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宮
崎
県

に
お
け

る
児
童
生
活
詩

の
展
開

(

二
)

-

昭
和
戦
前
期
の
綴
方
教
師

1

昭
和
十
年
版

『年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
は
､
宮
崎
県
か
ら
七
校
､
昭
和

十

一
年
版

『年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
は
二
校
の
子
ど
も
の
詩
が
収
録
さ
れ

て
い
る
｡
こ
の
う
ち
'
美
々
地
小
学
校

･
平
岩
小
学
校

･
上
野
小
学
校

･
鞍
岡

小
学
校

･
押
方
小
学
校
に
つ
い
て
は
､
前
号

(宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要

教
育
科
学
第
十
号
)
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
｡
こ
こ
で
は
残
り
の
北
郷
小
学

校
､
第
六
宮
崎
小
学
校
､
第
七
宮
崎
小
学
校
に
つ
い
て
見
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡

な
お
､
土
々
呂
小
学
校
に
つ
い
て
は
､
別
途

｢木
村
寿
論
｣
で
扱
う
こ
と
に

す
る
｡

二

北
郷
小
学
校
の
子
ど
も
の
詩

1
､
今
村
十
三
郎
の
指
導

①
二
篇
の
詩

昭
和
十
年
版

『年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
は
'
東
臼
杵
郡
北
郷
小
学
校
の

詩
二
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
尋
常

一
年
生
の
作
品
で
あ
る
｡

十
二
月

菅

邦

男

オ
月
サ
マ

ア
サ
ノ
ウ
チ
ニ
デ
ル
ト

サ
ム
イ

カ
ロ
｡

｢
田
村
ア
カ
子
｣
は

｢
田
村
ア
ヤ
子
｣
の
間
違
い
で
あ
る
｡

｢
マ
ル
イ
｣
月
と
あ
る
か
ら
'
こ
れ
は
満
月
だ
ろ
う
か
｡
と
す
れ
ば
明
け
方
､

西
の
空
に
残

っ
た
月
で
あ
ろ
う
｡
い
つ
も
夜
に
出
る
月
が
､
朝
出
て
い
る
｡
こ

ん
な
に
朝
は
や
-
出
る
と
寒
い
よ
と
'

一
年
生
は
思

っ
た
の
で
あ
る
｡
夜
は
布

団
の
中
で
暖
か
く
寝
て
い
る
の
で
､
そ
う
思
う
の
だ
ろ
う
｡
寒
い
朝
に
､
白
い

月
が
寒
々
と
し
て
見
え
た
の
で
あ
る
｡
子
ど
も
の
思
考
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る
｡

1

ヨ
チ
ャ
ン

矢
部
照
子

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
北
郷
小
学
校

今
村
十
三
郎
指
導

(
カ
ガ
ヤ
キ
)

オ
月
サ
マ

マ
マ

田
村
ア
カ
子

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
北
郷
小
学
校

今
村
十
三
郎
指
導

(
カ
ガ
ヤ
キ
)

ケ
サ
ノ
オ
月
サ
マ

マ
ル
イ

カ
ッ
タ
ヨ

ウ
チ
ノ

ヨ
チ
ャ
ン

カ
ゼ
ニ
オ
ヅ
カ
ツ
テ

ナ
キ
マ
ス

ワ
タ
ク
シ
ガ

カ
ゼ
ハ

フ
キ
ヨ
ラ
ン
ー
イ
フ
ト

ユ
ビ
デ

木
ノ
ハ
ヲ
サ
シ
マ
ス

何
と
も
可
愛
ら
し
く
､
微
笑
ま
し
い
詩
で
あ
る
｡
｢
カ
ゼ
ニ
オ
ヅ
カ
ツ
テ
｣

は

｢風
に
こ
わ
が
っ
て
｣
､
｢
フ
キ
ヨ
ラ
ン
ト
イ
フ
ト
｣
は

｢吹
い
て
い
な
い
と



宮崎県における児童生活詩の展開 (二)
一 昭和戦前期の綴方教師 -

言
う
と
｣
の
意
味
で
あ
る
｡
小
さ
い
妹

(あ
る
い
は
弟
)
は
､
幼
い
だ
け
に
､

自
然
の
動
き
に
鋭
敏
な
の
だ
ろ
う
｡
風
の
動
き
を
木
の
葉
に
見
る
と
こ
ろ
が
素

晴
ら
し
い
｡

②
文
集

『
カ
ガ
ヤ
キ
』

～
千
葉
春
雄
の
賞
賛

～

文
集
名
は

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
で
あ
る
｡
今
は
失
わ
れ
て
い
る
｡

指
導
者
の
今
村
十
三
郎
は
､
『宮
崎
県
学
事
関
係
職
員
録
』
(以
後
､
｢職
員

録
｣
)
に
よ
る
と
､
昭
和
二
年
に
土
々
呂
小
､
三
､
四
年
は
職
員
録
が
欠
け
て

い
る
の
で
不
明
だ
が
､
昭
和
五
年
に
は
北
郷
小
に
在
職
し
て
い
る
｡
昭
和
九
年

に
は
方
財
小
学
校
に
転
勤
に
な
っ
て
い
る
の
で
'
昭
和
十
年
版

『年
刊

日
本

児
童
詩
集
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
詩
は
､
昭
和
八
年
度
の
文
集
か
ら

採

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

千
葉
春
雄
の

｢文
集
談
義

(
そ
の
十
三
)
｣
(教
育
国
語
)
に
は
､
こ
の

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
第

一
･
第
二
号
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
同
誌
に
木
村
寿
の
文
集

｢
ひ
か
り
十
四
号
｣
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
､
昭
和
八
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

｢
ひ
か
り
十
四
号
｣
は
失
わ
れ
て
い
る
が
､
十
三
号
が
昭
和
八
年
七
月
､
十
五

号
が
昭
和
八
年
十

一
月
発
行
な
の
で
､
文
集

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
も
昭
和
八
年
度
に

発
行
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

｢文
集
談
義

(
そ
の
十
三
)
｣
で
は
､
｢編
集
は
今
村
十
三
郎
氏
｡
文
集
の

計
画
が
と
て
も
い
～
｡
第

一
号
に
は
五
月
二
十
日
か
ら
七
月
十
七
日
ま
で
に
作

っ
た
も
の
を
集
め
､
第
二
号
に
は
七
月

1
日
か
ら
九
月
二
十
九
日
ま
で
に
作

っ

た
も
の
を
集
め
て
あ
る
｡
尋

一
の
綴
り
方
の
ほ
ん
の
出
発
か
ら
､
文
集
に
文
の

成
長
を
記
録
し
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
｡
普
通
の
文
集
よ
り
研
究
的
資
料
と
し

て
の
効
果
を
多
-
も
っ
て
ゐ
る
｡｣
と
評
価
さ
れ
て
い
る
｡

尋
常

一
年
生
の
文
集
で
あ
る
か
ら
､
｢第

一
号
に
は
五
月
二
十
日
か
ら
七
月

十
七
日
ま
で
に
作

っ
た
も
の
を
集
め
｣
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
ま
で
に

は
文
字
が
書
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
文
字
が
書
け
る
子
ど
も
の

作
品
だ
け
で
文
集
を
作

っ
た
の
か
､
口
頭
詩

･
口
頭
作
文
だ
っ
た
の
か
分
か
ら

な
い
が
､
い
ず
れ
に
し
ろ
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
の
綴
方
指
導
で
あ
る
｡
年
度

初
め
の
作
品
を
第

一
号
と
し
､
七

～
九
月
に
書
い
た
も
の
を
第
二
号
と
す
る
こ

と
で
､

1
年
生
の
文
章
が
ど
の
よ
う
に
発
達
し
た
か
分
か
る
､
そ
れ
が

｢研
究

的
資
料
と
し
て
の
効
果
を
多
く
も
つ
て
ゐ
る
｡｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡

千
葉
春
雄
は
続
け
て

｢
そ
れ
に
編
集
方
法
が
､
学
年
に
ぴ

っ
た
り
と
し
て
ゐ

る
｡
今
ま
で
何
千
冊
'
或
は
何
万
冊
と
い
ふ
文
集
を
見
た
が
'
尋

一
の
文
集
を
､

こ
れ
ほ
ど
尋

T
b
L
-
編
集
し
た
の
を
見
な
い
｡
愛
情
の
こ
も
っ
て
ゐ
る
こ
と

も
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
｡
多
分
土
々
呂
の
木
村
君
な
ど
ゝ
呼
応
し
て
や
つ
て
ゐ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
ふ
｡｣
と
言

っ
て
い
る
｡

千
葉
春
雄
は
､
編
集
構
成
が
木
村
寿
の
文
集

｢
ひ
か
り
｣
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
.
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

｢尋

㌻
ら
し
く
編
集
し
た
｣

の
か
は
､
文
集
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
分
か
ら
な
い
｡
木
村
寿
は
､

1
年
生
の

一
学
期
ま
で
に
は
ク
ラ
ス
の
ほ
ぼ
全
員
が
文
字
を
書
け
る
よ
う
に
指
導
し
て
い

る
｡
今
村
も

一
年
生
の
五
月
か
ら
綴
方
を
書
か
せ
て
い
る
の
で
､
早
い
段
階
で

文
字
指
導
を
し
た
は
ず
で
あ
る
｡
こ
れ
も
､
恐
ら
-
木
村
寿
の
影
響
で
あ
る
｡

最
後
に
千
葉
は
宮
崎
県
の
文
集
に
触
れ
､
｢宮
崎
は
送

っ
て
-
る
文
集
は
少

い
が
､
送
ら
れ
た
も
の
に
は
､
必
ず
す
ぐ
れ
た
面
目
が
あ
る
｡
素
質
の
い
ゝ
人

が
耕
し
た
と
こ
ろ
を
見
て
ゐ
る
せ
い
も
あ
ら
う
が
､
熱
心
で
本
気
な
こ
と
も
t

か
う
い
ふ
い
～
も
の
を
作
る

1
つ
の
原
因
で
あ
ら
う
｡
『
ひ
か
り
』
と
い
ひ

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
と
い
ひ
､
文
字
通
り
'
名
を
は
づ
か
し
め
て
ゐ
な
い
｡｣
と
賞
賛

し
て
い
る
｡
そ
し
て

｢
た
ゞ

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
は
､
創
業
時
代
で
あ
る
か
ら
､
編

集
者
に
は
ど
こ
と
な
-
実
践
的
な
自
信
が
見
え
て
ゐ
な
い
｡
こ
れ
が
号
を
重
ね
､

歴
史
を
も

つ
た
ら
､
素
晴
ら
し
い
文
集
に
な
る
と
思
ふ
｡｣
と
励
ま
し
て
い
る
｡

好
意
に
満
ち
た
評
で
あ
る
｡

③

『綴
り
方
倶
楽
部
』
へ
の
執
筆

～
方
財
小
学
校
時
代

～

2



千
葉
春
雄
の
知
遇
を
得
た
今
村
十
三
郎
は
､
『
綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
十
年

六
月
号
に
､
｢文
と
た
ね
｣
と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
｡
子
ど
も
向
け
に
書

か
れ
た

｢文
と
詩
の
お
話
｣
の
中
の
一
つ
で
あ
る
｡

今
村
は
そ
こ
で
､
｢文
材
｣
を
作
物
の
種
に
喰
え
､
良
い
作
物
を
作
る
た
め

に
は
､
ま
ず
立
派
な
種
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
｡
綴
り
方
も
同
じ

