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は
じ
め
に 

前
々
号
で
勝
山
高
校
２
年
間
の

高
校
生
部
落
研
究
活
動
を
紹
介
し

た
。
部
落
問
題
の
学
習
に
と
ど
ま

ら
ず
校
内
の
民
主
化
、
地
域
の

人
々
と
の
交
流
や
全
県
の
高
校
生

部
落
研
活
動
へ
の
参
加
に
つ
い
て
述

べ
た
。
こ
う
し
た
私
の
教
育
実
践
と

職
員
会
議
で
の
発
言
、
組
合
活
動
へ

の
参
加
な
ど
に
つ
い
て
管
理
職
は
、

ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。 

転
勤
の
打
診 

二
年
目
の
三
学
期
末
に
校
長
か

ら
、
県
南
の
定
時
制
高
校
に
転
勤

し
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。
私
は
、
ま

だ
担
任
を
し
て
い
な
い
し
、
高
校
生

部
落
研
究
活
動
も
同
好
会
か
ら
部

に
な
り
、
こ
れ
か
ら
と
い
う
と
き
な

の
で
転
勤
す
る
気
は
な
い
と
断
っ

た
。 数

日
後
校
長
は
、
私
の
母
校
で

あ
る
岡
山
南
高
校
の
校
長
と
面
接

す
る
よ
う
に
い
っ
た
。
こ
れ
は
職
務

命
令
で
あ
る
と
付
け
加
え
た
。
南

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
や
弾
圧
を

か
け
た
、
そ
の
代
表
的
な
例
が
一
九

六
六
年
八
月
の
「
児
島
一
高
社
研

事
件
」
（
※
）
で
あ
る
。
私
へ
の
転
勤

話
も
こ
う
し
た
流
れ
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
。 

日
本
国
憲
法
は
、
九
十
七
条
で
「
こ

の
憲
法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る

基
本
的
人
権
は
、
人
類
の
多
年
に

わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果

で
あ
っ
て･････

」
と
述
べ
、
十
二
条
で

「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自

由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努

力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。･････

」
と
書
い
て

い
る
。
戦
っ
て
こ
そ
権
利
は
生
か
さ

れ
、
国
民
の
も
の
に
な
る
。 小

林
軍
治 

※
お
盆
休
み
を
利
用
し
て
社
研
部

の
合
宿
を
計
画
し
実
践
し
た
顧
問

教
師
と
生
徒
に
対
す
る
企
業
と
一

体
と
な
っ
た
県
教
委
の
弾
圧
事
件 

部
落
研
活
動
へ
の 

弾
圧
と
た
た
か
い 

一
九
六
四
年
十
一
月
、
京
都
市
で

第
一
回
全
国
高
校
生
部
落
問
題
研

究
集
会
が
開
催
さ
れ
、
岡
山
県
か

ら
も
数
人
の
高
校
生
が
参
加
し

た
。
六
五
年
か
ら
六
六
年
に
か
け
て

県
下
で
高
校
生
の
部
落
問
題
研
究

サ
ー
ク
ル
が
誕
生
し
始
め
た
。
こ
の

サ
ー
ク
ル
を
指
導
援
助
し
た
の
が
、

戦
後
の
憲
法
・
教
育
基
本
法
に
も

と
づ
く
民
主
主
義
教
育
を
受
け
、

大
学
時
代
に
部
落
研
活
動
や
学
生

自
治
会
運
動
に
加
わ
っ
て
い
た
二
〇

代
か
ら
三
〇
代
前
半
の
青
年
教
師

で
あ
っ
た
。 

私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
、
差
別
・

選
別
の
中
教
審
路
線
を
推
進
す
る

県
教
委
は
、
部
落
研
活
動
に
参
加

す
る
生
徒
や
指
導
す
る
教
師
に
対

こ
わ
」
を
食
べ
な
が
ら
、
自
己
紹
介

と
交
流
。
総
社
日
本
語
教
室
の

方
々
も
加
わ
り
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
人
は
、

日
本
語
で
話
し
ま
し
た
。 

参
加
者
の
中
に
こ
の
日
が
七
十

一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
た

方
、
奇
し
く
も
お
二
人
も
。
祝
福

し
、
さ
さ
や
か
な
記
念
品
を
贈
り

ま
し
た
。 

一
部
で
は
、
裏
千
家
流
、
林
宗
哲

先
生
よ
り
日
本
の
伝
統
文
化
と
し

て
の
「茶
道
」い
つ
い
て
の
ご
講
話
。
ま

た
、
ふ
く
さ
や
懐
紙
、
扇
子
等
の
使

い
方
の
作
法
を
教
わ
り
、
実
際
に
茶

筅
を
使
っ
て
お
茶
を
た
て
て
頂
き
ま

し
た
。 

二
部
で
は
、
昨
年
と
同
様
に
エ
レ

キ
ギ
タ
ー
の
伴
奏
で
、
日
本
や
中
国

の
う
た
の
合
唱
。
今
年
は
、
さ
ら
に

F

さ
ん
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
テ
ナ
ー

サ
ッ
ク
ス
の
演
奏
を
聴
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
「
煙
が
目
に
し
み
る
」
や

