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》教育課程審議会が「意見を王

蜀く会」

教育課程審議会（高村象、ト

会長）は、去る 7月21日、東

京，霞か関の国立控育会館て

「教育課程の改善に関する意

見を聞く会」を開いた。

これは、小・中。高校の教

育課程の椿準の改善について

検討を進めている審蟻会が、

今後の審議の参考にするため

開＼ヽたもので、この日は未井

文部大臣も出席して 学者、

校長会、教育行政担当者等か

ら意屁を聞いた。

》夏休みに℃相撲部屋を小，

中学生に開放

去る 7月27日、東京。両国

の春日野部屋へ埼王県の中学

生ら27人が一日入門し、実技

指導の力士の胸を借りて汗を

流した。

こ礼は、助け合い教育の視

学委員てある日本相撲協会の

春日野埋事長げ）提唱で、この

夏、相撲部屋の開放が行われ

たものc

この日ば、永井文部大臣心

姿を見せ、中学生たちを激励

した。

疇スポーツ功労者表彰式など

行われる

去る 8月5日午前、東京。

渋谷の岸記念体育会館で、モ

ントリオー・ル。オ，）ンピ、J7 

日本代表選手団の醇団式か行

われた。

解団式のあと、三木首相が

出席し、ゴールド。メダリス

！、への賜杯伝達式。引き続い

て、スボーソ功労者表彰式が

行われ、第三位までの入賞者

とその監督に永井文部大区カ

ら表彰状と記念品が贈ら］した。



さ
ら
記
鉄
道
の
中
央
諜
が
開
通
す
る
と
、

く
失
っ
て
衰
退
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
最
近
は
一
般
的
な
過
院
化
が
こ

こ
で
も
進
ん
で
き
て
い
た
。

宿
場
町
と
し
て
の
模
能
を
全

長
野
県
は
早
く
か
ら
銅
光
開
発
に
力
を
注
い
で
巻
て

木
曽
池

域
に
つ
い
て
も
昭
和
一
二
十
年
代
の
後
半
応
け
ざ
ま
ざ
ま
な
調
査
が
な
さ

れ
て
い
た
。
恩
耀
で
は
す
で
に
藤
村
記
念
誼
が
つ
く
ら
れ
、
多
く
の
観

光
客
を
集
め
て
い
た
が
、
馬
筐
峙
を
貼
え
て
妻
籠
応
く
る
人
は
な
お
酷

で
あ
っ
た
。
南
木
曽
町
で
も
旧
木
曽
路
を
整
備
す
る
一
方
、

脇
本
陣
の
家
柄
で
あ
り
明
治
十
二
年
忙
建
て
ら
れ
た
林
家
の
建
物
を
借

り
受
け
、

妻
醤
の
旧

卿
土
資
料
銅
と
し
て
公
開
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
。

妻
籍
を
集
落
と
し
て
四
応
存
し
よ
う
と
い
う
計
固
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た

の
は
、
こ
の
郷
土
饂
が
開
館
の
運
び
と
な
っ
た
昭
和
四
十
二
年
頃
で
あ

る
。
南
木
曽
町
で
は
こ
の
保
存
計
画
を
長
野
県
の
明
治
百
年
記
念
事
業

の
一
っ
と
し
て
採
り
上
げ
て
も
ら
う
よ
う
県
に
働
き
か
け
た
結
果
、
と

り
あ
え
ず
基
礎
胴
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

調
査
は
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
敦
室
の
太
田
博
太
郎
敦
授

州
芸
術
工
科
大
学
学
長
）
に
依
闊
さ
れ
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
に
は
基
本

計
国
書
が
作
成
さ
れ
た
。

（
現
几

こ
こ
で
そ
の
基
本
方
針
と
し
て
朗
樟
に
打
ち

出
さ
汎
た
の
は
、
観
光
を
も
目
的
と
は
す
る
が
、

観
の
保
存
を
第
一
義
と
す
る
、

あ
く
ま
で
歴
史
的
景

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

理
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
す
る
も
の
な
ど
の
分
類
が
な
さ
れ
た
°

