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今
か
ら
十
七
年

前
、
安
曇
川
中
学
校

で
は
藤
樹
ウ
ォ
ー
ク

と
い
う
取
組
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。

　

藤
樹
ウ
ォ
ー
ク
と
は
、
藤
樹
先
生
の

紙
芝
居
等
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
話
で
あ

る
、
馬
方
又
左
衛
門
が
加
賀
の
飛
脚
の
忘

れ
た
大
金
を
約
三
十
キ
ロ
も
離
れ
た
榎
の

宿
（
現
在　

大
津
市
和
邇
）
ま
で
届
け
た

と
い
う
ル
ー
ト
を
、
南
か
ら
北
に
向
か
っ

て
歩
く
も
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
距
離
を

困
っ
て
い
る
人
の
た
め
だ
け
に
忘
れ
物
を

届
け
、
お
礼
す
ら
断
っ
た
と
い
う
行
動
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
藤
樹
先
生
の
教
え
を

学
ん
だ
こ
と
が
、
私
と
藤
樹
先
生
と
の
出

会
い
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
取
組
も
数
年
で
な
く
な
り
、
藤
樹

先
生
の
教
え
「
五
事
を
正
す
」「
致
良
知
」

等
の
言
葉
は
目
に
し
て
も
、
そ
の
先
を
深

く
考
え
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

昨
年
、
縁
あ
っ
て
高
島
藤
樹
会
の
理
事

に
と
い
う
お
話
し
を
い
た
だ
き
、
と
て
も

自
分
の
よ
う
な
も
の
に
務
ま
る
と
は
思
え

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
安
曇
川
町
に
長
い
間

お
世
話
に
な
っ
た
ご
縁
を
感
じ
、
お
引
き

受
け
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
藤
樹
先
生
の
こ
と
を
知
り
学

ぶ
こ
と
か
ら
だ
と
思
い
、
四
月
か
ら
日
程

が
合
う
月
は
藤
樹
人
間
学
塾
に
参
加
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
学
ぶ
「
孝
」
の
思
想
は
奥

深
く
、
簡
単
に
理
解
が
深
ま
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
現
在
の
い

ろ
ん
な
世
界
の
情
勢
が
耳
に
入
る
た
び
、

藤
樹
先
生
な
ら
ど
の
よ
う
に
考
え
、
私
た

ち
に
示
唆
を
与
え
て
い
た
だ
け
る
の
だ
ろ

う
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
ろ

い
ろ
と
想
像
す
る
よ
り
も
、
先
生
の
教
え

の
源
を
少
し
で
も
知
る
こ
と
か
ら
だ
と
考

え
、
中
江
藤
樹
『
翁
問
答
』
現
代
語
訳
の

本
を
購
入
し
ま
し
た
。
読
ん
で
み
る
と
、

時
代
背
景
は
現
在
と
異
な
る
も
の
の
、
大

変
参
考
に
な
る
こ
と
や
今
の
い
ろ
い
ろ
な

立
場
の
方
々
に
是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ

き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
自
分
の
認
識
不
足
を
痛
感
し
た

の
は
冒
頭
の
部
分
で
し
た
。

　
『
わ
れ
わ
れ
人
間
の
体
に
は
、「
至
徳
要

道
」（
最
も
重
要
な
道
で
あ
る
至
高
の
徳
）

と
呼
ぶ
天
下
無
双
の
霊
妙
な
宝
が
備
わ
っ

て
い
る
。
そ
の
宝
を
活
か
し
、
心
に
誓
っ

た
こ
と
を
よ
く
守
り
、
忠
実
に
実
行
す
る

の
を
基
本
と
心
が
け
る
こ
と
』
を
基
本

に
、『「
至
徳
要
道
」
と
い
う
至
宝
を
分
か

り
や
す
く
教
え
示
す
た
め
に
、「
孝
」
と

名
づ
け
た
。』
と
あ
り
、
親
に
仕
え
る
こ

と
だ
け
が
「
孝
」
で
は
な
く
、孔
子
が
「
天

道
は
、
孝
と
い
う
徳
を
備
え
、
神
妙
不
測

に
し
て
広
大
深
遠
な
存
在
で
、
始
ま
り
も

終
わ
り
も
な
い
」
と
『
孝
経
』
と
い
う
書

物
に
記
し
た
よ
う
に
、「
孝
」
と
は
も
っ

と
広
く
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
り
、
自
分
の
知
識
は
何
と
浅
は
か
で

あ
っ
た
と
思
い
知
り
ま
し
た
。

　
『
聖
人
の
心
は
、
い
わ
ゆ
る
「
艮
背
敵

應
に
し
て
意
必
固
我
」が
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
無
私
無
欲
で

柔
軟
に
対
応
し
、
自
分
の
意
見
を
押
し
通

し
た
り
強
調
し
よ
う
と
す
る
私
心
と
い
う

も
の
が
な
い
か
ら
、
富
貴
貧
賤
と
か
死
生

禍
福
と
い
っ
た
こ
と
や
、
そ
れ
以
外
の
世

の
中
の
全
て
の
こ
と
、
大
小
高
低
、
清
濁

美
醜
と
い
っ
た
点
に
対
し
て
、
好
き
嫌
い

で
選
び
分
け
よ
う
と
す
る
心
情
が
全
く
な

く
、全
身
全
霊
に
一
貫
し
て
い
る
の
は「
皇

極
の
神
理
」
だ
け
で
あ
る
』

　
『
た
と
え
主
君
が
嫌
う
物
事
で
あ
っ
て

も
、
主
君
の
た
め
、
国
の
た
め
、
家
中
の

た
め
に
よ
い
こ
と
な
ら
、
主
君
を
上
手
に

諫
め
て
主
君
が
実
行
で
き
る
よ
う
へ
と
導

き
、
た
と
え
主
君
が
好
き
で
気
に
入
っ
て

い
る
物
事
で
も
、
そ
れ
が
悪
い
こ
と
な
ら

必
ず
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
う
ま
く
諫
め
、

そ
う
す
る
こ
と
が
主
君
の
気
だ
て
や
身
の

持
ち
よ
う
に
適
う
だ
け
で
な
く
道
に
も
適

い
、
国
が
富
み
豊
か
に
な
っ
て
末
永
く
栄

え
る
よ
う
に
と
一
心
に
念
じ
な
が
ら
、
自

分
自
身
が
ど
う
な
ろ
う
と
少
し
も
顧
み
な

い
。』

　

コ
ロ
ナ
禍
や
不
安
定
な
世
界
情
勢
、
藤

樹
先
生
な
ら
「
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
研

究
を
進
め
た
デ
ー
タ
を
正
確
に
分
析
し
、

落
ち
着
い
て
考
え
な
さ
い
」
と
話
さ
れ
る

気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た

二
つ
の
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人

に
丁
寧
に
説
か
れ
る
に
違
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
藤
樹
先
生
の
教
え
が
世
の
中
に
浸

透
し
て
い
く
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

藤
樹
先
生
と
の
出
会
い
・
学
び

藤
　
原
　
浩
　
之

高
島
藤
樹
会
理
事
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中
江
藤
樹
先
生
が
大
洲
藩
に
在
籍
さ
れ

