
運
動
へ

の
参
加
を
通
じ
て
、「
地
域
の
教
材
化
」
の
意
義
へ
の
理
解
を
深
め

て
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
」
の
教
材
開
発
を
お
こ
な
い
、

そ
れ
を
活
用
し
て
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
主
編
成
や
自
作
教
材

を
用
い
た
単
元
開
発
を
お
こ
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
民
間
教
育
研
究
活
動
の
「
地
域
の
掘
り
お

こ
し
」
の
中
で
は
、
教
師
は
、
地
域
に
お
け
る
取
材
調
査
に
基
づ
い

て
、
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
主
編
成
や
、
自
作
教
材
を
用
い
た

単
元
開
発
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

以
上
、
小
出
の
事
例
か
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
「
地
域

の
教
材
化
」
が
、
小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
の
素
朴
な
願
い
に

応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
や
、
地
域
に
お
け
る
自
ら
の
戦
争
体
験
、
愛

知
県
歴
教
協
で
の「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」運
動
な
ど
が
背
景
に
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代

に
お
け
る
民
間
教
育
研
究
活
動
の
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
」
が
、「
上
」

か
「
下
」
か
と
い
っ
た
単
純
構
図
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
教
師

個
人
の
思
い
に
も
と
づ
く
こ
と
で
、
子
ど
も
の
願
い
や
自
ら
の
経
験

を
踏
ま
え
て
教
材
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
や
、
学
習
指
導
要

領
か
ら
相
対
的
に
離
れ
て
、
社
会
科
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
自
主
編
成
し

た
り
、
自
作
教
材
を
用
い
た
単
元
開
発
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た

り
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
示
さ
れ
る
。

　

な
お
、
本
研
究
で
は
、
民
間
教
育
研
究
運
動
の
「
地
域
の
掘
り
お

こ
し
」
の
事
例
に
つ
い
て
「
地
域
の
教
材
化
」
を
中
心
に
考
察
し
た

た
め
、
そ
れ
と
は
異
な
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た

い
。
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【
参
考
資
料
】

【
付
記
】

　

小
出
隆
司
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
、二
〇
二
二
年
六
月
一
六
日
、

「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
の
家
」（
小
出
氏
の
自
宅
）
に
お
い
て
行
っ
た
。
当

時
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
た

だ
い
た
小
出
氏
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
表
し
た
い
。

小出隆司「ぞうれっしゃがやってきた」自作プリント
（ 1975年 7 月15日付）

【
註
】

（
１
）　

金
馬
国
晴
「
自
主
的
研
究
団
体
に
よ
る
研
究
」
日
本
教
師

教
育
学
会
編
『
教
師
教
育
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
学
文
社
、

二
〇
一
七
年
、
二
九
九
頁
。

（
２
）　

香
川
七
海
「
白
井
春
夫
『
人
間
の
歴
史
』
に
み
る
一
九
六
〇
〜

一
九
七
〇
年
代
社
会
科
教
育
『
現
代
化
』
の
実
相
―
一
国
史
を

超
越
す
る
視
点
と『
も
の
づ
く
り
』と
い
う
方
途
の
獲
得
―
」『
日

本
教
科
教
育
学
会
誌
』
日
本
教
科
教
育
学
会
、
第
四
一
巻
第
三

号
、
二
〇
一
八
年
、
六
八
頁

（
３
）　

臼
井
嘉
一
『
教
育
実
践
学
と
教
育
方
法
論
』
日
本
標
準
、

二
〇
一
〇
年
、
一
八
―
一
九
頁
。

（
４
）　

村
田
徹
也
『
戦
後
愛
知
の
民
間
教
育
研
究
運
動
の
歩
み
』
風
媒

社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

（
５
）　

中
妻
雅
彦
「
小
出
先
生
、
そ
し
て
『
ぞ
う
列
車
』」『
愛
知
県
歴

教
協
五
〇
年
史
一
九
六
七
―
二
〇
一
七
』
愛
知
県
歴
史
教
育
者

協
議
会
、
二
〇
一
七
年
、
八
六
―
八
八
頁
。
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（
６
）　

