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清
水
　
賢
一

中
国
関
係
の
ネ
ッ
ト
で
見
て
い
ま
す
と

最
近
は
､
王
陽
明
の
研
究
が
注
目
を
集
め

て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
｡
そ
の
理
由
は

王
陽
明
が
明
朝
を
代
表
す
る
文
武
両
道
の

思
想
家
だ
か
ら
で
す
｡
明
は
､
漢
民
族
の

王
朝
で
中
国
人
の
誇
り
な
の
で
す
｡

王
陽
明
の
学
説
は
心
学
の
一
派
と
み
な

さ
れ
て
い
ま
す
が
､
根
幹
に
あ
る
の
は
､

｢
聖
人
の
学
｣
　
で
す
｡
人
は
皆
､
学
べ
ば

聖
人
に
な
れ
る
と
言
い
ま
す
｡
頓
悟
で
も

漸
層
で
も
､
良
知
は
聖
人
に
至
る
道
案
内

で
す
｡
し
か
も
『
論
語
二
　
の
思
想
を
発
展

さ
せ
た
学
説
で
す
か
ら
へ
　
こ
れ
も
ま
た
､

漢
民
族
の
誇
り
で
す
｡

写
真
①
｢
敬
天
愛
人
｣
　
は
　
『
伝
習
録
｣

を
味
読
し
た
西
郷
隆
盛
の
揮
喜
で
す
が
､

｢
人
を
愛
す
｣
と
い
う
語
句
に
は
､
分
け

隔
て
を
く
人
を
愛
し
た
　
｢
西
郷
さ
ん
｣
　
の

人
柄
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
｡

人
｣
　
は
､
西
郷
さ
ん
を
真
似
て
同
じ
で
す

が
､
｢
道
を
学
ぶ
｣
　
こ
と
を
勧
め
た
の
は

孔
子
で
す
｡
人
は
､
学
ん
で
人
に
法
り
ま

す
｡
そ
の
趣
意
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
の

が
へ
　
写
真
②
｢
学
而
事
大
｣
　
で
す
｡
こ
の

句
碑
は
北
京
の
陳
経
給
中
学
校
(
旧
崇
貞

学
園
)
　
と
新
旭
町
の
湖
西
中
学
校
に
あ
り

ま
す
｡こ

れ
は
､
『
論
語
』
に
あ
る
｢
学
而
｣

と
､
｢
事
｣
　
(
つ
か
え
る
)
　
と
い
う
字
句

を
組
み
合
わ
せ
て
､
安
三
先
生
が
創
案
し

た
四
字
句
で
す
｡

現
代
の
社
会
は
､
様
々
な
問
題
を
抱
え

て
い
ま
す
｡
人
間
の
善
意
や
良
心
に
対
す

る
信
頼
が
損
な
わ
れ
､
蚕
食
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
現
状
で
す
｡

明
の
時
代
も
同
じ
で
す
｡
王
陽
明
は
､

〒
大
学
主
を
復
活
さ
せ
て
｢
致
良
知
｣
　
の

説
を
提
唱
し
､
精
神
の
救
済
に
努
め
ま
し

た
｡
良
心
や
善
意
と
い
う
も
の
に
社
会
的

な
価
値
を
付
与
し
て
､
実
践
哲
学
に
昇
華

し
て
い
ま
す
｡

｢
良
知
の
里
｣
に
生
ま
れ
育
っ
た
安
三

先
生
で
す
が
､
終
生
､
藤
樹
先
生
の
教
え

を
広
め
て
､
｢
聖
人
の
道
｣
を
伝
え
ま
し

た
｡
ま
た
､
困
窮
し
て
い
た
北
京
の
子

女
を
救
済
し
て
､
｢
人
に
事
え
る
｣
　
こ
と

を
中
国
の
人
に
教
え
た
日
本
人
で
す
｡
今

や
､
藤
樹
書
院
と
陽
明
園
を
擁
し
て
い
る

｢
良
知
の
里
｣
は
､
日
本
人
の
原
点
と
い

う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

(
桜
美
林
大
学
孔
子
学
院
高
島
学
堂
長
)
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真
樹
人
間
学
塾
-

