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子

ど

も

た

ち

を

見

守

る

　

　

　

二

宮

金

次

郎

(

尊そ

ん

と

く
徳

)

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
男
子
体
操
世
界
一
道
の
り
け
わ
し
金
の
栄
冠

＊
若
き
ら
の
同
居
を
け
り
し
じ
い
さ
ま
は
夜
ご
と
尺
八
奏
で
て
熱
心

　

北
の
果
て
に
花
畑
め
ぐ
る
馬
車
に
ゆ
れ
仲
良
き
母
娘
の
会
話
聞
き
い
る

　

今
日
も
ま
た
暑
く
な
る
ら
し
蝉
の
声
背
戸
の
黐
の
木
に
明
け
よ
り
き
そ
ふ

＊
仲
間
等
と
知
ら
な
い
村
を
お
し
や
べ
り
し
歩
け
る
事
の
大
き
し
あ
わ
せ

　

笹
群
の
大
き
く
揺
れ
る
と
こ
ろ
よ
り
波
の
音
し
て
海
ひ
ろ
が
れ
り

＊
子
を
連
れ
て
登
り
し
と
き
は
遥
か
な
り　

青
き
夏
山
涼
や
か
に
立
つ

　

二
画
め
が
「
あ
つ
い
」「
か
ゆ
い
」
と
む
ず
か
り
て
朝
ま
で
動
く
夏
の
川
の
字

　

遠
藤　

定
子

塩
谷　

峯
子

角　
　

公
邦

寺
井　

悦
子

戸
野　

愛
子

野
口　

律
子

森
本　

怜
子

金
田
美
彌
子

　

光
徳
小
学
校
の
前
庭
に
は
、
た
き
ぎ
を
背
負
い
、

読
書
を
し
て
い
る
二
宮
金
次
郎
の
像
が
立
っ
て
い
ま

す
。
か
つ
て
全
国
の
多
く
の
小
学
校
に
、
金
次
郎
の

像
が
立
っ
て
い
ま
し
た
。
家
業
を
助
け
な
が
ら
学
習

に
励
み
、
勤
勉
・
向
上
に
勤
め
る
と
い
う
姿
を
、
子

ど
も
た
ち
に
刻
み
つ
け
る
目
的
か
ら
で
し
た
。

　

学
校
に
お
け
る
金
次
郎
の
像
の
建
立
は
、
大
正

13
年(

１
９
２
４)

に
、
愛
知
県
宝ほ

い飯
郡
前ま

え
し
ば芝
尋
常

高
等
小
学
校
に
建
て
ら
れ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
１
９
３
０
年
代
に
入
っ
て
全

国
各
地
の
小
学
校
に
広
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

光
徳
小
学
校
の
陶
製
の
金
次
郎
像
は
、
昭
和
13
年

(

１
９
３
８)

10
月
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

明
治
25
年(

１
８
９
３)

に
刊
行
さ
れ
た
最
初
の

小
学
校
修
身
科
教
科
書
に
登
場
し
た
二
宮
金
次
郎

鰯
雲
大
海
原
の
朝
の
空　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

逢
坂　

常
盤

蒼
天
に
鳶
の
笛
澄
む
今
朝
の
秋　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
谷　

麗
子

大
山
の
風
に
ふ
れ
ゆ
く
吾
亦
紅　
　
　
　
　
　
　
　
　

砂
口
芙
二
子

句
作
り
に
更
け
ゆ
く
刻と

き

や
ち
ち
ろ
虫　
　
　
　
　
　
　

角
田　

久
子

鰯
雲
藁
屋
に
淡
き
翳
は
し
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
村　

春
水

価
値
観
の
違た

が

ふ
話
や
鰯
雲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本　

昭
子

秋
茄な

す

び子
彩
艶
そ
へ
て
娘
に
送
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
川　

節
子

初
秋
の
笊
目
に
水
を
通
し
け
り　
　
　
　
　
　
　

   　

美
柑
み
つ
は
る

鶏
頭
を
倒
し
て
風
の
去
り
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
山
多
喜
子

爽
や
か
や
村
放
送
の
魚
売
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

来
海　

忠
満

夫め

お

と婦
し
て
棚
田
一
枚
刈
り
絡
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
谷　

耕
川

秋
茄
子
深
み
の
あ
り
し
師
の
教
お
し
え　

　
　
　
　
　
　
　
　

高
島　

満
代

爽
や
か
や
玄や

し
ゃ
ご孫
は
天
使
指
を
吸
ふ　
　
　
　
　
　
　
　

津
村　

春
水

風
紋
の
移
ろ
い
や
す
く
風
は
秋　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
川　

幸
宗

爽
や
か
や
ナ
ー
ス
笑
顔
の
応

う
け
こ
た
え
答　
　
　
　
　
　
　
　
　

桝
田　

福
女

は
っ
と
す
る
亡
夫
の
声
か
も
夜
の
秋　
　
　
　
　
　
　

松
井　

愛
子

大
山
の
影
ふ
か
ぶ
か
と
大
根
蒔
く　
　
　
　
　
　
　

   

美
柑
み
つ
は
る

は
、
第
2
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
修
身
の
教
科
書
や

小
学
校
唱
歌
に
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
続
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
昭
和
16
年
12
月
以
降
、
学
校
の
金
次
郎
銅

