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座
右
の
「
迷
」

中
村

信
次

教
職
三
十
八
年
の
終
盤
は
「
指
導
的
」

な
立
場
を
拝
命
し
、
講
話
す
る
機
会
も

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
自
分
の
こ
れ
ま

で
を
顧
み
て
も
気
恥
ず
か
し
い
こ
と
を

口
に
し
て
き
た
よ
う
に
も
思
う
。
さ
ら

に
は
、
「
良
い
お
話
」
だ
っ
た
と
拝
聴

し
た
こ
と
も
、
一
週
間
も
経
て
ば
話
の

核
心
を
も
忘
れ
て
い
る
自
覚
が
気
持
ち

を
萎
え
さ
せ
る
。

た
だ
、
ネ
タ
帳
に
も
な
っ
た
一
冊
の

ノ
ー
ト
に
は
著
名
な
方
、
作
者
不
詳
の

一
文
を
、
メ
モ
、
切
り
抜
き
で
貯
め
て

き
た
こ
と
は
自
分
の
生
き
方
の
道
標
に

は
な
っ
て
い
る
。
三
十
分
の
聴
講
も
、

六
十
分
の
読
書
も
、
残
る
の
は
一
文
の

私
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
は
「
座
右

の
銘
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

は
私
の
二
つ
の
「
座
右
の
迷
」
を
紹
介

し
た
い
。

白
は
白

黄
は
黄
の
ま
ま
に

野
の
小

菊

取
り
か
え
ら
れ
ぬ
尊
さ
を
咲
く

（
田
中
木
叉）

好
き
勝
手
に
生
き
た
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
余
り
に
も
調
和
を
求
め
る
毎
日

を
自
分
に
も
周
り
に
も
求
め
た
く
は
な

い
も
の
だ
。
自
分
ら
し
く
日
々
を
送
る

中
で
、
元
気
に
居
る
こ
と
が
周
り
の
安

心
感
を
生
む
と
、
夫
婦
、
家
族
生
活
の

積
み
重
ね
か
ら
思
う
。
「
自
分
の
大
切

さ
と
同
じ
よ
う
に
他
の
人
の
大
切
さ
を

認
め
る
」
こ
と
は
人
権
教
育
の
目
指
す

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
人
ら
し
さ
を
、

そ
の
良
さ
と
し
て
素
直
に
受
け
止
め
ら

れ
る
よ
う
な
自
分
で
い
た
い
も
の
だ
。

「
選
択」
と
は「
他
方
を
捨
て
る」
こ
と
と
同

義
で
あ
る（
作
者
不
詳）

な
か
な
か
決
め
ら
れ
な
い
、
捨
て
る

こ
と
の
で
き
な
い
自
分
を
強
く
感
じ
る

の
で
思
わ
ず
書
き
留
め
た
言
葉
で
あ

る
。
「
選
択
」
を
迫
ら
れ
る
場
面
は
日

常
の
中
で
幾
つ
も
あ
る
。
進
学
、
結
婚
、

就
職
、
節
目
節
目
ほ
ど
に
大
き
な
選
択

が
必
要
で
あ
る
。
最
近
で
は
家
を
建
て

る
と
き
に
私
な
り
の
大
き
な
選
択
が
あ

っ
た
。

他
方
を
捨
て
る
覚
悟
の
な
い
「
選
択
」

は
後
悔
が
付
き
ま
と
い
、
迷
い
と
な
っ

て
明
日
の
自
分
を
苦
し
め
る
。「
選
択
」

に
は
良
い
も
の
を
選
ぶ
語
感
が
滲
み
出

る
が
、
良
い
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
意
識

以
上
に
、
こ
ち
ら
を
選
ぶ
こ
と
は
な
い

と
い
う
根
拠
や
覚
悟
こ
そ
大
切
だ
と
思

っ
て
い
る
。

「
働
き
方
改
革
」
を
通
し
て
、
様
々

な
学
校
改
革
が
求
め
ら
れ
た
が
、
何
を

変
え
る
か
は
、
「
何
を
変
え
て
は
い
け

な
い
か
」
を
と
も
に
考
え
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
っ
て
き
た
。
こ
の
芯
が
決

ま
れ
ば
、
後
は
現
場
感
を
持
っ
て
好
き

に
し
た
ら
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
迷
う

も
の
に
は
ど
ち
ら
も
良
さ
や
大
切
さ
が

あ
る
か
ら
迷
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
生
き
様
に
重
み
を
感
じ

