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４

バ
ラ
女
学
校

の
日
本
人
教
師
た
ち

栗
原
先
生
は
強
度
の
近
眼
だ
っ
た

の
で
、
聖
書
で
も
教
科
書
で
も
眼
鏡

に
す
り
つ
け
る
よ
う
に

し
て
読
ん
だ
。
と
こ
ろ

が
、
あ
る
日
の
こ
と
、

そ
の
顔
の
骨
を
犬
に
噛

み
つ
か
れ
る
と
い
う
事

件
が
湧
き
起
っ
た
。
横

浜
か
ら
き
て
い
た
大
き

な
洋
犬
の
ポ
ー
が
炊
事

場
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

牛
の
骨
を
女
学
校
の
玄

関
で
し
や
ぶ
り
楽
し
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ

へ
栗
原
先
生
が
や
っ
て

き
て
、
自
分
の
下
駄
の

つ
も
り
で
ポ
ー
の
牛
の

骨
を
ひ
ろ
い
あ
げ
、
顔

を
す
り
つ
け
て
、
確
か

め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

を
ポ
ー
が
怒
っ
て
、
ウ
ワ
ン
!
と
一

発
吠
え
つ
い
た
か
ら
、
旧
幕
臣
の
先

生
が
一
た
ま
り
も
な
く
ひ
っ
く
り
返
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
た
ち
ま
ち
全

