
［
社
会
科
学
習
指
導
案
］

（
１
１
月
１
０
日
（
木
）
第
５
校
時
）

１
題
材

「
解
放
令
以
後
の
最
下
層
の
民
衆
の
暮
ら
し
」

２
本
時
の
目
標

「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
最
下
層
の
人
々
は
、
制
度
上
は
他
の
農
工
商
の
人
々
と
対
等
に
は
な
っ
た
け
れ

ど
、
実
生
活
で
は
逆
に
江
戸
時
代
以
上
の
き
び
し
い
状
況
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

学

習

活

動

指

導

上

の

留

意

点

・
解
放
令
に
よ
っ
て
、
最
下
層
の
人
々
は
、
本
当
に
他
の
身

本
時
の
課
題

分
の
人
々
と
平
等
に
な
れ
た
だ
ろ
う
か
。

Ｃ

平
等
に
は
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

・
な
ぜ
、
そ
う
思
う
の
か
。

Ｃ

急
に
差
別
意
識
は
な
く
な
ら
な
い
。

仕
事
に
つ
こ
う
と
思
っ
て
も
差
別
さ
れ
て
働
け
な
い

子
ど
も
た
ち
は
、
差
別
感
覚
が
残
る
こ
と
を
中
心
に
出
し
て

こ
よ
う
。
そ
れ
は
、
認
め
た
上
で
、
制
度
面
か
ら
の
問
題
を
入

・
江
戸
時
代
役
人
の
下
ば
た
ら
き
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
人
々

れ
て
お
き
た
い

の
暮
ら
し
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
？

Ｃ

い
や
な
仕
事
を
し
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
か
ら
ま
し

だ
ろ
う
。



今
ま
で
そ
れ
で
、
生
活
し
て
い
た
の
に
、
仕
事
が
な

く
な
る

・
士
族
は
、
国
か
ら
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
の
に
、
彼
等
に
は

何
の
保
障
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
説
明
す
る
。

・
牛
や
馬
の
皮
製
品
を
作
っ
て
い
た
人
々
は
ど
う
だ
ろ
う

・
他
の
人
々
も
そ
の
仕
事
を
や
る
よ
う
に
な
る
と
、
競

・
皮
革
製
造
業
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
部
落
の
特
権
で
あ
っ
た

争
相
手
が
増
え
て
、
も
う
か
ら
な
く
な
る
。

こ
と
を
説
明
す
る
。

・
歴
史
の
事
実
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
見
て
み
よ
う

京
都
Ｙ
部
落
の
例



［
京
都
の
あ
る
部
落
の
よ
う
す
］
（
１
８
８
６
年
・
明
治
１
５
年
の
調
査
）

戸
数
１
１
１
１
戸
、
人
口
４
３
６
９
人
の
う
ち
、

・
「
現
在
生
活
に
こ
ま
っ
て
い
る
も
の
」
…
…
７
４
９
戸
（
６
７
％
）

そ
の
う
ち
、
４
０
０
戸
あ
ま
り
（
３
６
％
）
は
、
「
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
着
物
や
品
物
を
売
っ
て
な
ん
と
か
そ
の
日
の

腹
を
ふ
く
ら
せ
て
い
る
」
状
態
で
あ
り
、
残
り
３
４
９
戸
（
３
１
％
）
は
、
「
持
ち
物
も
な
く
、
た
だ
、
と
な
り
近
所
の

の
人
々
の
助
け
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
。
ど
う
か
す
る
と
、
う
え
じ
に
し
そ
う
な
状
況
で
あ
る
」
と
い
う
。

ま
た
、
べ
つ
の
農
村
部
落
で
は
、

「
村
の
半
数
の
家
で
は
、
ひ
ど
い
貧
乏
ぐ
ら
し
で
あ
り
、
ひ
ど
い
と
こ
ろ
で
は
、
ぼ
ろ
を
ま
と
い
、
な
ん
と
か
そ
の
日
を
う

え
じ
に
し
な
い
で
す
ま
せ
て
い
る
と
い
う
人
々
も
い
る
」



【
授
業
記
録
「
解
放
令
」
】

明
子

昔
は
、
へ
ん
な
仕
事
さ
せ
ら
れ
て
、
身
分
の
低
い
や
つ
だ

っ
た
と
か
言
わ
れ
て
、
仕
事
す
る
と
き
で
も
、
そ
う
い
う
の
が
残

Ｔ

江
戸
時
代
の
身
分
制
度
は
、
明
治
に
入
っ
て
、
四
民
平

る
と
思
う
で
、
い
っ
し
ょ
に
な
れ
な
い
。

等
と
い
う
政
府
の
方
針
で
、
身
分
制
度
を
や
め
ま
し
ょ
う
、

真
人

僕
も
悪
い
仕
事
か
ら
良
い
仕
事
に
な
っ
て
も
ど
う
せ
、
差

と
い
う
こ
と
が
正
式
に
決
め
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
江
戸
時

