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記
憶
へ
の
扉

日
本
女
子
大
学
学
長
代
行

成
瀬
記
念
館
館
長 

大 

場 

昌 

子　
　
　

　
折
々
に
変
わ
る
成
瀬
記
念
館
の
展
示
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
創
立
以
来
一
一
六
年
間
と
い
う
歳
月
が
流
れ
、
そ
の

間
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
数
の
人
々
が
本
学
と
関
わ
り
、
そ
の
関
わ
り
を
記
す
史
料
が
成
瀬
記
念
館
に
寄
せ
ら
れ
て
き

た
。
そ
う
し
た
膨
大
な
史
料
を
成
瀬
記
念
館
が
い
わ
ば
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
っ
て
、
様
々
な
切
り
口
か
ら
光
を
当
て

て
、
展
示
と
し
て
本
学
の
歴
史
の
ワ
ン
カ
ッ
ト
を
見
せ
て
く
れ
る
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と

た
び
館
内
に
入
れ
ば
異
な
る
時
代
空
間
に
い
る
か
の
よ
う
に
、
女
子
大
に
関
わ
ら
れ
た
人
々
の
息
吹
き
に
静
か
に
浸
る

こ
と
が
で
き
る
。

最
近
の
展
示
で
と
く
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
で
二
〇
一
四
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
、
西
生

田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
二
〇
一
五
年
九
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
「
戦
時
下
の
青
春
」
展
で
あ
る
。
太
平
洋
戦

争
中
に
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
方
々
の
、
当
時
の
生
活
の
様
子
を
伝
え
る
写
真
や
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
の
思
い
を
直

筆
で
綴
ら
れ
た
文
書
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
一
つ
一
つ
拝
読
し
、
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
思
い
が
け
ず

私
の
恩
師
が
書
か
れ
た
文
書
を
そ
の
中
に
見
つ
け
、
授
業
で
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
先
生
の
戦
争
へ
の
思
い
に

そ
こ
で
初
め
て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
だ
っ
た
。

成
瀬
記
念
館
に
は
、
展
示
の
ほ
か
に
も
日
常
的
に
多
く
の
仕
事
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
非

常
勤
講
師
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
某
大
学
の
先
生
か
ら
、
曾
祖
母
が
創
立
当
初
の
本
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
ら

し
い
の
だ
が
何
か
わ
か
る
だ
ろ
う
か
、
と
の
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
成
瀬
記
念
館
に

巻
頭
言
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調
査
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
先
生
の
曾
祖
母
様
が
雑
誌
に
書
か
れ
た
記
事
が
あ
る
と
の
連
絡
を
い
た
だ
い
た
。

幸
運
に
も
そ
の
雑
誌
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
雑
誌
の
当
該
号
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
記
事
に
辿
り
着
け
た
の
だ
っ
た
。
依
頼
者
が
大
変
喜
ば
れ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
件
を
き
っ
か

け
に
、
そ
の
方
が
本
学
へ
の
関
心
を
高
め
ら
れ
、
本
学
か
ら
離
れ
た
場
所
で
日
本
女
子
大
学
を
し
ば
し
ば
話
題
に
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
有
難
か
っ
た
。
成
瀬
記
念
館
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
い
合
わ
せ
は
よ
く
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
記
念

館
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
る
方
も
少
な
く
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
育
・
研
究
機
関
で
あ
る
日
本
女
子
大
学
と
い
う
組

織
が
、
微
視
的
に
は
多
く
の
人
々
の
個
々
の
歴
史
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
る
事
実
を
実
感
す
る
機
会
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
成
瀬
記
念
館
が
果
た
す
役
割
は
重
要
で
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
は
創
立
者
成
瀬
仁

蔵
の
没
後
一
〇
〇
年
に
当
た
り
、
二
〇
二
一
年
に
は
創
立
一
二
〇
周
年
を
迎
え
る
。
成
瀬
記
念
館
が
そ
の
活
動
に
お
い

て
提
示
す
る
も
の
は
、
本
学
の
在
り
方
に
今
後
ま
す
ま
す
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

二
〇
一
七
年
六
月
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随 想 ずいそう
食
品
サ
ン
プ
ル
の
多
様
性

繁
藤　

和
巳　
　
　

こ
の
度
は
成
瀬
記
念
館
「
国
際
人
教
育

の
原
点
─
伝
統
の
調
理
実
習
」
展
に
、
食

品
サ
ン
プ
ル
の
活
躍
の
場
を
与
え
て
頂
き

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
て
、
街
中
で
誰
も
が
目
に
す
る
食
品

サ
ン
プ
ル
で
す
が
、
い
つ
か
ら
食
品
サ
ン

プ
ル
は
存
在
す
る
か
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
飲
食
店
に
な
く
て

は
な
ら
い
物
に
な
っ
た
の
か
を
併
せ
て
、

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
社
の
創

業
は
古
く
、
昭
和
七
年
に
な
り
ま
す
。
食

品
サ
ン
プ
ル
は
百
貨
店
の
大
型
食
堂
の
食

券
機
導
入
に
よ
り
急
速
に
発
展
し
て
ゆ
き

ま
す
。
当
時
の
百
貨
店
の
大
型
食
堂
は
流

行
の
最
先
端
で
あ
り
、
大
人
気
で
、
常
に

大
混
雑
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
多
く
の
人

の
注
文
を
効
率
よ
く
捌
く
に
は
と
導
入
さ

れ
た
の
が
事
前
に
料
金
を
支
払
う
食
券
機

の
導
入
で
し
た
。
し
か
し
、
ど
ん
な
料
理

が
、
ど
れ
く
ら
い
の
量
で
、
か
つ
い
く
ら

で
、
ど
ん
な
盛
り
つ
け
で
、
提
供
さ
れ
る

の
か
を
一
目
で
わ
か
ら
せ
ら
れ
る
も
の
は

現
物
見
本
を
展
示
し
て
お
く
し
か
解
決
策

が
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。

但
し
、
毎
日
作
る
コ
ッ
ク
さ
ん
も
大
変

で
す
。
大
型
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
数
は
豊
富

で
、
見
本
を
作
る
時
間
も
か
か
る
し
、
本

物
の
為
、夏
場
な
ど
は
長
持
ち
し
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
そ
の
解
決
策
と
し
て
登
場
し
た

の
が
食
品
サ
ン
プ
ル
の
始
ま
り
で
す
。
時

代
は
変
わ
り
百
貨
店
の
大
型
食
堂
は
姿
を

消
し
た
も
の
の
、
外
食
産
業
の
発
展
と
と

も
に
食
品
サ
ン
プ
ル
は
同
じ
役
割
を
今
日

も
継
続
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
ど
の
よ
う
に
、
あ
ん
な
に
本
物

そ
っ
く
り
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
と
不
思
議
に
思
う
方
は
大
勢
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
正
直
企
業
秘
密
の
部
分
も

多
い
の
で
す
が
、
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
現
物
と
同
じ
よ
う
に
作
る

こ
と
が
業
務
第
一
の
使
命
で
す
が
、
お
い

し
く
魅
せ
る
に
は
全
て
現
物
と
一
緒
と
い

う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
形
や
量
は
絶

対
で
は
あ
り
ま
す
が
、
各
部
品
の
配
置
は

全
体
の
彩
り
を
考
え
た
り
し
て
並
べ
て
お

り
ま
す
。
当
然
で
す
が
、
現
物
支
給
時
に

偶
然
に
隠
れ
て
い
た
食
材
な
ど
も
サ
ン
プ

ル
で
は
き
れ
い
に
個
数
も
レ
シ
ピ
通
り
の

数
に
て
仕
上
げ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
各

部
品
も
メ
イ
ン
食
材
な
の
か
を
考
慮
し
作

成
し
て
お
り
ま
す
。
先
程
、
形
や
量
は
絶

対
で
す
と
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
現
物

見
本
の
提
供
で
大
体
が
解
決
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
一
番
作
成
す
る
の
に
苦
労
す
る

の
は
色
味
で
あ
り
ま
す
。

今
回
展
示
で
の
製
作
に
当
た
り
苦
労
し

た
点
と
言
え
ば
、
当
時
の
料
理
の
現
物
の

作
成
が
可
能
だ
っ
た
為
、
原
型
製
作
の
必

要
も
無
く
案
外
、
想
定
内
と
製
作
現
場
か

ら
は
聞
い
て
お
り
ま
す
。現
物
の
移
動
や
、
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随 想 ずいそう
頂
い
た
見
本
の
型
入
れ
な
ど
通
常
よ
り
は

苦
労
し
た
点
は
確
か
に
あ
り
ま
し
た
。
色

に
つ
い
て
も
当
時
の
再
現
性
よ
り
も
、
現

物
に
忠
実
に
と
い
う
こ
と
で
指
示
内
容
も

的
確
で
有
っ
た
た
め
無
難
に
完
納
で
き
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

日
本
女
子
大
学
校
創
立
当
時
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
伝
統
の
ク
リ
ス
マ
ス
料
理

の
食
品
サ
ン
プ
ル
を
納
品
し
た
と
の
こ
と

で
、
実
際
に
ど
ん
な
風
に
展
示
し
て
あ
る

の
だ
ろ
う
と
拝
見
し
ま
し
た
。
確
か
に
食

品
サ
ン
プ
ル
に
よ
り
、
復
元
は
可
能
に

な
っ
て
分
か
り
易
さ
に
は
繋
が
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
よ
り
も

数
多
く
の
卒
業
生
の
方
が
見
ら
れ
た
際

は
、
セ
ピ
ア
色
の
残
像
だ
っ
た
風
景
が
色

鮮
や
か
に
蘇
っ
た
瞬
間
で
は
な
か
っ
た
か

と
勝
手
に
想
像
し
て
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

（
通
常
の
サ
ン
プ
ル
よ
り
は
色
は
地
味
目

に
制
作
し
ま
し
た
。）

よ
う
や
く
、
本
題
に
入
れ
る
と
思
い
ま

す
。
今
回
の
よ
う
な
例
は
実
は
初
め
て
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
立
博
物
館
、
郷
土
博
物
館
、
水
族
館
、

民
間
の
記
念
館
な
ど
数
々
の
食
品
サ
ン
プ

ル
導
入
実
績
が
ご
ざ
い
ま
す
。
極
端
な
例

で
す
が
、「
卑
弥
呼
の
食
事
」
な
ど
い
っ

た
い
誰
が
監
修
し
た
の
だ
ろ
う
と
不
思
議

に
思
う
も
の
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
古
文
書

や
文
献
な
ど
か
ら
導
か
れ
る
無
形
の
物

を
、
有
形
に
変
え
る
技
術
は
、
食
品
サ
ン

プ
ル
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
も
の
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
活
躍
の
場
は
販
売
促
進
効

果
の
一
つ
と
し
て
食
品
会
社
か
ら
の
依
頼

も
増
え
て
、
量
販
店
で
の
完
成
料
理
の
見

本
と
し
て
売
場
に
並
べ
ら
れ
た
り
し
て
お

り
ま
す
。
使
用
用
途
は
増
々
拡
大
中
で
あ

り
ま
す
。

さ
ら
に
、
栄
養
指
導
用
食
品
サ
ン
プ
ル

（
フ
ー
ド
モ
デ
ル
）
と
い
う
分
野
も
有
り

ま
す
。
こ
れ
は
二
次
元
の
媒
体
と
違
い
、

具
体
的
な
量
を
示
し
触
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、指
導
者
に
と
っ
て
も
、

対
象
者
に
と
っ
て
も
相
互
に
分
か
り
易
い

栄
養
指
導
ツ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

活
躍
の
場
は
、
病
院
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
お

い
て
の
栄
養
指
導
。
健
康
保
険
組
合
、
保

健
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
保
健
指
導
。
栄

養
士
、
管
理
栄
養
士
養
成
学
校
で
は
教
育

ツ
ー
ル
と
し
て
拡
大
中
で
す
。

創
業
当
時
か
ら
食
品
サ
ン
プ
ル
は
レ
ス

ト
ラ
ン
の
集
客
販
促
ツ
ー
ル
と
し
て
長
く

道
を
歩
ん
で
き
ま
し
た
。そ
し
て
当
社
は
、
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企
業
規
模
の
割
に
は
数
多
く
の
拠
点
を
設

け
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
設
け
た
の
か
と
い

い
ま
す
と
、
売
り
上
げ
規
模
拡
大
が
第
一

で
す
が
、
も
う
一
つ
は
、
地
域
独
自
の
食

の
保
存
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
し

た
。
現
在
も
東
日
本
地
区
に
拠
点
の
な
い

都
道
府
県
は
一
か
所
の
み
で
す
（
山
梨
県

は
あ
り
ま
せ
ん
）。
食
は
地
域
性
が
非
常

に
激
し
く
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
事
実
、
私
が
三
多
摩
地
区
エ
リ
ア
を

担
当
し
て
い
た
時
代
に
、
山
梨
県
内
に
も

営
業
し
て
い
た
こ
ろ
が
あ
り「
ほ
う
と
う
」

の
食
品
サ
ン
プ
ル
を
こ
れ
で
も
か
と
い
う

ぐ
ら
い
納
品
し
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま

す
。
都
内
の
営
業
所
に
異
動
し
て
長
い
こ

と
と
な
り
ま
す
が
、
一
度
も
依
頼
さ
れ
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
名
称
は
同
じ
で
も

中
身
が
違
う
や
や
こ
し
い
例
も
あ
り
ま

す
。
お
雑
煮
は
典
型
的
で
す
。
味
も
違
え

ば
、
餅
の
形
も
、
一
緒
に
入
れ
る
具
材
も

地
域
に
よ
っ
て
様
相
は
変
わ
り
ま
す
。

最
近
、
地
域
の
伝
統
行
事
が
変
化
し
て

き
て
お
り
ま
す
。
地
方
で
は
過
疎
化
に
よ

り
継
承
で
き
な
く
な
っ
た
と
の
理
由
も
あ

り
ま
す
が
、
一
番
困
る
問
題
と
し
て
、
近

所
の
苦
情
に
よ
り
中
止
、
も
し
く
は
変
化

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
祭
囃
子
の
な
い
「
盆

踊
り
」、
衛
生
面
ば
か
り
を
気
に
し
て
行

う
「
餅
つ
き
」、
優
し
い
「
な
ま
は
げ
」。

時
代
で
形
式
は
変
わ
る
も
の
で
す
が
、
あ

ま
り
に
も
寂
し
い
時
代
背
景
と
感
じ
ま

す
。地

域
食
も
少
し
こ
の
背
景
が
到
来
し
て

い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
百
貨
店
の
「
大
北

海
道
展
」、「
全
国
駅
弁
大
会
」、「
Ｂ
級
グ

ル
メ
」
な
ど
色
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
地
域
食
の
圧
倒
的
量
に
は

対
応
が
追
い
つ
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
地

の
人
も
拡
大
志
向
は
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
現

地
に
来
た
と
き
食
べ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い

く
ら
い
の
感
覚
で
作
り
続
け
て
き
て
い
る

わ
け
で
す
。
観
光
地
と
し
て
栄
え
て
い
れ

ば
い
い
の
で
す
が
、
人
口
減
少
の
過
疎
化

問
題
を
抱
え
る
地
域
で
は
い
つ
か
自
然
淘

汰
さ
れ
て
い
く
の
か
な
と
不
安
を
感
じ
ま

す
。話

は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
が
、料
理
は
、

東
洋
思
想
の
陰
陽
五
行
説
に
大
き
く
関
わ

り
が
有
り
、「
五
味
」（
甘
い
、辛
い
、酸
っ

ぱ
い
、苦
い
、し
ょ
っ
ぱ
い
）、「
五
法
」（
生
、

焼
く
、
煮
る
、
蒸
す
、
揚
げ
る
）、「
五
色
」

（
赤
、
黄
、
青
、
白
、
黒
）
な
ど
は
大
き

く
影
響
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
陰
陽
五
行

説
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
万
物
は
木
、
火
、
土
、

金
、
水
、
の
五
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
ち
、

「
相
生
」「
相
剋
」「
比
和
」
の
関
係
性
を

持
ち
合
せ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
を
簡
単
に
い
う
と
、「
日
本
に
は
四
季

が
あ
り
、
季
節
に
よ
っ
て
食
材
や
色
、
盛

り
付
け
、
器
な
ど
を
替
え
て
四
季
の
変
化

を
楽
し
み
な
が
ら
食
事
を
す
る
」
と
い
う

た
と
え
で
十
分
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
食
に
対
す
る
姿
勢
は
、
日

本
独
特
の
文
化
と
捉
え
て
お
り
ま
す
。
海

外
で
は
恐
ら
く
真
似
す
る
こ
と
の
で
き
な
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い
文
化
な
の
で
す
。「
美
意
識
」
の
価
値

観
を
日
本
の
食
は
、
少
な
か
ら
ず
支
え
て

い
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

食
品
サ
ン
プ
ル
以
外
の
展
示
品
も
多
数

拝
見
し
ま
し
た
。
非
常
に
歴
史
あ
る
「
料

理
ノ
ー
ト
」
は
食
文
化
の
継
承
と
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
伝
統
の
調

理
実
習
」
と
い
う
言
葉
が
ま
さ
に
ぴ
っ
た

り
だ
っ
た
展
示
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
貴

校
の
長
年
の
国
際
人
教
育
の
原
点
に
料
理

が
あ
っ
た
こ
と
、そ
し
て
、「
料
理
ノ
ー
ト
」

か
ら
当
時
の
料
理
を
再
現
で
き
た
こ
と
は

当
社
の
思
い
と
も
重
な
っ
て
非
常
に
貴
重

な
経
験
だ
っ
た
と
、
改
め
て
お
礼
申
し
上

げ
る
次
第
で
す
。

（
株
式
会
社
岩
崎 

し
げ
ふ
じ 

か
ず
み
）

「
時
の
庭
」二
人
展
を
お
え
て

─

庭
を
創
る
・
庭
を
撮
る

─



２
０
１
７
・
１
・
17
〜
３
・
４

槇
島

み
ど
り

百
年
館
の
屋
上
に
何
も
な
か
っ
た
頃
を

久
し
振
り
に
思
い
出
し
ま
し
た
。

何
も
な
い
五
〇
〇
㎡
は
広
い
よ
う
で
狭

く
、
狭
い
よ
う
で
、
実
は
広
い
の
で
す
。

多
く
の
人
が
訪
れ
る
こ
と
を
考
え
た
場
合

と
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
ど
の
よ
う
に
盛
り

込
も
う
か
と
思
案
し
て
い
る
場
合
、
そ
し

て
、
何
か
ら
手
を
付
け
よ
う
か
と
悩
む
と

き
、
面
積
の
印
象
は
ま
る
で
違
っ
て
、
計

画
へ
の
迷
い
が
何
度
も
押
し
寄
せ
て
き
た

も
の
で
し
た
。
結
局
、
総
合
大
学
で
あ
る

母
校
の
学
部
の
特
徴
を
、
植
物
に
内
在
す

る
文
化
性
を
借
り
て
散
り
ば
め
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
け
れ
ど
…
文
学
、衣
、食
、住
、

福
祉
、
医
薬
、
な
ど
な
ど
。　

一
般
教
室
の
並
ぶ
細
長
い
建
物
の
屋
上

庭
園
を
一
目
で
見
渡
せ
る
も
の
に
し
な
い

た
め
に
は
、
奥
行
き
感
や
見
え
隠
れ
の
場

の
演
出
が
大
切
で
す
。
い
か
に
キ
ョ
ロ

キ
ョ
ロ
し
て
も
ら
う
か
、
な
の
で
す
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
通
路
に
よ
る
視
線
誘

導
に
よ
っ
て
視
界
が
展
開
し
、
拡
が
る
よ

う
に
、
と
考
え
て
み
ま
し
た
。「
一
面
の

○
○
が
見
頃
」
と
表
現
さ
れ
る
風
景
を
そ

も
そ
も
好
ま
し
い
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん

の
で
、
四
季
折
々
に
、
あ
る
い
は
先
週
と

今
週
で
さ
え
異
な
る
発
見
が
あ
る
よ
う
な

景
を
工
夫
し
た
つ
も
り
で
す
（
写
真
１
）。

植
物
の
個
性
を
知
っ
て
本
来
の
魅
力
を
引

き
出
せ
れ
ば
そ
れ
は
可
能
で
す
。
葉
色
や

花
色
に
よ
る
色
彩
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
つ

く
っ
た
り
、
互
い
の
姿
・
形
状
を
際
立
た

せ
た
り
、
香
り
を
漂
わ
せ
、
蝶
を
呼
び
、

小
鳥
の
さ
え
ず
り
に
耳
を
澄
ま
せ
て
も
ら

う
こ
と
も
。
レ
イ
ズ
ド
ベ
ッ
ド
（
立
ち
上

が
り
花
壇
）
に
は
香
り
や
触
り
心
地
の
異

な
る
植
物
も
揃
え
ま
し
た
。
五
感
で
楽
し
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め
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
庭
園
を

め
ざ
し
た
の
で
す
。
香
り
を
楽
し
む
目
的

で
点
在
さ
せ
て
い
る
ハ
ー
ブ
の
精
油
が
、

光
あ
ふ
れ
る
風
通
し
の
良
い
屋
上
で
は
よ

り
効
果
的
に
働
い
て
、
薬
剤
散
布
を
ほ
ぼ

せ
ず
に
植
物
た
ち
は
健
全
に
育
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、設
計
時
に
は
い
つ
も「
光

と
風
を
デ
ザ
イ
ン
」
し
よ
う
と
を
心
が
け

て
い
ま
す
（
写
真
２
）。

と
こ
ろ
で
、
私
は
「
時
の
庭
」
と
名
付

け
て
現
在
も
そ
う
呼
ん
で
い
る
の
で
す

が
、
そ
ん
な
「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」

へ
お
運
び
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
い
た
だ

け
た
で
し
ょ
う
。
知
人
は
「
行
っ
た
こ
と

あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
友
人
達
は
「
何
度

も
行
っ
た
わ
。
今
度
ま
た
違
う
季
節
に
是

非
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
た
び
成
瀬
記
念
館
で
「
時
の
庭
」

紹
介
の
機
会
を
得
、
屋
上
庭
園
に
興
味
を

寄
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
写
真
家
の
高
橋

美
保
さ
ん
と
ご
一
緒
し
て
写
真
展
を
行
え

た
こ
と
が
た
い
へ
ん
幸
せ
で
あ
っ
た
と
、

終
わ
っ
て
み
て
今
改
め
て
感
じ
て
い
ま

す
。
光
栄
な
こ
と
で
し
た
が
タ
イ
ヘ
ン
で

し
た
。
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

り
す
ぎ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
思
い
付
く
自

分
が
い
け
な
い
の
で
す
。自
業
自
得
で
す
。

プ
ラ
ン
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
仕
事
柄
い
つ

も
の
こ
と
で
す
が
、
私
に
区
切
り
を
つ
け

さ
せ
る
の
は
結
局
、
時
間
切
れ
だ
け
な
の

で
す
。

（写真１）全体設計図

（写真２）
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設
計
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
客
観
性
は
二

の
次
に
な
り
や
す
く
、
子
供
じ
み
た
自
画

自
賛
の
傾
向
は
こ
の
年
に
な
っ
て
も
治
ら

ず
、あ
れ
も
こ
れ
も
コ
コ
も
ソ
コ
も
素
敵
、

と
欲
張
り
に
な
り
が
ち
で
優
柔
不
断
な
写

真
選
び
。
展
示
の
計
画
は
し
た
も
の
の
、

い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
周
囲
の
方
々
の
お

世
話
に
な
り
、
さ
ん
ざ
ん
お
騒
が
せ
し
て

よ
う
や
く
会
期
に
間
に
合
い
、
今
回
も
で

き
あ
が
っ
た
の
で
す
。
で
、
と
て
も
う
れ

し
か
っ
た
の
は
、
綺
麗
な
も
の
は
誰
が
見

て
も
や
は
り
キ
レ
イ
で
心
地
よ
く
、
美
し

い
も
の
は
ヒ
ト
の
心
を
和
ま
せ
る
と
い
う

当
た
り
前
の
こ
と
が
、
確
か
な
手
ご
た
え

と
し
て
確
認
で
き
た
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。（
唯
、
そ
れ
も
や
は
り
、
訪
れ
た
方
々

の
温
か
な
お
気
持
ち
ゆ
え
の
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
け
れ
ど
…
）

こ
の
機
会
に
魅
力
を
お
伝
え
し
よ
う

と
、
ほ
ぼ
毎
日
会
場
へ
。
屋
上
を
直
接
ご

覧
い
た
だ
け
な
い
こ
と
が
後
押
し
に
も
な

り
ま
し
た
※

。
多
く
の
方
に
わ
か
っ
て
ほ

し
い
、気
付
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
の
は
、

植
物
の
多
様
性
で
あ
り
、
芸
術
性
や

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
で
あ
り
、
周
年
を
通
し

て
変
化
す
る
美
し
さ
で
し
た
。
手
の
か
か

ら
な
い
低
木
や
宿
根
草
を
中
心
に
、
そ
れ

ら
を『
う
つ
ろ
うhana 

い
ろ
ど
るhana

』

と
し
て
パ
ネ
ル
に
し
ま
し
た
（
写
真
３
）。

ゆ
っ
く
り
見
つ
め
な
お
す
き
っ
か
け
が
植

物
へ
の
興
味
へ
、
そ
し
て
フ
ァ
ン
も
増
え

る
か
し
ら
、
と
。

二
階
に
は
キ
ッ
チ
ン
と
リ
ビ
ン
グ
の
一

角
を
模
し
た
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
、
ハ
ー

ブ
を
中
心
に
ヒ
ト
の
暮
ら
し
に
根
付
い
た

場
面
を
表
現
し
、
江
戸
期
や
明
治
初
期
の

古
文
書
も
展
示
し
な
が
ら
、
古
来
日
常
に

取
り
込
ま
れ
て
い
た
植
物
の
文
化
性
を
垣

間
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

緑
の
仕
事
は
「
作
品
が
残
ら
な
い
」
と

い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
が
、
経
年

変
化
が
風
化
よ
り
む
し
ろ
劣
化
に
つ
な
が

り
が
ち
な
建
築
物
と
は
異
な
り
ま
す
。
生

長
は
変
化
で
あ
り
風
情
で
す
。
植
物
と
付

（写真３）うつろうhana　いろどるhana
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随 想 ずいそう
き
合
う
日
々
の
発
見
は
風
格
を
育
て
て
い

く
過
程
で
す
。
緑
の
空
間
に
身
を
置
き
、

共
に
過
ご
す
楽
し
み
を
植
物
か
ら
受
け

取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
無
理

無
駄
の
な
い
姿
を
し
て
い
る
彼
ら
は
本
当

に
綺
麗
な
の
で
す
か
ら
。

（
一
九
七
五
年
家
政
学
部

家
政
理
学
科
Ⅱ
（
生
物
農
芸
）
卒
業　



ま
き
し
ま　

み
ど
り
）

　

※
百
年
館
底
層
棟
外
壁
工
事
の
た
め
、
展

示
期
間
中
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
は
立

入
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

写
真　

あ
れ
こ
れ

高
橋
　
美
保

（
１
）
写
真
の
あ
れ
こ
れ
を
語
る
こ
と

「
時
の
庭
」
二
人
展
の
前
に
考
え
た
こ

と
、
写
真
を
撮
っ
て
い
る
と
き
頭
に
浮
か

ん
だ
こ
と
、
展
覧
会
が
終
わ
っ
て
思
う
こ

と
な
ど
、
と
り
と
め
も
な
く
写
真
に
つ
い

て
「
あ
れ
こ
れ
」
考
え
る
こ
と
は
、
私
の

い
つ
も
の
楽
し
み
で
す
。

二
〇
一
五
年
夏
、
二
人
展
を
や
る
と
決

ま
っ
て
か
ら
「
一
体
や
れ
る
の
か
し
ら
」

と
疑
い
ま
し
た
。
私
の
写
真
に
迷
い
が
多

く
、
発
表
し
た
い
作
品
は
ほ
ん
の
数
枚
し

か
な
く
て
、
こ
の
先
、
一
年
間
で
準
備
で

き
る
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
当
時
考
え
た
こ
と
は
、「
私
は
ど
ん

な
花
が
撮
り
た
い
の
か
」、「
私
の
花
と
は

何
な
の
か
」
で
し
た
。

と
り
あ
え
ず
撮
る
こ
と
に
し
ま
し
た

が
、
私
の
撮
る
ス
タ
イ
ル
は
「
あ
っ
」
と

感
じ
た
り
、
じ
っ
と
見
て
い
る
と
「
面
白

い
」
と
ひ
ら
め
い
た
ら
、
す
ぐ
に
撮
る
と

い
う
ス
ナ
ッ
プ
的
方
法
で
す
。「
時
の
庭
」

撮
影
で
は
、
三
脚
を
お
い
て
、
風
や
光
線

の
具
合
を
待
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
対
象

物
に
向
か
う
時
は
、
撮
り
た
い
気
持
ち
以

外
、
何
も
頭
の
中
に
な
く
、
カ
メ
ラ
に
お

い
た
指
の
感
覚
だ
け
に
集
中
し
ま
す
。
結

果
、
ピ
ン
ト
が
合
っ
た
り
露
出
が
適
正
で

「
ヤ
ッ
タ
」、「
コ
レ
デ
ヨ
シ
」
と
思
う
瞬

間
は
と
て
も
幸
せ
で
す
が
、
う
ま
く
い
か

な
い
時
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
。
行
き

つ
戻
り
つ
、
少
し
ず
つ
出
品
で
き
そ
う
な

気
分
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
本
当
は



−13−

随 想 ずいそう
も
っ
と
も
っ
と
撮
り
進
み
た
い
気
持
ち
の

ま
ま
、
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
…

（
２
）
言
葉
に
よ
る
解
説
は
必
要
か
ど
う
か

「
写
真
は
言
葉
で
語
れ
な
い
」（
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
エ
グ
ル
ス
ト
ン
）
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
優
れ
た
写
真
は
写
像
そ
の
も
の
で

自
分
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
つ
ま
り
言
葉
で
補
う
必
要
が
な

い
の
が
良
い
写
真
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る

い
は
、
何
も
言
わ
な
け
れ
ば
、
写
真
家
の

意
図
を
超
え
て
鑑
賞
者
の
心
に
響
く
場
合

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
昨
今
、
批
評
家

が
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
撮
影
者
自
身
が

長
々
と
し
た
解
説
を
つ
け
る
こ
と
が
流

行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
写
真
一
枚
い
ち

ま
い
に
題
名
と
短
い
コ
メ
ン
ト
を
添
え
た

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
け
る
か
ど
う
か
迷
い

ま
し
た
。
付
け
た
ほ
う
が
自
分
の
意
図
が

伝
わ
る
、
あ
る
い
は
写
真
の
情
報
が
見
る

人
の
視
野
を
広
げ
る
と
い
う
点
で
は
、
付

け
た
ほ
う
が
親
切
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
鑑
賞
者
は
そ
れ
に
し
ば
ら

れ
て
見
る
の
で
、
余
計
な
お
世
話
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。撮
影
者（
発
信
元
）は
、

い
ろ
ん
な
要
因
を
心
の
中
に
持
っ
て
い

て
、
映
っ
た
も
の
は
意
識
し
な
い
意
外
な

側
面
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
し
、
受
け
手
の

ほ
う
も
感
じ
方
、
見
方
が
人
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
。
で
き
る
だ
け
自
由
に
見
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
付
け
る
と
す
る
と
、
最

