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［
自
伝
小
説
］

めか、
進

め

（
第
四
回
）

人
聞
を
は
ぐ
く
ん
で
く
れ
る
も
の

長

崎

明

さ
し
え

竹

内

秀

明

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
年
）
年
は
、
「
臨
教
審
」
の
最
終
答
申
や
国
土
庁
の
「
回
全

総
」
発
表
や
ら
で
、
あ
れ
や
乙
れ
や
の
議
論
と
運
動
に
明
け
暮
れ
た
。
本
研
究
所
は

八
月
七
日
の
「
臨
教
審
」
答
申
の
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
や
、
直
ち
に
反
対
声
明
を

用
意
し
、
日
本
科
学
者
会
議
新
潟
県
支
部
と
共
同
し
て
、
同
日
県
庁
記
者
ク
ラ
ブ
で

発
表
し
た
。
さ
ら
に
三
十
数
名
か
ら
な
る
臨
教
審
研
究
部
会
を
発
足
さ
せ
、
そ
の
成

果
を
も
と
に
九
月
十
三
日
、
公
聞
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
い
た
。
日
頃
貧
之
は

し
て
い
て
も
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
、
そ
れ
な
り
に
動
け
る
力
が
つ
い
て
き
た
、
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
新
年
早
々
と
い
う
の
に
、
独
立
国
た
る
我
が

国
の
首
相
が
ア
メ
リ
カ
に
ま
で
ご
挨
拶
に
出
か
け
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
か
。
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去
年
の
古
い
暦
が
新
し
い
暦
に
変
わ
っ
た
だ
け
の
正
月
で
、

そ
れ
で
世
の
中
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
「
な
に
が
め

で
た
い
か
、
ば
ん
ざ
い
か
」
な
ん
ぞ
と
ほ
ざ
い
て
、
独
り
へ
そ

を
ま
げ
て
み
た
と
乙
ろ
で
、
誰
も
振
り
向
い
て
も
く
れ
な
い
。

や
っ
ぱ
り
世
間
並
み
に
「
お
め
で
と
う
」
「
お
め
で
と
う
」
と

言
っ
て
回
り
、
め
で
た
そ
う
な
顔
の
一
つ
も
し
て
み
な
く
て
は

な
る
ま
い
。

今
年
は
辰
年
な
の
で
新
聞
に
「
建
つ
年
」
と
い
う
建
築
会
社

の
広
告
が
自
に
つ
く
。
実
は
昨
年
あ
の
建
築
屋
さ
ん
に
私
の
家

も
建
て
替
え
て
貰
っ
て
、
新
築
の
家
で
老
妻
と
二
人
、
つ
つ
ま

し
や
か
な
越
年
が
で
き
た
。
や
っ
ぱ
り
、
め
で
た
い
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
今
年
は
あ
ん
ま
り
腹
の
「
立
つ
年
」
で
あ
っ
て

ほ
し
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
乙
の
自
伝
小
説
、
河
上
肇
の
「
貧
乏
物
語
」
で