も
と

こ
の
基
本
計
画
を
基
に
し
て
た
て
ら
れ
た
町
の
明
治
百
年
記
念
事
業

な
ど
が
提
案
さ
九
た
。

景
観
を
形
成
し
て
い
る
諸
要
素
の
詞
査
が
行
わ
れ
、
民
家
に
つ
い
て

は
、
公
有
化
し
完
全
復
原
保
存
が
望
ま
し
い
も
の
、
大
こ
甲
る
小
の
修

め
の
施
設
を
整
え
る
、

一
方
各
民
家
や
辰
史
的

を
損
な
わ
な
い
よ
う
整
え
る
、
そ
の
ほ
か
観
光
諏
設
お
よ
び
地
域
の
た

買
い
上
げ
て
公
有
化
し
復
原
桝
存
し
て
資
料
銅
な
ど
に
利
用
す
る
、
駐

車
楊
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
道
路
を
集
落
の
裏
側
に
設
置
す
る

P

電
柱
を
撤

去
し
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舘
装
を
石
畳
な
ど
に
替
え
る
、
看
板
な
ど
も
景
慨

ど
炉
あ
げ
ら
汎
、
さ
ら
に
葦
本
的
鯰
計
酉
と
し
て
は
、

通
り
を
復
原
・
修
景
し
て
景
観
を
整
え
る
、
必
要
に
応
じ
て
は
家
屋
を
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基
本
方
針
と
し
て
は
f
.

池
元
庄
民
の
生
活
環
境
の
整
饒

、
木
冒
路
計
画
の
一
部
と
し
て
構
想
す
る
、
な

の
表
一
聞

そ
の
ほ

で
あ
る
。

こ
の
計
回
の
文
化
的
意
義
を
高
め
、
さ

ら
に
俯
に
類
例
の
な
い
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
と
も
応
、
県
の
明
治
百
年
記
念

喜
業
に
担
応
し
い
も
の
と
し
て
多
く
の
支
持
を
悪
る
詰
果
を
導
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

う
考
え
方
が
、

こ
の
妻
藷
の
計
固
と
第
一
義
的

つ
け
ら
れ
た
の

っ
た
、
集
落
や
町
並
を
文
化
財
と
し
て
認
罰
し
侶
存
し
て
ゆ
こ
う
と
い

す
で
忙
諸
外
国
で
は
実
行
に
移
さ
れ
、

わ
が
国
で
も
議
論
さ
九
つ
つ
あ

現
在
日
本
各
旭
に
お
い
て
集
落
•
町
並
保
存
の
様
選
が
高
ま
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
至
っ
た
背
景
や
そ
の
霊
要
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
筐
・
ベ

論
じ
ら
汎
て
き
て
お
り
、
こ
こ
で
は
と
く
忙
鯨
れ
な
い
が
、
す
て
応
そ

九
に
関
す
る
法
の
改
正
も
な
さ
れ
、
さ
ら
に
文
化
庁
に
よ
る
基
礎
闘
査

も
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
や
琶
閏
ら
実
施
の
段
誓
に
き
て
い
る
と
い
え

ょ
う
。こ

仇
ら
の
計
画
策
定
応
あ
た
り
、

れ
る
先
例
と
し
て
”
”
妻
籠
；
リ
が
あ
る
。

の
性
格
が
あ
り
、

は
じ
め
に 集

落

町
並
の
保
存

さ
ま
ざ
ま
な
閲
題
を
提
供
し
て
く

む
ろ
ん
そ
仇
ぞ
九
の
集
落
に
は

一
律
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

、
ヽ

し
カ

木
曽
川
紅
沿
っ
て
下
っ
て
き
た
旧
中
山
道
は
、
三
習
野
を
出
る
と
間

も
な
く
木
曽
川

箭
で
あ
る
。

妻
籠
は
江
戸

わ
っ
て
し
た
が
r

-Gi
 

明
沿
以
後
中
山
道
が
木
曽
川
沿
い
に
付
智
え
ら
ね
r

一
＇
旧
妻
籠
宿
保
存
に

妻
罷
を
め
く
っ
て
1

ー．ー・
1

し
妻
籠
に
お
け
る
貴
重
衣
経
験
か
ら
、
良
き
応
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、

