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教
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会
の
今
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て
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一

今
年
（
令
和
二
年
度
）
　
の
日
本
教
師
会
教
研
大
会

は
、
ご
案
内
の
通
り
、
コ
ロ
ナ
袖
に
よ
り
中
止
と
な

り
、
来
年
再
び
大
阪
教
師
会
主
管
で
開
催
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
大
会
に
代
わ
り
研
究
紀
要
と
し
て

「
日
本
の
教
育
」
　
代
替
論
集
が
刊
行
さ
れ
、
既
に
お

手
元
に
届
い
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

巻
頭
に
若
井
会
長
の
「
日
本
教
師
会
六
十
年
略
史
」

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
東
西

の
教
育
協
議
会
が
一
体
と
な
り
、
日
本
教
師
会
が
結

成
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
八
年
二
月
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
各
支
部
を
中
心
に
、

日
教
組
の
左
派
偏
向
教
育
を
正
す
べ
く
、
我
が
国
の

歴
史
・
伝
統
に
基
づ
く
教
育
の
正
常
化
及
び
国
民
教

育
の
推
進
を
目
標
に
活
動
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
、

会
員
諸
氏
の
御
存
じ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
既
に
六
十
年
、
設
立
当
初
御

活
躍
に
な
っ
た
先
輩
諸
兄
に
は
、
既
に
帰
幽
さ
れ
た

方
も
多
く
、
ま
た
現
役
会
員
も
高
齢
化
が
進
み
、
支

部
に
よ
っ
て
は
退
職
者
の
方
が
現
職
よ
り
も
多
く
な

り
、
か
つ
て
の
よ
う
な
現
職
教
員
を
中
心
と
し
た
実

践
報
告
や
意
見
交
換
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
ま
さ
に
、
教
師
会
そ
の

復
刊
第
二
十
号
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

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

も
の
の
存
在
の
意
義
が
問
わ
れ
る
事
態
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
は
た
し
て
こ
の
ま
ま
教
師
会
と
し
て
の
活

動
が
で
き
る
の
か
、
大
会
が
継
続
で
き
る
の
か
、
今

教
師
会
は
、
会
の
存
廃
を
含
め
て
大
き
な
岐
路
に
立

っ
て
お
り
ま
す
。

本
会
も
、
「
東
京
の
教
育
」
　
で
折
に
触
れ
て
お
伝

え
し
て
お
り
ま
す
が
、
例
会
も
長
く
開
か
れ
る
こ
と

な
く
、
か
ろ
う
じ
て
機
関
紙
「
東
京
の
教
育
」
　
に
よ

り
会
員
の
繋
が
り
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実

情
で
あ
り
ま
す
。
藤
井
副
会
長
と
私
と
で
、
時
々
編

集
会
議
と
称
し
て
は
会
合
を
も
っ
て
情
報
交
換
な
ど

し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
も
本
会
が
主
管
と
な
っ

て
大
会
を
運
営
す
る
こ
と
は
も
う
難
し
い
の
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
話
に
な
り
、
本
部
執
行
部
に
も
そ
の

旨
お
伝
え
し
て
あ
り
ま
す
。

私
が
本
部
事
務
局
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
今
後
の
教
師
会
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論

が
進
め
ら
れ
て
い
る
か
を
お
伝
え
し
、
皆
様
か
ら
の

御
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

十
一
月
二
十
五
日
、
会
長
を
交
え
て
岐
阜
で
事
務

局
会
を
行
い
ま
し
た
。
十
時
か
ら
昼
食
を
挟
ん
で
十

六
時
ま
で
、
会
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
今

日
本
教
師
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
議
論
を
い
た
し
ま
し
た
。
会
長
が
本
部
役
員
か