て
い
た
約
四
百
年
前
か
ら
、
高
島
市
と
大

洲
市
は
、
文
化
・
教
育
・
産
業
な
ど
の
交

流
が
続
き
、
強
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
と

聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
そ
の
交
流
の
メ
イ
ン
行
事

と
な
っ
て
い
ま
す
「
大
洲
の
旅
」
に
は
、

い
つ
か
は
参
加
し
た
い
と
い
う
憧
れ
の
よ

う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
き
ま
し
た
が
、
こ

の
た
び
「
大
洲
の
旅
」
が
よ
う
や
く
再
開

さ
れ
、
初
め
て
の
参
加
を
叶
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

絶
好
の
行
楽
日
和
に
恵
ま
れ
て
出
発
し

た
琵
琶
湖
の
風
景
は
、
普
段
に
も
増
し
て

美
し
く
見
え
、
心
を
洗
わ
れ
る
旅
が
す
で

に
始
ま
っ
て
い
る
実
感
が
湧
い
て
き
ま
し

た
。
バ
ス
の
運
転
と
ガ
イ
ド
の
方
の
お
話

も
心
地
良
く
、
長
い
道
の
り
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
快
適
に
道
中
の
風
景
を
楽
し
み

な
が
ら
、
愛
媛
県
伊
予
郡
の
坂
村
真
民
記

念
館
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

記
念
館
で
は
、
毎
日
午
前
三
時
に
座
禅

を
さ
れ
、
妻
へ
の
恩
返
し
の
想
い
で
詩
を

書
き
続
け
ら
れ
た
坂
村
真
民
先
生
の
生
き

方
に
頭
が
下
が
る
と
と
も
に
、橅
（
ブ
ナ
）

を
愛
で
る
詩
も
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
嬉

し
く
、
高
島
の
ブ
ナ
の
森
を
改
め
て
思
い

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
西
へ
旅
を
続
け
、
よ
う
や
く
大

洲
に
到
着
し
た
最
初
の
夜
は
、
大
洲
藤
樹

会
の
久
保
田
会
長
は
じ
め
五
名
の
役
員
の

方
か
ら
の
温
か
い
歓
迎
に
、
旅
情
と
も
相

ま
っ
て
感
動
し
ま
し
た
。

　

会
員
の
方
々
に
よ
る
バ
ン
ド
と
歌
の
披

露
も
あ
っ
た
楽
し
い
交
流
会
は
忘
れ
ら
れ

な
い
夜
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
大
洲
藤
樹
会
の
三
名
の
役

員
の
方
が
、
藤
樹
先
生
ゆ
か
り
の
地
を
中

心
に
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
大
洲
市
を
案
内

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
大
洲
市
巡
り
で

は
、
藤
樹
先
生
に
ま
つ
わ
る
史
跡
の
多
さ

に
驚
き
、
江
戸
時
代
の
雰
囲
気
を
色
濃
く

感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大

洲
小
学
校
と

青
柳
小
学
校

の
校
訓
が
同

じ
「
良
知
に

生
き
る
」
で

あ
る
こ
と

や
、
教
育
委

員
会
の
中
に

大
洲
藤
樹
会

が
置
か
れ
て

い
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
大

洲
高
校
で
の
教
育
も
藤
樹
先
生
と
深
く
つ

な
が
っ
て
い
る
と
聞
い
て
、
藤
樹
先
生
の

教
え
が
現
在
進
行
形
で
教
育
に
生
き
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
大
洲
藤
樹
会
の

方
々
に
は
、
普
通
の
旅
行
で
は
聞
け
な
い

奥
深
い
お
話
を
い
た
だ
き
、
多
く
の
史
跡

を
ご
案
内
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝

し
て
い
ま
す
。

　

二
日
目
に
な
る
と
、
ご
参
加
の
皆
様
と

さ
ら
に
打
ち
解
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
懇

親
会
な
ど
で
一
層
人
間
関
係
が
深
ま
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　
「
大
洲
の

旅
」
で
お
世

話
に
な
り
ま

し
た
大
洲
藤

樹
会
の
皆
様

や
田
中
会
長

そ
し
て
ご
参

加
さ
れ
ま
し

た
皆
様
、
本

当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

帰
路
に
つ
い
た
三
日
目
は
、
藤
樹
先
生

の
一
番
弟
子
、
熊
沢
蕃
山
が
藩
主
の
池
田

公
に
学
問
を
教
え
、
池
田
公
が
建
て
ら
れ

た
、
岡
山
県
備
前
市
の
「
旧
閑
谷
学
校
」

を
見
学
し
ま
し
た
。

　

国
宝
の
史
跡
で
は
あ
り
ま
す
が
、
中
で

は
中
学
生
が
授
業
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
本
物
の
木
造
の
建
物
と
静
か

な
環
境
で
学
ぶ
機
会
は
、
現
代
で
は
特
に

貴
重
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

充
実
し
た
す
べ
て
の
行
程
を
終
え
て
無

事
高
島
に
帰
り
、「
大
洲
の
旅
」
は
大
成

功
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

大
変
な
段
取
り
を
さ
れ
、
こ
れ
だ
け
の

充
実
し
た
旅
を
や
り
抜
か
れ
た
田
中
会
長

に
は
、改
め
て
頭
が
下
が
る
ば
か
り
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
三
日
間
の
旅
で
、
ご
参
加

の
皆
様
の
心
配
り
や
行
い
に
接
し
、
藤
樹

先
生
の
「
孝
」
を
生
き
た
形
で
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
旅
で
い
た
だ
き
ま
し
た
大
洲
市
と

の
つ
な
が
り
も
、
ご
参
加
の
皆
様
と
の
つ

な
が
り
も
、
こ
れ
か
ら
一
層
大
切
に
し
て

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
振
り
返
り
、
来
た
る

べ
き
未
来
に
夢
や
希
望
を
思
い
描
く
こ
と

で
、
日
々
の
生
活
が
確
か
な
も
の
と
な
る
の

だ
が
、
か
つ
て
と
は
大
き
く
異
な
り
、
世
相

の
変
化
が
速
す
ぎ
て
し
か
も
あ
ま
り
に
も
鮮

明
に
見
え
す
ぎ
る
時
代
に
生
き
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
影
響
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
私
た
ち
自
身
の
「
感

