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小
宮
：
一
日
目
の
講
演
お
よ
び

報
告
を
し
て
い
た
だ
い
た
先
生

方
に
参
加
い
た
だ
き
、会
場
か
ら

い
た
だ
い
た
質
問
を
も
と
に
議

論
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。ま
ず
、朴
芝
賢
先
生
の

発
表
に
対
し
て
、以
前
に
あ
っ
た

移
住
に
対
し
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

と
説
明
で
き
る
の
か
。ま
た
遺
民

ご
と
に
経
験
や
記
憶
が
異
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。こ
れ
に
つ
い
て
ど

う
思
わ
れ
ま
す
か
。

朴
（
芝
）：
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
概
念
が
拡
大
し
す
ぎ
る
と
、本
来
の
意
味

が
消
失
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。一
つ
の
事
件
、い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ウ
マ

を
契
機
と
し
た
分
散
が
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
本
質
で
あ
る
た
め
、移
住
全

般
に
適
用
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
ま
す
。日
本
に
移
住
し
た
百
済
遺

民
の
背
景
に
つ
い
て
も
資
料
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
す
る
に
は
課
題
が
多
い
と
感
じ
ま
す
。

　
記
憶
や
経
験
は
、基
準
を
置
い
て
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

変
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、基
本
的
に
は
個
々
の
背
景
に
深
く

根
差
し
て
お
り
、遺
民
ご
と
に
異
な
る
記
憶
や
経
験
を
相
対
的
に
統
一

す
る
の
も
現
実
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
し
、日
本
の
百
済
遺
民
は
遺
物
な
ど
に
百
済
的
な
要
素
を
見
出

せ
る
た
め
、特
定
の
文
脈
で
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
議
論
で
き
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、唐
で
は
、税
金
免
除
に
象
徴
さ
れ
る
法
的
特
例
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。こ
れ
を
通
じ
て
移
住
や
社
会
構
造
の
背

景
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

小
宮
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。つ
づ
い
て
、朴
俊
炯
先
生
か
ら
も
コ

メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。在
朝
日
本
人
の
第
一
世
代
は

ど
の
よ
う
に
移
住
し
た
の
か
。ま
た
在
朝
日
本
人
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。

朴
（
俊
）：
在
朝
日
本
人
一
世
の
移
住
を
パ
タ
ー
ン
化
し
て
申
し
上
げ

る
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。明
治
期
、日
本
人
は
朝
鮮
に
移
住

し
、最
初
は
租
界
で
分
居
し
て
い
ま
し
た
が
、次
第
に
雑
居
化
が
進
み
ま

し
た
。そ
の
後
、日
露
戦
争
を
経
て
、日
本
人
街
と
朝
鮮
人
街
に
分
化
す

る
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
。ど
う
い
っ
た
場
合
に
分
居
か
ら
雑
居
に
変
わ

り
、雑
居
か
ら
分
居
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
、そ
の
背
景
を
研
究
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、在
朝
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
ケ
ー
ス
ご

と
に
異
な
り
ま
す
の
で
一
言
で
申
し
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、

例
え
ば
、一
九
六
五
年
の
国
交
正
常
化
と
と
も
に
、在
朝
日
本
人
た
ち
が

モ
デ
レ
ー
タ
ー
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国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務

所
（
U
N
H
C
R
）に
よ
れ
ば
、

世
界
で
は
毎
年
一
六
〇
万
人

の
難
民
が
発
生
し
、二
〇
二
三

年
時
点
で
強
制
的
に
移
住
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
は
約

一
億
一
七
三
〇
万
人
に
上
る
。韓

国
社
会
で
は
、二
〇
一
八
年
の
イ

エ
メ
ン
出
身
者
約
五
百
人
の
難

民
申
請
が
報
道
を
通
じ
て
広
く
知
ら
れ
、難
民
受
け
入
れ
を
巡
る
賛
否
の
議

論
が
盛
り
上
が
っ
た
。こ
の
背
景
に
は
、ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
偏
見
や
経
済