低
限
、
題
名
と
花
の
名
前
だ
ろ
う
と
思
い

な
が
ら
、
と
う
と
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
花

の
名
前
し
か
付
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
題
名

も
コ
メ
ン
ト
も
な
し
と
い
う
の
は
、
お

し
ゃ
べ
り
の
私
に
と
っ
て
か
な
り
禁
欲
的

で
す
。
そ
れ
で
、今
回
の
展
示
に
つ
い
て
、

言
葉
で
補
お
う
と
す
る
と
ど
う
な
る
か
、

作
品
数
は
四
三
枚
で
す
が
、
半
分
以
上
は

引
き
立
て
役
で
、
主
要
作
品
は
一
五
枚
ほ

ど
で
す
。

独
り
言
で
付
け
て
い
た
文
言
を
書
い
て

み
ま
す
。

「
風
に
吹
か
れ
て
」
⇨
「
こ
の
道
の
向

こ
う
に
」
⇨
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
き
ら
め

き
」
⇨
「
逆
光
で
光
る
瞬
間
」
⇨
「
日
陰

に
咲
く
小
花
」
⇨
「
初
秋
の
風
」
⇨
「
秘

密
の
小
庭
」
⇨
「
光
と
風
の
た
わ
む
れ
」

⇨
「
ボ
ー
ダ
ー
花
壇
の
興
趣
」
⇨
「
野
原

の
草
花
」
⇨
「
冬
の
雷
鳴
」
⇨
「
初
め
て

咲
く
」
⇨
「
共
生
と
競
争
」

こ
れ
ら
の
つ
た
な
い
言
葉
が
必
要
だ
っ

た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
会
期
中

や
後
で
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
お
言
葉
の
中

に
、
私
の
意
図
を
越
え
て
い
て
興
味
深
い

と
、
私
が
納
得
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
沢
山

あ
っ
た
の
で
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

（
３
）
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム

私
の
中
で
い
つ
も
反
芻
し
て
い
る
問
題

が
あ
り
ま
す
。写
真
を
写
す
基
準
と
し
て
、

記
録
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
よ
う
に
説

明
的
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
感
性
に
従
っ

て
芸
術
的
に
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

「
時
の
庭
」
展
で
あ
る
以
上
、
設
計
者
の

意
図
を
理
解
し
て
、
庭
の
全
体
像
を
見
せ
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随 想 ずいそう
る
と
い
う
側
面
が
必
要
だ
と
思
う
一
方
、

自
分
の
自
然
に
感
じ
る
ま
ま
自
由
に
撮
る

こ
と
が
庭
の
魅
力
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
文
学
や
他

の
芸
術
と
同
様
に
、
写
真
に
も
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
思

想
・
技
法
の
系
譜
が
あ
り
ま
す
が
、
絶
え

ず
そ
の
二
つ
を
意
識
し
な
が
ら
撮
り
ま
し

た
。私

の
場
合
、
写
真
を
始
め
て
数
年
間
は

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
傾
い
て
い
た
と
思
い

ま
す
。
実
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
、
花
が

い
ち
ば
ん
き
れ
い
に
見
え
る
と
き
に
最
も

き
れ
い
な
花
を
選
び
、
美
し
く
見
え
る
よ

う
な
背
景
を
選
び
、
ふ
さ
わ
し
い
露
出
、

測
光
を
決
め
て
、
最
高
の
美
し
さ
を
引
き

出
し
て
く
る
撮
り
方
で
す
。
そ
こ
に
は
主

観
に
よ
る
抽
象
化
が
あ
り
、
ボ
ケ
技
術
も

機
材
も
そ
れ
に
適
し
た
も
の
を
使
い
ま

す
。
始
め
て
数
年
経
っ
た
あ
る
と
き
、
キ

ヤ
ノ
ン
Ｆ
2.8
、
２
０
０
ミ
リ
の
レ
ン
ズ
を

通
し
て
、
八
ヶ
岳
の
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
、
グ

ミ
な
ど
を
撮
っ
た
と
き
は
、
そ
の
現
実
離

れ
し
た
夢
幻
的
な
世
界
に
感
動
し
た
も
の

で
す
。

そ
の
後
、
仕
事
、
家
事
、
介
護
で
多
忙

を
極
め
て
、
写
真
に
集
中
で
き
る
の
は
旅

行
の
時
の
み
に
な
り
ま
し
た
。
外
国
の
風

物
は
新
鮮
な
驚
き
が
あ
り
、
ス
ナ
ッ
プ
を

と
き
ど
き
写
す
よ
う
に
な
り
、「
花
夢
の

世
界
」は
撮
る
機
会
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

ス
ナ
ッ
プ
を
撮
る
際
に
、
広
角
レ
ン
ズ
、

ス
ピ
ー
ド
優
先
モ
ー
ド
に
し
て
対
象
物
に

近
づ
く
時
、
レ
ン
ズ
の
向
こ
う
に
迫
力
の

あ
る
写
像
が
見
え
て
き
ま
す
。
街
頭
や
屋

内
で
「
何
か
を
感
じ
る
」
と
、
素
早
く
鳥

を
撃
ち
落
と
す
と
い
う
よ
う
な
撮
り
方
を

し
ま
す
。
写
し
た
い
対
象
物
を
選
ん
で
い

る
点
で
は
「
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
写
す
」

と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
写
実
と
は
違
い
ま
す

が
、ス
ナ
ッ
プ
撮
影
で
は
「
花
夢
の
世
界
」

と
は
抽
象
度
も
違
う
し
、
自
分
の
心
象
風

景
の
反
映
は
計
算
し
が
た
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
四
、
五
年
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
リ
ア
リ
ズ
ム
に
傾
斜
し
た
写
真
を

撮
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

芸
術
運
動
と
し
て
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が

あ
り
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
る
の
は
分
か
り
ま

す
が
、
自
分
の
こ
と
を
語
る
の
は
好
ま
し

く
な
い
な
が
ら
も
あ
え
て
言
い
ま
す
と
、

い
ま
自
分
の
撮
り
方
と
し
て
「
リ
ア
ル
か

ロ
マ
ン
か
」
と
い
う
区
別
は
付
け
ら
れ
な

い
の
で
す
。
最
初
、
写
真
で
師
事
し
た
の

は
、
二
科
会
会
員
の
大
橋
治
三
先
生
で
す

が
、
戦
前
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
も
よ
く
や
っ

た
よ
と
経
験
を
語
っ
て
く
れ
る
な
か
で

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
い
え
ど
も
芸
術

的
な
感
動
が
な
い
と
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に

ワレモコウ
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随 想 ずいそう
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

現
実
の
生
命
現
象
、
人
間
が
作
り
出
し

た
建
造
物
な
ど
、
す
べ
て
こ
の
世
の
も
の

は
生
と
死
を
含
む
複
雑
性
と
一
体
性
を
そ

な
え
た
現
象
で
す
。
文
学
や
学
問
で
は
言

語
に
よ
っ
て
表
現
し
ま
す
が
、
言
語
は
類

型
化
の
得
意
な
表
現
手
段
で
、
伝
達
手
段

と
し
て
は
抽
象
、
象
徴
、
比
較
、
対
照
な

ど
言
語
技
術
を
駆
使
し
、
思
想
体
系
を
表

現
し
ま
す
。
写
真
は
、
既
視
感
、
明
暗
の

気
分
、
に
お
い
や
音
な
ど
、
写
像
に
直
接

取
り
込
め
な
い
も
の
ま
で
含
ん
で
、
複
雑

か
つ
一
体
と
な
っ
た
対
象
物
を
一
瞬
に
閉

じ
込
め
て
切
り
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
呈
示

し
ま
す
。
そ
の
切
り
取
り
が
、
ロ
マ
ン
で

あ
っ
て
も
リ
ア
ル
で
あ
っ
て
も
、
自
分
そ

の
も
の
が
写
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
先
生
の

教
え
を
借
り
ま
す
と
、「
写
真
の
後
ろ
に

自
分
が
透
け
て
み
え
る
、恐
い
も
の
だ
よ
」

と
の
こ
と
。
子
供
の
と
き
無
心
に
な
っ
て

描
い
て
い
た
絵
は
、
自
分
が
本
来
持
っ
て

い
た
「
こ
れ
を
こ
う
描
き
た
い
の
だ
」
と

い
う
欲
求
を
反
映
し
て
い
た
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
思
う
と
、
画
家
、
写
真

家
、
詩
人
、
造
園
家
た
ち
の
作
品
が
具
象

か
ら
万
人
に
理
解
さ
れ
る
抽
象
へ
と
向
か

う
の
が
自
然
の
な
り
ゆ
き
の
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
み
ん
な
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な

抽
象
的
な
写
真
が
撮
り
た
い
と
切
に
思
い

ま
す
。

今
回
の
二
人
展
の
た
め
に
撮
っ
た
時
期

に
、
植
物
の
強
い
生
き
方
を
み
て
、「
自

分
の
写
真
に
つ
い
て
」
を
教
え
て
く
れ
る

経
験
を
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
私
の
財

産
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、ひ
と
つ
の
テ
ー

マ
を
も
っ
て
し
つ
こ
く
同
じ
写
真
を
写
す

こ
と
、
自
分
で
プ
リ
ン
ト
や
額
装
を
し
た

こ
と
、
い
ろ
ん
な
人
の
助
け
を
借
り
て
、

展
覧
会
が
で
き
た
こ
と
…
、
反
省
を
感
じ

つ
つ
ひ
と
つ
の
達
成
感
を
味
わ
っ
て
い
ま

す
。（

一
九
六
〇
年　

文
学
部
英
文
学
科
卒

業　

た
か
は
し　

み
ほ
）

土
倉
翁
と
成
瀬
の
夢

 
 

 

─
教
育
百
年
の
計
─

井
上 

信
子

二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
、
紫
陽
花

が
小
雨
に
揺
れ
る
頃
、
目
白
の
桜
楓
館
に

て「
成
瀬
仁
蔵
先
生
生
誕
記
念
日
の
集
い
」

が
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、「
山
林
王
・
土

倉
庄
三
郎
翁
─
理
想
・
経
営
・
愛
─
」

と
題
し
た
講
演
を
行
う
機
会
を
頂
い
た
。

土
倉
翁
は
、
奈
良
県
吉
野
郡
川
上
村
の

富
豪
の
林
業
家
と
し
て
名
を
馳
せ
、
産
業

が
著
し
い
発
展
を
み
せ
た
明
治
期
に
、
林

業
に
よ
る
富
国
を
首
唱
し
、
吉
野
木
材
を

日
本
中
に
供
給
し
て
財
を
成
し
、
そ
れ
を

惜
し
げ
も
な
く
公
共
事
業
に
費
や
し
て
村

民
を
富
ま
し
、
さ
ら
に
板
垣
退
助
ら
有
望

な
政
治
活
動
家
を
支
援
し
て
「
吉
野
の
山

奥
か
ら
日
本
を
変
え
た
男
」
と
称
さ
れ
た

人
物
で
あ
る
。
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随 想 ずいそう

ま
た
国
家
有
用
の
人
材
育
成
の
た
め
教

育
事
業
に
も
助
力
を
惜
し
ま
ず

１
、
一
九

〇
一
（
明
治
三
四
）年
、
国
内
初
の
女
子

高
等
教
育
機
関
、
す
な
わ
ち
日
本
女
子
大

学
が
誕
生
す
る
際
に
、
三
井
家
と
同
じ
く

多
大
な
資
金
援
助
を
以
っ
て
設
立
に
寄
与

さ
れ
、
さ
ら
に
初
代
の
評
議
員
と
し
て
逝

去
さ
れ
る
ま
で
本
学
を
精
神
的
に
も
支
え

て
下
さ
っ
た
方
で
あ
る
。

本
学
創
立
者
・
成
瀬
仁
蔵
に
広
岡
浅
子

様
を
ご
紹
介
下
さ
っ
た
の
も
土
倉
翁
で
あ

り
、
お
ふ
た
り
は
と
も
に
成
瀬
の
後
ろ
盾

と
な
り
、
女
子
大
学
創
設
が
失
敗
し
た
折

に
は
、
他
の
寄
付
者
の
「
寄
付
保
障
」
ま

で
す
る
と
い
う
格
別
の
支
え
も
下
さ
っ

た
。な
ぜ
翁
は
、そ
こ
ま
で
ご
支
援
下
さ
っ

た
の
か
。そ
の
理
由
は『
成
瀬
先
生
傳
』（
仁

科
節
編
、
一
九
二
八
年
）
に
記
さ
れ
て
い

る
。「
世
の
学
校
を
見
て
い
る
と
、
知
識

を
注
入
す
る
こ
と
ば
か
り
で
、
良
心
を
啓

発
す
る
、
品
性
を
陶
冶
す
る
、
す
な
わ
ち

人
物
を
養
成
す
る
と
い
う
点
に
至
っ
て

は
、
概
し
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
お
り
、
特

に
女
子
の
教
育
に
お
い
て
そ
れ
が
顕
著
で

あ
る
。
だ
が
成
瀬
先
生
の
『
女
子
教
育
』

は
人
間
形
成
を
核
と
し
て
お
り
、
故
に
応

援
し
た
く
な
っ
た
の
だ
」（
要
約
は
筆
者
）

と
。
さ
ら
に
、
多
額
の
寄
付
金
、
自
由
裁

量
の
運
動
資
金
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
病
の
時
で
さ
え
自
ら
の
た
め

に
は
一
文
た
り
と
も
使
わ
ず
「
清
貧
」
を

貫
い
た
成
瀬
の
生
き
様
に
、
翁
は
「
誠
実

無
私
」
と
感
銘
を
受
け
て
涙
し
た
逸
話
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
成
瀬
仁

蔵
と
土
倉
庄
三
郎
翁
に
は
、
教
育
観
の
共

鳴
、
仁
愛
の
交
わ
り
、
魂
の
邂
逅
が
あ
っ

た
の
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
長
い
歳
月
が

流
れ
る
う
ち
に
関
係
者
の
口
の
端
に
上
る

機
会
は
少
な
く
な
り
、
や
が
て
大
学
の
記

憶
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。

創
立
者
は
そ
の
こ
と
に
お
心
を
痛
め
て

い
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
縁
あ
っ
て
筆

者
は
本
学
と
川
上
村
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担

う
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
「
土
倉
庄
三

郎
翁
百
回
忌
法
要
」
が
催
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
川
上
村
か
ら
日
本
女
子
大
学
学
長

参
列
の
願
い
を
受
け
、
佐
藤
和
人
学
長
・

理
事
長
（
当
時
：
以
後
、
学
長
と
略
記
）

に
お
伝
え
す
る
と
学
長
は
、
大
恩
へ
の
返

礼
を
胸
に
副
学
長
（
当
時
）
お
二
人
を
伴

う
吉
野
来
訪
を
即
断
さ
れ
た
。
二
〇
一
六

年
六
月
一
八
日
夜
半
、
在
り
し
日
の
成
瀬

と
同
じ
吉
野
の
山
を
越
え
、
川
上
村
に
辿

り
着
い
た
学
長
が
、
翌
朝
２

ま
ず
目
に
し

た
の
は
、
村
民
の
村
を
上
げ
て
の
大
歓
迎

ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
熱
狂
は
、

村
民
が
学
長
の
背
中
を
見
送
る
ま
で
い
さ

さ
か
も
醒
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

学
長
ら
は
早
速
に
土
倉
家
の
菩
提
寺
で

あ
る
龍
泉
寺
に
入
り
、
本
堂
で
の
百
回
忌

に
参
列
、墓
参
を
済
ま
せ
、次
い
で
大
ホ
ー

ル
で
学
長
講
演
「
成
瀬
仁
蔵
と
土
倉
庄
三

郎
翁
」
を
行
っ
た
（
写
真
１
）。
大
ホ
ー

ル
は
村
民
と
遠
来
の
客
で
溢
れ
か
え
り
、

入
れ
な
か
っ
た
人
々
が
ロ
ビ
ー
や
ホ
ー
ル

の
周
囲
を
埋
め
尽
く
す
大
盛
況
で
あ
っ
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随 想 ずいそう
た
。
村
民
の
生
計
と
教
育
の
充
実
に
尽
力

さ
れ
た
翁
の
慈
愛
と
、
百
年
前
、
翁
の
葬

儀
の
た
め
に
目
白
か
ら
山
坂
越
え
て
参
列

し
た
成
瀬
を
村
民
は「
律
儀
な
人
」と
慕
っ

た
、
そ
の
思
い
と
が
、
今
も
な
お
数
多
の

人
々
に
よ
っ
て
偲
ば
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
っ
た
。
割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
の
中
、

講
演
を
終
え
た
佐
藤
学
長
は
、
栗
原
村
長

ら
と
末
永
い
親
交
を
願
う
熱
い
思
い
を
交

換
し
、
一
行
は
川
上
村
を
あ
と
に
し
た
。

そ
の
四
日
後
の
六
月
二
三
日
、
筆
者
は

ゼ
ミ
生
と
と
も
に
学
び
を
深
め
た
「
土
倉

庄
三
郎
翁
」の
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
折
、

最
高
級
の
吉
野
杉
の
酒
樽
（
甲こ

う

附つ
き

）３
を
ご

用
意
し
、
会
場
の
入
り
口
に
展
示
し
て
ご

来
場
の
皆
様
に
香
り
と
と
も
に
そ
の
見
事

な
「
匠
の
技
」
を
ご
高
覧
い
た
だ
い
た
。

後
日
、
本
講
演
の
た
め
に
結
成
し
た
「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
吉
野
川
」
の
ゼ
ミ
生

た
ち
が
、
そ
の
樽
に
、
特
別
純
米
大
吟
醸

を
三
日
間
仕
込
み
、
芳
醇
な
香
り
の
美
酒

「
樽
酒　

土
倉
翁
」
を
醸
造（
?!
）し
、
小

さ
な
瓶
に
詰
め
て
講
演
で
お
世
話
に
な
っ

た
方
々
に
お
配
り
し
た
。
瓶
の
蓋
に
「
樽

酒　

土
倉
翁
」
と
印
し
、そ
の
横
に
「『
腎

臓
』
に
ご
留
意
下
さ
い
」
と
書
き
添
え
た

が
、
そ
れ
が
「
仁
蔵
」
の
し
ゃ
れ
だ
と
、

果
た
し
て
幾
人
の
方
が
気
づ
か
れ
た
で
あ

ろ
う
か
。

「
遊
び
心
」
溢
れ
る
チ
ー
ム
結
成
だ
が
、

そ
れ
は
成
瀬
の
精
神
的
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
継
承
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
た
教
育
実
践
で
あ
っ
た
。

や
が
て
学
生
た
ち
の
内
面
に
「
何
か
」
が

育
ま
れ
、
年
明
け
の
二
〇
一
七
年
二
─
三

月
、
今
度
は
チ
ー
ム
の
ゼ
ミ
生
四
名
が
山

深
い
川
上
村
へ
向
か
っ
た
。
そ
し
て
、
再

び
の
温
か
な
歓
迎
を
受
け
、
ま
ず
、
森
の

匠
の
お
導
き
で
原
生
林
に
抱
か
れ
（
写
真

２
）、
紀
ノ
川
へ
と
流
れ
込
む
吉
野
川
の

源
流
に
戯
れ
、
つ
ぎ
に
林
業
の
匠
お
手
ず

か
ら
樹
齢
五
〇
年
の
材
木
の
伐
採
を
実
体

験
さ
せ
て
頂
い
た
。
翌
朝
、
学
生
た
ち
は

写真１　学長講演

写真２　吉野の原生林
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随 想 ずいそう
翁
の
お
位
牌
に
手
を
合
わ
せ
、「
本
学
を

誇
り
に
思
い
」「
三
綱
領
に
血
が
通
っ
た
」

こ
と
を
お
伝
え
し
、
そ
の
足
で
学
長
講
演

が
行
わ
れ
た
ホ
ー
ル
の
研
修
室
に
向
か

い
、
村
民
の
皆
様
を
前
に
自
分
た
ち
な
り

の
「
成
瀬
と
土
倉
翁
の
邂
逅
」
に
つ
い
て

研
究
発
表
を
行
っ
た
。
満
席
の
熱
気
あ
ふ

れ
る
研
修
室
で
は
、
そ
れ
ま
で
座
学
で
の

み
進
め
て
い
た
吉
野
杉
の
研
究
の
盲
点

を
、
現
地
の
匠
た
ち
か
ら
技
術
・
知
識
の

両
面
よ
り
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
、
森
林
体

験
に
よ
る
体
感
と
認
識
が
統
合
し
た
深
い

了
解
を
得
た
。
と
り
わ
け
苗
木
を
わ
が
子

の
よ
う
に
懇
切
丁
寧
に
扱
う
「
撫ぶ

育い
く

」、

二
〇
年
掛
け
て
木
を
見
守
り
立
派
に
伸
ば

す
、「
木
と
人
の
育
て
方
は
通
ず
る
」
と

い
う
視
点
は
、
教
職
を
志
す
者
の
心
に
格

別
に
響
き
、「
一
生
の
宝
に
な
り
ま
し
た
」

と
活
動
報
告
に
認
め
た
。

ま
た
そ
こ
に
は
、
大
自
然
に
抱
か
れ
た

学
生
た
ち
の
生
命
観
が
、「
生
き
て
い
る
」

か
ら
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
へ
と
根
本
的

に
転
換
し
た
事
実
も
記
さ
れ
て
い
た
。
ひ

と
り
の
学
生
は
後
日
、
さ
ら
に
こ
う
綴
っ

た
。「
わ
た
し
は
、
と
あ
る
村
で
神
聖
な

森
林
と
出
逢
っ
た
。『
原
生
林
』―
人
の

手
を
借
り
ず
、
い
く
つ
も
の
困
難
を
乗
り

越
え
、
太
陽
に
向
か
っ
て
の
び
や
か
に
逞

し
く
生
き
る
『
い
の
ち
』
は
、
土
の
奥
深

く
で
根
っ
こ
を
絡
ま
せ
、
手
を
と
り
あ
っ

て
い
た
。『
い
の
ち
』
は
、手
を
と
り
あ
っ

て
生
き
て
い
る
。
彼
ら
も
。
そ
し
て
、
わ

た
し
も
。」
本
学
生
は
、「『
人
の
た
め
に
』

と
い
う
言
葉
が
か
ら
だ
に
入
っ
て
き
ま
し

た
」
と
告
げ
、
小
学
校
教
員
に
な
る
べ
く

巣
立
っ
て
い
っ
た
。

吉
野
の
森
で
在
校
生
の
中
に
花
開
い
た

土
倉
翁
と
成
瀬
の
夢
は
、
今
日
も
次
世
代

に
手
渡
さ
れ
て
い
る
。

（
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
教
育

学
科
教
授　

い
の
う
え　

の
ぶ
こ
）

１ 

土
倉
翁
は
同
志
社
大
学
の
創
設
に
も
多

大
の
支
援
を
さ
れ
た
。

２ 

土
倉
翁
の
本
当
の
没
年
月
日
は
、
一
九

一
七
年
七
月
一
九
日
で
あ
る
。
諸
般
の

事
情
に
よ
り
一
ヶ
月
前
倒
し
し
て
ご
法

要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

３ 


「
樽
の
吟
味
が
ま
た
難
し
い
。
最
高
の

樽
材
は
、
大
和
の
山
奥
の
吉
野
杉
。
…

『
甲
附
』
と
は
（
杉
の
木
の
中
心
の
赤

い
部
分
の
）
赤
味
と
白
太
の
境
目
の
と

こ
ろ
を
材
に
し
た
も
の
。
白
太
の
内
側

に
ひ
と
皮
だ
け
赤
味
の
層
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
樽
の
外
側
か
ら
見
れ
ば
白
く
、

内
側
か
ら
見
れ
ば
赤
い
。
こ
れ
が
最
上

で
あ
る
。
一
本
の
木
か
ら
、
一
樽
し
か

で
き
な
い
」
秋
山
徳
蔵
『
味
─
天
皇

の
料
理
番
が
語
る
昭
和
』（
中
公
文
庫
、

二
〇
〇
五
年
）
一
七
五
・
一
七
六
頁
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精
緻
な
フ
ー
ド
モ
デ
ル
は
絵
や
写
真
と
は
異
な
り
、
立
体
的
具
象

的
で
閲
覧
者
に
対
す
る
迫
力
が
感
じ
ら
れ
、
過
去
に
は
類
を
み
な

い
華
や
か
な
展
示
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
過
去
と
現
在
と
の
対
比
に

よ
り
脈
々
と
続
く
伝
統
の
技
術
の
匠
さ
が
簡
略
化
の
一
途
を
辿
る

今
日
の
調
理
技
術
の
中
で
、
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
新
た
な

企
画
と
い
え
よ
う
。

２
、
本
学
伝
統
の
調
理
実
習

本
学
に
お
け
る
調
理
実
習
は
、
創
立
当
初
か
ら
家
政
学
部
の
み

な
ら
ず
国
文
学
部
、
英
文
学
部
の
す
べ
て
に
お
い
て
「
家
政
及
芸

術
（
衣
食
住
女
礼
等
）」
の
中
で
「
料
理
」
と
し
て
教
え
ら
れ
て

い
た
（
表
1
）。

１
、
は
じ
め
に

昨
年
（
二
〇
一
六
年
）
九
月
一
五
日
か
ら
一
二
月
二
〇
日
ま
で
、

本
学
開
学
か
ら
続
く
伝
統
の
調
理
実
習
展
示
が
成
瀬
記
念
館
で
開

催
さ
れ
た
。
今
回
の
展
示
の
特
徴
は
、フ
ー
ド
モ
デ
ル
を
使
用
し
、

現
在
の
食
物
学
科
食
物
学
専
攻
の
一
年
次
の
調
理
学
実
習
Ⅱ
お
よ

び
食
物
学
専
攻
お
よ
び
管
理
栄
養
士
専
攻
合
同
の
三
年
次
の
調
理

学
応
用
実
習
Ⅱ
で
行
っ
て
い
る
ク
リ
ス
マ
ス
料
理
を
再
現
し
、
実

物
大
の
展
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
第
二
展
示
室
に
お
い
て
実

際
に
授
業
で
師
範
を
行
っ
て
い
る
ビ
デ
オ
が
併
せ
て
展
示
さ
れ
た

こ
と
に
あ
る
。
過
去
に
お
け
る
食
物
関
連
の
展
示
で
は
、
創
立
者

成
瀬
が
使
用
し
た
カ
ト
ラ
リ
ー
お
よ
び
森
村
夫
人
（
現
在
の
ノ
リ

タ
ケ
の
社
長
夫
人
）
が
寄
贈
さ
れ
た
校
章
入
り
食
器
セ
ッ
ト
と
写

真
に
よ
る
実
習
風
景
展
示
で
あ
っ
た
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る

研
究
ノ
ー
ト国

際
人
教
育
の
原
点
─
─
伝
統
の
調
理
実
習

飯
田　

文
子
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私
共
が
戦
前
の
調
理
実
習
に
つ
い
て
調
べ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
三
年
間
、
総
合
研
究
所
の
研
究
で
、

課
題
「
本
学
に
お
け
る
食
教
育
を
通
し
て
み
た
成
瀬
仁
蔵
の
教
育

理
念
と
そ
の
継
承
─
創
立
か
ら
新
制
大
学
発
足
時
ま
で
の
調
理
を

担
当
し
た
人
々
を
中
心
に
─
」
を
採
択
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で

あ
る
（
研
究
代
表
者
本
間
健
教
授
）。
当
時
の
調
理
実
習
の
内
容

を
調
べ
る
方
法
と
し
て
、
学
生
の
講
義
ノ
ー
ト
を
探
す
こ
と
か
ら

始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
お
話
で
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

伺
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
当
時
の
様
子
は
、
数
少
な
い
写
真
、
食

器
や
カ
ト
ラ
リ
ー
の
み
か
ら
知
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
桜

楓
新
報
等
で
卒
業
生
に
呼
び
か
け
、
残
存
す
る
ノ
ー
ト
集
め
を

行
っ
た
。
残
念
な
が
ら
一
回
生
の
ノ
ー
ト
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た

が
、
二
、一
九
、二
三
、二
六
、二
七
、二
九
、三
七
、三
九
、四
〇
、

四
四
回
生
の
ノ
ー
ト
を
拝
見
す
る
こ
と
に
恵
ま
れ
、
創
立
当
初
か

ら
昭
和
二
二
年
ま
で
の
旧
制
時
代
の
調
理
実
習
の
内
容
を
分
析
す

る
こ
と
が
出
来
た
。
二
回
生
の
ノ
ー
ト
で
は
、
西
洋
料
理
は
英
語

教
員
が
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
当
初
は
適
当
な
西

洋
料
理
の
先
生
に
困
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
グ
リ
ー

ン
先
生
の
西
洋
料
理
は
、
簡
単
な
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
料
理
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
一
九
〇
三
年
か
ら
教
壇
に
立
た
れ
た
渡
辺
鎌
吉
先
生

（
元
華
族
会
館
料
理
長 

写
真
１
）
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
中

心
と
し
た
コ
ー
ス
料
理
と
な
る
。
そ
の
後
、
渡
辺
氏
は
大
正
九
年

1900／明治33
（明治34年
より開校）

1902／明治35

1906／明治39

1907／明治40

1908／明治41

1915／大正4

学部名西暦／年号 他学部 科目名
配当時間

必修科目
1年 2年 3年 4年 1年 2年 3年 4年

選択科目
備考

渡辺鎌吉（M36～T9）

赤堀　菊（M37～T9）
玉木　直（M38～S13）

手塚かね（M43～S18）

藤田　貞（T2～S28）

国文学部
英文学部

国文学部
英文学部

国文学部
英文学部
教育学部

文学部
英文学部
教育学部

文学部
英文学部
教育学部

文学部
英文学部
家政科1部
家政科2部

家政学部

家政学部

家政学部

家政学部

家政学部

家政学部

家政学部

家政及芸術（衣食住女礼等）
家政及芸術（衣食住女礼等）
家政及芸術（衣食住女礼等）
家政及芸術（衣食住女礼等）
家政及芸術（衣食住女礼等）
家政及芸術（衣食住女礼等）
料理（日本料理 西洋料理）
料理（理論、実習）
料理（理論、実習）

手工（園芸、牧畜、料理）
料理（日本料理 西洋料理）

料理
料理（理論、実習）

手工（園芸、牧畜、料理）
料理（日本料理 西洋料理）

料理
料理（理論、実習）

手工（園芸、牧畜、料理）
料理
料理
料理
料理
料理

8

8

6
3
3
2
6

3
2
6

3
2

8

8

6

2
6

2
6

2

10

10

6

2
6

2
6

2

2-7
2-7

2-5
2-5

2

2

2-7
2-7

2-5
2-5

2
2

2

2

2-7
2-7

2-5
2-5

2
2

2

2

第Ⅰ期

表１　創立初期の学部と調理教育
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（
成
瀬
逝
去
後
一
年
）
ま
で
教
壇
に
立
た
れ
、
本
学
の
西
洋
料
理

の
礎
を
築
か
れ
た
と
い
え
る
（
表
２
）。

一
方
、
日
本
料
理
は
本
膳
料
理
の
料
理
名
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

本
学
設
立
時
の
明
治
三
四
年
頃
は
、
中
等
・
高
等
教
育
に
お
け
る

「
料
理
」
は
、
学
校
教
育
用
の
基
本
的
な
日
常
食
の
献
立
で
日
本

料
理
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
学
の
、
他
の
女
子
教
育
機
関

と
異
な
る
独
自
性
は
、
西
洋
料
理
が
教
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し