ら
事
前
に
、
今
後
の
教
師
会
に
つ
い
て
の
意
見
を
聞

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本

教
師
会
と
し
て
の
解
散
も
や
む
な
し
と
す
る
意
見
が

多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
反
対
意
見
も
あ

り
、
六
十
年
に
わ
た
る
活
動
実
績
か
ら
見
て
も
、
教

師
会
の
存
在
の
意
義
は
大
き
く
、
中
央
へ
の
意
見
・

提
言
も
全
国
組
織
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で

あ
り
、
支
部
に
は
そ
の
よ
う
な
力
は
無
い
、
自
分
の

教
師
人
生
は
教
師
会
と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
、
解
散

せ
ず
に
何
と
か
活
動
を
継
続
で
き
な
い
か
等
、
様
々

な
御
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
事
務
局
と
し
て
は
、
来
年
の
大
阪
大
会

の
総
会
で
こ
の
件
を
議
案
と
し
て
提
出
し
て
、
協
議

題
と
す
る
。
協
議
の
結
果
、
継
続
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
ら
、
役
員
人
事
を
見
直
し
、
新
体
制
の
も
と

で
、
今
後
の
運
営
を
考
え
る
。
解
散
や
む
な
し
と
い

う
結
論
に
な
っ
た
ら
、
現
体
制
の
も
と
で
解
散
に
向

け
て
の
準
備
を
行
い
、
翌
令
和
四
年
の
大
会
総
会
で

解
散
を
宣
言
し
て
、
全
国
組
織
と
し
て
の
教
師
会
は

籍
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
後
は
、
各
支
部
で

活
動
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
全
国
の
会
員

同
士
の
繋
が
り
を
維
持
す
る
た
め
に
、
時
に
親
睦
会

を
開
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
も

あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
付
繕
意
見
が
付
く

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

来
年
度
の
大
会
は
先
日
送
付
さ
れ
た
　
「
日
本
教
師

会
総
会
代
替
報
告
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

今
年
予
定
さ
れ
て
い
た
内
容
で
、
大
阪
教
師
会
主
筒

の
も
と
に
八
月
二
十
一
日
二
十
二
日
に
開
催
が
予
定

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

日
本
教
師
会
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ま
た

本
会
の
今
後
に
つ
い
て
、
忌
慨
の
な
い
御
意
見
を
お

寄
せ
下
さ
い
。
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と
に
か
く
一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
、
以

前
の
様
な
平
穏
な
生
活
を
取
り
戻
し
た
い
も
の
で

す
。
皆
様
の
御
健
勝
を
お
祈
り
し
、
来
る
年
の
幸
多

か
ら
ん
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
る
学
生
の
課
題
レ
ポ
ー
ト
か
ら

黒

　

羽

　

秀

　

夫

知
人
の
A
先
生
と
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
き
話
を
し

た
。
幸
い
私
の
学
校
は
対
面
授
業
を
再
開
で
き
た

が
、
彼
の
所
は
パ
ソ
コ
ン
を
媒
介
し
て
の
授
業
を

継
続
中
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
一
環
と
し
て

「
今
年
の
世
情
を
反
映
し
た
関
連
書
籍
（
分
野
を
問

わ
ず
）
を
一
冊
読
み
、
コ
メ
ン
ト
せ
よ
」
　
を
課
題
レ

ポ
ー
ト
と
し
て
提
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

提
出
物
の
中
の
ひ
と
つ
が
気
に
な
り
、
そ
の
件
で
私

に
連
絡
を
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
が
言
う
に
は
、
そ
れ
を
提
出
し
た
学
生
に
面