は
な
い
が
、
「
貧
之
士
族
」
・
「
貧
乏
士
族
」
が
繰
り
返
さ
れ

た
。
も
う
結
構
と
お
っ
し
ゃ
る
読
者
も
お
い
で
だ
ろ
う
が
、
い

ま
暫
く
お
付
合
い
い
た
だ
き
た
い
。
本
研
究
所
の
よ
う
に
、
貧

之
の
中
か
ら
何
か
活
力
が
出
て
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

維
新
後
の
士
族
の
階
層
変
動

O
矢
部

「
貧
乏
士
族
」
と
い
う
け
れ
ど
、
木
本
さ
ん
の
指
摘
の
と

お
り
、
そ
し
て
ま
た
長
崎
さ
ん
自
身
も
お
話
の
よ
う
に
、
明

治
維
新
以
後
の
士
族
は
そ
ん
な
に
貧
乏
だ
っ
た
と
い
え
る
か

ど
う
か
。

確
か
に
、
突
知
武
士
と
い
う
身
分
が
な
く
な
り
、
別
の
道

を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
等
の
社

会
的
変
動
に
は
、
社
会
的
階
層
変
動
と
い
う
タ
テ
の
移
動
と
、

地
域
的
移
住
（
ミ
グ
レ
l
シ
ョ
ン
）
と
い
う
ヨ
コ
の
移
動
と
が
、

同
時
併
行
的
に
、
そ
し
て
急
激
に
進
行
し
た
点
に
特
徴
が
あ

ス
v
oし

か
し
、
そ
の
時
代
を
根
っ
か
ら
の
平
民
と
し
て
生
き
抜

い
た
人
び
と
（
階
層
〉
と
比
較
し
て
、
そ
の
社
会
的
変
動
が

よ
り
大
き
く
、
か
つ
よ
り
急
激
だ
っ
た
に
し
て
も
、
よ
り
悲

惨
だ
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
。

0
．長崎私

に
と
っ
て
も
そ
の
点
は
大
問
題
で
す
。
維
新
以
後
、
武

存
、
信
吉
、
武
、
明
と
四
代
を
経
て
は
い
る
の
で
す
が
、
維

新
の
時
、
例
え
足
軽
で
も
士
族
だ
っ
た
乙
と
が
、
長
崎
家
に

何
を
も
た
’
り
し
た
の
か
。
確
か
に
一
部
の
外
国
人
は
、
明
治

維
新
を
「
貴
族
革
命
」
と
見
て
い
る
よ
う
で
す
（
た
と
え
ば

ス
ミ
ス
、
一
九
六
一
）
。
日
本
の
社
会
学
者
の
中
に
も
「
明
治

維
新
に
よ
る
士
族
の
経
済
的
下
降
移
動
は
否
定
す
べ
く
も
な
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い
。
し
か
し
、
下
降
移
動
し
な
か
っ
た
平
民
が
、
も
と
も
と

窮
之
し
て
い
た
乙
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
指

摘
（
安
田
三
郎
、
一
九
六
六
）
が
あ
り
ま
す
ロ

安
田
は
、
そ
の
著
書
「
社
会
統
計
学
」
（
丸
善
、
一
九
六
九
）

の
中
で
マ
ル
コ
フ
連
鎖
論
を
展
開
し
、
社
会
現
象
の
移
り
変

わ
り
を
確
率
過
程
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い

筋合割の民平

蜘
蛾

の人本びよお翻
・
主の父と父祖第 1表

職 業
祖父 父 本人

士族 平民 士族 平民 士族 平民

農 業 者 7.4 92.6 7.1 92.9 4.5 95.5 

中小企業者 14.1 85.9 14.3 85.7 17.1 82.9 

専 門 職 61.5 38.5 37.5 62.5 22.8 77.2 

管 理 職 53.8 46.2 27.3 72.7 29.3 70.7 

大企業ホワイトカラー 60.7 39.3 21.8 78.2 15.1 84.9 

小企業ホワイトカラー 一 16.7 83.3 10.1 89.9 

大企業ブルーカラー 16.7 83.3 12.0 88.0 7.5 92.5 

小企業ブルーカラー 14.3 85.7 9.4 90.6 9.3 90.7 

そ の ｛也 23.4 76.6 39.2 60.8 18.2 81.8 

計（平均） 12.7 87.3 12.7 87.3 12. 7 87.3 

（安田三郎.1966年11月）「1965年Ss M調査単純集計表J

ま
す
。彼

に
よ
る
と
、
明
治
維
新
以
後
百
年
を
経
た
今
日
な
お
、

維
新
の
初
期
に
社
会
的
優
位
を
得
た
士
族
は
、
そ
の
影
響
を

持
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
。

彼
は
一
九
六
五
年
（
維
新
後
九
七
年
）
無
作
為
抽
出
の
全
国

成
年
男
子
二

O
二
七
名
（
う
ち
旧
士
族
一
一
了
七
緒
、
旧
平
民
八

七
・
三
Mm
）
を
対
象
に
調
査
し
て
、
第
一
表
の
結
果
を
得
て

い
る
。ま

ず
職
業
別
に
見
る
と
、
祖
父
の
世
代
に
士
族
が
優
位
を

示
す
職
業
は
、
専
門
職
六
一
・
五
%
、
大
企
業
の
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
六
0
・
七
Mm、
管
理
職
五
三
・
八
%
で
、
い
ず
れ
も

