
（
読
書
と
教
育
）

３
月
７
日
（
木
）
の
産

経
新
聞
朝
刊
の
第
１
面
に

「
遠
い
響
き
近
い
声
　
千

野
境
子
　
教
育
疎
開
で
町

よ
再
び
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。「
福
島
第
一
原
発

の
あ
る
福
島
県
大
熊
町
が

約
１
０
０
㌔
西
の
会
津
若

松
市
へ
全
町
避
難
し
て
間

も
な
く
２
年
に
な
る
。
町

ぐ
る
み
の
移
転
を
促
し
た

も
の
、
そ
れ
は
教
育
だ
。

食
事
も
十
分
で
な
い

中
、
子
供
た
ち
の
学
業
を

心
配
す
る
父
母
。
学
校
を

立
ち
上
げ
れ
ば
コ
ミ
ュ
二

テ
イ
ー
は
存
続
出
来
る
と

信
じ
る
町
長
。
そ
し
て
背

中
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
、

地
震
発
生
か
ら
わ
ず
か
１

週
間
で
、
学
校
受
け
入
れ

の
自
治
体
探
し
を
開
始
し

た
の
が
、
武
内
敏
英
・
同

町
教
育
長
だ
っ
た
」、
そ

れ
に
は
伏
線
が
あ
る
。

実
は
震
災
前
か
ら
「
読

書
の
町
お
お
く
ま
で
知
ら

れ
た
。
平
成
14
年
に
赴
任

し
た
武
内
教
育
長
が
生
徒

た
ち
の
読
書
や
活
字
離
れ

に
危
機
感
を
抱
き
、
朝
読

（
朝
の
読
書
）
を
始
め
た

の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

現
在
の
電
子
情
報
時
代

に
は
、
情
報
は
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
の
画
面
を
介
し
て

入
っ
て
来
る
。
こ
の
便
利

な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使

え
ば
、
紙
の
本
の
読
書
は

必
要
が
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
が
出
て
来

る
。
も
ち
ろ
ん
学
校
教
育

に
お
け
る
読
書
は
名
作
な

ど
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
。

文
字
は
、砂
、粘
土
、甲

羅
、
金
属
、
な
ど
に
刻
ま

れ
、
木
簡
や
紙
に
描
か

れ
、
紙
に
印
刷
さ
れ
、
現

在
は
液
晶
画
面
に
写
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
文
字

媒
体
の
材
質
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
伝
わ
り
方
は
関
係
が

ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。

例
え
ば
近
代
の
紙
を
媒

体
と
す
る
本
か
ら
は
、
紙

の
匂
い
、
本
の
装
丁
、
ペ

ー
ジ
の
余
白
な
ど
は
、
い

ろ
い
ろ
な
記
憶
や
思
い
と

つ
な
が
っ
て
来
る
。
即

ち
、
読
書
は
教
育
上
そ
れ

だ
け
広
く
そ
し
て
深
く
、

時
間
と
空
間
を
つ
な
げ
る

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
読
書
は
紙
を
媒
体

と
し
て
目
で
読
む
が
、
朝

の
授
業
に
詩
を
朗
読
す
る

こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
思

う
。目
と
声
、読
と
詠
、理

と
情
、
の
組
み
合
わ
せ
が

教
育
に
大
切
で
あ
る
と
考

え
る
。

早
速
、
今
朝
に
こ
の
こ

と
を
、
大
船
渡
市
の
教
育

委
員
長
の
佐
藤
浩
一
氏
と

電
話
で
話
を
し
た
。
釜
石

の
大
津
波
で
多
く
の
遺
体

を
心
を
こ
め
て
葬
っ
て
、

西
田
敏
行
氏
主
演
の
映
画

「
遺
体
」
の
主
人
公
の
モ

デ
ル
で
あ
る
盛
小
学
校
、

中
学
校
の
同
級
生
の
千
葉

淳
氏
の
こ
と
に
も
触
れ

た
。千

葉
淳
氏
は
小
学
６
年

生
の
朝
の
授
業
の
宮
沢
賢

治
の
詩
の
朗
読
が
自
分
の

生
き
方
に
大
き
な
影
響
を

し
た
と
い
っ
て
い
た
。
佐

藤
浩
一
氏
は
大
船
渡
市
で

も
、朝
の
読
書
、朗
読
、詠

作
を
授
業
に
入
れ
る
取
り

組
み
を
し
て
い
る
学
校
が

あ
る
と
話
し
て
い
た
。

大
船
渡
市
立
第
一
中
学

校
の
詠
作
品
の
評
と
千
葉

淳
氏
の
話
し
は
梅
下
村
塾

の
�
〜
�
に
既
に
掲
載
し

た
。
気
仙
地
方
の
教
育
の

伝
統
に
こ
の
よ
う
な
魂
が

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と

は
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

平
成
21
年
に
開
催
さ
れ

た
東
海
新
報
社
主
催
の

「
気
仙
応
援
団
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
も
こ
の
教
育
活
動
に