る
他
人
の
言
葉
を
借
り
て
、
自
分
の
指

針
と
し
て
い
る
。
機
会
が
あ
れ
ば
紹
介

し
て
き
た
。
教
育
実
習
生
や
初
任
者
に

も
い
く
つ
か
の
著
名
先
人
の
言
葉
で
説

い
て
き
た
が
、
か
の
有
名
な
言
葉
に
は

ど
こ
か
で
ま
た
出
会
っ
て
く
れ
る
だ
ろ

う
と
。
私
の
話
は
一
週
間
も
す
れ
ば
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
か
ら
・

・
・
。

（
滋
賀
県
湖
南
市
教
育
研
究
所所

長
）

▼
授
業
の
動
画
を
文
字

化
し
て
「
さ
ざ
な
み
国

語
教
室
」
例
会
の
提
案

資
料
に
添
付
さ
れ
た
。

か
な
り
の
手
間
と
時
間

を
か
け
た
記
録
で
あ
っ

た
。
提
案
は
若
い
西
條

陽
之
先
生
（
小
野
小
）

教
材
は
「
す
が
た
を
変

え
る
大
豆
（
光
村
・
３
年
）
▼
授
業
は

「
す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
（
３
年
・

光
村
）
の
内
容
精
査
の
段
階
。
発
言
記

録
読
む
過
程
で
自
分
の
理
解
と
他
の
子

と
違
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
子
に

注
目
し
た
。
「
み
ん
な
と
違
う
の
は
、

中
が
③
段
落
か
ら
⑥
段
落
目
な
ん
で
す

け
ど
。
な
ん
で
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は

全
部
、
調
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
、

作
っ
て
い
る
も
の
な
ん
だ
な
。
そ
し
て
、

⑦
段
落
と
⑧
段
落
は
そ
の
ま
ま
、
塩
と

か
つ
け
て
食
べ
る
も
の
や
か
ら
（
後

略
）
」
発
言
は
続
き
、
作
り
方
や
工
夫

を
文
を
根
拠
に
し
段
落
の
働
き
や
違
い

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
文
章
の
叙
述
を

も
と
に
、
段
落
の
関
係
や
大
豆
の
工
夫

に
つ
い
て
説
明
し
た
文
章
量
の
多
少
を

比
べ
具
体
的
な
豆
腐
」
の
例
の
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。
▼
そ
の
子
の
発
言
の
長

さ
や
、
内
容
に
興
味
を
持
ち
、
発
表
を

想
像
し
て
音
読
を
し
た
。
内
容
だ
け
で

な
く
時
間
も
知
り
た
く
な
り
、
再
度
音

読
を
し
た
。
約
２
分
。
正
確
に
は
１
分

４
８
秒
。
三
回
程
読
み
返
し
、
よ
う
や

く
、
発
言
が
整
理
で
き
た
▼
発
言
を
聞

い
て
い
る
だ
け
で
は
見
逃
し
て
し
ま
い

そ
う
な
こ
と
や
、
文
字
を
見
て
い
る
だ

け
で
は
、
発
言
者
の
真
意
が
伝
わ
ら
な

い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
発
言
の
記
録
。

授
業
に
お
け
る
発
言
の
生
か
し
方
に
つ

い
て
し
ば
ら
く
考
え
た
。（
吉
永
幸
司
）
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宮
沢
賢
治
が
幻
灯
を