い
ろ
い
ち
な
政
訓
を
引
き
出
し
て
ゆ
く
こ
と
は
霊
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
妻
籍
の
集
落
保
存
の
軽
過
と
、
紅
悶
連
す
る
問
題
の
い
く
つ

か
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
み
る
。へ

向
う
が
、

ヽ
r
IJ
 

.
9

夕・

そ
の
峠
の
手
前
の

三
十
忘
町
、

言
楊
町
と
し
て
賑

ゴ可

モに
,[.t¥., 

久
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妻籠宿寺下地区（長野県南木曽町）

間
が
襲
さ
れ
た
炉
、
可
有
者
の
十
分
な
納
喝
を
得
る
こ
よ
り
霊
要

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
じ
め
が
肝
心
で
あ
っ
た
。
表
透
り
の
み
の
修
理
と

い
っ
て
宣
前
に
猥
り
出
し
て
作
ら
仇
た
台
所
を
抱
去
す
る
応
は
、
裏

に
新
し
い
も
の
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
は
い
し
、
ま
た
民
宿
や
店
を
開
き

た
い
と
い
っ
た
所
有
者
の
意
向
も
、
景
観
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
十
分

考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
徐
々
に
工
事
炉
進
み
、
具
体
的

な
も
の
が
で
き
上
り
始
め
る
と
、
住
民
の
対
応
も
よ
り
具
体
的
応
な

り
、
二
年
目
以
後
の
工
事
は
大
へ
ん
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
ら
れ
た
。

保
存
に
関
連
す
る
事
業
は
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
＼
な
さ
れ
て
い
っ

た
。
長
野
県
忙
よ
る
信
濃
自
然
歩
道
の
整
備
事
業
に
よ
り
、
旧
妻
纏
宿

内
外
の
道
が
整
備
さ
れ
、
一
部
石
畳
が
敷
か
れ
た
。
ま
た
観
光
資
瀕
保

護
財
団
の
祠
助
に
よ
り
、
宿
は
ず
れ
の
民
家
四
椋
の
修
班
：
保
存
工
事

が
な
さ
九
、
二
方
f
中
部
電
力
と
電
＇
べ
公
社
の
脇
力
に
よ
っ
て
、
街
道

筋
の
電
柱
が
一
部
町
並
の
裏
側
へ
移
さ
れ
た
。
そ
こ
紀
は
ま
た
苓
県
の

蘭
川
護
岸
工
事
に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
い
、
当
初
の
計
酉
に
甚
づ
く
サ
ー

ビ
ス
道
路
の
一
部
が
つ
く
ら
れ
た
し
、
ま
た
駐
車
場
は
土
地
所
有
者
と

国
鉄
の
駕
力
で
つ
く
＇
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

象
と
な
ら
な
炒
っ
た
家
屋
で
も
、

さ
ら
に
f
)
今
回
工
事
の
対

そ
の
所
有
者
が
自
己
負
杞
に
よ
っ
て

の
家
屋
の
所
育
者
と
多
く
の
話
し
合
い
を
宣
ね
、
そ
の
た
め
多
く
の
時

側
に
も
ま
た
主
民
の
伺
に
も
多
く
の
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
。

．
；
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i
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立
魯
欲

