
校
長
と
校
撃
を
兄
弟
で

昭
和
前
期
の
千
二
に
蓋
く
す

編

集

部

(
文
中
敬
称
略
)

し
げ
か
ず

小
寺
治
雄
・
末
康
柴
和
両
先
生
が
ご
逝
去
さ
れ
て
久
し
い
。

戦
前
の
生
徒
は
、
小
寺
校
長
を
し
っ
か
り
験
の
中
に
残
し
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
弟
末
贋
先
生
は
、
千
里
山
会
々
員

の
ほ
と
ん
ど
の
方
々
が
在
校
し
た
頃
、
校
医
を
お
務
め
に
な
ら

れ
て
い
た
。

末
贋
先
生
は
大
皐
を
卒
業
さ
れ
て
、
千
里
山
住
宅
の
開
発
問

も
な
い
大
正
後
期
に
開
業
さ
れ
た
の
で
、
兄
上
よ
り
も
早
く
千

里
山
住
宅
の
住
人
に
な
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
寺
校
長
は
昭

和
八
年
の
世
帯
主
一
覧
(
第
十
九
区
の
三
四
四
番
地
)
に
載
っ

て
い
る
の
で
、
校
長
着
任
(
昭
和
五
年
)
の
頃
に
は
住
宅
内
に
住

ん
で
お
ら
れ
た
と
拝
察
す
る
。

両
先
生
は
隣
の
新
田
の
ご
出
身
で
あ
る
。
新
田
は
、
季
節
の

果
物
を
な
ん
で
も
栽
培
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ら
に
恵
ま
れ
て

育
っ
た
私
共
に
と
っ
て
懐
か
し
い
処
で
あ
る
。

両
先
生
を
懐
か
し
み
思
い
出
し
な
が
ら
、
小
寺
家
と
お
二
人

の
ご
生
涯
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

小
寺
家

小
寺
家
は
嘗
て
多
く
の
田
畑
を
も
っ
新
田
村
の
地
主
の
家
系

で
あ
っ
た
。
屈
指
の
名
家
で
そ
の
旧
家
は
今
も
保
存
さ
れ
健
在

で
あ
る
。
古
文
書
や
過
去
帳
か
ら
天
保
年
間
に
は
太
鼓
の
胴
を

扱
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
「
胴
屋
」
の
屋
号
を
持
っ
て
い
た
時
期

が
あ
る
。

両
先
生
の
父
上
柴
次
郎
は
、
明
治
時
代
(
二
七
年

1
コ
三
年
)

に
三
島
郡
新
田
村
立
新
田
小
学
校
長
を
務
め
た
。
地
主
の
傍
ら

教
育
一
家
だ
っ
た
よ
う
で
、
長
男
治
雄
と
三
男
三
郎
は
教
師
と

し
て
生
涯
を
全
う
さ
れ
て
い
る
。
次
男
柴
和
は
医
師
の
道
を
選

び
末
贋
姓
を
、

三
男
は
清
水
姓
を
継
い
で
お
ら
れ
る
。

治
雄
の
長
男
で
あ
る
跡
取
り
忠
雄
は
四
年
前
に
没
し
、
配
偶

者
で
九
三
歳
に
な
ら
れ
る
小
寺
清
枝
に
最
近
こ
ん
な
こ
と
が
あ

っ
た
。
小
寺
家
の
土
地
の
一
部
か
ら
窯
跡
と
土
器
の
破
片
を
家

族
が
発
見
し
届
け
た
と
こ
ろ
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
か
ら
六
世