で
､
良
い
綴
り
方
を
書
-
た
め
に
は
良
い
種

(良
い
文
材
)
が
必
要
で
､
そ
れ

を
得
る
た
め
に
は
生
活
の
中
で
日
常
的
に

｢
心
を
働
か
せ
｣
､
書
き
留
め
て
お

-
こ
と
が
大
事
だ
と
述
べ
て
い
る
｡

文
と
た
ね

今
村
十
三
郎
先
生

お
百
姓
が
､
大
根
や
な
つ
ば
を
つ
く
る
時
に
は
､
初
め
に
種
を
ま
き
ま
す
ね
｡

す
る
と
'
其
の
種
か
ら
芽
が
出
て
来
ま
せ
う
｡
そ
れ
を
､
色
々
と
手
入
れ
し
て

育
て
上
げ
る
の
で
す
ね
｡
所
が
､
大
き
-
て
､
お
い
し
い
大
根
や
な
つ
ば
を
つ

-
る
の
に
は
､
大
事
な
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
｡

て
マ

そ
の
一
つ
に
は
'
は
じ
め
に
立
派
な
種
る
見
つ
け
る
こ
と
で
す
｡
種
を
ま
い

て
も
､
そ
の
種
が
､
古
い
種
や
虫
の
食

っ
た
種
や
､
余
り
太
ら
な
い
種
で
あ
っ

た
り
す
れ
ば
､
芽
が
出
な
か
っ
た
り
､
芽
が
出
て
も
大
き
な
も
の
が
出
来
な
か

っ
た
り
し
ま
す
｡

二
番
目
に
大
事
な
こ
と
は
､
｢上
手
に
育
て
る
み
ち
を
知

っ
て
ゐ
て
'
よ
く

手
人
を
し
て
や
る
｡
｣
こ
と
で
す
｡
い
-
ら
上
等
な
種
を
ま
い
て
も
､
そ
れ
き

り
で
､
少
し
も
手
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
'
決
し
て
立
派
な
も
の
は
出
来
ま
せ
ん
｡

だ
か
ら
､
お
百
姓
は
'
種
を
ま
い
た
後
で
､
水
を
か
け
た
り
､
草
を
と
っ
た
り
､

こ
や
し
を
や
つ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
｡

皆
さ
ん
が
､
綴
方
で
文
を
書
-
の
も
'
お
百
姓
が
大
根
や
な
つ
ば
な
ど
を
つ

-
る
の
と
'
よ
-
似
て
ゐ
る
と
恩
ひ
ま
す
｡

綴
方
に
も
種
が
い
り
ま
す
ね
｡
綴
方
の
種
と
い
ふ
の
は
､
｢書
-
こ
と
が
ら
｣

の
こ
と
で
す
｡
｢文
材
｣
と
も
い
ひ
ま
す
｡
い
-
ら
上
手
な
文
が
書
き
た
-
て

も
書
-
こ
と
が
ら
が
な
-
て
は
､
何
も
書
け
ま
せ
ん
｡
綴
方
の
時
間
に
､
先
生

が

｢何
か
面
白
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
｡｣
と
か
'
｢今
日
は
､
家
の
人
の
こ
と

で
書
い
て
も
ら
ひ
ま
せ
う
｡
｣
な
ど
い
ほ
れ
た
時
へ
何
も
書
く
こ
と
が
無
く
て

困
る
人
や
､
書
い
て
も
､

つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
書
-
や
う
な
人
は
'
第

一
の
立

派
な
種
を
見

つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
人
達
だ
と
恩
ひ
ま
す
｡
お
百
姓
に
立
派
な

種
物
が
い
る
や
う
に
､
皆
さ
ん
の
綴
方
に
も
'
面
白
い
種
を
見
つ
け
る
こ
と
が
'

大
切
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡

け
れ
ど
も
､
よ
い
種
だ
け
で
､
き
つ
と
上
手
な
文
が
出
来
る
と
は
い
へ
ま
せ

ん
｡
そ
の
種
を
文
に
作
り
上
げ
る
ま
で
に
は
､
色
々
の
工
夫
と
､
う
で
前
が
い

る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
れ
は
'
お
百
姓
が
､
種
か
ら
芽
を
出

さ
せ
て
'
そ
れ
を
育
て
る
の
と
同
じ
や
う
な
こ
と
で
す
｡

そ
れ
で
は
､
｢
ど
う
し
た
ら
､
よ
い
文
の
種
が
見
つ
か
る
か
｡
｣
と
い
ふ
こ
と

を

一
寸
だ
け
書
い
て
お
き
ま
せ
う
｡

皆
さ
ん
は
'
み
ん
な
生
き
て
ゐ
る
で
せ
う
｡
所
が
､
油
断
す
る
と
､
生
き
て

ゐ
て
､
死
ん
で
ゐ
る
や
う
な
人
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
す
｡
毎
日
毎
日
､
色
々
な

も
の
を
､
食
べ
た
り
､
勉
強
し
た
り
､
遊
ん
だ
り
'
お
か
せ
い
を
し
た
り
､
見

た
り
､
聞
い
た
り
､
い
ぢ
つ
た
り
､
し
て
ゐ
て
も
'
困
っ
た
こ
と
も
､
美
し
い

と
恩
ふ
こ
と
も
､
な
い
や
う
な
人
だ
っ
た
ら
'
そ
の
人
は
､
生
き
て
ゐ
る
の
か

死
ん
で
ゐ
る
の
か
分
か
ら
な
い
人
で
す
ね
｡
こ
ん
な
人
に
は
､
綴
方
の
種
は
見

つ
か
り
ま
せ
ん
｡

所
が
､
ほ
ん
た
う
に
生
き
て
ゐ
る
人
は
､
自
分
の
目
や
'
耳
や
､
鼻
や
､
口

や
､
手
や
､
足
や
を
よ
-
使

っ
て
ゐ
ま
す
｡
自
分
の
か
ら
だ
を
よ
-
使
ふ
と
い

ふ
こ
と
は
､
自
分
の
心
を
よ
く
は
た
ら
か
せ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
｡
自
分
の
心

を
よ
-
は
た
ら
か
せ
る
人
だ
っ
た
ら
､
何
を
見
て
も
､
何
を
聞
い
て
も
､
何
を

し
て
も
､
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
ま
せ
ん
｡
｢
あ
～
､
か
あ
い
さ
う
だ
な
あ
｡｣
な
ど

と
､

一
心
に
な
っ
て
､
見
た
り
聞
い
た
り
し
ま
す
｡
だ
か
ら
'
そ
の
時
の
こ
と

が
､
頭
の
中
に
し
っ
か
り
と
き
ざ
み
こ
ま
れ
る
の
で
す
｡
そ
れ
で
､
そ
の
時
の

こ
と
を
よ
-
お
ぼ
え
て
ゐ
ま
す
｡
忘
れ
て
ゐ
て
も
'
直
ぐ
に
想
ひ
出
せ
ま
す
｡

3



宮崎県における児童生活詩の展開 (二)
一 昭和戦前期の綴方教師 -

だ
か
ら
､
綴
方
の
種
に
な
る
や
う
な
こ
と
が
ら
が
､
毎
日
い
く
つ
か
あ
る
の
で

す
｡所

が
､
ぼ
ん
や
り
し
て
生
き
て
ゐ
る
人
は
､
見
る
時
で
も
､
聞
く
時
で
も
､

遊
ぶ
時
で
も
'
そ
の
後
で
も
､
考
へ
て
見
な
い
の
で
す
｡

一
心
に
な
ら
ぬ
の
で

す
｡
そ
れ
で
'
直
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
ふ
の
で
す
｡

そ
れ
で
､
よ
い
文
を
書
か
う
と
恩
ふ
人
は
､
自
分
の
毎
日
の
-
ら
し
方
に
t

か
う
だ
と
心
を
よ
く
働
か
せ
る
や
う
に
工
夫
し
､
そ
の
上
､
そ
の
日
の
変
っ
た

出
来
事
を
､
日
記
帳
か
､
文
題
帳
に
書
き
つ
け
て
お
-
や
う
に
す
れ
ば
い
～
と

恩
ひ
ま
す
｡

(『綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
十
年
六
月
号
)

子
ど
も
に
向
け
て
論
理
的
に
分
か
り
や
す
-
､
｢文
材
｣
の
重
要
性
と
生
活

を
見
つ
め
る
目
の
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
｡
方
財
小
学
校
に
転
勤
し
て
か
ら
の

執
筆
で
あ
る
｡

木
村
寿
は

｢県
下
綴
方
童
詩
教
育
人
展
望
｣
(
『宮
崎
県
教
育
』
)
の
中
で
､

方
財
小
学
校
に
移

っ
た
今
村
十
三
郎
に
対
し
て
､
｢
北
郷
時
代
の

一
年
文
集

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
は
教
国
に
於
て
実
質
的
に
日
本
的
文
集
と
､
千
葉
氏
の
推
奨
お

-
あ
た
は
ざ
る
も
の
｡
(略
)
子
供
の
生
活
に
あ
-
ま
で
も
透
進
し
､
子
供
の

生
活
と
し
て
の
第
二
の

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
時
代
を
出
現
さ
せ
て
は
し
い
｡
で
な
け

れ
ば

『
カ
ガ
ヤ
キ
』
の
手
前
､
あ
の
獅
子
奮
迅
の
精
進
も

1
箕
を
欠
く
と
い
ふ

も
の
｡｣
と
､
活
動
を
促
し
て
い
る
｡

し
か
し
方
財
小
学
校
で
の
今
村
十
三
郎
の
綴
方
指
導
に
つ
い
て
は
'
よ
く
分

か
っ
て
い
な
い
｡
『綴
り
方
倶
楽
部
』
に
原
稿
を
依
頼
さ
れ
る
く
ら
い
だ
か
ら
､

｢
1
筆
を
欠
-
｣
状
態
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
､
そ
の
後
は
不
明
で

あ
る
｡

今
村
十
三
郎
の
指
導
作
品
は
､
先
に
挙
げ
た
昭
和
十
年
版

『年
刊

日
本
児

童
詩
集
』
の
二
編
し
か
兄
い
出
せ
な
か
っ
た
が
､
実
際
に
は
も
っ
と
多
-
の
作

品
が

『綴
り
方
倶
楽
部
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
事
実
､
『綴
方
教
育
』

(第
九
巻
第
八
号
)
に
掲
載
さ
れ
た

『綴
り
方
倶
楽
部
』
七
月
号
の
広
告
に
よ

る
と
､
昭
和
九
年
七
月
号
に
は
､
｢雲
｣
と
い
う
綴
り
方
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

北
郷
小
尋
常

一
年
甲
斐
惇
夫
の
作
品
で
あ
る
｡
し
か
し
､
雑
誌
が
失
わ
れ
て
お

り
'
作
品
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

な
お
､
北
郷
小
学
校
に
は
当
時
､
武
藤
季
義
編
集
の

『北
斗
』
と
い
う
文
集

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

-
､
前
田
彦
太
郎
の
指
導

に
ゅうし
た

～
入
下
分
校

～

北
郷
小
に
は
も
う

一
人
綴
り
方
の
指
導
者
が
い
た
｡
前
田
彦
太
郎
で
あ
る
｡

｢職
員
録
｣
に
よ
る
と
､
昭
和
二
年
に
は
既
に
北
郷
小
に
在
職
し
て
お
り
､
昭

和
十
五
年
ま
で
北
郷
小
に
名
前
が
見
え
る

(以
後
の

｢職
員
録
｣
欠
)｡
今
村

十
三
郎
に
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
長
い
感
じ
が
す
る
が
､
こ
れ
は
北
郷
小
の
分
校

