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『

工
程』

第
一
巻
第
二
号

(

昭
和
十
年
五
月)

に
は
、『

光』

第
二
十
三
号

を
紹
介
し
た
記
事
の
中
に
、｢『

光』

も
と
う
と
う
こ
の
号
で
廃
刊
に
な
る
ら
し

い
。｣

と
あ
る
。
続
い
て
第
一
巻
第
三
号

(

昭
和
十
年
六
月)

に
は
、
木
村
寿

の
手
で

『

光』

の
終
焉
を
告
げ
る

｢『

光』

の
解
散｣
が
書
か
れ
て
い
る
。
冒

頭
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

｢

年
を
一
つ
重
ね
る
度
に
、
僕
の
教
育
熱
心
は
、
一
所
に
ど
つ
し
り
落
ち
付
い

て
、
子
供
の
全
生
活
に
没
入
し
、
教
育
の
真
実
な
る
道
を
耕
し
た
い
と
ね
が
ふ

こ
と
が
切
で
あ
る
。｣

前
任
校
の
延
岡
小
学
校
で
文
集

『

草
の
め』

を
出
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
一
年

で
転
勤
に
な
っ
た
木
村
寿
は
、
土
々
呂
小
学
校
で
、
腰
を
落
ち
着
け
て
計
画
的

に
綴
方
教
育
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

｢

僕
は
、
こ
の

『

光』

と

『

光』

の
子
供
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
労
力
を
惜
し
ま

な
か
つ
た
。
四
年
計
画

(

学
級
が
替
る
の
で)

を
立
て
、
四
年
間
の
間
に
は
、

子
供
が
自
分
の
力
を
信
ず
る
、
自
分
の
心
を
信
ず
る
精
神
を
培
ひ
た
い
ば
つ
か

り
に
、
三
年
間
全
力
を
用
ひ
て
来
た
。
十
五
分
の
休
息
時
間
す
ら
僕
に
は
な
か

つ
た
。｣

木
村
寿
が
四
年
計
画
を
立
て
、
次
年
度
も
同
じ
よ
う
に

『

光』

を
出
す
つ
も

り
だ
っ
た
こ
と
は
、
当
時

『

綴
方
生
活』

が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る

回
答
で
も
分
か
る
。

※

『

綴
方
生
活』

第
七
巻
第
四
号

(

昭
和
十
年
四
月
号)

ア
ン
ケ
ー
ト

｢

プ
ラ
ン
を
聴
く｣

一
、
お
伺
ひ

新
年
度
に
は
綴
方
経
営
上
、
如
何
な
る
方
面
に
主
力
を
注
が
れ
ま
す
か
、
あ

な
た
の
プ
ラ
ン
を
き
か
し
て
下
さ
い
。
ー
編
集
部

二
、
御
回
答

宮
崎
県

木
村
寿

一
年
か
ら
持
上
り
で
、
三
年
迄
の
経
営
を
し
ま
し
た
が
、
新
学
期
と
い
つ
て

も
、
こ
の
四
年
生
に
対
し
て
は
、
次
の
や
う
な
こ
と
を
第
一
に
し
て
や
つ
て
い

か
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

(

イ)
子
供
に
一
ヶ
月
の
綴
方
生
活
の
プ
ラ
ン
を
立
て
さ
せ
る
―
―
今
ま
で
は
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ま
だ
教
師
の
プ
ラ
ン
が
、
子
供
の
生
活
の
中
を
う
よ
�
�
し
て
ゐ
た
の
で

ほ
ん
た
う
の
子
供
の
生
活
と
し
て
の
綴
方
が
練
れ
て
ゐ
な
い
や
う
で
す
。

こ
の
プ
ラ
ン
に
対
し
て
、
子
供
が
渾
身
の
力
を
つ
く
し
て
い
く
こ
と
に
注

目
し
て
い
か
う
と
思
ひ
ま
す
。

(
ロ)

(
イ)

を
中
心
に
、
綴
方
的
な
指
導
を
実
施
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。