紀
の
墾
棺
と
鑑
定
さ
れ
た
こ
と
が
清
枝
に
通
知
さ
れ
た
。
そ
れ

は
「
樫
井
谷

2
l
辺
号
窯
跡
」
と
命
名
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の

ー7-



た
び
治
雄
の
直
孫
に
当
た
ら
れ
る
現
在
の
ご
当
主
小
寺
忠
宏
か

ら
こ
れ
ま
で
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
戦
後
か

ら
最
近
の
小
寺
家
の
こ
と
を
お
話
い
た
だ
い
た
。

地
主
で
男
衆
、
女
衆
を
か
か
え
て
い
た
当
家
も
、
戦
後
農
地

解
放
で
多
く
を
手
放
し
、
そ
の
後
、
周
り
が
千
里
ニ
ュ
!
タ

ウ
ン
と
し
て
開
発
さ
れ
、
往
時
の
面
影
な
く
今
は
ひ
っ
そ
り

と
息
づ
く
の
み
、
昨
年
(
平
成
十
七
年
)
残
っ
た
土
地
の一

部
よ
り
、
須
恵
器
窯
跡
が
見
つ
か
っ
た
。
古
代
を
初
練
と
さ

せ
る
出
来
事
だ
が
、
い
か
に
し
て
こ
の
土
地
に
伝
わ
っ
た
の

か
、
今
は
知
る
人
も
な
い
。
せ
め
て
百
数
十
年
は
経
っ
と
思

わ
れ
る
家
屋
と
、
二
体
の
お
地
蔵
様
と
、
こ
の
窯
跡
は
、
こ

の
ま
ま
そ
っ
と
後
生
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

新
田
小
学
校

両
先
生
は
明
治
時
代
の
新
田
小
学
校
を
卒
業
さ
れ
て
お
ら
れ

る
の
で
、
こ
の
歴
史
あ
る
名
門
校
を
知
っ
て
お
き
た
い
。

明
治
五
年
(
一
八
七
二
年
)
に
学
制
が
布
か
れ
、
そ
の
直
後
に

村
内
の
異
覚
寺
を
借
り
て
弧
々
の
声
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は

寺
子
屋
で
は
な
い
。
明
治
八
年
小
学
校
と
し
て
独
立
、
明
治
十

五
年
に
お
寺
か
ら
村
の
共
有
建
物
に
移
り
、
明
治
三
三
年
(
一
九

0
0年
)
に
新
築
校
舎
が
建
設
さ
れ
た
。
現
在
大
阪
府
指
定
文 寺

、l
 

'''
 

イ/
化
財
(
有
形
文
化
財
建
造
物
)
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
の
住
宅
プ
1
ム
で
、
昭
和
四
七
年
(
一
九
七
二
年
)に

一

0
0周
年
を
期
し
て
、
主
要
部
を
当
時
の
位
置
(
御
堂
筋
線
桃
山

台
駅
徒
歩
八
分
)
に
残
し
、
新
田
小
学
校
は
千
里
中
央
駅
近
く
の

鉄
筋
校
舎
に
移
転
し
て
い
る
。
旧
建
物
は
現
在
豊
中
教
育
委
員

会
社
会
教
育
課
文
化
財
保
護
係
が
管
理
し
て
い
る
。
明
治
の
小

学
校
建
築
と
い
え
ば
、
洋
風
の
松
本
市
の
開
智
小
学
校
が
有
名

で
、
新
田
小
学
校
の
よ
う
な
純
和
風
色
の
強
い
校
舎
は
あ
ま
り

問
題
に
さ
れ
な
い
風
潮
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
豊
中
教

委
も
そ
の
存
在
意
義
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

景全家

nδ 

寺、、j
 

/
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小
寺
治
雄
校
長
の
足
跡

明
治
二
二
年
二
月

一
日、

三
島
郡
上
新
田
村
に
生
ま
れ
る
。

新
田
小
学
校
、
大
阪
府
立
茨
木
中
学
校
(
九
期
生
)
、
明
治
四
二

・
・
・
・
・
・
・
・
圃
圃
・
・
圃
年
天
王
寺
師
範
学
校
(
現

・
・
・
・
・
圃
・
・
園
圃
圃
.

.

 t
大
阪
教
育
大
学
)
を
卒
業
、

園
圃
圃
朝
関
輔
輯
趨
・
・
・
・
圃
時
大
阪
市
内
及
び
三
島
郡

闇
闇
・
眠
障
臨
圃
・
回
副
・
・
・
年
下
の
小
学
校
に
勤
務
し
、

離
輔
闇
掴
調
翻
翻
圃
・
・
・
・
青
大
正
十
四
年
吹
田
尋
常

鱒
離
欝
翻
灘
鱗
機
購
錨
・
・
・
・
園

小
学
校
訓
導
を
経
て
、

昭
和
五
年
四
月
創
立
一
年
後
の
千
里
第
二
尋
常
小
学
校
に

二
代
目
校
長
と
し
て
着
任
し
、
十
五
年
高
等
官
六
等
待
遇
、

十
六
年
三
月
ま
で
満
十
一
年
間
、
教
育
指
導
に
当
た
る
。

そ
の
問
、
千
里
山
幼
稚
園
の
園
長
も
兼
ね
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