履

『

申
請
書
作
成
の
際
も
、
す
べ
て
の
土
池
所
有
者
の
同
意
が
得
ら
訊
て
い

る
。
以
後
こ
の
会
は
、
昆
存
事
業
を
進
め
て
ゆ
く
上
で
の
強
力
迂
推
進

者
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

,
'
言
J
な
く
、
ま
た
仙
に
例
の
な
い
こ
と
な
の
で
、

工
事
を
行
う

ま
ぎ
ま
で
、
必
ず
し
も
国
一
的
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

と
く

れ
ぞ
れ
建
設
年
代
も
異
な
灯
、

ま
た
所
有
者
の

の
利
用
意
図
も
さ

の
を
除
い
て
は
、
前
面
一
聞
通
り
の
復
原
を
基
本
方
針
と
し
た
が

計
画
は
f

あ
る
。一

方
、

こ
の
よ
う
な
計
画

い
う
基
本
的
な
考
え
方
の
下
記
住
民
す
べ
て

の
た
め
の

つ
ま
り
住
民
サ
イ
ド
の
考
え
も
文
化
財
と
し
て
の
集
落
保
存
の
考
え
方

ぽ

と

と
殆
ん
ど
一
致
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

cJ

い
ず
れ
の
曇
合
心
フ
ァ
サ
ー
ド
の
景
欄
を
霊
視
し

P
⇒

の
も

土
池
と
家
屋
を
県
が
買
い
上
げ
唸
復
原

だ
け
の
ま
と
ま
り
と
、
文
化
的
土
壊
に
恵
ま
れ
て
い
た
。

地
元
で
は
と
り
あ
え
ず
計
画
の
方
針
が
定
ま
る
ま
で
「
壊
さ
ず
さ
．
売

ら
ず
ヽ
貸
さ
ず
」
と
い
う
三
原
則
を
申
し
合
わ
せ
た
。
さ
ら
に
事
業
が

が
住
民

本
決
り
と
な
っ
た
四
十
三
年
九
月
記
は
「
妻
籠
を
愛
す
る

の
発
意
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ
こ
で
の
討
議
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
埠

域
住
民
を
中
心
と
し
た
保
存
事
業
で
あ
り
観
光
開
発
で
あ
る
こ
と
、
妻

籠
の
観
光
関
発
は
宿
場
町
的
景
躙
保
存
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と

家
屋
の
復
厚
台

二
聰
大
修
理
十
聰
中
修
理
九
糠
、
小
修
理
五
椋
が

た
。
こ
の
う
ち
解
体
復
厚
の
二
棟
は
｀
p
建
設
年
代
も
古
く
旧
状

を
よ
く
遺
し
て
い
る
も
の
で
、

後
一
般
に
公
開
し
て
い
る
。

堡
竺
尋
業

で

r

っ
た
も
の
は
、

豆

工

事

保

存

事

業

て
の
自
覚
と
責
任
を
い

て
い
っ
た
。

年
度
か
ら
の
三
か
詈
町
両
、
予
算
総
額
約
三
千
七
百
万
円
、
二
十
六
戸

の
家
屋
の
復
原
修
理
を
主
体
と
す
る
保
存
事
業
忍
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で

て
ゆ
く
に
は
r

そ
こ
に
生
活
す
る

住
民
の
同
意
が
不
可
欠
で
あ
り
、
む
し
ろ
住
民
の
手
応
よ
っ
て
進
め
ら

れ
て
ゆ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
点
妻
籠
で
は
そ
れ
を
受
け
と
め
る

妻
籠
宿
保
存
の
問
題
を
大
き9
く
と
り
あ
げ
、

も
激
励
が
寄
せ
ら
れ
た
。
妻
寵
の
入
々
は
、
そ
の

記
、
今
さ
ら
な
が
ら
自
分
達
が
取
り
記
ん
で
い
る
こ
と
の
重
大
さ
に
気

付
か
さ
九
、
保
存
事
業
に
立
ち
向
う
大
き
な
刺
激
と
な
っ
て
い
っ
た
。

実
際
に
工
事
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
と
、
同
様
な
問
題
を
考
え
て
い
る
他
市