を
含
め
て
の
在
職
期
間
で
あ
る
｡

前
田
彦
太
郎
は
､
入
下
分
校
で

『小
鳥
』
と
い
う
文
集
を
発
行
し
て
い
た
｡

昭
和
十

1
年
版

『年
刊

日
本
児
童
文
集
』
(全
日
本
綴
り
方
倶
楽
部
編
集

東
苑
書
房
)
に
､
そ
の
文
集
か
ら
採

っ
た

｢お
ぢ
ぞ
う
さ
ん
｣
と
い
う
綴
り
方

が

1
篇
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
尋
常
二
年
生
の
綴
り
方
で
あ
る
｡

4

や
ま
い
も
は
り

･
尋
二
作
品
集

三
月

お
ぢ
ぞ
う
さ
ん

田
村
ハ
ツ
子

宮
崎
県
北
郷
尋
校
入
下
分
校

前
田
彦
太
郎
先
生
指
導

へ小
鳥
)

ママ

こ
の
間
お
か
あ
さ
ん
と

お
ぢ
ぞ
う
さ
ん
ま
ゐ
り
に
行
き
ま
し
た
｡
か
ず
ち

ゃ
ん
と
こ
に
行
た
時
に
は
か
ず
ち
ゃ
ん
ど
も
は
も
う
行
て
し
も
て
お
り
ま
し
た
｡

そ
れ
で

私
た
ち
は
い
そ
ぎ
ま
し
た
｡
け
れ
ど
も

お
ひ
っ
か
ん
で
し
た
｡



そ
の
日
は
ふ
る
の
正
月
二
十
四
日
で
し
た
｡
村
に
行
た
お
り
に
は
ま
だ
人
が
い

き
よ
り
な
さ
い
ま
し
た
｡
そ
し
て
く
み
や
い
に
よ
っ
て
み
よ
ち
ゃ
ん
が
た
び
を

か
り
な
さ
い
ま
し
た
｡
そ
の
時

-
み
や
い
に
は
高
い
バ
ス
が
と
ま
っ
て
ゐ
ま

し
た
｡
私
は

｢
あ
の
バ
ス
に
の
り
た
い
な
あ
｡
｣
と
恩
ひ
ま
し
た
｡
そ
し
て
お

か
あ
さ
ん
に

｢自
動
車
に
の
つ
て
い
こ
や
｣
と
い
つ
た
ら
お
か
あ
さ
ん
の

｢
の

る
と
い
ん
ま
三
十
銭
や
ら
ん
な
ら
ん
ぞ
｡
｣
と
い
ひ
な
さ
い
ま
し
た
か
ら
の
り

ま
せ
ん
で
し
た
｡

う
な
ま
に
い
き

つ
い
た
ら
人
が
た
-
さ
ん
ゐ
ま
し
た
｡
私
は
そ
れ
を
見
て

｢
あ
ら
あ
ん
げ
人
が
集

つ
と
る
が
足
に
の
ぼ
ら
れ
は
せ
ん
ど
か
い
｣
と
思
ひ
ま

し
た
｡
私
は
お
か
あ
さ
ん
の
た
も
と
に
と
づ
い
て
人
を
せ
り
わ
け
せ
り
わ
け
し

て
あ
る
き
ま
し
た
｡
人
が
私
の
足
に
の
ぽ
っ
た
り
し
て
い
た
い
で
し
た
｡
に
ん

ぎ
ゃ
う
-
わ
し
や
あ
そ
び
ど
う
ぐ
や
ゑ
本
や
よ
き
や
な
た
や
は
さ
み
や
色
々
な

も
の
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
お
ぢ
ぞ
う
さ
ん
に
ま
ゐ
り
ま
し
た
｡
上
の
方

に
上

っ
て
見
る
と
お
そ
ろ
し
い
で
し
た
｡
お
か
あ
さ
ん
は
か
ね
を
か
ん
/
-
と

た
た
い
て
お
が
み
な
さ
い
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
下

へ
下
り
ま
し
た
｡
お
じ
る
お

り
に
は
お
も
し
ろ
-
て
私
は
ど
ん
-

下
り
ま
し
た
｡
お
じ

つ
て
私
は
お
ぢ
ぞ

う
さ
ん
の
お
も
ち
ゃ
を
か
つ
て
も
ら
ひ
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら

一
寸
ば
う
し
の
お

る
と
こ
に
行

っ
て
見
ま
し
た
｡

一
寸
ば
う
L
は
小
さ
く
て
あ
た
ま
が
大
き
-
て

あ
た
ま
は
､
は
い
か
ら
に
し
て
せ
が
ひ
く
く
て
こ
え
て
ゐ
ま
し
た
｡
そ
れ
で
も

み
よ
ち
ゃ
ん
が
泣
く
か
ら
い
つ
と
き
し
か
見
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
れ
か
ら

外

へ
出
た
時
に
は
ぜ
に
は
十
銭
か
十
五
銭
か
で
し
た
｡
そ
れ
か
ら
お
か
あ
さ
ん

と
う
な
ま
の
す
え
を
ば
さ
ん
と
こ
に
行
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
ぽ
ん
に
な
っ
て
く

わ
つ
ど
う
見
に
い
き
ま
し
た
｡

一
ぽ
ん
あ
と
が
よ
い
で
し
た
｡
男
の
人
と
女
の

人
が
だ
ん
を
下

っ
て
来
よ
り
ま
し
た
｡
そ
こ
に
は
大
き
な
木
が
あ

っ
て

そ
の

前
に
人
が

一
人
か
二
人
か
し
ん
で
い
ま
し
た
｡
そ
の
男
の
人
は
お
そ
ろ
し
-
て

め
ん
め
方
に
に
げ
て
い
に
ま
し
た
｡
女
の
人
は
木
に
な
ん
か
か
つ
て
下
を
見
た

ら
お
ず
し
て
こ
し
ぬ
け
が
し
て
逃
げ
て
い
き
を
し
た
｡
そ
し
た
ら
あ
た
ま
の
毛

の
長
い
か
ら
だ
が
ま
が
つ
た
男
の
人
が
と
ぐ
ち
を
あ
け
て
女
の
人
を
出
し
ま
し

た
.
そ
し
た
ら
そ
の
人
が

｢何
も
お
ら
ん
が
｣
と
い
.〇
て
さ
が
し
ま
し
た
O

そ
の
ぽ
ん
私
は
す
え
を
ば
さ
ん
と
こ
に
と
ま
り
ま
し
た
｡
さ
う
し
て
朝
に
な

り
ま
し
た
｡
私
と
お
か
あ
さ
ん
は
み
せ
の
に
つ
き
に
行

っ
て
い
つ
と
き
あ
そ
ん

で
い
に
ま
し
た
｡
い
ぬ
る
道
で
お
か
あ
さ
ん
は
や
く
ぼ
に
よ
り
な
さ
い
ま
し
た
｡

や
-
ば
か
ら
自
動
車
に
の
つ
て
か
へ
り
ま
し
た
｡
そ
の
日
は
私
は
け
つ
せ
き
し

ま

し

た

｡

(昭
和
十

一
年
版

『
年
刊

日
本
児
童
文
集
』
)

北
郷
村
の
宇
納
間
地
蔵
に
お
参
り
し
た
時
の
こ
と
を
書
い
た
綴
り
方
で
あ
る
｡

宇
納
間
地
蔵
は
小
高
い
山
の
上
に
あ
り
､
長
い
階
段
を
登

っ
て
行
-
｡
そ
れ
に

し
て
も
､
人
に
足
を
踏
み
つ
け
ら
れ
る
な
ど
､
ず
い
ぶ
ん
賑
わ
っ
て
い
る
｡
出

店
が
並
び
､
今
日
か
ら
す
る
と
差
別
的
な
見
せ
物
小
屋
の
様
子
な
ど
も
措
か
れ

て
い
る
｡

一
日
学
校
を
休
ん
で
夜
に
は
活
動

(映
画
)
に
行
く
な
ど
､
当
時
の

親
や
学
校
は
お
祭
り
に
は
寛
容
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

な
お
､
指
導
者
名
の
後
ろ
の

(小
鳥
)
は
､
前
述
し
た
よ
う
に
文
集
名
で
あ

る
｡
｢
や
ま
い
も
は
り

･
尋
二
作
品
集
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
､
同
誌
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
西
臼
杵
郡
押
方
小
学
校
の
綴
り
方

｢
ヤ
マ
イ
モ
ホ
-
｣
(甲
斐
直

政

･
佐
藤
実
指
導
)
か
ら
採

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

二
､
第
六
宮
崎
小
学
校
の
子
ど
も
の
詩

～
椎
葉
重
人

･
都
市
部
教
師
の
苦
悩

～

昭
和
十
年
版

『
年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
は
､
第
六
宮
崎
小
学
校
の
作
品

と
し
て

｢朝
｣

一
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
第
六
宮
崎
小
学
校
は
'
現
在
の
宮

崎
市
立
江
平
小
学
校
で
あ
る
｡

指
導
者
の
椎
葉
重
人
は
､
昭
和
三
年
に
宮
崎
師
範
本
科
第

一
部
を
卒
業
し
､

昭
和
七
年
か
ら
十

1
年
ま
で
第
六
宮
崎
小
学
校
に
在
職
し
て
い
る
｡
『
年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
は
文
集
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
､
昭
和
九
年
頃
に
詩

集

『
か
が
や
き
』
を
出
し
て
お
り
､
こ
の
中
か
ら
採
ら
れ
た
詩
で
あ
ろ
う
｡
尋

5



41

常
五
年
生
の
作
品
で
あ
る
｡

な
お
､
第
六
小
学
校
で
は
学
校
文
集

『
第
六
文
苑
』
(上
下
両
学
年
用
の
二

那
)
も
出
て
い
た
｡
こ
れ
も
椎
葉
重
人
の
編
集
で
あ
る
｡

二
月

朝

黒
木
貞
子

宮
崎
市
第
六
宮
崎
小
学
校

椎
葉
重
人
指
導

宮崎県における児童生活詩の展開 (二)
一 昭和戦前期の綴方教師 -

宮
崎
神
宮
の
森
に

白
い
朝
霧
が

ヽ

し
い
ん
と
し
て
ゐ
る

校
長
先
生
の
声
が

一
声

一
声
は
っ
き
り
ひ
び
-

『綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
九
年
十
月
号
か
ら
再
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
｡
作

者
名
の
後
に

｢
尋
五
｣
と
あ
る
だ
け
で
､
作
品
に
異
動
は
な
い
｡
『
綴
り
方
倶

楽
部
』
で
の

｢評
｣
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

｢神
宮
の
森
を
な
が
め
､
校
長
先
生
の
朝
の
訓
話
を
き
い
て
ゐ
る
気
持
｡
そ
の

気
持
が
し
ら
ず
く

詩
の
か
た
ち
の
上
に
も
出
て
ゐ
ま
す
｡
ど
ん
な
詩
を
か
-

と
き
で
も
､
か
う
い
ふ
気
持
で
書
-
と
'
き

つ
と
は
じ
め
て
い
～
も
の
が
か
け

る
で
せ
う
｡
｣

宮
崎
神
宮
の
森
に
朝
霧
が
か
か
り
､
森
閑
と
し
た
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
-
る
｡