談
、
そ
の
本
に
関
し
て
さ
ら
に
き
い
た
と
こ
ろ
、
そ

の
本
は
祖
父
か
ら
の
オ
ス
ス
メ
本
だ
と
い
う
。
祖
父

と
の
談
話
中
、
学
校
に
提
出
す
る
課
題
レ
ポ
ー
ト
の

話
題
か
ら
、
伝
染
病
は
勿
論
、
米
国
や
豪
州
の
山
火

事
の
件
も
大
事
と
い
う
こ
と
で
貸
し
て
く
れ
た
そ
う

で
あ
る
。

と
く
に
こ
の
本
の
第
一
部
の
条
は
、
今
年
の
状
況

下
、
誠
に
今
読
ん
で
も
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る

と
、
強
調
さ
れ
た
。
実
は
こ
の
本
、
約
五
十
年
前
（
昭

和
四
十
三
年
刊
）
　
の
物
な
の
で
、
は
じ
め
は
ピ
ン
と

こ
な
か
っ
た
が
、
読
み
進
む
う
ち
に
、
祖
父
の
い
っ

た
と
お
り
最
近
の
情
況
に
も
適
応
し
参
考
に
な
る
と

実
感
し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
B
君
　
（
レ
ポ
ー
ト

提
出
者
）
　
に
、
こ
の
本
の
何
処
の
条
に
注
目
し
た
の

か
と
き
く
と
、
幾
つ
か
の
箇
所
を
開
示
し
た
。
そ
れ

で
は
そ
の
中
よ
り
二
箇
所
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
も
っ
と
も
望
ま
し
い
の
は
、
激
し
い
病
原
体
を

よ
り
温
和
な
も
の
に
変
え
、
病
原
体
と
人
体
と
の
間

に
均
衡
を
保
つ
よ
う
な
種
類
の
ワ
ク
チ
ン
を
使
う
こ

と
で
あ
り
、
病
原
体
の
絶
滅
を
目
指
す
こ
と
は
も
っ

と
も
鰻
か
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
病
原
体
の

絶
滅
な
ど
を
目
指
す
な
ら
ば
、
病
原
体
は
地
下
に
も

ぐ
っ
て
、
永
遠
に
終
る
こ
と
の
な
い
ゲ
リ
ラ
戦
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

大
体
、
悪
い
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
体
内
に
あ
る
微
生
物

は
微
妙
な
生
態
学
的
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。
人

間
に
と
っ
て
有
害
な
バ
ク
テ
リ
ア
も
、
よ
り
有
害
な

バ
ク
テ
リ
ア
を
抑
制
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
が
絶
滅
す
れ
ば
さ
ら
に
有

力
な
バ
ク
テ
リ
ア
が
人
間
を
苦
し
め
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
病
気
は
こ
う
し
た
微
生

物
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
き
に
お
こ
る
。
異
邦
人

の
持
つ
病
気
が
恐
ろ
し
い
の
は
、
そ
の
病
原
体
が
同

邦
人
の
体
内
に
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
既
存
の

体
内
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
か
ら
で
あ
る
。
病
原
体
が

入
っ
て
も
、
体
内
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
な
け
れ
ば
病

気
に
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
」
　
（
四
十
一
頁
～

四
十
二
頁
）

「
私
は
一
年
ら
が
い
で
こ
の
山
火
事
を
見
る
こ
と

は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
太
陽
や
空
の
色
、
無
気
味

な
光
や
い
が
ら
っ
ぽ
い
空
気
な
ど
、
そ
の
雰
囲
気
は

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
火
事
の
数
日
は
こ
の

上
な
く
無
気
味
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
山
火
事

と
い
う
自
然
の
力
は
タ
ス
マ
ニ
ア
州
や
ホ
バ
ー
上
市

が
、
な
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
強
い
力

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
技
術
文
明
は
き

わ
め
て
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

自
然
を
統
御
す
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

現
代
文
明
は
人
間
に
と
っ
て
確
か
に
強
力
な
も
の

で
は
あ
る
が
、
自
然
を
統
御
す
る
ほ
ど
強
力
で
は
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、
現
代
の
人
間
は
、
現
代
文
明
は

人
間
が
そ
の
意
思
に
応
じ
て
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で

き
、
し
か
も
、
相
当
大
幅
に
世
界
を
変
え
う
る
と
考

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
大
層
危
険
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
私
は
先
を
急
ぎ
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。

タ
ス
マ
ニ
ア
か
ら
世
界
を
見
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ

が
、
タ
ス
マ
ニ
ア
か
ら
見
た
だ
け
で
世
界
を
判
断
し

て
は
な
ら
な
い
。
文
明
に
つ
い
て
、
そ
の
苛
酷
さ
に

つ
い
て
、
そ
の
肱
が
り
方
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
そ

の
力
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
み
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
　
（
六
十
四
頁
）

