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高
大
連
携
歴
史
教
育
研
究
会
の
企
み

佐

　

藤

　

健

　

二

そ
の
研
究
会
の
存
在
は
、
会
員
の
空
花
正
人
氏
か

ら
頂
い
た
メ
ー
ル
に
よ
り
初
め
て
知
っ
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
関
西
産
経
新
聞
の
　
「
西
論
」
　
と
い
ふ
コ
ラ
ム

の
一
人
で
は
な
い
か
と
以
前
か
ら
関
心
を
も
っ
て
い

た
」
　
と
言
ふ
。
特
に
油
井
氏
の
『
未
完
の
占
領
改
革

復
刊
第
八
号
　
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

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

作
と
い
っ
た
明
治
維
新
の
立
役
者
が
含
ま
れ
る
と
い

ふ。

こ
の
メ
ー
ル
を
読
ん
だ
後
す
ぐ
に
、
今
度
は
全
国

版
産
経
新
聞
の
　
「
明
治
一
五
〇
年
」
と
い
ふ
企
画
で

吉
田
松
陰
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
読
ん
で
み

た
。
す
る
と
そ
の
記
事
の
中
に
こ
の
研
究
会
の
こ
と

が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
紹
介
さ
れ
て
ゐ
た
で
は
な
い

か
。
更
に
精
選
案
に
触
れ
て
次
の
様
に
書
か
れ
て
ゐ

た
。
「
西
郷
隆
盛
や
松
陰
門
下
の
伊
藤
博
文
、
木
戸

孝
允
ら
の
名
は
あ
る
が
、
『
吉
田
松
陰
』
の
名
は
な

い」。

私
は
首
を
傾
げ
た
。
そ
の
研
究
会
の
判
断
と
し
て

は
、
幕
末
維
新
史
を
説
明
す
る
と
き
に
、
吉
田
松
陰

や
高
杉
晋
作
を
覚
え
る
必
要
は
な
い
と
言
ふ
こ
と
だ

が
、
こ
の
二
人
を
外
し
て
は
た
し
て
幕
末
維
新
史
は

正
し
く
語
れ
る
の
だ
ら
う
か
。
そ
の
こ
と
を
検
証
す

る
に
は
多
く
の
紙
幅
を
要
す
る
で
あ
ら
う
が
、
今
は

そ
の
こ
と
が
主
題
で
は
な
い
の
で
、
私
の
乏
し
い
知

識
を
以
て
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
と
だ
け

言
っ
て
お
く
。

し
か
し
問
題
の
本
質
は
、
単
に
松
陰
一
人
の
問
題

で
は
な
い
。
研
究
会
は
、
知
識
と
思
考
の
問
題
に
大

き
な
間
違
ひ
を
犯
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
当
該
研
究

会
は
、
高
校
の
歴
史
授
業
が
用
語
説
明
に
追
ほ
れ
て

生
徒
の
歴
史
離
れ
を
招
い
て
ゐ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
様

だ
が
、
用
語
の
説
明
に
追
は
れ
る
の
は
当
た
り
前
で
、

何
千
年
に
も
亘
る
世
界
史
、
日
本
史
を
通
史
と
し
て

教
へ
、
そ
の
用
語
を
中
心
に
試
験
が
作
ら
れ
て
ゐ
る

現
状
で
は
、
生
徒
は
そ
の
用
語
を
覚
え
る
こ
と
が
勉

強
の
中
心
と
な
り
、
ゆ
っ
く
り
歴
史
に
つ
い
て
考
へ

る
余
裕
な
ど
な
い
。
こ
れ
を
改
め
る
に
は
大
学
入
試

も
含
め
て
作
問
方
法
を
改
め
る