校
に
伝
え
ら
れ
て
、
「
栗
原
先
生
が

顔
の
骨
を
ポ
ー
に
噛
み
つ
か
れ
た
」

と
い
う
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

女
生
徒
た
ち
が
お
見
舞
い
を
申
上

げ
る
と
、
先
生
は
、
頬
骨
の
あ
た
り

を
な
で
な
が
ら
「
ポ
ー
に
ワ
ン
と
や

ら
れ
ま
し
た
」
と
、
悲
痛
な
顔
で
説

明
さ
れ
た
そ
う
だ
。
私
の
母
は
寄
宿

生
時
代
の
こ
ん
な
話
を
、
私
た
ち
に

い
ろ
い
ろ
聞
か
せ
て
く
れ
た
も
の
だ
っ

た
が
、
こ
の
栗
原
先
生
は
後
に
バ
ラ

先
生
の
開
拓
さ
れ
た
修
善
寺
郊
外
柏

久
保
教
会
の
牧
者
と
し
て
生
涯
を
天

城
山
麓
の
農
村
伝
道
に
献
げ
、
そ
の

一
家
か
ら
は
白
銀
教
会
牧
師
郷
司
慥

爾
先
生
の
夫
人
や
、
蒲
田
御
園
教
会

牧
師
栗
原
久
雄
（
次
男
）
、
ま
た
そ

の
教
会
か
ら
は
農
村
伝
道
の
指
導
者

室
野
玄
一
牧
師
等
の
多
く
の
聖
職
者

が
送
り
出
さ
れ
て
い
る
。

５

バ
ラ
の
花
散
る
（
廃
校
）

さ
て
こ
の
バ
ラ
女
学
校
の
盛
時
に

は
、
進
ん
で
新
教
育
を
受
け
よ
う
と

い
う
近
郷
家
庭
の
子
女
た
ち
で
定
員

の
五
〇
名
が
ほ
と
ん
ど
満
員
と
な
っ

た
が
、
不
幸
に
も
わ
が
国
の
社
会
情

勢
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
天
皇
制

を
根
幹
と
す
る
国
家
主
義
的
体
制
の

確
立
に
向
か
っ
て
着
々
歩
を
進
め
た

結
果
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
国

体
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
論
難

排
撃
す
る
風
潮
が
勢
い
を
得
て
き
て
、

キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
も
そ
の
影
響

を
受
け
て
、
こ
の
種
学
校
の
経
営
は

全
国
的
に
困
難
に
陥
っ
た
の
で
あ
っ

た
。明

治
政
府
が
日
本
社
会
の
近
代
的

扮
飾
を
必
要
と
し
た
い
わ
ゆ
る
欧
化

時
代
に
は
、
女
子
中
等
教
育
へ
の
関

心
が
大
い
に
高
ま
り
、
そ
の
中
で
も

キ
リ
ス
ト
教
主
義
女
学
校
設
立
は
目

覚
ま
し
い
勢
い
で
、
二
十
三
年
ま
で

に
は
全
国
で
四
十
四
校
を
数
え
る
に

至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期

か
ら
国
家
主
義
的
体
制
が
布
か
れ
始

め
、
二
十
二
年
の
帝
国
憲
法
発
布
に

当
っ
て
は
、
信
教
の
自
由
は
明
示
さ

れ
た
も
の
の
翌
二
十
三
年
に
下
っ
た

教
育
勅
語
で
は
、
維
新
以
前
の
封
建

的
家
父
長
制
社
会
の
忠
孝
倫
理
を
再

編
成
し
て
国
民
大
衆
に
植
え
つ
け
る

こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
再
び
困
難

な
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
全
国

各
地
で
い
ろ
い
ろ
の
迫
害
が
起
き
る

と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。

最
も
有
名
な
例
は
、
内
村
鑑
三
先

生
の
一
高
に
お
け
る
御
真
影
不
敬
事

件
と
い
う
、
で
っ
ち
あ
げ
事
件
で
あ

り
、
地
方
で
の
事
件
と
い
え
ば
熊
本

の
一
小
学
生
が
教
会
に
出
入
す
る
こ

と
を
校
長
か
ら
禁
止
さ
れ
た
り
、
聖

書
を
持
っ
て
い
た
ひ
と
り
の
生
徒
が

退
校
さ
せ
ら
れ
、
熊
本
洋
学
校
の
先

生
の
ひ
と
り
が
、
「
本
校
の
教
育
方

針
は
博
愛
主
義
で
あ
り
ま
す
」
と
演

説
し
て
知
事
か
ら
罷
免
さ
れ
た
と
い

う
例
も
あ
る
。

こ
ん
な
社
会
情
勢
に
な
っ
て
き
た

か
ら
三
島
に
咲
い
た
小
さ
な
バ
ラ
女

学
校
も
そ
の
嵐
を
の
が
れ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
開
校
後
た
っ
た
四

年
の
二
十
五
年
七
月
五
日
、
つ
い
に

閉
校
式
を
行
う
と
い
う
結
果
と
な
っ

た
。

（
次
号
に
続
く
）

『
大
鏡
』
道
真
VS
時
平
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紫
式
部
に
薫
陶
を
与
え
た
父･

藤

原
為
時
は
漢
学
者
と
し
て
知
ら
れ
た

人
物
で
あ
る
。
大
学
寮
で
紀
伝
道

（
詩
文
、
歴
史
）
を
学
び
文
章
生
と

な
っ
た
が
、
そ
の
紀
伝
道
の
師
が
な

ん
と
菅
原
文
時
。
道
真
の
孫
で
あ
る
。

為
時
は
生
年
不
詳
だ
が
文
時
の
生
年

は
8
9
9
年
。
式
部
が
生
ま
れ
た
と

さ
れ
る
9
7
3
年
に
為
時
25
歳
位
と

す
れ
ば
、
文
時
と
為
時
の
年
齢
差
は

50
才
位
。
文
時
は
82
歳
で
没
し
た
が
、

式
部
8
才
頃
ま
で
は
生
き
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
三
人
の
関
係
、
実