士
族
構
成
比
一
二
・
七
銘
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
。
因

み
に
、
乙
の
三
了
七
銘
に
満
た
な
い
の
は
農
業
者
だ
け
で
、

七
・
四
銘
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
大
部
分
は
恐
ら
く
維
新
後
の

新
規
開
墾
・
集
団
入
植
者
で
あ
ろ
う
D

乙
れ
に
比
し
て
平
民

は
、
そ
の
構
成
比
八
七
・
三
%
に
対
し
、
農
業
者
九
二
・
六

第
、
中
小
企
業
者
八
五
・
九
緒
、
小
企
業
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
八

五
・
七
労
と
な
っ
て
い
る
。
乙
れ
が
父
の
世
代
に
な
る
と
、

士
族
は
専
門
職
三
七
・
五
Mm、
管
理
職
二
七
・
三
Mm
、
大
企

業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
一
二
・
八
%
に
対
し
、
平
民
は
農
業
者

九
二
・
九
第
、
小
企
業
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
九

0
・
六
第
、
大
企

業
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
八
八
・

O
M
mを
示
し
、
職
業
の
階
居
間
差
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異
が
や
や
縮
小
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
維
新

の
時
に
士
族
だ
っ
た
家
柄
で
は
二
代
目
で
も
ま
だ
か
な
り
の

優
位
を
得
て
い
る
。

乙
れ
が
本
人
の
世
代
（
維
新
後
三
代
目
〉
に
な
る
と
、
士
族

の
場
合
、
管
理
職
二
九
・
三
第
、
専
門
職
二
二
・
八
Mm、
中

小
企
業
者
一
七
・
一
筋
、
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
一
五
・

一
筋
が
そ
の
構
成
比
を
上
回
り
、
平
民
は
農
業
者
九
五
・
五

Mm
で
却
っ
て
微
増
を
示
す
が
、
続
い
て
大
企
業
ブ
ル
ー
カ
ラ

ー
九
二
・
五
%
、
小
金
業
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
九

0
・
七
第
、
小

企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
八
九
・
九
Mm
が
平
民
構
成
比
八
七
・

三
Mmを
上
回
り
、
階
層
間
差
異
が
か
な
り
縮
っ
た
こ
と
が
判

父および本人の学歴別、士族・平民の割合（%）

在学年数
父 本人

士族平民 士族平民

な し 10.7 89.3 0.0 100.0 
1～6年間 9.5 90.5 7.7 92.3 

7～9 11. 5 部.5 9.9 90.1 

10～12 17.8 82.2 14.5 85.5 

13～14 29.1 70.9 26.3 73.7 

15年間以上 52.9 47.1 21.1 78.9 

Z十 12.7 87.3 12. 7 87.3 

第2表

出典：前掲

年収別、士族・平民の割合（%）

年 収 入 士族 平民

50万円未満 10.8 89.2 

100万円未満 12.5 87.5 

100万円以上 18.0 82.0 

言十 12.7 87.3 

第 3表

出典：前掲

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
士
族
が
専
門
職
、
管
理
職
、
大
企
業

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
根
強
い
優
位
性
を
保
持
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
三
世
代
経
つ
で
も
な
お
、
平
民
は
士
族
の
社
会

的
優
位
性
を
超
え
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
別
の
調
査
だ
が
、