か
も
公
式
晩
餐
会
に
出
さ
れ
る
よ
う
な
料
理
が
当
時
日
本
を
代
表

す
る
と
考
え
ら
れ
る
華
族
会
館（
鹿
鳴
館
の
後
進
）料
理
長
に
よ
っ

て
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
日
本
料
理
は
料
理
学
校
校
長
か
ら
正

式
な
行
事
食
で
あ
る
本
膳
料
理
が
教
授
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ

る
。
家
庭
科
で
必
要
と
さ
れ
る
日
常
食
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

当
時
公
式
な
宮
中
行
事
や
外
交
の
料
理
は
フ
ラ
ン
ス
料
理
が
基
本

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
海
外
に
引
け
を
取
ら
な
い
学
生
を
育
て

た
か
っ
た
成
瀬
の
教
育
方
針
が
窺
え
る
。
国
際
人
と
な
る
た
め
に

は
鹿
鳴
館
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、西
洋
式
の
服
装
や
食
事
、マ
ナ
ー

を
身
に
着
け
る
こ
と
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
公
式
な
場

に
馴
れ
、
物
怖
じ
し
な
い
た
め
に
、
実
践
の
場
と
し
て
、
運
動
会

や
来
客
時
の
接
待
を
学
生
に
実
践
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
「
実
物
教

育
」
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
華
族
会
館
料
理
長
を
招
き
、
本
格
的
な
フ
ラ

ン
ス
料
理
を
学
生
達
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
当
時
の
国
際

 西暦／年号  氏名 担当 資料に名前がある年 資料 資料（T12） 資料（T13） 在職期間（個人資料）
 1900／明治33年 嘱託教師 山崎武八郎 西洋料理 M33 職員一覧
  嘱託教師 赤堀　峰吉 日本料理 M33 職員一覧
 1902／明治35年 嘱託教師 渡辺　鎌吉 西洋料理 M35.39.40.41T9 職員一覧   明治36年～大正9年
  嘱託教師 柳沢　佐吉 西洋料理 M35 職員一覧
 1904／明治37年 嘱託教師 赤堀　　菊 日本料理 M37.39.40.41 職員一覧   明治37年～大正9年
 1934／大正9年 教授 大岡　蔦枝 家事料理 T9.12.13.15.S10.16.18 職員一覧 俸給額帳 教員認可願 大正9年～昭和20年
  教授 手塚　かね 料理 T9.12.15.S7.10.16 職員一覧 俸給額帳  明治43年～昭和18年

  
教員（T15助教授）
（昭和7年教授）  玉木　　直 料理 T9.12.13.15.S7.10 職員一覧 俸給額帳 教員認可願 明治38年～昭和13年

  教員（S7助教授） 藤田　貞 料理作法 T9.12.13.S7.10.16.18 職員一覧 俸給額帳 教員認可願 大正2年～昭和28年
 1923／大正12年 専任（教員） 亘理（中川）なみ 料理 T12.13.15.S7.10.16.18 職員一覧 俸給額帳 教員認可願 大正10年～昭和42年
  兼任（嘱託教師） 酒井　正吉 料理 T12.S7.10 職員一覧 俸給額帳
  兼任 酒井　定吉 料理 T12  俸給額帳
  兼任（嘱託教師） 青柳　　猛 支那料理 T12.S7.10.16.18 職員一覧 俸給額帳
 1932／昭和7年 助教授（S7教授） 東　佐誉子 料理 S7.10.16.18 職員一覧   昭和2年～昭和29年
  教員 藤田　富子 料理 S7.10.16.18 職員一覧
 1935／昭和10年 教員 津山　春枝 料理 S10 職員一覧
  教員 白出さだ子 料理 S10 職員一覧
  教員 長尾カツノ 料理 S10 職員一覧
 1941／昭和16年 助教授 小林（上島）文子 料理・礼法 S16.18 職員一覧   昭和11年～昭和49年
  教員 近藤たつ枝 料理 S16.18 職員一覧
  教員 宮本ミチヨ 料理 S16.18 職員一覧
  教員 高山　公子 料理 S16 職員一覧
  教員 宮澤　則子 料理 S16 職員一覧
  教員 野島（金山）幸子 料理 S16.18 職員一覧
  教員 松好（武田）千鶴子 料理 S16.18 職員一覧
  教員 堀部　清江 料理 S16.18 職員一覧
  教員 徳田　和子 料理 S16.18 職員一覧
  教員 高澤　　烱 料理 S16 職員一覧
  嘱託教師 松村　太一 料理 S16.18 職員一覧

表２　創立当初の料理担当教員一覧



−22−

人
教
育
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
（
当
時
の
授
業
風
景

写
真
２
）。
そ
れ
は
、
同
時
に
当
時
不
足
し
て
い
た
栄
養
素
の
不

足
を
補
い
体
力
（
健
康
）
増
進
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
卒
業
生
の
ノ
ー
ト
か
ら
特
に
西
洋
料
理
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
た
い
と
考
え
る
。

写真１　渡辺鎌吉氏

写真２　調理実習の師範風景
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３
、
ク
リ
ス
マ
ス
献
立
に
み
る
本
学
の
伝
統
料
理

調
理
献
立
の
中
で
も
と
り
わ
け
行
事
食
に
は
伝
統
が
受
け
継
が

れ
る
も
の
が
多
い
。
そ
こ
で
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
ク
リ
ス

マ
ス
料
理
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
調
べ
て
み

た
。
表
３
に
学
生
ノ
ー
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ク
リ
ス
マ
ス
メ

ニ
ュ
ー
を
ま
と
め
た
。

二
回
生
か
ら
四
四
回
生
の
ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
料

理
は
、
ほ
ぼ
ど
の
回
生
も
実
習
し
て
い
る
。
表
３
に
示
し
た
献
立

は
ス
ペ
ル
ミ
ス
が
多
い
が
、
原
語
で
学
ん
で
い
た
様
子
が
窺
わ
れ

る
が
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
日
本
語
表
記
と
し
て
あ
る
。
献
立

で
は
、
牡
蠣
の
ス
ー
プ
が
、
魚
料
理
は
ひ
ら
め
が
多
く
、
肉
料
理

は
チ
キ
ン
ば
か
り
で
な
く
豚
肉
が
み
ら
れ
、
付
け
合
せ
は
カ
リ
フ

ラ
ワ
ー
が
多
い
。
そ
の
時
代
の
食
材
の
特
徴
が
見
ら
れ
な
が
ら
も

ク
リ
ス
マ
ス
特
有
の
材
料
で
も
あ
る
。
デ
ザ
ー
ト
で
は
、
プ
ラ
ム

プ
デ
ィ
ン
グ
と
ミ
ン
ス
パ
イ
が
多
く
実
習
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
の
酒
漬
け
を
用
い
た
も
の
で
と
く
に
英
国
に
よ

く
み
ら
れ
る
香
辛
料
の
た
く
さ
ん
入
っ
た
保
存
性
の
あ
る
も
の
で

あ
る
。
常
温
で
も
保
存
で
き
る
た
め
冷
蔵
庫
の
発
達
し
て
い
な
い

時
代
は
と
く
に
重
宝
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
回
生
の
メ
ニ
ュ
ー
は
二
品
で
あ
る
（
英
語
教
師
に
よ
る
）
が
、

一
九
回
生
（
大
正
時
代
）
の
渡
辺
氏
お
よ
び
手
塚
か
ね
氏
に
よ
る

ク
リ
ス
マ
ス
料
理
に
は
、
ロ
ー
ス
ト
チ
キ
ン
が
み
ら
れ
る
。
写
真

写真３　クリスマス料理ノート
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クリスマス料理献立一覧
氏名 中山（宮坂）きぬ 増沢（長谷川）タカ子 生方（間宮）たつゑ
回生・学部・科 2家政 19師範家政 23師範家政
在籍年度 明治35─明治38 大正7─大正11 大正12─大正15
担当の先生 大岡　蔦枝先生

プラムプディング
ミンスパイ

玉葱のスープ
平目とジャガイモのコロッケ
ローストポーク　ベイクドポテト,芽キャベツのソテー
サラダ（薩摩芋,林檎）
牡蠣のスープ
ロ─ストチキン
アスパラガスのホワイトソース和え
鯛のオーブン焼き　ベシャメルソース
オレンジプリン
マーブルゼリー
果物
コーヒーキャンディー

人参のクリームスープ
蒸した平目のノルマンドソース添え
シェリー酒で風味付けした豚肉の塊を煮たもの
サラダ（セロリ,ジャガイモ,林檎）
ミンスパイ

大原（大橋）美登里 森本（森）一枝 玉野（辻）道子
23家政 26家政 27師範家政
大正12─大正15 大正14─昭和4 昭和1─昭和5
大岡　蔦枝先生 大岡　蔦枝先生 東　佐與子先生
人参のミルクスープ
蒸した平目　ノルマンドソース
豚肉をシェリーで蒸し煮にしたもの
サラダ（セロリ,林檎,ジャガイモ）
ミンスパイ
牡蠣のミルクスープ
牛肉とジャガイモのパイ
茹でたカリフラワーのホワイトソースかけ
アップルパイ
牡蠣,ハムを焼いたもの
コンソメスープ
鮭のブランデー煮
牛肉のベーコン巻き
ローストチキン
コーヒーのケーキ

カナッペ　キャビア,フォアグラ,ハム,チーズ
鶏肉のポタージュ
平目の紙包み蒸し　ノルマンドソース
合鴨または鴫の肉のパイ
ビフテキ
キルシュのアイスクリーム
七面鳥のロースト
プラムプディング
（記載なし）

牡蠣のクリームスープ
鯛の蒸し物
ローストチキン
サラダ（ジャガイモ,赤カブ,リンゴ）
プラムプディング
伊勢海老の詰め物
鶏肉の蒸し物
ミンスパイ

平賀（戸津）きん 野崎（中江）美穂子 木村（白石）公
29家政 37家政二類 39家政二類
昭和3─昭和7 昭和11─昭和15 昭和13─昭和17
大岡　佐與子先生 東　佐與子先生 小林　文子先生
牡蠣のクリームスープ
平目の蒸し物
カリフラワーのグラタン
ローストチキン
サラダ（レタス,セロリ）
ミンスパイ

ブッシュドノエル
コンソメスープ
牡蠣のフリッター
カリフラワーのバターかけ
プラムプディング

コーンスープ
舌平目のノルマンドソースかけ
ローストチキン
カリフラワーのグラタン
サラダ（ミカン,ウド,レタス）
ミンスパイ
アスパラガスのポタージュ
舌平目のノルマンドソース掛け
ロースのワイン煮
カリフラワーの牛乳茹で
(記載なし)
アップルバターをかけたスフレ風オムレツ

小寺（速水）玲 野崎（小林）方子 根本（田中）妙子
40家政二類 43家政二類 44家政一類
昭和14─昭和17 昭和17─昭和20 昭和18─昭和22
手塚　かね先生 小林　文子先生 小林　文子先生
アスパラガスのスープ
ノルマンディー風の舌平目
ローストチキン
カリフラワーのグラタン
サラダ
ミンスパイ

寒天の入ったカクテル
（実習なし）
イエローベシャメルソースで和えた蛤、マッシュポ
テト、パン
ローストチキン
ベシャメルソースで和えたほうれん草のソテー
サラダ（ウド,レタス）
メレンゲ、刻んだピーナッツの乗ったケーキ
ベイクドアップルの上にマッシュポテトを飾ったもの

表３　学生ノートによるクリスマスメニュー



−25−

考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
女
子
大
学
独
特
の
料
理
で
あ
る
。

ま
た
、
お
祝
い
の
料
理
と
し
て
ノ
ー
ト
に
登
場
す
る
伊
勢
海
老

の
パ
リ
ジ
ェ
ン
ヌ
風
（
写
真
４
と
６
）
も
良
く
作
ら
れ
て
い
た
メ

ニ
ュ
ー
で
現
在
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

５
に
も
み
ら
れ
る
ロ
ー
ス
ト
チ
キ
ン
ま
た
は
ロ
ー
ス
ト
タ
ー
キ
ー

の
盛
り
付
け
（
渡
辺
氏
）
は
、現
在
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
（
写

真
８
）。
ま
た
、
扇
型
カ
ナ
ッ
ペ
（
写
真
７
）
は
大
岡
蔦
枝
先
生

の
著
書
に
レ
シ
ピ
が
登
場
し
て
お
り
、
大
正
九
年
以
降
の
料
理
と

写真５　�渡辺鎌吉氏のメニューの再現

写真７　�日本女子大学独特の扇型カナッ
ペ（調理学実習Ⅱより）

写真４　

写真８　�伝統のローストチキンのクリス
マス献立　（調理学実習Ⅱより）

写真６　�調理学応用実習Ⅱ（クリスマ
ス料理）
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４
、
西
洋
料
理
の
潮
流

西
洋
調
理
の
担
当
者
は
、
ミ
セ
ス
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
ー
、
ミ
ス
グ

リ
ー
ン
、
山
崎
武
八
郎
、
渡
辺
鎌
吉
、
松
本
幸
、
手
塚
か
ね
、
大

岡
蔦
枝
、
東
佐
輿
子
、
小
林
文
子
な
ど
が
担
当
し
て
き
た
。
大
き

く
捉
え
る
と
ア
メ
リ
カ
系
統
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
統
が
あ
り
、
基
礎

的
な
と
こ
ろ
を
ア
メ
リ
カ
料
理
、
応
用
的
な
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス

料
理
と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
混
在
メ
ニ
ュ
ー
も
み
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
料
理
の
流
れ
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
料
理
番
で

あ
っ
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・
カ
レ
ー
ム
、
ユ
ル
バ
ン
・
デ
ュ
ボ
ア
時
代

の
ソ
ッ
ク
ル
や
ア
ト
レ
ー
串
に
み
ら
れ
る
華
や
か
な
飾
り
の
要
素

を
も
つ
料
理
（
ク
リ
ス
マ
ス
料
理
の
ロ
ー
ス
ト
チ
キ
ン
、
伊
勢
海

老
の
パ
リ
ジ
ェ
ン
ヌ
風
）
も
み
ら
れ
、
現
在
日
本
の
フ
ラ
ン
ス
料

理
は
エ
ス
コ
フ
ィ
エ
の
料
理
（
日
本
で
は
秋
山
徳
蔵
が
精
養
軒
か

ら
広
め
る
）
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
本
学
に
伝

統
的
に
伝
わ
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
料
理
は
そ
れ
以
前
の
古
い
時
代

（
渡
辺
氏
が
横
浜
の
外
国
人
遺
留
地
で
学
び
取
っ
た
も
の
）
の
料

理
が
原
型
を
と
ど
め
て
お
り
、ど
こ
に
も
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、

大
変
貴
重
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
家
政
学
に
お
け
る
学
問
と
し
て
の
調
理
は
、
英

米
の
要
素
が
強
く
、
特
に
小
林
文
子
先
生
は
新
制
大
学
設
立
時
に

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
学
ん
で
き
た
家
政
学
に
お
け
る
調
理
学
を
展

開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
先
駆
け
は
、
成
瀬
先
生
病
床
時

ア
メ
リ
カ
の
ミ
ル
ス
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
帰
国
し
、
料
理
担
当
を
命
ぜ

ら
れ
た
大
岡
蔦
枝
先
生
で
、
病
人
食
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
留
学
時

代
に
勉
強
し
た
ブ
レ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ス
ト
英
米
ス
タ
イ
ル
（
オ
ー
ト

ミ
ー
ル
な
ど
）
を
提
供
し
、
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
が
加
わ
る
こ
と
に

な
る
。
ア
メ
リ
カ
料
理
は
前
述
し
た
が
、
創
立
当
初
の
ア
メ
リ
カ

人
の
先
生
（
グ
リ
ー
ン
先
生
は
英
語
の
教
師
と
な
っ
て
い
る
が
、

卒
業
生
の
ノ
ー
ト
に
グ
リ
ー
ン
先
生
に
教
わ
っ
た
と
あ
る
）
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
が
、
家
庭
料
理
の
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
芸
術
的
要
素
の
強
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
と
調
理
学
と
し
て

体
系
づ
け
ら
れ
る
英
米
料
理
の
二
要
素
が
、
そ
の
後
継
承
さ
れ
て

い
く
の
が
日
本
女
子
大
学
の
西
洋
料
理
の
特
徴
と
な
っ
て
ゆ
く
。	

　
　

学
生
の
ノ
ー
ト
か
ら
み
る
西
洋
料
理
は
品
数
が
少
な
く
（
当
時

の
調
理
器
具
や
熱
源
の
た
め
）
本
格
的
な
献
立
は
師
範
の
実
演
を

見
る
こ
と
が
主
流
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
写
真
２
）。
ま
た
料
理
の

講
義
と
実
習
が
分
か
れ
て
お
り
、
実
習
の
と
き
は
料
理
番
の
学
生

が
材
料
を
調
達
し
、
学
生
は
手
分
け
を
し
て
料
理
を
仕
上
げ
る
形

態
で
あ
っ
た
こ
と
が
聞
き
取
り
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
献

立
は
黒
板
に
達
筆
な
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
、
そ
れ
を
学

生
が
ノ
ー
ト
に
写
し
取
っ
て
料
講
に
臨
ん
だ
。
応
用
に
な
る
と
精

養
軒
な
ど
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
出
か
け
実
演
を
み
て
学
ぶ
授
業
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
九
回
生
か
ら
は
コ
ー
ス
形
式
と
し
て
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整
っ
た
献
立
に
な
り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
食
材
、
調
理
器
具
等
が
整

い
、
実
習
し
や
す
い
環
境
が
整
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
卒
業
生
の
ノ
ー
ト
か
ら
、
本
学
は
、
創
立
当

初
か
ら
本
格
的
な
西
洋
料
理
が
行
わ
れ
、最
高
の
お
も
て
な
し（
公

式
晩
餐
会
に
も
通
用
す
る
）
料
理
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

５
、
さ
い
ご
に

創
立
者
、
成
瀬
仁
蔵
の
唱
え
る
家
政
学
は
、「
実
地
応
用
を
目

的
と
す
る
術
な
り
」
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
際
的
な
公

式
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
晩
餐
会
す
ら
、
自
ら
行
う
能
力
の
育
成
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
礼
儀
作
法
も
含
め
た
そ
れ

ら
の
教
育
は
、
運
動
会
で
の
宮
様
の
接
待
、
皇
后
陛
下
・
東
宮
妃

殿
下
の
行
啓
、
東
伏
見
宮
、
三
笠
宮
、
秩
父
宮
、
高
松
宮
各
妃
殿

下
来
校
時
の
接
待
等
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

創
立
当
初
か
ら
の
料
理
教
育
は
、
こ
の
よ
う
に
、
公
人
お
よ
び

皇
室
関
係
者
の
本
学
来
訪
時
等
に
、
学
生
自
ら
が
お
迎
え
し
、
手

作
り
の
料
理
で
お
も
て
な
し
す
る
、
実
学
教
育
へ
と
発
展
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
日
本
女
子
大
学
の
学
生
は
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し

く
、
世
界
の
公
式
行
事
に
も
通
じ
る
「
お
も
て
な
し
」
の
精
神
を

理
解
し
、
そ
の
作
法
を
身
に
着
け
、
自
分
達
の
力
で
遂
行
で
き
る

能
力
を
培
う
べ
く
調
理
実
習
を
学
ん
で
い
た
。
ま
さ
に
国
際
人
教

育
の
原
点
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

	

（
家
政
学
部
食
物
学
科
教
授　

い
い
だ　

ふ
み
こ
）

写真９　皇族方の来校風景
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〈
資
料
８
〉で
示
し
、
今
回
の
ト
シ
に
関
す
る
新
資
料
三
点
に
つ
い

て
は
、《
新
資
料
①
》〜《
新
資
料
③
》
と
し
て
傍
線
を
引
き
示
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ト
シ
新
資
料
を
論
ず
る
際
に
ト
シ
の
思

想
に
関
わ
る
資
料
と
し
て
、
同
級
生
で
あ
る
第
十
六
回
生
関
係
の

《
新
資
料
㊀
》
〜
《
新
資
料
㊁
》
も
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
こ
こ

に
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
よ
っ
て
、
以
上
の
ト
シ
答
案
関
係

三
点
、
第
十
六
回
生
二
点
、
計
五
点
の
新
資
料
に
つ
い
て
、
全
文

の
翻
刻
を
後
掲
し
、
ト
シ
の
新
資
料
に
つ
い
て
ト
シ
の
思
い
を
探

り
た
い
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
実
践
倫
理
」
答
案
と
は
、
成
瀬
仁
蔵
校

長
の
授
業
「
実
践
倫
理
」
を
中
心
と
す
る
学
内
で
の
一
連
の
指
導

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
提
出
物
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

は
じ
め
に

今
回
紹
介
す
る
宮
澤
賢
治
の
妹
ト
シ
の
新
資
料
は
、す
で
に『
成

瀬
記
念
館
』
№
30
（
二
〇
一
五
年
七
月
発
行
）
に
掲
載
し
た
「
宮

澤
ト
シ
の
「
実
践
倫
理
」
答
案
─
成
瀬
校
長
の
導
き
と
ト
シ
の
心

の
軌
跡
─
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
八
点
の
資
料
公
開
後
、
二
〇	

一
六
年
七
月
に
追
加
調
査
し
た
際
に
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
新
資

料
三
点
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
回
と
今
回
の
新
資
料
を
合
わ
せ
て
概
観
す
る
た
め
、

ト
シ
答
案
関
係
全
体
の
資
料
名
に
［
一
］
〜
［
十
一
］
ま
で
の
通

し
番
号
を
つ
け
、
時
系
列
に
て
一
覧
で
き
る
よ
う
に
列
挙
し
た
。

そ
の
う
ち
、『
成
瀬
記
念
館
』
№
30
に
て
発
表
さ
れ
た
ト
シ
新
資

料
八
点
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
資
料
番
号
の
ま
ま
〈
資
料
１
〉
〜

新
資
料
紹
介宮

澤
ト
シ
の
「
実
践
倫
理
」
答
案
（
そ
の
二
）

 
 

─
─
成
瀬
校
長
の
思
想
を
受
け
と
め
た
学
生
た
ち
─
─

山
根　

知
子
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宮
澤
ト
シ
　「
実
践
倫
理
」
答
案
﹇
一
﹈〜﹇
十
一
﹈

前
回
の
資
料

今
回
の
新
資
料

ト
シ
答
案
関
係 

〈
資
料
１
〜
８
〉 

計
八
点

ト
シ
答
案
関
係 

《
新
資
料
①
〜
③
》 

計
三
点

第
十
六
回
生
関
係 

《
新
資
料
㊀
〜
㊁
》 

計
二
点

{
【
大
正
四
年
度
】
家
政
学
部
予
科

﹇
一
﹈　〈
資
料
１
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

﹇
二
﹈　〈
資
料
２
〉「（
態
度
・
独
立
）」（
カ
ー
ド
）

【
大
正
五
年
度
】
家
政
学
部
本
科
一
年

﹇
三
﹈　〈
資
料
３
〉「
大
学
生
活
に
入
る
決
心
」

﹇
四
﹈　〈
資
料
４
〉「
瞑
想
ノ
目
的
、
及
経
験
／
夏
季
間
ノ
修
養
、
研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
。」（
カ
ー
ド
）

﹇
五
﹈　〈
資
料
５
〉「
夏
期
休
暇
中
ノ
経
験
」（
カ
ー
ド
）

﹇
六
﹈　〈
資
料
６
〉「
第
二
学
期
ノ
決
心
及
希
望
」（
カ
ー
ド
）

﹇
七
﹈　〈
資
料
７
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

﹇
八
﹈　《
新
資
料
①
》「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想
」　
大
正
五
年
十
二
月
二
十
三
日 

【
大
正
七
年
度
】
家
政
学
部
四
年

﹇
九
﹈　《
新
資
料
②
》
三
泉
寮
　
誓
の
言
葉
「
祈
り
」　
大
正
七
年
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　《
新
資
料
㊀
》
第
十
六
回
生
「
感
謝
の
歌
」　
大
正
七
年
九
月
八
日

﹇
十
﹈　〈
資
料
８
〉「『
女
子
教
育
改
善
意
見
』
を
読
ん
で
」

﹇
十
一
﹈ 《
新
資
料
③
》
実
践
倫
理
　
出
欠
記
録
　
大
正
七
年
十
二
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　《
新
資
料
㊁
》
第
十
六
回
生
「
誓
」　
大
正
八
年
二
月
二
日
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こ
の
表
よ
り
、ト
シ
の
「
実
践
倫
理
」
答
案
［
一
］
〜
［
十
一
］

の
全
体
像
と
年
代
の
関
係
が
確
認
で
き
よ
う
。

今
回
の
ト
シ
に
関
す
る
新
資
料
三
点
に
つ
い
て
は
、
点
数
も
記

述
量
も
少
な
い
が
、
ト
シ
の
当
時
の
状
況
や
思
想
内
容
に
つ
い
て

解
明
で
き
、
成
瀬
仁
蔵
の
思
想
か
ら
の
影
響
お
よ
び
ト
シ
独
自
の

思
想
の
深
化
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
こ
と
か
ら
、
重
要
な
資
料
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

加
え
て
、
前
回
の
新
資
料
や
そ
の
他
の
ト
シ
関
係
の
資
料
と
関

係
す
る
点
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
、
ま
た
今
回
の
調
査
で
ト
シ
以

外
の
学
生
の
答
案
や
学
年
で
の
活
動
記
録
な
ど
の
調
査
も
で
き
た

こ
と
か
ら
、
ト
シ
の
思
想
の
特
徴
を
多
角
的
に
捉
え
る
考
察
の
糸

口
を
示
し
た
い
。

さ
ら
に
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ト
シ
以
外
の
新

資
料
に
つ
い
て
は
、
表
の
な
か
に
示
し
た
第
十
六
回
生
の
《
新
資

料
㊀
》「
感
謝
の
歌
」
と
《
新
資
料
㊁
》「
誓
」
の
ほ
か
、
こ
の
表

に
は
入
れ
て
い
な
い
が
、
以
下
の
本
文
中
で
他
の
学
生
の
答
案
も

引
用
し
紹
介
し
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ら

の
他
の
学
生
の
答
案
も
、
本
稿
に
お
け
る
紹
介
が
初
公
開
と
な
る

こ
と
を
言
い
添
え
て
お
く
。

一
、《
新
資
料
①
》「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想
」　

 
�

大
正
五
年
十
二
月
二
十
三
日

ま
ず
、
ト
シ
の
答
案
「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想
」
に
お
け

る
日
付
け
に
つ
い
て
は
、
こ
の
答
案
が
束
に
さ
れ
て
綴
じ
ら
れ
た

一
番
上
の
答
案
に
、「
大
正
五
年
十
二
月
二
十
三
日
」
と
あ
る
こ
と

に
よ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
正
五
年
十
二
月
二
十
三
日
の
同
日
の
日

付
け
が
記
入
さ
れ
、
欧
州
戦
争
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
答
案
の
束

は
、
十
束
ほ
ど
あ
る
。
こ
の
課
題
が
出
さ
れ
た
授
業
内
容
を
、『
実

践
倫
理
講
話
筆
記
』（
大
正
五･

六
年
ノ
部
）
に
よ
っ
て
確
認
し
よ

う
と
す
る
際
、
こ
の
筆
記
に
は
対
応
す
る
時
期
に
お
け
る
内
容
が

見
当
た
ら
な
い
た
め
、
成
瀬
の
指
示
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。

残
存
す
る
同
日
付
け
の
欧
州
戦
争
に
対
す
る
答
案
を
手
が
け
た

学
生
の
答
案
に
お
い
て
は
、
他
に
も
教
育
学
部
第
一
部
、
第
二
部
、

家
政
学
部
の
学
生
に
よ
る
答
案
が
み
ら
れ
、
学
年
に
つ
い
て
は
第

一
学
年
、
第
二
学
年
、
第
三
学
年
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら

の
答
案
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
欧
州
戦
争
に
関
す
る
類
似
の
題
を

も
つ
答
案
の
多
く
に
表
紙
に
同
じ
日
付
け
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全

学
部
全
学
年
を
対
象
に
一
斉
に
出
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

そ
れ
ら
の
答
案
の
各
人
の
題
名
に
つ
い
て
は
「
欧
州
戦
争
に
つ

い
て
」
と
い
う
題
名
が
最
も
多
く
、
な
か
に
は
「
欧
州
戦
乱
ハ
如
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何
ナ
ル
影
響
ヲ
吾
々
ニ
与
ヘ
ツ
ヽ
ア
ル
カ
」（
教
育
学
部
第
二
部

第
二
学
年
）
や
「
欧
州
戦
乱
ノ
婦
人
ニ
及
ボ
セ
ル
影
響
」（
家
政

学
部
第
三
学
年
）、「
欧
州
戦
乱
ノ
我
国
婦
人
ニ
与
ヘ
タ
ル
教
訓
」

（
教
育
学
部
第
三
学
年
）
と
い
っ
た
主
旨
が
明
確
に
わ
か
る
題
名

も
み
ら
れ
る
。

そ
の
な
か
か
ら
、他
の
学
生
の
文
章
と
し
て
一
例
を
挙
げ
る
と
、

ト
シ
と
同
級
生
の
家
政
学
部
第
一
学
年
の
「
我
国
婦
人
が
得
た
る

欧
州
新
年
の
影
響
」と
い
う
題
名
の
答
案
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

世
界
は
固
き
信
仰
に
よ
り
、平
和
を
も
た
ら
さ
ん
と
し
て
、

努
力
し
き
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
婦
人
も
、
心
あ
る
も
の

同
然
に
憂
ふ
る
所
あ
り
。
平
和
を
希
望
す
る
点
に
於
て
は
、

そ
こ
に
た
し
か
な
る
信
仰
、
言
ひ
か
ふ
れ
ば
、
広
き
愛
の
発

露
あ
ら
ざ
れ
ば
、
得
ざ
る
こ
と
な
り
。
そ
の
刺
戟
は
我
が
国

に
も
影
響
し
て
、
近
年
国
民
が
信
仰
生
活
に
つ
き
て
、
何
等

か
の
要
求
を
起
し
求
め
て
止
ま
ざ
る
心
よ
り
、
遂
に
近
年
は

信
仰
問
題
強
く
な
り
ぬ
人
ま
ぢ
め
な
ら
ざ
れ
ば
、
信
仰
な
る

問
題
に
つ
き
て
、
切
な
る
要
求
を
発
し
得
ず
と
信
ず
。
我
が

国
民
、
特
に
婦
人
が
生
の
根
元
た
る
信
念
に
つ
き
て
、
要
求

を
起
し
た
る
と
こ
ろ
、実
に
美
し
き
芽
生
へ
と
い
ひ
得
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
欧
州
の
戦
乱
か
ら
日
本
国
民
が
受
け
て
い
る
影
響

に
つ
い
て
、
信
仰
心
を
基
盤
と
し
た
広
い
愛
に
よ
る
平
和
の
希
求

が
起
こ
っ
て
い
る
現
状
と
、「
特
に
婦
人
が
生
の
根
元
た
る
信
念

に
つ
き
て
、
要
求
を
起
し
た
る
と
こ
ろ
」
に
意
義
が
見
出
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
答
案
の
束
に
は
、
束
の
一
枚
目
に
「
欧
州
戦
争
ノ

日
本
婦
人
ニ
与
エ
タ
ル
影
響
」
と
題
さ
れ
た
学
生
の
答
案
が
綴
じ

ら
れ
た
束
が
あ
り
、
そ
の
束
の
な
か
に
ト
シ
の
「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ

キ
テ
ノ
感
想
」
と
題
さ
れ
た
答
案
が
見
つ
か
っ
た
。
ト
シ
に
と
っ

て
こ
の
「
家
政
一
年
」
の
十
二
月
と
い
う
時
期
は
、
す
な
わ
ち
予

科
を
一
年
過
ご
し
た
あ
と
の
本
科
一
年
の
年
の
終
盤
で
あ
り
、
日

本
女
子
大
学
校
で
四
年
間
学
ん
だ
う
ち
の
ほ
ぼ
半
ば
と
い
え
る
時

期
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
欧
州
戦
争
す
な
わ
ち
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
世

界
の
動
き
の
な
か
で
、
ま
ず
成
瀬
の
言
動
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
一
次
世
界
大

戦
は
、
一
九
一
四
年
七
月
二
十
八
日
に
宣
戦
布
告
が
な
さ
れ
て
か

ら
一
九
一
八
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
の
休
戦
条
約
制
定
ま
で
の
あ

い
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
戦
争
で
あ
る
。

こ
の
間
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
成
瀬
の
視
線
は
、
宇
宙
的
な

平
和
・
調
和
を
考
え
る
視
点
と
、
そ
の
な
か
で
の
女
性
の
使
命
と

可
能
性
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

今
や
婦
人
が
、
そ
の
本
年
の
真
使
命
を
担
つ
て
、
起
つ
べ
き

秋
は
来
た
。
今
次
の
大
戦
に
刺
戟
さ
れ
て
、
欧
米
の
婦
人
は

深
く
覚
醒
し
、
宗
教
、
教
育
、
国
際
、
文
明
等
の
諸
制
度
が
、
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従
来
の
ま
ゝ
で
は
不
都
合
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
根

本
的
の
立
場
か
ら
、
之
を
改
革
す
る
努
力
を
始
め
た
の
で
あ

る
。
大
戦
の
原
因
と
な
つ
た
、
世
界
の
物
質
主
義
的
思
潮
の

弊
を
救
ひ
、
本
然
の
精
神
主
義
に
依
つ
て
、
人
類
の
生
活
を

新
な
る
真
幸
福
に
導
く
も
の
は
、
実
に
先
天
的
に
鋭
き
直
覚

と
深
き
愛
と
を
有
す
る
、婦
人
の
繊
手
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

	
（『
成
瀬
先
生
伝
』
昭
和
三
年
四
月　

	
桜
楓
出
版
部　

四
四
九
頁
）

こ
う
し
た
成
瀬
の
導
き
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ト
シ
に
お
い
て
考
え

る
と
、
こ
の
戦
争
は
、
ト
シ
の
日
本
女
子
大
学
校
予
科
進
学
前
の

花
巻
高
等
女
学
校
最
終
学
年
の
中
盤
か
ら
、
日
本
女
子
大
学
校
最

終
学
年
の
終
盤
ま
で
の
四
年
余
り
に
わ
た
る
期
間
で
あ
り
、
ト
シ

に
お
い
て
、
こ
の
戦
争
を
考
え
る
際
に
は
、
成
瀬
の
考
え
を
常
に

聞
き
な
が
ら
、
自
ら
の
内
側
に
芽
生
え
た
思
い
に
つ
い
て
考
え
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

よ
っ
て
、
ト
シ
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
言
動
に
つ
い
て

探
っ
て
み
る
と
、
今
回
の
資
料
《
新
資
料
①
》
の
ほ
か
に
見
出
さ

れ
る
資
料
は
、
の
ち
の
最
終
学
年
に
あ
た
る
大
正
七
年
十
一
月

二
十
四
日
宮
沢
政
次
郎
あ
て
ト
シ
書
簡
［
一
七
］
で
あ
る
（
ト
シ

書
簡
は
、
堀
尾
青
史
編
「
宮
澤
ト
シ
書
簡
集
」『
ユ
リ
イ
カ
』

一
九
七
〇
年
七
月 

に
よ
る
。
以
下
同
）。
こ
れ
は
、
第
一
次
世

界
大
戦
が
、
大
正
七
年
十
一
月
十
一
日
の
休
戦
協
定
に
よ
っ
て
終

結
を
迎
え
、
日
本
で
も
二
十
一
日
を
祝
日
と
し
て
祝
っ
た
日
の
学

内
で
の
様
子
に
つ
い
て
、
父
に
あ
て
て
知
ら
せ
た
書
簡
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

戦
争
に
冷
淡
だ
時
局
に
盲
だ
と
始
終
校
長
先
生
に
御
叱
り
を

受
け
候
が
休
戦
祝
賀
と
な
れ
ば
さ
す
が
に
大
勢
の
心
も
一
致

し
て
来
る
も
面
白
く
御
座
候　

式
ハ
可
成
に
長
く
校
長
先
生

の
御
話
の
後
、
教
授
の
英
国
人
と
米
国
人
が
演
説
さ
れ
候　

其
後
全
校
幼
稚
園
よ
り
先
生
方
ま
で
各
聯
合
国
の
国
旗
を
持

ち
行
進
運
動
を
い
た
し
候　

そ
し
て
各
国
の
国
歌
を
各
々
う

た
ひ
候
（
そ
れ
も
急
ご
し
ら
へ
に
て
前
前
夜
よ
り
練
習
を
は

じ
め
候
）
夜
ハ
又
寮
舎
の
祝
賀
会
も
あ
り
市
中
の
有
様
ハ
何

一
つ
見
物
い
た
さ
れ
ず
候
ひ
し
も
可
成
り
満
足
す
る
ま
で
祝

ひ
の
心
を
あ
ら
は
し
候

	

（
ト
シ
書
簡
［
一
七
］
大
正
七
年
十
一
月
二
四
日

	

宮
沢
政
次
郎
あ
て
）

で
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
ち
な
が
ら
第
一
次
世
界
大
戦
へ

の
意
識
と
と
も
に
自
ら
の
内
面
を
耕
し
て
い
っ
た
ト
シ
が
、
今
回

の
資
料
《
新
資
料
①
》
の
答
案
で
深
め
た
思
い
に
つ
い
て
触
れ
て

い
き
た
い
。

ト
シ
の
「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想
」
と
い
う
題
名
は
、
先

の
他
学
生
の
題
名
の
な
か
で
は
内
容
の
方
向
性
や
具
体
的
な
観
点

が
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
標
準
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
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な
が
ら
、
冒
頭
か
ら
「
裏
面
ニ
、
小
我
ノ
横
暴
、
専
制
等
ノ
要
求

ヲ
秘
メ
テ
、
表
面
ノ
ミ
ノ
平
和
ハ
到
底
保
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ハ
ナ

イ
」
と
始
ま
る
文
章
に
お
い
て
は
驚
く
べ
き
主
張
の
強
さ
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。

こ
の
「
小
我
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ト

シ
が
こ
の
答
案
の
翌
年
九
月
十
六
日
に
祖
父
喜
助
を
亡
く
し
、
そ

の
あ
と
に「
料
理
ノ
ー
ト
」に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

今
一
つ
の
自
我
発
展
と
云
っ
て
も
、
こ
れ
を
傲
慢
な
分
子
を

加
へ
た
態
度
を
以
て
、
や
や
も
す
れ
ば
小
さ
な
我
の
悟
り
、

我
の
発
展
を
得
よ
う
と
苦
慮
し
て
居
た
事
を
知
っ
た　

こ
の

小
さ
い
我
一
人
（
た
と
へ
自
覚
せ
ず
と
も
）
高
い
所
へ
押
し

あ
げ
や
う
、
悟
ら
せ
や
う
と
し
て
居
た
事
の
い
か
に
み
じ
め

で
あ
る
か
を
見
た　

亡
き
人
の
為
、
家
族
の
為
、
凡
て
の
人

の
為
犠
牲
と
な
っ
て
厭
は
ぬ
と
我
を
忘
れ
て
亡
き
祖
父
の
為

に
た
と
へ
片
時
で
も
祈
る
事
の
出
来
た
事
は
実
に
幸
福
で

あ
っ
た
。

ト
シ
は
、
こ
の
祖
父
が
亡
く
な
る
一
年
以
上
前
の
大
正
五
年
六

月
二
十
三
日
付
書
簡
［
一
］
に
も
、
祖
父
本
人
に
宛
て
て
死
と
信

心
の
問
題
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の
《
新
資
料
①
》

が
書
か
れ
た
大
正
五
年
十
二
月
と
い
う
時
期
は
そ
の
半
年
後
で
あ

り
、
さ
ら
に
大
正
六
年
九
月
に
祖
父
が
死
を
迎
え
る
ま
で
の
期
間

の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
祖
父

の
死
の
問
題
と
戦
争
の
問
題
が
重
な
り
な
が
ら
、
ト
シ
は
自
他
と

も
に
「
小
我
」
の
働
き
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
る
べ
き
我

の
問
題
が「
自
我
発
展
」へ
と
祈
り
に
至
る
価
値
観
を
深
め
て
い
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
料
理
ノ
ー
ト
」
の
先
の
引
用
箇
所
の
前
に
は

次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

夏
休
み
の
終
わ
っ
て
か
ら
間
も
な
く
祖
父
の
死
に
逢
っ
た　

私
は
今
こ
の
事
が
最
も
大
き
な
問
題
と
し
て
頭
の
中
に
お
か

れ
て
あ
る
。（
中
略
）
平
常
（
三
字
不
明
）
頭
に
考
へ
た
人

生
の
問
題
の
最
も
大
き
な
一
つ
た
る
死
に
ま
の
あ
た
り
逢
っ

た
思
い
が
し
真
剣
に
な
る
事
が
出
来
た　

最
も
故
人
に
孝
行

と
な
る
か
を
思
ひ
又
最
早
死
別
も
苦
も
な
い
永
久
の
国
、
祖

父
の
み
な
ら
ず
、
我
が
家
族
の
み
な
ら
ず
、
凡
て
の
人
、
今

戦
場
に
あ
る
人
々
も
な
ど
い
か
に
す
べ
き
か
心
の
底
か
ら
思

は
れ
た

　

そ
し
て
つ
い
に
朧
げ
な
が
ら
私
の
行
く
べ
き
道
を
認
め
る

事
が
出
来
た　

即
ち
や
は
り
信
念
生
活
を
最
も
よ
く
生
活
す

る
外
に
な
い
と
知
っ
た
。

	

（
傍
線
は
山
根
に
よ
る
。
以
下
同
）

こ
の
文
中
の
「
今
戦
場
に
あ
る
人
々
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ト
シ
の
切
実
な
思
い
と
し
て
理
解
が
及
び
に
く

か
っ
た
が
、
今
回
の
《
新
資
料
①
》
に
よ
る
と
、
ト
シ
の
問
題
意



−35−

識
の
な
か
で
は
、「
祖
父
の
死
」
と
「
欧
州
戦
乱
」
の
両
者
そ
れ

ぞ
れ
を
め
ぐ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
く
る
「
小
我
」
の
問
題
こ
そ

が
、
人
の
生
涯
に
お
い
て
は
真
の
「
自
我
発
展
」
を
さ
ま
た
げ
、

一
方
世
界
の
在
り
方
に
お
い
て
は
真
の
「
平
和
」
を
実
現
で
き
な

い
と
い
う
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
く
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
同
質

性
が
見
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
ト
シ
の
人
生
お
よ
び
世
界
に
対
す
る
解
釈
に
お
い
て

は
、
成
瀬
の
導
い
た
「
自
我
発
展
」
お
よ
び
「
平
和
」「
調
和
」

の
思
想
に
確
か
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
ト

シ
の
解
釈
に
は
、
自
身
の
過
去
の
挫
折
体
験
か
ら
く
る
「
小
我
」

に
対
す
る
強
い
問
題
意
識
か
ら
深
め
ら
れ
て
い
る
点
も
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

さ
ら
に
、
ト
シ
の
戦
争
観
の
次
の
展
開
に
お
い
て
、「
私
利
私

欲
デ
ア
ッ
テ
モ
ソ
ノ
極
致
ニ
達
シ
行
キ
詰
ッ
タ
時
ニ
ハ
必
ラ
ズ
他

ニ
道
ヲ
開
ク
モ
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
見
解

に
は
独
自
性
が
表
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
小
我
」
と
い
う
概
念
に
つ
な
が
る
「
私
利
私
欲
」

は
、
必
ず
行
き
詰
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
ゆ
え
に

そ
れ
を
根
本
的
な
改
善
に
転
換
す
る
き
っ
か
け
や
原
動
力
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
私
利
私
欲
が

「
極
致
」
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
我
発
展
」
へ
の
道
が
開
か

れ
る
と
す
る
、「
自
我
」へ
の
信
頼
が
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
信
頼
が
な
ぜ
こ
こ
ま
で
深
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
ト
シ
自

身
の
花
巻
高
等
女
学
校
で
の
挫
折
体
験
と
そ
の
後
の
成
瀬
に
導
か

れ
た
思
想
へ
の
開
眼
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
拙
著

『
宮
沢
賢
治　

妹
ト
シ
の
拓
い
た
道
』（
二
〇
〇
三
年
九
月　

朝
文

社
）
で
詳
述
し
た
が
、
ト
シ
は
高
等
女
学
校
で
の
音
楽
教
師
に
対

す
る
恋
愛
の
心
す
な
わ
ち
ト
シ
自
身
も
あ
と
で
「
自
省
録
」
を
書

い
て
振
り
返
る
と
き
「
小
我
」
の
働
き
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る

心
に
よ
っ
て
、
他
者
不
信
と
自
己
不
信
の
ど
ん
底
に
陥
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
女
子
大
学
校
に
進
学
し
て
成
瀬
の
信

念
に
触
れ
、「
私
利
私
欲
」
に
傾
い
た
「
小
我
」
に
支
配
さ
れ
た
「
自

我
」
が
、「
行
キ
詰
マ
ッ
タ
」
こ
と
の
深
い
意
味
を
開
示
し
た
か

ら
こ
そ
、《
新
資
料
①
》
の
こ
の
後
に
登
場
す
る
「
宇
大
ノ
大
霊
」

「
大
霊
ノ
御
心
」
に
つ
な
が
っ
て
、「
真
我
」
に
開
か
れ
て
い
く
こ

と
を
望
ん
で
至
ろ
う
と
す
る
前
向
き
な
心
理
へ
と
道
が
開
か
れ
た

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、戦
争
の
な
か
で
の
「
私
利
私
欲
」

の
極
致
と
行
き
詰
ま
り
の
な
か
に
あ
っ
て
も
「
大
霊
ノ
御
心
」
の

働
き
を
信
じ
て
意
味
を
見
出
す
こ
と
か
ら
道
が
開
け
る
の
だ
と
ト

シ
は
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
ト
シ
が
「
現
在
ノ
社
界
ハ
決
シ
テ
理
想
的

ノ
完
全
ナ
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
。
マ
ダ
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
、
実
相

ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
、
勢
ヲ
恣
ニ
シ
テ
居
ル
ト
コ
ロ
ガ
ア
ル
」
と
述

べ
な
が
ら
も
、「
コ
ノ
点
ヨ
リ
見
テ
、
戦
争
必
ズ
シ
モ
悪
ト
ハ
思
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ハ
レ
ヌ
」
と
い
え
る
心
境
を
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
の
「
戦

争
」
と
い
う
出
来
事
は
、
ト
シ
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
人
間
の
心
の

問
題
が
露
呈
し
た
現
象
で
あ
る
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
行
キ
詰
ッ
テ
愈
々
局
面
ノ
展
開
ス
ル
時
ニ

ハ
、
ソ
コ
ニ
善
ト
悪
、
真
ト
不
真
、
美
ト
醜
ト
ノ
争
ガ
、
多
少
無

ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
」
と
い
う
よ
う
に
、
行
き
詰
ま
る
前
に
は
見
え
な

か
っ
た
葛
藤
す
る
対
立
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
心
の
展
開

が
、
真
の
「
自
我
発
展
」
の
た
め
に
は
大
切
な
の
だ
と
い
う
ト
シ

の
考
え
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。

そ
う
し
て
、
次
の
「
宇
大
ノ
大
霊
在
ス
コ
ト
ヲ
知
ル
故
ニ
最
後

ハ
必
ラ
ズ
、
大
霊
ノ
御
心
ニ
適
ヘ
ル
モ
ノ
ガ
勝
ツ
ヿ
デ
ア
ラ
ウ
」

と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
善
と
悪
、
真
と
不
真
、

美
と
醜
と
の
争
」
に
対
し
て
、「
最
後
ハ
必
ラ
ズ
、
大
霊
ノ
御
心

ニ
適
ヘ
ル
モ
ノ
ガ
勝
ツ
」
と
い
う
「
争
」
と
「
勝
ツ
」
と
い
う
戦

闘
的
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、
人

間
の
心
や
価
値
観
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
意
味
が
提
示
さ
れ
、
ト

シ
の
考
え
方
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ト
シ
は
、
こ
の
世
の
価
値
観
が
「
大
霊
ノ
御
心
」
に
適
う
「
ソ

ノ
時
」
に
つ
い
て
、「
今
ヨ
リ
幾
星
霜
ノ
後
カ
殆
ド
予
想
ハ
出
来

ナ
イ
」
と
し
な
が
ら
も
、
い
つ
か
「
コ
ノ
世
ニ
天
国
、
極
楽
ノ
来

ル
コ
ト
ヲ
思
フ
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
世
で
の
「
天
国
」｢

極
楽｣

の
実
現
を
望
む
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
天
国
」
と
「
極
楽
」

を
並
べ
て
使
い
、
そ
の
意
味
と
し
て
は
、「
大
霊
ノ
御
心
」
に
適

う
世
界
と
い
う
意
味
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
死
後
と
現

世
を
わ
け
隔
て
ず
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
世
界
を
わ
け
隔

て
ず
、
す
べ
て
を
包
む
「
大
霊
ノ
御
心
」
に
適
う
よ
う
に
、
あ
ら

ゆ
る
人
の
心
が
い
か
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
と

い
う
基
準
を
見
据
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
兄
賢
治
は
「
大
霊
ノ
御
心
」
と
い
っ
た
表
現
は
使

用
し
て
い
な
い
が
、「
宇
宙
意
志
」
と
い
う
成
瀬
と
共
通
す
る
語

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
ト
シ
の
現
世

に
お
け
る
「
大
霊
ノ
御
心
」
と
人
の
心
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
把

握
の
在
り
方
と
し
て
は
、
賢
治
に
も
響
き
合
う
要
素
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、ト
シ
が
こ
う
し
た
「
大
霊
ノ
御
心
」
が
適
う
状
況
を
「
玲

瓏
タ
ル
モ
ノ
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
み
な
が

ら
も
、
一
方
、「
戦
争
ハ
人
類
ノ
階
段
デ
ア
ル
カ
ラ
仕
方
ガ
ナ
イ
」

と
考
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ト
シ
が
心
に
抱
い
て
い
る
世
界
観
と
し
て
、「
大
霊
ノ
御
心
」

が
適
う
世
界
の
真
の
到
来
は
、「
人
類
ノ
階
段
」
を
「
悪
」
や
「
暗
」

の
低
い
段
階
を
経
て
段
階
を
登
る
こ
と
、
つ
ま
り
先
の
ト
シ
表
現

で
は
「
行
キ
詰
ッ
テ
愈
々
局
面
ノ
展
開
ス
ル
」
こ
と
に
よ
っ
て
こ
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そ
来
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ト
シ
が
望
む
方
向
性
と
し
て
は
、「
只
ソ

ノ
結
果
ガ
最
モ
ヨ
ク
ア
ラ
ン
事
ヲ
望
ム
。
早
ク
、
悪
ヲ
滅
シ
、
暗

ヲ
追
ヒ
、
玲
瓏
タ
ル
モ
ノ
ニ
社
会
ガ
成
ル
コ
ト
ヲ
願
フ
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
ト
シ
は
、「
悪
」
や
「
暗
」
の

低
い
段
階
に
対
し
て
、
そ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
「
人
類
」

の
心
を
恐
れ
ず
見
極
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
人
類
の
心
が
「
大

霊
ノ
御
心
」
に
真
に
適
っ
て
い
く
た
め
の
展
開
を
踏
ん
で
い
く
こ

と
に
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、ト
シ
は
、「
然
シ
又
一
方
眼
ヲ
現
在
ノ
状
態
ニ
オ
ケ
バ
」

と
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
論
点
は
「
大
霊
ノ
御
心
」
か
ら
見
た
巨
視

的
な
永
遠
の
次
元
か
ら
見
る
視
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
視
点
を

現
実
の
次
元
に
よ
る
視
点
か
ら
見
る
と
「
実
ニ
戦
争
ノ
悲
惨
ナ
ル

コ
ト
ハ
、
科
学
ニ
伴
ヒ
テ
進
ム
ヿ
ヲ
見
セ
ラ
レ
、
多
ク
ノ
犠
牲
者

ノ
為
ニ
惨
ミ
惜
シ
ミ
、
悲
シ
マ
ザ
ル
ヲ
得
ヌ
」
と
い
う
感
慨
を
抱

い
て
い
る
こ
と
も
欠
か
さ
ず
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
科
学
の
進

歩
に
よ
る
戦
争
の
悲
惨
さ
は
、「
多
ク
ノ
犠
牲
者
」
を
出
す
と
い

う
い
の
ち
の
問
題
は
、
答
案
冒
頭
の
「
小
我
」
の
問
題
に
つ
な
が

る
結
果
だ
と
い
う
思
い
と
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
ト
シ
は
「
私
ハ
日
本
ノ
婦
人
ト
シ
テ
、
何
ヲ
ナ
ス
ベ

キ
カ
、
コ
ノ
戦
乱
ニ
ヨ
リ
テ
、
大
イ
ニ
暗
示
サ
レ
度
イ
ト
思
フ
」

と
述
べ
、
ま
ず
「
日
本
ノ
婦
人
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、
戦
争
と

い
う
も
の
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
、自
ら
へ
の
「
暗
示
」

を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
「
日
本
ノ
婦
人
」
と
い
う
観

点
が
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
欧
米
の
婦
人
が
こ
の
大
戦

で
目
覚
め
、
女
性
と
し
て
の
自
立
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

に
続
い
て
ト
シ
も
日
本
の
婦
人
と
し
て
如
何
に
目
覚
め
、
何
を
実

行
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
「
大
イ
ニ
暗
示
サ
レ
度
イ
」
と
「
暗
示
」

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ト
シ
が
「
暗
示
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
考
え
る
際
に
、「
暗
示
」
の
語
を
使
用
し
た
例
と
し
て
は
、《
新

資
料
①
》
の
三
ヵ
月
余
り
前
に
あ
た
る
〈
資
料
５
〉
と
〈
資
料
６
〉

に
登
場
し
て
い
る
。
ま
ず
、
夏
休
み
直
後
の
カ
ー
ド
「
夏
期
休
暇

中
ノ
経
験
」
で
の
「
今
一
ツ
ハ
或
一
日
偶
ナ［

マ
マ
］ク
モ
敬
愛
ス
ル
兄
ヨ

リ
或
暗
示
ヲ
得
タ
。
ソ
ノ
形
［
カ
］
ハ
定
カ
デ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
ケ
レ

ド
僅
カ
ニ
光
明
ヲ
認
メ
テ
帰
校
シ
タ
」
と
い
う
文
章
と
、
そ
れ
に

つ
な
が
る
〈
資
料
６
〉
の
カ
ー
ド
「
第
二
学
期
ノ
決
心
及
希
望
」

で
の
「
休
暇
中
ノ
或
一
日
、
暗
示
サ
レ
タ
ソ
ノ
光
リ
ハ
、
帰
校
後

種
々
ノ
刺
激
ヲ
得
、
又
考
ヘ
ル
事
ニ
ヨ
ッ
テ
漸
ク
明
ラ
カ
ニ
ナ
リ

ツ
ヽ
ア
ル
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
暗
示
と
は
、
ト
シ
に
と
っ
て
瞑
想
の
な
か
で
求
め
る
啓
示
の
意

味
を
持
ち
、「
光
明
」「
光
」
す
な
わ
ち
絶
対
者
に
つ
な
が
る
な
か

で
の
意
味
合
い
が
示
さ
れ
た
思
想
の
啓
示
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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そ
れ
ほ
ど
に
ト
シ
は
、
戦
争
と
い
う
逆
境
の
な
か
で
こ
そ
、「
大

霊
ノ
御
心
」
か
ら
の
啓
示
を
受
け
と
め
よ
う
と
し
、
自
己
を
婦
人

と
し
て
の
使
命
を
考
え
つ
つ
、
そ
の
「
御
心
」
に
適
う
心
へ
と
自

己
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

加
え
て
、
兄
賢
治
に
関
連
し
て
述
べ
て
お
く
と
、
賢
治
童
話
に

「
烏
の
北
斗
七
星
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
戦
争
の
な
か
で
闘
う

烏
が
主
人
公
で
、そ
の
烏
の
葛
藤
の
心
が
描
か
れ
た
作
品
が
あ
る
。

そ
の
心
は
、「
あ
し
た
の
戦
で
わ
た
く
し
が
勝
つ
こ
と
が
い
ゝ
の

か
、
山
烏
が
か
つ
の
が
い
ゝ
の
か
そ
れ
は
わ
た
く
し
に
わ
か
り
ま

せ
ん
、
た
ゞ
あ
な
た
の
お
考
の
と
ほ
り
で
す
、
わ
た
く
し
は
わ
た

く
し
に
き
ま
つ
た
や
う
に
力
い
つ
ぱ
い
た
ゝ
か
ひ
ま
す
、
み
ん
な

み
ん
な
あ
な
た
の
お
考
へ
の
と
ほ
り
で
す
と
し
づ
か
に
祈
つ
て
居

り
ま
し
た
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
小
我
と
大
我
の
あ
い
だ
の

葛
藤
で
あ
り
、
そ
の
葛
藤
か
ら
真
の
信
仰
と
祈
り
が
心
に
わ
き
起

こ
っ
て
く
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
賢
治
の
表
現
世
界
に
、

ト
シ
の
こ
の
答
案
に
注
い
だ
思
い
が
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、

重
要
な
意
味
を
も
と
う
。

二
、《
新
資
料
②
》
三
泉
寮　

誓
の
言
葉
「
祈
り
」

�
 

大
正
七
年
九
月
八
日

こ
の
「
誓
い
の
言
葉
」
の
日
付
け
と
し
て
記
さ
れ
た
「
大
正
七

年
九
月
八
日
」
は
、
表
紙
に
「
三
泉
寮　

終
結
の
暁
」
と
あ
る
よ

う
に
、
ト
シ
た
ち
第
十
六
回
生
が
最
高
学
年
で
あ
る
本
科
四
年
に

な
っ
て
軽
井
沢
に
あ
る
日
本
女
子
大
学
校
の
夏
期
寮
「
三
泉
寮
」

で
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
講
話
を
聞
き
、
黙
想
指
導
に
よ
っ
て
思
索
が

導
か
れ
る
体
験
を
し
た
三
週
間
ほ
ど
の
修
養
会
の
最
終
日
で
あ

る
。
ト
シ
自
身
の
他
の
資
料
で
は
、
六
月
二
二
日
付
け
ト
シ
書
簡

［
八
］（
父
政
次
郎
あ
て
）
で
「
夏
休
み
に
軽
井
沢
三
泉
寮
へ
参
る

事
ハ
、
七
月
ハ
三
年
生
、
私
共
ハ
八
月
十
七
日
頃
よ
り
行
く
事
と

相
成
り
候
」
と
報
告
し
て
お
り
、
こ
れ
は
毎
年
夏
に
行
わ
れ
て
い

る
成
瀬
校
長
の
人
生
最
後
の
軽
井
沢
夏
期
寮
に
参
加
し
直
接
指
導

を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
八
月
十
七
日
か
ら
九
月
八
日

ま
で
の
日
程
で
あ
れ
ば
、
二
十
三
日
間
の
日
程
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。そ

の
最
終
日
に
第
十
六
回
生
七
十
三
名
が
成
瀬
仁
蔵
の
考
案
し

た
「
実
践
倫
理
ノ
ー
ト
」
に
し
た
た
め
た
「
誓
い
の
言
葉
」
が
、

紐
で
一
束
に
綴
じ
ら
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
は
、
ト
シ
と
同
様
に
、
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
の
よ
う
に

二
つ
穴
が
二
箇
所
あ
け
ら
れ
た
「
実
践
倫
理
ノ
ー
ト
」
一
枚
の
表

面
の
み
を
使
用
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
題
名
に
つ
い
て

は
、ト
シ
の
題
と
同
じ
「
祈
り
」
の
ほ
か
「
誓
い
」
が
多
い
一
方
、

「
聖
地
ヲ
去
ル
ニ
際
シ
テ
ノ
吾
覚
悟
」（
家
政
学
部
）、「
落
葉
松
ノ

森
ニ
テ
誓
ス
／
正
義
ニ
向
テ
猛
進
セ
ヨ
」（
家
政
学
部
）、「
軽
井
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沢
生
活
最
後
ノ
日
ニ
」（
家
政
学
部
）、「Life

」（
英
文
学
部
）、「
正

義
ノ
勝
利
者
」（
英
文
学
部
）
と
い
っ
た
題
名
も
あ
る
。

こ
こ
で
ト
シ
の
内
容
に
触
れ
る
際
に
、
ト
シ
以
外
の
学
生
に
つ

い
て
触
れ
る
と
、
ま
ず
ト
シ
と
同
じ
家
政
学
部
の
同
学
年
の
友
人

で
あ
る
加
用
ト
キ
の
全
文
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　

祈
り
。

愛
ト
自
由
ト
平
等
モ
テ
全
テ
ヲ
抱
擁
セ
ル
大
自
然
ノ
コ
ノ
聖

地
。
新
生
命
ヲ
吾
ニ
与
ヘ
シ
コ
ノ
聖
山
コ
ソ
ハ
幾
度
自
ラ
自

ラ
ヲ
捨
テ
自
ラ
ヲ
欺
キ
シ
ソ
ノ
罪
科
ヲ
咎
メ
ズ
吾
ヲ
見
捨
テ

ズ
救
ヒ
出
シ
テ
生
レ
変
レ
ト
霊
泉
モ
テ
過
去
ノ
汚
レ
ヲ
拭
ヒ

新
ニ
向
上
ノ
道
ヲ
示
シ
自
由
ヲ
与
ヘ
頭
上
ニ
正
義
ノ
御
旗
ヲ

カ
ザ
シ
給
ヒ
ヌ
。	

嗚
呼
恵
ミ
深
キ
コ
ノ
境
地
。

永
久
ノ

マ
マ

 

ヲ
吾
ニ
与
ヘ
シ
コ
ノ
源
泉
。

正
義
ノ
御
旗
ノ
下
ニ
必
死
ノ
奮
戦
ヲ
期
シ
テ
進
ム
行
手
ニ
常

ニ
光
ヲ
与
ヘ
朝
ノ
誓
ヒ
ニ
夕
ノ
祈
ニ
正
義
ノ
為
ニ
真
面
目
ト

愛
ノ
努
力
ヲ
囁
キ
テ
永
久
ニ
守
リ
給
ヘ
ヨ
樅
ノ
喬
木
ヨ
。

	

（
大
正
七
年
九
月
八
日
樅
ノ
木
ノ
下
ニ
テ
）

ま
ず
は
、
加
用
ト
キ
が
三
泉
寮
の
大
自
然
を
聖
地
と
呼
び
、
こ

こ
で
、
こ
の
大
自
然
が
絶
対
者
と
し
て
の
救
い
と
恵
み
を
注
い
で

い
る
こ
と
の
実
感
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
つ

ま
り
、
こ
の
聖
山
は
自
分
の
罪
科
を
咎
め
ず
自
分
を
見
捨
て
ず
自

分
を
救
い
出
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
促
す
意
志
を
主
体
的
に

