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東
京
都
生
ま
れ
。
東
京
都
の
公
立
中
学
校
教
諭
、
教
育
委
員
会
指
導

室
長
等
を
経
て
現
職
。
中
央
教
育
審
議
会
国
語
専
門
委
員
、
学
習
指
導

要
領
中
学
校
国
語
作
成
協
力
者
な
ど
を
歴
任
す
る
。
著
書
に
『
小
学
校

古
典
指
導
の
基
礎
・
基
本
』『
観
点
別
学
習
状
況
の
評
価
規
準
と
判
定
基

準
』（
図
書
文
化
社
）
な
ど
が
あ
る
。

た
な
か
・
よ
う
い
ち

0203

く
は
、
自
然
を
愛
し
自
然
と
調
和
し
て
生
き
て
い

ま
す
。
日
本
に
は
四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
が
あ

り
、
人
々
は
自
然
か
ら
多
く
の
恵
み
を
得
る
と
と

も
に
、
自
然
を
愛
し
、
多
く
の
生
物
と
共
存
し
て

き
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
や
価
値
観
も
、

こ
れ
か
ら
の
日
本
人
が
大
切
に
受
け
継
い
で
い
き

た
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

  

さ
ら
に
、
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や

慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
は
、
人
々
の
生
き
方
の

道
し
る
べ
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
表
れ

て
い
る
古
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ

と
は
、
人
生
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
昔
話
や
古
典
な
ど
の
言
語
文
化
に

小
学
生
の
う
ち
か
ら
親
し
む
こ
と
を
通
し
て
、
日

本
人
が
長
い
間
大
切
に
し
て
き
た
日
本
的
な
よ
さ

を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

戦
後
の
日
本
文
化
は
、
政
治
や
経
済
の
分
野
と

同
様
に
、
欧
米
の
国
々
を
模
範
と
し
て
形
成
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
の
新
し

い
日
本
文
化
が
創
造
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で

す
が
、
反
面
、
か
つ
て
の
日
本
人
が
も
っ
て
い
た
、

伝
統
や
風
習
、
情
緒
な
ど
の
日
本
的
な
よ
さ
が
消

え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
化
が
あ
ら
た
め
て

見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
や
学
校

教
育
法
に
も
反
映
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
我
が
国
の

伝
統
と
文
化
を
尊
重
す
る
児
童
・
生
徒
を
育
成
す

る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
針
は
、

言
語
教
科
で
あ
る
国
語
科
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
基
本
的
な
考
え
方
を

示
し
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
二
十
年
一

月
）
は
、
国
語
科
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

示
し
て
い
ま
す
。

　
「
国
語
科
で
は
、
小
学
校
の
低
・
中
学
年
か
ら
、

古
典
な
ど
の
暗
唱
に
よ
り
言
葉
の
美
し
さ
や
リ
ズ

ム
を
体
感
さ
せ
た
上
で
、
我
が
国
に
お
い
て
長
く

親
し
ま
れ
て
い
る
和
歌
・
物
語
・
俳
諧
、
漢
詩
・

漢
文
な
ど
の
古
典
や
物
語
、
詩
、
伝
記
、
民
話
な

ど
の
近
代
以
降
の
作
品
に
触
れ
、
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」

　

こ
の
答
申
を
受
け
、
新
学
習
指
導
要
領
国
語
科

に
は
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関

す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
か
ら
古
典
を

中
心
と
す
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
教
育

が
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
す
。  

　

か
つ
て
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、「
か
ぐ
や
姫
」

や
「
桃
太
郎
」「
因
幡
の
白
ウ
サ
ギ
」
な
ど
の
話

を
大
人
か
ら
聞
い
て
育
ち
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て

こ
れ
ら
は
、
日
本
人
な
ら
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る

昔
話
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
昔
話
は
子
ど
も
た
ち
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
毎
日
の
暮
ら

し
方
や
人
と
の
付
き
合
い
方
な
ど
、
た
く
さ
ん
の

大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

子
ど
も
た
ち
に
は
、
誠
実
、
正
直
、
思
い
や
り
な

ど
を
重
視
す
る
豊
か
な
心
が
育
ち
ま
し
た
。
最

近
、
昔
話
を
知
ら
な
い
子
ど
も
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
日
本
人
の
新
し
い
問
題
行
動
の
一
因

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
聞
き

ま
す
。

  

ま
た
、
昔
話
や
古
典
に
出
て
く
る
人
た
ち
の
多

　
「
枕
草
子
」
な
ど
の
古
典
文
学
か
ら
、「
三
ま
い
の
お
ふ
だ
」
の
よ
う

な
昔
話
ま
で
、
古
来
か
ら
伝
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
文
化
を
、
小
学
校

で
学
び
、
親
し
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
指
導
す
る
際
、心
に
留
め
て
お
く
こ
と
や
、

子
ど
も
た
ち
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
考
え
ら
れ
る

か
、
先
生
方
の
お
話
と
、
実
践
事
例
を
交
え
な
が
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。
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