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【巻頭言】

教
職
員
の
働
き
方
改
革
と
部
活
動

編
集
部

今
部
活
動
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
行
政
の
指
導
で
部
数
や
活
動
時
間

の
縮
小
が
求
め
ら
れ
、
指
導
者
も
教
師
以

外
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

昨
年
末
に
岐
阜
県
教
育
委
員
会
の
発
表

し
た
「
教
職
員
の
働
き
方
改
革
」
と
い
う

県
民
あ
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば

「
①
部
活
動
の
休
養
日
を
設
定
し
、
高
等

学
校
は
週
毎
に
休
日
一
日
以
上
、
中
学
校

は
週
毎
に
平
目
で
一
日
と
休
日
一
日
以
上

と
す
る
。
②
顧
問
を
複
数
体
制
と
す
る
た

蒔
項
翠
玉

逆 め
部
活
動

の
数
を
減

ら
す
検
討

を
す
る
。

③
部
活
指

導
に
は
専

門
的
知
識

を
持
っ
た

外
部
人
材

の
配
置
を
推
進
す
る
。
」
と
あ
る
。

部
活
動
は
生
徒
に
と
っ
て
学
校
生
活
の

大
き
な
楽
し
み
で
あ
り
、
個
性
を
育
て
、

心
身
を
鍛
え
る
貴
重
な
場
面
で
ぬ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
部
活

動
を
全
入
制
と
し
、
全
教
職
員
が
顧
問
と

な
っ
て
指
導
を
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
は
大
き
な
矛
盾
が
あ

っ
た
。
部
活
動
の
多
く
は
教
師
の
勤
務
時

間
外
の
放
課
後
と
土
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

運
動
部
が
目
標
と
す
る
大
会
は
夏
休
み

を
含
め
数
回
で
あ
っ
た
が
、
今
は
協
会
主

催
の
大
会
が
増
え
、
練
習
試
合
な
ど
を
入

れ
る
と
土
日
の
引
率
は
か
な
り
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
手
当
や
休
暇
の
取
得
が

法
的
に
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
六
年
に
「
給
特
法
」
　
（
「
公
立

の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
　
の
略
）
が

で
き
て
、
教
職
調
整
額
を
一
律
（
給
与
の

四
％
）
支
給
し
、
時
間
外
勤
務
に
対
す
る

割
増
賃
金
の
支
払
い
は
し
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。
た
だ
し
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
①
生
徒
実
習
②
学
校
行

事
③
職
員
会
議
④
非
常
災
害
等
と
さ
れ
た
。

学
校
の
働
き
方
は
特
殊
で
、
勤
務
時
間

は
決
ま
っ
て
い
て
も
早
朝
か
ら
夜
ま
で
教

師
一
人
一
人
に
ま
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
そ
れ
に
沿
う
よ
う
な
形
で
給
特
法
が

定
め
ら
れ
た
た
め
、
一
般
の
会
社
の
よ
う

に
勤
務
時
間
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
性

が
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

部
活
動
は
給
特
法
に
よ
る
と
、
勤
務
時

間
外
に
行
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
重
要
性
を
知
る
教
師
た
ち
は
顧
問
に

指
名
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
義
務
と
受
け
止
め
、

時
間
外
に
活
動
す
る
こ
と
も
当
前
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
結
果
、
日
本
の
学

校
は
世
界
に
な
い
長
時
間
勤
務
と
な
り
、

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
那
掩
す
る
人
も
い

る。

し
か
し
、
改
善
の
試
み
は
さ
れ
て
い
て
、

昭
和
四
十
七
年
、
岐
阜
市
立
長
良
中
学
校

で
P
T
A
が
中
心
に
な
っ
て
社
会
ス
ポ
ー

ツ
化
が
行
わ
れ
た
。
時
間
外
は
地
域
の
社

会
人
が
技
術
指
導
を
し
、
父
兄
が
生
徒
を

管
理
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
方
式
は
一
定
の
成
果
を
あ
げ
、
県

内
で
取
り
入
れ
て
い
る
学
校
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
教
師
が
顧
問
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
は
な
く
、
試
合
の
引
率
は
教

師
が
行
っ
て
い
て
長
時
間
の
拘
束
が
解
決

さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
長
い
間
、
問
題
視
さ
れ
な

が
ら
有
効
な
解
決
が
で
き
ず
に
今
日
に
至

っ
て
い
る
の
だ
が
、
よ
う
や
く
行
政
の
責

任
で
断
が
降
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
働
き
方
に
関
す
る
問
題
で
自
殺

