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渡
辺
氏
は
、
法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
教
諭
、
川
崎
地
域
史
研
究
会
会
員
で

も
あ
り
、
長
ら
く
歴
史
教
育
者
協
議
会
の
平
和
教
育
分
科
会
の
世
話
人
を
つ
と

め
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は

『
子
ど
も
の
見
方
　
授
業
の
つ
く
り
方
』

（教
育

史
料
出
版
会
）
な
ど
の
著
作
を
だ
さ
れ
る
な
ど
の
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
。
今
回

は
、
多
く
の
プ
リ
ン
ト
や
様
々
な
実
物
資
料
を
小
し
な
が
ら
歴
史
教
育
の
最
近
の

動
向
も
ふ
く
め
て
お
話
を
い
た
だ
い
た
。
以
下
は
こ
講
演
の
概
略
で
あ
る
。

最
初
に
歴
史
教
育
と
は
教
育
の
な
か
の
限
定
さ
れ
た
部
分
の
実
践
で
あ
る
と

お
さ
え
た
上
で
、
ま
ず
教
育
を
行
う
た
め
の
３
つ
の
柱
に
つ
い
て
、
①
文
化
の

継
承

・
発
展
、
②
自
立
を
促
す
作
用
、
③
真
実

・
真
理
の
獲
得
に
よ
る
人
間
形

成
と
い
う
か
た
ち
で
ま
と
め
た
い
。

そ
し
て
そ
う
し
た
観
点
に
た

っ
て
、
歴
史
教
育
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
二
つ
の

傾
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。
ひ
と
つ
め
は

「
は
た
し
て
歴
史
と
は
覚

え
る
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
歴
史
は
覚
え
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
学
習
観
は
戦
前
と
戦
後
そ
れ
ぞ
れ
に
根
源
が
あ
る
。
戦
前
に
つ
い
て
は
、
歴

史
の
ス
ケ
ー
ル
を
天
皇
の
代
で
し
か
は
か
れ
な
い
よ
う
に
し
た
神
話
教
育
、
考

え
る
こ
と
や
疑
う
こ
と
を
許
さ
ず

「
疑
う
よ
り
も
覚
え
る
こ
と
」
を
強
調
す
る

「
真
騨
　
真
実
を
軽
祝
と
排
除
」
し
た
国
史
教
育
が
つ
く

っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
戦
後
に
な

っ
て
も
教
科
書
中
心
主
義
の
傾
向
は
克
服
さ
れ
ず
、

「
覚
え

る
」
と
い
う
根
底
は
変
わ
ら
ず
、
そ
の
傾
向
を
受
験
教
育
が
増
幅
さ
せ
て
い
く

し
、
学
界
の
成
果
を

一
面
的
に
解
釈
し
て
教
材
化
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る

「
進
歩

的
暗
記
主
義
」
と
い
う
傾
向
も
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

ふ
た
つ
め
は
最
近
、
歴
史
教
育
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
討
論
形
式
の
授

業
に
関
連
し
て
、
は
た
し
て
講
義
式
授
業
は
全
て
否
定
す
べ
き
こ
と
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
科
学
的
認
識
と
の
関
連
で
あ

氏

り
、
す
な
わ
ち
真
理
　
真
実
を
ど
う
お
さ
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在

提
起
さ
れ
て
い
る

「
講
義
方
式
を
否
定
し
、
討
論
形
式
に
」
と
い
う
授
業
方
法

の
多
く
は
、

「
『
仮
設
的
推
論
』
か
ら

『
機
能
的
推
論
』
、
そ
し
て

『
演
繹
的

推
論
』
と
い
う
知
的
体
験
が
大
切
」
だ
と
い
う
論
理
構
造
を
も
ち
、
そ
れ
は
デ

ュ
ー
イ
の
教
育
論
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
的
発
想
が
基
盤
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
問
題
に
な
る
の
は
、
討
論
だ
け
で
子
ど
も
の
認
識
が

深
ま
る
の
か
、
も

っ
と
言
え
ば
教
師
の
教
材
論
が
か
ら
ま
な
い
と
こ
ろ
で
科
学

的
認
識
が
獲
得
で
き
る
か
と
い
う
疑
間
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
遠
山
茂
樹
氏
の

一
連
の
教
育
に
つ
い
て
の
提
起
の
重
要
性
を
指
摘

し
た
い
。
遠
山
氏
の
提
起
に
よ
れ
ば
、
小

・
中

・
高
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で

歴
史
に
対
す
る
科
学
的
な
考
察
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
時
に
「
『
実
感
』
を
大
切
に
し
つ
つ
、
史
料
を
あ
つ
め
、
こ
れ
を
批
判
し
、