大
学
教
授
は
、
大
正
・
昭
和
生
ま
れ
の
若
い
世
代
に
お
い
て

す
ら
、
士
族
の
比
率
が
二
二
・

O
箔
で
、
そ
の
構
成
比
一
二

・
七
揺
を
約
九
箔
も
上
回
っ
て
い
る
と
い
う
。

次
に
、
父
お
よ
び
本
人
の
学
歴
別
、
士
族
・
平
民
の
割
合

（
第
二
表
〉
を
見
る
と
、
父
の
世
代
で
は
士
族
は
在
学
年
数

一
O
年
以
上
で
士
族
構
成
比
を
上
回
り
、
特
に
一
五
年
以
上

で
五
二
・
九
Mm
に
達
し
て
い
る
が
、
平
民
は
在
学
年
数
九
年

以
下
が
平
民
構
成
比
を
上
回
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
上
の
学
歴

は
士
族
に
比
し
相
対
的
に
下
回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
俗
な

言
い
方
を
す
る
と
、
平
民
は
な
か
な
か
上
の
学
校
へ
進
学
で

き
な
か
っ
た
乙
と
を
意
味
す
る
。
乙
の
傾
向
は
本
人
の
世
代

に
な
っ
て
も
、
や
や
階
層
間
差
異
を
縮
め
る
程
度
で
、
依
然

と
し
て
士
族
の
優
位
性
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
年
収
に
つ

い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
（
第
三
表
）
。

O
竹
中馬

鹿
に
数
字
が
並
ん
じ
ゃ
っ
た
け
ど
、
結
局
の
と
乙
ろ
は
、

明
治
維
新
に
伴
っ
て
起
乙
っ
た
士
族
の
社
会
移
動
の
中
で
、

い
わ
ゆ
る
タ
テ
移
動
（
職
業
に
見
ら
れ
る
階
層
間
移
動
）
は
、
い
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く
ら
か
は
あ
っ
た
も
の
の
、
や
っ
ぱ
り
平
民
の
方
が
低
い
の

は
変
わ
ら
な
か
っ
た
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
過

去
の
栄
光
を
高
学
歴
に
よ
っ
て
保
持
し
続
け
た
と
い
う
乙
と

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

O
長
崎タ

テ
移
動
に
つ
い
て
は
そ
う
見
て
も
良
い
で
し
ょ
う
ね
。

乙
の
研
究
報
告
者
の
安
田
氏
は
、
「
士
族
が
明
治
維
新
の
社

会
変
動
に
よ
っ
て
社
会
的
下
降
が
強
い
ら
れ
た
の
は
事
実
で

あ
る
が
、
彼
等
の
貧
困
が
注
目
さ
れ
、
社
会
政
策
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
、
彼
等
の
絶
対
的
窮
之
の
故
で
は
な
く
、
彼
等

の
過
去
（
維
新
以
前
）
に
お
け
る
地
位
と
の
比
較
に
お
け
る

相
対
的
窮
乏
の
故
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
述
べ
た
う
え
で
、

そ
の
よ
う
な
推
論
を
マ
ル
コ
フ
連
鎖
に
よ
っ
て
論
証
を
試
み

て
い
る
。

O
矢
部ほ

ほ
う
、
そ
の
マ
ル
コ
フ
連
鎖
と
は
何
だ
ね
。

O
長
崎そ

う
で
す
ね
。
私
も
正
直
な
と
乙
ろ
、
マ
ル
コ
フ
連
鎖
は

良
く
判
ら
な
い
の
で
す
が
、
要
す
る
に
、
父
の
階
層
（
上
層
、

下
層
）
と
子
の
階
層
（
上
居
、
下
層
）
に
よ
る
行
列
式
を
作
り
、

四
つ
ほ
ど
の
仮
定
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
乙
の
行
列
式
が
世

