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昨
年
秋
、
あ
る
学
会
で
「
東
日
本
大
震
災
を
学
校
の
授
業
で
ど
う
あ
っ

か
う
か
」
を
テ
！
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
や
福
島
第
一
原
発
事
故
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事

や
事
柄
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
校
の
授
業
で
と
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い

る
。
実
際
、
地
震
や
津
波
と
防
災
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
原
子
力
発
電
、
生
活

と
電
力
消
費
、
食
料
と
安
全
な
ど
は
社
会
科
や
総
合
的
学
習
の
時
間
で
テ

ー
マ
に
で
き
る
題
材
で
あ
る
し
、
ま
た
道
徳
の
時
間
に
使
え
そ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
数
多
い
。

し
か
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
で
あ
る
仙
台
市
の
教
員
と
大
阪
市
の
教
員
は
、

と
も
に
授
業
で
あ
っ
か
う
こ
と
の
難
し
さ
を
語
っ
て
い
た
。

仙
台
の
学
校
で
は
、
い
ま
だ
に
震
災
の
影
響
や
記
憶
が
強
く
残
る
生
徒

が
お
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
配
慮
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。

で
は
大
阪
の
学
校
で
は
ど
う
か
。
難
し
い
の
は
、
生
徒
た
ち
は
震
災
や

原
発
事
故
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
知
識
に
接
し
て
い
る
が
、
そ
れ

未
来
を
展
望
す
る
』

世
界
思
想
社
、
二
O

一
二
年

平

敏

石

隆

を
い
か
に
「
他
人
事
」
に
終
わ
ら
せ
な
い
か
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
ど
こ

か
速
い
所
で
起
こ
っ
た
災
害
」
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
／
自
分
た
ち
の

問
題
、
い
わ
ば
「
自
分
事
」
と
し
て
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
だ

と
い
う
（
な
お
一
百
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
「
自
分
事
」
と
い
う
の
は
、
た

と
え
ば
原
発
停
止
で
我
が
家
の
電
気
料
金
は
い
く
ら
増
え
る
か
と
い
う
「
私
の

利
害
得
失
」
の
観
点
と
は
異
な
る
）
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
日
本
の
社
会
保
障
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て

語
る
こ
と
の
難
し
さ
も
、
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
題
で
あ
る
「
社
会
保
障
の
哲
学
」
に
目
を
転
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

著
者
の
加
茂
直
樹
氏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
方
が
承
知
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
現
代
社
会
の
多
く
の
課
題
に
精
力
的
に
取
り

組
ん
で
こ
ら
れ
た
著
者
が
、
十
年
ほ
と
前
か
ら
本
格
的
に
テ
l

マ
と
し
て
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取
り
上
げ
て
き
た
の
が
、
こ
の
「
社
会
保
障
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ

の
分
野
の
著
書
と
し
て
は
、
「
現
代
日
本
の
家
族
と
社
会
保
障
」
（
二O

一

O
年
、
世
界
思
想
社
）
に
つ
づ
き
二
冊
目
に
あ
た
る
。

日
本
の
社
会
保
障
の
将
来
像
を
ど
う
描
く
か
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
二

O
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
日
本
の
政
治
と
政
局
の
動
き
の
中
心
に
あ
る
。

「
税
と
社
会
保
障
の
一
体
改
革
」
を
掲
げ
た
民
主
党
政
権
は
、
昨
年
八
月

に
消
費
増
税
法
案
を
成
立
さ
せ
た
わ
け
だ
が
（
ち
な
み
に
本
骨
の
「
は
じ
め

に
」
は
法
案
成
立
を
見
届
け
た
後
に
脅
か
れ
て
い
る
）
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
問

題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
く
に
社
会
保
障
費
の
膨
張
と
財
源
の
問
題
は
深
刻
さ
を
き
わ
め
て
い

る
。
二
O

一
0
年
度
の
社
会
保
障
給
付
費
は
一

O
三
兆
円
（
年
金
五
二
兆

円
、
医
療
三
O
兆
円
、
介
護
七
兆
円
）
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
二

O

二
二
年

度
予
算
案
で
も
社
会
保
障
費
は
（
生
活
保
護
費
六
七

O
億
円
の
削
減
に
も
か

か
わ
ら
ず
）
一
般
会
計
九
二
兆
円
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
こ
九
兆
円
を