性
」
が
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
戦
争
、
残
虐
な

殺
人
や
児
童
虐
待
、
金
銭
収
奪
を
強
要
す
る

組
織
、
収
賄
を
隠
ぺ
い
す
る
国
会
議
員
、
人

権
侵
害
を
続
け
る
国
家
、
抑
止
で
き
な
い
地

球
温
暖
化
な
ど
、
課
題
が
多
す
ぎ
て
、
私
た

ち
は
事
象
を
冷
静
に
判
断
す
る
思
考
時
間
を

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
ど

ん
な
些
末
な
事
象
に
対
し
て
も
、
少
な
く

と
も
、「
是
非
」
を
明
確
に
し
て
行
動
し
た

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
報
の
洪
水
が
そ

れ
を
許
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
画
面
に
流
れ
る

テ
ロ
ッ
プ
を
見
つ
め
る
だ
け
の
、
判
断
し
な

い
人
間
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
同
情
し

た
り
、
憤
慨
し
た
り
す
る
心
の
動
き
が
鈍
く

な
っ
て
い
き
、
迫
り
来
る
地
球
の
危
機
に
も

無
頓
着
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
情
報
の
量
と
速

度
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
ず
に
、
そ
の
質
と
意
義

を
吟
味
し
て
、
自
分
自
身
が
得
心
す
る
判
断

を
下
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
し
た
い
。「
無

理
が
通
れ
ば
道
理
引
っ
込
む
」
の
譬
を
黙
認

せ
ず
、
澄
ん
だ
眼
で
、
生
き
る
知
恵
を
探
り

当
て
な
が
ら
日
々
を
送
り
た
い
も
の
で
あ

る
。

上
田  

藤
市
郎

ひ
じ
り
の
声

「
大
洲
の
旅
」
に
参
加
し
て

今　城　克　啓

高
島
藤
樹
会
理
事

至徳堂（藤樹先生の居宅跡）前で

大洲城の前にて



3

藤
樹
人
間
学
塾
…

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る

塾
　
長
　
田
中
　
清
行

　
二
月
四
日
（
土
）、
三
月
四
日
（
土
）、

　
四
月
八
日
（
土
）、
五
月
十
三
日
（
土
）

　
■
時
間
　（
原
則
）
十
五
時
～
十
七
時

　
■
場
所
　（
原
則
）
安
曇
川
公
民
館

藤
樹
人
間
学
塾
　
今
後
の
予
定

　
　
加
者
は
大
阪
、
京
都
か
ら
参
加
の
方

　
　
を
入
れ
て
十
名
で
し
た
。

⚫
テ
キ
ス
ト

　

中
江
藤
樹
著
『
鑑
草
』
の
第
三
巻

の
第
三
話
、
第
四
話
、
第
五
話
。

⚫
今
日
の
ポ
イ
ン
ト

・
徳
に
よ
る
政
治
は
、
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
国
民
か
ら
広
く
深
く
支
持
さ
れ

長
く
続
く
。

・
嫉
妬
は
三
毒
（
貪
瞋
痴
）
の
瞋
（
怒

り
）
の
一
つ
で
危
な
い
性
格
。
が
ん

ば
っ
て
相
手
の
幸
福
を
喜
ぶ
よ
う
に

す
る
し
か
な
い
。

⚫
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

・「
ヨ
ガ
の
研
究
で
三
毒
に
よ
り
身
体

が
病
気
に
な
る
こ
と
が
科
学
的
に
証

明
さ
れ
つ
つ
あ
る
」

・「
人
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た

の
か
。
半
ば
は
自
分
の
幸
せ
の
た
め

に
、半
ば
は
他
人
の
幸
せ
の
た
め
に
、

　
「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
時
事
問
題
と
組
み
合
わ
せ
て
皆
で
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
開

催
し
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
そ
の
模
様
を

お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

■
　
九
月
、
第
百
二
十
九
回
人
間
学
塾
の

　
　
参
加
者
は
七
名
の
参
加
で
し
た
。

⚫
テ
キ
ス
ト

　

中
江
藤
樹
著
『
鑑
草
』
の
第
三
巻

序
、
第
一
話
、
第
二
話

⚫
今
日
の
ポ
イ
ン
ト

　

嫉
妬
す
る
の
は
自
己
中
心
的
で
、

嫉
妬
を
超
越
す
る
の
は
利
他
の
心
が

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
利
他
を
実

践
さ
れ
た
稲
盛
和
夫
氏
の
言
葉
か
ら

全
員
で
考
え
る
。

⚫
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

・「
私
な
ら
夫
が
浮
気
を
し
た
ら
そ
の

理
由
を
話
し
合
っ
て
原
因
を
掴
み
、

対
処
す
る
。
稲
盛
さ
ん
の
話
は
真
理

で
素
晴
ら
し
い
」

・「
男
が
相
手
の
男
に
嫉
妬
す
る
こ
と

も
あ
り
、
ま
た
仕
事
上
で
の
嫉
妬
も

あ
る
。
他
方
で
嫉
妬
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
ら

れ
て
有
意
義
だ
っ
た
」

■
　
十
月
、
第
百
三
十
回
人
間
学
塾
の
参

を
目
指
し
て
い
る
」

・「『
鑑
草
』
は
、『
中
庸
解
』
と
全
く

違
う
が
「
人
を
見
て
法
を
説
く
」
藤

樹
先
生
の
思
考
の
深
さ
に
感
銘
を
受

け
た
」
塾
の
後
、
場
所
を
変
え
て
六

人
で
楽
し
い
懇
親
会
を
行
い
ま
し

た
。

■
　
十
一
月
、
第
百
三
十
一
回
人
間
学
塾

　
　
の
参
加
者
は
大
阪
か
ら
の
参
加
の
方

　
　
を
入
れ
て
八
名
で
し
た
。

⚫
テ
キ
ス
ト

　

中
江
藤
樹
著
『
鑑
草
』
の
第
三
巻

の
第
六
話
～
第
八
話
。

⚫
今
日
の
ポ
イ
ン
ト

・
嫉
妬
も
怒
り
。
他
の
良
い
と
こ
ろ
を

認
め
た
く
な
い
気
持
ち
。
怒
り
が
生

じ
る
と
喜
び
を
失
う
。

・
怒
り
を
な
く
す
に
は
、「
私
が
怒
っ

て
い
る
」
で
は
な
く
「
私
に
怒
り
が

あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
怒
り
を
客

観
視
す
る
。

・
天
地
い
っ
ぱ
い
に
生
か
さ
れ
て
い
る

ご
恩
返
し
と
し
て
、
精
一
杯
の
こ
と

を
し
よ
う
。

⚫
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

・「
日
本
人
の
農
耕
民
族
の
良
さ
が
近

年
の
個
人
主
義
の
高
ま
り
に
よ
っ
て

壊
さ
れ
る
の
を
危
惧
す
る
」

・「
自
分
を
客
観
視
す
る
こ
と
や
同
事

は
難
し
い
が
挑
戦
す
る
意
味
が
あ
る

し
挑
戦
し
た
い
」

■
　
十
二
月
、
百
三
十
二
回
人
間
学
塾
は

　
　
大
阪
、
京
都
か
ら
の
参
加
の
方
を
入

　
　
れ
て
五
名
で
し
た
。

⚫
テ
キ
ス
ト

　

中
江
藤
樹
著
『
鑑
草
』
の
第
三
巻

不
嫉
妬
毒
報
の
第
九
話
、
総
評

⚫
今
日
の
ポ
イ
ン
ト

・
怒
り
が
生
ま
れ
た
瞬
間
、
か
ら
だ
に

猛
毒
が
入
っ
て
し
ま
う
。
怒
る
人
は

病
気
に
な
っ
て
治
ら
な
い
。
怒
り
が

生
ま
れ
た
ら
、
怒
り
が
あ
る
自
分
を

観
察
す
る
と
怒
り
が
収
ま
る
。

・
見
返
り
も
期
待
せ
ず
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
他
人
を
助
け
る
こ
と
に
、
時
間