働
き
か
け
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
自
分
と
は
、「
自

ラ
自
ラ
ヲ
捨
テ
自
ラ
ヲ
欺
キ
シ
ソ
ノ
罪
科
」
を
過
去
に
も
つ
自
己

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、加
用
ト
キ
は
赤
裸
々
に
吐
露
し
て
い
る
。

こ
の
思
い
を
加
用
ト
キ
が
、
こ
の
夏
期
寮
の
機
会
あ
る
い
は
在
学

中
に
、
ト
シ
に
伝
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ト
シ
も
同
様

の
深
い
思
い
を
抱
く
者
と
し
て
、
強
い
心
の
絆
に
よ
っ
て
結
ば
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
の
ち
に
触
れ
る
ト
シ
の
加
用
ト
キ
あ
て

書
簡
は
、
そ
う
し
た
背
景
を
共
有
し
て
祈
り
合
っ
た
か
け
が
え
の

な
い
友
人
と
し
て
の
加
用
ト
キ
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
他
の
学
生
の
祈
り
の
言
葉
に
つ
い
て
、
ト
シ
の
思
想

と
の
関
連
を
考
え
る
た
め
、
次
の
五
例
を
挙
げ
た
い
。

「
偉
大
ナ
ル
大
自
然
ノ
前
ニ
平
伏
シ
冥
想
ス
ル
ヿ
廿
余
日
ニ

シ
テ
自
分
自
身
ノ
中
ニ
存
在
セ
ル
我
独
特
ノ
宝
ヲ
探
グ
ル
ベ

キ
道
ノ
燭
光
ヲ
見
ル
ヲ
得
タ
リ
。」	

（
家
政
学
部
）

「
吾
ガ
生
涯
ノ
出
発
点
ハ
此
処
ニ
ア
リ
。
小
サ
キ
ナ
ガ
ラ
モ

吾
ガ
心
霊
ハ
不
朽
ノ
生
命
ヲ
存
シ
無
尽
ノ
価
値
ヲ
存
シ
テ
ヰ

ル
コ
ト
ヲ
信
ズ
ル
ノ
デ
ア
ル
。」	

（
家
政
学
部
）

「
我
レ
正
義
ノ
神
秘
ヲ
サ
ト
リ　

自
己
ノ
内
心
ニ
神
ア
ル
ヲ

確
信
ス
。」	

（
師
範
家
政
学
部
）

「
団
体
ノ
流
レ
ト
共
ニ
ナ
リ
、
ア
ク
マ
デ
モ
正
義
（
宇
宙
ノ

意
志
ト
己
ノ
中
ノ
正
義
ト
ノ
関
係
ガ
ヨ
ク
ツ
キ
テ
働
ク
其
ノ
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正
義
）
ニ
依
リ
テ
進
行
シ
、
以
テ
生
ノ
無
限
ノ
拡
ガ
リ
ヲ
持

タ
ン
事
ヲ
期
ス
。」	

（
師
範
家
政
学
部
）

「
尊
イ
人
生
ヲ
味
ハ
ン
ガ
為
ニ
コ
コ
ニ
最
ッマ

マ

モ
堅
キ
清
キ
信

念
ヲ
キ
ヅ
カ
ン
ト
テ
来
リ
シ
我
ハ
苦
ル
シ
ミ
苦
ル
シ
ミ
テ
後

漸
ク
低
キ
信
念
ヲ
高
メ
開
ケ
ヌ
道
ヲ
見
出
シ
正
義
ノ
必
勝
ヲ

経
験
シ
宇
宙
ノone	m

ind

ナ
ル
ヲ
悟
リ
得
ヌ　

コ
ノ
信
念

ヲ
モ
ッ
テ
勇
マ
シ
ク
人
生
ヲ
渡
ラ
ン
ト
ス	

（
英
文
学
部
）

こ
れ
に
加
え
て
、《
新
資
料
㊀
》
と
し
て
後
掲
し
た
翻
刻
「
第

十
六
回
生　

感
謝
の
歌
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
夏
期
寮
に
参
加
し

た
第
十
六
回
生
が
、
恐
ら
く
全
員
の
祈
り
の
思
い
を
汲
み
上
げ
て

共
同
で
作
っ
て
共
有
し
た
歌
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
関
連
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
、
大
自
然
の
な
か
の
瞑
想
か
ら
自
己
の
内
心
に
宇

宙
の
意
志
の
存
在
と
働
き
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
湧
く
不
朽
の
生
命

の
泉
の
流
れ
を
知
れ
ば
、
そ
の
永
遠
の
流
れ
に
共
に
入
る
こ
と
で
、

自
己
の
価
値
や
使
命
を
感
じ
て
生
の
力
を
漲
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
心
の
方
向
性
が
強
く
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
特
徴
的
な
点
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は
、「
正
義
」
と
「
戦

う
」
と
い
う
言
葉
の
多
用
で
あ
る
。「
正
義
」
は
、
前
掲
の
学
生

に
よ
る
「
宇
宙
ノ
意
志
ト
己
ノ
中
ノ
正
義
ト
ノ
関
係
ガ
ヨ
ク
ツ
キ

テ
働
ク
其
ノ
正
義
」
と
の
解
説
も
あ
る
よ
う
に
、
宇
宙
の
意
志
に

添
っ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
基
準
を
も
つ
価
値
観
で
あ
る
と
い
え

る
。
ま
た
、「
戦
う
」
と
い
う
概
念
は
、
成
瀬
の
言
葉
で
は
、
ト

シ
よ
り
一
年
前
の
大
正
六
年
の
夏
期
寮
で
成
瀬
は
「
我
等
は
実
に

天
意
に
従
つ
て
、
霊
の
戦
ひ
に
進
軍
す
る
兵
士
で
あ
る
」（『
成
瀬

先
生
伝
』
四
四
八
頁
）
と
し
て
頻
繁
に
使
用
し
て
い
る
表
現
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
も
成
瀬
の
講
話
の
な
か
で
強
調
さ
れ
、
学

生
に
影
響
を
与
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、ト
シ
の
「
祈
り
」
の
内
容
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
く
と
、

ト
シ
は
、
自
分
が
「
無
限
な
る
生
命
」
す
な
わ
ち
絶
対
者
の
大
い

な
る
い
の
ち
に
「
連
る
」
よ
ろ
こ
び
と
と
も
に
、
そ
れ
は
人
々
も

そ
う
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
、「
共
に
」「
誠
の
生
命
」
に
至
る

こ
と
を
祈
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、「
無
限
な
る
生
命
」「
誠
の
生
命
」
と
い
う
言
葉
は
、
賢

治
童
話
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
に
お
け
る
「
か
ぎ
り
な
い
い
の

ち
」「
ま
こ
と
の
ち
か
ら
」「
ま
こ
と
の
ひ
か
り
」
に
通
じ
て
く
る

重
要
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、「
障
害
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
戦
は
し
め
給
へ
」
と

ト
シ
も
先
の
学
生
た
ち
と
同
様
に
「
戦
う
」
と
い
う
表
現
を
使
っ

て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
ト
シ
に
と
っ
て
「
障
害
」

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
対
象
は
何
か
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は

先
の
《
新
資
料
①
》
と
も
響
き
合
う
意
味
か
ら
、「
小
我
」
と
い

え
る
要
素
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
、《
新
資
料
③
》　

実
践
倫
理　

出
欠
記
録　

�

大
正
七
年
十
二
月
十
七
日

こ
の
《
新
資
料
③
》
で
は
、
ト
シ
の
答
案
は
存
在
せ
ず
、
病
気

欠
席
者
と
し
て
「
宮
沢
」
の
名
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ

こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。

こ
こ
で
「
生
徒
数
合
計
廿
八
名
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ト

シ
と
同
級
の
家
政
学
部
の
人
数
で
あ
る
。
欠
席
者
の
数
に
つ
い
て

「
八
名
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
欠
席
理
由
が
「
不
明
」
で
あ
る

者
と
し
て
「
池
本
」
の
名
が
一
度
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後

出
席
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
赤
字
に
よ
っ
て
そ
の
名
が
消
さ

れ
、
結
果
と
し
て
「
八
名
」
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
ト
シ
は
十
二
月
十
七
日
の
「
実
践
倫
理
」
の
授
業
に

欠
席
し
、
他
の
学
生
が
提
出
し
て
い
る
答
案
を
提
出
し
て
い
な
い

欠
席
者
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ト
シ
の
こ
の
日

に
至
る
動
向
を
探
る
と
、
こ
の
前
に
、
ト
シ
は
父
あ
て
の
三
通
に

わ
た
っ
て
、
冬
休
み
の
帰
省
に
つ
い
て
事
前
に
相
談
し
、「
今
度

ハ
四
月
ま
で
ハ
短
き
事
に
て
も
あ
り
又
一
度
の
休
み
位
ハ
帰
ら
ぬ

方
が
よ
く
は
な
い
か
と
思
は
れ
候
」「
父
上
様
の
御
許
し
を
得
た

上
で
定
め
申
す
べ
く
候
」（
書
簡
［
一
七
］
十
一
月
二
十
四
日
）

と
伝
え
た
後
、父
が
帰
省
す
る
よ
う
に
命
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

ト
シ
は
「
終
業
式
ハ
多
分
廿
四
に
て
そ
の
夜
多
分
六
時
の
汽
車
に

な
る
事
と
思
は
れ
候
」（
書
簡
［
一
八
］
十
二
月
九
日
）
と
知
ら
せ
、

「
帰
る
序
で
に
何
か
御
用
ハ
御
座
無
候
や
」（
書
簡
［
一
九
］
大
正

七
年
十
二
月
十
日
）
と
帰
省
す
る
予
定
で
伺
い
を
立
て
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ト
シ
は
発
熱
の
た
め
二
十
日
に
入
院
し
、

二
十
七
日
に
母
イ
チ
と
兄
賢
治
が
看
病
の
た
め
上
京
し
た
と
い
う

経
緯
と
な
る
。

そ
の
後
、
肺
炎
と
診
断
さ
れ
た
ト
シ
は
入
院
中
の
大
正
八
年
一

月
に
、
成
瀬
校
長
の
肝
臓
癌
の
診
断
が
下
さ
れ
、
二
十
九
日
に
は

全
教
員･

学
生
対
象
の
告
別
講
演
が
講
堂
で
な
さ
れ
た
と
い
う
報

を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
の
成
瀬
校
長
の
告
別
の
言
葉

に
応
え
る
よ
う
に
、
第
十
六
回
生
と
し
て
の
決
意
を
ま
と
め
た
の

が
、《
新
資
料
㊁
》
の
第
十
六
回
生
「
誓
」（
大
正
八
年
二
月
二
日
）

で
あ
り
、ト
シ
も
後
日
追
っ
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
一
致
協
力
シ
テ
飽
ク
迄
先
生
ノ
御
精
神
ヲ

貫
徹
致
シ
マ
ス
」「
一
度
先
生
ニ
依
リ
テ
点
火
セ
ラ
レ
タ
霊
ノ
閃

キ
ハ
再
ビ
モ
ト
ノ
暗
愚
ニ
帰
ヘ
ル
事
ハ
出
来
マ
セ
ン
。
只
ダ
私
共

ハ
進
軍
シ
成
長
致
ス
ヨ
リ
仕
方
ガ
御
坐
イ
マ
セ
ン
」「
私
共
ガ
常

ニ
憧
レ
断
ヘ
ズ
求
ム
ル
永
遠
ナ
ル
生
命
ハ
実
ニ
先
生
ノ
御
人
格
デ

御
坐
イ
マ
シ
タ
」「
我
ガ
慕
ヒ
奉
ル
先
生
ノ
御
人
格
ヲ
通
シ
テ
久

遠
ノ
生
命
ヲ
見
オ
ホ
セ
タ
事
ノ
喜
ビ
」「
私
共
モ
先
生
ト
御
一
緒

ニ
永
生
致
シ
マ
ス
」
と
い
う
表
現
に
は
共
感
を
も
っ
た
の
で
は
な
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い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
卒
業
し
た
ト
シ
は
、
一
年
間
療
養
を
続
け
た
あ
と
、

「
自
省
録
」
を
脱
稿
し
た
一
ヶ
月
後
に
同
級
生
で
あ
っ
た
加
用
ト

キ
に
あ
て
て
、
書
簡
［
二
一
］（
大
正
九
年
三
月
十
六
日　

晩
香

寮　

加
用
と
き
子
あ
て
）
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

晩
香
寮
に
手
塚
先
生
の
御
あ
と
又
平
野
先
生
の
御
あ
と
と
し

て
又
は
小
さ
い
方
方
の
御
姉
様
と
し
て
ど
の
様
な
御
生
活
を

御
経
験
遊
ば
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
御
伺
ひ
申
し
た

う
ご
ざ
い
ま
す

御
別
れ
ら
し
い
御
別
れ
も
致
さ
ず
に
終
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た

の
で
か
ら
だ
が
恢
復
致
し
次
第
上
京
致
し
度
い
と
存
じ
て
居

り
ま
し
た
が
や
っ
と
近
い
う
ち
上
京
も
叶
ひ
さ
う
に
な
っ
て

参
り
ま
し
た

こ
の
上
京
が
実
現
し
た
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
ト
シ
は
、
こ
の

あ
と
大
正
九
年
九
月
か
ら
母
校
花
巻
高
等
女
学
校
で
教
諭
心
得
と

し
て
勤
め
始
め
る
こ
と
と
な
り
、
成
瀬
の
天
職
と
し
て
の
働
き
を

引
き
継
ぐ
任
を
担
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

今
回
の
新
資
料
で
は
、《
資
料
①
》
か
ら
、
ト
シ
の
欧
州
戦
争
と

い
う
こ
の
世
の
現
実
に
お
い
て
分
析
さ
れ
る
小
我
の
問
題
に
つ
い

て
、心
の
深
い
段
階
で
み
つ
め
て
い
た
思
想
内
容
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
ま
た
《
資
料
②
》
か
ら
は
、
ト
シ
が
成
瀬
に
導
か
れ
て
大
切

に
意
味
づ
け
た
自
然
と
の
触
れ
あ
い
の
な
か
で
、
瞑
想
体
験
に
よ

る
実
感
を
通
し
て
、
絶
対
者
の「
無
限
の
い
の
ち
」
に
触
れ
て
つ

な
が
り
、
さ
ら
に
人
々
と
と
も
に
「
ま
こ
と
の
い
の
ち
」
に
至
ろ

う
と
す
る
い
の
ち
の
つ
な
が
り
へ
の
実
現
を
祈
っ
て
い
る
こ
と
と
、

そ
の
た
め
に
心
の
小
我
を
宇
宙
意
志
の
大
我
に
広
げ
て
い
こ
う
と

す
る
覚
悟
を
強
く
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

い
ず
れ
も
ト
シ
が
、
こ
の
世
の
逆
境
に
つ
い
て
、
成
瀬
の
思
想

を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、「
無
限
な
る
生
命
」と「
我
」お
よ
び「
人
々
」

と
の
連
な
り
の
関
係
に
お
い
て
常
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
心
か

ら
、
大
き
な
開
眼
と
深
い
洞
察
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ

と
は
、
今
回
の
新
資
料
な
ら
で
は
の
発
見
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
ト
シ
と
身
近
に
接
し
て
い
た
第
十
六
回
生
に
よ

る
新
資
料
か
ら
は
、
ト
シ
が
自
ら
の
思
い
を
前
進
さ
せ
た
背
景
に

は
、
成
瀬
の
思
い
を
浸
透
さ
せ
た
力
強
い
精
神
的
共
同
体
の
存
在

が
あ
り
、
こ
の
共
同
体
は
成
瀬
の
思
想
を
共
に
深
め
る
貴
重
な
場

で
あ
っ
た
こ
と
が
見
出
せ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

	
（
一
九
九
二
年
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
退

学
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授　

や
ま
ね　

と
も
こ
）



−43−

［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

〈
表
面
〉

	

欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想

	
	

	

家
政
一
年　

宮
沢
ト
シ

裏
面
ニ
、
小
我
ノ
横
暴
、
専
制
等
ノ
要
求
ヲ
秘
メ
テ
、
表
面
ノ
ミ

ノ
平
和
ハ
到
底
保
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
。

私
利
私
欲
デ
ア
ッ
テ
モ
ソ
ノ
極
致
ニ
達
シ
行
キ
詰
ッ
タ
時
ニ
ハ
必

ラ
ズ
他
ニ
道
ヲ
開
ク
モ
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
カ
。
現
在
ノ
社
界
ハ
決

［
付
］
宮
澤
ト
シ　
「
実
践
倫
理
」
答
案 

翻
刻

【
大
正
五
年
度
】
家
政
学
部
本
科
一
年

《
新
資
料
①
》 

「
欧
州
戦
乱
ニ
ツ
キ
テ
ノ
感
想
」　

大
正
五
年
十
二
月
二
十
三
日　

 
 
 
 
 
 

実
践
倫
理
ノ
ー
ト
＊　

一
枚　

二
頁 

横
書 

（
用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
六
×
横
一
六
一
ミ
リ
）

シ
テ
理
想
的
ノ
完
全
ナ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
。
マ
ダ
真
理
ナ
ラ
ザ
ル
モ

ノ
、
実
相
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
、
勢
ヲ
恣
ニ
シ
テ
居
ル
ト
コ
ロ
ガ
ア

ル
。
コ
ノ
点
ヨ
リ
見
テ
、
戦
争
必
ズ
シ
モ
悪
ト
ハ
思
ハ
レ
ヌ
。
行

キ
詰
ッ
テ
愈
々
局
面
ノ
展
開
ス
ル
時
ニ
ハ
、
ソ
コ
ニ
善
ト
悪
、
真

ト
不
真
、
美
ト
醜
ト
ノ
争
ガ
、
多
少
無
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
。

宇
大
ノ
大
霊
在
ス
コ
ト
ヲ
知
ル
故
ニ
最
後
ハ
必
ラ
ズ
、
大
霊
ノ
御

心
ニ
適
ヘ
ル
モ
ノ
ガ
勝
ツ
ヿ
デ
ア
ラ
ウ
。
ソ
ノ
時
ハ
今
ヨ
リ
幾
星

霜
ノ
後
カ
殆
ド
予
想
ハ
出
来
ナ
イ
ガ
、
コ
ノ
世
ニ
天
国
、
極
楽
ノ

来
ル
コ
ト
ヲ
思
フ
。

戦
争
ハ
人
類
ノ
階
段
デ
ア
ル
カ
ラ
仕
方
ガ
ナ
イ
。
只
ソ
ノ
結
果
ガ

最
モ
ヨ
ク
ア
ラ
ン
事
ヲ
望
ム
。
早
ク
、
悪
ヲ
滅
シ
、
暗
ヲ
追
ヒ
、

玲
瓏
タ
ル
モ
ノ
ニ
社
会
ガ
成
ル
コ
ト
ヲ
願
フ
。

然
シ
又
一
方
眼
ヲ
現
在
ノ
状
態
ニ
オ
ケ
バ
、
実
ニ
戦
争
ノ
悲
惨
ナ

ル
コ
ト
ハ
、
科
学
ニ
伴
ヒ
テ
進
ム
ヿ
ヲ
見
セ
ラ
レ
、
多
ク
ノ
犠
牲

者
ノ
為
ニ
惨
ミ

〈
裏
面
〉

惜
シ
ミ
、
悲
シ
マ
ザ
ル
ヲ
得
ヌ
。

私
ハ
日
本
ノ
婦
人
ト
シ
テ
、
何
ヲ
ナ
ス
ベ
キ
カ
、
コ
ノ
戦
乱
ニ
ヨ

リ
テ
、
大
イ
ニ
暗
示
サ
レ
度
イ
ト
思
フ
。
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

【
大
正
七
年
度
】
家
政
学
部
四
年

《
新
資
料
②
》  

三
泉
寮　

誓
の
言
葉
「
祈
り
」　

大
正
七
年
九
月
八
日　

実
践
倫
理
ノ
ー
ト　

七
五
枚　

�
 
 

表
紙
・
第
十
六
回
生
・
七
三
人
分
の
答
案
／
宮
澤
ト
シ
の
答
案 

横
書
き　

用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
五
×
横
一
六
五
ミ
リ

大
正
七
年
九
月
八
日

　
三
泉
寮
　
終
結
の
暁

　
　
　
誓
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
拾
六
回
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
拾
参
名

宮
澤
ト
シ	

家
政
学
部

	

祈
り

無
限
な
る
生
命
に
連
る
自
ら
を
喜
び
、
人
々
と
我
と
共
に
誠

の
生
命
に
到
ら
し
め
給
へ
。
障
害
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
戦

は
し
め
給
へ
。

〈
表
紙
〉
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

《
新
資
料
③
》 

実
践
倫
理
答
案　

出
欠
記
録　

大
正
七
年
十
二
月
十
七
日　

�
 
 

実
践
倫
理
ノ
ー
ト　

二
九
枚　

表
紙
・
二
〇
人
分
の
答
案�

用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
五
×
横
一
六
三
ミ
リ

大
正
七
年
十
二
月
十
七
日

実
践
倫
理
答
案

　
　
　
　
　
　
　
　

家
政
学
部
四
学
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
一
名

　
　
　
　
　
　

八

生
徒
数
合
計
廿
九
名　
　
　

内
欠
席
者
八
名

	

菊
島

	

長
谷
川

	

宮
沢

	

奥

	

中
村

	

江
口

	

松
井

	

池
本　

飯
田

〈
表
紙
〉

〈
表
紙
裏
〉

不
明

帰
省

病
気
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

《
新
資
料
㊀
》 

第
十
六
回
生　
「
感
謝
の
歌
」　

大
正
七
年
九
月
八
日

　
　
　
　
　

 

実
践
倫
理
ノ
ー
ト　

一
枚　

一
頁
（
新
資
料
②
の
内
）�

用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
五
×
横
一
六
四
ミ
リ

第
十
六
回
生　

感
謝
の
歌

一
、	

生イ
ノ
チ命

の
泉
求
め
求
め
て	

聖ミ

山ヤ
マ
ヂ路

遠
く
辿
り
来
つ
れ
ど

	

巌
の
路
の
歩
み
な
や
み
て	

憂
は
雲
と
行
手
閉
し
ぬ

二
、
黙モ

ダ

し
て
立
て
る
樅
の
喬
木	

森
に
な
げ
く
か
山
鳩
の
声

　
　

静
か
に
祈
れ
る
暗
き
心
を	

微
か
に
照
す
星
影
清
し

三
、
古
き
宿ス

グ
セ命
の
束キ

ヅ
ナ縛
を
断タ

て
ば	

心
の
底
に
輝
く
光

　
　

永ト

遠ハ

よ
り
永ト

遠ハ

に
注
ぐ　

	

正マ
コ
ト義

の
流
に
入
り
し
我
等
が
幸
よ

四
、
雨
も
嵐
も
何
か
恐
れ
ん	

生
の
力
ぞ
心
に
溢
る

　
　

立
て
よ
正マ

コ
ト義

の
御
旗
の
下
に	

誓
ひ
て
果
さ
ん
永ト

久ハ

の
使ツ

ト
メ命

を
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

《
新
資
料
㊁
》 

第
十
六
回
生
「
誓
」 

大
正
八
年
二
月
二
日

�
 
 

実
践
倫
理
ノ
ー
ト　

一
八
枚　

表
紙
・
大
学
部
生
徒
一
同
誓
言
・
他
の
学
年
の
誓

�
 
 

横
書
き　

用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
五
×
横
一
六
三
ミ
リ

〈
表
紙
〉　

　
　

大
正
八
年
二
月
二
日

　

							

誓
言					　

大
学
部
生
徒
一
同

誓

	

第
拾
六
回
生

先
生
、
私
共
ハ
致
シ
マ
ス
。

私
共
ハ
一
致
協
力
シ
テ
飽
ク
迠
先
生
ノ
御
精
神
ヲ
貫
徹
致

シ
マ
ス
。
素
ヨ
リ
私
共
ハ
小
サ
イ
者
デ
先
生
ノ
幾
分
ヲ
モ
自

分
ノ
モ
ノ
ニ
致
ス
事
ガ
出
来
ナ
ク
テ
居
リ
マ
ス
。
ケ
レ
ド
モ

私
共
ハ
致
シ
マ
ス
。
マ
タ
致
サ
ナ
ケ
レ
バ
ヰ
ラ
レ
マ
セ
ン
。
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

＊

実
践
倫
理
ノ
ー
ト
…



成
瀬
仁
蔵
が
実
践
倫
理
講
話
の
た
め
に
考
案
し
た
ノ
ー
ト
。
上
部

の
マ
ー
ク
の
○
はD

eity

（
神
）、
＋
はSelf-Identity

（
本
体
）、

□
はH

um
anity

（
人
間
性
）、
△
はT

rinity

（
三
位
一
体
）
を

表
し
、
の
ち
に
本
学
の
校
章
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

一
度
先
生
ニ
依
リ
テ
点
火
セ
ラ
レ
タ
霊
ノ
閃
キ
ハ
再
ビ
モ
ト

ノ
暗
愚
ニ
帰
ヘ
ル
事
ハ
出
来
マ
セ
ン
。
只
ダ
私
共
ハ
進
軍
シ

成
長
致
ス
ヨ
リ
仕
方
ガ
御
坐
イ
マ
セ
ン
。

先
生
ガ
私
共
ニ
御
教
ヘ
下
サ
イ
マ
ス
上
ニ
何
ノ
形
式
モ
束

縛
モ
御
坐
イ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
事
ヲ
信
ジ
マ
ス
。
先
生
ノ
御
教

ヘ
ハ
最
モ
自
然
ナ
実
人
生
デ
ア
リ
真
人
、
真
婦
人
ヲ
要
求
シ

テ
御
出
デ
遊
バ
シ
タ
事
ヲ
信
ジ
マ
ス
。
故
ニ
私
共
ニ
ハ
私
共

独
特
ノ
色
最
モ
自
然
ナ
形
ヲ
御
許
シ
下
サ
イ
マ
シ
タ
事
ヲ
信

ジ
マ
ス
。
唯
私
共
ガ
真
面
目
ニ
我
ガ
中
ニ
堀
リ
込
ン
テマ

マ

衷
心

ヨ
リ
ノ
叫
ビ
ヲ
キ
キ
其
ノ
思
想
信
仰
ノ
体
験
者
デ
ア
ッ
タ
時

先
生
ハ
何
時
モ
御
頷
キ
下
サ
イ
マ
シ
タ
事
ヲ
信
ジ
マ
ス
。
私

共
ガ
実
人
生
ヲ
歩
ミ
マ
シ
タ
時
其
レ
ガ
先
生
ニ
矛
盾
シ
御
叱

リ
ヲ
蒙
ッ
タ
事
ハ
御
坐
イ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
。
私
共
ガ
人
ト
シ

テ
婦
人
ト
シ
テ
団
体
ノ
一
員
ト
シ
テ
ノ
実
験
ノ
節
々
ハ
先
生

ノ
偉
大
ナ
ル
御
人
格
ノ
一
部
分
ヅ
ヽ
ヲ
理
解
シ
、
体
得
シ
テ

行
ク
事
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
。
其
レ
デ
私
共
ガ
常
ニ
憧
レ
断
ヘ

ズ
求
ム
ル
永
遠
ナ
ル
生
命
ハ
実
ニ
先
生
ノ
御
人
格
デ
御
坐
イ

マ
シ
タ
。
コ
ノ
現
実
ニ
最
モ
具
体
的
ニ
我
ガ
慕
ヒ
奉
ル
先
生

ノ
御
人
格
ヲ
通
シ
テ
久
遠
ノ
生
命
ヲ
見
オ
ホ
セ
タ
事
ノ
喜
ビ

ハ
ド
ン
ナ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
。
私
共
ハ
如
何
ナ
ル
言
葉
ヲ
以

テ
シ
テ
モ
尚
コ
ノ
思
ヒ
ヲ
表
ス
ニ
足
リ
マ
セ
ン
。
ア
ヽ
其
レ

ト
同
時
ニ
先
生
、
コ
ノ
我
等
ガ
慕
ヒ
奉
ル
先
生
ガ
今
御
病
床

深
ク
御
入
リ
遊
バ
サ
レ
而
モ
其
レ
ガ
不
治
ナ
ル
事
ヲ
存
ジ
マ

シ
タ
時
我
ガ
生
命
ヲ
切
ル
ノ
思
ヒ
ガ
シ
テ　

思
フ
テ
モ
思
フ

テ
モ
耐
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
事
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
。
嗚
呼　

傷
マ
シ
イ

思
ヒ
ヲ
以
テ
先
生
ヲ
御
慕
ヒ
申
シ
マ
ス
ガ
今
後
ハ
此
処
ニ
私

共
ノ
中
ニ
成
瀬
先
生
ヲ
見
出
シ
成
瀬
先
生
ニ
成
リ
キ
ラ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ン
。
私
共
ハ
私
共
自
身
ノ
努
力
ニ
ヨ
リ
常
ニ

先
生
ヲ
見　

先
生
ヲ
体
シ
力
強
ク
最
後
迠
使
命
ノ
為
メ
ニ
尽

シ
マ
ス		

ソ
シ
テ
私
共
モ
先
生
ト
御
一
緒
ニ
永
生
致
シ
マ

ス
。其

ノ
為
メ
私
共
ハ
先
ヅ
在
校
生
ト
シ
テ
コ
ノ
妹
達
ノ
決
心

ニ
対
シ
極
力
助
手
ト
ナ
リ
テ
校
風
ノ
充
実
ヲ
計
リ
一
層
偉
大

ナ
先
生
ノ
御
精
神
ヲ
残
シ
テ
出
度
イ
ト
存
ジ
マ
ス
。
續
イ
テ

櫻
楓
会
員
ト
シ
テ
ハ
諸
先
輩
ノ
手
足
ト
ナ
リ
、
彼
ノ
計
劃
ヲ

完
成
シ
ヨ
ウ
ト
コ
ヽ
ニ
百
余
名
ハ
堅
ク
誓
ッ
タ
事
デ
御
坐
イ

マ
ス
。
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な
い
か
と
推
察
し
た
の
だ
が
。
日
本
創
成
会
議
の
メ
ン
バ
ー
が
ど

の
よ
う
な
人
た
ち
か
知
ら
な
い
が
多
分
ま
だ
体
力
的
に
は
元
気
で

現
役
で
バ
リ
バ
リ
活
躍
し
て
い
る
方
た
ち
な
の
だ
ろ
う
、
老
人
の

気
持
ち
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
聞
き

込
み
調
査
の
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
に
ま
る
で
思
い
つ
き
の
よ
う
な

意
見
が
広
い
会
議
室
で
述
べ
ら
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

別
荘
暮
ら
し
が
出
来
る
セ
レ
ブ
な
老
人
は
別
と
し
て
年
老
い
た

ぼ
く
た
ち
が
求
め
る
幸
せ
な
暮
ら
し
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は