者
が
出
る
切
実
な
状
況
が
後
押
し
を
し
た

こ
と
も
あ
る
が
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
少

子
高
齢
化
に
伴
う
労
働
人
口
の
減
少
と
仕

事
の
高
度
化
な
ど
時
代
の
要
請
が
あ
っ
た
。

政
府
も
働
き
方
改
革
を
最
重
要
の
一
つ

と
し
て
法
案
化
を
急
ぎ
、
文
科
省
、
県
・

市
町
村
教
育
委
員
会
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
先
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
部
活
動
も
こ
の
機
会
に
見

直
し
、
本
当
に
子
供
た
ち
の
た
め
に
な
り

教
師
も
や
り
が
い
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ

う
に
設
計
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
方
向
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
校

部
活
の
良
さ
は
残
し
、
そ
れ
に
打
ち
込
み

た
い
生
徒
や
教
師
は
生
か
す
の
で
あ
る
。

今
や
部
活
動
は
生
徒
に
と
っ
て
唯
一
の
心

身
を
鍛
え
る
場
で
あ
り
、
指
導
要
領
に
求

め
ら
れ
て
い
る
生
き
る
力
を
育
て
る
有
効

な
場
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
徒
た
ち
に
楽

し
く
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
ま
た
厳
し
い

練
習
で
ト
ッ
プ
を
目
指
す
生
徒
の
た
め
に

地
域
へ
そ
う
し
た
場
を
設
け
る
と
い
っ
た

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
対
策
を
求
め
た
い
。
H



平成30年4月16日 第185号（2）

「
三
月
現
代
国
民
講
座
」
よ
り

天
武
天
皇
と
「
日
本
」
誕
生

東
洋
大
学
非
常
勤
講
師
・
文
学
博
士
　
山
本
直
人

一
壬
申
の
乱
は
〝
革
命
〃
だ
っ
た
の
か

壬
申
の
乱
の
際
の
吉
野
軍
の
事
実
上
の

軍
事
総
監
と
な
ら
れ
た
高
市
皇
子
の
残
宮

の
際
、
柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
挽
歌
に
「
差

上
げ
た
る
　
幡
の
靡
き
は
　
冬
こ
も
り

春
さ
り
来
れ
ば
　
野
ご
と
に
　
つ
き
で
あ

る
火
の
　
風
の
共
　
靡
く
が
ご
と
く
…
」

と
あ
る
様
に
、
大
海
人
皇
子
率
あ
る
吉
野

軍
は
、
近
江
朝
廷
軍
と
区
別
さ
せ
る
た
め
、

赤
布
を
軍
装
の
上
に
着
け
さ
せ
て
ゐ
る
。

こ
の
赤
色
に
つ
い
て
は
、
既
に
昭
和
三

年
か
ら
井
上
通
泰
が
『
歴
史
地
理
』
に
発

表
し
た
「
天
武
天
皇
紀
聞
幽
」
　
の
中
で
、

天
武
天
皇
が
自
ら
を
、
〝
赤
帝
の
子
〟
と

称
し
た
漢
の
高
祖
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な

く
高
祖
と

は
、
司
馬

遷
の
『
史

記
』
に
も

登
場
す
る
、

楚
の
項
羽

を
倒
し
、

前
漠
を
築

い
た
劉
邦

の
こ
と
で

あ
る
。
そ

こ
か
ら
早
川
庄
八
氏
は
『
律
令
国
家
の
展

開
』
（
山
川
出
版
社
、
平
七
）
の
中
で
、
「
天

武
天
皇
は
壬
申
の
乱
に
お
い
て
…
大
友
皇

子
か
ら
ー
の
政
権
纂
奪
を
、
易
姓
革
命
に
な

ぞ
ら
え
ー
て
観
念
し
て
い
た
ら
し
い
」
と
ま

で
推
測
し
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
松
本
清
張
の

『
清
張
通
史
5
壬
申
の
乱
』
（
講
談
社
、
昭

五
四
）
に
至
っ
て
は
、
「
大
友
天
皇
即
位
説
」

の
立
場
か
ら
、
「
大
海
人
は
乱
臣
賊
子
の
大

謀
反
人
で
あ
る
」
と
ま
で
極
言
し
て
ゐ
る
。

が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
。

天
智
天
皇
の
御
達
識
を
守
り
抜
い
た
と

い
ふ
点
で
は
、
敗
れ
た
側
の
近
江
方
の
義

こ
そ
が
も
つ
と
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
そ
の
辺
り
は
近
代
以
前
か
ら

