
歴
史

二
宮
金
次
郎
の
評
価

全
国
の
小
学
校
が
国
民
学
校
と
云
わ
れ
て
い
た
頃
、
ほ
と
ん
ど
の
学
校
に
薪

束
を
背
負
っ
た
少
年
が
、
読
書
し
な
が
ら
歩
く
姿
の
立
像
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ

る
二
宮
金
次
郎
（
尊
徳

た
か
の
り

の
幼
名
）
の
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
像
は
戦
後
、

申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
一
斉
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

敗
戦
と
い
う
言
葉
が
私
に
残
し
た
の
は
、
校
門
入
り
口
に
楠
木

く
す
の
き

正
成

ま
さ
し
げ

の
騎
乗

像
と
共
に
あ
っ
た
二
宮
金
次
郎
の
像
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
、
学
校
で
も
家
で
も
こ
の
二
つ
の
像
は
、
忠
節
、
勤
勉
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
、
象
徴
的
教
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
尊
徳
像
が
姿
を

消
し
た
理
由
は
、
尊
徳
を
利
用
し
、
そ
の
一
部
に
だ
け
光
を
当
て
「
忠
孝
」
と

し
て
利
用
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。

後
日
、
私
は
尊
徳
の
実
像
を
伝
記
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
そ
れ
は
尊
徳
と
い
う

人
が
け
っ
し
て
「
忠
君
愛
国
」
の
士
な
ど
に
留
ま
ら
ず
、
実
は
、
も
っ
と
ス
ケ

ー
ル
の
大
き
い
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
と
い
う
封
建

社
会
の
中
に
あ
っ
て
は
珍
し
く
、
農
民
が
独
学
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
た
「
実
学
」

の
実
践
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
こ
そ
わ
が
国
の
近
代
思
想
史
の
中
で
も

特
筆
さ
れ
る
人
で
あ
り
、
東
西
に
遜
色
の
な
い
大
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

生
い
立
ち
や
細
部
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
著
書
に
譲
る
と
し
て
、
尊
徳
の
思



想
は
西
洋
の
自
然
観
と
は
違
い
文
字
通
り
「

自
お
の
ず
か

ら
然し

か

り
」
で
「
如に

ょ

是ぜ

」（
あ
る

が
ま
ま
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
「
報
徳

ほ
う
と
く

金き
ん

毛も
う

録ろ
く

」

に
詳
し
い
の
で
あ
る
が
、「
声
も
な
く
臭か

も
な
く
常
に
天
地

あ
め
つ
ち

は
書
か
ざ
る
経
を
く

り
返
し
つ
つ
」（
経
と
は
人
間
の
生
き
る
道
）
と
い
う
尊
徳
自
身
が
詠
ん
だ
道
歌

に
恐
縮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
尊
徳
が
こ
の
境
地
に
至
る
に
は
、
も
う
一
つ

の
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

次
々
と
不
幸
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
人
間
と
し
て
の
真
の
生
き
方
を
求
め
て
已や

ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
尊
徳
は
独
学
で
神
、
仏
、
儒
の
真
髄
を
希
求
し
、「

論
語
」「
大
学
」「
中
庸
」「
易
経
」
等
を
読
破
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
読
み
方
は

す
べ
て
武
士
の
子
弟
た
ち
の
講
義
を
壁
の
外
か
ら
仄
聞

そ
く
ぶ
ん

し
、
暗
記
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
尊
徳
は
神
、
仏
、
儒
を
思
想
の
基
盤
と
し
た
が
こ
れ
の

み
に
頼
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。「
道
は
書
物
に
あ
ら
ず
し
て
、
行
い
に
あ
る
な

り
」
と
い
う
よ
う
に
、
書
物
は
真
理
を
求
め
る
た
め
の
一
つ
の
目
印
に
過
ぎ
な

い
と
云
い
切
っ
て
い
る
。

尊
徳
は
天
明
七
年(

一
七
八
七)