遠
足
に
は
必
ず
随
い
て
行
か
れ
、
温
顔
を
湛
え
て
お
ら
れ
る
写

真
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
〈
会
誌
八
号
七

O
頁
)

そ
の
十
一
年
間
は
、

着
任
の
翌
昭
和
六
年
満
州
事
変
勃
発
、

そ
の
翌
七
年
五
・

一
五
事
件
、
六
年
目
十
一
年
二
・
二
六
事
件
、

そ
の
翌
十
二
年
支
那
事
変
勃
発
、
そ
し
て
日
米
英
開
戦
直
前
の

十
六
年
三
月
ま
で
の
、
国
粋
思
想
に
よ
る
支
那
庸
懲
の
最
悪
の

時
代
の
中
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
在
任
中
の
後
半
は
、
父
兄
と

到
ら
し
め
た
原
因
の
ひ
そ
む
こ
と
を
自
覚
し
、
子
供
を
教
ふ
る

と
共
に
己
れ
を
修
め
親
子
共
々
の
向
上
を
祈
っ
て
こ
そ
其
の
一

言
一
行
は
子
供
の
精
神
奥
深
く
染
み
込
ん
で
子
供
の

一
生
を
指

導
す
る
堅
き
々
々
信
念
と
す
る
の
で
あ
る
。
う
つ
ろ
な
教
訓
御

座
な
り
の
叱
責
は
無
駄
で
あ
り
時
と
し
て
は
将
来
に
害
毒
さ
へ

残
す
こ
と
が
あ
る
。
親
と
し
て
終
生
身
を
以
て
按
に
嘗
ら
る
る

人
こ
そ
子
供
に
尊
敬
さ
る
〉
親
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
そ
限
り

な
き
愛
も
良
果
を
結
ぶ
所
以
で
あ
る
。

(
昭
和
十
三
年
二
月

ち
さ
と
第
四
号
)

昭
和
十
六
年
四
月
か
ら
吹
田
第
一
国
民
学
校
長
を
二
年
間

務
め
ら
れ
、
昭
和
十
九
年
従
六
位
受
賞
、
吹
田
図
書
館
長
、
大

阪
司
法
保
護
委
員
、
吹
田
市
役
所
民
生
部
長
、
父
柴
次
郎
に
次

い
で
新
田
村
々
長
を
な
さ
れ
、
昭
和
四
二
年
十
月
十
一
日
、
住

み
慣
れ
た
家
で
ご
生
涯
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
享
年
七
八
歳
。

末
魔
帥
{
木
和
校
医
の
生
涯

明
治
二
七
年

一
月
二
日
、
小
寺
柴
次
郎
・
ス
テ
の
次
男
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。
小
寺
家
が
江
戸
時
代
か
ら
の
新
田
村
の
名

の
一
体
教
育
を
進
め
る
た
め
の
全
教
師
参
加
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
誌
を
発
刊
し
、
離
任
の
直
前
ま
で
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
の

一
稿

「按
」
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

接

這
へ
ば
立
て
、
立
て
ば
歩
め
と
親
の
愛
は
誠
に
限
り
な
い

も
の
で
あ
る
。
己
れ
生
あ
る
内
は
子
の
身
に
代
は
ら
ん
こ
と

を
思
ひ
、
己
れ
な
き
後
は
子
の
身
を
護
ら
ん
こ
と
を
願
う
。

少
し
の
身
勝
手
も
思
は
ず
唯
我
子
良
か
れ
と
の
み
願
い
績
け

汁
刈
?
潜
汁

1盛
田

園

る
の
が
親
で
あ
る
。

G

i
E
F
j

J幽
・
圃
圃

然
し
之
の
み
で
親
が
期
待

「
鞠

rJrι
溜

mM嗣
回
国

す
る
様
な
接
が
出
来
る
で

一九

怖に
J
4
凶
暴

髄

圃

あ
ら
う
か
、
た
ジ
可
愛
々
々

一

d
霊
震
い

V

A
航
機
醐
圃
圃

の
単
な
る
愛
で
あ
っ
て
は

v
i
l
l
i
菌

離
輔
欄
盟
国

い
け
な
い
。子
供
を
愛
の
手

に
抱
く
と
共
に

一
面
子
供
よ
り
尊
敬
さ
る
〉
親
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
親
は
と
か
く
己
れ
の
言
行
を
問
題
外
と
し
て
子