別
さ
れ
る

代
に
も
っ
と
も
差
別
さ
れ
た
人
々
は
、
別
に
解
放
令
と
い
う

美
豊
子

差
別
の
気
持
ち
が
変
わ
ら
な
い
か
ら
。

の
が
出
さ
れ
、
い
っ
さ
い
の
差
別
は
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
う

幸
則

前
の
こ
と
で
も
、
あ
い
つ
ら
悪
い
仕
事
し
と
っ
た
ん
や
て

こ
と
に
な
っ
た
。

言
わ
れ
る
。

で
、
農
工
商
は
、
ど
う
な
っ
た
の
？

智
美

い
く
ら
よ
い
仕
事
に
つ
い
て
も
、
他
の
人
か
ら
い
じ
め
ら

Ｃ

平
民

れ
る
。

Ｔ

平
民
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
中
に
農
工
商
、
み

Ｔ

は
い
、
こ
こ
の
列
の
人
は
み
ん
な
同
じ
意
見
で
す
ね
。

ん
な
同
じ
平
民
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

あ
い
つ
ら
、
も
と
も
と
低
い
身
分
の
や
つ
だ
っ
た
、
と
い
う

た
だ
し
、
士
は
？

気
持
ち
が
残
っ
て
い
て
、
や
っ
ぱ
り
差
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い

Ｃ

士
族

う
考
え
で
す
ね
。

Ｔ

さ
む
ら
い
の
方
は
、
士
族
と
い
う
、
や
っ
ぱ
り
優
遇
さ

力

こ
の
人
ら
は
よ
、
明
治
に
な
っ
て
も
昔
の
こ
と
覚
え
て
る
人

れ
た
形
で
の
こ
っ
た
。

は
、
あ
い
つ
は
、
殺
し
役
や
っ
て
た
や
つ
や
、
と
か
い
う
て
、
仲

今
日
の
問
題
は
、
こ
の
解
放
令
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
た
人

間
に
い
れ
て
も
ら
え
へ
ん
や
ん
。
ほ
ん
で
、
明
治
時
代
に
な
っ
て

た
ち
は
、
平
民
の
仲
間
に
ほ
ん
と
う
に
入
る
こ
と
が
で
き
た

も
、
差
別
は
残
る
。

だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
は
い
、
自
分
の
考
え
書
い
て

Ｔ

そ
う
い
う
、
今
ま
で
の
歴
史
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
時
代
が

Ｃ

（
自
分
の
考
え
を
ノ
ー
ト
に
書
く
。
）

か
わ
っ
て
も
、
そ
の
感
覚
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
。



裕
幸

今
ま
で
ず
っ
と
差
別
を
う
け
て
き
た
ん
や
で
、
急
に

積
極
的
に
し
て
も
ら
っ
た
人
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
暮
ら
し
が
変
わ

四
民
平
等
て
い
う
て
も
、
な
か
な
か
は
い
れ
へ
ん
。
政
府
は

っ
た
と
き
に
。
だ
れ
で
し
ょ
う
。

エ
タ
と
非
人
の
生
活
を
積
極
的
に
高
め
る
努
力
を
し
な
か
っ

和
幸

天
皇
陛
下

た
で
、
ま
だ
な
く
な
ら
ん
。

Ｔ

そ
う
、
天
皇
陛
下
、
そ
の
一
族
は
そ
う
で
す
ね
。

Ｔ

今
、
ち
が
う
こ
と
言
っ
て
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら

力

う
ん
、
教
科
書
に
書
い
た
る
。

Ｃ

士
族

Ｔ

じ
ゃ
、
ち
ょ
っ
と
教
科
書
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ｔ

侍
は
、
江
戸
時
代
は
ど
う
や
っ
て
く
ら
し
て
い
た
の
？

そ
こ
、
読
ん
で
く
れ
る
。

Ｃ

領
主
か
ら
給
料
い
う
か
、
米
も
ら
っ
て
。

裕
幸

読
む

Ｔ

お
百
姓
か
ら
吸
い
上
げ
た
年
貢
を
分
配
し
て
領
主
か
ら
も
ら

っ
て
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
侍
た
ち
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
四
民
平