小
田
原
藩
の
栢
山

か

や

ま

に
、
父
利
左
衛
門
、
母
よ

し
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
尊
徳
十
四
歳
の
寛
政
三
年(

一
八
〇
〇)

関
東
地
方
を
襲
っ
た
大
風
雨
で
、
全
田
畑
を
酒
匂
川
に
呑
み
込
ま
れ
て
失
い
、

次
い
で
、
同
年
父
を
失
っ
た
。
余
人
な
ら
ば
生
き
る
気
力
を
な
く
す
と
こ
ろ
で



あ
る
が
、
尊
徳
は
そ
の
時
、
世
の
中
の
出
来
事
は
す
べ
て
「
天
の
道
」
と
し
、

世
の
中
に
は
人
為
で
は
如
何
と
も
し
難
い
も
の
が
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
し
か
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
母
を
失
い
悲
嘆
の
中
に
あ

っ
て
も
、
天
も
自
然
を
も
恨
む
こ
と
な
く
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
求
め
て

止
ま
な
か
っ
た
。

土
地
の
な
い
尊
徳
は
、
菜
種
を
川
の
土
手
や
荒
地
に
蒔
き
そ
れ
を
増
や
し
、

持
ち
前
の
勤
勉
さ
と
才
覚
に
よ
っ
て
二
十
二
歳
で
家
を
再
興
し
た
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
四
書
、
五
経
を
諳
ん
ず
る
ま
で
に
学
び
、
自
分
の
も
の
に
し
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。(

学
問
的
に
は
一
般
解
釈
と
齟
齬

そ

ご

す
る
と
こ
ろ
も
あ
る)

二
十
六
歳
の
と

き
、
そ
の
博
学
が
聞
こ
え
て
、
小
田
原
藩
の
家
老
服
部
家
の
子
ど
も
の
家
庭
教

師
を
依
頼
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
博
識
と
人
格
に
加
え

て
、
天
才
的
数
理
計
算
能
力
を
買
わ
れ
、
小
田
原
藩
管
轄
の
宇
津
氏(

現
在
の
群

馬
県
館
林
市
桜
町)

の
財
政
建
て
直
し
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

尊
徳
は
七
年
間
寝
食
を
忘
れ
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
、
永
年
易
き

と
怠
惰
に
慣
ら
さ
れ
た
農
民
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

元
の
名
主
と
小
田
原
城
か
ら
監
察
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
役
人
が
手
を
結
ん
で
尊

徳
の
改
革
に
悉
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
尊
徳
の
身
を
削
る
よ
う
な
献
身
的
な

努
力
も
思
う
よ
う
に
効
果
は
挙
が
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
と
も
あ
ろ
う
か
、



こ
の
二
人
は
小
田
原
城
主
の
大
久
保
氏
に
尊
徳
を
讒
訴

ざ

ん

そ

し
た
の
で
あ
る
。
尊
徳

の
進
退
は
窮
ま
っ
た
。
か
れ
が
生
涯
で
味
わ
っ
た
絶
望
に
も
近
い
、
最
も
苦
し

い
思
い
を
味
わ
っ
た
の
は
こ
の
時
期
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
人
が
最
も
無
念

に
感
じ
る
の
は
善
意
が
歪
曲
さ
れ
て
、
悪
意
に
解
釈
さ
れ
る
時
だ
か
ら
で
あ
る
。

尊
徳
は
あ
る
日
、
誰
に
も
言
わ
ず
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
三
ヶ
月

間
の
果
て
辿
り
つ
い
た
の
は
成
田
山
新
勝
寺
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
二
十
一
日
間