代
経
過
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
収
束
す
る
か
を
見
ょ
う
と

す
る
も
の
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

安
田
氏
の
述
べ
る
と
乙
ろ
に
よ
る
と
、
「
も
し
社
会
が
完

全
移
動
の
社
会
な
ら
ば
、
士
族
・
平
民
間
の
差
別
的
影
響
は

一
世
代
で
消
滅
し
て
し
ま
う
。
完
全
移
動
か
ら
ほ
ど
遠
い
社

会
は
、
一
度
つ
く
ら
れ
た
身
分
的
差
別
が
幾
世
代
も
消
滅
し

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

O
木
本つ

ま
り
、
明
治
維
新
は
必
ず
し
も
万
民
平
等
の
完
全
解
般

の
世
の
中
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
人
民
に
よ
る

人
民
の
た
め
の
人
民
の
政
治
体
制
が
で
き
た
わ
け
で
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
帝
国
憲
法
に
よ
っ
て
幕
府
よ
り
も
っ
と
権

力
的
な
天
皇
制
が
布
か
れ
た
。
そ
れ
に
、
維
新
の
原
動
力
に

な
っ
た
の
は
若
い
士
族
出
身
者
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま

す
士
族
が
優
遇
さ
れ
た
乙
と
に
な
る
。

O
長
崎そ

う
で
す
ね
。
と
の
点
に
つ
い
て
安
田
氏
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

武
士
階
級
が
明
治
維
新
に
際
し
て
財
産
を
没
収
さ
れ
た
事

か
ろ
〈

実
は
な
く
、
逆
に
家
禄
に
応
じ
て
秩
禄
公
債
を
下
付
さ
れ
、

拝
領
の
家
屋
敷
、
土
地
は
廉
価
で
払
下
げ
と
な
り
、
さ
ら
に

多
額
の
士
族
授
産
資
金
を
受
け
た
。

乙
の
安
田
氏
の
指
摘
は
痛
烈
に
私
の
胸
を
打
つ
の
で
す
。
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し
か
し
、
考
え
て
見
る
と
、
維
新
前
に
は
同
じ
士
族
の
聞
で

も
厳
し
い
身
分
関
係
が
あ
り
、
身
分
イ
コ
ー
ル
家
様
で
あ
り
、

そ
の
家
禄
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
恩
典
が
あ
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
れ
が
ま
た
階
層
間
差
異
の
消
滅
を
い
っ
そ
う
遅
く

し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
そ
う
で
す
。

維
新
後
の
士
族
の
地
域
移
動

O
長
崎前

回
（
一
六
号
）
の
末
尾
に
私
は
「
維
新
直
後
、
気
位
ば

か
り
高
く
て
金
も
う
け
が
で
き
ず
、
生
き
る
た
め
の
手
職
も

持
た
な
い
下
級
武
士
は
、
役
場
の
吏
員
か
、
教
員
か
、
警
察

官
か
、
軍
人
か
、
は
た
ま
た
郷
里
を
捨
て
て
外
地
に
移
住
す

る
以
外
に
食
う
道
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
わ
が
長
崎

家
も
結
局
の
と
乙
ろ
そ
れ
ら
の
中
の
何
れ
か
を
選
ぶ
以
外
に

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
書
い
た
。

士
分
に
と
り
た
て
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
僅
か
五
人
扶

持
て
い
ど
の
足
軽
で
は
、
「
家
禄
に
応
じ
て
」
と
い
う
こ
と

で
は
、
雀
の
涙
て
い
ど
の
秩
禄
公
債
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
と
て
も
食
べ
て
行
け
な
い
の
で
、
武
存

も
公
債
を
も
と
に
し
て
第
六
四
銀
行
設
立
の
発
起
人
に
加
わ

っ
た
り
し
た
が
、
や
は
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
現
在
の
村
松
の
家
の
縁
先
に
駄
菓
子
を
並
べ
て
売
っ
て

み
た
と
乙
ろ
で
、
乙
れ
も
タ
カ
が
知
れ
て
い
る
。

そ
の
貧
乏
暮
ら
し
の
中
で
、
信
吉
（
私
の
祖
父
〉
は
本
家
の

伯
父
に
育
て
ら
れ
、
新
潟
尋
常
中
学
に
学
ん
だ
。
当
時
中
学

に
進
学
で
き
る
の
は
余
程
裕
福
な
家
庭
に
限
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
恐
ら
く
伯
父
が
そ
の
才
能
を
見
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