壬
申
の
乱
に
お
け
る
「
功
臣
」
と
「
叛
臣
」

と
の
相
克
は
問
題
提
起
さ
れ
て
ゐ
た
様
で

あ
る
。
す
な
は
ち
大
友
皇
子
が
天
皇
と
し

て
即
位
さ
れ
た
と
想
定
す
れ
ば
、
吉
野
か

ら
兵
を
起
こ
さ
れ
た
大
海
人
皇
子
は
〝
纂

奪
者
〃
と
な
っ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
疑
問
を
早
く
か
ら
提
起
し
た
の
が
、

水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』
で
あ
る
。
特
に

前
期
水
戸
学
に
お
い
て
は
、
藩
主
光
園
の

意
向
と
と
も
に
、
そ
の
頃
明
か
ら
亡
命
し

て
き
た
朱
舜
水
、
朱
子
学
の
大
義
名
分
論

の
色
彩
が
強
い
。
さ
う
し
た
思
想
が
如
実

に
集
約
さ
れ
た
の
が
、
安
積
澹
泊
の
『
大

日
本
史
賛
薮
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

は
た
し
て
　
「
大
友
天
皇
」
　
に
代
っ
て
即

位
さ
れ
た
天
武
天
皇
は
〝
纂
奪
者
〟
の
汚

名
を
免
れ
え
な
い
の
か
。
後
に
『
大
日
本

史
』
が
朝
廷
に
献
上
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

澹
泊
の
論
講
は
削
除
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
で
も
論
讃
の
「
天
武
天
皇
紀
」
で
は
、

「
・
武
を
催
せ
文
を
修
め
、
政
事
に
施
し

て
皆
観
る
可
き
も
の
有
り
」
と
評
価
す
る

一
方
、
「
之
を
取
る
に
千
曳
を
用
ふ
る
を
免

れ
ず
」
と
評
す
る
こ
と
も
忘
れ
な
い
。

見
方
に
よ
っ
て
は
壬
申
の
乱
は
、
こ
れ

ま
で
の
天
智
天
皇
の
政
策
に
対
し
て
の
天

武
天
皇
に
よ
る
「
革
命
」
と
も
受
け
取
れ

か
ね
な
い
。
森
鴎
外
の
『
帝
詮
考
』
で
も

考
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
淡
海
三
船
自
身
が
、

後
に
段
の
肘
王
を
滅
ぼ
し
た
漢
の
武
帝
に

な
ぞ
ら
へ
て
、
「
天
智
」
　
（
紆
王
が
身
に
つ

け
て
ゐ
た
宝
玉
）
「
天
武
」
の
詮
号
を
付
け

た
と
い
ふ
。

二
　
「
神
武
東
征
」
と
「
天
武
東
行
」

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
『
日
本
書

紀
』
以
下
の
正
史
が
、
壬
申
の
乱
以
前
と

以
降
の
歴
史
を
、
「
革
命
」
の
様
に
断
絶
し

た
歴
史
と
し
て
掟
へ
な
か
っ
た
の
は
ど
う

い
ふ
わ
け
か
。
も
し
天
武
天
皇
が
親
ら
の

武
装
蜂
起
を
正
当
化
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
以
前
の
近
江
朝
の
歩
み
を
〝
負
の
歴

史
〃
と
し
て
、
〝
断
絶
〟
を
強
調
す
る
こ

と
も
い
く
ら
で
も
で
き
た
は
ず
で
は
な
い

だ
ら
う
か
。

一
方
、
「
壬
由
紀
」
で
は
、
橿
原
の
神
武

天
皇
陵
へ
の
武
具
献
上
に
ま
つ
は
る
重
言

の
場
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
海
人
皇

子
の
蜂
起
も
、
大
な
り
小
な
り
の
形
で
「
神

武
東
征
」
に
も
影
響
さ
れ
た
節
が
あ
る
。

例
へ
ば
山
本
幸
司
氏
は
、
『
天
武
の
時
代
』

（
朝
日
新
聞
社
、
平
七
）
の
中
で
、
「
現
実

に
は
神
武
東
征
の
神
話
は
、
天
武
が
東
国

に
脱
出
し
て
、
逆
に
近
江
か
ら
畿
内
に
展

開
す
る
大
友
方
と
戦
っ
た
壬
申
の
乱
と
い

う
歴
史
的
事
件
が
、
神
話
的
物
語
の
形
を

と
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
し
て
、
神
武
東
征
神
話
と
壬
申
の