嚢
轡
思
想
を
学
び
考
え
真
鶴
す
る

塾
長
　
田
中
薄
行

｢
藤
樹
人
間
学
塾
｣
　
で
は
､
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
藤
樹
思
想
を
学
ぶ
と
と

も
に
､
今
日
的
意
義
を
自
分
の
頭
で
考

え
､
仲
間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
､

日
々
の
生
活
の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目

的
に
毎
月
第
一
土
曜
日
の
午
後
､
開
催
し

て
い
ま
す
｡
本
会
報
で
は
そ
の
模
様
を
お

伝
え
い
た
し
ま
す
｡

九
月
三
日
(
土
)
午
後
､
第
6
 
1
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
｡

は
じ
め
に
｢
実
践
人
の
家
｣
を
創
設
さ

れ
た
哲
学
者
で
教
育
者
の
森
信
三
先
生
が

｢
私
の
好
き
な
三
人
の
日
本
人
｣
と
い
う

題
の
講
演
の
中
で
､
最
初
に
中
江
藤
樹
を

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
話
を
し
ま
し
た
｡

『
孝
経
』
を
素
読
し
た
後
､
｢
卿
大
夫

の
章
｣
を
学
び
ま
し
た
｡
卿
大
夫
と
は
､

現
代
で
い
え
ば
副
知
事
の
よ
う
な
･
5
立
場
で

す
｡
こ
の
章
の
概
意
は
､
正
式
の
衣
服
で

な
け
れ
ば
着
な
い
｡
礼
法
に
か
な
っ
た
言

葉
で
な
け
れ
ば
使
わ
な
い
｡
そ
う
す
る
と
､

言
う
こ
と
為
す
こ
と
す
べ
て
が
規
範
に
か

な
っ
て
お
り
､
舌
禍
事
件
は
な
く
､
何
を

行
お
う
と
人
か
ら
怨
み
憎
ま
れ
る
こ
と
は

な
い
‥
｡

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
､
中
庸
の
話

法
と
は
何
か
｡
心
の
中
庸
と
は
何
か
､
等

に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
｡

塾
の
後
は
､
場
所
を
替
え
て
懇
親
会
を

楽
し
み
ま
し
た
｡

十
月
一
日
(
土
)
午
後
､
第
6
 
2
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
｡

今

回

は

『
孝
経
啓

蒙
』
　
の
　
｢
士

の
孝
｣
｡
現

代
で
い
え
ば

｢
公
務
員
･

会
社
員
の

孝
｣
　
で
す
｡

元
々
は
身
分

社
会
に
お
い

て
､
上
司
に

忠
孝
を
尽
く
す
と
い
う
内
容
で
す
｡
し
か

し
先
生
の
解
釈
は
深
く
へ
　
孝
徳
と
忠
孝
は

一
本
で
あ
る
｡
愛
敬
も
一
体
の
も
の
で
あ

る
｡
こ
の
一
本
の
孝
徳
は
､
天
地
､
万
物

を
生
み
だ
す
大
宇
宙
に
他
な
ら
な
い
｡
こ

の
愛
敬
の
誠
を
尽
く
す
と
き
､
人
は
大
宇

宙
に
接
す
る
-
｡

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
､
藤
樹
先
生

の
孝
は
現
代
社
会
に
も
十
分
通
用
す
る
素

晴
ら
し
い
思
想
だ
｡
先
生
が
江
戸
時
代
初

期
に
小
川
村
に
お
ら
れ
た
こ
と
の
不
思
議
｡

先
生
に
啓
発
さ
れ
て
､
桜
美
林
大
学
を
創

設
し
た
清
水
安
三
な
ど
多
く
の
人
々
が
社

会
に
役
立
つ
活
動
を
し
て
い
る
の
は
こ
の

地
に
特
別
な
風
土
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
'