中
学
を
修
了
し
た
信
吉
は
当
時
新
津
に
あ
っ
た
中
蒲
原
郡
役

所
の
書
記
に
な
り
、
そ
の
後
諦
わ
れ
て
十
全
村
役
場
の
助
役
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を
三
十
年
間
も
務
め
た
。

信
吉
の
長
男
に
生
ま
れ
た
武
も
、
苦
学
し
て
村
松
中
学
に

学
ん
だ
。
村
松
中
学
は
今
の
村
松
高
校
で
、
私
の
家
の
す
ぐ

裏
手
に
あ
る
が
、
当
時
信
吉
は
新
津
勤
務
だ
っ
た
の
で
、
武

は
村
松
の
親
戚
の
家
か
ら
通
学
し
た
。
入
学
以
来
剣
道
に
打

込
み
す
ぎ
て
肋
膜
や
肋
骨
を
傷
め
、
進
学
を
断
念
、
母
校
の

理
化
学
実
験
助
手
を
し
な
が
ら
、
試
験
検
定
で
小
学
校
本
科

正
教
員
の
免
許
を
受
け
た
。

こ
う
し
て
、
維
新
後
二
代
目
の
信
吉
は
吏
員
、
三
代
目
の

武
は
教
員
の
道
を
歩
ん
だ
。
そ
れ
は
正
に
典
型
的
な
下
級
武

士
の
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
学
へ
の
思
い
を
抱
く
信
吉

も
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
夢
に
あ
乙
が
れ
る
武
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
道
に
安
穏
と
し
て
は
お
れ
な
か
っ
た
。
信
吉
は
何
度

会
品
？
今

か
笈
を
負
っ
て
上
京
を
試
み
る
が
遂
に
果
た
さ
ず
、
武
は
一

九
二
五
年
、
満
二
二
才
の
五
月
、
妻
ノ
フ
、
長
男
明
（
生
後

一
年
七
カ
月
て
長
女
悠
子
（
四
カ
月
〉
を
伴
っ
て
台
湾
に
移

住
し
、
公
学
校
教
員
と
な
っ
た
。
乙
れ
乙
そ
、
階
層
変
動
で

食
い
は
ぐ
れ
た
旧
士
族
（
そ
れ
も
貧
乏
士
族
）
の
地
域
的
移
住

（
ミ
グ
レ
l
シ
ョ
ン
）
の
一
類
型
で
あ
っ
た
。

私
の
常
な
ら
ぬ
弁
舌
を
、
そ
れ
ま
で
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
小

倉
先
生
が
、
や
お
ら
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
ベ
レ
l
帽
を
ぬ
ぎ
、

く
ゆ
ら
せ
て
い
た
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
を
は
ず
し
て
、
口
を
挟
ん

だ
。
実
は
、
私
は
乙
乙
で
、
前
記
の
安
田
氏
が
マ
ル
コ
フ
連
鎖

の
理
論
を
使
っ
て
、
乙
の
旧
士
族
の
ミ
グ
レ
l
シ
ョ
ン
を
ど
う

捉
え
て
い
る
か
を
話
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
：
・

士
族
末
喬
の
家
風
（
子
ど
も
の
仕
付
け
）

O
小
倉明

治
維
新
に
伴
っ
て
士
族
が
タ
テ
や
ら
ヨ
コ
や
ら
社
会
移

動
し
た
と
い
う
話
は
、
確
か
に
興
味
あ
る
課
題
だ
が
、
少
し

熱
が
入
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
ね
。
長
崎
先
生
の
「
自
伝

小
説
」
と
い
う
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
「
お
い
た
ち
の
記
」
に
で

も
な
る
の
か
と
思
っ
た
の
に
：
：
：
。

つ
ま
り
ね
。
長
崎
先
生
。
あ
な
た
が
、
自
分
は
士
族
の
出

だ
と
意
識
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
。
先
程
来
の
お
話

だ
と
、
先
生
と
乙
、
長
崎
家
と
い
う
の
は
、
言
っ
ち
ゃ
悪
い

が
、
ず
い
分
と
貧
乏
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
貧
乏
士
族
が
、