占
め
、
毎
年
約
一
兆
二
千
億
円
ず
つ
増
え
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

い
わ
ゆ
る
「
国
の
借
金
」
（
国
債
、
借
入
金
、
政
府
短
期
証
券
の
合
計
）
は

二
O

一
二
年
末
で
九
九
七
兆
円
（
国
民
一
人
当
た
り
七
八
二
万
円
）
を
こ
え
、

年
度
末
に
は
一
千
兆
円
を
上
回
ろ
う
と
し
て
い
る
。

日
本
の
社
会
保
障
が
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
だ
と
い
う
人
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
自
分
の
将
来
や
老
後
に
何
の
不
安
も
な
い
と
い
う
人
も
い
る

と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
で
は
社
会
保
障
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

ど
こ
を
ど
う
改
革
す
べ
き
な
の
か
。
「
社
会
保
障
」
と
い
う
問
題
は
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
に
ま
た
が
り
、
ま
た
多
種
多
様
な
論
点
を
含
む
も
の
で
あ
る

評書

だ
け
に
、
こ
れ
に
答
え
る
の
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。

本
書
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
多
岐
に
わ
た
る
論
点
を
丹
念
に
と
り
あ

げ
、
そ
し
て
複
雑
な
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
何
が
問
題
な
の
か
を

指
し
示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
そ
も
そ
も
「
社
会
保
障
」
と
は
ど
ん
な
制
度
で
あ
り
、
ど
の
よ

う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
現
在
直
面
し
て
い
る
問
題
は
何
か
。

こ
れ
を
概
観
す
る
の
が
本
書
の
第
一
部
で
あ
る
。

「
社
会
保
障
」
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
「
疾
病
、
負
傷
、
分
娩
、
廃
疾
、

死
亡
、
老
齢
、
失
業
、
多
子
そ
の
他
困
窮
の
原
因
に
対
し
、
保
険
的
方
法

ま
た
は
直
接
公
の
負
担
に
お
い
て
経
済
保
障
の
途
を
講
じ
、
生
活
困
窮
に

陥
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
国
家
扶
助
に
よ
っ
て
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障

す
る
と
と
も
に
、
公
衆
衛
生
及
び
社
会
福
祉
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
す

べ
て
の
国
民
が
文
化
的
社
会
の
成
員
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
（
一
九
五O
年
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
「
社
会

保
障
制
度
に
関
す
る
勧
告
」
）
だ
と
い
え
る
。

歴
史
的
に
見
れ
ば
、
も
と
も
と
地
域
共
同
体
内
部
で
の
「
助
け
合
い
」

に
よ
り
社
会
保
障
的
な
機
能
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
化
と
と
も
に

地
域
共
同
体
は
解
体
し
、
自
生
的
な
助
け
合
い
も
機
能
し
な
く
な
り
、
ま

た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
矛
盾
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
中
、
日
本

で
国
家
的
事
業
と
し
て
の
社
会
保
障
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
第
二
次

大
戦
後
で
あ
る
。
と
く
に
一
九
六

0
年
代
以
降
は
、
高
度
経
済
成
長
に
支

え
ら
れ
て
、
社
会
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
整
備
や
年
金
・
医
療
の
社
会
保
険
方
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式
で
の
制
度
化
が
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
経
済
成
長
の
終
湾
と

と
も
に
社
会
保
障
制
度
の
行
き
詰
ま
り
も
表
面
化
し
は
じ
め
る
。
し
か
し

そ
の
後
、
本
格
的
な
解
決
の
取
り
組
み
は
な
さ
れ
ず
、
そ
の
つ
ど
場
当
た

り
的
な
対
応
が
い
た
ず
ら
に
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
現
在
の
混
乱
に

い
た
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
、
な
ぜ
「
機
能
不
全
」
に
お
ち
い

っ
た
の
か
。
著
者
は
、
そ
の
原
因
は
制
度
が
前
提
し
て
い
た
は
ず
の
社
会

そ
の
も
の
が
変
質
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
第
一
に
産
業
資

本
主
義
か
ら
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
へ
の
移
行
、
と
く
に
グ
ロ
ー
バ
ル
資