な
ど
議
論
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
｡

十
一
月
五
日
(
土
)
午
後
､
第
6
3
回
人

間
学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
｡

は
じ
め
に
プ
ロ
野
球
日
本
シ
リ
ー
ズ
で

優
勝
し
た
日
本
ハ
ム
の
栗
山
監
督
が
大
谷

や
中
田
､
西
川
な
ど
の
選
手
を
い
か
に
育

て
た
の
か
へ
　
を
孔
子
の
最
重
要
語
｢
恕
｣

(
相
手
の
身
に
な
っ
て
思
い
､
語
り
､
行

動
す
る
こ
と
)
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え

ま
し
た
｡

次
に
『
孝
経
啓
蒙
』
　
で
は
､
庶
人
の
孝

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
｡
-
･
今
ま
で
学

ん
で
き
た
こ
と
の
大
意
は
､
天
子
か
ら
庶

民
に
至
る
ま
で
'
孝
の
実
践
が
完
全
と
い

う
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
､
自
分
に
は

と
て
も
と
尻
込
み
せ
ず
､
実
行
す
べ
き
で

あ
る
･
｡

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
､
相
手
の
身

に
な
っ
て
考
え
る
の
は
､
商
売
と
人
間
愛

で
は
違
う
の
か
､
を
ど
議
論
が
盛
り
上
が

り
ま
し
た
｡

十
二
月
三
日
(
土
)
午
後
､
第
6
4
回
人

間
学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
｡

最
初
に
ア
ド
ラ
ー
の
教
え
Ⅱ
　
『
幸
せ
に

な
る
勇
気
』
を
紹
介
し
､
そ
の
中
に
あ
る

科
学
と
哲
学
と
宗
教
の
違
い
に
つ
い
て
考

え
ま
し
た
｡

次
に
　
『
孝
経
啓
蒙
』
　
で
は
'
三
才

(
天
･
地
･
人
)
　
の
章
に
つ
い
て
学
び
ま

し
た
｡
-
　
そ
れ
孝
は
､
天
の
経
な
り
､

地
の
義
な
り
､
民
の
行
い
な
り
｡
‥
-
こ

の
事
の
大
意
は
､
孝
は
天
地
の
原
理
･

原
則
､
人
間
道
徳
の
根
源
で
あ
る
｡
な
れ

ば
こ
そ
人
々
は
孝
を
手
本
と
す
る
｡
優
れ

た
聖
王
は
､
天
の
原
理
の
明
快
さ
､
地
の

原
則
の
有
益
さ
を
政
治
哲
学
並
び
に
政
策

と
し
て
'
世
の
人
々
を
治
め
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
‥
そ
の
行
政
は
厳
し

く
な
く
と
も
整
っ
た
の
で
あ
る
-
 
｡

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
､
現
在
は
易

経
に
よ
れ
ば
乱
世
の
真
只
中
｡
だ
か
ら
世

界
で
独
裁
的
な
指
導
者
が
現
れ
て
混
乱

よ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
な
ど

議
論
が
盛
り
上
が
り
ま
し
た
｡

塾
の
後
は
､
場
所
を
替
え
て
懇
親
会
を

楽
し
み
ま
し
た
｡

本
塾
に
は
､
新
し
く
参
加
さ
れ
る
方
が

徐
々
に
増
え
て
い
ま
す
｡
｢
学
ぶ
は
楽

し
｣
｡
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
｡

【
藤
樹
人
間
学
塾
　
今
後
の
予
定
】

一
月
十
四
日
　
(
土
)
　
へ
　
二
月
四
日

(
土
)
､

◎
三
月
四
日
(
土
)
､
四
月
一
日
(
土
)
､

五
月
六
日
(
土
)
､

⑥
六
月
三
日
(
土
)