町
村
か
ら
の
来
訪
が
桐
つ
ぎ
、
岨
元
の
入
々
に
対
し
て
、
先
駆
者
と
し

そ
し
て
多
く
の
人
々
か
ら

四
十
三
年
八
月
の
県
鴫
会
に
お
い
て
承
認
さ
汎
た
。
四
十

l

――

ま
た
こ
の
間
、
新
聞
を
は
じ

い
わ
ゆ
る
マ
ス
コ
ミ
炉
こ
の

--3 9 -
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っ
て
い
っ
た
。
ま
た
「
妻
籍
を

る
会
」
心
と
し
て
、
．
店
符
な
と
景
観
に
関
す
る
自
主

規
制
を
申
し
合
わ
せ
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ン
キ
塗
り
の
看
模
は
姿
を
消
し
i
.

宿
内
の
景
洩
は
一
変
し
た
。

こ

の

よ

う

に

い

援

助

と

涜

励

の

中

で

進

め

ら

九

よ

る

エ

亭

は

、

昭

和

四

十
五
年
度
を
も
っ
て
一
応
完
了
し
た
が
、
そ
の
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も

大
き
か
っ
た
。
全
停
の
保
存
計
固
か
ら
み
れ
ば
な
お
一
部
が
行
わ
汎
た

に
過
ぎ
ず
、
多
く
の
復
原
修
理
す
べ
き
建
物
炉
残
さ
汎
て
い
た
し
、
さ

の
計
画
は
、
実
施
の
見

ら
に
サ
ー
ビ
ス

通
し
も
た
て
ら
九
な
い

一

万

庄

民

は

、

こ

仇

ま

で

さ

ら

に

の
発
歴
を
誰
進
し
て
ゆ
く
達
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
昭
和

四
十
六
年
七
月
に
は
妻
伯
住
民
恵
に
碁
づ
い
て
「
妻
甑
宿
を
守
る

住
民
憲
章
」
が
制
定
さ
れ
、
五
な
い
、
飼
さ
な
い
、
こ
わ
さ
な

い
」
の
三
原
則
を
再
確
認
し
、
．
癒
撓
の
保
全
に
自
主
的
忙
取
り

餌
ん
で
い
っ
た
。
南
木
曽
町
で
も
、
住
民
の
要
望
に
答
え
て
、
．
ご
の
住

民
憲
章
の
主
旨
に
羞
つ
い
た
一
妻
寵
宿
俣
存
条
例
」
を
制
定
す
忘
と
と

も
に
、
保
存
事
業
を
少
し
づ
つ
で
も
前
進
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
四
十
八

年

度

炉

ら

第

二

期

工

工

声

号

を

始

め

た

が

、

予

算

近
世
的
な
旅
の
形
態
応

な
形
の
コ
ミ
ュ

る
。
そ
し
て
そ
仇
を

こ
の
復
原
さ
汎
た
建
物
と
町
並
が
、
空
閏
的
忙
可
能
な
ら
し
め
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
建
物
自
体
に
つ
い
て
み
て
も
i
"

ヽ

記
見
え

ご
多
く
の
こ
と
を
語
り
だ
す
よ
う
紅

こ
で
は
f

び
つ
い
て
い
る
形
態
は
、

の
集
落
保
存
賢
ベ

そ
の

る
人
と
入
、

―
―
ケ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
と

の入
と
胸
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま

]
見
何
で
も
な
い
よ
う

、
そ
の
中
に
自
身
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

の
価
値
を
損
ね
る
こ
と
忙
な
り
か
ね
な
い
°

し
て
家
塁

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
襖
詑
分
化
の
柩
度
に
進
ん
だ
現
伏
建
築
、