し
か
な
い
が
今
は
こ

れ
に
は
触
れ
な
い
。

歴
史
に
限
ら
ず
知
識
は
み
な
暗
記
（
記
憶
）
に
基

づ
く
。
た
だ
そ
の
暗
記
が
意
味
も
な
く
強
制
さ
れ

れ
ば
苦
痛
に
感
じ
る
。
歴
史
嫌
ひ
が
増
え
る
で
あ
ら

う
。
つ
ま
り
歴
史
教
育
を
暗
記
科
目
に
し
て
ゐ
る
の

は
、
実
は
教
へ
る
側
の
問
題
で
あ
る
の
だ
。
私
の
知

っ
て
ゐ
る
あ
る
有
名
な
塾
の
講
師
は
、
数
学
も
暗
記

だ
と
明
言
し
た
。
そ
れ
は
ど
ん
な
科
目
で
も
記
憶
を

基
に
し
て
脳
に
新
し
い
回
路
を
作
り
、
思
考
を
高
め

る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
だ
け
が
暗
記
物
と
批
判
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
他
の
教
科
も
、
勉
強
と
い
ふ
も

の
は
ま
づ
知
識
の
記
憶
で
あ
る
。
知
識
の
増
加
、
つ

ま
り
言
語
の
増
加
に
伴
ひ
思
考
力
も
高
ま
る
の
で
あ

る
。
小
学
生
よ
り
中
学
生
が
、
中
学
生
よ
り
高
校
生

が
思
考
力
が
高
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
識
（
言
語
）

の
量
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
抜
き
に
は

あ
り
得
な
い
。
「
暗
記
よ
り
思
考
力
」
と
い
ふ
の
は
、

俗
論
に
過
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
私
が
言
ひ
た
い
の
は
、
当
該
研
究
会
は
歴

史
は
暗
記
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
歴
史
嫌
ひ
が
増
え

て
ゐ
る
と
い
ふ
、
暗
記
を
強
い
る
下
手
な
授
業
を
し

て
ゐ
る
教
師
側
の
俗
論
を
利
用
し
、
思
考
力
を
高
め

る
と
い
ふ
美
事
で
知
識
量
の
削
減
を
試
み
、
そ
の
削

減
の
中
に
我
が
国
の
歴
史
上
重
要
な
事
柄
や
人
物
を
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潜
ま
せ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
国
民
の
記
憶
の
断
絶
を

図
る
と
い
ふ
　
「
企
み
」
　
を
持
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
小
島
氏
は
　
「
新
た

な
歴
史
戦
」
　
と
見
た
の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
、
今
年
当
該
研
究
会
が
発
表
す
る
と
い
ふ

最
終
精
選
案
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

（会員）

一

つ

の

疑

問

か

ら

藤

　

井

　

雅

　

和

昭
和
三
十
年
前
後
に
発
売
さ
れ
流
行
し
た
歌
謡
曲

に
　
「
南
国
土
佐
を
後
に
し
て
」
が
あ
る
。
丘
京
子
、

鈴
木
三
重
子
ら
が
歌
ひ
、
昨
年
物
故
し
た
ペ
ギ
ー
葉

山
の
音
盤
は
二
百
万
枚
も
売
れ
た
さ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
は
こ
の
歌
を
聴
い
た
と
き
、
違
和