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
人
た
ち
に

は
、
ス
ト
レ
ス
や
憂
鬱
に
苦
し
む
率

が
は
る
か
に
少
な
い
ら
し
い
。
し
た

が
っ
て
長
寿
を
得
ら
れ
る
。

⚫
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ

・「
怒
り
を
収
め
る
方
法
と
し
て
は
深

呼
吸
す
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、

新
し
い
気
づ
き
が
あ
っ
た
」

・「
見
返
り
を
期
待
せ
ず
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
す
る
と
い
う
話
は
、
中
桐
万
里

子
さ
ん
の
テ
イ
ク
・
ア
ン
ド
・
ギ
ブ

の
話
と
つ
な
が
っ
た
」

　

等
の
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
間
学
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
お
越

し
く
だ
さ
い
。
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処
す
る
か
。
意
志
の
力
で
、
善
の
根
を
養

生
し
な
が
ら
、
片
や
悪
の
根
は
根
の
ま
ま

に
潜
在
状
態
に
押
し
込
め
て
顕
在
化
さ
せ

な
け
れ
ば
よ
い
と
。
こ
の
工
夫
を
誠
意
説

と
い
い
ま
す
。
意
を
誠
に
す
る
と
。
こ
の

誠
意
説
は
藤
樹
さ
ん
の
独
創
で
す
。
朱
子

学
も
陽
明
学
も
、
本
体
は
善
な
の
で
す

が
、
現
場
で
作
用
す
る
と
、
身
体
的
要
因

に
引
き
吊
ら
れ
、
社
会
の
刺
戟
や
誘
惑
に

打
ち
負
か
さ
れ
て
、
悪
を
結
果
さ
せ
て
し

ま
う
と
。
で
す
か
ら
も
っ
ぱ
ら
作
用
（
は

た
ら
き
）
の
現
場
で
悪
に
対
処
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
は
朱
子
が
最
も
苦

労
し
た
課
題
で
し
た
。
藤
樹
さ
ん
は
、
既

に
悪
が
結
果
し
た
後
に
対
処
し
て
も
手
遅

れ
で
は
な
い
の
か
、
と
疑
問
を
持
ち
ま
し

た
。「
良
く
生
き
る
」
こ
と
を
主
題
に
し

て
生
き
た
藤
樹
さ
ん
ら
し
い
疑
問
で
す
。

人
間
に
付
き
ま
と
う
悪
の
し
つ
こ
さ
を
、

単
に
後
天
的
な
も
の
と
み
な
さ
ず
に
、
悪

の
根
は
誰
で
も
が
先
天
的
に
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
と
、
性
善
悪
混
然
説
を
主
張
し
、

そ
の
悪
の
根
を
潜
在
の
ま
ま
に
押
し
込
め

る
「
意
を
誠
に
す
る
」
誠
意
説
を
主
張
し

た
の
で
す
。
人
間
の
姿
を
見
つ
め
る
と
、

こ
れ
だ
け
人
が
悪
い
事
を
し
て
し
ま
う
の

は
、
そ
の
原
因
は
そ
の
人
自
身
に
あ
る
の

だ
と
い
う
の
で
す
。
明
晰
な
説
明
だ
と
思

い
ま
す
。

　

本
性
論
、
人
間
の
生
き
る
力
の
源
泉
は

何
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
藤
樹
さ

ん
か
ら
少
し
離
れ
て
お
話
し
し
ま
す
。
私

行
が
あ
と
。
知
は
軽
く
行
は
重
い
と
、
知

と
行
を
先
後
軽
重
に
分
け
て
説
き
ま
す
。

王
陽
明
は
知
と
行
は
人
間
存
在
の
有
り
様

を
便
宜
的
に
分
け
て
説
明
す
る
け
れ
ど

も
、
実
体
と
し
て
は
「
分
け
ら
れ
な
い
」

と
い
う
意
味
で
「
合
一
」
と
述
べ
ま
し
た
。

朱
子
学
の
知
行
論
は
経
験
的
に
分
か
り
や

す
い
。
王
陽
明
の
知
行
合
一
論
は
説
明
が

拙
く
て
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
藤
樹
さ
ん
は

こ
の
知
行
論
は
棚
上
げ
し
て
論
じ
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
意
味
と
か
価
値
こ
そ
を
問

題
に
し
て
、
知
行
論
の
深
み
に
は
ま
る
こ

と
を
忌
避
し
た
の
で
す
。

　

第
三
に
は
、
性
善
説
の
問
題
で
す
。
朱

子
学
も
陽
明
学
も
性
善
説
に
立
脚
し
て
論

述
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
晩
年
の
藤
樹
さ

ん
は
性
善
説
で
は
な
く
し
て
、
性
善
悪
混

然
説
を
取
り
ま
す
。
朱
子
が『
孟
子
集
注
』

告
子
篇
で
告
子
の
主
張
を
漢
代
の
楊
雄
の

混
然
説
で
あ
る
と
弾
劾
し
た
指
摘
に
藤
樹

さ
ん
は
啓
発
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
性
善

説
で
す
と
人
間
悪
は
後
天
的
な
仕
業
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
世
間
を

見
る
と
悪
が
後
天
的
仕
業
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
納
得
で
き
な
い
。
人
間
に
は
悪
行

を
し
で
か
す
根
本
的
原
因
が
生
ま
れ
な
が

ら
の
本
性
に
先
天
的
に
、
善
性
と
共
に
同

居
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
楊
雄
の

混
然
説
を
藤
樹
さ
ん
は
採
択
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
人
間
の
様
態
の
複
雑
さ
を
考

え
た
と
き
、
こ
の
混
然
説
は
了
解
し
や
す

い
。
そ
れ
で
は
潜
在
す
る
悪
を
い
か
に
対

　

藤
樹
さ
ん
は
朱
子
学
に
生
き
る
力
の
源

泉
を
求
め
ま
し
た
が
、
学
ぶ
中
で
疑
問
を

覚
え
、
陽
明
学
に
触
発
さ
れ
、
晩
年
は
独

自
の
藤
樹
学
を
発
明
し
た
と
い
う
の
が
通

説
で
す
。
此
の
事
自
体
に
異
論
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
こ
と
を
三
つ
述
べ

ま
す
。
一
つ
は
村む
ら

井い

弦げ
ん
さ
い斎
さ
ん
が
『
近
江

聖
人
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

お
母
さ
ん
が
冬
の
寒
い
時
に
水
仕
事
を
し

て
ア
カ
ギ
レ
に
な
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、

帰
省
す
る
と
き
に
ア
カ
ギ
レ
膏
薬
を
お
土

産
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
逸
話
で
す
。
此

の
事
は
藤
樹
さ
ん
の
伝
記
資
料
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
村
井
弦
斎
さ
ん
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
逸
話
は
藤
樹
さ

ん
が
親
孝
行
で
あ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る

上
で
は
抜
群
の
宣
伝
効
果
を
発
揮
し
ま
し

た
。
今
は
、
村
井
弦
斎
さ
ん
が
こ
の
逸
話

を
持
ち
込
ん
だ
歴
史
的
意
味
を
考
え
る
事

が
肝
心
で
す
。
暖
房
が
な
く
水
道
が
普
及

し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
こ
の
「
ア

カ
ギ
レ
膏
薬
」
の
逸
話
は
広
く
共
感
を
呼

び
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
中
江
藤
樹
の
思
想
を
王

陽
明
の
言
説
で
理
解
し
な
い
こ
と
で
す
。

藤
樹
さ
ん
は
王
陽
明
の
恩
恵
を
受
け
ま
し

た
が
鵜
呑
み
に
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
子

細
に
み
ま
す
と
、
王
陽
明
と
は
異
な
る
主

張
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
が

知
行
合
一
説
で
す
。朱
子
学
で
は
知
が
先
、

　