な
ど
で
は
あ
ま
り
体
験
で
き
攻
い
こ
と
で
は
な
か

ポ
テ
J
V

。
つ
ま
り
こ

一
方
的
に
見
せ
ら
汎
る
の
で
は
な
く
、
主
停
的
に
励
き
か
け

る
こ
と
忙
よ
っ
て
多
‘9,‘‘

の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ

う
。
そ
し
て
そ
九
ら
の
こ
と
は
、
文
化
財
と
し
て
の
町
並
を
公
開
す
る

と
い
う
目
的
応
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
幸
せ
な
例
は
む
し
ろ
例
外
的
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
妻
籠
自
体
に
お
い
て
も
今
後
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

離
し
で
喜
ん
で
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。

弘
ず
し
も
手

ど
の
集
落
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
模
詑
が
あ
り
、
そ
の
績
能
と
密
接
に
結

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
観
光
と
相
容
れ
な
い
楊

合
も
多
い
。
そ
れ
を
無
理
に
結
び
つ
け
れ
侭
、
集
落
の
文
化
財
と
し
て

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で

殆
ん
ど
常
に
観
光
開
発
と
詰
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て

四 今
回

芸
向
体
と
保
存
地
区
の
設
定

も
辰
ら
九
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
順
口
で
は
な
い
。
し
た
炉
っ
て
今

回
の
文
化
財
保
襲
法
の
改
正
は
、
今
談
の
進
畏
の
可
詣
株
を
も
た
ら
す

も

の

と

し

て

い

る

。

南

木

曽

町

で

は

r

本
年
四
万
に
侃
存

「
南
ネ
曽
町
妻
筐
宿
保
存
址
区
」
を
決
定

存
地
区
の
還
定
の
申
し
出
を
し
て

区
に
侶
の
数
均
区
と
と
も
に
選
定

条
例
を
制
定
し
、

し
、
国
の
賃
要
[

い
た
が
、
八
月
そ
の
最
初
の

さ
れ
た
。

＼
，
わ
ゆ
る
観
兄
開
癸
と

が
大
き
な
要
禁
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
宿
場
町
と
し
て
の
景
観
で
あ
り
，
そ
仇
以
外
に
は
殆
，
ん
ど
考

な

い

。

し

か

も

そ

れ

い

う

も

と

も

と

観

光

的

な

板

え
ら
れ

「
:
―て

い
る
こ
と
も

A

ま
た
事
声
デ
で
あ
る
。

与
え
た
。
と
は
い
え
問
題
が
す
べ

ん
な
い
。
そ
わ
そ
紅
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
解
決
を
見
出
し
て
ゆ
く
以
外

L

ー
＾
ヽ
‘
・
ヽ

.

u

,

、し

f

¥

 

民
で
あ
ろ
う
。
た
だ
文
化
財
保
存
の

び
つ
き
は
文
化
財
の
公
開
と
し
て
あ
る
べ
き
応
の
で
あ
り
、
そ
の
公
開

の
方
法
や
形
態
は
｝
＇

が
還
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
汎
に
よ
っ
て

I
P

ぅ／

l 
さ
汎
る
よ
う
な
都
会
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
通
用
さ
せ
て
は
立
ら
な
い
の

で
あ
る
。

{

3

改
正
は
f

集
落
は
偲
よ
り
も
ま
ず
f
`

て
い
る
。
集
落
を
保
存
す
る
こ
と
は
、

え
て
ゆ
こ
う
と
す
る

一
方
で
ほ
、

て
き
た
の
に
は
、
さ
ま
ざ

て
い
だ
e

そ
の
中
で
も
、
こ
の
保

し
て
の
リ
ハ
ビ
リ
デ
ー
シ
ョ

の
入
々
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
の
ほ
、
て
こ
で
成
立
す
る

と
っ
て
の
メ
リ
ゾ
、
卜
摯
、
銅
霊
心
に
よ
る
収
益
以
外
殆
ん

危
か
っ
た
の
で
あ
る
、
か
ら
む
し

こ
の
よ
う
な
閏
題
に

い

支

る

だ

ろ

と
い
う
こ
と
で
は
む
ろ

そ
の
主
役
は
何
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
住

い
え
ば
，
観
光
と

当
然
な
が
ら
そ
九
を
保
持
す
る
側

do

つ
ま
り
住
民

住
民
の
プ
ラ
イ
バ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
熙
遠
慮
な
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
に
象
徴