つ
な
が
が
っ
て
い
る
こ
と

を
感
じ
て
い
る
。

（
教
え
を
国
に
成
す
）

中
国
古
典
の
「
大
学
」

に
「
家
を
出
で
ず
し
て
、

教
え
を
国
に
成
す
」
と
言

う
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。「
君
子
は
、
自
分
の
家

か
ら
出
な
く
と
も
国
家
を

教
え
導
く
こ
と
が
出
来

る
。
一
家
を
整
え
た
人
で

あ
れ
ば
、
そ
の
教
化
は
必

ず
一
国
に
お
よ
ぶ
も
の
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
君
子
は
そ

れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
な
経

験
を
し
て
、
自
分
を
修
養

し
て
き
た
人
で
あ
る
。

気
仙
地
方
に
も
こ
の
よ

う
な
人
物
（
君
子
）
は
い

る
は
ず
で
あ
る
。
東
海
新

報
に
連
載
中
の
「
澤
木
興

道
と
ヤ
マ
キ
さ
ん
」
に

も
、
こ
の
よ
う
な
教
育
の

情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
。

「
梅
下
村
塾
」
は
復
興
を

目
指
し
て
い
る
気
仙
の
地

方
の
若
者
が
、
こ
こ
か
ら

何
を
学
び
、
何
を
身
に
つ

け
て
、
気
仙
の
地
域
と
世

界
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

け
る
か
を
教
育
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。

孔
子
は
論
語
に
古
典
の

教
え
と
自
分
が
生
み
出
し

た
思
想
を
記
述
ま
し
た
。

孔
子
は
中
国
の
偉
大
な
教

育
者
で
あ
り
ま
す
。
孔
子

は
詩
経
の
中
で
、「
詩
三

百
、
一
言
以
て
之
を
蔽

う
、
曰
く
、
思
い
邪
な
し
」

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
孔

子
は
二
千
五
百
年
も
前
に

こ
の
教
育
思
想
を
実
践
し

て
お
り
ま
し
た
。

孔
子
の
よ
う
な
偉
大
な

教
育
者
で
は
な
い
こ
と
は

承
知
の
上
で
、
気
仙
地
方

と
国
内
外
の
若
者
の
地
域

文
化
価
値
教
育
め
ざ
し
、

草
の
根
の
俳
句
、
短
歌
、

詩
の
詠
作
と
評
を
介
し
て

教
育
活
動
を
お
こ
な
っ
て

き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
や
中

国
の
古
典
、
即
ち
、
仏
教

や
儒
教
や
道
教
の
教
え
は

今
で
も
深
い
自
然
観
と
人

間
観
へ
の
道
案
内
を
し
て

く
れ
ま
す
。
日
本
の
古
典

も
そ
れ
な
り
の
も
の
は
持

っ
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
、
日
本
の
古
典
、
特
に

詩
歌
に
は
、
自
然
と
人
間

と
の
関
係
の
仕
組
み
へ
の

切
り
込
み
と
全
体
構
造
把

握
へ
の
視
点
が
乏
し
い
の

で
す
。

第
二
次
世
界
大
戦
と
い

う
、
生
き
死
に
の
厳
し
い

状
況
を
経
験
し
た
年
代
の

あ
る
人
た
ち
は
、
短
歌
は

奴
隷
の
文
学
で
あ
る
と
さ

え
い
っ
て
お
り
ま
す
。
大

和
朝
廷
賛
美
の
鎖
を
切
っ

て
、
そ
こ
か
ら
か
ら
抜
け

き
れ
て
い
な
い
、
心
情
の

吐
露
の
文
学
で
あ
る
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
、

立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い

る
東
北
の
人
々
、
我
々
の

歴
史
と
文
