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今
回
は
都
立
町
田
高
等
学
校
教
諭
で
あ
り
か

つ
歴
史
教
育
者
協
議
会
研
究
委

員
で
あ
る
鳥
山
孟
郎
氏
を
御
招
き
し
て

「
い
ま
世
界
史
を
ど
う
み
る
か
」
と
い

う
題
で
講
演
を
し
て
頂
い
た
。

町
田
高
校
で
教
え
て
い
る
こ
と
、
普
段
考
え
て
い
る
こ
と
を
話
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

九

一
年
は
湾
岸
戦
争
、
従
軍
慰
安
婦
な
ど
を
歴
史
の
な
か
で
ど
う
と
ら
え
る

の
か
が
重
要
な
問
題
と
な

っ
た
。
そ
れ
ら
は
今
ま
で
の
考
え
方
で
は
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

今
ま
で
の
歴
史
学
は
古
代
奴
隷
制
↓
封
建
制
↓
資
本
主
義
↓
社
会
主
義
と
い

う
発
展
史
観
が
大
き
な
影
響
力
を
も

っ
て
い
た
が
現
実
に
お
い
て
社
会
主
義
体

制
は
消
滅
し
そ
う
に
な

っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
で
歴
史
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
間
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
現
実
の
今
の
社
会
を
ど
う

と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

今
ま
で
の
歴
史
観
は
生
徒
を
を
と
ら
え
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
日
本
の
中
に
あ

っ
た

一
つ
の
と
ら
え
方
は

「
西
洋
に
学
び
、
東
洋

を
支
配
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
慰
安
婦
問
題
を
機
に
大
き

な
打
撃
を
う
け
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
こ
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
か

な
り
広
が

っ
て
き
た
考
え
方
に

「
経
済
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
国
際
貢
献
を
」
と

い
う
の
が
あ
る
が
説
得
力
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
れ
か
ら
世
界
史
を
ど
う
み
る
か
、
そ
の
参
考
に
な
る
も
の
に
Ｌ

・
Ｓ

・
ス

タ
ヴ
リ
ア
ー
ノ
ス
の

『
新

・
世
界
の
歴
史
』

（
一
九
九

一
年
刊
、
桐
原
書
店
）

が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ス
タ
ヴ
リ
ア
ー
ノ
ス
は

一
般
的
な
発
展
史
観
、
段
階
論

と
は
違

っ
て
、
環
境
、
男
女
関
係
、
社
会
、
戦
争
と
い
っ
た
視
点
か
ら
世
界
史

を
見
て
い
る
。
彼
は
歴
史
を
進
歩
の
歴
史
と
と
ら
え
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
し

か
も
最
近
の
発
想
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
イ
ン
ド
や
中
国
に
お
い
て
は
そ
う

鳥

山

孟

｛
属

氏

で
な
か

っ
た
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
中
世
に
お
い
て
は
違
う
歴
史
観
が

あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
軍
慰
安
婦
や
強
制
連
行
、
湾

岸
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
選
択
と
い
っ
た
問
題
は
ス
タ
ヴ
リ
ア
ー
ノ
ス
の
著
書

で
は
解
決
で
き
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
北
米
工
業
社
会
中
心
の
世
界
史
像
と

い
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
か
か
え
る
問
題
に
よ

っ
て
世
界
史
像
は
異
な

っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
。
地
域
の
場
か
ら
世
界
史
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
何
が
み
え
、

何
が
問
題
に
な
る
の
か
。

五
、
六
年
前
か
ら
町
田
高
校
で
公
開
講
座

「
ア
ジ
ア
の
人
々
と
日
本
」
を
開

き
、
朝
鮮
や
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
方
に
話
を
し
て
も
ら

っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
私
に
わ
か

っ
て
き
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
朝
鮮

の
人
々
は
日
本
人
か
ら
差
別
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
は
別
の
問
題
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

「
自
分
の
両
親
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
が
い
や
で
い
や
で
し

ょ
う
が
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
じ
め

ら
れ
る
と
は
別
の
問
題
で
あ

っ
て
、
普
段
は
日
本
人
と
の
違
い
を
意
識
し
な
い

の
に
、
親
の
こ
と
ば
や
食
べ
物
か
ら
そ
の
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
難
民
も
子
ど
も
は
学
校
に
イ
ン
ド
シ
ナ
風
の
弁
当

を
も

っ
て
い
く
こ
と
を
さ
ら
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
が
違
う
と
い
う
意
識
を
普

段
も
た
な
い
子
ど
も
た
ち
は
い
や
お
う
な
し
に
そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
者
と
し
て

親
を
き
ら
う
。
だ
か
ら
こ
そ
朝
鮮
の
人
々
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
難
民
の
人
々
も

民
族
性
喪
失
を
自
覚
し
、
そ
れ
に
危
機
を
い
だ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
大
き
な
間