乱
に
お
け
る
天
武
天
皇
の
東
国
入
り
と
の

類
似
性
を
比
較
し
て
ゐ
る
。

確
か
に
漢
の
高
祖
の
　
「
紅
旗
」
を
模
し

た
大
海
人
皇
子
は
、
「
革
命
」
と
も
見
紛
ふ

手
法
を
以
て
、
壬
申
の
乱
の
勝
利
者
と
な

っ
た
。
即
位
後
の
天
武
天
皇
二
（
六
七
三
）

年
八
月
二
十
五
日
、
耽
羅
か
ら
の
使
節
に

対
し
て
、
「
天
皇
、
新
に
天
下
を
平
け
て
、

初
め
て
即
位
す
」
と
ま
で
高
ら
か
に
詔
さ

れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
対
外
的
に

政
権
交
代
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

持
統
天
皇
の
時
代
、
柿
本
人
麻
呂
が
詠

ん
だ
「
近
江
荒
都
歌
」
に
も
象
徴
さ
れ
る

様
に
、
争
乱
よ
り
わ
づ
か
二
十
年
後
に
は
、

近
江
大
津
宮
は
〝
廃
墟
〟
と
し
て
認
知
さ

れ
る
様
に
な
っ
た
。
と
も
す
る
と
、
白
村

江
以
前
と
以
降
よ
り
も
、
そ
の
歴
史
的
断

絶
の
意
義
は
大
き
い
可
能
性
も
あ
る
。
す

る
と
壬
申
の
乱
以
前
と
以
降
で
、
〝
革
命

〟
に
値
す
る
だ
け
の
大
き
な
歴
史
的
断
絶

が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
か
。

一
二
　
大
友
皇
子
の
「
即
位
」
は
あ
っ
た
か

大
友
皇
子
の
即
位
説
は
、
遡
れ
ば
既

に
十
世
紀
に
活
躍
し
、
安
和
の
変
で
藤
原
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摂
関
家
か
ら
排
斥
さ
れ
た
源
高
明
の
有
職

故
実
書
『
西
宮
記
』
に
も
、
天
智
天
皇
崩

御
後
に
大
友
皇
子
が
帝
位
に
就
い
た
と
い

ふ
記
述
が
あ
る
。
そ
の
後
『
扶
桑
略
記
』

『
水
鏡
』
と
い
っ
た
歴
史
書
に
も
、
立
太

子
や
即
位
を
伺
は
せ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
を
明
確
に
歴
代
の
帝
位
の
中
に
位

置
づ
け
た
の
は
、
近
世
前
期
の
『
大
日
本

史
』
で
あ
る
。
江
戸
末
期
ま
で
に
は
、
次

第
に
大
友
皇
子
を
歴
代
に
数
へ
る
史
観
も

定
説
化
し
て
い
く
。
明
治
三
年
に
大
友
皇

子
に
弘
文
天
皇
の
詮
号
が
贈
ら
れ
た
の
も
、

さ
う
し
た
流
れ
を
享
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
を
知
る
確

実
な
史
料
が
『
日
本
書
紀
』
に
限
定
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
も
あ
り
、
現
在
で
は
、
「
大
友