●
時
間
　
十
五
時
～
十
七
時

●
場
所
　
安
曇
川
公
民
館

◎
印
は
塾
終
了
後
､
別
場
所
で
懇
親
会

あ
り
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ヨ　シリーズ④ ｢郷土高島の先人に学ぶ｣

清水安三先生銅像
高島市役所正面南側

｢
学
而
事
大
｣
を
貫
き
通
し
た
生
涯

『
清
水
安
三
』

足
立
　
清
勝

『
学
而
華
人
』
　
(
が
く
じ
じ
じ
ん
)

こ
の
言
葉
は
清
水
安
三
先
生
の
教
育
精

神
を
物
語
る
終
生
大
切
に
さ

れ
た
言
葉
で
　
｢
学
問
は
決
し

て
自
分
の
た
め
だ
け
に
す
る

も
の
で
は
な
く
､
身
に
つ
け

た
力
を
社
会
に
役
立
て
る
こ

と
が
大
切
で
す
｣
と
い
う
意

味
で
す
｡

清
水
安
三
先
生
は
一
八
九

一
年
､
現
在
の
高
島
市
新
旭

町
北
畑
に
生
ま
れ
ま
し
た
｡

安
三
少
年
が
六
歳
の
時
に
伯

父
に
連
れ
ら
れ
､
九
月
二
十

五
日
に
藤
樹
書
院
の
藤
樹
祭

に
行
き
､
そ
の
時
の
印
象
が

生
涯
を
通
し
て
中
江
藤
樹
先

生
を
崇
拝
す
る
き
っ
か
け
と

な
る
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た

こ
と
が
､
遺
稿
集
｢
石
こ
ろ

の
生
涯
｣
　
の
中
で
語
ら
れ
て

い
ま
す
｡

安
三
先
生
は
地
元
の
小
学

校
か
ら
県

立
第
二
中

学
校
　
(
現

県
立
膳
所

高
校
)
　
へ

入
学
､
米

国
人
の
英

語
教
師
ウ
イ
リ
ア
ム
･
メ
レ
ル
･
ヴ
オ
ー

リ
ズ
に
出
会
い
へ
そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
の
教

え
に
感
化
､
大
津
教
会
で
受
流
｡
そ
の

後
へ
同
志
社
大
学
神
学
部
に
進
学
｡
そ
の

間
に
中
国
の
名
僧
鑑
真
が
幾
度
も
の
苦
難

を
乗
り
越
え
日
本
に
渡
っ
た
話
に
感
動

し
､
多
く
の
人
た
ち
の
助
力
を
得
て
､
一

九
一
七
年
日
本
組
合
基
督
教
会
の
宣
教
師

と
し
て
中
国
は
奉
天
(
現
潜
陽
)
　
に
赴

任
｡
翌
一
九
一
八
年
大
運
に
て
彦
根
出
身

の
横
田
美
穂
と
結
婚
へ
北
京
に
転
居
後
の

一
九
二
〇
年
華
北
部
一
帯
を
早
魅
に
よ
る

大
飢
饉
が
襲
い
､
農
民
､
幼
い
子
ど
も
た

ち
が
共
に
身
の
危
険
と
死
の
淵
に
晒
さ
れ

ま
す
｡
夫
妻
は
連
日
､
北
京
郊
外
各
地
か

ら
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
を
大
八
車
で
朝
陽

門
外
に
設
置
し
た
応
急
施
設
へ
連
れ
帰
り

収
容
し
ま
す
｡

延
べ
七
九
九
名
を
救
出
､
こ
れ
が
学
園

の
前
身
､
災
童
収
容
所
と
な
り
ま
す
｡

そ
の
後
､
貧
し
い
中
国
人
､
朝
鮮
人
の

子
ど
も
た
ち
と
日
本
人
も
平
等
に
扱
っ
て

教
育
す
る
崇
貞
工
読
女
学
校
(
後
の
崇
貞

学
園
)
を
設
立
､
午
前
は
勉
学
､
午
後
は

刺
繍
な
ど
の
手
仕
事
を
指
導
､
生
徒
の
自

立
を
最
終
目
的
に
育
て
て
い
き
ま
す
｡
し

か
し
､
学
園
運
営
や
校
舎
建
築
に
は
莫
大

な
費
用
を
要
し
､
先
生
は
生
徒
た
ち
が
作

っ
た
刺
繍
製
品
や
自
著
を
売
り
歩
き
､
日

本
や
米
国
ま
で
寄
付
金
集
め
に
奔
走
､
日

夜
を
問
わ
ず
'
わ
が
身
も
顧
み
な
い
日
々

を
送
り
ま
す
｡

先
生
は
最
愛
の
伴
侶
を
失
っ
て
も
､
日

中
戦
争
で
戦
闘
状
態
の
最
中
に
あ
っ
て
も

学
園
運
営
の
傍
ら
､
貧
民
街
に
無
料
の
医

療
施
設
設
置
や
飲
料
用
水
の
井
戸
掘
り
､

授
産
･
識
字
教
育
な
ど
数
多
く
の
社
会
事

業
を
推
進
し
､
｢
北
京
の