要
は
A
先
生
、
こ
の
著
者
の
お
名
前
と
本
の
題
名

し
か
ご
存
知
な
か
っ
た
の
で
、
私
に
連
絡
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
私
は
学
生
時
代
、
こ
の
本
の
著
者
で
あ

る
高
坂
正
堯
氏
に
地
政
学
の
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
に
つ
い

て
質
問
し
た
こ
と
や
、
こ
の
本
が
二
〇
一
六
年
復
刊

（
新
潮
選
書
）
さ
れ
た
等
の
話
を
し
た
。
な
お
こ
の

本
と
は
、
高
坂
正
堯
著
『
世
界
地
図
の
中
で
考
え

る
』
、
ま
た
引
用
文
は
、
そ
の
第
一
部
　
「
タ
ス
マ
ニ
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ア
に
て
」
　
か
ら
。

多
麿
の
戦
歴
碑
　
（
二
）

（会員）

藤

　

井

　

雅

　

和

東
京
の
多
磨
墓
地
に
は
多
く
の
軍
人
の
墓
所
が
あ

る
。
大
正
十
二
年
の
開
業
当
時
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
埋

葬
者
が
多
く
は
な
か
つ
た
が
、
昭
和
九
年
、
海
軍
元

帥
の
東
郷
平
八
郎
大
将
が
死
去
し
、
こ
の
墓
地
の
名

誉
霊
域
に
葬
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
挙
に
全
国
的

に
そ
の
名
が
知
れ
て
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
る
人
が
ふ
え

た
と
い
ふ
。
そ
の
後
多
磨
霊
園
と
名
が
改
め
ら
れ
る

が
、
更
に
同
じ
く
山
本
五
十
六
大
将
、
古
賀
峯
一
大

将
と
合
は
せ
て
三
人
が
こ
の
名
誉
霊
域
に
葬
ら
れ
、

時
代
的
な
背
景
も
あ
っ
て
海
陸
軍
の
軍
人
が
多
数
埋

葬
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
う
し
た
軍
人
達
の
墓
域
に
、
墓
誌
碑
と
は
別
に

戦
歴
碑
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
多
い
。
す
で
に

八
十
年
近
く
を
閲
し
、
碑
面
も
苔
む
し
て
読
み
づ
ら

い
も
の
も
あ
る
が
、
読
ん
で
い
く
と
士
官
兵
を
問
は

ず
、
華
や
か
な
勲
功
や
壮
烈
な
最
期
の
模
様
が
刻
ま

れ
、
万
感
交
々
至
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
に
、
固
生
家
の
墓
が
あ
る
。

海
軍
大
佐
囲
生
行
孝
は
、
海
軍
兵
学
校
三
十
七
期

生
　
（
明
治
四
十
二
年
十
一
月
卒
業
）
　
で
あ
る
が
、
他
の

生
徒
よ
り
も
年
齢
が
幾
分
高
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

ま
た
卒
業
順
位
（
ハ
ン
モ
ッ
ク
ナ
ン
ハ
ー
）
も
中
位
程

度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
軍
歴
と
し
て
は
同

期
に
比
べ
て
華
々
し
い
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
最
後
は

「
大
和
」
艦
長
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
　
「
大
和
」
　
は
初

代
で
、
戦
艦
で
は
な
く
機
帆
船
の
測
量
艦
で
あ
る
。

海
兵
の
こ
の
期
は
、
大
東
亜
戦
争
時
に
は
現
役
を
離

れ
て
ゐ
た
者
も
あ
り
、
戦
死
者
も
比
較
的
少
な
か
つ

た
や
う
だ
。
園
生
行
孝
も
予
備
役
後
の
昭
和
十
七
年

に
は
特
務
艦
の
監
督
官
を
最
後
に
艦
を
降
り
て
ゐ
た

が
、
し
か
し
、
終
戦
前
の
昭
和
二
十
年
三
月
に
死
去

し
て
ゐ
る
。
死
去
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て

み
づ
か
ら
が
昭
和
十
八
年
に
長
男
の
為
に
建
て
た
で

あ
ら
う
墓
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
囲
生
家
の
墓
石
の
左
面
に
は
七
人
の
戒
名
と