通
し
て
伝
え
た
い
こ
と
と
は

北
川

雅
士

１
０
月
の
中
旬
か
ら
「
や
ま
な
し
」

（
光
村
図
書
六
年
）
の
学
習
に
入
っ
た
。

年
生
か
ら
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」

5で
情
景
描
写
に
つ
い
て
、
「
わ
ら
ぐ
つ

の
中
の
神
様
」
で
物
語
の
特
色
に
つ
い

て
学
習
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
こ
の
教

材
で
は
「
作
者
と
作
品
の
世
界
観
を
と

ら
え
る
」
た
め
に
、
「
や
ま
な
し
」
と

「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
の
夢
」
を
読
み
な
が

ら
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
人
物
が
描
く
作

品
の
世
界
を
叙
述
か
ら
想
像
し
な
が

ら
、
作
品
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
考
え

を
ま
と
め
て
い
く
学
習
を
進
め
て
い
っ

た
。授

業
の
前
半
は
、
物
語
の
初
発
の
感

想
を
も
と
に
、
作
品
の
世
界
を
想
像
す

る
た
め
に
、
言
葉
の
意
味
調
べ
や
、
情

景
の
様
子
を
想
像
し
、
宮
沢
賢
治
が
考

え
た
言
葉
や
、
独
特
の
表
現
に
つ
い
て

の
解
釈
を
グ
ル
ー
プ
や
学
級
で
考
え
を

深
め
て
い
っ
た
。

そ
し
て
学
習
の
後
半
で
は
、
「
や
ま

な
し
」
を
通
し
て
宮
沢
賢
治
が
伝
え
た

い
こ
と
は
何
か
を
、
教
科
書
の
手
引
き

や
、
題
名
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
考
え

て
い
っ
た
。

児
・
・
・
賢
治
は
人
が
忘
れ
が
ち
に

Aな
っ
て
し
ま
う
も
の
の
大
切
さ
を
伝
え

た
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
時
代
が
賢
治
の
理
想
と
違
う
方

向
へ
進
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
や
ま
な

し
の
か
に
の
成
長
や
心
情
を
読
み
取
る

こ
と
で
賢
治
の
理
想
で
あ
っ
た
人
に
優

し
さ
を
育
て
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
考

え
に
つ
な
が
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

児
・
・
・
賢
治
の
人
生
と
「
や
ま
な

Bし
」
の
共
通
点
を
探
す
と
、
賢
治
が
経

験
し
た
多
く
の
災
害
暴
れ
る
自
然
は

「
や
ま
な
し
」
の
中
の
か
わ
せ
み
で
表

現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
か
わ
せ
み
に
お
び
え
て
い
る
か
に
た