本
主
義
の
拡
大
に
よ
る
経
済
体
制
の
転
換
、
そ
し
て
第
二
に
リ
l

マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
に
象
徴
さ
れ
る
金
融
化
と
そ
の
源
泉
で
あ
る
リ
ス
ク
の
個
人
化
、

第
三
に
従
来
の
家
父
長
的
家
族
の
解
体
と
家
族
の
個
人
化
で
あ
る
。

ま
た
社
会
保
障
制
度
の
財
政
基
盤
と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
制
度
を
直

接
的
、
ま
た
間
接
的
に
支
え
る
日
本
の
財
政
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と

の
大
き
な
原
因
は
、
高
度
成
長
期
の
税
収
の
自
然
増
を
背
景
と
し
て
可
能

で
あ
っ
た
低
い
租
税
負
担
率
と
高
い
社
会
保
障
給
付
水
準
が
維
持
さ
れ
つ

づ
け
た
結
果
、
財
政
赤
字
の
累
積
が
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
あ
る
。

た
だ
し
社
会
保
障
と
い
っ
て
も
、
「
保
険
的
方
法
」
に
よ
る
年
金
、
医

療
、
介
護
、
一
雇
用
等
と
「
直
接
公
の
負
担
」
に
よ
る
生
活
保
護
、
児
童
手

当
、
障
害
者
手
当
等
と
で
は
制
度
設
計
が
異
な
り
、
後
者
は
所
得
の
再
配

分
機
能
を
も
つ
が
、
前
者
は
そ
う
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
強
制
加
入
」
に

よ
る
「
助
け
合
い
」
で
あ
る
。
現
在
、
一
つ
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
こ
か
ら
漏
れ
落
ち
る
人
（
年
金
保
険
料
未
納
者
、
医
療
保
険
料
滞
納
者
）

の
存
在
で
あ
る
。

で
は
今
後
、
社
会
保
障
制
度
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
再
構
築
さ
れ
る
べ

き
か
。
こ
れ
が
後
半
の
第
二
部
の
テ
l

マ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
上
げ

ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
、
議
論
を
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

と
く
に
二
つ
の
点
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
社
会
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
た
ん
に
個
々
の
社
会
保
障
制

度
の
手
直
し
だ
け
で
克
服
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
大
き
な
射
程
に

お
け
る
取
り
組
み
、
と
く
に
国
が
「
雇
用
を
確
保
し
、
貧
困
・
格
差
・
社

会
的
排
除
を
な
く
し
て
い
く
た
め
の
総
合
的
な
政
策
」
を
お
こ
な
い
、

「
暴
走
と
破
綻
」
に
い
た
っ
た
「
市
場
資
本
主
義
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
（
一
四
三
頁
）
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
経
済
が
「
富
の
生
産
と
そ
の
効
率
性
」
を
追
求
し
、
福
祉
は

「
富
の
分
配
の
公
平
性
」
を
、
環
境
は
「
富
の
総
量
と
規
模
の
持
続
可
能

性
」
を
求
め
る
（
広
井
良
典
）
（
一
六
五
頁
）
の
だ
と
す
る
と
、
社
会
保
障

の
観
点
か
ら
も
、
環
境
の
観
点
か
ら
も
、
問
題
は
「
経
済
」
の
価
値
が
過

度
に
偏
重
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
市
場
に
お
け
る

経
済
活
動
を
社
会
的
合
意
に
も
と
づ
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
」
を

通
じ
て
、
「
社
会
構
成
員
各
層
が
互
い
に
助
け
合
い
支
え
合
う
温
か
み
の

あ
る
社
会
を
、
持
続
可
能
な
も
の
と
し
て
創
っ
て
い
く
こ
と
」
（
一
七
二

頁
）
と
い
う
目
標
に
よ
っ
て
、
現
代
的
課
題
と
し
て
の
社
会
保
障
と
中
長

期
的
課
題
と
し
て
の
環
境
保
護
と
は
結
び
つ
く
の
だ
と
著
者
は
い
う
。

ま
た
第
二
に
、
今
後
の
社
会
保
障
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
、
右
で
触
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れ
た
「
社
会
的
合
意
に
も
と
つ
く
」
こ
と
の
重
要
性
を
著
者
は
再
三
指
摘