俗
名
が
彫
っ
て
あ
る
。
初
め
の
二
人
は
大
正
十
一
年

生
で
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
た
　
「
嬰
女
」
　
と
、
大
正
五

年
に
生
ま
れ
昭
和
五
年
に
十
四
歳
で
天
折
し
た
　
「
童

女
」
　
で
あ
る
。

三
行
目
に
は
　
「
彰
忠
院
龍
滞
直
心
居
士
　
海
軍
少

佐
　
園
生
直
扶
　
昭
和
十
七
年
九
月
廿
五
日
戦
死

行
年
廿
七
才
」
　
と
あ
る
。
こ
の
直
扶
は
大
正
四
年
の

生
れ
で
、
「
な
ほ
す
け
」
　
と
読
む
や
う
だ
。

次
が
園
生
行
孝
、
「
春
濡
院
行
雲
孝
道
居
士
　
海

軍
大
佐
正
五
位
勲
三
等
回
生
行
孝
　
昭
和
二
十
年

三
月
二
十
六
日
残
　
行
年
六
十
才
」
　
と
刻
ま
れ
て
ゐ

る
。
既
述
の
や
う
に
明
治
十
八
年
生
ま
れ
と
な
る
。

五
人
目
は
　
「
大
姉
」
　
号
の
女
性
。
「
昭
和
二
十
年

五
月
二
十
六
日
放
　
行
年
五
十
一
才
」
　
と
あ
り
、
そ

こ
か
ら
明
治
二
十
七
年
生
と
解
る
。
お
そ
ら
く
行
孝

の
妻
で
あ
ら
う
。

六
人
目
の
人
物
は
　
「
忠
峰
院
碧
雲
眞
海
居
士
　
海

軍
大
尉
　
園
生
眞
三
郎
　
昭
和
二
十
年
五
月
廿
七
日

戦
死
　
行
年
二
十
三
才
」
　
と
あ
る
。
従
っ
て
大
正
十

一
年
の
生
ま
れ
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。
墓
碑
先
頭
の

嬰
女
と
同
い
年
で
あ
ら
う
か
。
一
書
に
　
「
な
ほ
さ
ぶ

ら
う
」
　
と
あ
る
が
称
へ
は
不
明
で
あ
る
。

最
後
は
　
「
居
士
」
　
号
の
男
性
。
平
成
十
七
年
に
八

十
五
歳
で
妓
し
て
を
り
、
大
正
九
年
生
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
所
か
ら
推
測
す
る
に
、
こ
の
家
族
は

行
孝
と
そ
の
妻
を
両
親
と
し
、
天
折
し
た
二
人
の
娘

の
ほ
か
、
長
男
が
直
挟
、
次
男
が
平
成
十
七
年
薮
の

男
性
、
三
男
が
眞
三
郎
で
あ
ら
う
と
思
慮
さ
れ
る
。

ま
た
、
墓
碑
右
側
に
は
平
成
二
十
年
代
に
相
次
い

で
高
齢
で
亡
く
な
っ
た
圃
生
姓
の
女
性
三
名
が
刻
ま

れ
て
ゐ
る
が
、
続
柄
は
不
明
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
園
生
家
の
墓
所
に
は
、
二
つ
の
戦
歴