こ
れ
ま
で
、
農
工
商
の
下
の
お
か
れ
て
、
低
い
身
分
と

等
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
生
活
が
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り

さ
れ
て
い
た
人
々
も
、
平
民
と
さ
れ
ま
し
た
。
（
い
わ

、
侍
を
失
業
し
た
。
今
ま
で
領
主
か
ら
お
米
も
ら
っ
て
た
の
が
、

ゆ
る
解
放
令
）
。
し
か
し
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
人
々
の

も
ら
え
な
く
な
っ
た
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
時
、
侍
た
ち
は
ど
う
し

生
活
を
高
め
る
よ
う
な
政
策
を
、
お
こ
な
い
ま
せ
ん
で

て
も
ら
っ
た
か
。
新
し
い
仕
事
に
つ
く
た
め
の
も
と
で
に
な
る
金

し
た
。

を
退
職
金
と
し
て
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
新
し
い
仕

事
つ
く
の
に
、
何
に
も
な
し
で
は
で
き
ん
か
ら
、
い
う
て
、
国
か

力

積
極
的
に
し
て
た
ら
な
、
ま
だ
仲
間
に
な
れ
た
か
も
わ

ら
特
別
に
お
金
を
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
。

か
ら
ん
け
ど
、
政
策
せ
ん
と
、
ま
だ
仲
間
は
ず
れ
み
た
い
な

日
夏
先
生
か
ら
も
ら
っ
た
資
料
で
す
。

も
ん
や
。

大
名
た
ち
は
、
い
く
ら
ぐ
ら
い
も
ら
っ
た
か
。

Ｔ

わ
か
る
？
積
極
的
に
何
も
し
な
か
っ
た
っ
て
。
一
方
で

Ｃ

百
万
円
ぐ
ら
い
。
三
千
万
円
ぐ
ら
い
…
…



Ｔ

実
は
、
六
千
万
円
ぐ
ら
い
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
。

Ｃ

無
し

一
生
働
か
な
く
て
も
生
活
で
き
る
ぐ
ら
い
の
お
金
が
大

Ｔ

こ
の
ま
ま
い
っ
た
ら
、
江
戸
時
代
よ
り
も
っ
と
悪
く
な
る
と

名
ク
ラ
ス
の
侍
に
は
も
ら
え
た
ん
で
す
。

思
う
人

一
般
の
お
さ
む
ら
い
さ
ん
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
か
。

Ｃ

５
，
６
人
挙
手

Ｃ

（
い
ろ
い
ろ
言
う
）

Ｔ

ほ
う
、
す
ご
い
。
じ
ゃ
、
な
ん
で
？
善
崇

Ｔ

平
均
す
る
と
、
５
２
５
万
円
ぐ
ら
い
で
す
。

善
崇

わ
か
ら
ん

Ｃ

少
な
い

大
輔

江
戸
時
代
の
時
は
、
そ
う
い
う
エ
タ
非
人
で
も
、
ち
ゃ
ん

Ｔ

で
も
、
こ
れ
だ
け
の
お
金
を
ぽ
ん
と
く
れ
た
ん
で
す
。

と
生
活
で
き
た
や
ん
。
あ
の
、
突
き
役
と
か
し
て
も
、
大
名
か
ら

新
し
い
仕
事
に
つ
け
る
よ
う
に
、
と
い
っ
て
。

少
し
は
お
金
も
ら
え
た
や
ん
。
ほ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
は
生
活
で
き

力

い
ー
っ
、
政
策
ち
ゃ
ん
と
し
た
る
や
ん
。

た
け
ど
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、
み
ん
な
か
ら
差
別
さ
れ
る
し