維
新
当
時
の
士
族
の
優
位
性
と
い
う
か
、
有
利
性
と
い
う
か
、

そ
い
つ
を
い
ま
だ
に
持
ち
続
け
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
の
で
は

な
い
か
ね
。
だ
か
ら
、
あ
ん
ま
り
士
族
に
乙
だ
わ
っ
た
話
に

な
ら
な
い
方
が
良
い
と
思
う
よ
。
そ
り
ゃ
ね
、
あ
れ
だ
け
の

社
会
変
動
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
個
々
の
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人
び
と
は
、

け
ど
ね
。

そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
苦
労
が
あ
っ
た
と
は
思
う

ふ
だ
ん
寡
黙
の
人
は
、
口
を
聞
く
と
か
な
り
当
を
得
た
意
見

を
ズ
パ
リ
と
云
う
も
の
だ
が
、
乙
の
小
倉
先
生
も
そ
の
一
人
で

あ
る
。
私
も
い
さ
さ
か
虚
を
衝
か
れ
た
形
で
答
え
た
。

O
長・耐え

え
、
そ
う
で
す
ね
。
私
も
社
会
全
体
の
変
動
と
個
人
的

レ
ベ
ル
で
の
変
動
と
を
ゴ
ッ
チ
ャ
に
し
て
い
る
つ
も
り
は
な

い
の
で
す
け
ど
、
個
人
の
意
識
と
い
う
か
、
意
欲
と
い
う
か

が
ど
う
で
あ
れ
、
あ
る
人
の
社
会
的
格
付
が
い
っ
た
ん
決
ま

る
と
、
そ
れ
が
百
年
経
っ
て
も
消
え
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
の
優
位
性
を
保
持
し
続
け
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
私
に
と

出番だよ f
~後がっこう物却 を2

父ちゃん母ちゃん

っ
て
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
統
計
的
手

法
、
確
率
論
を
駆
使
し
て
実
証
さ
れ
た
冷
厳
な
事
実
に
は
違

い
な
い
。
わ
が
家
の
乙
と
を
振
り
返
っ
て
も
、
お
お
よ
そ
当

た
っ
て
い
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

私
は
単
純
な
運
命
論
者
で
は
な
い
の
だ
が
、
常
日
頃
「
士

族
の
家
に
生
ま
れ
た
の
だ
」
と
い
う
意
識
が
心
の
隅
の
ど
乙

か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
私
の
こ
れ
ま
で
の
行
動
を
支
え
て
き

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
乙
と
も
含
め
て
、
家
格
、

家
風
を
ど
う
捉
え
、
そ
れ
を
家
族
な
り
社
会
な
り
の
一
員
と

し
て
の
自
分
の
意
識
に
ど
う
反
映
さ
せ
る
か
、
ま
た
、
そ
の

家
風
を
後
の
世
代
に
ど
う
継
承
し
た
ら
良
い
の
か
、
乙
う
い

ま
つ
え
い

う
問
題
意
識
じ
た
い
が
士
族
の
末
商
な
る
が
故
の
思
考
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
か
。

