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地
理
の
先
生
た
ち
は
前
任
者
の
織
田
先
生
は
も
と
よ
り
藪
内
先
生
以
下
熟
知
の

人
ば
か
り
で
後
か
ら
着
任
さ
れ
た
人
と
も
実
に
仲
良
く
教
室
運
営
が
で
き
ま
し

た
。
そ
ん
な
な
か
で
一
九
七
八
、
七
九
の
両
年
は
フ
ィ
リ
ビ
ン
・
パ
ナ
イ
島
の
漁

村
調
査
に
従
事
し
ま
し
た
が
一
九
八
0
年
横
田
先
生
に
誘
っ
て
い
た
だ
い
て
中
国

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
旅
行
の
お
供
を
し
ま
し
た
。
蘭
州
・
敦
煙
・
ウ
ル
ム
チ
・
ト
ル

フ
ァ
ン
・
酒
泉
等
を
歴
訪
し
地
理
的
に
も
た
い
へ
ん
多
く
の
こ
と
を
学
び
取
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
翌
年
の
一
九
八
一
年
夏
織
田
先
生
に
顧
問
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て

人
文
地
理
学
者
訪
中
団
を
作
り
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
再
度
訪
問
し
ま
し
た
。
こ
の
訪

問
は
日
本
の
地
理
学
者
に
歓
迎
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
帰
途
西
安
と
上
海
で

中
国
の
地
理
学
者
と
連
絡
が
取
れ
た
こ
と
が
一
っ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
日
本

た
の
で
フ
ラ
ン
ク
に
交
流
で
き
ま
し
た
。

関
西
大
学
文
学
部
に
お
世
話
に
な
っ
た
時
代
の
思
い
出
を
少
し
申
し
上
げ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
七
八
年
三
月
二
十
八
日
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
発
令

直
前
関
西
大
学
を
訪
れ
た
私
は
正
門
か
ら
文
学
部
に
登
る
坂
道
で
折
か
ら
今
を
盛

り
と
咲
き
誇
る
満
開
の
桜
並
木
に
迎
え
ら
れ
て
心
か
ら
ほ
っ
と
し
た
こ
と
を
印
象

深
く
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
史
学
科
の
先
生
方
に
挨
拶
し
て
み
れ
ば
学
生
時

代
か
ら
の
同
期
生
だ
っ
た
有
坂
さ
ん
を
は
じ
め
横
田
先
輩
、
藤
本
、
秋
山
、
富

沢
、
藤
善
の
諸
氏
な
ど
以
前
か
ら
存
じ
上
げ
て
い
る
人
々
が
多
く
、
一
緒
に
着
任

し
た
津
田
秀
夫
さ
ん
も
至
っ
て
気
さ
く
な
人
柄
の
上
に
住
ま
い
も
す
ぐ
近
く
だ
っ

河

野

通

博

関
西
大
学
文
学
部
在
任
中
の
思
い
出

に
日
中
地
理
学
会
議
が
結
成
さ
れ
、
や
が
て
中
国
地
理
学
会
と
交
流
の
き
っ
か
け

に
な
り
ま
し
た
。
私
も
そ
の
連
絡
係
と
し
て
ほ
ぼ
毎
年
中
国
を
訪
れ
各
地
の
見
学

が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
し
た
。
ま
た
北
京
大
学
の
魏
心
鎮
教
授
が
関
西

大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
を
留
学
先
に
選
ん
だ
背
景
に
も
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ

っ
た
の
で
し
た
。
魏
先
生
の
研
究
ぶ
り
は
真
剣
そ
の
も
の
、
余
人
の
追
随
を
許
さ

な
い
模
範
的
な
す
ば
ら
し
さ
で
し
た
。
私
も
中
国
で
収
集
し
た
資
料
を
使
っ
て
研

究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
経
済
政
治
研
究
所
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
問

題
に
つ
い
て
の
共
同
研
究
で
中
国
の
解
放
後
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
状
況
に
つ
い

て
一
定
の
研
究
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
九
九
0
年
中
国
で
の
自

動
車
事
故
で
負
傷
後
、
毎
週
の
講
義
に
橋
本
先
生
に
自
宅
か
ら
大
学
ま
で
御
車
で

送
迎
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
今
も
有
難
く
存
じ
て
い
ま
す
。
学
生
諸
君
と
の
交

流
は
や
は
り
卒
論
作
成
の
相
談
に
乗
っ
た
思
い
出
が
印
象
的
で
す
。
最
初
は
一
部

の
諸
君
の
卒
論
作
成
に
も
関
係
し
て
い
た
の
で
す
が
定
年
間
際
の
頃
に
な
る
と
専

ら
二
部
の
諸
君
の
卒
論
作
成
の
相
談
に
乗
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
個
性
豊
か

な
人
々
の
考
え
付
い
た
テ
ー
マ
だ
け
に
「
梅
田
貨
物
駅
跡
地
の
再
開
発
構
想
」
や

「
大
阪
市
の
下
水
道
」
「
古
代
サ
ヌ
カ
イ
ト
の
流
通
範
囲
」
「
戦
時
下
の
地
下
工
場

建
設
の
た
め
の
強
制
労
働
問
題
」
な
ど
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
異
色
の
論
文
が
勢
ぞ
ろ
い

し
て
い
て
、
私
に
と
っ
て
も
良
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
一
部
の
諸
君
の
卒

論
と
大
学
院
生
の
研
究
に
は
触
れ
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
最
後
の
ご
奉

公
の
場
で
あ
っ
た
関
西
大
学
は
私
に
多
く
の
良
い
思
い
出
を
残
し
て
く
れ
ま
し

こ。t
 

（
地
理
学
）
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