結
局
は
、
あ
く
ま
で
も
子
供
の
生
活
の
上
に
、
子
供
の
生
活
を
充
実
さ
せ

た
い
と
い
ふ
の
を
念
頭
に
お
く
の
で
す
。

こ
の
回
答
の
中
で
木
村
は
、｢

一
年
か
ら
持
上
り
で
、
三
年
迄
の
経
営
を
し

ま
し
た
が
、
新
学
期
と
い
つ
て
も
、
こ
の
四
年
生
に
対
し
て
は｣

と
、｢

こ
の

四
年
生｣

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
次
年
度
も
同
じ
子
ど
も
た
ち
の
担
任

に
な
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
疑
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

｢

そ
れ
が
、
こ
の
三
月
、
僕
に

『
転
任』

と
い
ふ
命
令
を
一
枚
の
紙
が
も
た
ら

し
て
き
た
。

別
れ
る
時
、
子
供
が

『

先
生
、
も
う

『

光』

は
出
な
い
と
で
す
か』

と
訊
ね
た
。
そ
の
時
、
出
る
と
も
出
な
い
と
も
返
事
の
出
来
な
か
つ
た
僕
だ
。

子
供
の
こ
の
言
葉
に
は
生
活
を
中
断
さ
れ
た
子
供
の
不
安
な
前
途
が
横
た
は
つ

て
ゐ
る
の
だ
と
思
つ
た
。
僕
は
、
子
供
が
又
明
日
か
ら
異
な
つ
た
師
に
よ
つ
て
、

別
な
生
活
勉
強
の
道
を
辿
る
の
か
と
思
ふ
と
、
耐
へ
ら
れ
な
い
心
持
に
な
つ
た
。

道
を
発
見
す
る
迄
の
重
荷
を
思
ふ
と
、
奮
然
た
る
心
が
湧
か
ぬ
で
も
な
か
つ
た
。

五
十
人
の
子
供
と
、
一
人
の
師
に
よ
つ
て
守
り
育
て
ら
れ
た
生
活『

光』
が
、

一
片
の
紙
に
よ
つ
て
、
何
の
予
告
も
な
し
に
解
散
さ
れ
る
。
教
育
良
心
も
、
教

育
信
頼
も
、
一
片
の
紙
に
抗
議
を
申
出
る
権
利
は
な
い
の
か
、
権
利
が
付
与
さ

れ
る
時
が
来
る
の
だ
ら
う
か
。
わ
が
教
育
良
心
よ
、
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
だ
、

子
供
の
教
育
信
頼
心
は
ど
こ
に
置
け
ば
い
い
の
か
。｣

こ
の
文
章
か
ら
、
転
勤
が
、
木
村
寿
に
と
っ
て
唐
突
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
三
年
間
に
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
て
き
た
綴
方
教
育
が
、
突
如
一
片
の

転
勤
命
令
書
に
よ
っ
て
断
絶
さ
せ
ら
れ
る
、
そ
の
無
念
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
転
勤
が
ま
っ
た
く
予
期
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『

綴

方
生
活』

昭
和
九
年
八
月
号
の

｢

綴
方
回
顧
録｣

に
は
、｢

一
年
生
に
教
へ
ら

れ
て｣

と
い
う
木
村
寿
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

木
村
は
そ
の
中
で｢

一
年
生
に
綴
方
生
活
を
教
へ
ら
れ
て
已
に
八
年
た
つ
た
。

此
の
間
に
僕
は
二
つ
の
学
校
を
経
て
只
今
の
所
に
昭
和
七
年
に
赴
任
し
て
来
た
。

卒
業
迄
の
計
画
を
三
度
し
て
、
二
回
は
二
年
迄
で
破
れ
一
回
は
一
年
に
し
て
破

ら
れ
た
。
只
今
四
回
目
の
計
画
を
た
て
て
三
年
目
の
仕
事
を
し
て
ゐ
る
。
卒
業

ま
で
続
け
る
計
画
の
も
と
に
実
行
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
過
去
を
考
へ
る
と
随
分

危
い
も
の
だ
と
思
ふ
。｣

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
考
え
る
と
危
な
い
も
の
だ
と
は
思
っ
て

い
た
が
、
二
月
に
な
っ
て
も
転
勤
の
話
が
無
い
の
で
来
年
も
土
々
呂
小
学
校
に

居
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
三
月
に
な
っ
て
突
然
転
勤
命
令
が
来
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

�
�
�
�
�
�
�

１
、
青
木
幹
勇
の
証
言

こ
の
転
勤
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
木
村
寿
は
こ
の
後
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。