に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

66
代
一
条
天
皇
が
「
日
本
紀
（
書

紀
）
を
読
め
そ
う
」
と
褒
め
る
ほ
ど

の
漢
学
の
才
が
あ
り
、
そ
の
家
庭
環

境
か
ら
し
て
も
式
部
は
書
紀
を
読
ん

で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
他

の
国
史
、
特
に
道
真
ら
編
纂
の
三
代

実
録
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
父
の
師
と

い
う
こ
と
で
文
時
や
、
怨
霊
と
し
て

周
知
さ
れ
て
い
た
道
真
に
対
し
て
、

式
部
が
特
別
な
関
心
を
持
つ
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

註
１

ほ
ぼ
1
0
0
年
前
、
宇
多･

醍
醐
・

村
上
の
世
は
摂
関
に
頼
ら
ぬ
天
皇
親

政
の
聖
代
。
経
済
改
革
や
新
規
政
策
、

そ
し
て
醍
醐
勅
撰
の
古
今
和
歌
集
、

村
上
勅
撰
の
後
撰
和
歌
集
の
歌
人
た

ち
が
煌
め
い
て
い
た
。
こ
の
古
き
世

が
式
部
に
は
光
り
輝
く
憧
れ
の
世
界

と
し
て
映
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、

源
氏
物
語
全
編
に
引
か
れ
た
こ
れ
ら

歌
集
か
ら
の
歌
の
多
さ
か
ら
も
う
か

が
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
国
史
が
あ

れ
ば
式
部
は
読
み
た
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
源
氏
物
語
の
時
代
設
定
が
こ