第1郁（手配錨〉ほんねで筒る父母のおもい

第 1• 観と子の私学
第2• 父母たちと教師たち
第3章手をつなぐ父91たち

第4章 「父母の会」はわたしの学校

第2鼠（ルポルタージュ鋪〉ー私学よ輝tt,
膏空に湖べ私学の子らよ

一人ぼっちのE事業式

父母に寄せるおもい

第38（座阪会〉父母のねがいにこたえる

r~学経づくり」をめざして

tliUI・発行

にいがた払学教育を守る父母の会
新潟県私立学校教職員組合連合
951)締潟市弁疋備過1・13・13 弘学会館内
t:t 02：；・：！86・76ll0

発売中・定価￥ 1,000 
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O
竹
中あ

ら
あ
ら
、
ず
い
ぶ
ん
難
し
い
お
話
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の

ね
。
長
崎
先
生
ご
自
身
、
何
か
思
い
当
た
る
節
で
も
お
あ
り

な
の
か
し
ら
。

O
長
崎そ

う
ね
。
あ
れ
は
私
が
十
七
才
の
と
き
、
前
に
も
話
し
た

け
ど
、
台
北
高
校
生
だ
っ
た
頃
、
村
松
の
祖
父
母
を
訪
れ
、
一

週
間
ほ
ど
故
郷
と
い
う
も
の
を
味
わ
っ
た
乙
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
、
朝
起
き
る
と
必
ず
ち
ゃ
ん
と
座
っ
て
、
祖
父

母
に
対
し
「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
朝
の
挨
拶
を
す
る
乙

と
は
勿
論
、
そ
れ
か
ら
家
中
を
は
た
き
、
ほ
う
き
、
ぞ
う
き

ん
で
お
掃
除
し
、
汲
み
立
て
の
井
戸
水
で
神
棚
と
仏
壇
の
お

水
を
取
り
替
え
て
拝
礼
す
る
乙
と
を
教
え
ら
れ
た
。
考
え
て

み
る
と
、
当
時
の
台
湾
で
の
日
常
生
活
も
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
父
か
ら
そ
の
よ
う
に
仕
付
け
ら

れ
て
い
た
の
だ
が
、
束
の
間
の
郷
里
で
の
滞
在
の
聞
に
、
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
軽
い
驚
き
と
、
さ
さ

や
か
な
抵
抗
を
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

ふ
き
ん

そ
の
と
き
、
祖
母
が
乾
い
た
仕
上
げ
布
巾
で
仏
壇
を
拭
き

な
が
ら
、
「
お
前
は
士
族
の
家
の
長
男
だ
。
や
が
て
こ
の
家

を
継
い
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
ん
。
乙
の
家
の
チ
リ
一
（

J

、
ゴ
ミ

一
つ
、
み
ん
な
お
前
の
も
の
な
ん
だ
よ
」
と
、
聞
か
せ
る
で

つ
ぶ
や

も
な
く
、
独
り
言
で
も
な
く
咳
い
た
の
が
、
ず
き
ん
と
心
に

乙
た
え
た
。
同
じ
乙
と
を
、
父
母
で
は
な
く
、
祖
母
の
口
か

ら
、
束
の
間
の
郷
里
の
家
で
、
そ
れ
も
、
台
湾
と
新
潟
と
遠

く
隔
た
っ
た
郷
里
の
家
で
聞
か
さ
れ
た
乙
と
の
重
み
を
感
じ

た
わ
け
で
す
。

時
は
昭
和
十
六
年
八
月
で
し
た
。
十
月
に
は
東
条
内
閣
成

立
、
十
二
月
に
は
い
わ
ゆ
る
「
大
東
亜
戦
争
」
の
始
ま
る
直

前
で
し
た
か
ら
、
祖
父
は
黙
っ
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
十
全

村
役
場
の
助
役
で
時
局
に
明
る
か
っ
た
祖
父
に
は
、
私
が
夏

休
み
を
終
え
て
台
湾
に
戻
っ
た
ら
、
再
び
生
き
て
進
え
る
か

ど
う
か
、
の
思
い
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

O
竹
中随

分
き
び
し
い
お
年
寄
り
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

O
長
崎い

や
、
特
に
厳
格
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
士
族
の
家
の

年
寄
り
と
し
て
は
当
然
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
日
、
「
年

寄
り
つ
子
」
と
か
、
「
じ
い
さ
ん
子
」
、
「
ば
あ
さ
ん
子
」

と
云
わ
れ
る
の
は
、
年
寄
り
が
年
寄
り
と
し
て
の
責
任
を
放

棄
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

（
な
が
さ
き
あ
き
ら
H
K
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
会
長
）