感
が
あ
つ
た
の
を
思
ひ
出
す
。
歌
詞
は
今
省
略
す
る

が
、
二
番
に
あ
た
る
歌
詞
に
　
「
月
の
浜
辺
で
焚
き
火

を
囲
み
」
、
ま
た
、
三
番
で
は
「
私
も
負
け
ず
に
励

ん
だ
後
で
」
　
の
部
分
で
あ
る
。

都
に
来
て
ゐ
る
の
に
な
ぜ
浜
辺
が
出
て
く
る
の

か
、
回
想
の
場
面
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
。
父
親

と
張
り
合
ふ
の
に
「
励
ん
だ
」
と
い
ふ
の
も
唐
突
感

が
拭
へ
な
い
。
鯨
取
り
と
い
ふ
壮
大
な
快
挙
と
、
都

に
出
て
き
た
子
供
の
日
常
の
、
あ
る
い
は
当
然
の
行

為
で
あ
る
仕
事
や
勉
学
と
い
ふ
も
の
と
は
比
べ
る
こ

と
自
体
に
無
理
が
あ
る
。

実
は
こ
の
歌
に
は
元
歌
が
あ
る
こ
と
は
音
盤
発
売

当
時
か
ら
あ
ま
り
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
は
帝
国

陸
軍
第
四
〇
師
団
歩
兵
第
二
三
六
聯
隊
（
高
知
市
朝

倉
）
は
高
知
出
身
者
が
多
か
つ
た
の
で
通
称
「
鯨
部

隊
」
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
部
隊
で
歌
ひ
継
が

れ
て
き
た
兵
隊
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

へ
南
国
土
佐
を
後
に
し
て
　
中
支
に
来
て
か
ら
幾

歳
ぞ
　
思
ひ
出
し
ま
す
故
郷
の
友
が
　
首
途
に
唄
っ

た
よ
さ
こ
い
節
を
　
へ
月
の
露
営
で
焚
火
を
囲
み

し
ば
し
娯
楽
の
ひ
と
時
を
　
自
分
も
自
慢
の
声
張
り

上
げ
て
　
唄
ふ
よ
土
佐
の
よ
さ
こ
い
節
を
　
へ
故
国

の
親
父
は
室
戸
の
沖
で
　
鯨
釣
つ
た
と
い
ふ
便
り

自
分
も
負
け
ず
に
手
柄
を
立
て
て
　
唄
ふ
よ
土
佐
の

よ
さ
こ
い
節
を

そ
し
て
各
節
の
後
に
よ
さ
こ
い
節
を
、
銘
々
が
そ

れ
こ
そ
自
慢
の
喉
を
披
露
し
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
へ
ら
れ
る
。
勿
論
作
詞
者
作
曲
者
は
不
詳
で

ある。歌
詞
中
「
中
支
に
」
が
「
戦
地
に
」
と
な
つ
た
り
、

「
手
柄
を
立
て
て
」
　
が
　
「
戦
の
後
で
」
　
と
な
る
な

ど
歌
詞
に
少
し
つ
つ
変
化
が
あ
る
の
も
歌
ひ
継
が
れ

て
き
た
故
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
前
線
の
兵
士
た
ち

の
生
活
が
よ
く
分
か
る
名
歌
と
い
へ
る
。

こ
の
歌
は
復
員
者
ら
に
よ
っ
て
持
ち
帰
ら
れ
、
戦

後
「
よ
さ
こ
い
と
兵
隊
」
と
い
ふ
題
で
元
の
歌
詞
が

わ
づ
か
に
流
布
し
て
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
昭

和
二
十
八
年
開
局
の
ラ
ヂ
オ
高
知
（
現
高
知
放
送
）

の
番
組
で
丘
京
子
が
　
「
民
話
　
南
国
土
佐
を
後
に
し

て
」
　
と
い
ふ
題
で
作
り
変
へ
ら
れ
た
歌
詞
を
歌
っ
た

も
の
と
さ
れ
る
。
後
に
昭
和
三
十
三
年
、
日
本
放
送

協
会
高
知
放
送
局
の
開
局
記
念
番
組
に
「
南
国
土
佐

を
後
に
し
て
」
と
題
し
て
ペ
ギ
1
葉
山
に
よ
っ
て
歌

は
れ
た
も
の
が
流
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

後
に
丘
の
音
盤
で
は
　
「
月
の
グ
ラ
ン
ド
」
、
ま
た

鈴
木
盤
で
は
「
月
の
キ
ャ
ン
プ
で
」
と
な
っ
て
ゐ
る

の
を
知
り
、
そ
れ
な
ら
判
ら
ぬ
で
も
な
い
が
違
和
感

は
消
え
な
か
っ
た
。
ペ
ギ
ー
葉
山
の
歌
っ
た
歌
詞
は

登
場
人
物
を
男
性
か
ら
女
性
に
操
へ
て
ゐ
る
や
う
に

も
取
れ
る
が
、
原
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
さ
う
で

ある。さ
う
し
て
、
鯨
部
隊
の
元
歌
を
聴
い
て
、
永
年
の

疑
問
は
見
事
に
氷
解
し
た
。
戦
後
の
流
行
歌
は
、
歌

詞
を
改
悪
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
兵
隊
た
ち

が
歌
っ
た
戦
時
歌
謡
を
利
用
し
改
変
し
て
放
送
局
が

自
局
の
宣
伝
に
使
用
し
た
と
い
ふ
わ
け
で
あ
る
。
戦

後
こ
れ
を
歌
っ
た
歌
手
た
ち
の
歌
唱
力
は
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
鯨
部
隊
の
元
兵
士
た
ち