さ
て
中
江
藤
樹
さ
ん
の
生
き
た
日
本
に

は
、
神
道
・
仏
教
・
儒
教
の
三
教
が
あ
り

ま
し
た
。
藤
樹
さ
ん
は
儒
教
徒
の
立
場
を

と
り
ま
す
。
儒
教
の
特
色
は
修し
ゅ
う
こ己
・
治ち
じ
ん人

の
二
焦
点
論
に
あ
り
ま
す
。
修
己
と
は
性

善
説
を
基
礎
に
し
て
人
格
を
陶と
う
や冶
し
て
、

悪
の
世
界
か
ら
開
放
さ
れ
る
事
。
救
わ
れ

る
こ
と
。
治
人
と
は
社
会
の
一
員
と
し
て

政
治
的
役
割
を
果
た
す
事
。
藤
樹
さ
ん
は

武
士
を
や
め
た
の
で
、
治
人
（
人
を
治
め

る
）
に
は
積
極
的
関
心
を
示
し
て
い
ま
せ

ん
。
専
ら
修
己
が
主
題
で
す
。

中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
か
ら

吉
田
公
平
先
生
の
講
演
内
容
（
後
編
）

『
今
、
藤
樹
先
生
の
教
え
を

ど
う
活
か
す
か
』
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し
な
い
」
で
死
ぬ
ま
で
人
間
ら
し
く
生
き

て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
他
者
と
折
り

合
い
を
つ
け
な
が
ら
生
き
て
い
く
た
め
に

は
、
心
の
学
び
藤
樹
塾
と
い
う
の
が
鍵
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
ら
し
く
生
き
る

こ
と
を
目
指
し
て
切
磋
琢
磨
す
る
の
が

「
こ
こ
ろ
の
学
校
」
で
す
。
身
に
付
け
て

い
る
知
識
や
技
術
が
自
分
達
が
よ
り
良
く

生
き
る
た
め
に
本
当
に
適
切
な
の
か
ど
う

か
、
こ
れ
は
一
人
一
人
問
い
直
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を

他
者
と
共
に
生
き
た
い
と
い
う
の
が
藤
樹

さ
ん
の
精
神
で
す
ね
。

　

今
日
の
話
は
あ
ち
こ
ち
と
飛
び
ま
し
た

た
め
に
お
聴
き
苦
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
か

思
い
ま
す
。
ま
た
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら

参
り
ま
す
。
そ
の
時
を
楽
し
み
に
し
て
、

今
日
の
話
は
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。　
　
（
終
わ
り
）

　

昨
年
六
月
十
一
日
に
開
催
し
ま
し
た

「
中
江
藤
樹
心
の
セ
ミ
ナ
ー
」
で
、
吉
田

公
平
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
講
演
内
容
を
渕
田
豊
朗
副
会
長
に

よ
っ
て
文
章
化
さ
れ
、
前
号
と
今
号
に
分

け
て
掲
載
し
ま
し
た
。

　
次
号
（
５
月
号
）
か
ら
、
新
し
く
吉
田

公
平
先
生
に
コ
ラ
ム
を
連
載
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
楽
し
み
に
し

て
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

し
ば
し
ば
門
人
に
叱
咤
激
励
し
て
い
ま

す
。
宿
題
か
ら
逃
げ
る
な
。
課
題
を
過
小

評
価
し
て
自
分
が
放
棄
し
て
も
事
態
は
さ

し
て
変
化
し
な
い
と
勝
手
に
決
め
込
ん
で

無
視
し
た
り
、
課
題
を
過
大
評
価
し
て
自

分
に
は
と
て
も
担
い
き
れ
な
い
と
み
て
逃

避
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
目
前
の
事
実
を
冷
静
に
判
断
し

て
、
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
な
ら
、
こ
こ

ま
で
や
れ
る
と
考
え
て
、
初
め
か
ら
課
題

か
ら
逃
げ
る
な
と
。
今
で
も
こ
の
考
え
は

生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

知
識
や
技
術
は
生
き
延
び
る
た
め
に
不

可
欠
で
す
。
そ
れ
を
身
に
付
け
る
の
が
学

習
で
す
。
し
か
し
、
身
に
付
け
て
い
る
知

識
や
技
術
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
も
大

事
で
す
。
そ
れ
を
学
問
と
言
い
ま
す
。
学

び
て
問
う
。
学
問
は
学
者
だ
け
が
す
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
者
こ
そ
が
良
く

生
き
る
た
め
に
問
い
直
す
事
が
肝
心
な
の

で
す
。

　

私
た
ち
が
、
日
々
生
き
る
、
よ
り
良
く

生
き
る
た
め
に
は
、
学
習
と
学
問
を
実
施

す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
持
て
余
す
暇
な
ど

無
い
の
で
す
。
今
は
情
報
化
社
会
で
す
。

与
え
ら
れ
る
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
な
い

で
、
賢
く
選
択
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

私
た
ち
は
そ
れ
と
は
気
づ
か
ず
に
学
習
と

学
問
を
日
常
生
活
の
現
場
で
実
践
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

小
生
は
、
認
知
症
に
な
ら
な
い
限
り
、

正
常
な
判
断
が
で
き
る
間
は
、「
退
屈
は

あ
り
ま
す
。
上
役
に
嫌
い
な
宴
会
に
誘
わ

れ
た
時
に
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
よ

い
か
と
か
。
少
年
の
性
欲
の
苦
悩
と
か
。

そ
れ
に
一
一
丁
寧
に
返
辞
を
書
い
て
い
ま

す
。
但
し
、
書
簡
に
出
て
来
る
用
語
は
同

時
代
の
中
国
の
王
陽
明
や
王
龍
渓
な
ど
が

使
用
し
た
も
の
が
多
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
今
の
日
本
人
の
言
語
感
覚
で
読

ん
で
は
本
意
を
く
み
取
れ
な
い
の
で
す
。

一
例
を
挙
げ
ま
す
。「
退
屈
す
る
」
と
い

う
言
葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
は
「
暇
を
持
て
あ
ま
す
」
と
い
う
意
味

に
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
退
屈
の
二
字
を
よ

く
見
て
下
さ
い
。「
退
き
屈
す
る
」
と
い

う
意
味
で
す
。
直
面
し
て
い
る
課
題
を
放

棄
し
て
安
逸
さ
に
逃
げ
る
、
と
い
う
意
味

で
す
。
藤
樹
さ
ん
は
「
退
屈
す
る
な
」
と

よ
り
十
歳
く
ら
い
若
い
女
性
の
友
人
が
い

ま
す
。東
大
で
英
文
学
を
学
ん
だ
人
で
す
。

こ
の
女
性
が
「
女
性
に
母
性
は
無
い
」
と

い
う
の
で
す
。
母
性
と
い
う
の
は
子
供
が

生
ま
れ
て
育
て
て
い
く
間
で
培
う
も
の
で

あ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
あ
る
も
の

で
は
な
い
と
。
だ
か
ら
培
う
チ
ャ
ン
ス
に

恵
ま
れ
な
い
人
は
児
童
虐
待
に
陥
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。
児
童
虐
待
を
母
性
の
有