こ
こ
に
幸
あ
り
」
な
ど
の
懐
か
し
い

曲
で
し
た
。 

後
は
、
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
で
ヒ
ー
ト
ア

ッ
プ
。
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。 

特
筆
す
べ
き
は
、
昨
年
の
倍
の
二

十
四
人
の
参
加
を
得
た
こ
と
、
受

講
生
が
主
体
的
に
準
備
に
関
わ
っ

た
こ
と
、
二
十
代
の
三
世
が
参
加
し

て
く
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
日
に
つ

な
が
る
集
い
と
な
り
ま
し
た
。 

 

山
縣
武
次
郎 

校
の
校
長
に
会
い
前
述
の
よ
う
な

理
由
で
転
勤
し
た
く
な
い
と
話
し

た
。 

立
花
先
生
と
の
出
会
い 

こ
の
間
、
勝
山
高
校
の
分
会
役

員
に
相
談
し
た
が
、
出
身
地
の
県
南

へ
の
話
な
の
で
不
当
人
事
と
は
、
い
い

難
い
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。 

私
は
、
岡
山
高
教
組
本
部
へ
訴
え

た
。
対
応
し
た
人
事
担
当
は
、
当
時

副
委
員
長
の
立
花
先
生
で
あ
っ
た
。  

先
生
は
、
私
の
話
を
よ
く
聞
き

「
わ
か
っ
た
、
県
に
校
長
を
指
導
す

る
よ
う
に
申
し
入
れ
る
。
」
最
後
に

「
心
配
し
な
い
で
い
い
、
今
後
も
何
か

あ
っ
た
ら
本
部
に
連
絡
す
る
よ
う

に
」
と
言
わ
れ
た
。
私
は
ホ
ッ
と
し

た
。 一

方
地
元
の
勝
山
で
は
、
高
校

生
部
落
研
の
生
徒
や
そ
の
保
護
者

が
、
転
勤
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
校
長

に
申
し
入
れ
て
く
れ
た
。
私
の
生
徒

と
と
も
に
勝
山
高
校
で
教
育
活
動

を
し
た
い
と
い
う
固
い
決
意
と
、
組

合
本
部
、
生
徒
、
保
護
者
の
支
援
で

転
勤
は
と
ま
っ
た
。 

憲
法
へ
の
思
い
を
語
ろ
う
！ 

憲
法
と
と
も
に
歩
む
人
生
（
そ
の
５
） 

─

国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て─

〔
十
二
条
〕 

春
！
お
茶
と
う
た
の
集
い 

初
め
て
の
「
茶
の
湯
」
体
験 

去
る
三
月
十
日
（
日
）
昨
年
に
引

き
続
き
、
「
春
の
集
い
」
を
し
ま
し

た
。
「
く
ら
し
き
健
康
福
祉
プ
ラ

ザ
」
の
和
室
と
調
理
室
を
お
借
り

し
、
二
部
構
成
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
り

ま
し
た
。 

第
一
部
は
、
茶
道
体
験
コ
ー
ナ

ー
（
九
時
三
十
分
～
十
一
時
三
十

分
）
。
第
二
部
は
、
楽
し
く
遊
ぼ
う

コ
ー
ナ
ー
（一
時
～
三
時
） 

一
部
と
二
部
の
間
が
お
食
事
会
。

熱
々
の
「
水
餃
子
」
と
「
ひ
る
ぜ
ん
お
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

４
月
１２
（金
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

ご
っ
こ
で
遊
び
な
が
ら
育
っ
て
い
ま
し

た
。
進
学
の
際
、
モ
ン
ゴ
ル
語
を
選
ん

だ
理
由
の
ひ
と
つ
に
も
、
大
東
亜
共

栄
圏
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
あ
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
戦