学
校
で
は
朝
礼
が
始
ま
り
､
校
長
先
生
の
声
が

一
声

三
戸
は
っ
き
り
響
い
て
-

る
ほ
ど
､
生
徒
た
ち
は
緊
張
し
た
面
持
ち
で
静
か
に
お
話
を
聞
い
て
い
る
｡
朝

霧
に
包
ま
れ
た
神
宮
の
森
の
静
け
さ
と
朝
礼
の
静
か
さ
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

現
在
の
江
平
小
学
校
と
宮
崎
神
宮
の
間
に
は
家
が
建
て
込
ん
で
お
り
､
神
宮

の
森
を
眺
め
な
が
ら
訓
話
を
聞
く
な
ど
想
像
も

つ
か
な
い
が
､
戦
前
は
家
が
ま

ば
ら
で
'
神
宮
の
森
が

｢
し
い
ん
と
し
て
ゐ
る
｣
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
距
離

感
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

あ
る
い
は
､
何
か
学
校
の
行
事
で
朝
早
-
宮
崎
神
宮
に
来
た
の
か
も
し
れ
な

い
｡
朝
霧
に
包
ま
れ
た
中
で
'
生
徒
を
前
に
お
話
を
す
る
校
長
先
生
の
声
が
､

一
声

一
声
は
っ
き
り
響
き
わ
た
る
｡
宮
崎
神
宮
の
森
閑
と
し
た
様
子
を
描
い
た

も
の
と
も
取
れ
る
｡

こ
の

｢
朝
｣
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
品
に
､
詩

｢
朝
霧
｣

(椎
葉
重
人
指
導
)
が
あ
る
｡
昭
和
九
年
の

『宮
崎
県
教
育
』
に
､
｢誌
上
合
評

児
童
作
品
｣
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
｢誌
上
合
評
｣
と
は
､

一

人
の
教
師
が
自
分
の
指
導
し
た
作
品
を

1
篇
推
薦
し
､
そ
れ
に
つ
い
て
複
数
の

教
師
が
誌
上
で
批
評
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

朝

霧

第
六
宮
崎
小
学
校
生
徒

尋
五

伊
東
和
子

霧
､

ま
つ
自
な
き
り
'

松
林
の
右
に

L
は
ん
学
校
が

宮
殿
の
や
う
に
浮
い
て
ゐ
る
｡

マ

マ

(九
､

二

五
)

こ
の
詩
に
は
､
指
導
者
椎
葉
重
人
の

｢推
薦
後
記
｣
が
あ
り
､
そ
の
後
に
十

一
人
の
評
が
付
い
て
い
る
｡
県
外
か
ら
磯
長
武
雄
､
近
藤
益
雄
の
二
人
が

｢評
｣

に
参
加
し
て
い
る
｡
他
は
県
内
の
教
師
で
あ
る
｡

磯
長
は
鹿
児
島
県
'
近
藤
は
長
崎
県
の
著
名
な
綴
方
教
師
で
あ
る
｡
磯
長
武
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雄
､
近
藤
益
雄
､
木
村
毒
の
順
に
､
三
人
だ
け
が
太
字
で
名
前
が
記
さ
れ
て
お

り
､
別
格
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡

椎
葉
重
人
は

｢推
薦
後
記
｣
の
中
で
'
児
童
自
由
詩
を

｢児
童
で
な
け
れ
ば

な
し
得
ぬ
観
方
､
表
現
を
な
す
児
童
独
特
の
も
の
で
あ
る
｡
｣
と
､

一
般
の
詩

と
は
違
う
独
自
性
を
持

つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
｡
児
童
自
由
詩
は
､

い
わ
ゆ
る

｢芸
術
的
な
偶
発
的
な
表
現
に
随
喜
す
る
も
の
｣
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
､
｢
必
然
的
な
錬
成
的
生
産
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
必
然
的
な
錬

成
過
程
､
｢
即
ち
作
品
化
の
過
程
的
労
作
表
現
錬
成
と
い
ふ
所
｣
に
こ
そ
児
童

自
由
詩
の
教
育
性
は
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
児
童
自
由
詩
を
児

童
の

｢自
然
発
生
的
な
無
意
識
的
言
語
活
動
と
し
て
彼
ら
の
生
活
を
本
位
と
し

平
凡
さ
の
持

つ
健
康
な
現
実
的
な
全
身
的
な
も
の
と
し
て
指
導
し
よ
う
企
図
し

て
ゐ
る
｡
｣
と
い
う
｡

生
硬
な
表
現
だ
が
､
要
す
る
に
､
児
童
詩
は
偶
発
的
に
生
じ
る
よ
う
な
芸
術

美
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
､
子
ど
も
の
生
活
に
根
ざ
し
た
自
然
発

生
的
な
健
康
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の

作
品
創
作
過
程
に
こ
そ
教
育
性
は
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
詩

｢朝
｣
や

｢朝
霧
｣
が
､
椎
葉
の
言
う

｢子
ど
も
の
生
活
に
根

ざ
し
､
自
然
発
生
的
に
｣
生
ま
れ
て
き
た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
椎
葉
重
人
は

｢童
詩
は
こ
ん
な

『朝
霧
』
の
や
う
な
作
品

ば
か
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
｡
も
つ
と
明
朗
な
積
極
的
な
生
活
詩
と
か
行
動
詩

と
か
言
は
れ
る
も
の
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
｣
と
言

っ
て
い
る
｡

で
は
何
故

｢朝
霧
｣
を
合
評
の
対
象
に
選
ん
だ
の
か
｡

｢特
に
此
の
朝
霧
を
選
ん
だ
の
は
､
南
国
日
向
の
深
い
霧
と
､
そ
れ
が
自
然
に

育
ん
で
ゐ
る

一
つ
の
墨
絵
的
な
感
情
即
ち
郷
土
観
と
言

っ
た
や
う
な
も
の
が
表

れ
て
民
族
的
な
素
朴
的
な
､
祖
国
感
情
と
で
も
言
は
れ
さ
う
な
も
の
が
ひ
そ
ん

だ
り
に
じ
ん
だ
り
し
て
ゐ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
｣

生
活
詩
や
生
活
行
動
詩
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
が
'
敢
え
て

｢朝
霧
｣
を
選

ん
だ
の
は
､
祖
国
感
情
と
で
も
い
っ
た
も
の
が
潜
ん
で
い
る
と
思

っ
た
か
ら
だ

と
言
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
の
説
明
で
は
､
生
活
詩
や
生
活
行
動
詩
で
は
な
-
､
な
ぜ
こ
こ
で

｢
民
族
的
な
素
朴
的
な
､
祖
国
感
情
｣
が
表
れ
て
い
る
詩
を
選
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
､
よ
く
分
か
ら
な
い
｡

第

一
､
｢朝
霧
｣
に
椎
葉
重
人
が
言
う
よ
う
な
民
族
的
な
祖
国
感
情
が
あ
る

と
断
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
｡
書
か
れ
て
い
る
の
は
霧
の
中
に
師
範
学
校
が

宮
殿
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
る
と
い
う
風
景
的
事
実
の
み
で
あ
り
､
そ
こ
に
作

者
の

｢民
族
的
な
祖
国
感
情
｣
が
あ
る
と
す
る
か
否
か
は
､
読
者
次
第
で
あ
る
0

｢民
族
的
な
祖
国
感
情
｣
を
感
じ
て
い
る
の
は
､
こ
の
詩
を
読
ん
だ
読
者
と
し

て
の
椎
葉
重
人
自
身
で
あ
る
｡
｢
宮
殿
｣
も
誰
も
が
日
本
の
宮
殿
を
思
い
浮
か

べ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
師
範
学
校
の
建
物
を
日
本
建
築
と
取
る
か
､
西
洋
建
築

と
取
る
か
に
よ
っ
て
も
違

っ
て
く
る
｡
霧
に
よ
っ
て
宮
殿
化
さ
れ
た
師
範
学
校

の
建
物
､
つ
ま
り
洋
式
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡

評
者
の
一
人
で
あ
る
磯
長
武
雄
は
､
｢宮
殿
は
南
洋
の
宮
殿
で
し
ょ
う
｣
と
言

っ

て
い
る
｡
な
ぜ
南
洋
の
宮
殿
な
の
か
よ
-
分
か
ら
な
い
が
､
人
に
よ
っ
て
イ
メ
ー

ジ
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
｢宮
殿
｣
で
は
な
く

｢神
殿
の
よ
う

に
浮
い
て
ゐ
る
｣
で
あ
れ
ば
神
社
の
建
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
､
祖
国
感
情
が
潜
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し

｢神
殿
｣
で
も
､
ギ

リ
シ
ャ
の
神
殿
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
後
椎
葉
は
'
童
詩
教
育
は
混
沌
と
し
て
い
る
と
し
､
｢童
詩
の
客
観
的

具
体
的
標
準
と
言
ふ
や
う
な
も
の
は
何
所
に
あ
る
の
か
､
こ
れ
こ
そ
私
達
実
践

家
の
求
め
て
ゐ
る
座
標
で
あ
る
｡
此
の
具
体
的
な
作
品
を
契
機
と
し
て
､
お
互

ひ
論
じ
切
瑳
し
､
童
詩
教
育
が
当
然
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
座
標
と
公
道
を
求
め
る

為
に
､
そ
の
材
料
と
し
て
此
の
貧
し
い
実
践
の

一
滴
を
提
供
し
｣
た
と
述
べ
て

い
る
｡

椎
葉
重
人
は
児
童
詩
の

｢座
標
｣
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
児
童
詩
と
は

ど
う
い
う
も
の
か
'
そ
の
具
体
的
な
形
が
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

椎
葉
は
､
『
宮
崎
県
教
育
』
昭
和
十

1
年
三
月
号
の

｢実
践
綴
方
教
育
誌
上
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宮崎県における児童生活詩の展開 (二)
一 昭和戦前期の綴方教師 -

研
究
会
｣
第
二
部
に
､
｢街
の
子
の
綴
方
｣
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
｡
｢街

の
子
｣
の
綴
方
が
ふ
る
わ
な
い
原
因
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
｡

の
原
因
を
挙
げ
て
い
る
｡

第

一
に
､
指
導
者
が

｢農
村
の
活
発
な
実
践
に
圧
倒
さ
れ
て
､

椎
葉
は
四
つ

指
導
の
方
向

性
を
喪
失
し
た
｣
こ
と
｡

第
二
に
､
街
の
子
は
非
生
活
者
で
あ
る
こ
と
｡

第
三
に
､
表
現
が
観
念
的
で
あ
る
こ
と
｡

第
四
に
､
綴
方
を
指
導
す
る
教
師
に
農
村
出
身
者
が
多
-
､
｢都
市
の
動
き

に
鈍
感
｣
で
あ
る
こ
と
｡

自
分
自
身
､
椎
葉
村
の
出
身
者
で
あ
る
椎
葉
重
人
は
､
都
市
部
独
自
の
児
童

詩

･
綴
方
の
方
向
性
を
探
ろ
う
と
し
て
､

つ
か
み
か
ね
て
い
た
の
で
あ
る
｡
農

村
の
子
は
生
活
自
体
が

｢生
活
的
建
設
的
な
生
活
体
験
｣
で
あ
る
が
､
街
の
子

に
は
そ
れ
が
な
-

｢
所
謂
土
の
香
り
の
高
い
作
品
｣
が
望
め
な
い
｡
な
ら
ば

｢都
市
の
香
り
の
高
い
作
品
｣
が
そ
の
対
局
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
が
､