に
、
戦
地
で
は
こ
ん
な
軟
弱
な
歌
ひ
方
は
し
な
か
つ

た
と
指
摘
さ
れ
た
と
い
は
れ
る
。
こ
の
歌
詞
で
は
元

歌
を
歌
っ
た
人
た
ち
の
大
陸
に
お
け
る
労
苦
は
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
や
う
に
戦
後
に
な
っ
て
改
作
（
改
悪
）
さ
れ

た
歌
詞
は
多
い
。
例
へ
ば
童
謡
「
兵
隊
さ
ん
の
汽
車
」

で
あ
る
。
「
汽
車
汽
車
　
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
ウ
　
シ

ユ
ツ
ポ
ー
ー
シ
エ
ツ
ポ
ッ
ポ
ウ
　
兵
隊
さ
ん
を
の
せ

て
　
シ
ユ
ツ
ポ
′
′
（
、
i
シ
ユ
ツ
ポ
ッ
ポ
ウ
　
撲
等
も

手
に
手
に
　
日
の
丸
の
　
旗
を
ふ
り
ふ
り
　
送
り
ま

せ
う
　
萬
歳
　
萬
歳
　
薗
歳
　
兵
隊
さ
ん
　
兵
隊
さ

ん
　
萬
々
歳
」
、
以
下
三
番
ま
で
あ
り
、
曲
は
現
行

の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
昭
和
十
二
年
（
一
説
に
十
四
年
）
　
の
歌
詞
は

二
十
年
に
作
詞
者
に
よ
り
変
改
さ
れ
、
今
の
　
「
汽
車

ぽ
っ
ぽ
」
に
な
っ
た
。
理
由
は
連
合
国
軍
総
司
令
部

の
横
槍
に
よ
る
と
い
ふ
説
が
一
般
で
あ
る
。
こ
の
手
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の
話
は
枚
挙
に
邁
な
い
。

昭
和
十
九
年
作
詞
の
　
「
お
山
の
杉
の
子
」
　
は
　
「
大

き
く
な
っ
て
国
の
た
め
」
が
　
「
皆
の
た
め
」
　
に
、
五

番
の
　
「
大
き
な
杉
は
何
に
な
る
　
兵
隊
さ
ん
を
　
運

ぶ
船
　
傷
痍
の
勇
士
の
　
寝
る
お
家
」
　
な
ど
以
下
の

歌
詞
が
大
幅
に
書
き
変
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

以
前
小
学
唱
歌
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
歌
は
戦
後
文
部

省
唱
歌
に
な
っ
た
と
き
改
鼠
が
加
へ
ら
れ
た
。
「
冬

の
夜
」
　
の
二
番
は
　
「
囲
艦
裏
の
は
た
に
純
な
ふ
父

は
　
過
ぎ
し
い
く
さ
の
手
柄
を
語
る
。
居
並
ぶ
子
供

は
ね
む
さ
忘
れ
て
、
耳
を
傾
け
、
こ
ぶ
し
を
握
る
」
。

し
か
し
こ
れ
が
　
「
過
ぎ
し
昔
の
思
い
出
語
る
」
　
と
な

っ
た
。
こ
れ
で
は
子
供
が
こ
ぶ
し
を
握
る
理
由
が
分

か
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。

「
村
の
鍛
冶
屋
」
　
の
　
「
あ
る
じ
は
名
高
き
い
つ
こ

く
老
爺
」
　
は
　
「
働
き
も
の
よ
」
　
に
な
っ
て
ゐ
る
。
語

彙
が
貧
し
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

「
我
は
海
の
子
」
　
も
四
番
の
　
「
文
飾
の
ろ
か
い
操

り
て
」
以
下
の
歌
詞
が
現
在
の
教
科
書
で
は
省
略
さ

れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
連
合
国
軍
の
介
入
と
い
ふ
。

「
螢
の
光
」
　
は
学
校
教
育
で
は
現
在
二
番
ま
で
し

か
歌
は
れ
な
い
が
、
台
湾
で
は
四
番
ま
で
歌
は
れ
る

さ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
自
ら
世
界
を
狭
め
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