ま
っ
た
く
な
い
。
脚
腰
も
弱
っ
た
身
が
望
む
の
は
な
に
よ
り
も
ま

政
府
主
導
の
『
日
本
創
成
会
議
』
と
か
い
う
の
が
あ
っ
て
、
二

年
ほ
ど
前
「
東
京
圏
高
齢
者
は
地
方
に
移
住
を
」
と
い
う
提
言
が

こ
こ
で
な
さ
れ
た
と
い
う
新
聞
記
事
を
読
ん
で
、
ぼ
く
は
老
人
の

一
人
と
し
て
ひ
ど
く
興
ざ
め
と
い
う
か
反
感
を
抱
い
た
こ
と
が
あ

る
。
リ
タ
イ
ア
し
た
高
齢
者
は
人
口
過
剰
の
東
京
に
住
ま
な
く
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
地
方
に
は
過
疎
地
も
空
き
家
も
い
く
ら

で
も
あ
る
、物
価
は
安
い
し
空
気
は
き
れ
い
だ
し
車
も
少
な
い
し
、

地
方
の
人
口
が
少
し
で
も
増
え
る
こ
と
で
政
府
が
支
援
す
る
地
域

再
生
制
度
と
や
ら
に
も
寄
与
出
来
る
、
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
は

特
別
寄
稿　

寅
さ
ん
と
健
康
保
険

山
田　

洋
次
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便
利
な
埃
っ
ぽ
い
ゴ
タ
ゴ
タ
し
た
都
市
空
間
に
身
を
置
い
て
老
人

は
余
生
を
過
ご
し
た
い
の
で
あ
る
。
緑
の
大
自
然
に
囲
ま
れ
た
の

び
の
び
し
た
暮
ら
し
な
ど
は
若
い
夫
婦
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
お

金
の
あ
る
人
は
都
心
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
大
金
を
は
た
い
て
そ
の
利

便
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
が
真
面
目
に
定
年
ま
で

勤
め
上
げ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
勤
労
者
に
そ
れ
は
無
理
な
話
で
あ

る
。六

〇
代
を
過
ぎ
、
定
年
退
職
し
て
老
い
が
身
近
に
な
る
と
人
々

は
や
た
ら
に
同
窓
会
を
開
き
た
が
る
。
会
っ
て
も
大
し
た
話
題
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
。
病
気
の
話
に
な
る
と
き
り
が
な
い

か
ら
健
康
と
墓
と
孫
の
話
題
は
避
け
ま
し
ょ
う
、
な
ど
と
冒
頭
に

幹
事
が
語
っ
て
大
笑
い
し
た
り
す
る
。
し
か
し
八
〇
を
過
ぎ
る
と

そ
の
同
窓
会
の
出
席
者
も
少
な
く
な
る
。
本
人
が
介
護
状
態
か
連

れ
合
い
の
介
護
の
た
め
に
外
出
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
高
価
な
費

用
が
か
か
る
上
級
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
別
と
し
て
特
養
と
か
老
健

と
か
い
わ
れ
る
老
人
ホ
ー
ム
に
い
つ
か
ぼ
く
も
入
る
の
か
と
想
像

す
る
と
慄
然
と
す
る
。
ぼ
く
の
母
親
も
今
か
ら
一
〇
年
前
最
後
の

二
年
間
を
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
過
ご
し
た
の
で
老
人
ホ
ー
ム
は
馴

染
み
の
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
今
身
近
な
場
所
と
し
て
施
設
を

見
る
と
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
発
見
で
き
る
。
資
産

の
少
な
い
人
が
何
年
も
待
た
さ
れ
た
後
で
老
健
乃
至
特
養
老
人

ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
介
護
人
の
厳
し
い
管
理
下

ず
日
々
の
暮
ら
し
を
便
利
に
過
ご
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
テ
ッ
キ

片
手
に
歩
い
て
数
分
の
距
離
に
蕎
麦
屋
や
喫
茶
店
や
本
屋
が
あ
る

こ
と
、
駅
が
近
く
て
電
車
に
一
〇
分
か
二
〇
分
乗
れ
ば
区
役
所
や

図
書
館
が
あ
り
、
も
う
少
し
行
け
ば
映
画
館
や
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー

ル
が
あ
る
。
病
院
や
歯
医
者
や
美
容
院
も
近
所
に
必
要
だ
。
も
う

耳
も
遠
い
か
ら
住
居
の
周
辺
は
車
の
騒
音
な
ど
で
う
る
さ
く
て
も

構
わ
な
い
し
近
く
の
幼
稚
園
か
ら
幼
い
子
ど
も
た
ち
の
可
愛
い
嬌

声
が
聞
こ
え
る
な
ど
大
歓
迎
、
そ
う
長
く
生
き
て
い
る
訳
で
は
な

い
か
ら
空
気
な
ど
汚
れ
て
い
て
も
気
に
な
ら
な
い
し
部
屋
は
狭
く

て
も
よ
い
。
よ
う
す
る
に
静
か
な
田
舎
と
は
正
反
対
の
賑
や
か
で
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に
置
か
れ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
廊
下
を
介
護
者
な
し

で
一
人
で
歩
い
て
は
い
け
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ス
テ
ッ
キ
片
手
に
ブ

ラ
リ
と
表
に
一
人
で
散
歩
に
出
る
な
ど
は
許
さ
れ
る
わ
け
が
な

い
、
出
入
り
口
に
は
職
員
し
か
開
け
ら
れ
な
い
厳
重
な
鍵
が
か
け

ら
れ
て
い
る
の
だ
。勝
手
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

子
ど
も
や
孫
が
外
か
ら
電
話
す
る
場
合
も
職
員
を
通
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
オ
レ
オ
レ
詐
欺
的
な
電
話
を
避
け
る
た
め

だ
と
い
う
。
ぼ
く
が
驚
く
の
は
夕
食
時
に
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
飲
む

こ
と
は
禁
止
と
い
う
決
ま
り
が
ど
こ
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
も
常

識
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
晩
酌
が
何
よ
り
の
楽
し
み
と
い
う
老
人
は

ど
ん
な
に
か
つ
ら
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
こ
れ
も
管
理
す
る
側
の
手

落
ち
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
う
え
で
の
決
ま
り
な
の
だ
ろ
う
が
そ

ん
な
捕
虜
の
よ
う
な
日
々
の
暮
ら
し
の
ど
こ
に
老
人
は
幸
せ
が
見

い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
族
に
恵
ま
れ
な
い
、
あ
る
い
は
家
族

と
仲
が
悪
く
て
老
人
ホ
ー
ム
に
入
る
し
か
な
い
老
人
た
ち
は
い
っ

た
い
ど
う
や
っ
て
晩
年
を
過
ご
せ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

年
々
出
生
率
が
減
っ
て
き
て
人
口
に
対
し
て
老
人
の
し
め
る
割

合
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
が
年
金
や
医
療
、
介
護

保
険
の
上
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
こ
と
は

予
見
で
き
る
は
ず
だ
し
、
そ
の
上
で
し
か
る
べ
き
政
策
を
考
え
る

の
が
政
治
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
散
歩
も
出
来
な
い
、
酒
も
電
話

も
ダ
メ
、
そ
ん
な
不
幸
な
老
後
の
た
め
に
ぼ
く
た
ち
の
世
代
は
懸

命
に
過
労
死
寸
前
を
経
験
し
な
が
ら
働
き
続
け
て
来
た
の
で
は
な

い
。
二
度
と
戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
体
験
的
に

知
っ
て
い
る
ぼ
く
た
ち
老
人
は
何
故
こ
ん
な
老
後
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

介
護
に
疲
れ
て
無
理
心
中
を
は
か
る
、
あ
る
い
は
虐
待
を
す
る

と
い
っ
た
悲
劇
は
後
を
絶
た
な
い
の
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
減
額

が
政
府
の
手
で
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ぼ
く
た
ち
は
毎
月

老
後
の
た
め
に
介
護
保
険
金
を
支
払
っ
て
い
て
（
こ
の
保
険
自
体

に
疑
問
が
あ
る
、
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
税
金

を
払
っ
て
い
る
の
か
と
問
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
）
介
護
費
用
の
利

用
者
負
担
は
原
則
一
割
だ
が
二
〇
一
五
年
八
月
か
ら
単
身
者
で
年

収
二
八
〇
万
円
以
上
の
人
は
二
割
に
引
き
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う

し
、
さ
ら
に
年
収
三
一
四
万
円
以
上
の
人
の
負
担
を
二
割
か
ら
三

割
に
引
き
上
げ
る
改
正
案
が
国
会
で
成
立
す
る
そ
う
だ
。
一
方
防

衛
費
は
年
々
増
加
す
る
。
北
朝
鮮
を
威
嚇
す
べ
く
西
太
平
洋
に
米

日
の
巨
大
な
軍
艦
が
集
ま
っ
て
訓
練
を
す
る
と
い
う
報
道
を
読
み

な
が
ら
、
い
っ
た
い
そ
の
た
め
に
ど
れ
く
ら
い
の
膨
大
な
費
用
が

費
や
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
ん
と
気
前
の
い
い
税
金
の
浪
費
が

国
防
と
い
う
名
目
で
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
溜
息
が
出
て
く

る
。も

う
四
〇
年
近
く
前
の
こ
と
、
寅
さ
ん
シ
リ
ー
ズ
の
二
〇
作
目
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だ
っ
た
か
、
旅
先
の
寅
さ
ん
の
身
を
案
じ
た
妹
の
さ
く
ら
と
お
ば

ち
ゃ
ん
が
こ
ん
な
会
話
を
交
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
い
ま
頃
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
あ
の
男
、
旅
先
で
病
気
で
も

し
て
な
き
ゃ
い
い
け
ど
」

「
お
兄
ち
ゃ
ん
健
康
保
険
に
も
入
っ
て
い
な
い
し
ね
」

こ
の
作
品
が
封
切
ら
れ
て
間
も
な
く
厚
生
省
の
し
か
る
べ
き
課

の
お
役
人
か
ら
丁
寧
な
お
便
り
を
頂
い
た
。
そ
こ
に
は
「
過
日
寅

さ
ん
を
拝
見
し
て
件
の
セ
リ
フ
を
聞
き
心
を
痛
め
て
お
り
ま
す
。

国
民
皆
保
険
の
実
現
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
日
夜
つ
と
め
て
い
ま

す
が
、
寅
さ
ん
の
よ
う
な
住
所
不
定
の
人
で
も
さ
く
ら
さ
ん
の
住

所
で
登
録
す
れ
ば
必
ず
保
険
に
加
入
出
来
ま
す
の
で
是
非
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
な

ん
と
誠
実
な
公
務
員
が
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
感
心
し
た
こ
と
が
あ

る
。
今
日
の
政
府
が
、
あ
る
い
は
現
在
の
公
務
員
が
こ
の
人
の
よ

う
に
心
を
込
め
て
国
民
の
幸
せ
の
た
め
に
努
力
し
て
く
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？

寅
さ
ん
な
ら
ず
と
も
先
々
の
こ
と
、
身
体
が
不
自
由
に
な
っ
た

老
後
の
こ
と
を
考
え
る
と
不
安
に
な
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
人
口
の
減
少
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
結
婚
す
る
若
者
た
ち
が

老
後
に
不
安
を
抱
く
よ
う
で
あ
れ
ば
子
ど
も
を
作
る
こ
と
を
恐
れ

る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
こ
の
不
安
を
解
消
し
て
誰
も
が
安
心
し
て

老
後
を
迎
え
ら
れ
る
た
め
の
幸
せ
な
シ
ス
テ
ム
を
打
ち
た
て
る
と

い
う
こ
と
は
、
ぼ
く
た
ち
の
国
に
と
っ
て
実
は
た
っ
た
二
週
間
の

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
よ
り
遥
か
に
重
要
な
政
治
的
課
題
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
映
画
監
督
・
二
〇
〇
四
年
文
化
功
労
者

	

二
〇
一
二
年
文
化
勲
章
受
章　

や
ま
だ　

よ
う
じ
）

山
田
洋
次
映
画
監
督
の
特
別
寄
稿
に
よ
せ
て



─
山
田
よ
し
恵
さ
ん
か
ら
広
が
る
学
園
の
世
界
─

	

大
門 

泰
子


 

こ
の
度
、
本
誌
に
山
田
洋
次
映
画
監
督
か
ら
特
別
寄
稿
を
い
た

だ
い
た
。
高
齢
化
社
会
の
現
代
、
こ
の
問
題
に
強
い
関
心
を
も
っ

て
い
る
方
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
監
督
の
妻
よ
し
恵
さ
ん
が

本
学
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
山
田
監
督
に
は
こ
れ
ま
で
に
も

学
園
関
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
ご
教
示
を

い
た
だ
い
て
き
た
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
山
田
よ
し
恵
さ
ん
の

こ
と
を
ご
紹
介
す
る
。

二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
三
日
、
山
田
洋
次
映
画
監
督
と
俳
優
吉

永
小
百
合
さ
ん
が
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
を
中
嶌
邦
名
誉
教
授
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別
講
義
第
二
九
集
』）。

山
田
監
督
と
よ
し
恵
さ
ん
の
出
会
い
は
、
お
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ

の
大
学
の
寮
生
だ
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
東
京
大
学
の
巣
鴨
の
学

生
寮
に
住
ん
で
い
た
山
田
氏
は
仲
間
と
と
も
に
「
豊
島
区
に
あ
る

全
大
学
の
寮
生
を
組
織
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
本
学

の
学
生
寮
を
訪
れ
た
。

　

寮
の
正
門
脇
の
守
衛
室
に
黒
い
眼
鏡
を
か
け
た
大
男
の
お

や
じ
が
い
て
、
そ
い
つ
に
恐
い
顔
で
睨
み
つ
け
ら
れ
な
が
ら

ま
る
で
敵
地
に
赴
く
よ
う
な
悲
壮
な
思
い
の
ぼ
く
た
ち
は
紹

介
状
を
見
せ
、
よ
う
や
く
許
可
を
得
て
寒
香
寮
と
い
う
木
造

の
上
品
な
建
物
に
通
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
互
い
緊
張
し

て
カ
チ
カ
チ
に
な
り
な
が
ら
逢
っ
た
何
人
か
の
女
子
大
の
中

に
、
ひ
と
き
わ
明
る
い
声
で
よ
く
笑
う
人
が
い
て
そ
の
人
の

こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
、
ま
あ
恋
の
始
ま
り
と
言
う
こ
と

な
の
か
な
、そ
れ
が
ぼ
く
の
妻
に
な
っ
た
人
だ
っ
た
の
で
す
。

	

（「
憧
れ
の
「
目
白
」」『
桜
楓
新
報
』
727
号
二
〇
一
五
年
）

よ
し
恵
さ
ん
は
寒
香
寮
の
寮
生
で
あ
っ
た
。
当
時
、
寮
舎
は
全

部
で
二
〇
棟
余
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
寒
香
寮
は
古
く
て
規
模
は

小
さ
く
、
寮
生
と
寮
監
、
食
事
の
ま
か
な
い
の
人
を
含
め
て
二
五

人
ほ
ど
の
所
帯
で
あ
っ
た
。
大
部
屋
は
七
人
、
六
畳
間
は
三
人
の

相
部
屋
、
一
階
の
玄
関
脇
に
応
接
間
が
あ
り
、
客
人
の
応
対
は
す

べ
て
こ
こ
で
な
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
新
聞
の
ほ
か
に
共
同
で
購
入

に
案
内
さ
れ
て
歩
く
姿
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
成
瀬
記
念
講
堂
に

お
い
て
監
督
の
講
演
と
最
新
作
映
画
「
母
べ
え
」
を
上
映
す
る
会

が
「
平
塚
ら
い
て
う
の
記
録
映
画
を
上
映
す
る
会
」
に
よ
っ
て
企

画
さ
れ
て
い
た
が
、
映
画
の
主
演
を
つ
と
め
た
吉
永
小
百
合
さ
ん

の
登
壇
は
想
定
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

妻
よ
し
恵
さ
ん
が
五
日
前
に
亡
く
な
り
、
ご
葬
儀
の
翌
日
に
も

か
か
わ
ら
ず
日
本
女
子
大
学
で
の
講
演
会
に
赴
く
と
い
う
監
督
を

吉
永
さ
ん
は
心
配
し
て
応
援
に
駆
け
つ
け
、
壇
上
に
あ
が
っ
た
と

い
う
。
監
督
は
、「
妻
が
企
画
し
た
会
だ
か
ら
」
と
明
る
く
ユ
ー

モ
ア
を
交
え
て
映
画
の
製
作
秘
話
な
ど
を
語
ら
れ
た
が
、
そ
の
裏

に
は
、
苦
し
い
息
の
下
「
講
演
に
は
行
っ
て
ね
」
と
つ
ぶ
や
い
た

よ
し
恵
さ
ん
の
声
の
後
押
し
が
あ
っ
た
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇	

八
年
一
一
月
一
四
日
）。

山
田
洋
次
監
督
と
の
出
会
い

山
田
よ
し
恵
さ
ん
は
、
新
制
六
回
史
学
科
の
卒
業
生
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
九
月
、
教
養
特
別
講
義
で
登
壇
し
た
山
田
洋
次
監
督

は
「
映
画
を
つ
く
る
」
と
題
し
た
講
話
の
冒
頭
で
「
私
の
妻
は
そ

の
当
時
、
こ
の
大
学
の
学
生
だ
っ
た
わ
け
で
す
（
中
略
）
こ
の
土

地
は
私
に
と
っ
て
大
切
な
、
特
別
な
土
地
で
あ
り
、
青
春
の
地
で

あ
り
ま
す
。私
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
な
じ
み
の
あ
る
大
学
」と
語
っ

て
い
る
（『
日
本
を
み
つ
め
る
た
め
に　

日
本
女
子
大
学
教
養
特
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し
た
雑
誌
『
世
界
』『
婦
人
公
論
』『
文
芸
春
秋
』
が
お
か
れ
て
い

た
。
寮
で
の
食
事
作
り
や
否
応
な
く
の
定
期
的
な
部
屋
替
え
を
通

じ
て
「
対
人
関
係
の
広
さ
」
を
身
に
つ
け
た
こ
と
は
、結
婚
後
、「
子

ど
も
と
の
関
り
の
中
で
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
い
ろ
ん
な
人
と
ス
ム
ー
ズ

に
つ
き
合
う
術
も
学
ん
だ
」
と
よ
し
恵
さ
ん
は
い
う
。　

寮
舎
の
自
治
会
委
員
長
ま
で
つ
と
め
た
よ
し
恵
さ
ん
で
あ
る

が
、
五
〇
代
の
寮
監
と
「
男
女
共
学
の
は
し
り
を
体
験
」
し
て
女

子
大
に
入
学
し
た
寮
生
の
関
係
は
「
必
ず
し
も
い
い
関
係
で
あ
っ

た
と
は
い
い
難
」
か
っ
た
と
ふ
り
返
っ
て
い
る
。

帰
寮
時
間
を
お
く
れ
て
し
の
び
込
む
者
、
明
ら
か
に
外
出
先

を
偽
っ
て
出
か
け
る
者
に
対
し
「
間
違
い
の
な
い
よ
う
」
と

思
う
寮
監
の
立
場
と
、
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
希
望
と
可
能

性
を
求
め
て
地
方
か
ら
上
京
し
て
き
た
寮
生
が
、
帰
寮
時
間

七
時
の
中
に
収
ま
る
わ
け
は
な
か
っ
た
。

	

（『
日
本
女
子
大
学
学
寮
の
思
い
出
』
一
九
九
五
年
）

友
人
た
ち
の
誰
も
が
、
明
る
く
て
い
つ
も
上
手
に
周
囲
を
ま
と

め
、
皆
が
頼
り
に
す
る
存
在
と
評
す
る
よ
し
恵
さ
ん
も
お
そ
ら
く

収
ま
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
よ
し
恵
さ

ん
の
青
春
を
山
田
監
督
が
綴
っ
て
い
る
。

　

寮
生
同
士
の
交
際
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
な
ら
合
コ
ン
と

い
う
と
こ
ろ
、
で
も
お
酒
を
飲
む
よ
う
な
店
は
な
か
っ
た
し

お
金
も
な
い
、
合
コ
ン
の
場
所
は
新
宿
御
苑
が
多
か
っ
た
。

芝
生
に
座
っ
て
の
ど
が
渇
け
ば
自
販
機
な
ど
は
な
い
か
ら
水

飲
み
場
で
水
を
飲
ん
で
語
り
合
う
、
お
し
ゃ
べ
り
に
飽
き
れ

ば
歌
を
歌
う
の
で
す
。（
中
略
）
誘
い
合
っ
て
デ
モ
に
行
っ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
学
に
は
内
緒
で
。
ス
ク

ラ
ム
と
い
っ
て
腕
を
組
ん
で
歌
を
歌
い
な
が
ら
大
通
り
を
歩

く
、
そ
の
腕
を
通
し
て
彼
女
の
体
温
が
か
す
か
に
伝
わ
っ
て

く
る
…
幸
せ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
胸
が
熱
く
な
っ

た
の
は
も
う
六
十
年
あ
ま
り
昔
の
こ
と
で
す
。

　

い
つ
も
お
腹
が
す
い
て
い
た
、
暖
か
い
セ
ー
タ
ー
が
欲
し

く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
、
岩
波
文
庫
を
買
い
た
か
っ
た
、
そ

し
て
恋
が
し
た
か
っ
た
、
好
き
な
女
性
と
一
緒
に
暮
ら
せ
る

な
ら
恐
い
も
の
な
ん
か
な
に
も
な
い
…
大
ま
じ
め
に
そ
ん
な

こ
と
を
思
っ
て
い
た
（
以
下
略
）

	

（
前
掲
『
桜
楓
新
報
』）

よ
し
恵
さ
ん
が
大
学
を
卒
業
し
て
間
も
な
く
、
お
二
人
は
結
婚

し
た
。「
会
費
制
の
宴
で
、
賑
や
か
な
な
か
に
、
す
ら
り
と
美
し

く
笑
顔
の
魅
力
的
な
花
嫁
」
姿
を
恩
師
の
中
嶌
邦
は
偲
ん
で
い
る

（「
山
田
よ
し
恵
さ
ん
を
偲
ん
で
」『
ら
い
て
う
を
学
ぶ
な
か
で
』

３ 

二
〇
一
一
年
）。

平
塚
ら
い
て
う
研
究
会

平
塚
ら
い
て
う
の
生
誕
一
〇
〇
年
に
あ
た
る
一
九
八
六
年
、
平
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塚
ら
い
て
う
研
究
家
や
当
時
の
日
本
女
子
大
学
学
長
青
木
生
子
ら

が
、
ら
い
て
う
の
同
窓
会
会
員
資
格
復
権
の
声
を
あ
げ
た
。
ら
い

て
う
は
、
一
九
〇
八
年
の
心
中
未
遂
事
件
に
よ
り
同
窓
会
を
除
名

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
復
権
は
一
九
九
二
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ

た
が
、
そ
の
前
か

ら
、
ら
い
て
う
の

思
想
を
学
び
た
い

と
望
む
卒
業
生
ら

が
「
平
塚
ら
い
て

う
研
究
会
」
を
設

立
し
よ
う
と
動

き
、
一
九
九
一
年

秋
、「
日
本
女
子

大
学
平
塚
ら
い
て

う
研
究
会
」
を
発

足
さ
せ
た
。
そ
の

中
心
と
な
っ
た
の

が
よ
し
恵
さ
ん
で

あ
っ
た
。
恩
師
の

史
学
科
教
授
中
嶌

邦
を
巻
き
込
み
、

持
ち
前
の
魅
力
で

友
人
に
呼
び
か
け
、
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
。
自
身
の
研
究
テ
ー

マ
は
、「
保や

す

持も
ち

研よ
し

子こ

」。
研
究
論
文
で
は
「
彼
女
の
実
務
的
な
能
力

─
広
告
と
り
、
出
版
社
と
の
交
渉
─
な
く
し
て
は
、
早
く
か
ら
会

を
組
織
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
、
ら
い
て
う

の
片
腕
と
な
っ
て
『
青
鞜
』
の
創
刊
を
助
け
た
保
持
研
子
を
評
価

し
た
（『
桜
楓
新
報
』
524
号
一
九
九
五
年
・「「
青
鞜
」
と
保
持
研
子
」

『
ら
い
て
う
を
学
ぶ
な
か
で
』
１ 

一
九
九
七
年
）。
映
画
界
で
仕

事
を
し
て
い
る
夫
の
妻
な
ら
で
は
の
目
の
付
け
ど
こ
ろ
と
思
え
る

が
、
実
は
よ
し
恵
さ
ん
自
身
が
、
ま
さ
に
実
務
的
な
能
力
に
長
け

た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
力
は
、「
平
塚
ら
い
て
う
の
記
録
映
画
」

製
作
で
発
揮
さ
れ
る
。

　ら
い
て
う
を
記
録
す
る
映
画
か
ら
「
平
塚
ら
い
て
う
賞
」
へ

一
九
九
九
年
二
月
、「
平
塚
ら
い
て
う
の
生
涯
を
資
料
と
証
言

で
再
現
し
、
そ
の
女
性
解
放
へ
の
願
い
、
平
和
へ
の
祈
り
を
後
世

に
伝
え
た
い
」
と
映
画
の
自
主
製
作
の
計
画
が
発
表
さ
れ
た
。
映

画
監
督
に
は
記
録
映
画
作
家
の
羽
田
澄
子
、
青
木
生
子
前
学
長
を

筆
頭
に
岩
波
ホ
ー
ル
支
配
人
の
高
野
悦
子
、
作
家
の
瀬
戸
内
寂
聴

な
ど
発
起
人
は
二
〇
人
、
よ
し
恵
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

映
画
製
作
の
苦
労
を
最
も
知
る
よ
し
恵
さ
ん
は
「
映
画
製
作
に
は

ま
ず
は
お
金
が
必
要
、
み
ん
な
で
募
金
活
動
を
し
ま
し
ょ
う
」
と

先
頭
に
た
っ
て
動
き
始
め
た
と
い
う
。

�日本女子大学平塚らいてう研究会にて　後列右端がよし恵さん�
1995年9月　日本女子大学平塚らいてう研究会提供
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五
〇
〇
〇
万
円
の
費
用
を
募
金
で
集
め
る
の
は
容
易
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
完
成
し
た
映
画
の
上
映
は
好
調
で
、「
想

像
も
し
な
か
っ
た
」
一
〇
〇
〇
万
円
の
利
益
を
生
じ
た
。
そ
の
半

分
が
日
本
女
子
大
学
に
寄
付
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
創
設
さ
れ
た

「
平
塚
ら
い
て
う
賞
」
の
基
金
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
賞
は
「
平

塚
ら
い
て
う
氏
の
遺
志
を
継
承
し
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

お
よ
び
女
性
解
放
を
通
じ
た
世
界
平
和
に
関
す
る
研
究
や
活
動
の

顕
彰
と
激
励
を
は
か
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
う
た
っ
て
い
る
。

「
平
塚
ら
い
て
う
の
記
録
映
画
の
あ
ゆ
み
」
の
最
後
に
「
ら
い

て
う
の
映
画
を
つ
く
っ
て
お
い
て
よ
か
っ
た
、
と
今
つ
く
づ
く
思

う
」
と
よ
し
恵
さ
ん
は
記
す
。

　

一
九
五
〇
年
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
ら
い
て
う
は
日
本

女
子
大
学
の
元
学
長
の
上
代
た
の
ら
女
性
五
人
で
、「
非
武

装
国
日
本
女
性
の
講
話
問
題
に
関
す
る
要
望
書
」
を
、
来
日

中
の
ダ
レ
ス
米
国
務
長
官
に
手
渡
し
す
る
こ
と
に
し
た
と
い

う
。そ
の
英
語
の
文
は
上
代
た
の
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
か
。

ど
う
し
た
ら
戦
争
は
避
け
ら
れ
る
か
、
平
和
は
守
ら
れ
る
か

を
問
い
つ
づ
け
た
人
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
立
派
な
女
性
達
の
努
力
の
も
と
に
、
今
日
の

私
達
女
性
の
権
利
は
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
（
中
略
）
ら

い
て
う
の
志
を
継
ぐ
べ
く
、
世
の
中
の
事
を
考
え
、
ま
と
も

な
世
の
中
を
取
り
戻
す
べ
く
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
今
後
も
集

ま
り
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

 
 

（「
平
塚
ら
い
て
う
の
記
録
映
画
の
あ
ゆ
み
」

	

『
ら
い
て
う
を
学
ぶ
な
か
で
』
２ 

	

二
〇
〇
七
年
）

よ
し
恵
さ
ん
は
、
常
に
何
事
に
も
前
向
き
で
、
亡
く
な
る
直
前

ま
で
仲
間
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
。

�研究会の仲間とらいてうの家（信州）を訪ねた時に　後列左端がよし恵さん�
2008年9月　日本女子大学平塚らいてう研究会提供
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よ
し
恵
さ
ん
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ

二
〇
一
三
年
一
二
月
、
日
本
女
子
大
学
総
合
研
究
所
研
究
課
題

51
主
催
の
第
一
一
回
「
平
和
の
集
い
」
に
山
田
洋
次
監
督
が
来
ら

れ
、
本
学
の
附
属
中
学
生
・
高
校
生
、
大
学
生
ら
と
対
談
す
る
と

い
う
催
し
が
あ
っ
た
。
新
作
映
画
「
小
さ
い
お
う
ち
」
を
鑑
賞
し

た
生
徒
、
学
生
ら
が
映
画
の
感
想
や
戦
争
に
つ
い
て
語
り
、
山
田

監
督
と
平
和
に
つ
い
て
対
談
し
た
。
後
日
監
督
か
ら
「
も
っ
と
も

輝
か
し
く
美
し
い
青
春
の
み
な
さ
ん
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
平
和

に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
久
々
に
妻
の
姿
を
皆
さ
ん

を
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
け
ら

れ
た
。
そ
れ
は
二
度
と
戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
と
語
り
続
け
て

い
る
山
田
監
督
の
本
学
平
和
学
習
に
対
す
る
大
き
な
期
待
に
他
な

ら
な
い
。
監
督
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
も
、
本
学
で
開
催
さ

れ
た
「
平
和
を
語
る
会
」
に
お
越
し
下
さ
っ
て
い
る
（『
日
本
女

子
大
学
学
園
ニ
ュ
ー
ス
』
240
・
250
号	

二
〇
一
四
年
二
月
・

二
〇
一
六
年
二
月
）。

二
〇
一
五
年
一
一
月
、「
日
本
女
子
大
学
平
塚
ら
い
て
う
研
究

会
」
が
第
一
一
回
平
塚
ら
い
て
う
賞
顕
彰
を
受
賞
し
た
。
山
田
監

督
が
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
よ
し
恵
さ
ん
亡
き
後

も
、
毎
月
、
研
究
会
が
持
た
れ
、
翌
年
の
受
賞
記
念
講
演
に
あ
わ

せ
て
研
究
誌
『
ら
い
て
う
を
学
ぶ
な
か
で
』
４
も
発
行
さ
れ
て
い

る
。
よ
し
恵
さ
ん
の
遺
志
は
、
夫
の
洋
次
氏
も
巻
き
込
ん
で
、
本

学
で
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
園
と
い
う
社
会
は
、
在
学
生
や
卒
業
生
、
教
職
員
な
ど
直
接

的
に
関
わ
る
人
々
だ
け
で
毎
日
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
外
か
ら
絶

え
ず
空
気
が
入
る
こ
と
、
関
係
を
も
っ
て
く
だ
さ
る
方
々
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
生
き
生
き
と
し
て
く
る
。
卒
業
生
の
ご
家
族

も
ま
た
、
そ
う
し
た
新
し
い
風
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と

を
山
田
洋
次
監
督
を
通
し
て
強
く
感
じ
る
。

	