ち
を
人
に
た
と
え
、
農
作
物
の
め
ぐ
み

は
う
れ
し
い
物
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え

た
い
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

児
・
・
・
宮
沢
賢
治
さ
ん
は
植
物
に

Cつ
い
て
考
え
て
い
た
人
な
の
で
、
題
名

の
や
ま
な
し
の
よ
う
に
人
や
動
物
は
植

物
を
育
て
、
食
べ
る
こ
と
で
行
き
て
い

け
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
こ
の
「
や
ま

な
し
」
で
伝
え
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

し
た
。

児
・
・
・
「
や
ま
な
し
」
に
は
賢
治

Dが
伝
え
た
い
勇
気
や
希
望
が
つ
ま
っ
て

い
る
こ
と
が
「
お
い
し
い
」
「
い
い
に

お
い
」
「
お
ど
る
よ
う
」
と
い
う
言
葉

か
ら
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
、
「
鉄
砲

だ
ま
」
の
よ
う
な
怖
い
存
在
よ
り
も
勇

気
や
希
望
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え

「
や
ま
な
し
」
の
題
名
に
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

作
者
に
つ
い
て
学
び
、
物
語
の
世
界

観
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
学
習
は
は
じ

め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
が
、
教
科
書
の

資
料
に
加
え
、
並
行
読
書
の
図
書
室
の

宮
沢
賢
治
作
品
に
書
か
れ
た
考
察
や
、

コ
ラ
ム
、
作
品
分
析
を
読
ん
で
い
く
う

ち
に
ど
ん
ど
ん
宮
沢
賢
治
の
世
界
に
引

き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
言
語
活
動

に
入
る
前
か
ら
、
「
風
の
又
三
郎
で
は

・
・
・
」
「
注
文
の
多
い
料
理
店
で
は

・
・
・
」
な
ど
関
連
づ
け
て
考
え
て
い

る
児
童
も
い
た
。
こ
の
あ
と
並
行
読
書

を
し
た
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
ど
の
よ
う

に
読
ん
で
い
く
の
か
い
ま
か
ら
楽
し
み

で
あ
る
。(

彦
根
市
立
城
南
小
学
校
）

教
室
づ
く
り

西
條

陽
之

コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
学
習
の
ス
タ
イ
ル

が
制
約
を
受
け
る
中
で
も
、
目
指
す
べ

き
子
ど
も
た
ち
の
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
は

「
教
師
の
手
か
ら
離
れ
て
も
、
自
ら
学

ぼ
う
と
す
る
人
」
に
な
る
こ
と
だ
と
考

え
る
。
子
ど
も
が
自
ら
思
考
し
、
判
断

し
、
表
現
す
る
、
対
話
的
な
学
び
の
た

め
に
教
室
掲
示
の
実
践
を
報
告
す
る
。

各
教
科
の
大
切
な
言
葉
を
「
学
び
ス

キ
ル
」
と
し
て
カ
ー
ド
に
し
て
、
壁
面

掲
示
に
蓄
積
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
国

語
科
の
説
明
文
の
学
習
な
ら
ば
「
構
成
」

や
「
は
じ
め
・
中
・
終
わ
り
」
、
算
数

科
な
ら
ば
「1

0
0
0
m

＝1
k
m

」
、
「
分
母
と

分
子
が
同
じ
数
の
と
き
、1

に
な
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
覚
え
て
お
く
べ
き
こ

と
、
こ
れ
か
ら
も
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う

こ
と
を
残
す
の
で
あ
る
。

教
室
掲
示
は
学
び
の
足
跡
で
あ
る
と

と
も
に
、
学
び
の
手
が
か
り
に
も
な
る
。

特
に
、
国
語
で
学
ん
だ
こ
と
は
他
教
科

に
お
い
て
も
生
か
さ
れ
る
場
面
が
多
々

あ
る
。
教
科
書
か
ら
読
み
取
っ
た
知
識

・
技
能
と
既
習
の
学
習
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
思

考
し
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学

習
の
振
り
返
り
や
新
し
い
単
元
の
始
ま

り
に
は
、
壁
面
に
目
を
向
け
る
子
ど
も

が
増
え
て
き
た
。
学
び
ス
キ
ル
の
導
入

時
に
は
、
教
師
主
導
で
言
葉
を
選
ん
で

い
た
が
、
少
し
ず
つ
主
導
権
を
子
ど
も

た
ち
に
移
譲
し
て
い
る
。
学
習
の
途
中

中
に
「
こ
れ
っ
て
学
び
ス
キ
ル
だ
よ
ね
」

と
見
極
め
た
り
、
学
習
の
終
わ
り
に
「
?

に
つ
い
て
、
学
び
ス
キ
ル
を
書
い
て
も

い
い
で
す
か
」
と
自
分
の
言
葉
で
学
ん

だ
こ
と
を
表
現
し
た
り
す
る
姿
も
見
ら

れ
て
き
た
。
学
び
ス
キ
ル
が
あ
る
程
度

溜
ま
っ
て
き
た
ら
、
分
類
し
て
い
く
。

話
し
合
い
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
の

中
の
物
語
文
、
説
明
文
、
な
ど
細
分
化
、

グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
の
学
び
の
整
理
に
も
つ
な
が
る
。

教
室
の
主
役
は
い
つ
で
も
子
ど
も
た
ち

で
あ
る
。
学
び
の
連
続
性
に
気
づ
き
つ

つ
あ
る
彼
ら
と
、
こ
れ
か
ら
も
言
葉
を

紡
い
で
い
き
た
い
。

（
大
津
市
立
小
野
小
学
校
）
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説
明
文
と
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成

川
端

由
起

月
下
旬
か
ら
「
世
界
に
ほ
こ
る
和

10
紙
」
の
単
元
に
入
っ
た
。
こ
の
単
元
は
、

「
伝
統
工
芸
の
良
さ
を
伝
え
よ
う
」
の

書
く
こ
と
と
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
書
く
事

で
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
り
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
教
材
の
単
元
を
貫
く

言
語
活
動
は
、
１
次
は
、
読
む
た
め
の

目
的
づ
く
り
で
、
相
手
は
、
ク
ラ
ス
の

人
達
。
目
的
は
、
ク
ラ
ス
の
人
に
、
調

べ
た
伝
統
工
芸
の
良
さ
を
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
し
て
紹
介
し
よ
う
に
し
た
。

次
2

は
、
目
的
に
応
じ
た
教
材
文
の
読
み
で
、

こ
こ
で
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
り
の
た

め
に
、
「
世
界
に
ほ
こ
る
和
紙
」
を
読

み
、
そ
の
論
理
構
成
や
書
き
方
を
学
び
、

自
分
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
の
た
め
に

生
か
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
３
次
は
、
自
分
の
言
語
活
動
の
振
り

返
り
と
な
り
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成

し
、
仕
上
げ
、
ク
ラ
ス
の
皆
と
読
み
合

い
、
仲
間
同
士
で
お
互
い
の
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
の
良
さ
を
認
め
合
う
、
と
い
う
活

動
に
な
る
。

た
だ
し
、
４
年
生
で
は
、
説
明
文
を

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
要
約
し
な
が
ら

読
め
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
が
あ

る
。
「
世
界
に
ほ
こ
る
和
紙
」
の
論
理

構
成
や
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
大
体

お
さ
え
る
と
、
学
習
は
要
約
へ
と
移
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
要
約
に
関
し
て
言
う

と
、
児
童
は
「
ア
ッ
プ
と
ル
ー
ズ
」
か

か
ら
こ
の
作
品
で
３
作
目
に
な
る
の

で
、
要
領
は
得
て
お
り
、
ス
ム
ー
ズ
に

学
習
を
終
え
ら
れ
た
。
問
題
な
の
は
、

３
次
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
で
あ
っ

た
。
ま
ず
、
伝
統
工
芸
を
探
す
作
業
か

ら
入
る
が
、
伝
統
工
芸
が
記
載
さ
れ
て

い
る
本
が
少
な
く
全
員
が
本
で
探
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
草
津
市
の
小