他
の
文
芸
で
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
。

小
説
や
随
筆
な
ど
で
は
字
体
や
仮
名
遣
ひ
が
変
へ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
で
す
ら
遺
憾
で
あ
る

が
、
内
容
ま
で
変
へ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
時
局
柄

伏
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
さ
へ
復
元
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま

し
て
短
歌
や
俳
句
、
ま
た
古
典
の
世
界
な
ど
は
こ
ん

な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
ひ
と
り
唱
歌
な
ど
の

歌
詞
の
み
が
か
う
い
ふ
目
に
遭
ふ
の
か
。
縦
書
き
を

横
に
組
む
の
で
さ
へ
著
作
物
の
同
一
性
保
持
権
の
原

則
に
抵
触
す
る
疑
ひ
が
あ
る
の
に
、
中
身
ま
で
変
へ

て
し
ま
ふ
の
は
全
く
理
解
し
難
い
。

歌
詞
が
ま
づ
い
と
言
ふ
な
ら
別
の
物
を
別
の
曲
に

乗
せ
て
歌
へ
ば
よ
い
。
気
に
喰
は
な
い
語
句
の
み
を

変
へ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
姑
息
な
こ
と
を
す
る
理
由
は

何
な
の
か
。
そ
れ
を
す
れ
ば
内
容
に
矛
盾
が
出
て
く

る
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
を
読
み
解
く
資
料
的
な
価

値
ま
で
も
損
な
は
れ
て
し
ま
ふ
。

実
は
そ
の
他
の
我
が
国
の
文
化
伝
統
も
さ
う
し
て

崩
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
の
一
部
分
が

抹
殺
さ
れ
、
作
り
変
へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
か
。
戦
後

棄
却
さ
れ
た
段
階
で
万
古
不
易
の
も
の
を
し
っ
か
り

見
定
め
た
上
で
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
、
今
の
う
ち

に
精
査
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
も
の
で

ある。

（会員）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
　
（
三
）

第
三
回

初

ま

ゐ

り

　

　

　

　

　

　

　

斎

藤

　

茂

吉

明
治
二
十
九
年
に
丁
度
僕
が
十
五
に
な
っ
た
の

で
、
父
は
湯
殿
山
の
初
詣
り
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ

の
時
父
は
四
十
五
六
で
あ
っ
た
だ
ら
う
か
ら
、
現
在

の
僕
く
ら
ゐ
の
年
で
あ
る
が
、
も
う
腰
が
屈
つ
て
ゐ

た
。
こ
れ
は
田
畑
に
体
を
使
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
湯
殿
山
に
参
詣
し
、