（
成
瀬
記
念
館
非
常
勤
ス
タ
ッ
フ　

お
お
か
ど
や
す
こ
）

�第11回平和の集い　2013年12月

�第11回平塚らいてう賞授賞式　2015年11月
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二
つ
折
り
罫
紙　

縦
二
三
．
〇
×
横
一
五
・
五
㎝

資
料
番
号　

Ｄ
２
６
６

二
〇
一
七
年
度
中
に
翻
刻
刊
行
予
定

資
料
紹
介　

１
梅
花
女
学
校
教
育
日
誌

片
桐　

芳
雄

本
資
料
は
、
前
半
部
を
欠
い
た
寄
宿
生
の
指
導
に
関
す
る
記
述

に
つ
づ
き
「
明
治
十
五
年
四
月
ヨ
リ
」
と
あ
る
の
で
、
一
八
八
二

（
明
治
一
五
）
年
四
月
以
前
か
ら
、
遅
く
と
も
成
瀬
仁
蔵
が
梅
花

女
学
校
教
員
を
辞
職
す
る
同
年
八
月
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

内
容
は
、
寄
宿
生
の
指
導
方
法
や
教
育
方
針
、
各
学
年
の
教
科

目
や
生
徒
名
、
教
科
指
導
の
具
体
的
方
法
、
さ
ら
に
は
定
期
試
験

の
問
題
や
試
験
方
法
等
、
梅
花
女
学
校
の
教
育
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

梅
花
女
学
校
は
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
一
月
一
八
日
、

大
阪
府
の
設
置
認
可
を
受
け
正
式
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
に
先
立

つ
一
月
七
日
の
開
校
式
で
、
成
瀬
仁
蔵
は
設
立
の
辞
を
述
べ
た
。

創
設
の
中
心
は
澤
山
保
羅
で
あ
っ
た
が
、
学
校
運
営
の
ほ
と
ん
ど

が
成
瀬
仁
蔵
に
任
さ
れ
た
。
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生
徒
自
ら
に
作
ら
せ
、
作
文
の
締
切
日
も
生
徒
自
ら
に
決
め
さ
せ

る
。
こ
れ
は
生
徒
の
主
体
性
を
生
か
し
、
生
徒
自
ら
が
「
愉
快
な

る
と
思
ふ
」
こ
と
を
期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
章
指
導
で
も
、

生
徒
自
身
に
話
を
作
ら
せ
、
こ
れ
を
「
塗
板
」（
黒
板
）
に
綴
ら

せ
る
。「
毎
日
教
場
の
面
白
き
を
主
と
す
」
る
こ
と
を
目
指
し
た

の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
最
下
級
生
の
第
八
組
の
指
導
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
文
字
指
導
で
は
カ
ル
タ
を
活
用
し
、
数
の

数
え
方
で
は
、
家
の
畳
や
障
子
の
数
を
数
え
さ
せ
た
。
ま
た
「
可な

る

成べ
く

愉
快
な
る
為
め
に
遊
戯
ノ
如
き
事
」
を
し
た
。
試
験
で
成
績
の

良
か
っ
た
者
に
は
、
褒
美
と
し
て
絵
を
与
え
た
。
算
術
の
初
歩
で

は
、
厚
紙
で
作
っ
た
「
銭
」
を
図
で
示
し
、
こ
れ
を
使
い
な
が
ら

教
え
る
工
夫
も
し
た
。

こ
の
よ
う
な
工
夫
は
、
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
と
教
育
内
容
を

結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
主
体
性
を
引
き
出
そ
う
と

す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
様
々
な
工
夫
は
、
多
く
の
組
を
、
ほ
と
ん
ど
一
人
で

担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
困
難
な
事
情
に
対
応
し
た
も
の
で

も
あ
っ
た
。

成
瀬
は
「
自
助
」
の
項
に
、「
多
く
の
組
ヲ
一
人
ノ
教
師
ニ
て

教
（
マ
マ
）

ゆ
れ
僅
ノ
弊
害
あ
れ
共
、
常
ニ
其
法
方（

マ
マ
）よ
く
定
む
れ
ば
損
よ
り

益
多
し
。
即
ち
大
ニ
実
地
ノ
学
活
用
し
、
学
問
己
れ
ノ
実
智
得
る

成
瀬
は
、
一
八
八
二
年
八
月
二
六
日
、
学
校
運
営
の
独
立
自
給

主
義
を
め
ぐ
る
意
見
対
立
で
教
員
を
辞
職
し
た
が
、
本
資
料
は
、

そ
の
直
前
ま
で
、
成
瀬
が
熱
心
に
教
育
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

最
初
の
寄
宿
生
に
関
す
る
資
料
で
は
、生
徒
が
互
い
に
「
品
行
」

に
つ
い
て
語
り
合
う
「
問
答
会
」、
子
ど
も
連
れ
で
寄
宿
し
て
い

る
生
徒
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
「
寄
宿
ノ
小
児
ニ
就
テ
」

の
項
、
聖
書
を
毎
朝
暗
記
さ
せ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
寄
宿
舎
生
活

の
実
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
吾
等
ハ
学
校
を
神

ノ
家
と
な
し
」
と
の
表
現
も
見
え
る
。

泣
く
生
徒
の
指
導
法
、
生
徒
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
法
、

教
師
の
命
令
に
背
い
た
場
合
の
「
罰
点
」
の
つ
け
方
等
、
生
徒
へ

の
細
や
か
な
心
遣
い
と
と
も
に
、
厳
し
い
指
導
の
あ
り
方
も
う
か

が
わ
せ
る
。「
故
ニ
諸
生
徒
た
ち
よ
、
余
ハ
万
事
汝
等
の
品
行
ニ

目
を
注
ぎ
勧
め
る
ゆ
へ
、
之
を
厭
ふ
こ
と
勿
れ
」
と
、
成
瀬
は
、

自
ら
の
指
導
法
へ
の
想
い
を
記
し
て
い
る
。

「
明
治
十
五
年
四
月
ヨ
リ
」
と
あ
る
箇
所
か
ら
は
、
具
体
的
な

授
業
方
法
や
試
験
法
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
「
研
究
」
の
項
に
「
生
徒
ヲ
シ
テ
己
ノ
力
ヲ
用
ヰ
テ
之
ヲ

研
究
せ
し
む
べ
し
」
な
ど
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。「
智
識
ノ

取
方
」
と
い
う
項
で
も
「
生
徒
自
ら
成
し
得
る
事
ハ
、
何
ニ
限
ら

ず
自
ら
種
々
ノ
ヿこ

と

ヲ
な
さ
し
む
可
し
」
と
あ
る
。
算
術
の
問
題
も
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な
り
。」
と
記
し
た
。
悪
条
件
を
、
逆
に
、
前
向
き
に
と
ら
え
よ

う
と
す
る
、
い
か
に
も
成
瀬
ら
し
い
積
極
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。

こ
の
方
法
は
同
時
に
、
澤
山
保
羅
の
伝
記A

 M
odern Paul in 

Japan
（
新
井
明
訳
『
澤
山
保
羅
─
現
代
日
本
の
ポ
ウ
ロ
─
』
日

本
女
子
大
学
、
二
〇
〇
一
年
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
リ
ー
・
ラ

イ
オ
ン
が
創
設
し
た
マ
ウ
ン
ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー

の
教
育
方
法
を
範
に
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
の
ち
に
日
本
女
子

大
学
校
の
教
育
方
法
と
な
っ
た
「
自
学
自
動
」
教
育
の
源
が
、
す

で
に
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

全
部
で
八
組
（
あ
る
い
は
七
組
）
の
授
業
を
、
成
瀬
一
人
で
担

当
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
上
級
生
に
授
業
や
試
験
の

手
伝
い
を
さ
せ
た
。「
長
女
」
と
あ
る
の
は
上
級
生
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
り
わ
け
最
上
級
生
の
安
田
サ
イ
（「
安
田
才
」）
が
頼
り

に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
酒
井
氏
」
は
酒
井
貞
躬
、
歌
担

当
の
「
コ
ー
ル
ビ
ー
氏
」
と
は
、
女
学
校
内
に
居
住
し
て
い
た
女

性
宣
教
師
で
あ
る
。

こ
の
資
料
か
ら
、
こ
の
時
期
の
梅
花
女
学
校
の
生
徒
数
が
ほ
ぼ

四
五
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
上
級
か
ら
第
一
組
五
名
、

第
二
組
一
五
名
、
第
三
組
〇
名
、
第
四
組
八
名
、
第
五
組
五
名
、

第
六
組
四
名
、
第
七
組
八
名
の
合
計
四
五
名
で
あ
る
が
、
こ
の
数

字
は
、
あ
と
に
出
て
く
る
「
席
順
」
の
生
徒
数
四
四
名
と
は
食
い

違
う
。
生
徒
名
に
も
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
一
〜
二
名
の

生
徒
の
出
入
り
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

組
編
制
は
、
上
記
箇
所
で
は
七
組
制
で
、
第
三
組
に
生
徒
が
い

な
い
の
は
、
第
二
組
に
合
併
し
て
授
業
を
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
の
ち
の
箇
所
で
は
八
組
制
に
な
っ
て
い
る
。

生
徒
名
で
は
、『
成
瀬
先
生
追
懐
録
』（
桜
楓
会
出
版
部
、

一
九
二
八
年
）
に
文
章
を
寄
せ
て
い
る
山
岡
は
る
子
（「
北
住
春
」）

と
そ
の
妹
梅
、
土
倉
庄
三
郎
の
娘
、
長
女
富
子
、
次
女
政
子
、
三

女
糸
、
四
女
小
糸
、
土
倉
が
連
れ
て
き
た
親
戚
の
二
人
の
娘
、
作

間
栄
（
佐
久
間
菊
）、
舘
せ
い
な
ど
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
前

神
松
枝
と
あ
る
の
は
、
成
瀬
が
大
変
世
話
に
な
っ
た
前
神
醇
一
の

娘
で
あ
る
。
な
お
安
田
サ
イ
は
、
の
ち
に
澤
山
保
羅
の
後
任
と
し

て
浪
花
教
会
牧
師
と
な
っ
た
亀
山
昇
と
結
婚
し
た
。

資
料
の
最
後
に
は
試
験
問
題
が
記
さ
れ
て
い
る
。
六
月
の
定
期

試
験
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

心
理
学
の
問
題
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ヘ
ヴ
ン
著
（
西
周
訳
）『
奚

般
氏
著
・
心
理
学
』（
文
部
省
、一
八
七
八
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

こ
の
教
科
書
は
明
治
維
新
後
最
初
に
翻
訳
さ
れ
た
心
理
学
教
科
書

と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
書
の
原
題
はM

ental 

philosophy : including the intellect, sensibilities, and w
ill

（「
知
・
情
・
意
を
含
む
精
神
哲
学
」）
で
あ
っ
て
、
今
日
一
般
に

言
う
「
心
理
学
」psychology

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
内
容
も

道
徳
哲
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
ジ
ョ
セ
フ
・
ヘ
ヴ
ンJoseph	 H

aven

（
一
八
一
六
─

一
八
七
四
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
で
哲
学
者
で
あ
る
。
ア
ン

ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
成
瀬

と
も
縁
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
算
術
の
応
用
問
題
が
出
て
く
る
。
対
象
と
す
る
組
が
不

明
な
の
で
、
難
易
は
、
に
わ
か
に
は
決
し
が
た
い
が
「
一
婦
ア
リ
、

木
綿
若
干
尺
ヲ
買
ヒ
、
其
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
足
袋
ト
ナ
シ
、
又
其
ノ

残
ノ
二
分
ノ
一
ヲ
手
拭
ト
ナ
シ
タ
リ
、然
ル
ニ
残
リ
三
尺
あ
り
し
、

然
れ
バ
初
め
ニ
幾
何
尺
ヲ
買
ひ
し
や
」
と
い
っ
た
問
題
は
、
い
か

に
も
女
学
校
ら
し
い
試
験
問
題
で
あ
る
。

修
身
、
生
理
学
に
続
い
て
、
物
理
学
の
試
験
問
題
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
片
山
淳
吉
編
『
物
理
階
梯
』（
文
部
省
、

一
八
七
六
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。「
填て

ん

充じ
ゅ
う

性
」「
礙が

い

竄ざ
ん

性
」「
無む

盡じ
ん

性
」
な
ど
今
日
使
わ
れ
な
い
語
が
出
て
く
る
が
、
す
べ
て
『
物

理
階
梯
』
の
も
の
で
あ
る
。

梅
花
女
学
校
の
教
育
状
況
に
つ
い
て
、『
成
瀬
先
生
傳
』（
桜
楓

会
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）
は
、「
外
国
人
教
師
は
英
語
音
楽
（
そ

の
一
人
は
初
め
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
氏
で
、
音
楽
を
教
へ
た
と
い
ふ
）
を

教
へ
、
澤
山
氏
が
基
督
教
の
講
義
を
し
た
外
、
普
通
学
は
初
め
の

間
全
部
先
生
の
担
当
で
あ
つ
た
」
と
記
し
（
五
六
〜
五
七
頁
）、

成
瀬
自
身
も「
私
ハ
一
人
デ
五
ツ
ノ
組
ヲ
担
当
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
。

其
時
ニ
ハ
倫
理
ハ
無
論
ノ
事
、
代
数
モ
幾
何
モ
物
理
モ
化
学
モ
教

育
モ
心
理
学
モ
一
切
一
人
デ
教
ヘ
テ
居
リ
マ
シ
タ
」
と
回
想
し
て

い
る
が
（「
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
氏
ノ
続
キ
」
一
九
〇
五
年
一
月
一
四

日
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
・
明
治
三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
』

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
、二
〇
〇
九
年
）、本
資
料
に
よ
っ
て
、

こ
れ
が
、
ほ
ぼ
事
実
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
山
岡
は
る
子
も
『
成
瀬
先
生
追
懐
録
』
の
な
か
で
、「
経

済
上
他
の
教
師
を
聘
す
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
か
ら
上
級
生
に
手
伝

は
し
め
、国
語
、科
学
等
は
全
部
先
生
お
一
人
に
て
引
受
け
ら
れ
」、

「
お
一
人
故
教
程
を
同
時
に
教
授
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
此
の
組
に
数

学
を
教
へ
題
を
与
へ
お
き
て
は
、彼
の
組
に
心
理
を
講
義
せ
ら
れ
、

此
の
組
に
作
文
を
教
へ
お
き
て
は
彼
の
組
に
物
理
或
は
教
育
論
を

教
へ
ら
る
ゝ
な
ど
」（
八
四
〜
八
五
頁
）
と
、
生
徒
の
立
場
か
ら
、

教
師
成
瀬
の
教
授
方
法
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま

た
本
資
料
の
記
述
と
符
合
す
る
。

さ
ら
に
『
成
瀬
先
生
傳
』
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。
冒
頭
の

「
或
る
人
」
と
は
誰
の
こ
と
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
人
物
が
保
存

し
て
い
た
「
当
時
の
日
誌
」
と
は
、
本
資
料
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
資
料
の
、
的
確
な
解
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
参
考
の
た
め
引

用
し
て
お
き
た
い
。

「
或
る
人
の
手
許
に
保
存
さ
れ
た
当
時
の
日
誌
を
見
る
と
、
こ

の
時
の
教
育
に
関
す
る
方
針
、
方
法
、
学
科
及
び
取
扱
ひ
方
、
試

業
法
及
び
問
題
、
寮
舎
の
管
理
、
生
徒
名
（
或
る
一
時
の
）
な
ど
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が
、
ほ
ん
の
心
覚
え
で
は
あ
る
が
、
か
な
り
精
し
く
記
さ
れ
て
あ

る
。
そ
の
当
時
、
い
か
に
綿
密
な
注
意
を
以
て
、
い
か
に
熱
心
に

従
事
し
て
ゐ
た
か
ゞ
、
之
に
依
つ
て
推
察
さ
れ
る
。
先
生
の
教
育

法
は
、
当
時
既
に
大
に
自
発
自
学
的
で
、
而
し
て
全
く
生
徒
本
位

で
あ
つ
た
。
生
徒
の
希
望
を
き
ゝ
、
規
則
も
生
徒
に
考
へ
さ
せ
、

日
課
の
進
程
も
生
徒
に
き
め
さ
せ
る
。
而
し
て
そ
の
勉
学
法
も
各

自
の
工
夫
を
教
師
が
訂
正
し
て
、
自
ら
研
究
さ
せ
、
生
徒
が
疑
問

を
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
に
、
始
め
て
教
師
の
説
明
を
与
へ

る
と
い
ふ
方
針
で
あ
つ
た
。
教
室
内
な
ど
の
乱
れ
た
と
き
は
、
之

を
直
ち
に
叱
責
し
た
り
す
る
代
り
に
、
生
徒
各
自
の
研
究
問
題
と

し
て
、
ど
う
す
れ
ば
静
粛
に
整
頓
さ
れ
る
か
を
、
時
を
与
へ
て
考

へ
さ
せ
る
。
総
て
罪
を
責
め
る
よ
り
も
、
改
め
る
道
を
示
す
と
い

ふ
風
で
あ
つ
た
。
一
週
一
回
問
答
会
と
い
ふ
も
の
を
開
い
て
、
各

自
に
実
践
修
養
上
の
問
題
を
出
さ
せ
、
生
徒
間
の
解
答
の
不
足
を

教
師
が
補
ふ
と
い
ふ
方
法
も
と
つ
て
ゐ
た
。
一
方
罰
点
の
制
な
ど

を
設
け
て
、
か
な
り
厳
重
に
怠
惰
と
自
恣
と
を
戒
め
た
の
で
あ
る

が
、
其
の
本
旨
は
全
く
自
発
的
研
究
的
で
、
従
つ
て
当
時
と
し
て

は
甚
だ
斬
新
な
、
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。」（
五
九
〜
六
〇
頁
）

	

（
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授　

か
た
ぎ
り　

よ
し
お
）
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洋
紙
ノ
ー
ト　

上
綴
じ　

縦
二
〇
．
〇
×
横
一
一
．
八
㎝

資
料
番
号　

Ｄ
２
０
０
８

二
〇
一
七
年
度
中
に
翻
刻
刊
行
予
定

資
料
紹
介　

2

　
「
女
子
教
育
之
方
針
」「
種
子
」

片
桐　

芳
雄

全
二
〇
〇
頁
の
冊
子
で
あ
る
。
表
に
「
女
子
教
育
之
方
針
」、

裏
に
「
種
子
」
と
表
題
が
書
か
れ
て
お
り
、
表
か
ら
約
一
五
〇
頁

に
女
子
教
育
を
め
ぐ
る
所
見
、
裏
か
ら
五
〇
頁
ほ
ど
に
「
種
子
」、

す
な
わ
ち
「
前
半
部
」
の
所
見
を
得
る
た
め
の
取
材
メ
モ
と
い
っ

た
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
前
半
部
」
と
「
後
半
部
」

の
境
い
目
の
一
五
〇
頁
前
後
は
、
錯
綜
し
て
お
り
、
明
確
に
分
け

難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
携
帯
し
て
使
用
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
ら
し
く
、
破
損
し
て
い
る
個
所
も
あ
る
。

書
か
れ
た
時
期
は
、『
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
収
蔵
資
料

目
録
１
』
に
、「
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
頃
」
と
あ
る
が
、

一
八
九
一（
明
治
二
四
）年
の
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
訪
問
時

の
メ
モ
ら
し
き
も
の
が
入
っ
て
い
る
。さ
ら
に
七
頁
の「
十
二
日

T
hirsday

」
は
カ
レ
ン
ダ
ー
で
確
認
す
る
と
一
八
九
一
年
三
月

一
二
日
木
曜
日
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
四
頁
の
「
三
月
十
日
」
は
同

年
三
月
一
〇
日
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
こ
の
冊
子
は
、
遅
く
と
も
こ

れ
以
前
に
書
き
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
前
半
部
」
の
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「
前
半
部
」
冒
頭
の
英
文
メ
モ
は
、
女
子
教
育
に
つ
い
て
、
成

瀬
が
ア
メ
リ
カ
で
、
ど
の
よ
う
な
事
項
に
関
心
を
持
っ
た
か
を
示

す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
項
目
の
前
に
付
さ
れ
た
○
や
△
、

あ
る
い
は
一
〜
五
項
目
に
書
き
込
ま
れ
た
月
が
具
体
的
に
何
を
意

味
す
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
成
瀬
は
、
必
要
な
調
査

を
着
々
と
計
画
的
に
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
頁
は
、

前
頁
の
項
目
を
、
女
子
教
育
に
焦
点
化
し
て
、
よ
り
整
理
し
よ
う

と
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
成
瀬
の
女
子
教
育
へ
の
熱
意
が
強

く
感
じ
ら
れ
る
。

「
後
半
部
」
の
冒
頭
二
〇
〇
〜
一
八
八
頁
あ
た
り
に
列
挙
さ
れ

た
質
問
項
目
は
（
一
六
二
〜
一
六
三
頁
も
含
め
）、「
前
半
部
」
冒

頭
の
メ
モ
を
質
問
形
式
に
し
て
、
実
際
の
取
材
時
に
役
立
て
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
と
英
訳
を
対
照
さ
せ
て
、
ウ
エ

ル
ズ
リ
ー
訪
問
時
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
機
会
な

ど
に
も
活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
質
問
事
項
の
設
定
に
は
、
留
学
一
年
目
に
師
事
し
た

タ
ッ
カ
ー
教
授
と
の
議
論
の
内
容
が
、
か
な
り
反
映
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
タ
ッ
カ
ー
教
授
か
ら
受

け
た
週
一
時
間
の
個
人
指
導
の
た
め
に
、
準
備
さ
れ
た
も
の
か
も

し
れ
な
い
。後
述
す
る「
婦
人
の
範
囲
」と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、タ
ッ

カ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
し
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

最
終
箇
所
、
一
四
九
頁
に
あ
る
「
加
藤
政
之
助
の
女
子
教
育
の
方

針
」
は
、
糊
付
け
し
て
綴
じ
込
ま
れ
た
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の

一
八
九
一
年
一
二
月
一
三
日
号
と
一
四
日
号
の
加
藤
政
之
助
の
論

説
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
八
九
一
年
一
月
に
渡
米
し
た
成
瀬
仁
蔵
は
、
二

月
一
日
の
日
記
に
、
三
年
間
の
留
学
期
間
中
に
研
究
す
べ
き
事
項

と
し
て
「
神
学
上
の
問
題
」
と
と
も
に
「
女
子
教
育
之
方
針
」
を

挙
げ
た
が
、「
神
学
上
の
問
題
」を
主
と
し
て
日
記
に
記
す
一
方
で
、

そ
れ
と
は
別
に
、
女
子
教
育
に
関
す
る
考
察
メ
モ
を
、
作
成
し
始

め
た
の
だ
っ
た
。そ
し
て
留
学
生
活
一
年
目
の
一
八
九
一
年
中
に
、

こ
の
冊
子
を
使
い
き
っ
た
の
で
あ
る
。

「
後
半
部
」
の
一
八
一
〜
一
六
三
頁
は
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
訪
問
時

の
取
材
メ
モ
ら
し
き
も
の
で
あ
る
（「
前
半
部
」
五
七
〜
五
八
頁

に
も
）。
鉛
筆
書
き
の
断
片
的
な
メ
モ
で
不
明
な
箇
所
も
多
い
が
、

校
内
を
移
動
し
な
が
ら
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
強
い
関
心
を
も
っ

て
同
校
を
見
学
す
る
成
瀬
の
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
貴
重
な
資

料
で
あ
る
。

一
八
五
〜
一
八
四
頁
の
英
語
に
よ
る
祈
祷
文
も
、
ウ
エ
ル
ズ

リ
ー
滞
在
中
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
九
八
〜
一
〇
七
頁
の

英
文
原
稿
は
、
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
そ
の
他
で
挨
拶
を
求
め
ら
れ
た
時

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
推
敲
を
重
ね
た
様
子
に
、
成
瀬
の
意
気
込
み

と
緊
張
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
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本
資
料
に
は
、
明
ら
か
に
、
成
瀬
の
も
の
で
は
な
い
筆
跡
の
英

文
資
料
も
あ
る
。
例
え
ば
一
五
〇
頁
に
綴
じ
込
ま
れ
た
メ
モ
は
、

タ
ッ
カ
ー
夫
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。内
容
は
、

結
婚
し
て
、
妻
で
あ
り
な
が
ら
社
会
的
に
も
重
要
な
活
動
を
す
る

著
名
な
二
人
の
女
性
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、

こ
う
い
う
事
例
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
い
う
成
瀬
の
要
望
に
応
え

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
タ
ッ
カ
ー
夫
人
は
、
ス
ミ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
卒

業
で
同
窓
会
長
も
務
め
た
才
媛
で
あ
っ
た
。
彼
女
が
成
瀬
に
貢
献

し
た
の
は
、
病
中
に
食
事
を
届
け
た
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
筆
記
用
具
は
、
日
本
文
は
毛
筆
、
英
文
は
ペ
ン
で
あ
る
が
、

一
三
一
頁
か
ら
日
本
文
も
ペ
ン
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の

頃
か
ら
ペ
ン
の
使
用
に
慣
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
前
半
部
」
に
は
、
一
五
四
項
目
の
所
感
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
多
く
は
女
子
教
育
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
よ
り
幅

広
く
、
女
性
観
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
的
な
人
間
観
や
教

育
観
・
社
会
観
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。

一
六
〜
一
八
頁
の
「
女
子
教
育
方
針
・
女
子
の
目
的
」
は
、『
成

瀬
先
生
傳
』（
桜
楓
会
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）
一
四
七
頁
に
も

引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
一
一
三
〜
一
一
五
頁
の
「
女
子
教
育
之
方

針
」
に
は
さ
ら
に
具
体
的
な
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
考
察
が

深
ま
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

二
一
頁
以
下
の
「
学
校
制
度
（
日
本
）」
も
、
当
時
の
日
本
の

学
校
制
度
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。「
朝
夕
女
学
校
」「
女
友
会
」「
市

の
夜
学
校
」
な
ど
の
具
体
的
提
案
も
あ
る
。
女
子
大
学
に
つ
い
て

は
、
上
記
「
女
子
教
育
之
方
針
」
の
項
に
出
て
く
る
が
、
七
四
頁

の
「
女
子
大
学
」、
一
四
九
頁
の
「
女
子
大
学
の
必
要
」
な
ど
、

独
立
の
項
目
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
七
四
頁
に
「
都す

べ

て
自

治
ノ
道
ヲ
定
」
め
と
あ
る
よ
う
に
、「
自
治
」「
自
立
」「
自
動
」「
自

活
」な
ど
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
一
五
頁
の
「
徳
育
」
に
は
、「
精
神
的
、自
治
自
動
的
、自
治
的
、

実
行
的
」
と
あ
る
。

女
性
観
に
関
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
は
「
婦
人
の
範
囲
」（T

he	
Sphere	 of	 W

om
an	

又
はW

om
an’s	 Sphere

）
と
い
う
語
が
し
ば

し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
「
女
性
の
領
域
」
は
、
一
九
世
紀
初

め
の
産
業
革
命
を
経
る
な
か
で
生
れ
た
（
有
賀
夏
紀
『
ア
メ
リ
カ
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
社
会
史
』）。
市
場
経
済
の
発
展
で
、
男
性
た
ち

は
家
の
外
に
仕
事
場
を
求
め
、
家
庭
が
「
女
性
の
領
域
」
と
な
っ

た
。
家
庭
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
賢
母
良
妻
の
育
成
の
た
め
に
、

女
子
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
た
。
女
子
教
育
の
充
実
は
、
小
学

校
教
員
や
看
護
師
を
は
じ
め
、
医
師
や
弁
護
士
等
々
の
専
門
的
職

業
に
も
、
女
性
の
進
路
を
開
く
こ
と
に
も
な
り
、「
女
性
の
領
域
」

は
拡
大
し
た
。

こ
う
し
て
あ
ら
た
め
て
、「
女
性
の
領
域
」
と
は
何
か
、
が
問
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わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
成
瀬
が「
婦
人
の
範
囲
」に
関
心
を
持
っ

た
の
は
、
こ
う
し
た
時
代
だ
っ
た
。

成
瀬
は
、
留
学
間
も
な
い
時
期
に
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
を
訪
問
し
た

さ
い
、
こ
の
問
題
で
教
授
た
ち
と
議
論
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く

は
、
男
女
の
職
務
の
範
囲
は
異
な
ら
な
い
と
の
見
解
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
成
瀬
は
、「
併
し
余
は
未
だ
之
に
一
致
す
る
を
得

ず
」（『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第
一
巻
二
二
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

四
五
〜
四
六
頁
を
見
る
よ
う
に
、
成
瀬
に
と
っ
て
「
婦
人
の
範

囲
」
は
、ま
ず
第
一
に
「
家
」
で
あ
っ
た
。「
女
子
の
職
業
」（
四
七

頁
）
も
「
凡
テ
家
ヲ
作
る
の
助
ク
為
大
事
」
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
「
女
性
の
領
域
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
成
瀬
に
と
っ
て

も
新
鮮
で
刺
激
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
成
瀬
が
師
事
し
た
タ
ッ
カ
ー

は
女
性
問
題
に
も
深
い
関
心
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
が
、
五
二
〜

五
三
頁
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
、「
ホ
ー
ム
ヲ
作
ル
事
」
の

ほ
か
に
、
社
会
、
教
育
、
経
済
、
学
術
、
政
治
等
々
、
多
様
な
「
婦

人
の
範
囲
」
が
あ
る
こ
と
を
、
成
瀬
に
説
い
た
。

し
た
が
っ
て
成
瀬
は
、「
教
育
ノ
順
序
」（
三
六
〜
三
七
頁
）
で
、

「
何
ノ
為
ニ
女
子
の
教
育
ス
ル
ヤ
」
と
自
問
し
て
、「
第
一
彼
れ
自

身
ノ
為
」
と
自
答
し
た
。「
日
本
女
子
の
有
様
」（
一
三
一
〜

一
三
二
頁
）
で
は
、「
日
本
女
子
の
有
様
ハ
罪
、
病
、
死
、
盲
、

ツ
ン
ボ
、
飢
餓
、
孤
独
、
擒と

り
こ、
下
賤
、
等
也
（physical	&

	 spiri-
tual

）」
と
記
し
た
。
さ
ら
に
「
男
女
上
下
平
等
論
」（
一
三
二
〜

一
三
三
頁
）で
は
、「
何
の
業
ヲ
取
ル
貴
賤
ナ
キ
焉な
り

。
天
子
ト
人
民
。

師
ト
弟
子
。
其
幸
福
。
貴
卑
同
等
な
り
。」「
凡
て
の
人
ニ
貴

と
う
と
き
と
こ
ろ処

誉ほ
む

可べ

き
処
あ
り
。
之
を
平
等
ニ
ス
ル
ヲ
忘
ル
可
ら
ず
。
即
ち（
偏
）

ト
イ
フ
字
ヲ
悪に

く

ム
可
し
」
と
記
し
た
。
そ
し
て
成
瀬
は
、
一
五
三

頁
に
は
、「
女
子
の
職
業
と
家
政
の
関
係
等
深
く
研
究
せ
ざ
る
可

ら
ず
」
と
記
す
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
タ
ッ
カ
ー
教
授
と
の
議
論
を
通
し
て
、
成
瀬
の
、

女
子
教
育
に
関
す
る
知
見
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
際
タ
ッ
カ
ー
夫
人
の
役
割
が
、
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と

は
、
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
一
九
九
頁
の
「
女
子
の
範
囲
如
何
」
と
い
う
質
問