学
校
の
良
い
所
は
、

月
か
ら
児
童
全

10

員
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
が
配
布
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
「
伝
統
工
芸
」

と
検
索
す
れ
ば
、
日
本
全
国
あ
ら
ゆ
る

伝
統
工
芸
が
見
ら
れ
、
こ
れ
で
児
童
は

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
簡
単
に
書
く
こ
と
が

で
き
る
な
と
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

し
か
し
、
喜
び
も
束
の
間
、
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
作
成
の
下
書
き
文
書
を
見
る

と
、
ネ
ッ
ト
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
書
き

写
し
た
も
の
ば
か
り
が
多
か
っ
た
の
で

あ
る
。

伝
統
工
芸
と
い
う
題
材
が
難
し
い
の

か
、
「
世
界
に
ほ
こ
る
和
紙
」
の
読
み

が
不
十
分
な
の
か
、
ど
ち
ら
も
な
の
か
。

も
し
く
は
他
に
原
因
が
あ
る
の
か
。

そ
こ
で
、
私
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
成

し
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
書
く
こ
と
は
、

歴
史
、
特
徴
①
特
徴
②
、
自
分
の
意
見

の

つ
を
書
く
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

4
枠
を
作
り
、
児
童
に
書
か
せ
た
の
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
児
童
は
す
ら
す
ら

書
き
だ
し
た
。
文
章
を
見
え
る
形
に
し

て
い
な
い
か
ら
児
童
が
書
け
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

要
約
を
す
る
と
き
に
、
文
章
を
初
め

中
、
終
わ
り
に
分
け
て
意
味
段
落
の
要

点
を
ま
と
め
て
要
約
と
す
る
こ
と
が
多

い
。
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
り
は
、
そ
の
反

対
の
作
業
が
必
要
で
、
文
章
に
す
る
こ

と
を
枠
を
作
る
こ
と
で
、
映
し
出
し
て

い
く
。
そ
の
こ
と
を
今
回
の
単
元
で
知

り
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
更
な
る

実
践
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
。

（
草
津
市
志
津
小
学
校
）

消
防
隊
員
さ
ん
へ
の
手
紙

岡
嶋

大
輔

今
年
度
か
ら
、
消
防
署
の
見
学
は
三

年
生
が
行
っ
て
い
る
。

一
時
間
の
見
学
で
あ
っ
た
が
、
消
防

署
の
様
子
に
つ
い
て
の
プ
レ
ゼ
ン
、
隊

員
と
担
任
と
の
消
防
服
の
速
着
替
え
競

争
、
各
消
防
車
の
見
学
、
隊
員
へ
の
質

問
等
々
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
、

消
防
署
の
方
々
が
楽
し
く
分
か
り
や
す

く
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
子
ど
も
達
は

短
い
間
に
す
っ
か
り
隊
員
の
方
々
と
仲

良
く
な
り
、
帰
り
は
別
れ
を
惜
し
ん
で

バ
ス
に
乗
り
込
ん
で
い
た
。

教
室
に
戻
り
、
お
礼
の
手
紙
を
書
こ

う
と
投
げ
か
け
た
。
手
紙
の
書
き
方
は
、

別
の
機
会
に
既
習
済
み
で
あ
る
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
そ
う
抵
抗
は
な
く
、
み
ん

な
は
「
う
ん
う
ん
」
「
書
き
た
い
」
と

勢
い
付
い
て
い
た
。

ま
ず
は
「
は
じ
め
の
あ
い
さ
つ
」。「
季

節
感
の
あ
る
言
葉
」
を
考
え
て
出
し
合

っ
た
。
『
登
校
の
時
に
息
を
は
く
と
白

く
な
る
時
が
あ
り
ま
す
。
』
等
と
、
子

ど
も
ら
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
出
さ
れ

た
。
ま
た
、
「
相
手
の
様
子
を
た
ず
ね

る
言
葉
」
「
自
分
の
様
子
を
伝
え
る
言

葉
」
を
順
に
確
認
し
た
。

そ
し
て
「
結
び
の
あ
い
さ
つ
」
と
「
後

づ
け
」
も
確
認
し
た
後
、
「
本
文
」
と

し
て
「
心
に
残
っ
た
こ
と
」
「
勉
強
に

な
っ
た
こ
と
」
等
を
少
し
詳
し
く
書
い

て
い
く
よ
う
に
し
た
。

以
下
は
、
あ
る
子
の
手
紙
。

『
だ
ん
だ
ん
と
寒
く
な
っ
て
い
る
今
日

こ
の
ご
ろ
で
す
が
、
お
元
気
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
毎

日
元
気
い
っ
ぱ
い
に
す
ご
し
て
い
ま

す
。こ

の
間
は
、
消
防
し
ょ
を
見
学
さ
せ

て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。わ

た
し
は
、
「
だ
れ
か
の
役
に
立
ち

た
い
か
ら
消
防
士
に
な
っ
た
。」
と

い

う
言
葉
が
心
に
ひ
び
き
ま
し
た
。
だ
れ

か
の
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
と
て

も
す
ご
い
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
わ
た
し

は
、
か
ん
ご
士
に
な
り
た
い
と
い
う
し

ょ
う
来
の
ゆ
め
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
そ
の
言
葉
が
心
に
ひ
び
き
ま
し