碑
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
園
生
直
扶
と
囲
生
眞
三
郎

の
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
墓
域
に
二
基
の
戦
歴
碑
が

立
っ
て
ゐ
る
の
も
、
多
磨
霊
園
広
し
と
い
ヘ
ビ
数
少

な
い
で
あ
ら
う
。
広
い
墓
域
も
多
い
霊
園
内
と
し
て

は
比
較
的
質
素
な
墓
所
で
、
中
央
の
墓
石
の
前
に
、

二
つ
の
小
さ
な
戦
歴
碑
は
向
き
あ
ふ
や
う
に
立
っ
て

ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
く
）

（会員）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
十
四
）

［
次
の
文
章
は
、
八
波
則
吉
著
『
現
代
国
語

読
本
』
巻
四
　
（
現
在
の
中
学
二
年
後
期
）
　
（
昭

和
十
年
版
）
　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
漢
字
、

送
り
仮
名
は
原
文
通
り
、
読
み
仮
名
は
、

適
宜
新
た
に
加
へ
た
。
］
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萬

年

、

言
語
は
、
之
を
話
す
人
民
に
取
り
て
は
、
恰
も

其
の
血
液
が
肉
殿
上
の
同
胞
を
示
す
が
如
く
、
端
細

上
の
同
胞
を
示
す
も
の
に
し
て
、
之
を
物
に
璧
ふ
れ

ば
、
「
日
本
語
は
日
本
人
の
縮
緬
的
血
液
な
り
」
　
と

言
ふ
を
得
べ
し
。
日
本
の
園
鰹
と
日
本
の
人
種
と

は
、
頭
に
比
の
粕
軸
的
血
液
を
以
て
維
持
せ
ら
れ
結

合
せ
ら
る
。

言
語
は
其
の
国
民
の
標
識
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、

之
と
同
時
に
、
又
一
種
の
教
育
者
即
ち
嘩
深
さ
母

と
も
な
る
な
り
。
我
等
の
生
る
ゝ
や
否
や
、
比
の
母

は
我
等
を
其
の
膝
の
上
に
麺
へ
取
り
、
ね
ん
ご
ろ
に

国
民
的
思
想
と
圃
民
的
感
動
と
を
数
へ
込
み
く
る
ゝ

な
り
。
さ
れ
ば
、
此
の
据
わ
慈
愛
は
誠
に
天
日
の
如

し
と
言
ふ
べ
き
な
り
。
荷
も
此
の
園
に
生
れ
比
の

国
民
の
子
孫
た
る
者
は
、
誰
か
此
の
光
を
伸
が
ざ
る

べ
き
。言

語
に
は
、
我
等
が
心
中
に
一
日
も
忘
れ
燕
ぬ
る

生
活
、
殊
に
人
生
の
軸
代
と
も
言
ひ
っ
べ
き
小
鬼
の

頃
の
記
念
が
結
合
せ
ら
れ
居
る
も
の
と
知
る
べ
し
。

我
等
が
幼
か
り
し
頃
、
終
日
の
藍
に
渡
れ
果
て
て
、

す
や
す
や
と
眠
に
就
か
ん
と
す
る
折
、
母
君
は
如

何
に
優
し
き
韓
に
て
　
「
嬢
よ
。
」
　
と
の
歌
を
歌
ひ
給

ひ
し
か
。
頑
是
な
き
子
供
心
に
わ
る
ふ
ざ
け
な
ど

し
て
打
廻
れ
る
時
、
駿
し
き
父
君
は
如
何
に
殿
か

に
頑
別
を
垂
れ
給
ひ
し
か
。
さ
て
は
春
の
擬
か
な

る
野
選
に
友
達
と
紫
雲
英
な
ど
を
摘
み
歩
き
、
あ
る

は
、
秋
の
日
赤
き
垣
根
の
下
に
徐
念
な
く
栗
の
頭
を

拾
ひ
し
、
其
の
雷
鳴
よ
り
用
ひ
来
れ
る
言
語
は
、
宮

時
の
人
名
、
常
時
の
地
名
と
共
に
、
何
と
も
言
は
れ

ぬ
快
感
を
我
等
に
輿
ふ
る
な
り
。
次
に
は
小
中
学
校

の
言
葉
、
次
に
は
撃
生
の
言
葉
、
或
は
市
民
と
し
て

の
言
葉
、
或
は
職
業
に
よ
り
階
級
に
よ
り
地
方
に
よ

り
て
の
言
葉
な