皇
子
即
位
説
」
に
組
す
る
学
者
は
む
し
ろ

少
数
派
と
見
て
よ
い
。

大
友
皇
子
に
即
位
の
事
実
が
な
か
つ
た

と
す
れ
ば
、
父
帝
の
天
智
天
皇
同
様
、
「
称

制
」
の
立
場
で
、
事
実
上
近
江
朝
廷
の
中

心
的
存
在
と
し
て
政
務
に
あ
た
ら
れ
て
ゐ

た
、
と
考
へ
る
方
が
妥
当
と
い
へ
よ
う
。

大
友
皇
子
の
「
称
制
天
皇
」
説
に
つ
い
て

は
、
既
に
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
に
山

嬢
大
華
が
『
国
史
纂
論
』
で
提
起
さ
れ
て

ある。一
方
、
安
積
澹
泊
の
「
帝
大
友
紀
の
議
」

で
も
「
天
皇
の
纂
奪
、
蔦
に
於
て
塁
に
見

れ
、
乱
臣
賊
子
、
以
て
心
を
寒
う
し
、
胆

を
破
る
べ
L
L
と
評
さ
れ
た
様
に
、
そ
の

こ
と
で
天
武
天
皇
の
御
立
場
を
際
ど
い
も

の
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
負
の
側
面

も
否
定
で
き
ま
い
。

そ
の
後
の
「
大
友
皇
子
即
位
説
」
が
、

水
戸
学
と
は
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も

つ
国
学
者
の
伴
信
友
に
よ
っ
て
引
き
継
が

れ
、
壬
申
の
乱
の
研
究
史
上
、
一
層
の
発

展
を
遂
げ
た
。

四
　
天
武
天
皇
朝
を
ど
う
位
置
つ
け
る
べ

き
か乱

の
勝
者
と
な
ら
れ
た
天
武
天
皇
の
国

史
上
の
功
績
は
何
で
あ
っ
た
か
。
天
武
天

皇
は
当
時
の
体
制
へ
の
〝
飯
逆
者
〟
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
の
後
の
日
本
の
国
体
を

形
成
す
る
上
で
大
切
な
基
盤
を
築
か
れ
た

功
労
者
と
い
ふ
、
全
く
相
容
れ
な
い
二
つ

の
側
面
を
体
現
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
。

ま
づ
、
松
本
清
張
が
い
ふ
様
に
、
壬
申

の
乱
で
の
大
海
人
皇
子
は
、
本
当
に
「
皇

位
の
纂
奪
者
」
だ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
そ
の
後
の
文
献
批

判
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
様
に
、
改
め
て

大
友
皇
子
の
即
位
の
事
実
は
な
か
つ
た
と

考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
当
時
の
豪

族
た
ち
は
、
大
友
皇
子
、
大
海
人
皇
子
の

ど
ち
ら
が
天
智
天
皇
に
続
く
日
嗣
の
御
子

と
し
て
よ
り
相
応
し
い
か
、
－
選
択
を
迫
ら

れ
た
、
と
い
ふ
の
が
実
情
に
即
し
て
ゐ
る

の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

そ
の
結
果
、
最
終
的
に
、
大
化
改
新
以

来
、
長
ら
く
中
大
兄
皇
子
、
－
中
臣
鎌
足
ら

と
と
も
に
、
律
令
国
家
建
設
に
腐
心
さ
れ

て
き
た
大
海
人
皇
子
こ
そ
、
よ
り
白
村
江

敗
戦
後
の
対
外
危
機
と
不
安
定
な
国
論
を

ま
と
め
ら
れ
る
存
在
と
し
て
、
皇
位
に
適

ふ
方
と
考
へ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
さ
う
で

な
け
れ
ば
、
本
来
圧
倒
的
な
力
を
も
つ
べ

き
時
の
朝
廷
に
対
し
て
、
近
江
方
の
群
臣

ま
で
も
が
、
簡
単
に
裏
切
り
、
叛
乱
に
手

を
貸
す
行
為
な
ど
考
へ
に
も
及
ば
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

一
体
、
大
君
に
忠
義
を
尽
く
し
、
命
を

捧
げ
る
こ
と
を
〝
大
義
〟
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
当
時
の
近
江
朝
と
吉
野
方
、
ど
ち
ら

に
大
義
が
あ
る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
か
。
当

然
、
天
智
天
皇
の
御
達
識
に
従
っ
た
と
す

れ
ば
、
大
友
皇
子
を
補
佐
し
た
中
臣
金
を

は
じ
め
、
蘇
我
赤
見
、
蘇
我
果
安
、
巨
勢

比
等
と
い
っ
た
近
江
方
の
重
臣
た
ち
こ
そ

が
「
大
義
に
殉
じ
た
」
と
評
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ら
う
。
一
方
、
『
古
事
記
』
序
文

で
も
近
江
方
が
「
凶
徒
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
様
に
、
「
勝
て
ば
官
軍
」
の
理
屈
に
従