無
で
非
難
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
。

本
性
論
の
落
と
し
穴
で
す
ね
。
性
善
説
は

生
き
る
勇
気
を
与
え
ま
す
。

　

藤
樹
さ
ん
の
次
の
世
代
の
人
に
盤ば

ん
け
い珪

永よ
う

琢た
く

と
い
う
臨り

ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
の
お
坊
さ
ん
が
い
ま

す
。
播
州
生
ま
れ
の
人
で
す
。
こ
の
人
は

「
不ぶ
し
ょ
う生
禅ぜ
ん

」
を
唱
え
ま
し
た
。
仏
性
は
生

後
に
育
て
な
く
と
も
、
誰
も
が
生
ま
れ
な

が
ら
に
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
あ
り
の
ま

ま
で
仏
性
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
す
、
と

い
う
提
唱
で
す
。
こ
の
盤
珪
永
琢
さ
ん
の

提
唱
を
聴
い
て
、
特
に
差
別
さ
れ
て
い
た

人
達
は
、
今
の
ま
ま
で
私
も
救
わ
れ
る
の

で
す
ね
、
と
歓
喜
の
涙
を
流
し
ま
し
た
。

性
善
説
の
場
合
も
同
様
の
論
法
で
す
。

　

悪
の
問
題
を
個
人
的
に
あ
る
い
は
社
会

的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
対
処
し
た
ら
よ

い
の
か
、
複
雑
な
問
題
で
す
か
ら
、
一
概

に
言
え
な
い
の
で
す
が
、
藤
樹
さ
ん
は
一

つ
の
提
案
を
し
た
わ
け
で
す
。

　

藤
樹
さ
ん
が
門
人
に
与
え
た
書
簡
に
つ

い
て
は
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
門
人
の
人

達
の
質
問
に
は
身
に
つ
ま
さ
れ
る
こ
と
が

お
知
ら
せ
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９
年
（
中
３
）
山
本　
真
帆

　

講
師
の
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
、
皆
さ

ん
が
藤
樹
先
生
に
つ
い
て
伝
え
、
後
世
に

語
り
継
い
で
い
き
た
い
と
強
く
思
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
藤

樹
書
院
は
初
め
て
行
っ
た
場
所
で
し
た

が
、
昔
に
建
て
ら
れ
た
建
物
で
あ
り
な
が

ら
、
長
い
間
守
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
と

て
も
綺
麗
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

水
も
と
て
も
美
味
し
か
っ
た
で
す
。
儒
教

式
の
お
墓
や
祀
る
も
の
な
ど
、
見
慣
れ
な

い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
と
て
も
興
味

が
わ
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
生
徒
の
皆
さ
ん
が
作
っ
た
川
柳

を
紹
介
し
ま
す
。

「
故
郷
の　

自
然
と
歴
史
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
れ
て
み
た
」

　
　
　
　

９
年
（
中
３
）
松
本　
和
希

「
高
島
市　

歴
史
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
ご
か
っ
た
」

　
　
　
　

７
年
（
中
１
）
澤
井　
杏
純

先
生
の
す
ご
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
　
　
　

９
年
（
中
３
）
藤
田　
倖
菜

　

藤
樹
記
念
館
に
行
っ
て
藤
樹
先
生
に
つ

い
て
学
び
ま
し
た
。『
致
良
知
』「
五
事
を

正
す
」
を
学
び
ま
し
た
。「
顔
つ
き
」「
言

葉
づ
か
い
」「
ま
な
ざ
し
」「
よ
く
聞
く
」「
思

い
や
り
」
で
、誰
に
で
も
和
や
か
な
顔
で
、

良
い
言
葉
づ
か
い
を
し
、
や
さ
し
い
目
で

物
事
を
見
て
、
人
の
話
を
し
っ
か
り
聞
い

て
、
真
心
を
込
め
て
思
い
や
り
の
気
持
ち

を
大
切
に
す
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

９
年
（
中
３
）
南
嵜　
さ
え

　

藤
樹
先
生
が
日
本
に
お
い
て
の
陽
明
学

の
開
祖
で
あ
る
こ
と
は
前
か
ら
知
っ
て
い

ま
し
た
が
、『
五
事
を
正
す
』
や
『
致
良

知
』
の
意
味
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
自
分
の

生
活
の
中
に
活
か
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま

し
た
。

　
　
　
　

９
年
（
中
３
）
佐
藤　
帆
香

　

藤
樹
書
院
に
行
っ
て
た
く
さ
ん
お
話
を

聞
い
て
、
あ
ら
た
め
て
中
江
藤
樹
先
生
の

こ
と
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、『
致
良
知
』
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
良
か
っ
た

で
す
。

　

書
院
の
中
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
物
に

は
、
一
つ
一
つ
意
味
が
あ
る
こ
と
に
も
驚

き
ま
し
た
。

に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
て
い
た
の
に
、

そ
こ
を
抜
け
出
し
、
お
母
さ
ん
の
所
へ
薬

を
届
け
に
戻
っ
た
話
が
印
象
的
で
し
た
。

そ
れ
で
も
、
藤
樹
先
生
は
お
咎
め
を
受
け

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
す
ご
い

人
で
、
人
か
ら
愛
さ
れ
た
人
だ
っ
た
の
だ

と
感
じ
ま
し
た
。
私
も
日
頃
の
行
い
を
正

し
く
し
て
、
思
い
や
り
の
あ
る
人
に
な
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

８
年
（
中
２
）
野
田　
華
稟

　

小
学
生
の
頃
に
勉
強
を
し
て
、
藤
樹

先
生
の
こ
と
は
少
し
知
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
お
話
を
聞
い
て
藤
樹
先
生
の
人

柄
や
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に

必
要
な
教
え
を
改
め
て
分
か
っ
た
よ
う
な

気
が
し
ま
し
た
。
講
師
の
先
生
か
ら
と
て

も
貴
重
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
良

か
っ
た
で
す
。
歩
い
て
い
る
と
き
は
し
ん

ど
か
っ
た
の
で
す
が
、
知
ら
な
い
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　

８
年
（
中
２
）
斎
藤　
　
雫

　

藤
樹
先
生
の
よ
う
に
、
人
と
し
て
尊
敬

さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
せ
め
て
自
分
で
自

分
の
行
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
藤
樹
先
生

の
お
話
は
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

８
年
（
中
２
）
小
谷　
悠
星

　

藤
樹
先
生
が
行
っ
て
き
た
教
え
が
、
今

ま
で
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
藤
樹

　

高
島
中
学
校
で
、
九
月
三
十
日
に
全
校

自
然
体
験
活
動
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
取
組
の
目
的
の
中
に
、
高
島
市
内
の
地

域
の
特
色
や
課
題
に
気
付
き
、
自
然
環
境

保
全
な
ど
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
挙

げ
、
藤
樹
記
念
館
、
藤
樹
書
院
を
訪
れ
ら

れ
ま
し
た
。
武
田
基
裕
参
与
や
上
田
藤
市

郎
さ
ん
の
話
を
聞
き
、
藤
樹
先
生
に
つ
い

て
の
学
び
を
深
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
学
習
を
通
し
て
の
生
徒
た
ち
の
感