｢

終
り
に
文
集
奇
禍
を
語
つ
て
こ
の
稿
を
お
く
。
文
集
奇
禍
た
る
、
そ
れ
は
文

集
が
僕
を
転
任
さ
せ
た
と
い
ふ
話
。

×
×
学
校
に
転
任
し
た
年
、
新
米
の
事
と
て
、
一
年
目
は
う
ん
と
学
級
に
力

を
入
れ
、
二
年
目
か
ら
は
学
校
全
体
を
一
丸
と
す
る
な
ど
考
へ
て
、
一
年
目
の

仕
事
を
は
じ
め
た
。

相
棒
の
先
生
は
、
在
職
の
古
さ
と
何
で
も
器
用
に
出
来
る
の
で
、
学
校
の
宝

で
あ
る
と
自
他
共
に
許
し
て
ゐ
る
人
だ
つ
た
。
田
舎
か
ら
と
び
出
し
て
来
た
僕
、

若
い
者
は
と
か
く
定
石
が
は
づ
れ
る
。
ハ
ナ
に
五
時
間
も
六
時
間
も
と
て
も
費

し
て
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
定
石
と
軌
道
を
は
づ
れ
ま
い
と
す
る
人
に
と
つ
て

宮崎県の生活綴方教師・木村寿 (七)
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は
、
僕
の
存
在
が
異
様
に
う
つ
つ
た
に
異
ひ
な
い
。
文
は
二
学
期
か
ら
二
年
か

ら
と
定
め
て
ゐ
る
者
に
は
、
や
つ
と
字
の
形
を
お
ぼ
え
た
五
六
月
頃
に
、
文
集

の
ま
ね
ご
と
を
さ
れ
て
ぐ
ら
ぐ
ら
し
た
に
ち
が
ひ
な
い
。『

木
村
先
生
と
同
じ

こ
と
を
や
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん』

『

ま
る
で
無
茶
を
や
つ
て
ゐ
る』

と
側
面
攻

撃
さ
れ
た
も
の
だ
。

三
学
期
も
終
る
。
新
し
い
希
望
に
燃
え
て
第
二
段
の
実
践
計
画
を
た
て
た
。

所
が
四
月
転
任
。『

学
校
の
統
制
を
乱
す
も
の』

と
の
名
称
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ

た
と
は
後
に
き
い
た
話
。
一
年
に
し
て
功
な
ら
ず
去
る
の
型
。

海
ば
た
に
抛
り
投
げ
ら
れ
て
も
、
亦
そ
こ
で
新
し
き
綴
方
生
活
の
第
一
第
二

第
三
頁
を
孜
々
と
営
み
つ
ゝ
あ
る
。｣

｢

×
×
学
校｣

は
延
岡
小
学
校
で
あ
る
。
木
村
寿
の
指
導
が
並
で
な
い
こ
と

は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同
僚
と
の
確
執
を
生
ん
だ
と

い
う
の
だ
。
岡
富
小
学
校
で
同
僚
だ
っ
た
青
木
幹
勇
は

｢『

出
る
杭
は
打
た
れ

る』

と
い
う
こ
と
ば
を
こ
こ
に
も
ち
出
す
の
は
当
を
得
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
木
村
さ
ん
を
め
ぐ
る
人
事
に
は
、
い
つ
も
そ
ん
な
黒
い
影
が
つ
い
て
回
っ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。｣

と
言
っ
て
い
る
。
青
木
は
当
時
の
木
村
寿
の

風
貌
を
、
坊
主
刈
り
、
鉄
ブ
チ
眼
鏡
で

｢

い
つ
も
風
呂
敷
い
っ
ぱ
い
に
仕
事
を

包
ん
で
、
や
や
、
神
経
質
に
ま
ば
た
き
を
し
な
が
ら
、
さ
っ
さ
と
道
を
歩
く
か
、

ガ
リ
版
室
に
こ
も
っ
て
、
手
刷
り
の
機
械
を
動
か
し
て
い
る
か
で
、
ぼ
ん
や
り

雑
談
な
ど
を
し
て
い
る
木
村
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。｣

と
描
写
し
て
い
る
。
そ
ん
な
木
村
に
は
、
周
囲
と
は
打
ち
解
け
難
い
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