像
は
金
属
資
源
と
し
て
供
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

銅
像
の
ほ
と
ん
ど
は
学
校
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
第
2
次
世
界
大
戦
後
、
占
領
軍
は
学
校
か

ら
「
奉ほ

う
あ
ん
で
ん

安
殿
」
な
ど
の
完
全
撤
去
を
指
示
し
ま
し
た

が
、
石
像
や
セ
メ
ン
ト
造
り
の
金
次
郎
像
の
撤
去
は

不
問
に
付
し
た
た
め
残
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
二
宮
金
次
郎
と
い
え
ば
、
ど
う
し
て
も

た
き
ぎ
を
背
負
い
勉
学
に
励
ん
で
い
る
金
次
郎
像
を

目
に
浮
か
べ
ま
す
が
、実
際
は
6
尺
豊
か
な
大
男
で
、

70
歳
近
く
ま
で
生
き
た
江
戸
時
代
後
期
の
農
村
復
興

の
指
導
者
で
し
た
。

　

金
次
郎
は
本
名
を
二
宮
尊
徳
と
い
い
、
天
明
7
年

(

１
７
８
７)
今
の
神
奈
川
県
足あ

し
が
ら
か
み

柄
上
郡
に
生
ま
れ
、

少
年
時
代
に
父
母
を
失
い
、
苦
労
し
な
が
ら
災
害
で

没
落
し
た
家
を
独
力
で
再
興
し
ま
し
た
。
こ
の
体
験

を
も
と
に
し
て
、
天て

ん
ち
じ
ん

地
人
三さ

ん
さ
い才
の
徳
に
報
い
る
こ
と

を
説
く
報ほ

う
と
く徳
思
想
を
形
成
、
ま
た
家
・
村
を
復
興
し

興
国
安
民
を
実
現
す
る
仕し

ほ

う法
を
体
系
化
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
小
田
原
藩
に
登
用
さ
れ
た
り
、
幕
臣
と
し

て
農
村
復
興
を
指
導
し
ま
し
た
。
こ
の
民
衆
自
身
の

労
働
・
生
産
に
期
待
し
た
思
想
・
仕
法
の
教
え
は
、

報
徳
社
運
動
と
し
て
、
幕
末
以
降
各
地
に
広
ま
っ
て

い
き
ま
し
た
。

(

名
和
町
歴
史
研
究
会　

金
田　

千
義)

▲光徳小学校前庭に立っ
ている二宮金次郎像

　

皆
さ
ん
は｢

昔
の
人
の
描
い
た
絵｣

と
聞
く

と
ど
ん
な
も
の
を
想
像
し
ま
す
か
？
『
昔
』
と

言
っ
て
も
、
今
か
ら
2
千
年
位
前
の
弥
生
時
代

の
こ
と
で
す
！
文
字
も
ま
だ
な
く
、
鉛
筆
も
紙

も
な
い
弥
生
時
代
の
人
々
が
描
い
た
絵
を
、
現

在
の
私
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
物(

土
器
や
木
製
品

な
ど)

に
描
か
れ
た
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
す
。

10
月
半
ば
で
調
査
を
終
え
た
名な

わ

と

び

た

和
飛
田
遺
跡
で

は
、
現
在
、
遺
跡
か
ら
出
て
き
た
遺
物
の
整
理

を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
弥
生
時
代
の

人
々
の
『
絵
』
が
描
か
れ
た
壺
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
の
『
絵
』
に
は
、
シ
カ
・
魚
・
鳥
・

家
・
船
・
人
物
な
ど
の
種
類
が
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
頃
の
人
々
の
身
近
に
あ
っ
た
も
の
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
今
回
、
名
和
飛
田

遺
跡
で
描
か
れ
て
い
た
の
は
『
シ
カ
』
で
し
た
。

鳥
取
県
内
で
弥
生
時
代
の
土
器
に
シ
カ
が
描
か

れ
て
い
た
の
は
3
例
目
に
な
り
ま
す
。
実
は
こ

の
時
代
に
描
か
れ
て
い
る
絵
の
中
で
は『
シ
カ
』

が
一
番
多
い
の
で
す
。
森
や
草
原
に
は
シ
カ
以

外
の
動
物
も
た
く
さ
ん
い
た
は
ず
で
す
が
、
な

ぜ
シ
カ
が
多
い
の
で
し
ょ
う
？

　

シ
カ
は
、
肉
は
食
糧
に
、
皮
は
衣
服
に
、
角

は
色
々
な
道
具
に
、
骨
は
ま
じ
な
い
に
使
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
余
す
と
こ
ろ

な
く
使
う
事
が
で
き
る
シ
カ
は
、
当
時
の
人
々

に
と
っ
て
は
〔
豊
ほ
う
じ
ょ
う
饒
の
シ
ン
ボ
ル
〕
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
弥
生
時
代
の
人
々
が

『
シ
カ
』
を
描
い
た
の
は
、
め
ぐ
み
を
与
え
て

く
れ
る
彼
ら
へ
の
感
謝
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

〜
弥
生
時
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
〜

鳥
取
県
教
育
文
化
財
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

名
和
調
査
事
務
所

　シカの拓影▲

▲

シ
カ
の
描
か
れ
た
壺