そ
こ
か
ら
史
実
を
ひ
き
だ
し
、
そ
の
史
実
を
他
の
史
実
と
関
連
さ
せ
、
総
合
的

・

発
展
的
に
理
解
す
る
。
　

こ
う
し
た
過
程
を
子
ど
も
達
に
指
導
し
て
体
験
さ
せ

る
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の

「
実
感
」
と

「
歴
史
認
識
」
の
へ
だ
た

り
を
埋
め
て
い
く
こ
と
が
教
師
の
仕
事
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
へ
だ
た
り
を
う
め
る
た
め
の
私

自
身
の
教
育
実
践
を
い
く

つ

か
紹
介
し
て
み
る
。
そ
の
さ
い
特
に
日
本
近
現
代
史
の
授
業
づ
く
り
を
中
心

と
し
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
は
、
①
通
史
を
教
え
る
こ
と
の
重
要
性
、
②
社

会
の
し
く
み
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
①
民
衆
の
す
が
た
が
う
か
び
あ
が

る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
④
戦
争
と
平
和
の
問
題
を
民
族
の
自
立
　
連
帯
と
の
か

か
わ
り
で
深
め
る
こ
と
、
⑤
戦
後
史
を
重
視
す
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
た
い
。
そ

の
う
ち
特
に
②
と
③
に
関
わ

っ
て
、
歴
史
教
師
の
本
格
的
な
研
究
や
発
掘
に
裏

付
け
さ
れ
た

「
教
材
の
質
と
体
系
化
の
必
要
性
」
を
強
調
し
た
い
。
具
体
的
な

教
材
に
つ
い
て
は

『歴
史
地
理
教
育
』
誌
上
に
連
載
し
た

「
実
物
資
料
で
展
開
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す
る
十
五
年
戦
争
学
習
」

（
全

一
八
回
）
を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
が
、
例
え

ば
国
家
総
動
員
法
と
い
っ
て
も
今
の
子
ど
も
た
ち
の

「
実
感
」
と
そ
の
実
態
は

あ
ま
り
に
か
け
は
な
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

「
キ
ン
ダ
ー
ブ

ッ
ク
」
や
徳
川

家
康
の
銅
像
ま
で
戦
場
に
出
兵
さ
せ
る
姿
、
当
時
の

「
体
力
手
帳
」
を
示
す
な

ど
、
様
々
な
実
物
や
教
材
を
教
室
に
持
ち
込
み
、
子
ど
も
の

「
実
感
」
を
科
学

的
な
認
識
に
裏
付
け
さ
れ
た
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
は

「
真
実
を
自
ら
学
ん
だ
時
に
」
成
長
す
る
も
の
で
あ

り
、
歴
史
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
科
学
的
認
識
を
獲
得
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と

は
、
陸
軍
登
戸
研
究
所
の
調
査
に
参
加
し
た
長
野
県
の
赤
穂
高
校
平
和
ゼ
ミ
と

法
政
三
高
平
和
研
究
会
の
子
ど
も
た
ち
と
の
活
動
の
中
で
明
ら
か
に
な

っ
た
。

調
査
に
加
わ

っ
た
高
校
生
た
ち
に
感
想
を
聞
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
以
下
の
三

つ
に
分
類
さ
れ
る
。
①

「
普
通
の
人
間
、
科
学
者
が
悪
魔
に
変
わ
る
の
が
戦
争

だ
」
、　
つ
ま
り
戦
争
の
仕
組
み
を
実
感
し
た
と
い
う
こ
と
、
②
そ
の
悪
魔
の
体

系
が
戦
後
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
恐
ろ
し
さ
、
③
ど
う
し
た
ら
そ
う
し
た
現
代

戦
の
構
造
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
特
に
三
点
日
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

子
ど
も
た
ち
は
陸
軍
登
戸
研
究
所
の
調
査
を
通
し
て
得
た
太
平
洋
戦
争
の
仕
組

み
を
わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
乗
り
越
え
た
認
識
を
獲
得
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
子
ど
も
た
ち
は
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
自
分
自
身
を
変
え
て
い
き
、
そ
の

作
業
を
通
じ
て
教
師
が
与
え
た
も
の
以
上
に
成
長
し
て
い
く
。
そ
の
点
に
確
信

を
持

つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
話
を
ま
と
め
る
と
歴
史
の
教
師
が
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点

と
し
て
、
自
分
自
身
が
常
に
教
材
研
究
を
行

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

特
に
①
歴
史
学
の
現
在
の
水
準
に
謙
虚
に
学
ぶ
こ
と
、
②
歴
史
学
の
成
果
を
そ

の
ま
ま
子
ど
も
に
示
す
の
で
は
な
く

「
教
材
化
」
す
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
③
生
徒
の
認
識
か
ら
学
び
自
分
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
三
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
講
演
を
受
け
質
疑
応
答
で
は
、
討
論
形
式
の
授
業

へ
の
疑
問
～
討
論

授
業
は

「
考
え
る
」
こ
と
の
強
制
で
は
な
い
か
―
や
、
み
ず
か
ら
の
授
業
の
平

板
さ
へ
の
反
省
の
声
な
ど
が
出
さ
れ
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

（
大
湖
賢

一
）
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