木
村
寿
は

｢

文
集
が
僕
を
転
任
さ
せ
た｣

と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
延
岡

小
学
校
で
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
教
員
歴
を
見
る
と
、
文
集
だ
け
が
原
因
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

＊
木
村
寿
の
教
員
歴

大
正
九
年
三
月
二
十
日

宮
崎
県
師
範
学
校
男
子
第
一
部
卒
業

大
正
九
年
四
月
一
日

東
臼
杵
郡
北
川
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

大
正
十
一
年
一
月
十
一
日

東
臼
杵
郡
北
郷
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

大
正
十
二
年
三
月
三
十
一
日

東
臼
杵
郡
細
島
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

大
正
十
三
年
三
月
三
十
一
日

東
臼
杵
郡
北
川
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

大
正
十
四
年
三
月
三
十
一
日

東
臼
杵
郡
南
方
尋
常
高
等
小
学
校
訓
導

宮
崎
師
範
を
卒
業
し
て
赴
任
し
た
北
川
小
学
校
が
二
年
、
次
の
北
郷
小
学
校

が
一
年
、
細
島
小
学
校
が
一
年
、
再
度
着
任
し
た
北
川
小
学
校
が
一
年
と
い
う

短
い
在
任
期
間
で
あ
る
。
木
村
寿
が
綴
方
教
育
を
始
め
た
南
方
小
学
校
に
赴
任

す
る
ま
で
の
五
年
間
に
、
実
に
四
校
を
経
て
い
る
。
当
時
は
短
期
間
で
の
転
勤

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
木
村
の
転
勤
に
は

｢

黒
い
影
が

つ
い
て
回
っ
て
い
た｣

と
い
う
青
木
幹
勇
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、
意
図
的
な
転

勤
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
木
村
寿
は
綴
方
教
育
を
始
め
る
以
前
か
ら
頻
繁

に
転
勤
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
何
が
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら

な
い
が
、
文
集
だ
け
が
転
勤
の
原
因
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

青
木
幹
勇
は
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

こ
と
ば
は
、
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
木
村
さ
ん
は
、『

一
匹
狼』

だ
っ

た
と
い
え
そ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ね
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
、
わ
が
道
を
行
く
と
い

う
タ
イ
プ
で
し
た
。

こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
づ
き
あ
い
が
悪
い
と
い

う
の
が
一
般
で
す
が
、
木
村
さ
ん
に
も
、
そ
う
い
う
一
面
が
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
酒
、
煙
草
は
い
っ
さ
い
だ
め
、
積
極
的
に
み
ん
な
と
ス
ポ
ー
ツ

を
楽
し
む
と
い
っ
た
こ
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
木
村
さ
ん
の
気

心
、
木
村
さ
ん
の
教
育
活
動
を
理
解
し
な
い
人
に
は
、
あ
る
い
は
、
け
ぶ
た
い
、

目
ざ
わ
り
な
存
在
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
後
に
も
書
く
よ
う
に
、
当
時
、

日
本
的
な
存
在
だ
っ
た
木
村
さ
ん
が
、
延
岡
地
方
で
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
理
解
さ

れ
、
評
価
さ
れ
、
支
援
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
土
地
柄
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
が
、
木
村
さ
ん
自
身
の
ま
い
た
種
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

菅 邦男
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そ
の
点
、
木
村
さ
ん
は
、
孤
独
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
や
ご
本
人
は

別
に
そ
う
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
の
目
に
は
、

か
な
り
肩
を
張
っ
て
、
周
囲
の
圧
力
に
抗
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
し
た
。｣

(

以
上

『

わ
た
し
の
授
業』

よ
り)

木
村
寿
の

『

一
匹
狼』

的
な
性
格
と
周
囲
の
無
理
解
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

が
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
そ
う
し
た
人
間
関
係
的
な
要
因
が
か
な
り