そ
れ
が
農
村
出
身
教
師
に
は
出
来
な
い
｡
で
あ
れ
ば
､
都
市
部
に
お
け
る

｢農

村
｣
を
目
指
す
し
か
な
い
｡

｢街
の
子
｣
独
自
の
児
童
詩
を
目
指
す
椎
葉
重
人
は
､
｢
朝
｣
や

｢朝
霧
｣

に
そ
の
方
向
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
都
市
部
に
あ
る

｢自
然
｣
で
あ
る
｡
そ

れ
で
あ
れ
ば
農
村
出
身
の
教
師
に
も
身
近
な
も
の
で
あ
り
､
都
市
部
の
子
ど
も

が

｢非
生
活
者
｣
で
あ

っ
て
も

｢朝
霧
｣
(自
然
)
は
子
ど
も
の
生
活
の
中
で

見
た
現
象
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡
更
に
霧
の
中
に
浮
か
ぶ

｢宮
殿
｣

に

｢民
族
的
な
素
朴
的
な
､
祖
国
感
情
｣
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
農
村
児

童
詩
の
持

つ

｢土
の
香
り
｣
に
匹
敵
す
る
郷
土
感
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

作
品

｢朝
｣
も
､
｢宮
崎
神
宮
の
森
｣
に
か
か
る
朝
霧
を
素
材
と
し
て
い
る
｡

そ
れ
が
農
村
出
身
教
師
と
し
て
の
椎
葉
重
人
の
考
え
得
る

｢街
の
子
｣
の
児
童

詩
で
あ

っ
た
｡
｢農
村
の
活
発
な
実
践
｣
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し

｢都
市
部
｣
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
｢宮
殿
｣
や

｢宮
崎
神
宮
｣

に

｢民
族
的
な
素
朴
的
な
､
祖
国
感
情
｣
を
見
る
の
で
は
な
-
､
逆
に
農
村
部

に
は
無
い
都
会
的
な
存
在
と
し
て
師
範
学
校
や
宮
崎
神
宮
を
印
象
づ
け
る
べ
き

だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
師
範
学
校
が
西
洋
の
宮
殿
の
よ
う
に
霧
の
中
に
浮
か
ぶ
､

そ
れ
が
街
の
子
の
生
活
に
根
ざ
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
そ
の
方
が

都
市
的
で
は
あ
っ
た
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢街
の
子
｣
の
､
真
に
街
の
生
活
に
根
ざ
し
た
児
童
詩
や

綴
方
が
ど
う
い
う
も
の
か
､
椎
葉
に
は
つ
か
み
き
れ
な
い
ま
ま
だ

っ
た
の
で
あ

る
｡
椎
葉
は
そ
こ
を
論
じ
て
欲
し
-
て

｢朝
霧
｣
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

木
村
寿
は

｢朝
霧
｣
を
､
｢
風
景
詩
と
し
て
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
は
感
ぜ
ら

れ
る
｣
も
の
の
､
そ
の
ま
と
ま
り
は

｢
ハ
ツ
と
思

っ
た
時
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
事

よ
り

一
歩
先
に
進
ん
で
ゐ
な
い
気
が
す
る
｡
そ
れ
は
対
象
物
で
あ
る
霧
の
本
態

を
深
-
観
察
し
き
れ
な
か

っ
た
所
に
あ
る
と
恩
ふ
｡
｣
と
評
し
て
い
る
｡
観
察

に
深
さ
が
た
り
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
民
族
的
な
素
朴
的
な
祖
国
感
情
｣
に
つ
い
て
は
､
｢此
の
詩
は
い
-
ら
よ

ん
で
も
さ
う
し
た
感
情
は
浮
び
こ
な
い
の
で
あ
る
｡
子
供
の
生
活
と
い
ふ
も
の

を
も

つ
と
見
詰
め
ら
れ
て
ほ
し
い
｣
と
手
厳
し
く
否
定
し
て
い
る
｡

｢再
び
い
ふ
｡
こ
ん
な
風
景
詩
の
場
合
も
つ
と
対
象
に
つ
き
こ
ま
せ
て
ほ
し
い
｡

観
察
と
い
ふ
こ
と
も
､
対
象
を
択
み
取
る
と
い
ふ
態
度
を
作

っ
て
ほ
し
い
｡
｣

そ
し
て
そ
の
選
び
取

っ
た
も
の
を

｢
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
つ
き
出
さ
せ
る
と
い

い
｣
と
言
う
｡
ぶ

っ
き
ら
ぼ
う
に
出
さ
れ
た
も
の
は
､
｢朝
霧
｣
に
比
べ
て
ま

と
ま
り
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
､
｢生
活
感
が
あ
る
｡
霧
か
ら
う
け
た
子
供

の
言
葉
が
現
は
れ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
｡
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡

そ
の
例
と
し
て
､
木
村
毒
が
指
導
し
た
子
供
の
作
品
を
二
例
あ
げ
て
い
る
｡
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来
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目
の
前
を
き
り
が
は
し
つ
て
ゐ
る

山
の
き
り
は

川
の
や
う
に
流
れ
て
ゐ
る
｡

確
か
に
見
方
､
表
現
が
新
鮮
で
あ
る
｡
い
つ
も
と
は
違

っ
た
状
況
を
的
確
に

と
ら
え
'
表
現
し
て
い
る
｡
い
つ
も
見
て
い
る
赤
水
山
が
､
今
朝
は

｢
き
り
の

中
か
ら
出
て
来
る
｣
と
い
う
捉
え
方
は
､
見
た
ま
ま
と
言
え
ば
見
た
ま
ま
だ
が
､

そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
自
体
､
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
｡
こ
れ
が

｢
き
り
の
中

に
浮
か
ん
で
い
る
｣
と
い
う
捉
え
方
で
あ
れ
ば
､
傍
観
的
で
あ
り
､
動
き
も
深

み
も
無
-
､
平
凡
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
霧
の
中
か
ら

｢出
て
-
る
｣
と

捉
え
た
と
こ
ろ
に
､
こ
の
詩
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
る
｡
木
村
の
言
う
観
察
の
対

象
を
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
椎
葉
重
人
に
す
れ
ば
､
｢赤
水
山
｣
の
無
い
都
市
部
､
｢
川
の
や
う
に

流
れ
｣
な
い
霧
が
立

つ
都
市
部
､
そ
の
都
市
部
に
あ
っ
て
､
農
村
の
詩
に
匹
敵

す
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
詩
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
'
そ
れ
が
問
題
だ
っ

た
の
で
あ
る
｡

な
お
､
綴
方
の
方
で
は
､
椎
葉
重
人
は
､
幾

つ
か
の

｢街
の
子
｣
の
綴
方

(文
題
)
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
｡
｢或
日
の
猫
､
私
の
性
質
､
小
松
村
､
野
球
､

代
議
士
選
挙
'
吉
田
松
陰
の
像
を
見
て
'
私
の
家
の
炊
事
場
の
衛
生
､
サ
ー
カ

ス
の
日
本
踊
り
､
哀
れ
な
お
ば
あ
さ
ん
､
表
具
商
､
国
史
の
勉
強
法
'
お
母
さ

ん
に
叱
ら
れ
て
｣
等
で
あ
る
｡
ク
ラ
ス
は

｢女
児
級
｣
で
あ
る
｡

｢代
議
士
選
挙
､
国
史
の
勉
強
法
'
吉
田
松
陰
の
像
を
見
て
｣
な
ど
は
確
か

に
農
村
の
綴
り
方
で
は
見
か
け
な
い
題
で
あ
る
｡
｢吉
田
松
陰
の
像
を
見
て
｣

と
い
う
の
は
､
学
校
の
廊
下
の
壁
に
日
本
の
偉
人
の
像
が
掲
げ
て
あ
る
の
だ
が
､

入
れ
替
え
が
あ
っ
て
'
ち
ょ
う
ど
教
室
の
前
に
吉
田
松
陰
の
像
が
掲
げ
ら
れ
た
､

そ
の
数
日
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
｡
椎
葉
重
人
に
よ
る
と
､
こ
の
子
は
そ

の
像
が
掲
げ
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
綴
り
方
に
書
-
べ
-
観
察
を
始
め
た
よ
う
で
あ

る
｡
吉
田
松
陰
の
輪
郭
か
ら
描
き
､
松
下
村
塾
の
こ
.と
､
児
童
文
庫
の
本
で
読

ん
だ

｢
か
く
す
れ
ば
｣
の
歌
の
こ
と
､
明
治
維
新
の
こ
と
等
を
書
き
､
｢像
杏

見
る
毎
に
'
き
り
っ
と
結
ん
だ
口
も
と
か
ら
何
か
語
ら
れ
る
や
う
だ
｣
と
述
べ

て
い
る
｡

最
後
の
と
こ
ろ
あ
た
り
が

｢表
現
が
ま
せ
て
概
念
的
｣
だ
と
い
う
こ
と
ら
し

-
､
椎
葉
重
人
は

｢矢
張
り
之
も
都
市
的
な
ま
せ
方
は
あ
る
が
､
子
供
の
現
実

生
活
か
ら
生
れ
て
来
た
作
品
で
あ
る
か
ら
､
之
を
拒
否
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
で
あ
る
｡
｣
と
言

っ
て
い
る
｡

次
に
､
｢
サ
ー
カ
ス
の
日
本
踊
り
｣
を
挙
げ
て
み
る
｡

サ
ー
カ
ス
の
日
本
踊
り

六
女

竹
島
律
子

此
の
問
私
達
は
学
校
か
ら
サ
ー
カ
ス
を
見
に
行

っ
た
｡
有
田
洋
行
の
踊
り
は

サ
ー
カ
ス
団
の
中
で
も
名
高
い
の
だ
と
聞
い
て
ゐ
た
の
で
行
-
時
か
ら
'
ど
ん

な
に
い
～
の
だ
ら
う
か
と
い
ろ
-

想
像
し
て
ゐ
た
｡

サ
ー
カ
ス
の
あ
る
所
の
前
ま
で
行
く
と
､

一
ば
い
の
人
が
看
板
を
見
て
い
ろ

-
1
と
話
し
て
ゐ
た
｡
中
に
入
る
と
､
今
ま
で
聞
え
て
ゐ
た
音
楽
が
､

一
段
と

高
く
響
い
て
､
私
は
も
う
胸
が
ど
き
ノ
1
し
て
ゐ
た
｡
舞
台
で
は

｢若
人
の
血
｣

と
言
ふ
勇
ま
し
い
感
じ
の
す
る
ダ
ン
ス
が
始

っ
て
ゐ
た
｡
長
-
ダ
ン
ス
を
見
な

か
っ
た
の
で
初
め
て
見
た
や
う
に
珍
し
か
つ
た
｡
次
に
も
亦
ダ
ン
ス
が
あ
つ
た

が
､
ぱ
っ
-
1
と
軽
-
踊
る
の
と
'
同
じ
や
う
な
事
を
何
べ
ん
も
練
返
す
の
が
､

終
ひ
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
い
や
う
に
な
っ
た
｡

そ
の
芸
の
問
々
に
､
日
本
風
の
踊
り
が
三
つ
四
つ
あ
つ
た
が
､
私
が
日
本
人

を
ひ
い
き
し
て
で
は
な
い
が
､
何
だ
か
親
し
み
を
感
じ
た
｡
特
に

｢元
禄
花
見

踊
｣
と
い
ふ
の
は
昔
の
夢
で
も
見
る
や
う
に
感
じ
た
｡
そ
れ
は
ダ
ン
ス
の
や
う

に
､
ぱ
っ
-
1
と
軽
々
し
-
な
-
て
､
如
何
に
も
落
ち
つ
い
た
静
か
な
感
じ
で
､

日
本
人
が
軽
々
し
-
な
い
心
持
が
よ
-
表
れ
て
ゐ
た
｡
元
禄
時
代
に
武
士
が
強

い
気
風
を
失

っ
て
'
人
々
の
心
が
弱
々
し
-
上
品
な
世
の
中
に
な
っ
た
あ
の
頃
へ

9
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あ
ん
な
や
う
す
を
し
て
､
花
見
な
ど
し
て
踊

っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
と
､

何
だ
か
あ
の
時
代
の
人
々
が
恩
ひ
出
さ
れ
て
ぽ
っ
と
し
て
ゐ
た
｡
花
見
踊
り
な

ど
い
ふ
の
は
､
日
本
だ
け
に
あ
ん
な
や
さ
し
い
事
が
あ
る
の
だ
と
思
ふ
｡
日
本

は
世
界
の
公
園
と
い
は
れ
る
だ
け
あ

っ
て
､
自
然
を
愛
す
る
心
が
昔
か
ら
あ

っ

て
あ
ん
な
踊
り
に
ま
で
表
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡
西
洋
の
踊
り
で
は
､
あ

ん
な
感
じ
を
表
す
こ
と
は
出
来
ま
い
な
ぞ
考

へ
て
ゐ
る
と
､
そ
の
踊
り
が
奥
ゆ

か
し
-
感
ぜ
ら
れ
た
｡
然
し
'
ち
ょ
ん
ま
げ
を
ゆ
つ
て
若
様
風
を
し
て
ゐ
る
者
､

着
物
を
は
し
折

っ
て
身
軽
さ
う
な
男
､
高
い
日
本
髪
を
ゆ
つ
た
女
の
人
な
ど
が

入
り
乱
れ
て
踊

っ
て
ゐ
る
が
､
男
の
着
物
ま
で
が
､
か
ど
の
立
た
ぬ
す
ら

っ
と

し
た
模
様
で
あ
り
'
袖
な
ど
も
長
い
の
で
あ
る
｡
あ
ん
な
事
ば
か
り
し
て
ゐ
て
､

武
芸
な
ど
の
事
や
､
働
-
こ
と
な
ど
考

へ
て
ゐ
な
か

つ
た
や
う
に
思

っ
て
､
腹

が
立

つ
こ
と
も
あ

っ
た
｡
け
れ
共
､
西
洋
風
の
ダ
ン
ス
な
ど
に
比
べ
る
と
､
け

ば
-
1

し
-
な
-
､
靴
の
か
ゞ
と
の
高
い
の
な
ど
は
か
ず
､
あ

っ
さ
り
し
た
質

素
な
藁
草
履
な
ど
を
は
い
て
踊

っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
､
矢
張
り
日
本
ら
し
さ

を
失
は
ず
に
ゐ
た
こ
と
も
思

っ
た
｡
音
楽
も
実
に
の
ど
か
で
､
楽
器
は
勿
論
笛

や
三
味
線
や
太
鼓
な
ど
の
日
本
の
楽
器
で
､
そ
ん
な
楽
器
が
､
す
み
き

っ
た
音

や
静
か
な
音
や
'
高
い
音
低
い
音
を
出
し
て
､
入
り
ま
じ

つ
て
､
益
々
踊
り
が

そ
の
気
持
ち
を
表
し
た
｡
背
景
は
縁
に
紅
の
ま
じ

つ
た
の
で
あ

つ
た
が
､
紅
は

桜
の
満
開
を
表
し
､
緑
は
そ
の
葉
を
表
し
て
'
昔
の
そ
の
花
見
の
や
う
す
を
よ

く
表
し
て
ゐ
た
｡

(中
略
)

私
は
帰
り
な
が
ら
､
西
洋
人
は
あ
ん
な
日
本
踊
り
を
見
て
ど
ん
な
に
感
ず
る

だ
ら
う
｡
日
本
の
は
面
白
-
な
い
と
恩
ひ
は
せ
ん
だ
ら
う
か
､
な
ど
思

っ
た
｡

又
私
が
日
本
人
だ
か
ら
､
日
本
の
ば
か
り
を
あ
ん
な
に
よ
い
や
う
に
見
る
の
か

も
知
れ
ん
と
も
思

っ
た
｡
西
洋
人
が
見
れ
ば
'
西
洋
の
は
矢
張
り
奥
ゆ
か
し
-

見
え
る
の
か
も
知
れ
ん
と
も
思

っ
た
｡
そ
う
思
ふ
と
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
ん
や
う

に
な

っ
た
が
'
矢
張
り
私
の
心
に
は
日
本
の
が
よ
い
と
い
ふ
の
が
強
-
の
こ
つ

て
ゐ
る
｡

椎
葉
重
人
は
作
者
に
つ
い
て
､
｢
こ
れ
は
農
家
の
子
供
で
あ
る
が
､
私
の
級

の
級
長
で
と
て
も
い
～
作
品
を
見
せ
､
観
察
の
鋭
さ
に
は
何
時
も
感
心
さ
せ
ら

れ
る
子
で
あ
る
｡
｣
と
言

っ
て
い
る
｡

農
家
の
子
と
は
言

っ
て
も
や
は
り

｢街
の
子
｣
で
あ
る
｡
知
的
で
'
批
評
精

神
に
富
ん
で
い
る
｡
評
論
風
で
あ
る
｡
日
本
と
西
洋
を
比
較
し
､
日
本
踊
り
を

西
洋
人
は
ど
う
見
る
だ
ろ
う
か
と
気
に
し
な
が
ら
､
や
は
り
自
分
は
日
本
の
が

良
い
と
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
､
当
時
の
世
相
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
｡
世
の
中
の
思
想
的
傾
向
を
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
形
で
反
映
で
き
る
の
も
､

や
は
り

｢
街
の
子
｣
で
あ
る
｡
椎
葉
は
､
綴
方
に
お
い
て
は
こ
う
い
う
方
向
を

｢街
の
子
｣
の
綴
方
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡

三
､
宮
崎
市
第
七
宮
崎
小
学
校
の
子
ど
も
の
詩

～
阿
寓
祥
吉

･
写
生
詩
の
指
導

-

1
､
詩
三
篇

昭
和
十

一
年
版

『
年
刊

日
本
児
童
詩
集
』
(全
日
本
綴
方
倶
楽
部
編
)
に

は
､
西
臼
杵
郡
押
方
小
学
校
の
は
か
に
宮
崎
第
七
小
学
校
の
子
ど
も
の
詩
が
三

篇
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
｢枯
草
｣
(新
保
貞
二
)
｢
魚
と
り
｣
(
日
高
正
)
｢
鉄
砲

う
ち
｣
(仁
田
脇
定
志
)
で
あ
る
｡

*

｢昼
の
海
岸

尋

六

｣

(四

月
)

10

枯

草

新
保

貞
二

宮
崎
市
第
七
宮
崎
小
学
校

マ
マ

(河
葛
祥
吉
先
生
指
導
)

枯
草
に
す
は
っ
て

海
を
見
下
し
て
ゐ
た



地
面
か
ら

青
葉
が
芽
を
出
し
た

口
び
る
が

ぽ
ん
く

か
は
い
て
き
た

め
-
-
1
と
し
た
地
面
に

手
を
あ
て
て
見
た

(五

月
)

魚

と

り

日
高

正

宮崎市第
七

宮崎

小
学
校

ママ
(河葛祥吉
先

生指

導
)

父
と
舟
を
こ
い
で

川
口
に
出
た

波
が
よ
せ
て
来
る

岸
の
あ
L
が

風
に
う
ご
く

投
網
を
父
が
か
ま
へ
て

｢も
う
少
し
お
せ
｣
と

お
っ
し
ゃ
っ
た

何
度
も
な
げ
た
が

一
向
か
ゝ
ら
ぬ

青
空
に
は

と
び
が
二
羽

わ
を
ま
い
て
と
ん
で
ゐ
る

｢
こ
れ
ぢ
や
つ
ま
ら
ん
｣

と
言
っ
て

煙
草
を
す
ひ
は
じ
め
ら
れ
た

父
の
そ
ば
に
よ
っ
た
ら

生
ぐ
さ
い
に
は
ひ
が
し
た
｡

(十

一
月
)

鉄
砲
う
ち

仁
田
脇

定
志

宮崎市
第七
宮
崎

小
学校

ママ
(河葛祥吉
先
生
指

導)

林
の
中
で

寒
い
風
の
吹
く
中
を

ひ
よ
ど
り
が
鳴
い
て
ゐ
る

父
が
ね
ら
ひ
を
定
め
て

ず
ど
ん
と
う
つ
た

お
ち
た
ひ
よ
ど
り

血
が
ぬ
め
/
＼
し
て
あ
た
た
か
い

ち
の
に
は
ひ
が
す
る

こ
の
う
ち

｢魚
と
り
｣
(
日
高
正
)
｢鉄
砲
う
ち
｣
(仁
田
脇
定
志
)
は
第
七

宮
崎
小
学
校
の
子
ど
も
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
､
｢枯

草
｣
(新
保
貞
二
)
は
よ
く
分
か
ら
な
い
｡
榛
小
学
校
の
卒
業
者
名
簿
を
見
る

と
'
日
高
正
､
仁
田
脇
定
志
の
名
前
は
あ
る
が
'
新
保
貞
二
の
名
前
は
な
い
｡

当
時
の
同
級
生
も
､
｢新
保
貞
二
｣
と
い
う
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
○こ

Q
l二
篇
は

『
日
本
の
子
ど
も
の
詩

宮
崎
』
(日
本
作
文
の
会
編
)
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
'
｢枯
草
｣
も
第
七
宮
崎
小
学
校
の
作
品
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､
｢
め
く
め
く
と
し
た
地
面
に
｣
の

｢
め
-
め
-
｣
に

l l
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｢あ
た
た
か
い
｣
と
い
う
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
｢
め
く
め
く
｣
は
宮
崎
方
言

だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
宮
崎
市
に
は

｢め
-
め

-
｣
と
い
う
方
言
は
な
い
｡
少
な
-
と
も
暖
か
い
と
い
う
意
味
で

｢め
-
め
-
｣

と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
な
い
｡
地
元

(校
区
)
の
人
に
聞
い
て
も

｢め
く

め
く
｣
と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
｡

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
(小
学
館
)
を
引
い
て
み
る
と
､
｢
め
-
め
-
｣
の
項

目
が
あ
り
'
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
｡

め
-
1
め
-

【
副
】
方
言
①
目
を
開
閉
す
る
さ
ま
｡
ぱ
ち
ぱ
ち
｡
｢目
を
め
-

め
く
し
た
｣
青
森
県
南
部
地
方

②
す
す
り
泣
-
さ
ま
｡
｢め
-
め
く
と
泣
-
｣

山
形
県
米
沢

③
物
を
食
う
さ
ま
｡
長
野
県
下
水
内
郡

『
日
本
の
子
ど
も
の
詩

宮
崎
』
が
､
ど
う
い
う
根
拠
で
､
｢
め
-
め
く
｣

を

｢あ
た
た
か
い
｣
の
意
味
だ
と
判
断
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
｡
｢
ぬ
く
ぬ