Ｔ

そ
う
、
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
た

そ
れ
に
、
社
会
的
に
店
で
働
こ
う
と
思
っ
て
も
。

ち
に
は
、
何
も
し
な
か
っ
た
。

Ｔ

今
始
め
に
言
っ
た
こ
と
が
大
事
。
江
戸
時
代
は
く
ら
せ
た
け

力

政
府
も
差
別
し
て
る
や
ん
。

ど
、
と
い
う
と
こ
ろ
。

Ｔ

「
積
極
的
な
政
策
は
何
も
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と

保

江
戸
時
代
の
時
は
、
人
つ
い
て
な
、
む
ご
い
仕
事
や
け
ど
、

は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

な
ん
と
か
そ
の
お
金
で
生
活
で
き
た
け
ど
、
解
放
令
が
で
て
、
四

つ
ま
り
、
お
金
も
何
も
や
ら
な
か
っ
た
。

民
平
等
に
な
っ
て
か
ら
は
な
、
そ
う
い
う
仕
事
な
く
な
っ
た
や
ん

と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
と
同
じ
と
い
う
こ
と
な
の
か

。
ほ
の
う
え
、
お
金
が
な
く
な
っ
た
う
え
に
、
ど
こ
い
っ
て
も
働

そ
れ
と
も
、
江
戸
時
代
よ
り
も
っ
と
ひ
ど
く
な
っ
た
の
か

き
口
が
な
い
し
な
。

ど
う
思
う
？

美
豊
子

う
ん
と
、
解
放
令
が
出
て
も
非
人
を
や
っ
て
い
た
か
ら

こ
の
ひ
と
た
ち
は
、
江
戸
時
代
と
同
じ
だ
と
思
う
人

、
そ
れ
が
う
し
ろ
に
つ
き
ま
と
っ
て
、
店
に
や
と
っ
て
も
ら
お
う



と
思
っ
て
も
、
あ
い
つ
は
、
何
を
や
る
か
わ
か
ら
ん
い
う
て

Ｔ

悪
く
な
る
と
思
う
人

や
と
っ
て
も
ら
え
な
い
。

Ｃ

多
数
挙
手

Ｔ

そ
う
い
こ
と
が
一
つ
。
そ
れ
プ
ラ
ス
、

Ｔ

勇
也
、
ど
う
し
て
良
く
な
る
と
思
う

今
ま
で
は
役
人
の
下
働
き
で
わ
ず
か
の
お
金
を
も
ら
い

勇
也

今
ま
で
は
、
べ
つ
に
さ
れ
て
た
や
ろ
。
そ
れ
が
、
み
ん
な

な
が
ら
生
活
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
に
な
っ
て
な
く

が
で
き
る
で
。

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
失
業
し
た
。
今
ま
で
わ
ず
か
に
は
い
っ

Ｔ

あ
あ
、
勇
也
が
い
う
て
る
こ
と
わ
か
る
？

て
い
た
お
金
も
は
い
ら
な
く
て
、
残
っ
て
い
る
の
は
、
美
豊

勇
也
は
、
今
ま
で
差
別
さ
れ
て
た
人
の
仕
事
を
み
ん
な
が
で

子
が
い
っ
た
よ
う
に
差
別
の
目
だ
け
。

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
み
ん
な
が
、
お
ん
な
じ
人
間
に
な
る

も
う
一
つ

い
う
こ
と
や
な
。
だ
か
ら
、
差
別
し
て
る
気
持
ち
も
だ
ん
だ
ん
な

差
別
さ
れ
た
人
々
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
突

く
な
っ
て
よ
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
、
い
う
ん
ね
。

き
役
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
た
と
え
ば
、

じ
ゃ
、
ほ
ん
で
も
、
こ
の
人
ら
に
は
よ
け
い
悪
い
こ
と
に
な
っ

死
ん
だ
牛
や
馬
の
処
理
を
す
る
仕
事
も
こ
の
人
た
ち
の
特
権

た
と
思
う
人
。

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
み
ん
な
平
等
に
な
っ
て
、

智
子

他
の
人
も
い
っ
ぱ
い
き
や
っ
た
ら
、
自
分
の
も
う
け
が
少

自
由
に
な
っ
た
時
に
ど
う
な
っ
て
い
く
か
。

な
く
な
る
。

今
ま
で
、
こ
の
人
た
ち
だ
け
に
で
き
た
仕
事
が
、
だ
れ
が

真
ひ
と

今
ま
で
は
、
「
定
ち
ゃ
ん
の
手
紙
」
み
た
い
に
（
国
語

や
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
、
こ
の

で
学
習
中
の
教
材
）
人
力
車
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
み
ん
な
こ
こ