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

２
、
佐
々
井
秀
緒
の
見
解

佐
々
井
秀
緒
は
、
こ
の
問
題
を
、
ま
た
別
な
観
点
か
ら
見
て
い
る
。
佐
々
井

は
当
時
の
綴
方
教
育
の
状
況
を

｢

そ
の
頃
は
、
文
集
作
り
は
勤
務
時
間
を
超
過

し
、
用
紙
代
も
自
弁
で
、
学
級
文
集
か
ら
学
年
、
学
校
文
集
、
地
域
共
同
文
集

ま
で
手
掛
け
て
息
つ
く
ひ
ま
も
な
く
、
そ
の
上
研
究
集
団
誌
の
編
集
、
印
刷
、

製
本
、
発
送
が
加
わ
り
、
サ
ー
ク
ル
研
究
で
は
時
に
夜
を
徹
し
て
論
議
の
花
を

咲
か
せ
る
な
ど
、
実
に
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
活
動
を
展
開
し
た
。｣

(『

生
活
綴

方
生
成
史』

あ
ゆ
み
出
版)

と
述
べ
て
い
る
。

木
村
寿
が
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
経
済
面
で
も
、｢

僕

は
こ
の

『

光』

と

『

光』

の
子
供
の
為
に
、
出
来
る
限
り
の
経
済
力
を
消
費
す

る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
。
僕
た
ち
の
や
う
に
、
田
舎
の
漁
農
村
に
あ
つ
て

教
育
の
任
に
あ
た
つ
て
ゐ
る
も
の
に
と
つ
て
は
、
豊
か
な
ら
ざ
る
家
庭
生
活
が
、

教
育
運
転
を
阻
止
す
る
も
の
が
数
限
り
な
く
あ
る
。
一
学
期
五
銭
の
紙
代
で
す

ら

『

出
来
る
人
は』

と
い
ふ
上
の
詞
を
置
い
て
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

こ
の
為
に
僕
は
買
ひ
た
い
本
も
放
棄
し
た
。｣

と
、
控
え
め
な
が
ら
も
文
集
発

行
の
費
用
が
ほ
ぼ
自
前
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
う
し
た

｢

す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
活
動｣

は
、｢

上
司
へ
の
お
も
ね
り
と
か
、

自
己
顕
示
な
ど
の
功
利
的
目
的
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
、
そ
し
て
教
育
本
来
の
使
命
感
か
ら
の
純
粋
無
償
の
行
為
な
の
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
教
師
た
ち
は
当
然
い
ず
れ
の
方
面
か
ら
も
激
賞
さ
れ
て

よ
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。｣

(

佐
々
井
秀
緒)

の
だ
が
、
現
実
に
は
そ
う
は
な

ら
な
か
っ
た
。

｢

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
こ
れ
と
は
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
教
師
た
ち
が
熱
心
で
精

進
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
逆
の
結
果
と
し
て
、
無
理
解
な
校
長
や
県
当
局
は
こ
れ
を

白
眼
視
し
た
り
危
険
分
子
で
あ
る
か
の
ご
と
く
警
戒
の
眼
を
光
ら
し
、
や
が
て

は
圧
迫
と
な
り
、
突
発
的
な
左
遷
や
敬
遠
的
な
転
任
な
ど
の
理
不
尽
が
は
じ
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
全
国
各
地
で
起
こ
っ
た
現
象
で
、
思
い
も
か

け
ぬ
憂
き
目
に
遇
っ
た
若
い
教
師
が
数
知
れ
ぬ
ほ
ど
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に

難
く
な
い
。｣

(

同
前)

木
村
寿
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
単
に
個
人
の
性
格
に
よ
る
人
間
関
係
の
軋
轢

と
い
う
次
元
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、｢

全
国
各
地
で
起
こ
っ
た
現
象｣

だ
っ

た
。実

は
、
佐
々
井
秀
緒
は
、
そ
の

｢

思
い
も
か
け
ぬ
憂
き
目
に
遇
っ
た
若
い
教

師｣

の
例
と
し
て
木
村
寿
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

こ
こ
に
そ
れ
を
実
証
す
る
一
例
が
あ
る
。

問
題
の
主
人
公
は
、
生
活
綴
方
教
師
中
、
こ
れ
ほ
ど
に
す
ぐ
れ
た
実
践
家
は

他
に
多
く
は
見
出
せ
ま
い
と
さ
れ
た
九
州
の
木
村
寿
で
あ
る
。

木
村
は
人
格
円
満
で
謙
虚
、
人
間
味
豊
か
な
人
物
で
あ
る
。
心
か
ら
子
ど
も

た
ち
を
愛
し
、
地
道
に
黙
々
と
学
級
作
り
に
励
み
、
師
弟
一
体
の
級
風
を
つ
く

り
上
げ
る
こ
と
に
専
念
し
て
倦
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
地
域
に
即
し
た
生
活
指