た
。わ

た
し
は
消
防
し
ょ
に
行
っ
て
、
ど

れ
だ
け
火
事
が
お
そ
ろ
し
い
か
を
知
り

ま
し
た
。
わ
た
し
は
、
消
防
た
い
員
の

人
た
ち
を
見
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
も
前
向
き
に
が
ん
ば
っ
て
、
毎
日
学

校
や
休
み
の
日
に
む
ず
か
し
く
て
も
前

向
き
に
が
ん
ば
っ
て
、
毎
日
を
過
ご
し

て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

消
防
た
い
員
の
方
は
、
何
が
あ
っ
て

も
前
向
き
に
ゆ
う
気
を
持
っ
て
消
防
士

を
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
と
て

も
、
と
て
も
消
防
た
い
員
さ
ん
た
ち
み

た
い
な
大
人
に
な
れ
る
と
い
い
な
と
思

い
ま
し
た
。
い
つ
で
も
え
顔
で
、
い
や

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
い
や
な
顔
を
せ
ず

明
る
い
顔
の
消
防
た
い
員
さ
ん
の
こ
と

を
、
わ
た
し
は
、
い
つ
で
も
お
う
え
ん

し
て
い
ま
す
。

今
回
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
自
分
た
ち
の
こ
と

を
守
っ
て
く
だ
さ
る
た
く
さ
ん
の
方
々

に
感
し
ゃ
し
な
が
ら
毎
日
を
大
切
に
し

て
す
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
後
付
け
略
）』

こ
の
手
紙
を
書
い
た
Ｙ
さ
ん
は
、
臨

時
休
校
後
一
ヶ
月
ほ
ど
学
校
に
入
り
づ

ら
い
時
期
が
あ
っ
た
。
今
は
そ
ん
な
こ

と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
笑
顔
で
毎

日
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
今

回
、
隊
員
の
生
き
方
に
触
れ
、
感
化
さ

れ
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
こ
れ
か
ら

の
生
き
方
に
つ
な
げ
て
手
紙
を
書
い
て

い
た
。
人
と
人
と
の
出
会
い
の
大
切
さ

を
感
じ
る
と
と
も
に
、
そ
の
相
手
に
手

紙
を
書
く
こ
と
の
よ
さ
を
感
じ
た
。

（
野
洲
市
立
北
野
小
学
校
）
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教
員
も
学
び
を
止
め
な
い

飯
沼

俊
雄

今
日
の
急
激
に
変
化
す
る
時
代
背
景

の
中
で
，
我
が
国
の
学
校
教
育
に
は
，

一
人
一
人
の
児
童
生
徒
が
，
自
分
の
よ

さ
や
可
能
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
，

あ
ら
ゆ
る
他
者
を
価
値
の
あ
る
存
在
と

し
て
尊
重
し
，
多
様
な
人
々
と
協
働
し

な
が
ら
様
々
な
社
会
的
変
化
を
乗
り
越

え
，
豊
か
な
人
生
を
切
り
拓
き
，
持
続

可
能
な
社
会
の
創
り
手
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
，
そ
の
資
質
・
能
力
を
育

成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
文

部
科
学
省
，2

0
2
0

）
。
従
来
指
摘
さ
れ

て
い
る
課
題
に
加
え
、
先
に
述
べ
た
新

し
い
時
代
に
必
要
な
資
質
・
能
力
の
育

成
が
教
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
近
年
の
教

員
の
大
量
退
職
，
大
量
採
用
等
の
影
響

に
よ
り
，
教
員
の
経
験
年
数
の
均
衡
が

顕
著
に
崩
れ
始
め
，
か
つ
て
の
よ
う
に

先
輩
教
員
か
ら
若
手
教
員
へ
の
知
識
・

技
能
の
伝
承
を
う
ま
く
図
る
こ
と
の
で

き
な
い
状
況
に
あ
る
（
文
部
科
学
省
，

2
0
1
5

）
。
そ
の
よ
う
な
中
で
，
教
員
の

専
門
性
を
向
上
す
る
こ
と
は
今
日
の
教

育
現
場
に
お
い
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
（
文
部
科
学
省
，20