想
や
そ
の
時
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　

７
年
（
中
１
）
藤
田　
実
優

　

私
は
、
藤
樹
先
生
の
こ
と
に
つ
い
て
話

を
聞
い
て
、
藤
樹
先
生
は
日
頃
の
行
い
が

正
し
く
、
思
い
や
り
の
あ
る
人
だ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
し
た
。
藤
樹
先
生
は
、
武
士

中
学
生

中
学
生

　

藤
樹
先
生
を
学
ぶ

　

藤
樹
先
生
を
学
ぶ
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藤
樹
先
生
は
今
も
近
江
聖
人
と
崇
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
聖

人
と
呼
ば
れ
た
の
は
先
生
た
だ
一
人
だ
と

い
う
人
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
聖
人
と
は

ど
う
い
う
人
な
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

広
辞
苑
は
、

「
知
識
最
も
す
ぐ
れ
て
万
事
に
通
達
し
、

万
人
の
仰
い
で
師
表
と
す
る
べ
き
人
（
人

の
師
と
な
っ
て
手
本
と
な
る
人
）。
儒
教

の
理
想
と
す
る
人
物
。
中
国
で
堯
・
舜
・

孔
子
等
の
称
。
聖
者
。
ひ
じ
り
。

（
用
例
と
し
て
）

　

聖
人
に
夢
な
し　
聖
人
は
心
正
し
く
雑

念
が
な
い
か
ら
夢
を
見
る
こ
と
が
な
い
。

　

聖
人
は
物
に
凝ぎ
ょ
う
た
い滞（

と
ど
こ
お
る
）
せ

ず　
聖
人
は
時
勢
と
共
に
推
移
し
て
物
事

を
処
理
す
る
か
ら
、
執
着
（
思
い
込
み
）・

拘こ
う
で
い泥

（
こ
だ
わ
り
）
し
て
苦
し
む
こ
と
が

な
い
。

　

聖
人
人
に
ま
み
え
ず　
聖
人
は
直
接
人

に
接
す
る
必
要
が
な
い
の
意
。」

と
し
て
い
ま
す
。

　

儒
教
の
理
想
と
す
る
人
物
を
堯
・
舜
・

孔
子
等
と
し
て
い
ま
す
が
、
夏
の
禹
王
・

殷
の
湯
王
・
周
の
文
王
・
武
王
・
周
公
も

足
立
清
勝
・
飯
田
典
子
・
石
黒
紀
代
子
・

北
川
暢
子
・
清
川
貞
治
・
高
谷
美
智
子
・

山
本
義
雄
　
　
　
　
　（
五
十
音
順
）

藤
樹
か
る
た
制
作
委
員
会
委
員

藤
樹
書
院
・
良
知
館
通
信
⑭

聖
人
に
つ
い
て

藤
樹
書
院
　
志
村
　
　
洋

「
藤
樹
か
る
た
」の
紹
介
⑤

（
企
画
広
報
委
員
会
）

（
か
る
た
と
解
説
）

め
ん
ど
う
と
も

思
わ
ず
榎
木
へ　

又
左
衛
門

め
道
示
す　

人
の
生
き
方

「
鏡
草
」

み
　

正
直
又
左
衛
門
が
、
お
客
の
忘
れ
物
の

二
百
両
を
届
け
た
お
話
。

　

藤
樹
先
生
は
「
鏡
草
」
の
中
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
例
え
話
を
通
し
て
「
孝
」
の
大
切

さ
を
説
か
れ
て
い
る
。
周
り
の
人
を
愛
し

敬
う
心
や
、子
ど
も
に
教
え
る
姿
勢
な
ど
、

そ
の
内
容
に
は
現
在
の
生
活
に
も
当
て
は

ま
る
こ
と
が
多
い
。

じ
い
さ
ん
と　

米
子
へ

旅
立
つ　

九
歳
の
朝

永
遠
に　

伝
え
る
教
え

「
五
事
を
正
す
」

しえ
　

藤
樹
先
生
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

米
子
よ
り
休
み
を
も
ら
っ
て
小
川
村
へ

帰
っ
て
来
た
お
じ
い
さ
ん
は
、
孫
の
立
派

な
成
長
ぶ
り
を
見
て
た
い
へ
ん
感
心
さ
れ

た
。
そ
こ
で
「
こ
の
ま
ま
田
舎
に
お
い
て

お
く
の
は
惜
し
い
。
米
子
へ
連
れ
て
行
っ

て
十
分
勉
強
さ
せ
て
や
り
た
い
。
ま
た
、

私
の
跡
を
継
が
せ
た
い
」
と
両
親
を
説
き

伏
せ
て
、
米
子
へ
連
れ
て
帰
ら
れ
た
。
先

生
が
学
問
と
武
士
へ
の
道
を
進
ま
れ
る
転

機
と
な
っ
た
意
義
深
い
出
来
事
で
あ
る
。

　

藤
樹
先
生
の
教
え
に
よ
る
と
五
事
を
正

す
と
は
「
貌
：
愛
敬
の
心
を
込
め
て
や
さ

し
く
和
や
か
な
顔
つ
き
で
人
と
接
し
ま

し
ょ
う
。
言
：
温
か
く
思
い
や
り
の
あ
る

こ
と
ば
で
相
手
に
話
し
か
け
ま
し
ょ
う
。

視
：
愛
敬
の
心
を
込
め
て
温
か
い
ま
な
ざ

し
で
人
を
見
、
も
の
を
見
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
聴
：
相
手
の
話
に
心
を
か
た
む

け
て
よ
く
聞
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。思
：

常
に
善
の
心
、
愛
敬
の
心
を
持
っ
て
視
聴

言
動
す
る
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。」

を
意
味
す
る
。

ひ
と
す
じ
に　

今
日
も
独
学

「
四
書
大
全
」

ひ
　

藤
樹
先
生
は
、
学
問
を
始
め
る
に
あ
た

り
、
ま
ず
、
中
国
の
四
書
大
全
（
大
学
、

中
庸
、
論
語
、
孟
子
の
四
種
の
参
考
書
）

を
独
学
で
、
理
解
で
き
る
ま
で
何
十
回
と

繰
り
返
し
読
ま
れ
た
。
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ば
必
ず
貧
し
い
邑む
ら
び
と民
に
賑
ほ
ど
こ
す（
よ
う
に
）
し

て
貸
す
。
民
そ
の
返
納
を
謹
む
に
進
物
の

ご
と
し
（
借
り
た
あ
わ
を
た
て
ま
つ
る
よ

う
に
返
し
た
）」（
前
同
）
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
貧
し
さ
苦
し
さ
を
村
人
と
共
に

す
る
先
生
の
心
の
広
さ
と
、
村
人
の
先
生

を
神
の
よ
う
に
敬
う
心
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
必
ず
」
貸
さ
れ
た