池
野
範
男
「
教
材
開
発
ア
プ
ロ
ー
チ
」
日
本
教
育
方
法
学
会
編

『
日
本
の
授
業
研
究 

授
業
研
究
の
方
法
と
形
態
〈
下
巻
〉』
学

文
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
五
―
四
二
頁
。

（
７
）　

小
林
千
枝
子
「
教
育
に
と
っ
て
『
民
間
』
と
は
何
か
」『
思

想
の
科
学
研
究
会
年
報
―
Ｐ
Ｕ
Ｂ
Ｌ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
―
』
第
四
号
、

二
〇
二
二
年
一
一
月
、
五
八
頁
。

（
８
）　

前
掲
、村
田
徹
也『
戦
後
愛
知
の
民
間
教
育
研
究
運
動
の
歩
み
』、

五
六
―
五
七
頁
。

（
９
）　

峯
岸
良
治
『「
地
域
に
根
ざ
す
社
会
科
」
実
践
の
歴
史
的
展
開

と
授
業
開
発
―
授
業
内
容
と
授
業
展
開
を
視
点
と
し
て
―
』
関

西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
。

（
10
）　

歴
史
教
育
者
協
議
会
『
地
域
に
根
ざ
す
歴
史
教
育
の
創
造
―
歴

教
協
三
〇
年
の
成
果
と
課
題
―
』
明
治
図
書
、
一
九
七
九
年
、

一
八
二
頁
。

（
11
）　

佐
々
木
勝
男
「
地
域
の
掘
り
お
こ
し
と
社
会
科
教
育
・
歴
史
教

育
」
日
本
民
間
教
育
研
究
団
体
連
絡
会
編
『
日
本
の
社
会
科

三
〇
年
』
民
衆
社
、
一
九
七
七
年
、
一
六
三
頁
。

（
12
）　

同
前
、
同
書
、
一
六
七
頁
。

（
13
）　

前
掲
、
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
地
域
に
根
ざ
す
歴
史
教
育
の
創

造
―
歴
教
協
三
〇
年
の
成
果
と
課
題
―
』、
一
八
三
頁
。

（
14
）　

大
槻
健
・
臼
井
嘉
一
編
『
小
学
校
社
会
科
の
新
展
開
―
豊

か
な
社
会
認
識
の
形
成
を
目
指
す
授
業
―
』
あ
ゆ
み
出
版
、

一
九
八
二
年
、
二
三
九
頁
。
戦
後
の
教
育
実
践
史
上
に
お
い
て

生
活
綴
方
が
注
目
さ
れ
た
の
が
、
一
九
五
〇
年
代
と
一
九
七
〇

年
代
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
す
る
歴
史
的
事
実
は
、「
地
域
の

教
材
化
」と
い
う
共
通
の
背
景
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
「
地
域
の
教
材
化
」
に
関
し

て
は
、
白
井
克
尚
『
戦
後
日
本
の
郷
土
教
育
実
践
に
関
す
る
歴

史
的
研
究
―
生
活
綴
方
と
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
結
び
つ
き

―
』
唯
学
書
房
、
二
〇
二
〇
年
を
参
照
。

（
15
）　

小
出
隆
司
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
、
二
〇
二
二
年
六
月
一
六

日
、「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
の
家
」（
小
出
氏
の
自
宅
）
に
お
い
て
行
っ