へ
ば
、
吉
野
方
に
つ
い
た
功
労
者
が
、
そ

の
後
の
飛
鳥
渾
御
原
朝
で
の
〝
元
勲
〟
に

等
し
い
地
位
を
獲
得
し
た
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

例
へ
ば
、
壬
申
の
乱
後
の
論
功
行
賞
に

つ
い
て
、
当
然
吉
野
方
に
つ
い
た
豪
族
の

冠
位
・
待
遇
が
、
そ
の
後
の
飛
鳥
浄
御
原

朝
に
お
い
て
優
遇
さ
れ
た
こ
と
は
い
ふ
ま

で
も
な
い
。
一
方
、
近
江
方
に
つ
い
た
重

臣
た
ち
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
死
罪
と
な

っ
た
の
は
中
臣
金
く
ら
ゐ
な
も
の
で
、
蘇

我
果
安
が
自
害
し
た
他
は
、
蘇
我
赤
見
、

巨
勢
比
等
は
流
罪
。
そ
し
て
果
安
、
比
等

と
と
も
に
同
じ
く
御
史
大
夫
だ
っ
た
紀
大

人
に
至
っ
て
は
何
の
お
客
め
な
し
で
、
吉

野
方
へ
の
寝
返
り
説
が
推
測
さ
れ
て
ゐ
る
。

他
国
の
内
乱
革
命
後
の
処
遇
に
比
し
て
も

極
め
て
寛
大
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
壬
申
紀
を
読

む
』
（
平
凡
社
、
平
五
）
を
著
し
た
西
郷
信

綱
も
、
「
壬
申
の
乱
は
あ
く
ま
で
王
位
継
承

を
主
題
に
し
た
内
乱
で
あ
り
、
王
権
を
倒

し
そ
れ
と
は
異
な
る
体
制
を
作
ろ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
新

た
な
王
に
よ
る
統
一
へ
の
志
向
が
、
そ
こ

で
は
常
に
働
い
て
い
た
わ
け
で
、
勝
利
し

た
側
も
分
裂
を
い
っ
そ
う
深
め
る
よ
う
な

処
置
は
望
ま
な
か
っ
た
」
と
概
括
し
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
一
国
の
王
族
が
他
の
氏
族
に

取
っ
て
代
る
様
な
〝
革
命
〟
と
は
ほ
ど
遠

ヽ

　

○

実
際
に
、
そ
の
後
の
新
旧
の
『
唐
書
』
、

『
宋
書
』
、
半
島
の
『
三
国
史
記
』
と
い
っ

た
海
外
文
献
を
紐
解
い
て
も
、
「
倭
国
」
か

ら
「
日
本
」
　
へ
の
国
名
改
称
に
つ
い
て
の

言
及
は
あ
る
と
は
い
へ
、
天
智
天
皇
か
ら

天
武
天
皇
へ
の
譲
位
に
対
し
て
、
「
革
命
」

に
あ
た
る
様
な
歴
史
的
断
絶
が
認
識
さ
れ

て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。

五
　
天
智
朝
と
天
武
朝
～
国
体
は
切
断
さ

れ
た
の
か

天
智
朝
と
天
武
朝
の
治
世
と
相
違
と
は

何
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
秀
人

氏
が
『
日
本
及
日
本
人
』
の
平
成
十
年
新
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春
号
に
発
表
し
た
「
天
武
天
皇
の
神
観
念

と
世
界
観
」
で
、
「
あ
く
ま
で
も
半
島
や
中

原
の
国
家
に
規
範
を
求
め
、
日
本
国
を
急

速
に
官
治
制
律
令
国
家
に
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
天
智
天
皇
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日