し
て
い
る
。
社
会
保
障
に
関
す
る
政
策
の
決
定
が
「
民
主
主
義
的
な
手
続

き
に
よ
る
合
意
形
成
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
な

の
だ
が
、
し
か
し
現
実
に
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
ほ
と
ん
ど
成
立
し
て
い

な
い
」
（
一
四
四
頁
）
。

そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
、
制
度
が
あ
ま
り
に
複
雑
で
透
明
性
を
欠

く
こ
と
、
ま
た
行
政
の
情
報
開
示
が
不
十
分
で
、
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
方
の

国
民
の
側
も
、
制
度
の
全
体
像
が
見
通
し
に
く
く
、
個
々
の
制
度
の
有
効

性
や
意
義
・
公
正
さ
も
自
明
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
個
人
が
属
す
る
階
層

や
世
代
、
性
別
等
に
よ
り
制
度
と
の
関
わ
り
が
異
な
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

と
も
す
れ
ば
社
会
保
障
の
問
題
を
個
々
の
局
面
で
の
負
担
と
給
付
の
関
係

だ
け
か
ら
、
と
ら
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
社
会
保
障
の

「
制
度
を
支
え
、
他
人
と
助
け
合
い
分
か
ち
合
う
」
（
一
四
六
頁
）
と
い
う

公
共
的
な
意
識
や
関
心
は
希
薄
に
な
り
、
国
民
が
民
主
的
な
合
意
形
成
の

主
体
的
な
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
の
で
あ
る
。

評型F

こ
こ
で
「
信
頼
さ
れ
な
い
制
度
や
政
治
が
悪
い
の
か
、
主
体
的
に
関
わ

ろ
う
と
し
な
い
国
民
が
悪
い
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
水
掛
け
論
に
な

り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
「
国
家
が
よ
く
組
織
さ
れ
る
ほ
ど
、
市
民
の
心

の
中
で
は
公
共
の
仕
事
が
私
的
な
仕
事
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
：
：
：
国

事
に
つ
い
て
誰
か
が
『
私
に
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
』
な
ど
と
言
い
出
す

ゃ
い
な
や
、
国
家
は
も
は
や
滅
び
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
（
「
社

会
契
約
論
」
第
三
編
第
十
五
章
）
と
い
う
ル
ソ
l

の
診
断
は
、
こ
こ
で
も
当

て
は
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

冒
頭
に
あ
げ
た
こ
と
に
引
き
つ
け
て
い
う
な
ら
ば
、
一
方
で
社
会
保
障

が
、
ど
こ
か
に
い
る
私
に
見
え
に
く
い
／
見
え
に
く
く
さ
れ
て
い
る
人
た

ち
の
問
題
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
他
人
事
」
に

し
か
な
ら
な
い
。

ま
た
「
私
の
利
害
得
失
」
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
制
度
の
評
価
は

も
っ
ぱ
ら
「
私
に
と
っ
て
損
か
得
か
」
だ
け
で
測
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
社

会
保
障
と
い
う
仕
組
み
が
各
層
に
よ
る
受
益
・
負
担
の
違
い
と
い
う
面
を

含
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
も
っ
ぱ
ら
取
り
上
げ

ら
れ
る
の
も
、
生
活
保
護
の
不
正
受
給
問
題
や
年
金
の
世
代
間
不
公
平
の

問
題
（
ち
な
み
に
二
O

一
二
年
の
内
閣
府
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
O
年
生

ま
れ
ま
で
は
受
給
が
上
回
り
、
一
九
五
五
年
生
ま
れ
以
降
は
支
払
い
超
過
に
な

る
そ
う
で
あ
る
）
な
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
保
障
に
関
す
る

議
論
は
「
誰
か
が
う
ま
く
や
っ
て
、
自
分
が
馬
鹿
を
見
て
や
し
な
い
か
」

と
い
う
国
民
の
間
の
利
害
対
立
に
終
始
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

結
局
、
社
会
保
障
と
い
う
問
題
を
、
ど
こ
ま
で
私
た
ち
が
「
自
分
事
／

自
分
た
ち
事
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
。
そ
こ
に
解
決
へ
の
一
つ
の
糸

口
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
ひ
ら
い
し
た
か
と
し
・
京
都
教
育
大
学
）