た
。

（
16
）　

小
出
隆
司
「
象
列
車
が
や
っ
て
き
た
」『
歴
史
地
理
教
育
』
第

二
四
〇
号
、
一
九
七
五
年
八
月
号
、
八
四
頁
。

（
17
）　

小
出
隆
司
「
児
童
の
歴
史
認
識
―
資
料
ノ
ー
ト
を
使
っ
て
の

実
践
（
小
学
六
年
）
―
」『
歴
史
地
理
教
育
』
第
一
三
七
号
、

一
九
六
七
年
一
〇
月
、
一
八
三
頁
。

（
18
）　

小
出
隆
司
「
五
〇
年
の
歴
教
協
力
の
活
動
で
取
り
組
め
た
こ
と

は
」『
愛
知
県
歴
教
協
五
〇
年
史
一
九
六
七-

二
〇
一
七
』
愛

知
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
、
二
〇
一
七
年
、
五
一
―
五
二
頁
。

（
19
）　

小
出
隆
司
「
明
日
に
向
か
っ
て
，
今
日
も
走
り
つ
づ
け
る
ぞ
う

れ
っ
し
ゃ
！
」
歴
史
教
育
者
協
議
会
編
『
歴
史
教
育
五
〇
年
の

あ
ゆ
み
と
課
題
』
未
来
社
、
一
九
九
七
年
、
二
一
九
頁
。
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（
20
） 　

小
出
隆
司
「
全
国
教
研
集
会
に
参
加
し
て 

日
教
組
第
二
四
次 

日
高
教
第
二
一
次〈
社
会
科
教
育
〉分
科
会
」『
歴
史
地
理
教
育
』

第
二
三
六
号
、
一
九
七
五
年
四
月
、
四
八
頁
。

（
21
）　

前
掲
、
小
出
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
記
録
よ
り
。

（
22
）　
「
第
三
分
科
会 

社
会
科
教
育
」
日
本
教
職
員
組
合
『
日
本
の
教

育
』
第
二
四
集
、
一
ッ
橋
書
房
、
一
九
七
五
年
六
月
一
〇
日
、

一
〇
一
頁
。

（
23
）　

前
掲
、
小
出
隆
司
「
全
国
教
研
集
会
に
参
加
し
て 

日
教
組
第

二
四
次 

日
高
教
第
二
一
次〈
社
会
科
教
育
〉分
科
会
」、四
八
頁
。

（
24
）　

前
掲
、
小
出
隆
司
「
児
童
の
歴
史
認
識
―
資
料
ノ
ー
ト
を
使
っ

て
の
実
践
（
小
学
六
年
）
―
」、
一
八
三
頁
。

（
25
） 　

小
出
隆
司
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
誕
生
記
」『
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
よ
走

れ
』
労
働
旬
報
社
、
一
九
八
九
年
、
一
五
四
頁
。

（
26
）　

こ
の
自
作
プ
リ
ン
ト
は
、『
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
が
や
っ
て
き
た
』

が
出
版
さ
れ
る
以
前
の
貴
重
な
一
次
史
料
で
あ
る
。
貴
重
な
資

料
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
本
論
の
最
終
頁
に
【
参
考
資
料
】
と

し
て
一
部
分
を
掲
載
す
る
。
貴
重
な
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た

小
出
氏
に
改
め
て
感
謝
を
表
し
た
い
。

（
27
）　

前
掲
、
小
出
隆
司
「
全
国
教
研
集
会
に
参
加
し
て 

日
教
組
第

二
四
次 

日
高
教
第
二
一
次
〈
社
会
科
教
育
〉
分
科
会
」、
四
八

―
四
九
頁
。

（
28
）　

前
掲
、
小
出
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
記
録
よ
り
。

（
29
）　

前
掲
、
小
出
隆
司
「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
誕
生
記
」、
二
一
五
―

二
一
六
頁
。

（
30
）　

小
出
隆
司
「『
副
読
本
・
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
』
の
批
判
と
生
か
し
方
・

小
学
校
中
学
年
の
ば
あ
い
」『
歴
史
地
理
教
育
』
第
二
三
九
号
、

一
九
七
五
年
七
月
、
二
七
頁
。

（
31
）　

愛
知
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
編
『
愛
知
民
衆
の
歴
史
』
愛
知
県

歴
史
教
育
者
協
議
会
、
一
九
七
六
年
。