本
を
神
な
が
ら
の
国
の
原
理
の
働
く
国
家

と
し
て
考
え
、
天
皇
家
の
祖
神
の
み
な
ら

ず
諸
豪
族
の
諸
神
に
ま
で
心
を
配
り
、
壬

申
の
乱
の
勝
利
で
す
ら
、
天
神
の
支
援
で

あ
る
と
考
え
つ
づ
け
た
天
武
天
皇
」
と
、

両
者
の
治
世
の
特
色
を
対
照
的
な
評
価
で

位
置
づ
け
て
ゐ
る
。

確
か
に
青
年
時
代
か
ら
元
遣
唐
使
だ
っ

た
南
淵
請
安
、
高
向
玄
理
か
ら
大
陸
伝
来

の
当
時
最
新
鋭
の
学
問
を
学
ば
れ
た
天
智

天
皇
の
の
政
策
は
、
大
化
改
新
か
ら
近
江

朝
に
至
る
ま
で
、
充
分
に
「
革
新
的
」
一
だ

っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て

天
武
天
皇
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
辺

り
に
つ
い
て
は
、
戸
矢
学
氏
が
『
三
種
の

神
器
』
（
河
出
董
虜
新
社
、
平
二
四
）
の
中

で
、
「
古
代
道
教
・
神
仙
思
想
に
通
暁
し
て

い
た
」
天
武
帝
を
高
く
評
価
し
、
「
藤
原
京

の
都
城
計
画
、
陰
陽
道
・
占
星
台
の
設
置
、

八
色
の
姓
、
飛
鳥
浄
御
原
令
、
記
紀
の
編

纂
、
三
種
の
神
器
、
大
嘗
祭
、
伊
勢
の
遷

宮
、
天
皇
の
称
号
の
制
定
…
」
と
い
っ
た

「
九
つ
の
偉
業
」
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
だ
け
で
も
天
武
天
皇
朝
で
の
改
革
は
、

ま
さ
に
現
代
日
本
に
も
つ
な
が
る
礎
を
築

い
た
点
に
お
い
て
も
画
期
的
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
大
和
岩
雄
氏
は
、
「
道
教
の
体
現

者
・
天
武
天
皇
」
（
新
人
物
往
来
社
『
呪
術

と
怨
霊
の
天
皇
史
』
平
二
四
）
　
の
中
で
、

「
革
命
児
高
祖
に
、
天
武
は
自
ら
を
擬
し

た
」
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
道
教
思
想

を
受
け
入
れ
た
が
…
そ
れ
は
固
有
の
神
祇

信
仰
の
強
化
の
た
め
で
あ
る
」
と
し
て
、

む
し
ろ
天
武
天
皇
の
独
自
の
神
道
復
興
を

強
調
し
て
ゐ
る
。
革
命
的
な
手
法
を
駆
使

し
て
旧
来
の
政
権
を
覆
し
、
－
日
本
古
来
の

伝
統
的
な
信
仰
を
復
古
さ
せ
た
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
天
武
天
皇
は
同
時
に

仏
教
信
仰
も
重
ん
じ
て
ゐ
た
が
、
或
る
意

味
で
壬
申
の
乱
後
の
飛
鳥
浮
御
原
で
の
治

世
は
、
〝
復
古
革
命
〟
と
い
ふ
点
に
お
い

て
、
明
治
維
新
に
も
匹
敵
す
る
事
件
だ
つ

た
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、

天
武
天
皇
が
、
天
智
天
皇
の
治
世
で
の
律

令
国
家
導
入
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
〝
革

新
性
〟
に
つ
い
て
も
、
既
に
大
正
十
一
年

の
和
辻
哲
郎
の
　
「
飛
鳥
寧
楽
時
代
の
政
治

的
理
想
亡
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
を
敢
へ
て
今
に
置
き
換
え
れ
ば
、
近

江
朝
で
天
智
天
皇
が
推
進
さ
れ
た
律
令
制

度
導
入
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
構

造
改
革
を
駆
使
し
た
日
本
再
建
と
い
ふ
こ

と
に
な
る
。
急
進
的
な
制
度
改
革
は
反
動

も
生
み
、
壬
申
の
乱
と
い
ふ
路
線
対
立
を

生
み
出
し
た
。
さ
う
し
た
政
治
的
混
迷
を

経
て
、
飛
鳥
浄
御
原
朝
で
の
「
日
本
を
取

り
戻
す
」
た
め
の
国
土
強
靭
化
を
断
行
さ

れ
た
の
が
天
武
天
皇
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

六
　
「
棲
夷
」
か
ら
「
尊
王
」
　
へ

対
外
的
な
危
機
か
ら
国
家
統
一
へ
。
こ

の
過
程
を
大
化
改
新
か
ら
白
村
江
の
戦
を

経
て
、
壬
申
の
乱
に
至
る
ま
で
の
古
代
史

と
比
較
す
る
と
、
何
が
見
え
て
く
る
か
。

す
な
は
ち
蘇
我
氏
の
専
横
か
ら
乙
巳
の
変

を
経
て
改
新
政
治
を
確
立
さ
せ
た
中
大
兄

皇
子
は
、
改
新
政
治
に
お
い
て
、
「
里
親
政

治
」
を
復
活
さ
せ
、
地
方
分
権
か
ら
中
央

集
権
国
家
へ
の
転
換
を
図
ら
う
と
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
過
程
に
は
、
蘇
我
石
川
麻
呂
、