の
時
代
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
式
部

の
憧
憬
を
思
え
ば
ゆ
え
な
し
と
は
言

え
な
い
。

さ
て
、
源
氏
物
語
蛍
帖
で
光
源
氏

は
玉
葛
を
相
手
に
自
身
の
物
語
論
を

展
開
す
る
。
「
日
本
紀
な
ど
は
片
そ

ば
（
物
事
の
一
部
分
）
ぞ
か
し
」
。

日
本
紀
＝
至
上
の
書
物
と
い
う
世
の

常
識
に
真
っ
向
勝
負
の
発
言
で
あ
る
。

日
本
紀
の
御
局
と
し
て
道
長
や
一

条
に
評
価
さ
れ
た
式
部
だ
が
、
実
は

そ
れ
ほ
ど
嬉
し
く
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
紀

に
あ
る
の
は
編
纂
者
（
政
権
の
主
導

者
）
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
た
歴

史
記
述
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
人
々

の
真
実
は
な
い
か
ら
だ
。

式
部
は
源
氏
物
語
に
幾
人
も
の
、

生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
人
生
を

描
く
。
日
々
の
生
活
、
四
季
の
行
事
、

儀
式
や
慣
わ
し
、
そ
し
て
人
間
関
係

の
難
し
さ
…
。
取
捨
選
択
さ
れ
る
以

前
の
「
雑
事
」
、
国
史
に
対
し
て
民

史
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
。
宮
廷
貴

族
を
民
と
呼
ぶ
の
も
変
だ
が
、
し
か

し
、
そ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
の
は
、

現
代
の
私
達
と
大
し
て
違
わ
な
い
言

葉
と
思
い
で
群
れ
さ
ま
よ
う
老
若
男

女
。決

し
て
「
片
そ
ば
」
な
ん
か
で
は

な
い
。
歴
史
で
は
な
く
物
語
。
「
こ

れ
ら
に
こ
そ
道
道
し
く
（
道
理
、
真

理
を
含
ん
で
い
る
）
詳
し
き
こ
と
」

は
あ
る
の
だ
。

古
今
和
歌
集
仮
名
序
で
「
鬼
神
を

も
あ
は
れ
と
思
は
せ
る
も
の
は
歌
な

り
」
と
言
い
切
っ
た
紀
貫
之
は
、
男

性
日
記
は
漢
文
と
い
う
常
識
を
跳
び

越
え
て
、
仮
名
書
き
で
土
佐
日
記
を

著
し
た
。
官
職
に
関
し
て
不
遇
だ
っ

た
貫
之
ゆ
え
の
屈
折
し
た
所
為
か
も

し
れ
な
い
が
、
式
部
も
ま
た
、
真
名

書
き
・
一
級
の
学
問
・
日
本
紀
＝
男

性
、
仮
名
書
き
・
二
級
の
物
語
＝
女

性
、
と
い
う
世
の
型
枠
に
収
ま
り
き

れ
な
か
っ
た
。
一
条
、
道
長
ら
時
の

ト
ッ
プ
を
前
に
し
て
、
光
源
氏
の
口

を
借
り
て
、
「
日
本
紀
は
つ
ま
ら
ん
！
」

と
式
部
は
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
は
国
史
を
継
ぐ
と
い
う

よ
り
、
国
史
を
超
え
る
も
の
だ
っ
た
。

註

源
氏
物
語
に
は
道
真
『
菅
家
文
草
』
か
ら
の

引
用
も
あ
る
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書
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With

三
島
の
市
街
地
を
流
れ
る
御
殿
川
の
自
然
河
川
や

源
平
川
や
桜
川
の
よ
う
な
農
業
用
水
は
菰
池
や
小
浜

池
の
大
き
な
湧
水
を
源
と
す
る
た
め
大
き
な
氾
濫
を

起
こ
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
箱

根
西
山
麓
を
源
と
し
市
街
の
東
側
を
北
か
ら
南
に
流

れ
、
沢
地
川
、
山
田
川
、
夏
梅
木
川
な
ど
の
支
流
を

併
せ
て
、
狩
野
川
に
注
ぐ
大
場
川
は
台
風
や
豪
雨
の

度
に
氾
濫
を
起
こ
し
て
き
た
。

近
年
記
憶
に
新
し
い
の
は
1
9
9
0
年(

平
成
二

年)

の
秋
雨
前
線
の
集
中
豪
雨
で
は
三
島
地
区
で
は

総
雨
量
1
6
1
mm
を
記
録
し
、
さ
ら
に
大
場
川
の
源

流
に
あ
た
る
裾
野
方
面
の
総
雨
量
2
6
0
mm
の
集
中

豪
雨
が
同
時
に
大
場
川
に
流
れ
込
み
川
の
水
位
を
一

気
押
し
上
げ
上
神
川
橋
付
近
で
は
水
位
4
m
の
濁
流

が
両
岸
を
越
え
る
激
流
と
な
り
住
宅
な
ど
を
お
し
な

が
し
た
。

幸
い
に
人
的
被
害
は
無
か
っ
た
も
の
、
こ
の
短
時

間
の
局
地
的
な
集
中
豪
雨
は
狩
野
川
台
風(

1
9
5

8
年)