聖
者
｣
と
ま
で

呼
ば
れ
ま
す
｡

一
九
四
五
年
日
本
の
敗
戦
｡

崇
貞
学
園
運
営
は
中
国
政
府
に
よ
り
接

収
さ
れ
､
終
わ
り
を
告
げ
ま
す
｡

一
九
四
六
年
三
月
十
九
日
先
生
夫
妻
は

す
べ
て
を
失
い
日
本
に
帰
国
､
こ
の
時
､

安
三
先
生
五
十
四
才
､
再
婚
し
て
い
た
郁

子
夫
人
五
十
三
才
｡

し
か
し
､
夫
妻
は
学
校
を
創
り
た
い
と

の
願
い
か
ら
す
ぐ
に
行
動
を
起
こ
し
､
二

十
二
日
に
は
一
面
佳
主
と
化
し
た
東
京
へ

移
り
､
翌
日
に
は
街
中
で
再
会
し
た
賀
川

豊
彦
か
ら
バ
ラ
ッ
ク
の
建
物
を
紹
介
さ
れ

新
た
な
学
園
建
設
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し

ま
す
｡
帰
国
か
ら
わ
ず
か
四
十
八
日
目
文

部
省
か
ら
桜
美
林
学
園
設
立
の
認
可
を
取

り
付
け
た
の
で
す
｡

以
来
､
多
く
の
人
た
ち
の
助
け
と
夫
妻

の
ど
ん
欲
な
ま
で
の
学
園
づ
く
り
へ
の
執

念
は
国
内
外
へ
と
足
を
延
ば
し
､
講
演
､

著
書
販
売
､
人
材
確
保
な
ど
学
園
建
設
の

た
め
の
献
身
的
な
行
動
を
展
開
し
て
い
き

ま
す
｡そ

し
て
､
現
在
の
一
万
人
超
の
生
徒
､

学
生
を
擁
す
る
総
合
大
学
へ
桜
美
林
学
園

へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
｡

一
九
八
八
年
一
月
　
清
水
安
三
先
生
九

十
六
歳
に
て
召
天
｡

亡
く
な
る
前
日
ま
で
数
限
り
な
い
子
ど

も
た
ち
に
接
し
､
愛
と
慈
し
み
の
心
を
も

っ
て
行
動
､
実
践
し
ま
し
た
｡

中
国
に
は
｢
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
た
人

を
忘
れ
た
･
5
い
｣
の
諺
が
あ
り
そ
の
言
葉
通

り
､
北
京
の
崇
貞
学
園
は
現
在
､
北
京
市

有
数
の
進
学
校
へ
陳
経
給
中
学
校
と
し
て

多
く
の
生
徒
た
ち
が
勉
学
に
励
み
､
そ
の

正
門
の
傍
ら
に
は
安
三
先
生
の
胸
像
や
崇

貞
学
園
創
立
記
念
の
レ
リ
ー
フ
が
功
績
を

称
え
て
い
ま
す
｡

｢
わ
し
は
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
学

校
を
創
る
の
が
生
涯
の
夢
｣
と
語
っ
て
い

た
先
生
､
今
を
お
東
京
町
田
市
の
桜
美
林

学
園
は
学
園
全
体
が
美
し
い
桜
の
木
に
覆

わ
れ
､
陶
像
の
藤
樹
先
生
が
見
守
る
中
､

市
民
が
自
由
に
出
入
り
の
で
き
る
開
放
的

な
学
舎
と
な
っ
て
お
り
､
清
水
安
三
先
生

が
目
標
と
し
た
自
由
な
学
風
が
学
内
の
至

る
所
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
｡



良

知

館

通

信

⑤

山
本
　
義
雄

心
の
ふ
る
さ
と
藤
樹
書
院
は
､
上
小
川

集
落
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
｡
敷
地
の
南

寄
り
に
書
院
､
南
西
に
表
門
そ
の
北
側
に

土
蔵
が
あ
る
｡

藤
樹
書
院
の

正
門
の
変
遷
を

時
代
を
さ
か

の
ぼ
り
調
べ

て

み

る

と

､

｢
藤
樹
書
院
の

歴
史
｣
　
の
中

に
延
享
四
年

(
一
七
四
七
)
　
百
年
祭
に
正
門
建
立
と
あ

る
｡
こ
の
時
の
門
は
､
妙
専
寺
か
ら
東
へ

進
み
､
藤
樹
書
院
の
境
内
で
熊
沢
蕃
山
入

門
懇
願
の
跡
付
近
と
考
え
ら
れ
る
｡
現

在
､
藤
樹
書
院
を
訪
れ
た
人
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
｡
記
念
写
真
位
置
の
藤
樹
書
院
の