人
た
ち
に
と
っ
て
良
い
こ
と
か
、
悪
い
こ
と
か
。

へ
乗
り
に
き
や
っ
た
や
ん
。
車
が
で
き
て
父
ち
ゃ
ん
が
こ
ま
っ
た

Ｃ

悪
い
！
良
い
！

み
た
い
に
、
他
の
と
こ
ろ
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
客
を

Ｔ

良
く
な
る
と
思
う
人

と
ら
れ
る
。

Ｃ

（
勇
也
一
人
）

暢
子

さ
っ
き
智
子
ち
ゃ
ん
が
い
っ
た
み
た
い
に
、
収
入
が
減
っ



て
し
ま
う
の
。
前
は
、
そ
こ
し
か
や
っ
て
や
ら
ん
か
っ
た
で

命
み
た
い
な
も
ん
や
ろ
。

な
、
以
外
と
売
れ
て
た
け
ど
、
他
の
人
も
い
っ
ぱ
い
す
る
と

Ｔ

今
力
が
言
っ
た
こ
と
で
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
人
達
が
解
放

な
、
ほ
れ
だ
け
、
沢
山
で
き
る
で
、
収
入
が
減
っ
て
貧
乏
に

令
が
出
て
自
由
に
な
つ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ど
ん
な
仕
事
に
で
も

な
る
。

つ
け
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
仕
事
し
か
な
か
っ
た
ん

幸
則

ぼ
く
は
変
わ
ら
ん
と
思
う
け
ど
。

じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
と
き
に
、
競
争
相
手
が
増
え
る
と
い
う
こ
と

い
く
ら
、
解
放
令
が
で
て
も
、
や
っ
ぱ
し
、
仕
事
も
昔

は
、

エ
タ
非
人
が
や
っ
て
い
た
仕
事
や
で
い
や
が
る
ん
ち
が
う
か

力

商
人
が
工
場
と
か
で
、
大
量
生
産
し
た
ら
、
競
争
に
も
ま
け

な
。

て
し
ま
う
。

Ｔ

な
る
ぼ
ど
ね
。

Ｔ

そ
う
。
一
人
で
、
や
っ
て
い
る
よ
り
、
安
く
で
き
る
か
ら
ね

和
幸

け
ど
よ
、
商
人
と
か
お
金
も
ち
や
ろ
。
ほ
れ
が
、
牛

の
皮
と
か
買
い
占
め
て
、
大
量
生
産
と
か
や
っ
た
ら
、
商
人

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
暮
ら
し
は
、

は
も
う
か
る
。

よ
け
い
く
ら
し
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
ね
。
そ
の

Ｔ

幸
則
は
、
昔
差
別
さ
れ
て
い
た
人
が
し
て
い
た
仕
事
な

こ
と
が
、
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ん
か
だ
れ
も
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
ね
。
だ
け
ど
、
そ

れ
で
商
人
は
金
も
う
け
の
た
め
な
ら
、
皮
を
買
い
占
め
て
工

（
説
明
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
）

場
と
か
で
大
量
生
産
し
た
ら
も
う
か
る
か
ら
や
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
の
ね
。

話
し
合
い
の
内
容
を
ま
と
め
て
終
わ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
で
い
う
と
、
自
分
た
ち
の
仕
事
を
く
わ
れ

て
い
く
。

力

皮
の
仕
事
を
し
て
る
人
や
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
が



［
京
都
の
あ
る
部
落
の
よ
う
す
］
（
１
８
８
６
年
・
明
治
１
５
年
の
調
査
）

戸
数
１
１
１
１
戸
、
人
口
４
３
６
９
人
の
う
ち
、

・
「
現
在
生
活
に
こ
ま
っ
て
い
る
も
の
」
…
…
７
４
９
戸
（
６
７
％
）

そ
の
う
ち
、
４
０
０
戸
あ
ま
り
（
３
６
％
）
は
、
「
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
着
物
や
品
物
を
売
っ
て
な
ん
と
か
そ
の
日
の

腹
を
ふ
く
ら
せ
て
い
る
」
状
態
で
あ
り
、
残
り
３
４
９
戸
（
３
１
％
）
は
、
「
持
ち
物
も
な
く
、
た
だ
、
と
な
り
近
所
の

の
人
々
の
助
け
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
。
ど
う
か
す
る
と
、
う
え
じ
に
し
そ
う
な
状
況
で
あ
る
」
と
い
う
。

ま
た
、
べ
つ
の
農
村
部
落
で
は
、

「
村
の
半
数
の
家
で
は
、
ひ
ど
い
貧
乏
ぐ
ら
し
で
あ
り
、
ひ
ど
い
と
こ
ろ
で
は
、
ぼ
ろ
を
ま
と
い
、
な
ん
と
か
そ
の
日
を
う

え
じ
に
し
な
い
で
す
ま
せ
て
い
る
と
い
う
人
々
も
い
る
」

「



…
…
…
…

…
…
…
…
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