以
来
の
被
害
と
な
っ
た
。
そ
の
後
大
場
川
の

流
路
変
更
等
の
工
事
に
よ
っ
て
水
害
は
目
立
っ
た
水

害
は
起
き
て
い
な
様
に
見
え
て
い
る
が
、
大
場
川
の

川
底
は
溶
岩
層
の
た
め
掘
削
が
難
し
く
、
大
き
な
集

中
豪
雨
が
起
き
る
と
再
び
護
岸
を
越
え
る
溢
水
が
起

き
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。

国
道
一
号
線
の
谷
田
の
交
差
点
か
ら
東
本
町
に
つ

な
が
る
道
路
で
大
場
川
を
渡
る
橋
が
太
鼓
橋
の
よ
う

に
湾
曲
し
て
い
る
の
は
溢
水
被
害
を
避
け
る
た
め
で

は
な
い
か
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、

南
二
日
町
グ
ラ
ン
ド
が
浸
水
地
域
に
な
る
の
は
必
至

で
は
な
い
か
。

こ
れ
か
ら
も
三
島
で
水
害
が
起
き
る
と
す
る
と
大

場
川
流
域
が
一
番
危
な
い
。
大
場
川
は
安
久
を
抜
け

御
園
で
狩
野
川
に
注
ぐ
が
、
合
流
地
点
は
狩
野
川
放

水
路
の
下
流
で
あ
る
の
で
狩
野
川
の
水
位
と
大
場
川

の
水
位
の
差
に
よ
っ
て
御
園
、
長
伏
地
区
に
厄
介
な

こ
と
が
起
き
か
ね
な
い
。

狩
野
川
台
風
級
の
台
風
が
い
つ
や
っ
て
く
る
か
わ

か
ら
な
い
。
今
年
の
台
風
十
五
号
の
時
は
幸
に
し
て

静
岡
県
東
部
で
は
線
状
降
水
帯
の
発
生
は
ま
ぬ
が
れ

た
が
、
1
9
9
0
年
に
起
き
た
よ
う
な
前
線
上
の
集

中
豪
雨
は
い
つ
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

大
場
川
の
源
流
は
支
流
を
含
め
て
、
箱
根
西
麓
で

あ
る
。
こ
の
地
域
の
開
発
は
注
意
し
て
行
わ
な
い
と

三
島
地
域
に
予
想
し
な
い
よ
う
な
洪
水
被
害
を
起
こ

し
か
ね
な
い
。
台
風
や
集
中
豪
雨
は
発
生
を
防
げ
な

い
が
、
雨
水
を
短
時
間
で
河
川
に
流
れ
込
む
こ
と
防

ぐ
こ
と
は
可
能
だ
。

箱
根
西
麓
の
開
発
に
つ
い
て
市
は
河
川
氾
濫
に
つ

い
て
も
検
証
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
。

〈
啓
〉

小出正吾回想録(23) 「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

1
9
4
7(

昭
和
22)

年
1
・
30
の

夜
、
2
・
1
ス
ト
突
入
を
前
に
し
て

緊
迫
し
た
空
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。

そ
ん
な
中
、
占
領
軍
か
ら
の
重
大
指

令
が
出
た
と
の
う
わ
さ
が
流
れ
た
が

確
認
が
と
れ
な
い
ま
ま
籠
城
に
入
っ

た
。
1
・
31
、
14
：
00
連
絡
が
取
れ
「
マ
ッ

カ
ー
ト
代
将
か
ら
伝
え
ら
れ
た
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
元
帥
の
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
命

令
は
口
頭
だ
か
ら
正
式
命
令
で
は
な

い
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

・
21
：
21
ラ
ジ
オ
に
よ
る
臨
時
放
送

で
伊
井
弥
四
郎
全
官
公
労
議
長
、
鈴

木
清
一
国
鉄
総
連
合
委
員
長
ら
の

「
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
」
が
伝
え
ら
れ
た
。

沼
津
機
関
区
前
広
場
に
は
1
2
0

0
名
組
合
員
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
鍋
、

釜
、
米
な
ど
を
入
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ

ク
を
背
負
い
、
キ
ャ
ハ
ン
に
地
下
足

袋
姿
で
参
集
、
涙
を
流
し
な
が
ら
こ

の
放
送
を
聞
い
た
。

「
2
・
1
ス
ト
中
止
に
あ
た
り
各

組
合
員
に
告
ぐ
」
と
の
声
明
文
の
中

で
国
府
津
支
部
闘
争
委
員
長
神
成
昇

造
は
こ
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
「
2
・

1
ス
ト
は
終
止
符
を
打
っ
た
。
し
か

し
、
全
て
の
諸
要
求
は
未
解
決
の
ま

ま
に
9
・
15
ス
ト
、
2
・
1
ス
ト
両

闘
争
は
我
わ
れ
国
鉄
50
万
人
に
何
を

教
え
た
の
か
、
敗
戦
下
の
8
千
万
国

民
は
こ
の
闘
に
よ
っ
て
何
を
知
っ
た

か
。
楽
聖
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
は
言
っ
た

『
悩
み
を
突
き
抜
け
歓
喜
に
至
れ
』

と
、
そ
し
て
民
主
主
義
の
父
リ
ン
カ
ー

ン
は
『
人
民
の
手
に
よ
る
人
民
の
為

の
人
民
の
政
治
を
』
と
、
こ
れ
こ
そ

民
主
主
義
だ
」
。

こ
の
2
・
1
ス
ト
ラ
イ
キ
の
前
、

沼
津
に
田
中
英
光
と
い
う
小
説
家
が

い
た
。
1
9
1
3(

大
正
2)