15

・2
02
0

）
。

近
年
，
教
員
の
専
門
性
に
つ
い
て
，

教
員
の
認
知
や
思
考
過
程
に
着
目
す
る

研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た

と
え
ば
，
佐
藤
・
岩
川
・
秋
田
（1

99
0

）

が
提
唱
し
た
実
践
的
思
考
様
式
と
い
う

考
え
方
の
中
で
，
教
員
は
刻
々
と
変
化

す
る
授
業
場
面
で
，
判
断
や
意
思
決
定

を
連
続
的
に
行
い
，
子
ど
も
の
発
言
の

意
味
を
授
業
の
展
開
，
教
材
の
内
容
，

他
の
子
ど
も
の
思
考
と
結
び
つ
け
て
理

解
す
る
即
興
的
思
考
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
即
興
的
思
考
の
形
成
に
つ
い

て
，
以
前
担
当
し
た
初
任
者
の
成
長
過

程
か
ら
見
出
す
こ
と
と
す
る
。

「
学
習
計
画
表
を
見
て
く
だ
さ
い
。

今
日
は
第
４
場
面
の
心
に
残
っ
た
と
こ

ろ
を
交
流
し
ま
す
。」
こ
れ
は
，
以
前
，

私
が
担
当
し
た
初
任
者
の
ク
ラ
ス
の
子

ど
も
の
発
言
で
あ
る
。
担
当
し
た
初
任

者
の
ク
ラ
ス
で
は
，
日
直
に
な
っ
た
子

ど
も
が
一
日
，
黒
板
の
前
に
机
を
置
い

て
，
み
ん
な
の
方
を
向
き
，
司
会
を
務

め
て
い
た
。
さ
ら
に
，
「
グ
ル
ー
プ
学

び
」
と
い
う
小
集
団
で
の
話
し
合
い
活

動
に
お
い
て
も
，「
司
会
」「
タ
イ
ム
キ

ー
パ
ー
」「
書
記
」
「
発
表
」
と
い
う
役

割
を
一
人
ひ
と
り
が
担
い
，
司
会
者
を

中
心
に
交
流
を
進
め
て
い
た
。
教
師
の

指
示
が
な
く
て
も
，
子
ど
も
た
ち
だ
け

で
授
業
を
進
め
て
い
た
。
ま
た
，
「
グ

ル
ー
プ
学
び
」
の
話
し
合
い
活
動
に
お

い
て
は
，
形
式
に
当
て
は
め
た
「
発
表

会
」
で
は
な
く
，
自
分
の
意
見
を
出
し

た
後
か
ら
話
し
合
い
が
始
ま
る
こ
と
を

誰
も
が
意
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
，
ホ

ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
を
活
用
し
な
が
ら
，
グ

ル
ー
プ
の
意
見
を
可
視
化
さ
せ
，
友
だ

ち
の
意
見
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
り
，

意
見
を
付
け
加
え
た
り
，
整
理
し
た
り

す
る
姿
が
あ
っ
た
。
「
全
体
」
で
の
学

習
で
は
，
教
師
が
グ
ル
ー
プ
で
出
て
き

た
意
見
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
，
全

体
に
問
い
か
け
る
。
「
全
体
の
学
び
」

に
お
い
て
も
，
意
見
が
飛
び
交
う
。
当

時
の
初
任
者
の
ク
ラ
ス
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
，
こ
れ
ら
の
姿
は
，1

学
期
に

は
な
く
，「
全
体
学
び
」
は
も
ち
ろ
ん
，

「
グ
ル
ー
プ
学
び
」
に
お
い
て
も
，
子

ど
も
は
と
て
も
静
か
で
，
意
見
が
あ
ま

り
で
な
か
っ
た
。
初
任
者
は
日
々
，
授

業
中
の
子
ど
も
の
発
言
を
参
考
に
し

て
，
何
度
も
授
業
計
画
を
練
り
直
し
て

い
た
。
さ
ら
に
，
校
内
研
究
授
業
の
参

観
や
そ
の
後
の
研
究
会
，
日
々
の
教
材

研
究
に
お
い
て
，
同
じ
学
年
の
教
員
や

他
の
教
員
と
授
業
に
つ
い
て
語
り
合
う

中
で
，
授
業
中
で
の
自
分
の
思
考
や
意

思
決
定
を
対
象
化
し
言
語
化
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
た
。
そ
の
中
で
，
「
学
ぶ