こ
と
で
す
。

・
医
者
に
な
り
た
い
と
い
う
了
佐
に
先
生

が
与
え
ら
れ
た
「
捷
し
ょ
う
け
い経
医い
せ
ん筌
」
は
愚
魯
鈍

昧
と
い
わ
れ
た
了
佐
で
あ
っ
て
も
分
か
り

そ
う
な
箇
所
を
、
中
国
の
医
学
書
か
ら
撰

び
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
内
科
・
外
科
、

小
児
科
・
婦
人
科
・
精
神
科
な
ど
の
病
理

と
処
方
。
経け
い
み
ゃ
く脈
（
簡
単
に
い
え
ば
ツ
ボ
）

や
灸
き
ゅ
う
ほ
う法
、
本
草
（
薬
草
）
学
に
及
ぶ
詳
細

な
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
先
生
が
読
ま

れ
た
医
学
書
を
「
全
集
解
題
」
で
挙
げ
て

い
ま
す
が
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
医
書

を
読
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
「
捷
経

医
筌
」
を
了
佐
た
だ
一
人
の
た
め
に
書
か

れ
た
の
で
す
。

　
「
我
（
先
生
）
了
佐
に
於
い
て
幾
ん
ど

精
根
を
尽
く
す
。
…
我
か
れ
に
教
う
と
い

う
と
も
、か
れ
勉
め
ず
ん
ば
あ
た
わ
じ（
教

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
）。
…
了
佐

如
く
な
ら
ざ
る
者
は
そ
の
勉
め
る
所
を
知

る
べ
し
」（
年
譜
）
と
塾
生
に
も
怠
ら
ず

に
勉
学
せ
よ
と
励
ま
さ
れ
る
の
で
す
。
そ

こ
に
は
先
生
の
限
り
な
く
深
い
愛
情
と
同

時
に
厳
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

・
先
生
は
医
学
の
知
識
が
豊
富
だ
っ
た
の

で
、
病
ん
だ
人
が
い
れ
ば
必
ず
往
診
し
、

薬
草
も
自
ら
煎
じ
て
与
え
ら
れ
、
貧
し
い

人
に
は
診
療
費
も
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と

思
う
の
で
す
。

・
先
生
は
学
塾
（
藤
樹
書
院
）
で
塾
生
と

何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
接
し
、
聖
人
に
な

る
こ
と
を
夢
み
て
、
塾
生
と
共
に
勉
学
に

励
ま
れ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
、
先
生

は
多
く
の
人
々
か
ら
聖
人
と
し
て
崇
め
ら

れ
た
と
思
う
の
で
す
。

聖
人
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
堯
・
舜
は

伝
説
上
の
聖
天
子
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は

古
代
の
王
な
の
で
王
が
儒
教
で
い
う
聖
人

な
の
で
す
（
夏
の
実
在
に
は
異
論
も
あ
り

ま
す
）。孔
子
は
王
で
は
な
く
師
表
と
な
っ

た
人
な
の
で
素
王
と
し
て
王
に
列
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

聖
人
の
定
義
・
概
念
は
歴
史
の
流
れ
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
宋
代
（
９
６
０
―

１
２
７
８
）
に
な
っ
て
「
聖
人
学
ん
で
至

る
べ
し
（
人
間
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
聖

人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
）」
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
明
代
に
至
っ
て

「
満
街
の
人
、
都す

べ
て
聖
人
」（
伝
習
禄
・

王
陽
明
の
語
録
）
と
な
る
の
で
す
。

　

す
べ
て
の
人
が
聖
人
で
あ
れ
ば
聖
人
と

し
て
崇
め
る
人
は
い
な
い
は
ず
で
す
が
、

ど
う
し
て
先
生
が
聖
人
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

・
先
生
は
郷
里
で
貧
し
い
独
り
住
ま
い
を

し
て
い
る
母
に
孝
行
す
る
た
め
に
大
洲
藩

士
を
辞
し
て
帰
郷
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ

の
当
時
の
先
生
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
「
藤

樹
先
生
事
状
」（
藤
樹
先
生
全
集
五
巻
）

に
よ
る
と
「
そ
の
家
甚
だ
し
く
貧
し
。

麁そ
し
ょ
く食
（
貧
し
い
食
事
）
弊へ
い
い衣
（
敗
れ
た
衣

服
）。
人
の
堪
え
ざ
る
所
に
し
て
、
こ
れ

に
処
す
る
に
裕
如
な
り
」と
し
て
い
ま
す
。

先
生
は
貧
し
さ
な
ど
気
に
す
る
こ
と
な
く

悠
然
と
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
事
状
は

更
に
「
若も

し
余よ
ぞ
く粟
（
余
っ
た
あ
わ
）
有
れ

◯
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

◯
税
理
士
法
人 
淡
海
総
合
会
計

◯
大
津
公
証
人
会　
白
髭
博
文

◯
大
溝
工
業 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

大
山
建
設

◯
岡
本
ア
ル
ミ
建
材 

株
式
会
社

◯
川
島
酒
造 

株
式
会
社

◯
川
島
織
布 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ
―
Ｓ

◯
株
式
会
社 

桑
原
組

◯
有
限
会
社 

宏
和
商
事

◯
税
理
士
法
人 

小
畑
会
計
事
務
所

◯
佐
治
タ
イ
ル 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

澤
村

◯
株
式
会
社 

シ
グ
マ
ッ
ク
ス

◯
清
水
安
三
記
念
館

◯
有
限
会
社 

白
浜
荘

◯
新
旭
電
子
工
業 

株
式
会
社

◯
杉
橋
建
設 

株
式
会
社

◯
ソ
エ
ダ 

株
式
会
社

◯
高
島
鉱
建 

株
式
会
社

◯
田
中
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所

◯
株
式
会
社 

Ｔ
Ａ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

◯
鉄
屋
商
事 

株
式
会
社

◯
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
童
心
塾

◯
有
限
会
社 

天
平
フ
ー
ズ

◯
株
式
会
社 

戸
井
薬
局

◯
と
も
栄 

藤
樹
街
道
本
店

◯
株
式
会
社 

ナ
カ
サ
ク

◯
ナ
カ
シ
ョ
ウ 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

中
田
運
送

◯
中
村
印
刷 

株
式
会
社

◯
株
式
会
社 

中
村
測
量
設
計

◯
ニ
ッ
ケ
イ
工
業 

株
式
会
社

◯
八
田
建
設 

株
式
会
社

◯
有
限
会
社 

馬
場
塗
装

◯
富
士
包
装
紙
器 

株
式
会
社

◯
戸
次
会
計
事
務
所

◯
株
式
会
社 

ホ
リ
ゾ
ン

◯
株
式
会
社 

ヨ
シ
ダ
ヤ

◯
株
式
会
社 

リ
ン
ク
ス

◯
有
限
会
社 

綿
庄
食
品
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）

賛
助
会
員
一
覧

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

★
新
規
賛
助
会
員
の
ご
紹
介

★
既
加
入
の
賛
助
会
員
一
覧

　

令
和
四
年
十
二
月
末
日
ま
で
に
、
ご
加
入

い
た
だ
き
ま
し
た
賛
助
会
員
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
ご
加
入
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◯
株
式
会
社 

才
川
食
品
店　

　
　
　
（
高
島
市
安
曇
川
町
西
万
木
）

◯
有
限
会
社 

丸
三
旅
館　

　
　
　
（
高
島
市
安
曇
川
町
西
万
木
）