年
1
・

10
東
京
赤
坂
で
生
ま
れ
、
早
稲
田
大

学
在
学
中
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
に
ボ
ー
ト
の
選
手
と
し
て
出

場
し
て
そ
の
体
験
を
書
い
た
小
説

「
オ
リ
ン
ポ
ス
の
果
実
」
の
作
者
だ
。

太
宰
治
に
師
事
し
、
田
中
が
沼
津
に

疎
開
し
て
き
て
い
た
時
、
太
宰
治
を

三
津
浜
の
安
田
屋
旅
館
に
呼
び
、
そ

こ
で
書
か
れ
た
の
が
「
斜
陽
」
だ
っ

た
。
田
中
栄
光
の
作
品
は
「
青
春
」

「
思
想
」
「
頽
廃
」
に
分
類
さ
れ
て

い
て
、
こ
の
中
の
「
思
想
」
に
当
た

る
部
分
が
日
本
共
産
党
や
国
労
沼
津

機
関
区
に
関
わ
っ
て
い
た
時
期
を
さ

す
。田

中
英
光
が
日
本
共
産
党
に
入
党

し
た
の
は
1
9
4
6(

昭
和
21)

3
月

末
だ
っ
た
。
入
党
推
薦
人
は
、
厚
木

嘉
一
沼
津
地
区
委
員
長
と
地
区
常
任

横
井
誠
だ
っ
た
。
入
党
後
の
5
月
初

め
家
族
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
内
浦

の
桜
井
書
店
の
別
荘
か
ら
西
間
門
の

国
鉄
職
員
芹
澤
源
作
宅
二
階
八
畳
間

の
沼
津
地
区
委
員
会
に
移
り
住
ん
だ
。

5
月
下
旬
に
は
地
区
委
員
長
厚
木
嘉

一
の
中
央
転
出
に
伴
っ
て
後
任
の
沼

津
地
区
委
員
長
に
な
っ
た
。
こ
れ
か

ら
数
か
月
間
、
積
極
的
に
国
鉄
沼
津

機
関
区
に
出
入
り
し
国
鉄
細
胞
作
り

や
9
・
15
ス
ト
に
取
り
組
ん
だ
。

9
・
15
ス
ト
の
頃
に
は
若
い
人
た

ち
中
心
の
16
人
の
細
胞
に
な
っ
て
い

た
。
9
・
15
ス
ト
中
止
の
後
、
機
関

区
広
場
で
泣
き
な
が
ら
演
説
し
て
い

た
そ
う
だ
。
そ
の
頃
の
沼
津
機
関
区

委
員
長
の
山
口
寅
吉
は
徳
田
球
一
を

機
関
区
に
呼
ん
で
演
説
会
を
開
き
共

産
党
へ
の
理
解
は
深
か
っ
た
が
、
労

働
運
動
論
や
党
と
労
働
組
合
の
関
係

な
ど
に
つ
い
て
鈴
木
市
蔵
、
内
野
竹

千
代
、
伊
井
弥
四
郎
な
ど
と
激
論
を

戦
わ
せ
て
い
た
が
反
共
で
は
決
し
て

な
く
若
い
人
た
ち
の
入
党
を
歓
迎
し

激
励
し
て
い
た
。
こ
の
頃
、
田
中
は

警
察
に
交
渉
に
行
っ
た
後
頼
ま
れ
て

巡
査
を
集
め
「
経
済
学
と
は
」
の
講

義
を
し
た
り
も
し
た
。

方
々
に
出
か
け
て
い
っ
て
精
力
的

に
動
い
て
党
を
「
大
衆
化
」
す
る
と

と
も
に
与
太
郎
の
グ
ル
ー
プ
で
は
な

い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
党
を
引
き
上

げ
よ
う
と
努
力
し
た
が
、
失
意
し
、

積
極
性
を
失
い
11
月
下
旬
地
区
委
員

長
を
辞
任
し
、
3
月
末
に
離
党
し
た
。

こ
の
短
い
間
に
、
日
本
共
産
党
沼

津
地
区
委
員
長
、
国
労
沼
津
機
関
区

で
の
体
験
を
書
い
た
小
説
が
「
切
符

売
り
場
の
民
主
化
」
「
町
に
て
」

「
N
機
関
区
」
「
小
さ
な
願
い
」

「
少
女
」
「
途
上
」
「
風
は
い
つ
も

吹
い
て
い
る
」
「
地
下
室
か
ら
」

「
流
さ
れ
る
も
の
」
「
嘘
」
「
共
産

党
離
党
の
弁
」
な
ど
で
あ
り
田
中
英

光
小
説
の
分
類
と
し
て
「
思
想
」
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
続
く
）