-
｣
の
誤
植
の
可
能
性
も
あ
る
｡
そ
う
判
断
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

あ
る
い
は

｢
め
く
く

と
し
た
地
面
に
｣
で
は
な
く
､
｢
め
く
く

と
し
た

/
地
面
に
｣
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
当
時
は
誤
植
が
多
-
'
有
り
得
な
い

こ
と
で
は
な
い
｡

枯
草
に
す
は
っ
て

海
を
見
下
し
て
ゐ
た

地
面
か
ら

青
葉
が
芽
を
出
し
た

口
び
る
が

ぽ
ん
〈

か
は
い
て
き
た

め
く
く

と
し
た

地
面
に

手
を
あ
て
て
見
た

｢め
-
め
く
と
し
た
地
面
｣
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
が
､

い
ず
れ
に
し
ろ
宮
崎
方
言
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

｢新
保
貞
二
｣
は
､
他
県
出
身
の
子
ど
も
な
の
で
は
な
い
か
｡
卒
業
生
名
簿

に
も
名
前
が
な
-
､
同
級
生
も
そ
の
名
に
覚
え
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'

六
年
生
で
途
中
転
入
L
t
短
期
間
で
転
出
し
て
行
っ
た
子
ど
も
な
の
で
あ
ろ
う
｡

-
､
写
生
を
根
本
に
置
-
児
童
詩
観

指
導
者
は
宮
崎
市
第
七
宮
崎
小
学
校

｢河
葛
祥
吉
｣
と
あ
る
が
､
第
七
宮
崎

尋
常
小
学
校
の
職
員
名
簿
に

｢河
葛
祥
吉
｣
と
い
う
名
前
は
な
い
｡
｢阿
寓
祥

吉
｣
の
間
違
い
で
あ
る
｡

第
七
宮
崎
小
学
校
は
宮
崎
市
吉
村
町
に
あ
り
､
｢児
童
数

男

三
五
九

女

三
五
三
､
学
級
数

一
二
｣
の
学
校
で
あ
る
｡
現
在
の
宮
崎
市
立
穂
小
学

校
で
あ
る
｡

阿
寓
祥
吉
は
､
昭
和
三
年
に
宮
崎
師
範
学
校
本
科
第
二
部
を
卒
業
し
て
い
る
｡

第
七
宮
崎
小
学
校
で
は
､
詩
文
集

｢あ
は
き
｣
を
発
行
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
無

論

『古
事
記
』
に
出
て
-
る
当
地
の
地
名

｢阿
波
岐
原
｣
か
ら
と
っ
た
も
の
で

あ
る
｡

脚
本
等
も
書
い
て
い
た
ら
し
-
'
｢宮
崎
県
教
育
｣
(昭
和
十

1
年
七
月
号
)

に
は
､
戯
曲

｢宮
崎
龍
城
｣
(六
幕
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
慶
長
五
年
頃
の

宮
崎
城
を
舞
台
に
し
た
話
で
あ
る
｡
編
者
の
言
葉
と
し
て

｢作
者
阿
寓
祥
吉
氏

は
､
本
年
三
月
迄
第
七
宮
崎
小
学
校
に
教
鞭
を
と
り
､
退
職
し
て
目
下
台
湾
中

州
彰
化
市
第

1
公
学
校
へ
奉
職
中
で
あ
る
｣
と
あ
る
.
第
七
宮
崎
小
に
勤
務
し

た
の
は
､
昭
和
十
年
度
ま
で
で
あ
る
｡

阿
寓
祥
吉
が
第
七
小
学
校
を
退
職
す
る
直
前
の
昭
和
十

一
年

一
月
､
『宮
崎

県
教
育
』
新
年
号
の

｢推
薦
児
童
作
品
の
鑑
賞
と
指
導
｣
と
い
う
欄
に

｢父
｣

と
い
う
詩
が
掲
載
さ
れ
た
｡
作
者
は

｢魚
と
り
｣
を
書
い
た
日
高
正
で
あ
る
｡

こ
の
欄
は
､
教
師
が
自
分
の
指
導
し
た
作
品
の
中
か
ら

一
篇
を
選
び
､
そ
れ

を
他
の
綴
り
方
実
践
家
が
批
評
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
指
導
し
た
教
師
の

12
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考
え
方
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
阿
寓
祥
吉
の
児
童
詩
観
の
1
端
が
伺
え
る
｡

父

第
七
宮
崎
小
学
校
六
年

日
高

正

漁
か
ら
雨
に
ぬ
れ
て

帰
っ
て
来
た
父

何
と
も
言
は
ず
に

風
呂
の
火
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
｡

生
ぐ
さ
い
魚
の
に
は
ひ
､

た
き
火
に
は
ゆ
る
赤
黒
い
顔
､

着
物
か
ら
は
湯
気
が
立
つ
｡

｢
さ
み
こ
た
ね
え
な
｣

と
言
っ
た
ら
､

｢う
ん
｣
と
言
っ
て
､

鼻
を
す
す
る
父
｡

私
は
松
櫨
を

1
す
く
ひ
-
べ
た
｡

時
雨
の
夕
方

波
の
音
が
高
い
｡

だ
ま
つ
て
父
の
顔
を
見
た
｡

父
も
だ
ま
つ
て
私
を
見
た
｡

阿
寓
祥
吉
は

｢推
薦
後
記
｣
の
中
で
'
こ
の
子
た
ち
に
は
四
月
に
受
け
持

っ

て
か
ら
初
め
て
詩
の
指
導
を
し
た
こ
と
､
失
敗
ば
か
り
し
て
き
た
が

｢近
頃
幾

分
か
私
の
意
図
し
て
ゐ
る
詩
が
生
れ
出
さ
う
な
気
が
｣
し
始
め
て
い
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
｡
こ
の
詩

｢父
｣
や

『
日
本
児
童
詩
集
』
掲
載
の
三
篇
は
､
阿
寓

祥
吉
の

｢私
の
意
図
し
て
い
る
詩
｣
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

で
は
､
阿
寓
祥
吉
の

｢意
図
し
て
い
る
詩
｣
と
は
､
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
か
｡

阿
寓
祥
吉
は
､
詩
の

｢根
本
を
写
生
に
置
き
た
い
｣
と
言
う
｡

｢私
は
詩
の
根
本
を
写
生
に
置
き
､
実
相
に
観
入
し
て
自
然
自
己

一
元
の
生
を

写
す
こ
と
だ
と
思

っ
て
ゐ
ま
す
｡
(略
)
作
者
の
主
観
は
封
じ
去
ら
れ
る
や
う

で
す
が
'
写
生
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
姿
は
､
客
観
に
寄
る
主
観
で
あ
り
'
人

情
に
累
は
さ
れ
な
い
本
来
の
我
に
近
い
も
の
だ
と
恩
ひ
ま
す
｡｣

阿
蔦
は
､
前
述
し
た
椎
葉
重
人
の
指
導
作
品

｢朝
霧
｣
の
評
者

(｢誌
上
合

評

児
童
作
品
｣
)
の
一
人
で
も
あ
っ
た
が
､
｢朝
霧
｣
に
は
物
足
り
な
さ
が
残

る
と
し
､
｢自
然
把
握
の
態
度
が
平
面
的
で
対
象
に
働
き
か
け
て
行
-
作
者
の

主
観
的
な
生
活
行
動
を
如
実
に
見
る
こ
と
が
出
来
ず
､
作
者
の
生
活
的
個
性
色

が
希
薄
で
､
類
型
的
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
の
上
で
'

自
分
の
写
生
観
を
述
べ
て
い
る
｡

｢写
生
す
る
と
は
､
私
達
の
内
部
に
あ
る

1
枚
の
鏡
に
写
さ
れ
た
自
然
の
形
象

を
如
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
-
､
幾

つ
も
の
面
を
持

っ
て
ゐ
る
道
具
'
即

ち
感
官
を
通
し
て
写
す
の
で
あ
る
｡
而
も
こ
の
感
官
は
､
生
活
的
行
動
'
生
活

的
実
践
に
依

っ
て
こ
そ
'
初
め
て
対
象
の
具
体
的
な
す
が
た
を
把
握
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
と
恩
ふ
｡
｣

こ
こ
で
言
う

｢生
活
的
行
動
｣
に
と
も
な
う

｢感
覚
を
通
し
た
写
生
｣
が
､

｢父
の
そ
ば
に
よ
っ
た
ら
/
生
ぐ
さ
い
に
は
ひ
が
し
た
｣
(
｢魚
と
り
｣
)
で
あ

り
､
｢血
が
ぬ
め
く

し
て
あ
た
た
か
い
/

ち
の
に
は
ひ
が
す
る
｣
(
｢鉄
砲

う
ち
｣)
な
の
で
あ
る
｡

こ
れ
が
'

林
の
中
で

寒
い
風
の
吹
-
中
を

ひ
よ
ど
り
が
鳴
い
て
ゐ
る

父
が
ね
ら
ひ
を
定
め
て

ず
ど
ん
と
う
つ
た

お
ち
た
ひ
よ
ど
り

13



33
宮崎県における児童生活詩の展開 (二)

一 昭和戦前期の綴方教師 -

で
終
わ

っ
て
い
た
の
で
は
'
単
な
る
写
生
で
あ
る
｡
｢血
が
ぬ
め
く

し
て
あ

た
た
か
い
｣
と
見
る
と
こ
ろ
に

｢主
観
｣
が
あ
る
｡

｢魚
と
り
｣
｢鉄
砲
う
ち
｣
は
､
い
ず
れ
も
生
き
物
と
の
接
点
を
描
い
て
い

る
｡
｢魚
と
り
｣
は
生
臭
さ
に
､
｢鉄
砲
う
ち
｣
は
血
の
臭
い
に
'
生
と
死
を
感

じ
さ
せ
る
｡
ま
た

｢枯
草
｣
も
植
物
の
死
と
生
を
描
い
て
い
る
｡
こ
う
し
た
描

き
方

･
見
方
に
､
阿
寓
祥
吉
の
児
童
詩
観
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
最
初
か
ら
こ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
'
入
江
道
夫
の

｢児
童
自
由

詩
と
-
ア
-
ズ
ム
の
実
践
｣
(
『
綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
九
年
五
月
)
に
は
､

阿
寓
祥
吉
の
指
導
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
､
批
判
さ
れ
て
い
る
｡

-
､
入
江
道
夫
の
評
価

入
江
道
夫
は

｢現
代
は
大
い
な
る
転
換
の
時
代
｣
で
あ
り
'
児
童
詩
も

｢社

会
意
識
的
観
点
か
ら
の
再
出
発
を
当
然
に
要
請
せ
ら
れ
る
｣
の
だ
と
言
う
｡
個
々

の
児
童
の
生
活
に
は
そ
の
基
盤
に

｢分
裂
し
た
社
会
の
現
実
が
横
た
わ
っ
て
ゐ

る
｣
の
で
あ
る
か
ら
､
｢
児
童
が
自
己
の
現
実
に
切
実
な
ら
う
と
す
る
限
り
､

そ
の
社
会
の
現
実
を
反
映
し
て
'
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｣
と
言
う
の

で
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
今
ま
で
の
児
童
自
由
詩
の
傾
向
は
､
｢
か
か
る
生
活
苦
､
社

会
苦
を
担
え
る
現
実
の
児
童
を
歪
曲
し
て
､
あ
ら
ゆ
る
生
々
し
い
生
産
場
面
と

の
つ
な
が
り
に
於
て
描
く
こ
と
を
回
避
し
た
線
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
何
か
そ
こ