導
が
行
き
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
彼
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
級
風
が
育
ち
、
そ
の
中

か
ら
子
ど
も
の
文
や
詩
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
文
詩
集
数
十
冊
と
な
っ
た
。
全

国
で
作
ら
れ
た
文
詩
集
数
千
冊
の
中
で
十
指
に
数
え
ら
れ
る
優
良
文
詩
集
の
座

を
占
め
た
こ
と
は
、
当
時
、
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。(

略)

そ
の
よ
う
な
木
村
を
指
導
監
督
の
任
に
あ
っ
た
校
長
も
県
当
局
も
見
抜
く
力

を
も
た
な
か
っ
た
ら
し
く
、
思
わ
ぬ
転
任
の
憂
き
目
を
受
け
る
身
と
な
っ
て
い

る
。｣佐

々
井
は
木
村
寿
の
仕
事
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
し

た
木
村
寿
で
さ
え
も
が

｢

あ
の
温
厚
篤
実
な
人
間
と
も
思
え
な
い
強
い
怒
り
と

宮崎県の生活綴方教師・木村寿 (七)
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抗
議
心
を
た
ぎ
ら
せ
て
い
る
。
木
村
に
し
て
こ
れ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
他
は
推

し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。｣

と
言
っ
て
い
る
。

佐
々
井
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
木
村
寿
の
転
勤
問
題
も
そ
う
し
た
時
代
の
流
れ

の
中
に
あ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

佐
々
井
秀
緒
は
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

｢

こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
直
で
真
剣
な
綴
方
教
師
た
ち
へ
の
理
由
な
き
圧
迫
は
、

手
近
な
校
長
、
県
当
局
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
が
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、
特
高

警
察
は
そ
の
動
き
は
見
せ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
監
視
の
眼
が
は
ず
さ
れ
て
い

た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
い
つ
の
日
に
か
一
つ
の
か
た
ち
と

な
っ
て
現
わ
れ
る
運
命
を
は
ら
ん
で
ゐ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
数
年
後
に
お

い
て
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。｣

数
年
後
、
つ
ま
り
、
昭
和
十
五
年
二
月
、
山
形
県
の
生
活
綴
方
教
師
、
村
山

俊
太
郎
が
検
挙
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
生
活
綴
方
事
件
が
発
生
す
る
。
生
活
綴
方
運

動
弾
圧
の
始
ま
り
で
あ
る
。

木
村
寿
は
そ
の
後
昭
和
十
年
に
門
川
小
へ
転
勤
、
十
一
年
に
延
岡
小
、
十
二

年
に
上
南
方
小
へ
転
勤
し
、
昭
和
十
五
年
に
教
職
を
辞
し
て
い
る
。｢

教
育
界

が
嫌
に
な
っ
た｣

と
い
う
の
が
退
職
の
理
由
で
あ
っ
た
。
上
南
方
小
学
校
の

｢

創
立
百
年
誌｣

の
職
員
名
簿
に
は
、｢

木
村
寿

訓
導

Ｓ
、
１
２
、
３
、

３
１
〜
１
５
、
８
、
３
１｣

と
あ
る
。
昭
和
十
五
年
の
一
学
期
ま
で
の
在
職
で

あ
っ
た
。

当
時
延
岡
小
の
訓
導
で
あ
っ
た
中
村
西
平
の

｢

延
小
に
生
き
る｣

(
延
小
創

立
百
年
記
念
誌)

に
は
、
特
高
の
取
り
調
べ
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

｢

日
本
も
遂
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
ま
し
た
。(

略)

突
然
私
は
学
校

の
応
接
室
で
、
特
高
か
ら
の
訊
問
を
二
時
間
余
り
受
け
ま
し
た
。『

な
ぜ
城
山

の
頂
上
か
ら
、
子
ど
も
達
が
手
分
け
し
て
東
西
南
北
の
鳥
瞰
図
を
書
く
の
か
。

な
ぜ
大
瀬
橋
や
亀
井
橋
を
実
測
さ
せ
る
の
か
。
市
役
所
の
仕
組
み
や
商
店
街
の

様
子
を
な
ぜ
調
べ
さ
せ
る
の
か
。
大
空
の
心
と
は
ど
ん
な
意
味
か
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
ー
の
様
な
西
洋
人
の
絵
を
な
ぜ
掲
げ
る
の
か
。』