地
に
赴
い
て
死
ん
で
も
い
い
と
い
う

覚
悟
も
あ
り
ま
し
た
。 

戦
争
を
批
判
し
、
負
け
る
こ
と

を
予
測
し
て
い
た
立
派
な
人
た
ち

も
い
た
こ
と
は
後
々
知
り
ま
し
た

が
、
ぼ
く
の
回
り
で
出
会
う
こ
と
は

な
く
、
戦
況
の
事
実
を
知
ら
さ
れ

る
こ
と
も
皆
無
で
し
た
。 

戦
後
、
苦
労
し
て
東
大
の
言
語

学
科
を
卒
業
し
た
あ
と
、
都
内
の

中
学
校
の
英
語
教
師
に
な
り
ま
し

た
。
ぼ
く
が
自
分
自
身
の
考
え
か
た

や
、
批
判
的
な
物
の
見
か
た
を
養
っ

た
の
は
そ
れ
か
ら
で
し
た
。
当
時
の

教
職
員
組
合
は
「教
え
子
を
ふ
た
た

び
戦
場
に
送
る
な
」
の
目
標
の
も
と

に
校
長
、
教
頭
ま
で
一
体
に
な
っ

で
勤
労
奉
仕
に
従
事
し
ま
し
た
。
軍

事
教
練
は
続
き
「
き
ょ
う
か
ら
貴
様

た
ち
は
陸
軍
二
等
兵
だ
」
と
教
官
の

戦
意
は
衰
え
ず
、
ぼ
く
た
ち
自
身

も
戦
い
続
け
る
こ
と
し
か
考
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。 

当
時
多
く
の
家
庭
が
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
、
ぼ
く
の
家
族
も
「
天
皇
は

神
様
」
「
戦
争
は
大
東
亜
共
栄
圏
の

平
和
の
た
め
」
と
信
じ
て
、
疑
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
争
が

激
し
く
な
る
な
か
、
家
業
の
質
屋
の

仕
事
は
減
り
、
父
親
は
徴
用
に
動

員
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
家
族
全

員
で
支
え
あ
う
つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し

で
し
た
。
大
晦
日
だ
け
は
質
草
を
受

け
出
す
お
客
さ
ん
が
押
し
か
け
て

大
忙
し
に
な
り
、
ぼ
く
も
自
転
車
で

走
り
ま
わ
っ
て
家
業
を
助
け
ま
し

た
。
新
聞
や
ラ
ジ
オ
は
毎
日
、
戦
果

を
伝
え
る
も
の
ば
か
り
。
教
育
勅
語

を
覚
え
こ
み
、
兵
隊
に
憧
れ
、
戦
争

し
た
。 

家
族
と
再
会
で
き
た
の
は
、
翌
朝

我
が
家
の
焼
け
跡
に
も
ど
っ
て
か
ら

で
し
た
。
家
族
四
人
が
た
い
し
た
ケ

ガ
も
な
く
生
き
の
び
ら
れ
た
の
は
運

が
よ
か
っ
た
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い

こ
と
で
し
た
。
小
学
校
の
同
級
生
の

約
半
数
が
そ
の
夜
の
空
襲
で
亡
く

な
り
、
近
所
で
は
女
の
人
や
子
ど
も

た
ち
が
た
く
さ
ん
亡
く
な
り
ま
し

た
。
男
の
人
は
徴
用
で
工
場
に
寝
と

ま
り
し
て
い
て
助
か
っ
た
人
が
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。
帰
っ
て
き
た
お
父

さ
ん
た
ち
が
家
族
を
掘
り
出
す
の

を
泣
き
泣
き
手
伝
い
ま
し
た
が
、
す

べ
て
が
無
我
夢
中
の
間
に
過
ぎ
た
で

き
ご
と
で
し
た
。 

大
空
襲
の
あ
と
も
、
ぼ
く
た
ち
は

戦
争
に
負
け
る
と
は
み
じ
ん
も
思
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
外
事
専
門
学

校
も
丸
焼
け
に
な
り
、
生
徒
た
ち

は
東
京
北
区
の
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
工
場

よ
う
に
降
る
焼
夷
弾
か
ら
次
々
と

火
の
手
が
あ
が
り
、
近
所
の
人
た
ち

と
一
緒
に
、
が
む
し
ゃ
ら
に
消
火
を

試
み
た
の
で
す
が
、
防
火
井
戸
も
す

ぐ
に
か
れ
て
し
ま
い
全
く
無
駄
な
こ

と
で
し
た
。 

そ
の
間
に
家
族
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
て
し
ま
い
、
ぼ
く
は
火
の
中
を
逃

げ
回
っ
た
あ
と
、
よ
う
や
く
共
同
の

防
空
壕
に
入
り
ま
し
た
。
入
り
ロ
近

く
に
い
た
の
で
外
か
ら
の
熱
に
耐
え

き
れ
ず
、
そ
こ
も
飛
び
出
し
て
火
の

回
っ
て
い
な
い
線
路
の
土
手
に
あ
が

り
ま
し
た
。
疲
れ
は
て
て
眠
り
こ
ん

で
い
た
の
で
す
が
、
気
が
つ
く
と
飛

ん
で
来
た
火
の
粉
で
下
着
ま
で
焦
げ

は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
防
空
壕
に
残

っ
て
い
た
人
た
ち
は
、
奥
の
方
に
か
た

ま
る
よ
う
に
し
て
亡
く
な
っ
て
い
ま

竹
内
和
夫
さ
ん 

 