不
動
尊
の
前
で
断
食
、
座
禅
に
入
っ
た
。
不
動
尊
と
は
文
字
通
り
動
か
な
い
こ

と
を
尊
し
と
教
え
る
仏
で
あ
り
、
そ
の
手
に
持
つ
縄
と
剣
は
己
の
邪
念
を
縛
り

欲
望
を
絶
つ
姿
と
し
て
現
さ
れ
て
い
る
。
尊
徳
が
そ
の
真
意
に
気
づ
い
た
頃
、

桜
町
の
村
人
に
も
変
化
が
起
り
始
め
て
い
た
。
尊
徳
が
村
か
ら
居
な
く
な
っ
て

か
ら
百
日
余
り
で
村
が
物
心
両
面
に
お
い
て
荒
廃
し
て
い
く
様
子
に
気
づ
き
始

め
た
の
で
あ
る
。
自
然
発
生
的
に
尊
徳
に
対
す
る
同
情
心
が
湧
き
起
こ
り
、
事

の
真
相
が
小
田
原
城
に
伝
え
ら
れ
て
、
讒
言
し
た
監
察
人
は
罷
免
、
元
名
主
は

と
こ
ろ
払
い
と
な
っ
た
。

断
食
満
願
の
日
、
村
人
た
ち
は
土
浦
街
道
筋
ま
で
出
迎
え
、「
先
生
」「
先
生
」

と
口
々
に
叫
び
な
が
ら
全
員
が
と
び
つ
い
た
と
記
録
に
は
あ
る
。
尊
徳
の
改
革

は
こ
の
こ
と
を
機
に
急
転
回
で
進
捗
し
た
と
も
あ
る
。
こ
の
と
き
尊
徳
は
天
を

仰
い
で
「
天
が
見
て
い
て
下
さ
っ
た
」
と
大
声
を
は
り
上
げ
泣
き
叫
ん
だ
と
こ



れ
も
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

尊
徳
の
理
念
は
要
約
す
る
と
、
天
の
道
や
自
然
推
移
、
天
変
地
異
は
人
間
の

力
で
は
変
え
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
人
の
道
は
人
の
叡
智
が
つ
く
り
出
し
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
保
持
し
発
展
さ
せ
て
い
く
に
は
努
力
が
必
要
で
あ

る
と
結
論
づ
け
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
当
時
の
農
民
に
も
解
り
や
す
く
す
る
た

め
に
、
人
間
と
し
て
誰
で
も
実
践
可
能
な
三
本
の
柱
と
し
て
、
勤
勉
、
分
度
、(

尊

徳
自
身
が
創
始
し
た
報
徳
仕
法
で
、
自
己
の
社
会
的
、
経
済
的
実
力
を
知
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
生
活
の
限
度
を
定
め
る
こ
と)
推
譲
、
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

尊
徳
の
こ
の
哲
理
を
一
般
に
は
「
一
円
融
合
論
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
当
時

の
中
心
理
念
で
あ
っ
た
朱
子
学
の
理
気
二
元
論
と
も
、
ま
た
、
一
元
を
精
神
に

求
め
る
観
念
論
と
も
、
ま
し
て
や
物
質
に
求
め
る
唯
物
論
と
も
違
っ
て
い
る
。

尊
徳
の
一
元
論
は
精
神
で
も
物
質
で
も
な
い
第
三
の
実
体
、
宇
宙
万
物
の
生
成

発
展
の
混
沌
と
し
た
一
円
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
地
動
説
さ
え
信
じ
る
人
の
少
な

い
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
、
宇
宙
生
成
と
個
と
し
て
の
人
間
存
在
を
相
対
相
関
に

観
て
い
る
視
点
は
俊
才
を
超
え
て
天
才
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

現
代
ほ
ど
、
倫
理
観
や
畏
れ
の
宗
教
観
が
欠
如
し
て
い
る
時
代
は
な
い
と
言

わ
れ
て
い
る
。
尊
徳
の
理
念
を
分
か
り
易
く
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
人
間
が
人

間
と
し
て
の
尊
厳
を
認
め
合
う
た
め
に
は
、
勤
勉
、
誠
実
、
質
素
、
倹
約
、
謙



譲
、
惻
隠
の
心
を
取
り
戻
す
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
我

が
身
を
も
幸
せ
に
す
る
原
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
二
宮
尊
徳
は
安
政
三

年(

一
八
五
六)
七
十
歳
で
没
し
た
。
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