四
足
門
を
新
門
と
称
さ
れ
る
の
は
､
弘
化

四
年
(
一
八
四
七
)
藤
樹
先
生
二
百
年
己

辰
祭
に
際
し
て
新
た
に
建
立
｡

明
治
十
三
年
(
一
八
八
〇
)
　
の
上
小
川

村
の
大
火
で
講
堂
は
類
焼
し
た
に
も
関
わ

ら
ず
､
こ
の
門
と
隣
接
す
る
土
蔵
は
幸
い

に
も
災
禍
を
免
れ
た
｡

こ
の
こ
と
は
､
分
郡
家
の
家
臣
で
江
戸

留
守
居
役
､
三
宅
頼
母
の
娘
で
あ
る
餃
子

が
関
係
す
る
｡
江
戸
で
誕
生
し
た
餃
子
は

明
治
十
四
年
　
(
一
八
八
一
)
　
四
月
十
二

日
次
男
延
之
輔

を
伴
い
大
酒
の

地
に
里
帰
り
し

た
｡
餃
子
は
二

宮
尊
徳
の
嫡
男

弥
太
郎
　
(
謹
専

行
)
　
の
妻
で
あ

る
｡
延
之
輔
は

こ
の
記
録
を
｢
江
州
紀
行
｣
と
し
て
書
き

残
し
て
い
る
｡

〟
書
院
祝
融
の
災
い
権
り
､
昨
年
灰
塵

と
な
り
今
逼
る
も
の
は
､
円
尾
と
藤
樹
と

な
り
-
〟
　
と
記
述
が
あ
る
｡
又
､
明
治

四
十
一
年
(
一
九
〇
八
)
　
に
藤
樹
先
生
贈

位
報
告
､
常
省
先
生
二
百
年
祭
が
行
わ
れ

た
時
へ
　
表
門
の
藤
の
ご
紋
の
傷
み
が
ひ
ど

く
ケ
ヤ
ギ
一
枚
板
の
修
復
と
し
て
鏡
板
が

作
ら
れ
る
｡

こ
の
鏡

板
の
寄
進

は
'
藤
樹

先
生
の
研

究
家
､
前

神
戸
大
学
教
授
の
森
信
三
先
生
で
あ
る
｡

先
生
は
国
民
教
育
者
で
実
践
人
の
家
を
主

宰
さ
れ
た
｡
〟
人
生
二
度
を
･
S
L
〟
　
と
い
う

有
名
な
言
葉
が
あ
る
｡

書
院
正
門
前
に
か
け
ら
れ
た
石
の
太
鼓

橋
は
､
平
成
十
四
年
こ
ろ
に
改
修
さ
れ

た
｡
門
前
左
側
に
あ
る
美
形
の
松
は
､
樹

木
の
状
況
か
ら
み
て
百
二
十
年
位
経
つ
も

の
と
推
定
さ
れ
る
｡

藤
樹
先
生
性
ま
つ
粛
る
石
碑
④

霞
轡
書
院
前
の
｢
手
経
｣
晴

上
困
　
窮
市
郎

藤
樹
先
生
は
､
三
十
三
歳
の
夏
､
孝
経

の
意
味
深
長
な
こ
と
に
感
激
さ
れ
､
そ
れ

以
来
､
毎
朝
､
夫
人
と
共
に
孝
経
を
拝
話

さ
れ
た
｡
藤
樹
書
院
で
は
今
も
｢
講
書
始

め
｣
と
｢
営
省
察
｣