人
々
と
そ
の
共
同
生
活
忙
よ
っ
て
成
立
っ

し
た
が
っ
て
そ
の
生
活
共
同
体

合

つ

。

ノ

~
 

き
だ
。

淫
m
臼
忍
善
；
臼
墨

を―三
0

を
―
↑
こ
―
た
ま
よ
9
百――――ぞ

A．
と
こ
L
-

と
]
ー
と
戸
と
さ
ま
こ
き
L
9
な
5
9

―
忘
ミ
互
ヨ
週
:
3令
＄
を
？
t

g
忌
溢
3-

で
は
迂
＜

た
復
活
さ
れ
た

で
あ
る
。

ま

文
化
財
と
し
て
の
集
落
の

六
月
に

ヽ

る
ク
ー1-
/
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を
保
全
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
＼
そ
九
な
く
し
て
は
建
匂
も
保
存
で
き

な
い
。
例
え
は
農
村
の
大
き
た
矛
葺
屋
根
は
「
ユ
イ
」
に
依
ら
ね
ば
誰

持
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
嬬
物
を
保
存
し
て
ゆ
く
に

は
、
「
ユ
イ
」
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
共
同
悴
の
生
活
基
盤
の
整
備
と

保
全
炉
前
提
と
し
て
砕
要
と
な
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
生
活
基
盤
是
集
落

の
形
態
と
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
形
態
を
維
持
す
る
こ
と
が

雌
し
く
な
る
。
例
え
ば
晨
村
を
ま
っ
た
く
の
観
光
集
落
に
変
え
て
し
ま

っ
て
は
、
そ
の
影
態
の
も
っ
意
味
は
な
く
な
り
、
ま
た
文
化
財
と
し
て

の
価
筐
も
低
下
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
農
村
生
活
に
は
r

医
療
、
教
育

と
い
っ
た
炭
し
い
問
聾
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
閲
類
を
抜
き

に
し
て
建
物
の
保
存
の
み
を
考
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
詣
と
い
え

ょ＞つ。保
存
池
区
の
設
立
に
捻
い
て
も

r建
物
だ
け
を
対
象
に
し

こ
と
は
で
き
な
い
。
「
ニ
イ
」
忙
み
ら
れ
る
よ
う
な
共
同
体
は
、
建
物

と
は
禁
関
係
に
成
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
古
い
建
物
だ
け
に
基
づ

い
て
池
区
を
設
定
し
た
り
、
池
域
的
に
離
仇
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
あ

る
琶
所
を
除
外
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
菜
同
体
を
分
断
し
、
，
生
活
基
盤

を
破
壊
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
地
区
の
設
定
は
建

物
で
は
な
く
、

住
民
の

「
顔
」
に
基
づ
い
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

る

＄U的i

集
落
保
存
は
そ
こ
に
住
む
多
く
の
人
々
の
生
活
に
直
接
関
っ
て
く
＼
る

問
題
で
あ
る
。
そ
の
集
落
の
楓
能
や
将
来
の
生
活
唸
ど
を
＋
丁
分
考
慮
し

た
上
で
r

住
民
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
そ
れ

を
享
受
す
る
側
の
わ
九
わ
汎
は
f
．
住
民
の
努
力
と
．
i
応
意
忙
よ
っ
て
は
じ

め
て
こ
の
貴
霊
な
文
化
財
を
享
受
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ

く
認
織
し
f
脇
力
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

集
落
保
存
に
お
け
る
閲
題
の
多
く
は
、
わ
仇
わ
れ
の
現
伐
文
明
の
あ

り
方
応
直
接
関
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
す
る

l

つ
の
問
題

畏
起
と
し
て
も
受
け
と
め
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り

（
名
古
屋
大
学
助
教
授
）

- 42 -



-

は

]