に
超
階
級
的
な
､
普
遍
的
な
童
心
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
か
の
如
き
幻
想
の
上
に

立

っ
て
'
単
な
る
剃
那
の
驚
異
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
感
覚
的
事
実
を
描
-
こ

と
に
終
始
し
て
来
た
｡
そ
し
て
詩
の
題
材
は
殆
ど
自
然
景
象
を
写
す
こ
と
に
の

み
限
ら
れ
て
来
た
｡
｣
と
批
判
し
て
い
る
｡

こ
の
批
判
の
具
体
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
､
｢
さ
か
な
の
光
｣
と

い
う
詩
で
あ
っ
た
｡
阿
寓
祥
吉
が
瓜
生
野
小
学
校
で
指
導
し
た
作
品
で
あ
る
｡

さ
か
な
の
光

川
の
上
を

か
は
せ
み
が
す
れ
く

と
ん
だ

く
は
へ
て
ゐ
る

さ
か
な
の
う
ろ
こ
が

夕
日
に

き
ら
き
ら
か
が
や
い
た

マ
マ

宮
崎

梅
野
孝
吉

｢
過
去
の
集
積
せ
ら
れ
て
ゐ
る
児
童
自
由
詩
に
つ
い
て
反
省
す
る
が
い
い
｡
表

現
態
度
に
於
い
て
､
取
材
方
法
に
於
い
て
､
そ
の
形
式
的
技
術
す
ら
も
'
殆
ど

二
つ
の
芋
と
芋
と
の
様
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
観
ず
る
で
あ
ら
う
｡

『
魚
の
鱗
が
夕
日
に
光

っ
た
』
と
い
ふ
単
な
る
感
覚
的
事
実
を
捉

へ
て
居
れ
ば
､

其
処
に
詩
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
来
た
｡
そ
し
て
児
童
た
ち
の
目
を
つ
け
る
と
こ

ろ
は
､
非
常
に
限
定
さ
れ
且
つ
定
式
化
し
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
｡
｣

こ
の
詩
は

『綴
り
方
倶
楽
部
』
昭
和
九
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
入
江
通
夫
の
引
用
し
た
詩
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
り
､
同
号
で
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
｡

さ
か
な
の
光

梅
田
孝
吉

(尋
五
)

宮
崎
県
宮
崎
郡
瓜
生
野
小
学
校

川
の
上
を

か
は
せ
み
が
す
れ
-
＼
に
飛
ん
だ
｡

く
は
へ
て
ゐ
る

さ
か
な
の
う
ろ
こ
が
､

夕
日
に
'

さ
ら
く

と
か
が
や
い
た
｡
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(阿
寓
祥
吉
先
生
指
導
)

百
田
宗
治
評

こ
れ
も
日
本
画
を
見
る
や
う
に
､
き
れ
い
に
書
け
て
ゐ
ま
す
ね
｡
た
い
へ
ん

こ
ま
か
く

つ
て
､

ハ
ツ
キ
-
し
て
ゐ
て
よ
ろ
し
い
｡

(
か
が
や
い
た
)
と
い
ふ
言
葉
が
､
少
し
固
す
ぎ
る
や
う
で
す
ね
｡

(
さ
ら

く

と
光

っ
た
)
で
い
ゝ
で
せ
う
｡

阿
寓
祥
吉
の
前
任
校

｢瓜
生
野
小
学
校
｣
で
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡
入
江
道

夫
は
､
こ
の
詩
は
感
覚
的
事
実
を
の
み
を
捉
え
た
も
の
で
あ
り
､
根
底
に
社
会

性
が
な
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
､
百
田
宗
治
は

｢
日
本
画
を
見
る
や
う
に
､
き
れ
い
に
書
け

て
ゐ
｣
る
点
を
評
価
し
て
い
る
｡
評
価
の
仕
方
は
違
う
が
'
写
生
だ
と
受
け
取

っ

て
い
る
点
で
は
入
江
道
夫
も
百
田
宗
治
も
同
じ
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
の
詩
は
､
｢生
と
死
｣
の
テ
ー
マ
が
そ
の
底
に
あ
る
と
受
け
取
る

べ
き
だ
ろ
う
｡
食
う
も
の
､
食
わ
れ
る
も
の
､
生
命
の
や
り
と
り
の

1
瞬
で
あ

る
｡
そ
の
一
瞬
が
'
夕
日
に
輝
-
魚
の
鱗
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
少

な
く
と
も
指
導
者
で
あ
る
阿
寓
祥
吉
に
す
れ
ば
'
｢
日
本
画
の
よ
う
に
き
れ
い

に
書
｣
い
た
わ
け
で
は
な
-
､
そ
こ
に
は
食
わ
れ
る
も
の
､
滅
び
る
も
の
の
哀

感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を

｢
日
本
画
の
よ
う
に

き
れ
い
に
書
け
て
い
る
｣
と
し
か
受
け
と
ら
れ
ず
､
入
江
通
夫
か
ら
の
批
判
を

受
け
た
こ
と
は
､
指
導
者
と
し
て
心
外
だ

っ
た
に
違
い
な
い
｡

し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
か
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
､
そ
れ
が

｢感
官
を
通
し
て
写
す
｣
写
生
観
､
｢
こ
の
感
官
は
､
生
活
的
行
動
､
生
活
的
実

践
に
依

っ
て
こ
そ
､
初
め
て
対
象
の
具
体
的
な
す
が
た
を
把
握
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
｣
と
す
る
考
え
方

へ
と
'
阿
寓
祥
吉
を
導
い
て
い
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
｡

入
江
通
夫
は

｢
さ
か
な
の
光
｣
を
批
判
し
た
後
'
｢
従
来

『
無
風
流
』
だ
と

し
て
来
た
事
の
中
に
'
新
ら
し
い
詩
の
生
き
る
素
材
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
自
分
を
観
る
場
合
に
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
於
い
て
観
､
自
分
を
描
-

こ
と
の
中
に
社
会
を
描
-
と
い
ふ
批
判
的
態
度
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

自
然
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
描
写
す
る
態
度
に
徹
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
例
の

一
つ
と
し
て
､
｢父
｣
と
い

う
題
材
を
挙
げ
て
い
る
｡

｢例

へ
ば
､
『
父
』
と
い
ふ
題
材
は
童
詩
に
は
極
め
て
少
な
か
つ
た
｡
(略
)
そ

れ
は
､
父
と
い
ふ
も
の
は
多
く
の
児
童
の
家
庭
に
於
て
､
生
産

･
労
働
の
生
活

を
営
ん
で
疲
れ
た
父
で
あ
る
た
め
に
､
従
来
の
童
詩
で
は
関
心
の
焦
点
が
合
は

な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
意
識
的
に
排
除
せ
ら
れ
て
来
た
｡
然
し
次
の
如
き
作

品
が
新
童
詩
の
展
望
の
前
に
実
践
的
に
あ
ら
ほ
れ
て
釆

つ
つ
あ
る
こ
と
は
､
大

い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
｣

15

お
父
さ
ん

僕
の
お
父
さ
ん

こ
の
さ
む
い
の
に

え
さ
で
､
に
も
つ
を
か
か
へ
て
ゐ
る
｡

僕
は
た
ん
ぶ
の
わ
き
に
立

っ
て

お
父
さ
ん
が
､
に
も

つ
を
か
か
へ
て

あ
っ
ち
に
行
く
の
を
見
て
ゐ
る

宮
崎

中
野
辰
夫

*
筆
者
注

例
と
し
て
も
う

一
篇
他
県
の
作
品
が
挙
げ
て
あ
る
が
､
略
す
｡

｢
是
等
の
観
点
は
､
従
来
の
童
詩
に
は
概
し
て
欠
如
し
て
ゐ
た
｡
そ
し
て
､

『
お
父
さ
ん
が
笑

っ
た
』
こ
と
だ
の
'
｢
お
父
さ
ん
が
暗
で
煙
草
の
ん
で
る
｣
こ
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宮崎県における児童生活詩の展開 (二)

一 昭和戦前期の綴方教師 -

と
だ
の
を
捉
へ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
労
働
と
の
つ
な
が
り
な
し
に
見
､
考
へ

知
り
得
る
父
が
､
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
な
い
｡
我
々
は
今
後
に
於
て
､
此

の
新
し
い
観
点
を
積
極
的
に
取
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
児
童
の
詩
を
も
つ
と

解
放
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た

｢お
父
さ
ん
｣
と
い
う
詩
は
､
木
村
寿
の
土
々
呂
小
学

校
で
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡
阿
南
祥
吉
の
指
導
作
品
が

｢単
な
る
感
覚
的
事
実

を
捉
へ
｣
た
作
品
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
､
こ
れ
は
労
働
と
の
繋

が
り
を
も
っ
て
父
を
見
る
と
い
う
､
新
し
い
視
点
を
持

っ
た
詩
と
し
て
評
価
さ

れ
て
い
る
｡
木
村
寿
は
阿
寓
祥
吉
の

｢父
｣
を
評
し
て

｢
一
日
の
仕
事
を
体
全

体
に
漂
は
し
て
帰
っ
て
来
た
父
､
仕
事
と
父
と
の
交
差
を
観
取
す
る
様
に
し
た

ら
､
こ
ん
な
詩
が
'
真
実
を
も
っ
て
迫
る
生
活
詩
を
提
供
し
て
く
る
こ
と
に
な

る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
｡｣
(
｢推
薦
児
童
作
品
の
鑑
賞
と
指
導
｣
評
)
と
述
べ
て

い
る
が
､
ま
さ
に
こ
の
点
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
批
判
を
受
け
た
後
に
､
阿
寓
祥
吉
の

｢写
生
を
根
本
に
置
く
詩
｣

｢実
相
に
観
入
し
て
自
然
自
己

二
九
の
生
を
写
す
｣
児
童
詩
観
を
表
現
上
に
具

現
化
し
た
作
品
が
生
ま
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が

｢父
｣
で
あ
り
､
『年

刊

日
本
児
童
詩
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
三
篇
の
詩

｢枯
草
｣
｢魚
と
り
｣
｢鉄
砲

う
ち
｣
な
の
で
あ
る
｡

な
お
､
雑
誌

｢
工
程
｣
第

1
巻
第
九
号

(昭
和
十
年
十
二
月

1
日
)
の

｢全

国
文
詩
集
採
点
｣
に
は
､
こ
の
阿
寓
祥
吉
の
文
集

『
あ
は
き
』
が
採
り
上
げ
ら

れ
､
百
田
宗
治
が

｢あ
は
き

十

一
月

宮
崎

･
第
七
校

尋
六

阿
寓
祥
害

い
～
姿
勢
だ
｡
こ
の
姿
勢
を
生
か
す
こ
と
｡｣
と
述
べ
て
い
る
｡

し
か
し

｢
工
程
｣
第
二
巻
第
六
号

(昭
和
十

1
年
六
月

1
日
発
行
)
の

｢文

集
展
望
｣
で
は
､
｢
あ
は
き

-

宮
崎
市
第
七
宮
崎
校

阿
寓
祥
吉

生
活

詩
に
や
～
類
型
的
な
見
方
に
災
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
｡
｣
と
評
さ
れ
て
い

る
｡

付
記

本
稿
は

｢宮
崎
県
児
童
詩
教
育
史
｣
の
第
三
部
に
あ
た
る
も
の
で
あ

る
｡

(二
〇
〇
四
年
四
月
三
〇
日
受
理
)
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