　
に
孝
経
が
拝
話
さ
れ

る
｡
孝
経
の
文
｢
孝
は
徳
の
本
な
り
｣
　
に

由
来
し
て
､
江
戸
時
代
光
格
天
皇
が
藤
樹

書
院
を
　
｢
徳
本
堂
｣
と
命
名
さ
れ
た
｡

こ
の
石
碑
は
､
藤
樹
先
生
生
誕
四
百
年

に
際
し
､
藤
樹
先
生
の
直
筆
｢
心
画
孝
経
｣

の
字
体
を
手
彫
り
で
刻
字
し
た
も
の
で
あ

る
｡
孝
経
の
冒
頭
に
出
て
く
る
､
仲
尼
(
礼

千
)
　
の
生
誕
地
､
中
国
､
山
東
省
へ
　
曲
卓

の
石
匠
が
､
孝
経
全
体
の
約
半
分
九
百
字

を
彫
刻
し
た
｡
孔
子
の
高
弟
､
曾
子
の
故

郷
､
山
東
省
､
嘉
祥
県
の
石
材
で
'
幅

一
七
〇
､
奥
行
十
五
､
高
さ
二
八
〇
セ
ン

チ
､
重
さ
五
ト
ン
で
あ
る
｡
高
島
市
内
､

県
内
､
全
国
の
約
二
七
〇
名
の
有
志
賛
同

者
の
寄
付
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
｡
総
額

二
一
〇
万
円
余
で
あ
る
｡
特
に
中
国
山
東

省
の
曲
卓
や
嘉
祥
県
の
曾
慶
淳
民
ら
関
係

者
の
絶
大
な
協
力
の
結
果
で
あ
る
｡

平
成
二
十
年
四
月
二
十
日
､
論
語
普
及

賛
助
会
員
一
覧

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

⑥
税
理
士
法
人
･
小
畑
会
計
事
務
所

(
新
規
会
員
　
高
島
市
新
旭
町
旭
)

○
ウ
エ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

○
株
式
会
社
大
山
窪
設

○
株
式
会
社
栗
原
組

○
有
限
会
社
宏
和
商
事

○
有
限
会
社
白
浜
荘

○
社
会
福
祉
法
人
新
旭
み
の
り
会

○
ソ
エ
ダ
株
式
会
社

○
株
式
会
社
T
A
D
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
鉄
屋
商
事
株
式
会
社

○
株
式
会
社
戸
井
薬
局

○
と
も
栄
藤
樹
街
道
本
店

○
中
村
印
刷
株
式
会
社

○
株
式
会
社
中
村
測
昌
設
計

〇
ニ
ッ
ケ
イ
工
業
株
式
会
社

〇
八
日
建
設
株
式
会
社

○
有
限
会
社
馬
場
塗
装

〇
三
田
村
印
刷
株
式
会
社

○
有
限
会
社
綿
庄
食
品
店