的
競
争
へ
の
懸
念
が
あ
る
一
方
、人
道
的
観
点
か
ら
の
受
け
入
れ
主
張
も
存

在
す
る
。

こ
う
し
た
反
応
の
根
底
に
は
、外
部
者
に
対
す
る
恐
怖
や
排
他
意
識
が
あ

る
。こ
の
よ
う
な
境
界
意
識
は
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
見
ら
れ

る
。特
に
、近
代
化
を
経
て
単
一
民
族
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
調
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、外
部
の
人
に
対
す
る
排
他
的
な
思
考
が
量
産
さ
れ
た
。

移
住
民
の
増
加
を
受
け
、個
人
や
集
団
の
多
元
性
を
認
め
る
努
力
も
進
ん
で
い

る
が
、嫌
悪
と
差
別
の
問
題
は
根
深
い
。朴
芝
賢
先
生
と
朴
俊
炯
先
生
の
発
表

を
通
し
て
、今
日
の
遺
民
に
対
す
る
差
別
と
嫌
悪
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い

く
の
か
考
え
て
み
た
い
。

歴
史
的
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
は
、迫
害
や
労
働
移
動
、文
化
交
流
な
ど
多
様
な

形
で
生
じ
て
き
た
。百
済
滅
亡
後
の
遺
民
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。朴
芝
賢
先
生

の
意
見
に
大
き
な
異
議
は
な
い
が
、百
済
が
滅
亡
し
た
際
に
唐
や
新
羅
、倭
に

移
住
し
た
人
々
を
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
説
明
で
き
る
か
が
気
に
な
っ
た
。ま
た
、

唐
に
渡
っ
た
最
大
二
万
人
に
及
ぶ
遺
民
の
う
ち
、支
配
層
は
雑
居
生
活
を
送
っ

た
一
方
、一
般
民
衆
は
強
制
移
住
に
よ
る
分
居
の
形
を
取
っ
た
た
め
、同
じ
遺

民
で
も
経
験
や
記
憶
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。こ
れ
ら
の
違
い
は
ど
う
説
明
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

在
朝
日
本
人
は
、植
民
地
の
中
で
独
自
の
境
界
を
築
き
、居
住
地
や
社
会
的

立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
経
験
を
し
た
。旗
田
巍
と
玉
川
一
郎
は
そ
の
例
で
あ

る
。旗
田
の
場
合
、第
一
世
代
と
し
て
親
は
ど
の
よ
う
に
移
住
し
た
の
か
。 

ま

た
、在
朝
日
本
人
が
自
己
同
一
性
を
形
成
す
る
際
、本
土
と
植
民
地
の
ど
ち
ら

を
中
心
に
据
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
見
解
を
伺
い
た
い
。さ
ら

に
、境
界
を
崩
す
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。山
田
昭
次
が
日
常
を

生
き
る
朝
鮮
人
を
通
じ
て
「
境
界
の
な
い
世
界
」を
見
出
し
た
と
評
価
さ
れ
て

い
る
が
、そ
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
も
ご
説
明
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
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コ
メ
ン
ト
：
境
界
を
行
き
来
す
る
こ
と
と

境
界
を
壊
す
こ
と

　−

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
記
憶

−

●
成
均
館
大
学
校
に
て
文
学
博
士
を
取
得
。
韓
国
古
代
の
法
制
度
、
思
想
と
文
化
な
ど
を
中
心

に
法
と
倫
理
の
歴
史
的
文
脈
、
制
度
と
し
て
の
法
、
儀
礼
を
扱
う
行
政
機
関
の
起
源
と
運
営
に

つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
お
も
な
業
績
に「
韓
国
古
代
社
会
に
お
け
る
法
の
形
成
と
体

系
化
」（『
歴
史
文
化
研
究
』
六
九
、
龍
仁
、
二
〇
一
九
） 

、「
新
羅
社
会
に
お
け
る『
孝
』
倫
理

と
統
治
理
念
」（『
史
林
』
八
九
、
ソ
ウ
ル
、
二
〇
二
四
） 

な
ど
が
あ
る
。
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