東
京
大
空
襲
に
あ
っ
た
の
は
、
東

京
外
事
専
門
学
校
（
現
東
京
外
語

大
学
）
一
年
十
八
歳
の
早
春
の
こ
と

で
し
た
。
そ
の
頃
、
兄
は
中
国
北
部

に
出
征
、
姉
は
嫁
い
で
家
を
出
て
お

り
、
母
、
祖
母
、
弟
妹
六
人
は
茨
城

県
に
疎
開
、
東
京
亀
戸
の
自
宅
に
い

た
の
は
父
と
ぼ
く
、
ぼ
く
に
続
く
妹

二
人
の
四
人
で
し
た
。 

一
九
四
五
年
三
月
十
日
零
時
す

ぎ
、
父
の
「
空
襲
だ
」
の
声
に
お
こ
さ

れ
た
と
き
、
す
で
に
隣
家
は
燃
え
は

じ
め
て
お
り
身
支
度
を
整
え
て
家

を
出
る
の
が
や
っ
と
で
し
た
。
雨
の

て
、
大
き
く
盛
り
あ
が
っ
て
お
り
、

そ
の
な
か
で
、
ぼ
く
は
心
か
ら
尊
敬

す
る
友
人
と
同
時
に
多
く
の
真
実

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の

こ
ろ
関
わ
り
は
じ
め
た
反
戦
と
平

和
の
活
動
が
、
岡
大
の
教
授
を
退

職
し
た
今
、
ぼ
く
の
中
心
の
課
題
と

な
っ
て
、
退
職
以
前
よ
り
忙
し
く
し

て
い
ま
す
。 

   年
度
末
に
あ
た
り 

御
協
力
あ
り
が
と
う 

会
計
係
（竹
内
）か
ら 

会
計
年
度
の
最
後
の
月
に
入
っ

て
、
予
算
と
の
差
が
大
き
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
収
入
面
で
普
通
会

費
が
約
１０
万
円
不
足
、
準
会
費
が

２７
万
円
不
足
で
す
。
本
部
へ
の
支

払
い
も
、
ま
だ
で
き
て
お
り
ま
せ

ん
。
一
大
事
と
ば
か
り
３
月
７
日
に

請
求
書
を
８０
通
以
上
書
い
て
、
年

度
を
こ
え
て
、
４
月
以
降
も
前
納
を

呼
び
か
け
ま
し
た
。
う
れ
し
い
こ
と

に
、
半
数
以
上
の
方
々
か
ら
ご
協

力
を
い
た
だ
き
、
本
部
へ
の
支
払
い

も
可
能
と
な
り
、
決
算
書
を
用
意

す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

３
月
２５
日
記 
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ニホン語はむずかしい？（１） 

 

A： ひとりの人間の脳には大きなビルぐらいのコン

ピューターひとつ分の力があるといわれるが、頭

がいいとか、わるいとかは、どうなの？ 

B： すべての物は同じではない。それぞれ特性をもっ

ていると思う。たとえば文系とか理系とか、芸術

系とかいうけれど、育ち方がちがいに出るんじゃ

ないか。 

C： 天才はいないんだ。いや、みんな天才なんじゃな

い？ 

A： ところで、むずかしいとか、やさしいとかの基準

はあるの？１＋２＝３はやさしいけどX＋Y＝Zは

むずかしいのかな？X=１、Y=２、Z=３とすれば、

おなじことなのに。 

B： 漢字はむずかしいというとき、なにが問題なの？字

のかず？書きかた？読みかた？･････ 

文字イコール言語ではないから、字の話はよそう

か。ことばの基準には使えないから。漢字は５万も

あるが、ローマ字なら３０ぐらい。 

C： でも、漢字とカナとひらがなを使うからニホン語は

むずかしいという人もたくさんいる。 

A： 見たこともないニホンの新聞を、外国にもって行っ

たら、「わあ、むずかしい！」というにきまってる

よ。絶対に！ 

B： 『万葉集』も『古事記』も『日本書紀』も全部漢字

だらけだ。１種類だから「やさしい」の？現代風に

なおして、ひらがなを入れたら、やさしくなるの？

おなじニホン語なのにね。３４を見よ。 

 

──────── 〇 ──────── 

 

耳がきこえる赤ちゃんは、世界のどんな親〔生みの親、

育ての親〕の言語も受け入れるから、むずかしいとか、

やさしいとか話にならない。誰にとっても、むずかしい

のか？難しいと思いたいのか？ 

 

つづく 

憂
鬱 

十
八
歳
の
春 

東
京
大
空
襲
に 