ど
、
皆
そ
れ
・
ぐ
の
生
活
を
比
の
上

に
反
映
す
。
故
に
、
外
囲
に
て
人
と
な
り
し
か
、
或

は
外
国
人
の
畢
校
に
て
外
国
語
の
教
育
の
み
受
け
た

る
人
な
ら
ざ
る
限
り
は
、
比
の
言
語
の
恩
津
を
被

り
、
比
の
言
語
に
感
謝
の
意
を
表
せ
ざ
る
者
は
な
か

る
べ
し
。

さ
れ
ば
、
国
民
が
其
の
園
の
言
語
を
尊
ぶ
こ
と
は

一
の
美
徳
に
し
て
、
偉
大
な
る
国
民
は
必
ず
其
の
自

図
譜
を
尊
び
、
決
し
て
之
を
措
き
て
他
の
園
語
を
鱒

崇
せ
ず
、
鴫
の
上
よ
り
自
国
語
を
愛
し
、
理
の
上

よ
り
其
の
保
護
・
改
良
誼
従
事
紅
、
救
て
眞
正
の
国

民
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
力
む
。
凡
そ
何
れ
の
園
を
問

は
ず
、
荷
も
掴
家
的
概
念
の
上
よ
り
、
其
の
国
民
の

一
員
た
る
に
楓
ぢ
ざ
る
人
物
の
養
成
を
以
て
目
的
と

す
る
以
上
は
、
先
づ
其
の
園
の
言
語
、
次
に
其
の
園

の
歴
史
、
比
の
二
つ
を
　
茂
　
に
し
て
は
、
決
し
て

数
を
故
む
る
こ
と
能
は
ず
。
こ
れ
国
民
た
る
者
の

須
奥
も
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。（「国語のため」）

（原注）

上
田
萬
年
　
愛
知
藤
の
人
。
慶
應
三
年
生
。
国
語
筆

者
。
文
筆
博
士
。

（
補
注
）
東
京
帝
国
大
学
国
語
研
究
室
初
代
主
任
教

授
。
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
長
等
歴
任
。

の
が
、
連
日
の
や
う
に
領
海
を
侵
犯
し
、
接
近
し
て

ゐ
る
こ
と
は
、
一
部
を
除
い
た
報
道
機
関
の
隠
蔽
に

よ
り
、
多
く
の
国
民
が
知
ら
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
日
夜

身
命
を
賭
し
て
戦
っ
て
ゐ
る
海
上
保
安
庁
や
海
陸
空

自
衛
隊
の
活
動
に
関
心
は
薄
い
や
う
だ
。

同
じ
く
隠
蔽
に
よ
っ
て
世
界
中
に
拡
散
さ
れ
た
悪

質
な
新
型
感
染
症
は
、
我
が
国
で
も
政
府
や
識
者
な

ど
の
指
導
を
守
ら
な
い
大
衆
に
よ
っ
て
危
機
的
に
拡

大
し
て
ゐ
る
。
我
慢
を
知
ら
な
い
一
部
の
徒
誰
は
相

変
は
ら
ず
危
険
地
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
ゐ
る
。

大
衆
が
自
ら
防
疫
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、

医
療
を
逼
迫
さ
せ
た
上
安
易
に
自
衛
隊
に
頼
ら
う
と

し
て
ゐ
る
。
佐
藤
正
久
参
議
院
議
員
の
　
「
自
衛
隊
は

便
利
屋
で
は
な
い
」
　
と
い
ふ
発
言
は
油
断
す
る
大
衆

に
重
い
警
鐘
と
な
っ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
ふ
）

□
短
信
寸
評
□

我
が
尖
閣
諸
島
を
窺
ふ
某
国
の
　
「
公
船
」
　
な
る
も

お
願
い

「
　
会
賞
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
　
1
4
3
　
普
通
預
金
　
1
2
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
抜
穂
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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