道
中
自
慢
で
あ
っ
た
。

僕
も
父
も
、
し
ば
ら
く
の
間
毎
朝
水
を
浴
び
て
精

進
し
、
そ
の
間
に
喧
嘩
な
ど
を
避
け
、
魚
介
・
虫
類

の
や
う
な
も
の
で
も
殺
さ
ぬ
や
う
に
し
、
多
く
の
一

厘
銭
を
一
つ
〈
塩
で
磨
い
て
賽
銭
に
用
意
し
た
。

参
詣
と
い
う
て
も
、
今
時
の
や
う
に
途
中
ま
で
汽
車

で
行
く
の
で
は
な
い
。
夜
半
に
な
ら
ぬ
頃
に
出
立
し

て
、
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
五
六
里
は
歩
く
の
で
あ
る
。

第
一
日
は
本
道
寺
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
泊
っ
た
。
そ
こ

ま
で
は
村
か
ら
行
程
十
四
里
で
あ
る
。
第
二
日
は
、

ま
だ
暁
に
な
ら
ぬ
う
ち
に
志
津
と
い
ふ
村
に
着
い
て

先
達
を
頼
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
の
山
道
は
、
雪
解
け
の

水
を
渡
る
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
が
度
々
あ
っ
た
。

ま
だ
午
前
で
あ
っ
た
が
、
湯
殿
山
の
難
合
に
か
ゝ
る

と
風
の
工
合
が
あ
や
し
く
な
っ
て
来
て
、
と
う
〈

御
山
は
荒
れ
出
し
て
来
た
。
豪
雨
が
全
山
を
燕
で
て

降
っ
て
く
る
の
で
、
笠
は
飛
ん
で
し
ま
ひ
、
睦
も
ち

ぎ
れ
さ
う
で
あ
る
。
大
木
の
枝
が
目
前
で
い
く
つ
も

折
れ
た
。
そ
れ
で
も
先
達
は
ひ
る
ま
ず
に
、
「
六
根

清
浄
、
御
山
は
繁
盛
」
　
と
唱
へ
て
行
っ
た
。
さ
う
す

る
う
ち
に
、
渡
る
べ
き
前
方
の
欝
は
一
め
ん
の
氷
で

う
づ
め
ら
れ
て
、
そ
れ
が
雨
で
洗
は
れ
て
滑
々
に
な

っ
て
ゐ
る
。
下
手
の
方
は
深
い
谷
に
続
い
て
、
ひ
ど

く
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
僕
は
恐
る
恐
る
そ
の

上
を
渡
っ
て
行
っ
た
が
、
そ
こ
へ
猛
風
が
何
と
も
い

へ
ぬ
昔
を
立
て
て
吹
い
て
来
た
。
僕
は
転
倒
し
か
け

た
。
う
し
ろ
か
ら
歩
い
て
来
た
父
は
「
茂
吉
旬
へ
。

べ
た
つ
と
旬
へ
。
」
と
鋭
い
声
で
さ
う
い
つ
た
か
ら
、

僕
は
氷
の
う
へ
に
匂
っ
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
し
が

み
つ
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
方
が
好
い
か
も
知
れ
な
い
。



4
日5月3年03成平育教の京東

さ
う
い
ふ
こ
と
を
僕
は
お
ぼ
え
て
ゐ
る
。

「
語
ら
れ
ぬ
湯
殿
に
ぬ
ら
す
襖
か
な
」
　
と
い
ふ
芭

蕉
の
吟
の
あ
る
そ
の
湯
殿
の
山
に
僕
は
参
拝
し
て
、

初
語
り
の
願
を
遂
げ
た
。
鉄
の
鎖
で
辛
う
じ
て
難
底

の
方
へ
く
だ
つ
て
行
っ
た
こ
と
だ
の
、
そ
れ
か
ら
翰

間
の
巌
か
ら
湯
が
威
勢
よ
く
湧
い
て
な
が
れ
て
ゐ
る

と
こ
ろ
だ
の
を
覚
え
て
ゐ
る
。
も
ど
り
に
志
津
に
一

泊
し
て
、
び
し
よ
ぬ
れ
の
衣
服
を
ほ
し
た
。
こ
の
行

程
十
六
里
と
称
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
三
日
は
、
麗
ら
か
な
天
気
に
帰
路
に
就
い
た
。

七
八
里
も
来
た
こ
ろ
、
父
は
茶
屋
に
寄
っ
て
極
沈
餅

を
証
文
し
た
。
ぬ
た
餅
と
い
ふ
の
は
枝
豆
を
捕
鉢
で

構
っ
て
砂
糖
と
塩
で
塩
梅
を
つ
け
て
、
餅
に
ま
ぶ
し

た
も
の
で
あ
る
。
父
は
「
茂
吉
な
ん
ば
で
も
食
べ
ろ
」

と
云
つ
た
。
そ
れ
か
ら
、
「
道
中
を
す
る
に
は
腹
を

垢
へ
な
け
れ
ば
駄
目
で
あ
る
。
山
を
越
す
時
な
ど
に

は
、
麓
で
腹
を
緒
へ
、
頂
上
で
腹
を
拓
へ
て
、
少
し

物
を
持
っ
て
出
懸
け
る
と
よ
い
。
」
　
な
ど
と
い
っ
て

な
か
〈
上
機
嫌
で
あ
っ
た
。

も
う
山
形
の
街
も
近
く
な
っ
た
こ
ろ
、
当
時
の
中

学
校
で
歴
史
を
担
任
し
て
ゐ
る
教
諭
の
著
し
た
日
本

歴
史
が
欲
し
く
な
り
、
し
き
り
に
そ
れ
を
父
に
せ
が

ん
だ
。
そ
の
日
本
歴
史
は
表
の
様
に
出
来
て
ゐ
て
、

工
面
の
よ
い
家
の
子
弟
は
必
ず
持
っ
て
ゐ
た
し
、
小

学
校
で
も
先
生
が
教
場
に
持
っ
て
来
た
り
す
る
の

で
、
僕
は
欲
し
く
て
欲
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
、
父
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
買