古
人
大
兄
皇
子
、
有
間
皇
子
と
い
っ
た

数
々
の
有
力
豪
族
や
皇
族
た
ち
へ
の
粛
清

へ
と
導
き
、
か
う
し
た
改
新
政
治
に
対
す

る
反
発
も
一
方
で
強
く
残
っ
た
こ
と
が
考

へ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
隣
国
の
唐
並
び
に
三
韓
を
め

ぐ
る
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
国
際
情
勢

が
、
倭
国
を
外
征
参
戦
へ
と
導
く
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
結
果
的
に
白
村
江
海
戦

で
の
敗
戦
に
終
っ
た
こ
と
か
ら
、
近
江
遷

都
、
水
城
の
築
城
、
戦
勝
国
の
侵
攻
に
備

へ
た
徴
兵
は
、
各
豪
族
へ
の
負
担
と
と
も

に
、
中
央
政
府
へ
の
不
満
と
い
ふ
形
で
噴

出
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

近
江
朝
廷
の
脆
弱
さ
は
天
智
天
皇
崩
御

後
に
決
定
的
と
な
っ
た
。
さ
う
し
た
地
方

豪
族
た
ち
へ
の
不
満
に
目
を
付
け
ら
れ
た

大
海
人
皇
子
の
呼
び
か
け
が
、
壬
申
の
乱

蜂
起
へ
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
最
終
的
に

勝
利
者
と
な
ら
れ
た
大
海
人
皇
子
は
、
こ

れ
ま
で
の
近
江
朝
廷
か
ら
正
統
な
皇
位
継

承
を
引
き
継
が
れ
な
が
ら
も
、
功
労
者
た

ち
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
新
し
い
方
向
性

を
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
は
な
ら
な
か
っ
た
。

外
交
的
失
策
か
ら
政
権
の
弱
体
化
、
新
政

権
へ
の
期
待
…
か
う
し
た
鎌
倉
幕
府
や
豊

臣
政
権
、
江
戸
幕
府
衰
退
か
ら
新
政
権
の

樹
立
と
い
っ
た
国
史
上
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
事
象
の
発
端
は
、
天
智
天
皇
か
ら
天
武

天
皇
へ
と
至
る
ま
で
の
白
鳳
期
の
政
治
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ら

う
か
。す

な
は
ち
大
化
改
新
か
ら
白
村
江
の
戦

ま
で
の
国
内
統
一
と
、
対
外
危
機
へ
の
備

へ
を
率
先
し
た
天
智
天
皇
は
、
神
功
皇
后

以
来
の
「
擾
夷
」
　
の
滞
神
を
担
は
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
方
、
そ

の
後
、
壬
申
の
乱
を
経
て
即
位
さ
れ
た
天

武
天
皇
は
、
こ
れ
ま
で
の
　
「
大
王
」
　
か
ら

「
天
皇
」
と
い
ふ
称
号
を
確
立
さ
せ
た
こ

と
で
、
神
祇
祭
祀
と
と
も
に
皇
室
の
神
格

化
を
一
層
高
め
ら
れ
、
国
民
を
「
尊
王
」

意
識
へ
と
導
い
た
古
代
国
家
建
設
期
の
立

役
者
と
い
ふ
見
方
も
可
能
に
な
る
だ
ら
う
。

壬
申
の
乱
は
そ
の
後
の
皇
位
継
承
に
於

け
る
皇
族
内
の
争
ひ
と
し
て
、
負
の
側
面

を
残
し
た
側
面
は
否
め
な
い
。
そ
の
一
方

で
、
天
智
天
皇
と
天
武
天
皇
が
、
我
が
国

に
お
け
る
「
撰
夷
」
と
∃
尊
王
」
　
の
発
端

を
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
国
家
建
設
期

の
先
駆
け
と
し
て
、
今
一
度
顧
み
る
必
要

が
あ
る
。

（
こ
の
文
は
当
日
配
布
さ
れ
た
講
演
資
料
を
抄

録
し
た
も
の
で
、
責
任
は
編
集
部
に
あ
り
ま
す
。
）