供
を
接
よ
う
と
す
る
が
見
様
に
よ
っ
て
は
子
供
d
親
の
鏡
で

あ
り
、
家
庭
の
鏡
で
あ
る
。

子
供
の
短
所
、
融
点
を
見
出
し
之
に
矯
正
を
加
へ
ん
と

す
る
時
親
の
何
所
か
に
、

{杢
挺
の
何
れ
か
に
子
供
を
其
鹿
に

-10-

家
で
胴
屋
の
屋
号
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
始
め
に
述
べ
ま
し
た

が
、
屋
敷
内
に
古
い
薬
箪
笥
が
あ
り
、
そ
こ
に
生
薬
や
聴
診
器
、

秤
な
ど
が
残
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
漢
方
薬
や
医
療
器
な
ど

も
扱
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

調
鯛
鯛
簿
刈繍
繍
齢
櫨
固
副

次
男
柴
和
が
医
業
を
志
す
に
相

鱒
闘
機
斡
礼
町
麟
繍
週
週
ろ

応
し
い
ご
家
系
で
あ
っ
た
こ
と

踊

刷

、

段

位

向
」

院
が
判
り
ま
す
。

温

週

瀦

竃

聴

闘

魁

牲

こ
の
度
の
企
画
に
際
し
て
、

川
〆
臨
機
感
総
鱒
隣
組
酒
田
畑

医
千
里
山
会
々
員
で
あ
る
息
女

d
時

十
埼

盛

睡

馬
場
郁
子
に
父
上
の
回
想
を

お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
の
生
い
立
ち
か
ら
、
お
人
柄
、

逸
話
な
ど
寄
稿
し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
の
で
、
原
文
を
掲
載
い

た
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

唱

E
A

t
a
 

父
の
こ
と

思
い
出
す
ま
ま
に

馬

場

郁

子

(
末
贋
)

上
新
田
の
小
寺
三
兄
弟
の
次
男
と
し
て
生
を
受
け
た
父
は
、

新
田
小
学
校
か
ら
、
茨
木
中
学
、
阪
大
医
学
部
へ
進
み
、
阪

大
の
医
局
勤
務
の
後
、
拓
け
た
ば
が
り
の
千
里
山
住
宅
地
で
、

内
科
、
小
児
科
医
院
を
開
業
し
ま
し
た
。

十
五
回
生



(
そ
の
頃
、
後
継
の
な
か
っ
た
医
家
末
贋
家
と
養
子
縁
組
を

し
て
末
廉
姓
と
な
り
ま
し
た
)

千
里
山
の
地
で
約
五
十
年
に
亘
り
開
業
医
を
し
な
が
ら
千

里
第
二
小
学
校
の
校
医
と
し
て
約
四
十
年
間
児
童
の
保
健
に

携
わ
り
ま
し
た
。
校
医
と
し
て
の
父
は
学
校
行
事
の
春
の
身

体
検
査
、
秋
の
運
動
会
や
六
年
生
の
伊
勢
参
り
の
随
行
等
を

と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
運
動
会
の
自
転

車
遅
着
競
争
は
得
意
種
目
で
い
つ
も

一
着

蓮
竃
霊

2
3
4

だ
っ
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

fJi-
-
m

若
い
頃
は
往
診
に
自
家
用
車
を
使
っ
て

圃

司

A

〉

い
た
の
で
住
み
込
み
の
運
転
手
さ
ん
が
居
聞

舟
¥

た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
が

て

そ

聞

院

F

も
戦
地
へ
と
出
征
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
父
・
・
・
・
・
・
E

は
お
と
な
し
く
控
え
め
な
人
で
し
た
が
、

層
圏
・
・
・
・
・

最
初
に
買
っ
た
車
は
、
モ
ー
リ
ス
社
の
オ
ー
プ
ン
カ
ー
だ

っ

た
と
昔
を
知
る
方
か
ら
最
近
聞
き
、
父
の
意
外
な
一
面
を
知

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

戦
争
が
激
し
さ
を
増
す
に
つ
れ
車
も
な
く
な
り
、
次
、ぎに

大
型
オ
ー
ト
バ
イ
を
買
っ
て
キ
ヤ
シ
ヤ
な
体
に
革
の
長
靴
を

は
い
て
新
問
、
佐
井
寺
、
花
壇
町
辺
り
ま
で
往
診
し
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
オ
ー
ト
バ
イ
さ
え
も
消
防
団
か
ら
貸