葺

言

』

疇

麟

汀

口

冒

[

《

前
田
義
徳
一
初
出
場
な
か
ら
見
事
に
優
勝
し
ま
し
た
。
全
一

量
の
球
児
が
青
泰
を
か
け
て
晴
れ
の
舞
台
で
一

〔

座

談

会

〕

汗

と

士

題

に

ま

み

れ

な

が

ら

精

一

杯

の

プ

レ

ー
を
す
る
、
そ
の
真
撃
な
若
人
の
姿
に
清
，
ペ

こ

九

か

ら

の

ス

翠

ー

ツ

ク

ラ

プ

し

さ

を

感

じ

る

の

で

し

ょ

う

か

、

今

や

こ

の

1

高
狡
野
球
は
国
民
的
な
行
事
に
な
り
つ
つ
あ

る
よ
う
で
す
。

（

出

席

者

）

粂

野

畿

ニ

ロ

：

小

野

喬

こ
の
高
校
野
球
の
最
主
も
う
―
つ
の
高
＿

鈴

木

秀

一

。

八

司

会

＞

望

且

健

一

ス

釆

ー

ツ

施

設

の

現

状

と

課

題

江

播

慎

四

郎

校

野

式

で

島

根

県

の

秘

江

北

高

校

が

見

事

に

優
膵
を
飾
っ
た
記
事
が
新
関
の
片
隅
に
出
て

池

域

ス

翠

ー

ツ

掴

導

者

に

つ

い

て

菅

原

燈

い

ま

し

た

。

そ

れ

は

全

国

定

時

制

遍

信

制

高

狡
軟
式
野
琢
，
大
会
で
す
。
こ
の
大
会
は
、
甲

健

康

づ

く

り

の

た

め

の

運

動

処

方

加

賀

谷

熙

彦

子

菌

の

大

会

の

陰

応

隠

れ

て

知

る

人

も

少

な

一

い
よ
う
で
す
が
、
全
固
の
動
き
な
が
ら
学
ぶ

若
人
が
、
昼
は
仕
裏
夜
は
勉
学
、
そ
し
て
一

八

解

説

v

―
そ
の
合
間
に
言
を
置
ね
て
出
楊
す
る
も
の
一

学

絞

体

育

旅

設

詞

塾

華

業

の

措

進

に

つ

い

て

一

で

す

。

一

体
育
局
ス
啜
ー
ツ
課
毎
日
こ
の
三
つ
の
日
課
を
こ
な
す
こ
と

＿
は
、
言
葉
で
は
言
え
て
も
実
は
非
常
に
た
い
一

ス

ぎ

ー

ツ

事

故

の

保

険

制

度

体

育

局

体

育

腺

一

へ

ん

な

こ

と

だ

と

忌

い

ま

す

。

ま

，

｛

、

『

全

日

[

制
と
は
違
い
，
p
誡
楊
も
ま
も
ま
ち
で
す
か
ら

一
讐
言
た
め
応
ナ
イ
ン
が
一
緒
に
集
ま
る
こ

～
と
も
少
な
い
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
数
ふ
、

八

資

料

＞

体

力

運

勘

詣

力

の

現

状

i

冨

・

ー

ツ

鰐

一

の

苦

葉

を

乗

り

越

え

て

優

膀

の

栄

楚

を

翌

ち

―

と
ご
松
江
北
高
校
プ
イ
ン
に
心
か
ら
拍
手
i

〔

現

地

ル

ボ

〕

ー

を

譜

る

と

同

時

に

、

働

＇

ヽ
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