〈
山
梨
・
国
労
O
B
〉

沼
津
駅
北
口
に
あ
っ
た
国
鉄
沼
津
機
関
区

（
そ
の
13
）

2
0
2
2
年
10
月
20
日
、
私
た
ち

の
大
切
な
仲
間
で
あ
る
伊
東
岬
さ
ん

が
突
然
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

岬
さ
ん
は
お
若
い
頃
は
一
流
企
業
に

勤
め
旦
那
様
と
知
り
合
わ
れ
、
そ
の

後
お
子
さ
ん
た
ち
を
育

て
あ
げ
旦
那
様
が
亡
く

な
ら
れ
る
と
、
東
京
の

家
を
処
分
し
沼
津
ア
ル

プ
ス
の
麓
に
越
し
て
き

た
。
テ
ニ
ス
や
ゴ
ル
フ
、

コ
ー
ラ
ス
な
ど
を
し
て

い
た
が
、

設
立
者

で
あ
る

東
井
怜

さ
ん
が

岬
さ
ん

の
こ
と

を
と
て
も
信
頼
し
て
い

て
、
市
民
ひ
ろ
ば
の
設

立
段
階
か
ら
参
加
し
て

い
た
。

普
段
は
上
品
で
可
愛

ら
し
い
方
だ
が
、
豊
富

な
人
脈
を
持
ち
、
人
と

の
関
係
を
作
っ
た
り
、
そ
の
関
係
性

を
疎
か
に
し
な
い
で
育
て
る
力
に
長

け
て
い
た
。
簡
単
に
書
い
て
い
る
が
、

そ
れ
は
実
に
難
し
い
。
彼
女
に
頼
ま

れ
る
と
誰
も
が
「
嫌
」
と
言
え
な
い

の
だ
。
岬
さ
ん
主
催
で
美
味
し
い
も

の
を
食
べ
に
行
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ

な
人
を
集
め
て
お
餅
つ
き
や
蕎
麦
打

ち
、
お
正
月
の
お
泊
ま
り
会
も
恒
例

行
事
と
な
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
人
を

動
か
し
て
、
楽
し
み
な
が
ら
自
然
と

人
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
。
決
断

力
も
素
晴
ら
し
く
、
小
さ
な
こ
と
は

気
に
せ
ず
大
き
な
と
こ
ろ
で
捉
え
、

本
当
の
意
味
で
市
民
ひ
ろ
ば
の
屋
台

骨
だ
っ
た
。
市
民
ひ
ろ
ば
の
経
営
も
、

東
井
さ
ん
の
頃
は
年
に

数
回
の
イ
ベ
ン
ト
が
で

き
た
り
、
勉
強
会
や
上

映
会
な
ど
で
賄
え
て
い

た
が
、
世
の
中
が
変
わ

る
の
に
伴
っ
て
、
収
入

の
道
も
険
し
く
な
っ
た
。

岬
さ
ん
は
何
と
か
ひ
ろ
ば
に
現
金
収

入
を
と
、
農
業
や
養
蜂
等
、
あ
の
手

こ
の
手
で
工
夫
を
重
ね
た
、
文
字
通

り
縁
の
下
の
力
持