る
の
が
お
決
ま
り
で
、
さ
さ
や
か
な
楽
し
み
だ

っ
た
よ
う
で

す。

一
町
医
者
と
し
て
生
涯
患
者
さ
ん
や
家
族
の
為
に
働
き

続
け
た
父
に
、
亡
く
な
っ
て
三
十
数
年
経
っ
た
今
で
も
尊
敬

し
感
謝
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
に
会
員
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
千
二
小
の
「
四

十
年
の
あ
ゆ
み
」
(
学
校
と

P

T

A
共
編
)
に
稀
少
な
末
慶

先
生
の
回
想
談
「
創
立
当
時
の
二
三
の
思
い
出
」
が
載
っ
て
い

ま
す
。
校
医
と
し
て
修
学
旅
行
に
随
行
し
た
く
だ
り
の

一
端
を

お
載
せ
し
て
末
贋
先
生
を
懐
想
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

(
前
略
)
昭
和
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
天
橋
立
、
若
狭
高
浜
、
和

歌
の
浦
片
男
波
で
の
臨
海
学
舎
等
、
そ
の
他
様
々
の
想
い
出
は

あ
る
が
何
と
言
っ
て
も
生
徒
達
が
一
番
待
ち
望
ん
で
居
た
の
は
、

年
中
行
事
の
伊
勢
志
摩
見
学
旅
行
で
あ
ろ
う
。
昭
和
の
初
め

頃
に
は
未
だ
今
日
の
様
な
特
急
参
宮
電
車
も
出
来
て
お
ら
ず
、

国
鉄
に
よ
り
京
都
・
柘
植
(
註
)
回
り
の
鈍
行
列
車
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の
生
徒
に
は
鈍
行
で
長
く
乗
り
、

長
く
外
の
景
色
を
楽
し
む
の
が
嬉
し
か
っ
た
様
で
あ
っ
た
。

柘
植
の
駅
で
先
生
方
の
昼
食
弁
当
を
買
う
為
ホ
l
ム
に
降

り
た
用
務
員
の
中
村
さ
ん
が
、
ど
う
し
た
事
か
発
車
の
間
際

し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
提
供
し
て
了
い
ま
し
た
。

そ
の
後
は
自
転
車
か
徒
歩
で
し
た
が
坂
の
多
い
千
里
山
で

は
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
辛
い
時
代
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
時
折
患
者
さ
ん
の
お
宅
で
頂
い
た
半
紙
に

包
ん
だ
お
菓
子
を
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
い
く
つ
も
出
し
て
渡
し
て

く
れ
た
こ
と
は
子
供
に
と
っ
て
楽
し
み
な
ひ
と
と
き
で
し
た
。

あ
の
頃
の
開
業
医
は
今
と
は
時
代
も
ち
が
っ
て
お
正
月
三

1.

凶
際
脳
陣
圃
ヶ
日
以
外
は
年
中
無
休
、
日
曜
日
、
祝
日
も

齢
臨
圃
・
圃
圃
午
前
中
は
開
院
し
、
朝
九
時
か
ら
夜
九
時
迄
、

粗
鋼
圃
圃
闘
急
患
は
夜
中
で
も
診
て
い
ま
し
た
し
総
合
病

が
臨
む
制
闘
盟

院
も
近
く
に
無
い
為、

外
科
や
眼
科
、
耳
鼻

ト

t
t量
圃
掴

科
な
ど
も
診
て
い
ま
し
た
。
私
用
で
出
掛
け

・
・
圃
圃
圃
圃
る
時
で
さ
え
聴
診
器
と
消
毒
用
ア
ル

コ
ー
ル

・
・
圃
圃
圃
圃
綿
を
い
つ
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
ま
し
た
。

一
日
二
十
四
時
間
医
者
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
科
学

者
で
あ
っ
た
父
で
す
が
、
座
右
の
銘
は
「
鬼
手
悌
心
」
朝
夕

神
仏
に
手
を
合
わ
せ
る
信
心
深
い
所
も
有
り
ま
し
た
。
因
果

応
報
と
い
う
事
も
よ
く
言
い
き
か
さ
れ
ま
し
た
。

父
の
毎
日
の
安
ら
ぎ
は
仕
事
後
に
ほ
っ
と
一
息
つ
い
て
の

晩
酌
だ
っ
た
様
で
す
。
か
ど
一二

(
赤
壁
薬
局
横
の
魚
屋
さ
ん
)