題
に
な

っ
て
い
る
。

次
に
授
業
の
話
を
し
て
み
た
い
。

国
連
に
つ
い
て
日
本
に
は

「
国
連
崇
拝
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
Ｐ
Ｋ
Ｏ
批
判
の

声
を
弱
め
て
お
り
、
国
連
を
と
る
か
、
憲
法
を
と
る
か
と
い
っ
た
場
合
、
憲
法
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は
理
念
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
現
実
的
に
は
国
連
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

朝
日
新
聞
の
記
事

（
一
九
九
二
年
二
月

一
二
日
夕
刊
、
内
容
は
元
国
連
職
員
で

あ

っ
た
吉
田
康
彦
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事
で
あ

っ
て
、
吉
田
氏
は
そ
の
な

か
で
国
連
を
駆
け
込
み
寺
扱

い
す
る
の
は
疑
間
、　
″

国
連
崇
拝

″
を
卒
業

せ
よ

な
ど
と
語

っ
て
い
る
）
を
読
ま
せ
て
の
生
徒
の
感
想
を
み
る
と
、
国
益
を
追
求

し
て
い
く
上

で
、
他
国
と
協
力
し
あ

っ
て
い
く

こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
と

い
う
発
想
が
な

い
、
国
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
他
国
と
争
う
と
い
う
発
想

で
あ

る
。
授
業

で
石
橋
湛
山

の

「
満
州
を
手

に
い
れ
る
こ
と
は
中
国
と
仲
が
悪
く
な

る
こ
と
に
な
り
、
国
益

に
か
な
う
と
は
い
え
な

い
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
し
て

い
る
が
、
そ
う

い
う
見
方
が
生
徒
に
は
弱

い
。

最
後
に
ア
ジ
ア
の
国

々
の
交
流
の
中

で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の

か
紹
介
し
た
い
。
東

ア
ジ
ア
教
育

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

一
九
八
四
年
と
八
九
年
に

開
か
れ
、
そ
こ
で
は
三

つ
の
こ
と
が
テ
ー

マ
と
し
て
話
し
あ
わ
れ
た
。
そ
れ
は

０
日
本

の
戦
争
責
任
、
②
民
族
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
か
、
０
東

ア
ジ
ア
に
と

っ
て
近
代
化
が
な
ん
で
あ

っ
た
の
か
、
で
あ
る
。

日
本
の
側

に

一
体
何
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

０
に

つ
い
て
は
、
加
害
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、

こ
れ
抜
き
に
不
信
感
を
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
強
制
連
行
、
従
軍
慰

安
婦
、
南
京
大
虐
殺
な
ど
の
被
害
者

の
救
済
の
た
め
の
措
置
を
過
去
の
条
約
で

す
ま
し
て
よ
い
の
か
、
主
体
的
に
ど
う
答
え
を
だ
す
か
間
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
授
業

で
、
従
軍
慰
安
婦
、
強
制
連
行
の
話
し
な
ど
を
三
時
間
、
四
時

間
も
す
る
と

「
そ
ん
な
に
や

っ
て
い

っ
た
い
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
」
と
い

う
生
徒
の
疑
間
が
出

て
く
る
。

こ
の
生
徒

の
反
発

は
何
故
そ
う

い
う
こ
と
を
学

ば
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
と
い
う
自
覚
が
な

い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
で
は
生

徒
に
は
ど
う
い
う
自
覚
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
日
本
が
三
度
と

あ
の
よ
う
な
戦
争
を
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と

つ
つ
っ
こ
ん

で
い
く
と
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
が
ア
ジ
ア
の
中

で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
か
ら

「
意
味
」
が

見
え
て
く
る
。

０
に

つ
い
て
は
、
な
に
を
問
題
に
し
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
る
と
き
、

二
つ

の
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と

つ
は
世
界
に
は
様
々
な
異
な
る
民
族
が
あ

っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

こ
の
異
な
る
文
化
　
伝
統
を
も

つ
者
た
ち
と
日

本
は
ど
の
よ
う
に
接
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
ひ
と

つ
は
国
際
的
な
課
題
に
と
り
く
む
主
体
と
し
て
自
分
が
ど

こ
に
身
を
置
く

べ
き

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

０
に

つ
い
て
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
近
代

を
ど
う
主
体
的
に
受
け
と
め
る
べ
き

か
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
朝
鮮
の
場
合
、
民
族

の
統

一
、
民
主
化
の
課
題
が

あ
り
、
中
国
に
お
い
て
は
五

つ
の
近
代
化
、
民
主
化

の
課
題
が
あ
る
。
そ
の
な

か
で
ア
ジ
ア
を
犠
牲
に
し
て
の
近
代
化
は
日
本

に
と

っ
て
ま
す

い
で
あ
ろ
う
。

（
青
山
永
久
）
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