ち
だ
っ
た
。

世
の
中
の
大
転
換
の
今
、
市
民
に

必
要
な
情
報
を
届
け
た
い
。
い
つ
も

若
々
し
く
元
気
だ
っ
た
岬
さ
ん
を
突

然
失
い
困
惑
し
て
い
る
が
、
岬
さ
ん

の
遺
志
を
受
け
継
ぎ
、
も
う
少
し
み

ん
な
で
市
民
ひ
ろ
ば
を
続
け
て
い
き

た
い
。

〈
純
〉

伊東岬さん追悼

三
島
地
区
の
水
害

最近、市内の道路が混雑してない？朝晩は市内を通り抜けるのに
かなり苦労する。三島は三島駅の北と南を繋ぐ道が芝町通りしかな
い。その隣となると左側は伊豆箱根の線路の向こう側、右側は大社
町西交差点を北に進み文教町の銀杏並木手前で芝町通りと合流する
道のみだ。今、三島駅前再開発が進んでいるが、既に南口西街区に
はホテルができた。ここはホテルと商業施設からなる「広域観光交
流拠点」という触れ込みで補助金が出ている。東街区の開発を進め
る前に、ここにホテルができたことがどれだけ三島市民の役に立っ
ているのか、「広域観光交流拠点」としての役割を果たしているの
かについて、なぜ市議会は検証しないのか。説明会で「駅前開発を
しても市内は渋滞しない」と言った根拠を徹底的に究明してほしい。
市民全てが関係する道路の混雑問題は、生活のしにくさや経済の低
迷にも繋がる大問題と認識するべきだ。
三島駅前の開発の前に、まずは「三島駅の南北問題」を解決しな
くてはいけない。 在来線や伊豆
箱根を利用した車 椅子やベビー
カー使用者はスムー ズに北口に辿
り着けない。これ は大きな問題
ではないか。恐ら く多くの人が
そう思っているが、 声を上げるこ
とはなかった。聞 くところによ
ると、三島市にはJRとの交渉するための予算も出ているとのことだ
が、予算がどのように使われ、どんな交渉がなされたのか一切知ら
されない。そういう根本的な問題を棚上げにして、駅も道路も今の
まま、「北口から南口に入れない開発」を進める三島市は本当に市
民のために働いているのか。先ずは南北通路、それからJRを含めた
全体としての開発という、至極真っ当な方法での開発を進めてほし
い。そして、三島駅が「富士・箱根・伊豆国立公園」の入り口に立
地していることを踏まえ、駅前開発を近隣の市町村の要望も取り入
れたものになることを強く望んでいる。
それから三島市に聞きたいこと。三島市内のメイン通り、田町駅
方面への曲がり角に作ったタニタとコラボした今は既にない運動施
設はどれだけの税金を使ってどれほどの効果があり、どれだけの市
民が恩恵を受けられたのか。また、ゆうゆうホールを1年間も閉鎖
して遂げたリニューアル工事が、どれだけの費用対効果をもたらし
たのか。それから、老朽化した三島市役所の移転先を既に南高跡地
に決めているとの噂がある。あそこは車以外ではとても行きにくい。
もし駅前開発が必要なら、市役所こそ全てのバス路線が集まる駅前
に作るべきだ。市役所、ゆうゆうホール、駐車場。三島駅前にある
と市民が恩恵を受けるものを中心に作ってほしいものだ。 〈純〉

三島市の行く末を案じる
ばぁばのつぶやき


