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談話室

全
く
わ
か
ら
な
い

 

土
佐
　
秀
里

　
教
師
生
活
も
四
半
世
紀
を
超
え
、
多
少
は
勉
強
も
し
て
き
た
は
ず
な
の
だ
が
、
い
ま
だ
に
知
ら
な
い
こ
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
多
い
の
に

は
我
な
が
ら
閉
口
す
る
。
た
と
え
ば
、
坂
口
安
吾
の
『
堕
落
論
』
の
冒
頭
、
最
初
に
万
葉
集
の
「
醜
の
御
楯
」
の
防
人
歌
と
、
大
伴
氏
の
言

立
て
「
海
ゆ
か
ば
」（
こ
れ
は
続
日
本
紀
の
宣
命
と
、
そ
れ
に
応
え
た
家
持
の
歌
に
引
か
れ
て
い
る
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
よ
い
と
し

て
、
そ
の
次
に
、「
も
も
と
せ
の
命
ね
が
は
じ
い
つ
の
日
か
御
楯
と
ゆ
か
ん
君
と
ち
ぎ
り
て
」
と
い
う
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
が
い
っ
た
い
誰
の
作
な
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
古
い
歌
に
は
見
え
な
い
が
、
擬
古
調
と
い
う
の
か
、
無
理
に
古
風
を
装
っ
た
感
じ
が
あ

る
。
近
代
短
歌
の
調
子
で
は
な
い
が
、
わ
り
あ
い
新
し
い
歌
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
典
が
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
。『
支
那

事
変
歌
集
』
と
か
『
辻
歌
集
』
と
か
、
戦
争
歌
集
は
数
多
あ
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
気
取
っ
た
（
し
か
し
品
が
な
い
）
歌
は
な
か
な
か
見
当
た

ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　『
堕
落
論
』
の
ち
ょ
っ
と
し
た
解
説
文
や
文
庫
本
の
注
記
な
ど
も
、
こ
の
「
も
も
と
せ
の
」
歌
に
つ
い
て
は
完
全
に
ス
ル
ー
で
あ
る
。
出

典
が
わ
か
ら
な
い
の
な
ら
、
わ
か
ら
な
い
と
は
っ
き
り
書
い
て
お
い
て
く
れ
れ
ば
親
切
だ
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
す
ら
書
い
て
い
な
い
。
ど

う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
歌
の
出
典
は
何
な
の
か
、
い
つ
ご
ろ
の
歌
で
、
作
者
は
誰
な
の
か
、『
國
學
院
雑
誌
』
の
読
者

諸
賢
に
御
教
示
を
乞
い
た
て
ま
つ
る
次
第
で
あ
る
。

　
万
葉
集
に
つ
い
て
は
あ
れ
こ
れ
講
義
も
し
、
公
開
講
座
な
ど
で
も
偉
そ
う
に
喋
っ
て
は
い
る
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
わ
か
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
あ
ま
り
に
少
な
く
、
全
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
代
の
碩
学
澤
瀉
久
孝
博
士
で
す
ら
、
大
著
『
万
葉
集
注

釈
』
の
序
文
に
、
万
葉
集
を
五
十
年
読
ん
で
い
る
が
、
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ
る
と
告
白
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か



 ─ 33 ─

談話室

ら
、
凡
夫
に
わ
か
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
わ
か
ら
な
い
歌
は
数
多
存
す
る
が
、
私
の
貧
弱
な
頭
脳
を
最
も
悩
ま
せ
て
い
る
一
首
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
持
統
天
皇
の
「
春
過
ぎ
て
夏

来
る
ら
し
白
妙
の
衣
乾
し
た
り
天
の
香
具
山
」
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
構
成
論
理
は
、「
ら
し
」
と
い
う
推
定
を
述
べ
、
続
け
て
そ
の
推

定
の
根
拠
を
述
べ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
香
具
山
に
衣
が
干
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ら
を
根
拠
に
し
て
、
夏
が
来
た
ら
し
い

と
い
う
推
測
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
衣
と
い
う
も
の
は
夏
に
な
ら
な
け
れ
ば
干
さ
な

い
も
の
な
の
か
。
い
く
ら
な
ん
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
春
の
う
ら
ら
か
な
陽
気
に
も
洗
濯
物
く
ら
い
は
干
す
だ
ろ
う
し
、
真
冬
で

あ
っ
て
も
、
寒
い
か
ら
衣
服
は
洗
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
季
節
を
問
わ
ず
、
雨
に
濡
れ
れ
ば
衣
は
干
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
歌
の
「
白
妙
の
衣
」
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
特
別
な
衣
服
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
で
は
そ
の

「
特
別
な
衣
服
」
と
は
何
な
の
か
。
歌
の
中
に
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
奇
妙
で
あ
る
。

た
と
え
夏
に
し
か
干
さ
な
い
特
殊
な
衣
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
干
す
こ
と
が
「
夏
の
到
来
」
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
論

理
が
倒
錯
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、「
夏
が
来
た
」
と
判
断
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
で
は
「
夏
に
干
す
べ
き

衣
」
を
干
す
こ
と
に
し
よ
う
、
と
い
う
順
序
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。「
衣
を
干
す
」
と
い
う
の
は
自
然
現
象
で
は
な
く
、
人
為
的
な
行
為
で

あ
り
、
意
志
的
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
き
始
め
た
か
ら
、「
夏
が
来
た
」
と
判
断
す
る
と
い
っ
た
、
自
然
現
象
に
基
づ
く
推

測
と
は
論
理
が
異
な
っ
て
い
る
。
衣
を
干
す
こ
と
を
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
こ
と
と
同
様
の
「
根
拠
」
と
す
る
た
め
に
は
、「
衣
乾
し
た
り
」

を
何
ら
か
の
自
然
現
象
の
隠
喩
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、
で
は
、
そ
の
「
衣
」
に
喩
え
ら
れ
る
自
然
現
象
と
は
い
っ
た
い
何
か
（
積
雪
を

衣
に
喩
え
る
発
想
は
あ
る
が
、
季
節
が
全
く
合
わ
な
い
）。
そ
し
て
そ
れ
が
何
ら
か
の
譬
喩
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
「
衣
を
干
す
」
こ
と

が
「
夏
の
到
来
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
の
か
（
た
と
え
そ
れ
が
観
念
上
の
こ
と
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
な
ぜ
「
夏
」
に
固
有
の
事
象
と
し
て

捉
え
ら
れ
う
る
の
か
）
と
い
う
点
は
、
や
は
り
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
譬
喩
を
譬
喩
た
ら
し
め
て
い
る
論
理
が
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
仮
説
を
立
て
て
み
て
も
、
結
局
私
に
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

　
い
つ
の
日
か
こ
の
歌
の
謎
が
解
け
た
ら
、
改
め
て
ご
報
告
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
乞
御
示
教
。 

（
上
代
文
学
）