化
の
奥
に
は
、

縄
文
蝦
夷
の
子
孫
と
い

う
、
被
征
服
民
族
の
血
が

流
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

を
乗
り
越
え
る
こ
と
、
そ

れ
は
地
域
文
化
価
値
の
根

っ
こ
に
あ
る
も
の
を
、
国

内
外
の
人
々
と
共
有
す
る

こ
と
で
す
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
想
い

を
詠
ん
で
東
海
新
報
に
発

表
し
、
評
を
交
換
す
る
こ

と
な
の
で
す
。
こ
れ
が

（
教
え
を
国
に
成
す
）
と

い
う
こ
と
で
す
。

（
東
海
新
報
記
事
か
ら
）

３
月
１
日
（
金
）
の
東

海
新
報
の
第
１
面
に
は

「
水
産
加
工
で
ト
ヨ
タ
生

産
方
式
　
森
下
産
業
が

20
％
ア
ッ
プ
　
カ
イ
ゼ
ン

思
想
現
場
に
ひ
ろ
が
る
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ト

ヨ
タ
生
産
方
式
の
合
理
性

は
世
界
が
注
目
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
生
産
シ
ス

テ
ム
の
合
理
性
は
米
国
の

フ
ォ
ー
ド
、
ク
ラ
イ
ス
ラ

ー
、
Ｇ
Ｍ
、
ド
イ
ツ
の
ベ

ン
ツ
社
な
ど
欧
米
の
自
動

車
産
業
で
で
発
達
し
て
き

た
。ト

ヨ
タ
は
機
械
に
よ
る

生
産
工
程
に
加
え
、
人
間

に
よ
る
調
整
工
程
を
組
み

入
れ
て
き
た
。
即
ち
、
ト

ヨ
タ
の
生
産
工
程
に
は
合

理
的
機
械
力
の
働
き
に
人

間
の
価
値
意
識
力
が
加
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
、
し
っ
か
り
と

肝
に
銘
じ
て
お
か
な
い
と

シ
ス
テ
ム
は
劣
化
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

３
月
７
日
（
木
）
の
朝

日
新
聞
の
天
声
人
語
は
春

の
杉
花
粉
の
到
来
を
川
柳

を
引
き
合
い
に
し
て
述
べ

て
い
る
。

〝
百
人
の
蕎
麦
食
う
音

や
大
み
そ
か
（
江
戸
川

柳
）”
　
大
晦
日
に
は
ず

る
ず
る
と
音
を
立
て
な
が

ら
大
勢
で
年
越
し
そ
ば
を

食
べ
て
い
る
こ
と
を
詠
ん

だ
川
柳
で
あ
る
。
こ
れ

に
、
ひ
っ
か
け
て
、〝
百
人

の
鼻
す
す
る
音
や
花
粉
症

（
天
声
人
語
）”。
花
粉
症

は
鼻
は
予
防
薬
が
奏
功
す

る
も
目
は
苦
戦
ぎ
み
と
述

べ
て
、”
目
の
ふ
ち
が
世

界
の
ふ
ち
や
花
粉
症
（
山

口
優
夢
）”
と
花
粉
症
の

同
士
の
作
品
を
引
い
て
い

る
。ス

ギ
花
粉
症
は
過
去
に

山
の
他
の
樹
木
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
考
え
ず
に
、
杉
を

植
林
し
す
ぎ
た
事
と
関
係

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

世
界
の
砂
漠
化
と
中
国
の

黄
砂
と
微
粒
子
の
飛
来

は
、
人
口
の
増
加
や
農
業

と
工
業
の
過
剰
生
産
に
よ

る
自
然
破
壊
と
深
く
関
係

し
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界

規
模
の
問
題
、
即
ち
現
代

文
明
病
の
現
れ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
梅
下

村
塾
の
（
読
書
と
教
育
）

と
（
教
え
国
を
成
す
）
を

心
し
て
読
む
べ
き
で
あ

る
。

�

「森と水と命の惑星」国際会議
～地域と世界の心と魂を詠む～