こ
と
」
，
「
教
え
る
こ
と
」
と
い
う
授
業

観
に
変
容
が
見
ら
れ
た
。
子
ど
も
の
発

言
を
も
と
に
，
授
業
中
に
授
業
計
画
を

修
正
し
て
進
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
た
と
え
ば
，
ル
ー
ル
を
構
築
し
て

い
く
上
で
も
，
教
師
の
ル
ー
ル
を
一
方

的
に
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く
，
子
ど

も
た
ち
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
，
合
意

形
成
す
る
時
間
を
大
切
に
す
る
初
任
者

の
指
導
行
動
の
変
容
が
あ
っ
た
。
子
ど

も
と
の
「
対
話
」
を
繰
り
返
す
中
で
，

一
定
の
ル
ー
ル
が
自
発
的
に
守
ら
れ
，

子
ど
も
の
発
表
の
声
が
大
き
く
、
意
見

が
多
く
出
て
い
る
授
業
が
展
開
さ
れ

た
。こ

れ
ま
で
の
教
員
の
専
門
性
向
上
の

研
究
動
向
を
見
て
い
る
と
，
教
員
の
専

門
性
向
上
の
中
核
的
要
因
に
は
，
校
内

研
修
や
校
外
研
修
な
ど
の
社
会
的
要
因

が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
前
担
当
し
た
初
任

者
は
，
同
じ
学
年
の
教
員
や
他
の
教
員

と
授
業
に
つ
い
て
語
り
合
う
中
で
，
自

ら
実
践
を
問
い
直
し
た
。
不
確
実
な
授

業
の
中
で
，
判
断
や
意
思
決
定
を
連
続

的
に
行
い
，
授
業
計
画
や
発
問
な
ど
を

調
整
し
な
が
ら
，
授
業
を
展
開
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

教
員
も
仲
間
と
と
も
に
，
日
々
，
省

察
し
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
再

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
湖
南
市
立
三
雲
東
小
学
校
）
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▼
十
月
例
会

（
第
四
百
六
十

三
回
）
の
提
案

は
西
條
陽
之
さ
ん
（
小
野
小
）
研
究
主

題
「
こ
れ
か
ら
目
指
す
、
考
え
理
論
す

る
た
め
の
教
室
づ
く
り
」
研
究
教
材
は

「
す
が
た
を
変
え
る
大
豆
」
「
食
べ
物

の
ひ
み
つ
を
教
え
ま
す
」（
３
年
光
村
）

▼
研
究
提
案
に
当
た
っ
て
西
條
さ
ん
が

取
り
組
ん
だ
こ
と
は
、
単
元
の
全
授
業

を
撮
影
し
、
そ
れ
を
文
字
化
し
記
録
に

残
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
子
ど

も
や
教
師
の
発
言
を
読
み
、
実
際
の
授

業
で
は
見
逃
し
て
い
る
こ
と
、
子
供
同

士
の
発
言
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
こ

と
、
更
に
、
教
師
の
発
言
を
客
観
的
に

分
析
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
な
り
の

時
間
を
か
け
て
再
現
し
た
授
業
記
録
を

読
み
返
す
こ
と
で
、
西
條
さ
ん
が
発
見

し
た
こ
と
は
、
自
分
の
話
の
量
や
子
ど

も
の
発
言
の
生
か
し
方
で
あ
っ
た
。

▼
授
業
記
録
に
再
現
は
、
昭
和
時
代
で

録
音
テ
ー
プ
を
聞
き
な
が
ら
文
字
化
す

る
と
い
う
い
方
法
で
行
っ
て
い
た
。
が
、

映
像
と
し
て
動
画
で
記
録
が
出
来
る
よ

う
な
っ
て
か
ら
、
便
利
さ
に
委
ね
て
視

聴
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
平
成
、
令
和
時
代
に
な
っ
て
、

改
め
て
、
授
業
の
文
字
化
を
通
し
て
、

授
業
の
機
微
に
ふ
れ
た
提
案
に
深
く
感

動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

▼
「
す
が
た
を
変
え
る
大
豆
」
に
つ
い

て
は
、
文
章
の
構
成
や
例
の
書
か
れ
方

を
中
心
し
て
話
し
合
い
が
積
み
上
げ
る

過
程
で
、
文
章
の
細
分
に
着
目
し
て
、

互
い
の
理
解
を
交
流
す
る
と
い
う
学
習

活
動
に
お
け
る
指
導
の
仕
方
や
効
果
的

な
場
の
設
定
及
び
、
手
立
て
に
つ
い
て

議
論
を
深
め
た
。

▼
巻
頭
に
は
、
中
村
信
次
先
生
よ
り
玉

稿
を
頂
き
ま
し
た
。
深
謝
。

（
吉
永
幸
司
）