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
。｣

青
年
教
師
中
村
西
平
は
、
自
分
自
身
へ
の
励
ま
し
と
自
ら
に
反
省
を
促
す
つ

も
り
で
教
室
の
正
面
に

｢『

大
空
の
心』

と
い
う
級
標
と
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
ー

が
子
ど
も
と
遊
ん
で
い
る
額｣

を
掲
げ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
特
高
の
目
に

触
れ
た
の
で
あ
る
。

中
村
は
更
に

｢

後
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
全
国
一
斉
に
教
育
関
係
者
の
訊

問
が
あ
っ
て
、
県
北
で
は
木
村
寿
先
生
と
二
人
だ
け
で
し
た
。｣

と
言
っ
て
い

る
。
木
村
寿
も
特
高
の
調
べ
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
中
村
は

｢

大
空
の
心｣

と

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
絵
を
外
し
た
だ
け
で
す
ん
だ
が
、
木
村
寿
は
ど
う
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
特
高
に
よ
る
訊
問
が
い
つ
な
の
か
、
そ
れ
が
退
職
と
関
係
が
あ
る
の

か
、
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
木
村
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
特
高
か
ら
目
を
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
木
村
寿
自
身
は
門
川
小
学
校
の
文
集

『

乙
島』

の

｢

あ

と
の
こ
と
ば｣

で
、｢

夏
休
み
は
東
京
あ
た
り
に
旅
行
し
て
き
ま
し
た
。(

略)

東
京
で
は
宮
城
を
お
が
み
ま
し
た
。
宮
城
を
お
が
ん
で
ゐ
る
と
、
う
れ
し
涙
が

出
ま
し
た
。
明
治
神
宮
に
も
お
参
り
し
ま
し
た
。
皆
も
大
き
く
な
つ
て
、
一
ぺ

ん
は
東
京
に
行
つ
て
宮
城
を
お
が
み
、
明
治
神
宮
に
お
参
り
し
て
下
さ
い
。｣

と
言
っ
て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
中
村
西
平
同
様
思
想
的
に
反
体
制
的
な
立
場
に

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
特
高
の
取
り
調
べ
を
受
け
た
原
因
は
、

｢

生
活
綴
方｣

以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
村
西
平
が

｢

市
役
所
の
仕
組
み

や
商
店
街
の
様
子
を
な
ぜ
調
べ
さ
せ
る
の
か
。｣

と
聞
か
れ
た
と
い
う
の
だ
か

ら
、｢

調
べ
る
綴
方｣

を
実
践
し
て
い
た
木
村
寿
が
特
高
の
訊
問
を
受
け
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
昭
和
十
年
の
門
川
小
学
校
へ
の
転
勤
に
と
も
な
う

文
集

『

光』

の
終
焉
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

佐
々
井
秀
緒
の
言
う

｢

人
格
円
満
で
謙
虚
、
人
間
味
豊
か
な
人
物｣

と
い
う

木
村
寿
像
は
、
全
国
レ
ベ
ル
の
綴
方
教
育
界
で
存
分
に
力
を
発
揮
し
て
い
る
木

村
の
姿
と
言
っ
て
良
い
。
だ
が
、
周
囲
の
目
に
は
、
そ
う
は
写
ら
な
か
っ
た
。

木
村
が
綴
方
教
育
に
邁
進
し
、
土
々
呂
小
学
校
の
実
践
で
全
国
的
な
存
在
に
な
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る
に
し
た
が
っ
て
、
ま
す
ま
す
周
囲
と
乖
離
し
、
溝
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

『

光』

を
解
散
さ
せ
、
時
代
の
流
れ
と
相
俟
っ
て
、

一
所
で
じ
っ
く
り
綴
方
教
育
に
打
ち
込
む
と
い
う
木
村
寿
の
願
い
を
か
な
え
さ

せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

二
〇
〇
七
年
四
月
二
八
日
受
理)
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