っ
て
呉
れ
な
い
。
僕
ら
は
山
形
の
街
に
入
っ
た
。
僕

は
幾
度
も
頼
む
が
父
は
承
諾
し
な
い
。
そ
の
う
ち
、

書
物
の
発
行
書
店
の
ま
へ
を
通
り
す
ぎ
て
し
ま
つ

た
。
僕
は
、
な
ぜ
父
は
そ
ん
な
に
春
雷
だ
ら
う
か
な

ど
と
思
ひ
な
が
ら
、
父
の
後
ろ
を
歩
い
た
の
で
あ
っ

た
。
（
念
珠
集
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
学
一
年
用
）

【脚注】

斎
藤
茂
吉
　
明
治
十
五
年
、
山
形
県
に
生
る
。
東
京

帝
国
大
学
医
科
出
身
。
医
学
博
士
。
歌
人
。

湯
殿
山
　
山
形
県
の
西
村
山
・
東
田
川
の
二
郡
の
郡

境
に
欝
ゆ
る
月
山
火
山
の
一
雄
峰
。
出
羽
三
山

の
一
。
山
中
に
国
幣
小
社
湯
殿
山
神
社
鎮
座
。

本
道
寺
　
山
形
県
西
村
山
部
本
道
寺
村
。

志
津
村
　
山
形
県
西
村
山
都
志
津
村
。

芭
蕉
　
松
尾
氏
。
名
は
宗
房
。
伊
賀
国
（
三
重
県
）

の
人
。
俳
人
。
元
禄
七
年
（
二
三
五
四
）
　
没
、

年
五
十
一
。

お
知
ら
せ
と
お
願
い

○
日
本
教
師
会
第
五
十
八
回
教
育
研
究
大
会
は
下
記

の
通
り
東
京
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
東

京
都
教
師
会
の
皆
様
に
は
多
大
の
ご
協
力
を
戴
き
た

く
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
本
年
は
明
治
百
五
十
年
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
こ
で

今
年
の
教
育
研
究
大
会
の
研
究
主
題
は
こ
れ
を
教
育

の
面
か
ら
取
り
上
げ
ま
す
。
こ
の
主
題
に
沿
っ
た
ご

意
見
を
会
員
の
皆
様
よ
り
広
く
募
り
ま
す
。

○
日
本
教
師
会
の
　
「
日
本
の
教
育
」
　
（
大
会
紀
要
）
　
の

原
稿
を
募
集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
夏
の
研

究
大
会
に
合
は
せ
て
発
行
予
定
で
す
。

一
貫
3
0
字
×
4
6
行
で
二
頁
（
ま
た
は
そ
の
倍
数
）
。

尚
〆
切
は
六
月
末
で
す
。
詳
細
が
決
定
し
ま
し
た
ら

今
後
の
紙
面
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
日
本
教
師
会
第
五
十
八
回
教
育
研
究
大
会
】

日
時平

成
3
0
年
8
月
4
日
（
土
）
　
1
2
‥
0
0
ゝ
1
7
‥
0
0

8
月
5
日
（
日
）
　
9
‥
0
0
～
1
2
．
0
0

会
場

「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
（
私
学
会
館
）
」

（

〒

1

0

2

－

0

0

7

3

千
代
田
区
九
段
北
四
の
二
の
二
十
五

〇

3

－

3

2

6

1

－

9

9

2

1

）

研
究
主
題

「
近
代
教
育
の
再
検
討

－
何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
か
－
」

主
管東

京
都
教
師
会

◎
「
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
。

字
数
は
三
千
字
程
度
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
は
数
次
に
分
け
て
掲

載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

仮
名
遣
い
は
古
典
現
代
い
づ
れ
か
に
統
一
し
て

下
さ
い
。
ま
た
、
写
真
や
図
版
は
ご
相
談
く
だ
さ

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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