が
持
っ
て
来
て
く
れ
る
自
身
の
刺
身
に
日
本
酒
を
一

献
傾
け

-12-

に
な
っ
て
数
個
の
弁
当
を
取
り
落
と
し
た
。
之
を
回
収
し
よ

う
と
懸
命
の
中
村
さ
ん
を
諦
め
さ
せ
て
、
列
車
に
飛
び
込
ん

だ
時
は
も
う
列
車
は
動
き
始
め
て
居
た
ス
リ
ル
も
あ
っ
た
。

旅
行
中
一
番
閉
口
さ
せ
ら
れ
た
の
は
雨
降
り
と
急
病
人
が

出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
或
る
学
年
は
学
校
出
発
の
時
か
ら
帰

校
す
る
ま
で
降
り
つ
づ
け
て
、
充
分
に
見
学
も
出
来
な
か
っ

た
残
念
な
事
も
あ
っ
た
。
病
人
と
言
っ
て
も
大
抵
は
乗
り
物

酔
か
、
お
や
つ
の
食
べ
過
ぎ
に
よ
る
胃
腸
病
で
一
晩
静
養
す

れ
ば
翌
日
は
元
気
に
な
り
、
皆
と
行
動
を
共
に
す
る
位
の
も

の
で
あ
る
。

然
し
先
生
方
は
生
徒
の
健
康
状
態
を
心
配
さ
れ
て
、
一
晩

中
時
間
交
替
で
見
回
り
を
し
て
お
ら
れ
る
。
誠
に
御
心
労
な

事
と
頭
が
さ
が
る
。

過
去
二
回
ほ
ど
夜
中
に
端
息
の
強
い
発
作
を
起
こ
し
た
生

徒
が
出
来
て
随
分
と
心
配
さ
せ
ら
れ
た
が
徹
夜
の
看
護
で
大

事
に
至
ら
ず
発
作
も
軽
減
し
た
の
で
皆
と
共
に
帰
阪
、
父
母

の
手
に
届
け
て
や
っ
と
安
心
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
(
後
略
)

(註
)
柘
徳
駅
:
草
津
線
と
関
西
本
線
の
乗
換
駅
三
重
県
伊
賀
地
方
。

末
贋
校
医
は
、
昭
和
四
七
年
一
一
月
七
日
永
眠
な
さ
れ
ま
し

た
。
享
年
七
八
歳
。

円
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お
わ
り
に

小
寺
校
長
の
ご
在
任
期
間
が
十
五
年
戦
争
(
昭

6
1昭
却
)

の
大
半
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
四
大
節
に
奉
安
殿
か
ら
御
真
影

を
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
教
育
勅
語
を
読
ま
れ
る
時
の
姿
は
謹
直

そ
の
も
の
で
し
た
が
、
運
動
会
の
時
に
テ
ン
ト
の
中
で
、
救
急

箱
の
前
の
末
贋
先
生
と
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
座
っ
て
お
ら
れ
た
情

景
は
平
和
そ
の
も
の
で
し
た
。

末
贋
先
生
は
小
寺
先
生
の
四
倍
の
年
数
で
す
か
ら
お
懐
か
し

さ
も

一
入
で
す
。
往
診
で
自
転
車
を
押
し
て
坂
を
上
っ
て
行
か

れ
る
後
姿
、
ゆ
っ
く
り
し
た
聴
診
の
あ
と
コ
ツ
コ
ツ
と
胸
や
背

中
を
叩
い
て
も
ら
っ
た
感
触
が
蘇
っ
て
き
ま
す
。

「
か
え
っ
た
ら
お
番
茶
で
よ
く
う
が
い
し
な
さ
い
」
「
お
か
い
さ

ん
と
梅
干
に
し
と
き
な
さ
い
」
当
節
聴
け
な
い
お
言
葉
で
す
。

今
が
あ
る
の
も
思
師
の
お
陰
で
す
。

両
先
生
に
感
謝
し
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。
合
掌

小
寺
忠
宏
様
(
ご
当
主
直
孫
)
に
は
、
古
今
の
小
寺
家
と
新

田
の
情
報
・
写
真
等
の
ご
提
供
、
心
か
ら
御
槽
申
し
あ
げ
ま
す
。

在
阪
の
十
五
回
生
森
田
千
里
氏
に
は
、
ご
当
主
と
の
取
材
、

諸
資
料
収
集
、
母
校
で
の
調
査
等
、
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

(
文
責
柿
崎
)

中列左から4人目小寺校長後夢l出端末廃校医

-14-

昭和11年3月撮影