事
項
も
興
味
深
い
。
こ
の
中
に
は
ア
メ
リ
カ
で
有
名
な
女
性
の
氏

名
を
尋
ね
た
も
の
も
あ
る
。
成
瀬
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
学
び

な
が
ら
、
優
れ
た
女
性
た
ち
を
養
成
す
る
女
子
大
学
の
構
想
に
想

い
を
巡
ら
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
前
半
部
」
冒
頭
で
、
し
ば
し
ば
メ
リ
ー
・
ラ
イ
オ
ン
に
関
す

る
記
述
が
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
メ
リ
ー
・
ラ
イ
オ

ン
は
、
ア
メ
リ
カ
女
子
高
等
教
育
機
関
の
先
駆
と
さ
れ
る
マ
ウ
ン

ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
女
子
セ
ミ
ナ
リ
ー
の
創
設
者
で
あ
り
、

一
八
八
一
年
刊
行
の
『
婦
女
子
の
職
務
』
で
も
紹
介
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
梅
花
女
学
校
は
マ
ウ
ン
ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
を
モ
デ
ル
に

し
た
と
い
う
。
お
ま
け
に
成
瀬
が
寄
宿
し
す
っ
か
り
世
話
に
な
っ
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た
レ
ビ
ッ
ト
家
の
夫
人
は
、
マ
ウ
ン
ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
の
卒
業
生

で
メ
リ
ー
・
ラ
イ
オ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
（
五
頁
）。
日
本
女
子

大
学
の
教
育
に
つ
い
て
、
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
の
み
な
ら
ず
、
マ
ウ
ン

ト
・
ホ
リ
ヨ
ー
ク
か
ら
も
、
多
く
の
示
唆
を
得
た
で
あ
ろ
う
。

英
文
の
箇
所
に
は
、
読
書
ノ
ー
ト
と
み
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
一
二
一
頁
の
「D

uties	 of	 w
om

en

」
は
、
有
名
な
女
性
社

会
活
動
家Frances	 Pow

er	 C
obbe

（
一
八
二
二
─
一
九
〇
四
）
の

同
名
の
著
書
で
あ
り
、
一
二
三
頁
の
「C

haracteristics	 of	 W
om

-

en

」
は
英
国
の
女
性
作
家A

nna	 B
row

nell	 Jam
eson

（
一
七
九
四

─
一
八
六
〇
）
の
著
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
は
成
瀬
文
庫
に
も

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
成
瀬
に
よ
る
書
き
込
み
や
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

が
あ
る
。
ま
た
一
三
四
頁
以
下
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
著

『
教
育
論
』
の
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

最
後
に
八
〇
頁
の
「
義
損

（
マ
マ
）之

義
務
」
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

「
富
者
ハ
自
ら
己
の
義
務
を
識
り
、
相
当
之
義
損
を
為
し
、
貧
人

の
進
歩
利
益
を
計
」
る
べ
き
だ
と
記
し
た
成
瀬
は
、
ア
メ
リ
カ
の

学
校
が
、
そ
の
よ
う
な
「
道
徳
心
」
と
「
慈
善
心
」
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
強
い
印
象
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
女
子

大
学
設
立
の
た
め
の
、精
力
的
な
寄
付
金
集
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
精
神
に
学
ん
だ
結
果
で
も
あ
っ
た
。

な
お
成
瀬
は
こ
の
時
期
、
表
紙
に
「
衛
生
・
料
理
・
遊
戯
・
家

ノ
建
築
法
」
と
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
（
資
料D

2013

）
を
、
別
に
作

成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
前
半
部
」
冒
頭
の
英
文
メ
モ
の
二
〇

項
目
中
七
〜
一
三
項
目
に
関
わ
る
事
項
が
書
か
れ
て
い
る
。「
女

子
教
育
之
方
針
」
が
女
子
教
育
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
の
ノ
ー
ト
に
は
、
言
わ
ば
、
女
子

教
育
の
内
容
、家
政
に
関
す
る
事
項
が
記
さ
れ
た
と
も
言
え
よ
う
。

	

（
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授　

か
た
ぎ
り　

よ
し
お
）
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洋
紙
ノ
ー
ト　

上
綴
じ　

縦
二
〇
．
九
×
横
一
一
．
二
㎝

資
料
番
号　

Ｄ
２
０
１
４

二
〇
一
七
年
度
中
に
翻
刻
刊
行
予
定

資
料
紹
介　

３
成
瀬
仁
蔵
の
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
再
考

大
森　

秀
子

成
瀬
仁
蔵
は
ア
メ
リ
カ
留
学
の
た
め
に
日
本
を
一
八
九
〇
年

一
二
月
一
六
日
に
出
発
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
到
着
後
、
シ
カ

ゴ
経
由
で
ボ
ス
ト
ン
に
入
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
約
三
年

間
を
過
ご
し
た
。
近
年
、『
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
収
蔵
資

料
目
録
１　

旧
成
瀬
記
念
室
資
料
』（
二
〇
一
四
年
）
が
刊
行
さ

れ
た
。
成
瀬
の
ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
の
史
料
が
写
真
掲
載
さ
れ
、

成
瀬
の
綴
っ
た
日
記
・
ノ
ー
ト
の
所
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

れ
ら
は
執
筆
年
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
含
め
て
全
部
で
九
点

存
在
す
る
。『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集　

第
一
巻
』
に
掲
載
さ
れ
た
日

記
は
、
一
八
九
一
年
四
月
下
旬
〜
一
八
九
二
年
一
月
二
七
日
と
、

一
八
九
二
年
五
月
八
日
〜
一
八
九
三
年
五
月
一
日
の
内
容
を
記
し

て
お
り
、上
記
の
う
ち
、五
点
の
史
料
が
関
係
し
て
い
る
。
同
『
著

作
集
』
で
は
ア
メ
リ
カ
到
着
前
後
か
ら
一
八
九
一
年
三
月
ま
で
の

内
容
、
一
八
九
二
年
一
月
末
か
ら
一
八
九
二
年
五
月
上
旬
ま
で
の
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m
ents

（
一
八
四
七
年
）
で
あ
る
１
。
成
瀬
文
庫
に
は
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン

ズ
のM

ethods of Social R
eform

 and O
ther Papers （L

ondon: 

M
acm

illan,	 1904

）
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
帰
国
後
に
入
手
し

た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
一
九
世
紀
の
有
名
な
イ
ギ
リ

ス
の
経
済
学
者
で
、
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
お
け
る
道
徳
的
・
倫
理

的
感
情
と
い
う
質
的
な
側
面
を
、
経
済
政
策
方
法
論
と
し
て
取
り

扱
い
、
社
会
改
革
に
つ
い
て
論
じ
た
２
。
一
方
、
ソ
ー
ヤ
は
メ
イ

ン
州
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
で
、
一
八
四
〇
年
に
ボ
ス
ト
ン
で
弁

護
士
を
開
業
し
、the	 Paw

ners’	 bank

を
設
立
し
て
い
る
。
ソ
ー

ヤ
の
主
著
に
、M

erchat’s and Shipm
aster’s G

uide	

（
一
八
四
〇

年
）
等
が
あ
る
３
。

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
『
社
会
改
革
の
方
法
・
諸
論
文
集
』
は
六
つ
の

エ
ッ
セ
ー
４
と
一
一
の
論
文
・
講
演
録
等
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
成
瀬
は
主
に
「
人
々
の
娯
楽
」（
一
八
七
八
年
）
と
い

う
エ
ッ
セ
ー
の
原
文
を
数
頁
に
亘
っ
て
筆
写
し
た
。
成
瀬
が
興
味

を
示
し
た
の
は
、
公
共
の
娯
楽
と
文
明
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ

た
箇
所
で
あ
る
。
義
務
教
育
制
度
が
成
立
し
な
が
ら
も
、
犯
罪
や

無
知
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
と
い
っ
た
社
会
の
歪
み
が
減
じ
る
こ
と

の
な
い
一
八
八
〇
年
前
後
に
あ
っ
て
、
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
は
学
校
外

の
劇
場
、
美
術
館
、
公
共
図
書
館
、
科
学
講
義
と
い
っ
た
社
会
制

度
の
も
つ
価
値
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、成
瀬
は「
人

は
幸
あ
ら
ざ
は
何
事
も
出
来
ず
又
之
を
得
る
為
に
は
生
命
を
も
投

内
容
、一
八
九
三
年
五
月
以
降
の
内
容
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
時
期
に
相
当
す
る
四
点
の
史
料
の
中
で
、
一
八
九
二
年
一
月

二
四
日
の
ノ
ー
ト
（
資
料
Ｄ
２
０
１
４
）
は
、
成
瀬
が
女
子
高
等

教
育
研
究
へ
と
専
心
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
探
る
上
で
貴
重
で
あ

る
。一

八
九
二
年
一
月
二
四
日
の
ノ
ー
ト
は
縦
二
〇
・
九
セ
ン
チ
、

横
一
一
・
二
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
外
国
製
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
赤
茶

色
の
孔
雀
模
様
の
美
し
い
表
紙
を
も
つ
ノ
ー
ト
に
破
損
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
ず
、
状
態
は
良
好
で
し
っ
か
り
と
し
た
形
状
を
と
ど
め

て
い
る
。
成
瀬
が
ノ
ー
ト
を
記
し
た
場
所
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
、
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
娯
楽
、
社
会
改

革
の
方
法
、
文
芸
、
読
書
等
で
あ
る
。
本
文
に
記
さ
れ
た
日
付
は

一
八
九
二
年
一
月
二
四
日
、
二
月
一
八
日
の
二
日
の
み
で
あ
る
。

一
月
の
日
付
は
お
よ
そ
書
き
出
し
部
分
に
記
さ
れ
て
お
り
、
二
月

の
日
付
は
ノ
ー
ト
三
分
の
一
を
過
ぎ
た
あ
た
り
に
登
場
す
る
。
約

一
四
〇
頁
か
ら
成
る
ノ
ー
ト
の
大
半
は
英
文
で
執
筆
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
英
文
の
後
に
、
成
瀬
自
身
の
コ
メ
ン
ト
が
和
文

で
続
い
て
い
る
。
英
文
は
次
の
二
冊
の
本
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

一
冊
は
、
Ｗ
・
ス
タ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
（W

.	 Stanley	
Je vons,	 1835- 1882

）
のM

ethods of Social R
eform

 and O
ther 

Papers

（
一
八
八
三
年
）、
も
う
一
冊
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｗ
・
ソ
ー

ヤ
（Frederic	 W

.	 Saw
yer,	 1810- 1875

）
のA

 P
lea for A

m
use-
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る
も
あ
り
故
に
有
益
のA

m
usem

ent	

は
真
ニ
大
切
也	

」
と
述
べ
、

社
会
事
業
の
一
環
と
し
て
組
織
さ
れ
た
ク
ラ
ブ
で
人
々
が
人
間
的

な
喜
び
や
幸
福
を
得
る
、有
用
な
娯
楽
に
着
目
し
た
。
と
同
時
に
、

ア
メ
リ
カ
人
が
家
庭
と
い
う
私
的
な
空
間
だ
け
で
な
く
、
公
共
空

間
に
お
い
て
陽
気
で
快
活
な
生
活
を
送
り
、
娯
楽
が
道
徳
的
身
体

的
知
的
な
面
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
を
つ
か
み
と
っ
て
い
る
。

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
教
育
に
関
す
る
限
り
、
一
八
二
六
年

か
ら
一
八
三
九
年
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
ラ
イ
シ
ア
ム
運
動
に

よ
っ
て
、
社
会
教
育
の
土
台
が
築
か
れ
、
成
瀬
が
渡
米
し
た
一
九

世
紀
末
に
は
、
図
書
館
・
博
物
館
の
建
設
を
通
し
て
知
識
を
普
及

す
る
と
い
う
目
的
が
す
で
に
実
現
し
、
公
共
図
書
館
は
社
会
の
中

で
確
固
た
る
位
置
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
七
四
年
以
来
、

メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
と
ル
ー
イ
ス
・
ミ
ラ
ー

が
始
め
た
シ
ャ
ト
ー
カ
運
動
が
盛
ん
で
、
シ
ャ
ト
ー
カ
文
理
サ
ー

ク
ル
や
夏
期
学
校
と
い
っ
た
成
人
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
積
極
的
に

実
施
さ
れ
、
こ
の
運
動
を
支
え
た
人
々
が
草
の
根
的
に
、
婦
人
ク

ラ
ブ
や
青
年
グ
ル
ー
プ
等
の
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。ま
た
、シ
ャ

ト
ー
カ
運
動
は
通
信
教
育
や
大
学
拡
張
等
の
先
駆
的
働
き
を
な
す

も
の
で
も
あ
っ
た
５
。

こ
の
よ
う
な
活
動
が
成
瀬
自
身
に
と
っ
て
現
実
味
を
帯
び
て
く

る
の
は
、
日
本
女
子
大
学
校
を
開
校
し
て
数
年
経
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
文
芸
会
や
大
学
拡
張
の
活
動
に
そ
の
影
響
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
文
芸
会
は
寮
で
学
生
が
音
楽
会
や
活
人
画
会
を
楽

し
む
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
６
。
児
童
の
遊
戯
に
も
通
じ
る
娯
楽

の
本
質
に
つ
い
て
、
成
瀬
は
「
人
は
生
涯
を
通
じ
て
娯
楽
に
よ
り

て
直
接
に
は
休
養
、
慰
安
を
得
て
、
活
動
力
を
養
ひ
、
間
接
に
は

娯
楽
そ
の
も
の
に
含
ま
る
ゝ
理
想
か
ら
、
智
徳
を
磨
く
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
、
娯
楽
の
種
類
の
欠
乏
を
補
う

こ
と
、
高
尚
な
娯
楽
を
選
ぶ
こ
と
、
団
欒
的
娯
楽
の
風
習
を
作
る

こ
と
、
児
童
の
娯
楽
に
対
す
る
父
母
・
兄
姉
・
教
師
の
教
育
的
態

度
を
促
し
て
い
る
７
。
成
瀬
の
大
学
拡
張
論
は
将
来
的
に
卒
業
生

の
団
体
で
あ
る
桜
楓
会
の
各
支
部
を
母
体
と
し
て
、
校
外
講
義
、

巡
回
図
書
館
、
巡
回
機
械
（
移
動
博
物
館
）、
夏
期
学
校
、
講
義

録
の
発
行
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
組
織
化
し
、

社
会
教
育
・
社
会
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い

る
８
。と

こ
ろ
で
、
ソ
ー
ヤ
の
『
娯
楽
擁
護
論
』
は
一
六
章
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
成
瀬
は
第
一
章
〜
第
六
章
、
第
八
章
、

第
一
一
章
〜
第
一
四
章
を
部
分
的
に
引
用
し
て
い
る
。
第
一
章
で

は
、「
娯
楽
の
定
義
」
に
従
っ
て
娯
楽
の
も
つ
人
間
形
成
的
意
義

に
目
を
留
め
、
娯
楽
の
歴
史
的
起
源
を
探
っ
て
い
る
。
宗
教
的
観

点
か
ら
娯
楽
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
見
解
を
検
討
し
た
成
瀬
は
、「
キ

リ
ス
ト
ハ
結
婚
式
ニ
も
到
り
又
宴
会
ニ
行
キ
飲
食
せ
り
。
交
際
せ

り
。A

m
usem

ent

を
賛
同
せ
り
。」
と
の
考
え
に
達
し
、
中
世
の
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修
道
院
に
み
ら
れ
る
禁
欲
主
義
を
斥
け
て
い
る
。
第
二
章
に
入
る

と
、
成
瀬
は
害
の
な
い
健
康
的
な
娯
楽
の
あ
り
方
に
賛
成
し
、

「A
m

usem
ents	

は
心
ニ
も
身
ニ
も
薬
と
な
る
べ
き
も
の
を
毒
と

し
て
捨
て
た
る
こ
と
多
し
。
…
…
若
し
交
際
候
し
ホ
ー
ム
の
有
様

真
に
時
ニ
戯
れ
話
し
誠
ニ
愉
快
を
得
せ
し
め
ば
何
ぞ
酒
を
求
め
ん

他
ニ
害
な
き
其A

m
usem

net
を
求
む
る
の
要
求
ニ
代
フ
ル
モ
ノ

多
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
章
で
浪
漫
主
義
的
と
も
い
え
る
自
然

観
を
通
し
て
、「
神
の
摂
理
の
恵
み
深
さ
を
享
受
す
る
妥
当
性
」

に
共
鳴
し
た
成
瀬
は
、
引
き
続
く
第
三
章
で
、
一
．
娯
楽
の
よ
ろ

こ
び
と
自
然
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
娯
楽
擁
護
の
証
言
、
二
．
娯
楽

擁
護
に
対
す
る
現
在
の
宗
教
界
の
実
際
的
見
解
、
三
．
幼
少
期
の

心
性
史
に
み
る
自
然
的
社
会
願
望
、
四
．
偉
大
な
る
自
然
法
の
交

替
、
五
．
娯
楽
の
役
割
と
い
う
五
つ
の
内
容
を
重
視
し
、
自
然
法

に
基
づ
く
娯
楽
擁
護
の
考
え
方
を
支
持
し
て
い
る
。第
四
章
で
は
、

「
社
会
的
娯
楽
、
感
覚
的
娯
楽
、
社
会
的
議
論
、
休
日
の
娯
楽
、

ダ
ン
ス
、
歌
、
訪
問
、
社
交
上
の
ゲ
ー
ム
、
運
動
場
で
の
ス
ポ
ー

ツ
」
と
い
っ
た
多
様
な
娯
楽
の
種
類
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
日

本
の
女
性
に
と
っ
て
の
交
際
の
意
義
を
引
き
出
し
た
。
子
ど
も
の

娯
楽
に
つ
い
て
論
じ
た
第
五
章
で
、著
者
は
児
童
労
働
を
批
判
し
、

子
ど
も
が
遊
戯
の
な
い
ま
ま
育
て
ら
れ
る
と
、
冷
淡
で
狡
猾
で
無

感
覚
に
な
っ
て
し
ま
う
と
戒
め
て
い
る
。
楽
し
み
の
場
と
な
る
家

庭
に
つ
い
て
、
成
瀬
は
「
日
本
の
食
堂
を
改
ム
ル
コ
ト
。
談
話
し

て
徐
々
食
ス
ル
風
。Fam

ily	 talking	

を
為
ス
コ
ト
。
等
大
切
也

又
食
後	 Social	 hour	

を
設
け
長
幼
打
寄
て
遊
ぶ
こ
と
等
大
切
な

り
。」
と
コ
メ
ン
ト
し
、	

食
卓
が
家
族
団
欒
の
場
と
な
り
、
食
後

の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア
ワ
ー
が
子
ど
も
に
と
っ
て
楽
し
み
の
時
間
と

な
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
第
六
章
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
祝
祭
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
人
の
オ
リ
ン
ピ
ア
競
技
会
、
古
代
ロ
ー
マ
人
の
狂
暴
で
残

忍
な
闘
技
、
中
世
騎
士
道
時
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
バ
ン

ス
の
叙
情
詩
人
の
様
子
等
を
描
い
て
い
る
。
西
洋
の
娯
楽
史
に
対

し
て
、
成
瀬
は
日
本
の
五
節
句
や
そ
の
他
の
祭
日
を
対
照
さ
せ
、

「
日
本
ニ
於
て
祭
日
を
守
ル
コ
ト
大
切
な
ら
ん
。」
と
し
て
、
そ
れ

ら
が
一
致
の
精
神
や
愛
国
心
を
養
う
と
し
た
。
第
一
一
章
に
及
ん

で
は
、
ダ
ン
ス
が
老
若
男
女
の
身
体
の
健
康
を
促
す
こ
と
か
ら
、

成
瀬
は
幼
稚
園
や
小
学
校
・
女
学
校
で
ダ
ン
ス
を
採
用
し
、
さ
ら

に
男
子
校
と
女
学
校
の
交
流
を
通
し
て
、
男
子
と
女
子
が
相
互
に

そ
れ
ぞ
れ
の
芸
を
披
露
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。
娯
楽
に
よ

る
男
女
交
際
を
認
め
た
成
瀬
は
「
時
々
は
男
女
合
併
の	

am
usem

ent	

を
為
さ
し
む
也
。
是
れ
相
方
ニ
利
益
あ
り
。
之
を
制

す
る
は
両
校
教
員
、
或
ハ
其
父
母
を
も
交
へ
ば
決
し
て
弊
害
な
か

ら
ん
。」	
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
二
章
で
成
瀬
は
劇
場
や
演
劇
に

関
心
を
寄
せ
た
。
放
縦
な
近
代
劇
に
対
す
る
劇
場
出
入
り
禁
止
と

い
う
よ
り
、
ラ
シ
ー
ヌ
や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
い
っ
た
劇
作
家
に

注
目
し
、演
劇
の
効
能
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
。
第
一
三
章
で
は
、
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家
族
集
団
に
娯
楽
の
組
織
化
の
基
本
が
あ
り
、
親
が
子
ど
も
の
楽

し
み
を
計
画
し
、
子
ど
も
の
仲
間
集
団
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
責

任
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
対
し
て
、
成
瀬
は
「
両
親

は
小
児
の
為
め
に
善
きSocial	 com

panionship

を
造
りH

om
e

に
於
て
十
分
のA

m
usem

ent

を
予
る
こ
と
必
要
な
り
。
殊
に

tem
ptation

多
き
幼
時
其
他
ニ
就
て
は
殊
ニ
注
意
ス
可
き
な
り
。

然
ら
さ
れ
ば
両
親
の
感
化
小
児
ニ
及
ば
ず
。」	

と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

筆
写
に
一
か
月
以
上
要
し
た
と
思
わ
れ
る
ノ
ー
ト
の
性
格
は
、

日
記
と
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
わ
ず
か
に
重
な
る
和
文
日
記

を
み
る
と
、
筆
写
を
始
め
た
翌
日
に
、
ア
メ
リ
カ
で
視
察
す
べ
き

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
一
二
項
目
定
め
、自
ら
の
決
意
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
れ
は
個
人
生
活
、	

家
族
生
活
、
学
校
、
ア
シ
ュ
ラ
ム
、
教
会
、

米
国
文
明
の
大
勢
、
商
業
・
農
業
、
建
築
・
機
関
、
万
国
博
覧
会
、

現
代
世
界
思
潮
、
図
書
館
で
世
界
の
よ
き
知
識
に
通
じ
る
こ
と
・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
事
業
、
青
年
会
・
禁
酒
会
・
王
女
会
等
の
慈
善

事
業
で
あ
る
9
。

学
校
視
察
に
関
す
る
限
り
、
成
瀬
は
す
で
に
前
年
の
四
月
一
三

日
か
ら
一
週
間
、
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
に
滞
在
見
学
し
て

い
る
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
の
卒
業
生
で
あ
り
新
潟
女
学
校
の

元
英
語
教
師
の
コ
ー
ネ
リ
ア
・
ジ
ャ
ド
ソ
ン
及
び
、
同
女
学
校
元

教
師
で
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
留
学
中
の
杉
江
田
鶴
の
紹
介

に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
10
。
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
で
は
マ

リ
オ
ン
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
担
当
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
イ
エ
ン
ス

が
一
八
九
〇
年
か
ら
一
八
九
二
年
の
間
、
最
上
級
生
と
第
二
、
第

三
学
年
の
特
別
生
に
開
講
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
家
政
学
成
立
の
土
台

づ
く
り
が
始
ま
っ
て
い
る
11
。
家
庭
衛
生
や
栄
養
学
等
を
教
授
す

る
本
コ
ー
ス
は
講
義
と
実
習
に
加
え
て
、
校
外
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ト
リ
ッ
プ
を
実
施
し
た
。
成
瀬
の
見
学
に
先
立
つ
一
か
月
前
の
三

月
一
六
日
に
、女
子
学
生
は
ボ
ス
ト
ン
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・

キ
ッ
チ
ン
へ
の
訪
問
を
通
し
て
、
科
学
的
な
ク
ッ
キ
ン
グ
だ
け
で

な
く
、
よ
く
調
理
さ
れ
た
、
味
の
よ
い
栄
養
あ
る
食
物
を
貧
し
い

人
に
届
け
る
と
い
う
、
本
施
設
の
慈
善
目
的
を
も
学
習
し
て
い

る
12
。成

瀬
が
ボ
ス
ト
ン
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ	（B

oston	 Y
oung	 W

om
en’s	 C

hris-

tian	 A
ssociation

）
を
訪
問
し
た
の
は
、
一
八
九
二
年
五
月
二
八

日
頃
で
あ
る
。
そ
の
時
、
成
瀬
が
受
け
取
っ
た
ボ
ス
ト
ン
Ｙ
Ｗ
Ｃ

Ａ
の
便
覧
に
は
、職
業
事
務
局
、夜
間
ク
ラ
ス
課
、七
つ
の
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
（
家
事
の
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
ク
ー

ル
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
産
業
技
術
の
学
校
、
料

理
学
校
、
速
記
術
学
校
、
体
育
学
校
、
聖
書
学
校
、
裁
縫
婦
の
た

め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
）、
旅
行
者
援
助
課
等
に
つ
い

て
記
さ
れ
て
い
る
13
。
そ
の
便
覧
の
余
白
に
は
学
校
の
種
類
や
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
成
瀬
の
毛
筆
の
メ
モ
書
き
が
認
め
ら
れ

る
14
。
新
規
移
民
の
流
入
す
る
ア
メ
リ
カ
の
都
市
産
業
社
会
の
中
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で
、
教
会
の
女
性
は
す
で
に
地
域
や
家
庭
の
援
助
者
と
な
る
女
性

の
た
め
の
組
織
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
取
り
組
み
、
移
民
や
女
性
の

自
立
支
援
を
開
始
し
て
い
た
。
成
瀬
は
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
で
新
し
い
家
政

学
の
内
容
、
女
子
実
業
教
育
の
方
法
、
慈
善
的
奉
仕
活
動
の
実
際
、

ス
ポ
ー
ツ
を
含
む
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
等
を
吸
収
し

た
。一

八
九
二
年
九
月
に
研
究
の
拠
点
を
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校

か
ら
ウ
ー
ス
タ
ー
の
ク
ラ
ー
ク
大
学
に
移
し
た
成
瀬
は
、
勢
力
的

に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
教
育
機
関
を

調
査
し
た
。
英
文
日
記
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ー
ク
大
学
（
九
月
一
二

日
）
の
他
に
、
ウ
ー
ス
タ
ー
師
範
学
校
（
一
〇
月
一
〇
日
・
一
一

日
・
一
三
日
、
一
一
月
一
日
・
二
日
）、
ハ
ー
バ
ー
ド
の
ア
ネ
ッ

ク
ス
〔
ラ
ド
ク
リ
フ
〕（
一
一
月
二
八
日
）、
マ
ウ
ン
ト
ホ
リ
ヨ
ー

ク
・
カ
レ
ッ
ジ
（
一
八
九
三
年
一
月
六
日
、
三
月
二
四
日
）、
ス

ミ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
（
一
月
六
日
、
三
月
五
日
・
六
日
・
二
四
日
）、

ア
マ
ー
ス
ト
・
カ
レ
ッ
ジ
（
三
月
六
日
・
七
日
）、
コ
ロ
ン
ビ
ア

大
学
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
（
五
月
四
日
）
等
を
訪
問
し

て
い
る
15
。
こ
の
中
で
、
成
瀬
が
ス
タ
ン
レ
ー
・
ホ
ー
ル
の
「
教

育
学
セ
ミ
ナ
リ
ー
」（
一
八
九
一
年
開
講
）
に
参
加
し
た
こ
と
に

注
目
し
た
い
。

一
八
八
九
年
に
開
校
し
た
ク
ラ
ー
ク
大
学
の
初
代
学
長
ホ
ー
ル

は
、
児
童
研
究
運
動
を
指
導
し
た
心
理
学
者
で
あ
る
。
質
問
紙
法

に
よ
っ
て
児
童
の
心
的
内
容
を
客
観
的
に
把
握
す
る
方
法
は
、

デ
ー
タ
を
集
め
、
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
発
見
し
た
こ
と
を
普
及
・

実
践
し
て
い
く
上
で
、女
性
ク
ラ
ブ
の
協
力
を
必
要
と
し
た
。ホ
ー

ル
は
、シ
カ
ゴ
万
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
博
覧
会
（
一
八
九
三
年
）
の
「
実

験
心
理
学
と
教
育
に
関
す
る
国
際
会
議
」
の
要
と
な
る
知
識
人
と

し
て
、
ク
ラ
ー
ク
大
学
を
全
国
の
児
童
研
究
運
動
の
拠
点
と
し
、

「
教
育
学
セ
ミ
ナ
リ
ー
」
を
活
用
し
た
。
女
性
ク
ラ
ブ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
通
し
て
定
期
的
に
集
ま
っ
た
女
性
は
、
児
童
の
道
徳
的

知
的
情
緒
的
発
達
に
つ
い
て
議
論
し
、
教
育
改
革
に
参
与
し
た
16
。

進
歩
主
義
教
育
時
代
を
迎
え
る
と
、
ホ
ー
ル
は
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ

ム
ズ
と
同
様
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
唱
道
し
、
地
域
社
会
に
お

け
る
子
ど
も
の
遊
び
場
運
動
を
支
援
し
て
い
る
。

成
瀬
が
ア
メ
リ
カ
留
学
し
た
時
期
は
、
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
（
一
八
六
七

年
創
設
）、
女
性
キ
リ
ス
ト
教
禁
酒
同
盟
（
一
八
七
四
年
結
成
）、

ハ
ル
・
ハ
ウ
ス
（
一
八
八
九
年
設
立
）
等
を
通
し
て
、
家
庭
性
を

取
り
込
ん
だ
社
会
改
革
運
動
が
ニ
ュ
ー
・
ウ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
と
共
に
、
進
歩
主
義
教
育
運
動
の
本
格
化

を
前
に
、
家
庭
や
児
童
を
科
学
研
究
の
対
象
と
し
て
家
政
学
研
究

や
児
童
研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
女
性
と
子
ど
も
を
め
ぐ
っ
て
発
達
す
る
学
問
領
域
と
そ
の
学
問

的
成
果
を
適
用
す
る
改
革
運
動
の
文
脈
に
お
い
て
、
留
学
後
半
か

ら
集
中
す
る
成
瀬
の
視
察
を
読
み
直
す
時
、
先
の
二
冊
の
本
と
の
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出
会
い
は
、
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
も
見
据
え
た
女
子
高
等
教

育
の
新
た
な
視
点
を
、成
瀬
に
与
え
る
契
機
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

	

（
青
山
学
院
大
学
教
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お
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も
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で
こ
）
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。
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ree P
ublic L

ibraries”(M
ar . 1881),“M

arried W
om

en in
F

actories”(Jan. 1882),“E
xperim

ental L
egislation and T

he
D

rink T
raffic”(Feb. 1880),“Postal N

otes, M
one y O

rders, and
B

ank C
heques”(Jul. 1880),“A

 State Parcel Post” (Jan.1879).

5

梅
根
悟
監
修
『
世
界
教
育
史
体
系
36　

社
会
教
育
史
Ⅰ
』（
株
式

会
社
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）、
一
〇
〇
─
一
〇
七
頁
。

6

『
家
庭
週
報
』
第
六
八
号
（
一
九
〇
六
年
七
月
一
四
日
）。

7

『
家
庭
週
報
』
第
六
九
号
（
一
九
〇
六
年
七
月
二
一
日
）。

8

『
家
庭
週
報
』
第
一
五
二
号
（
一
九
〇
八
年
八
月
一
日
）。

9

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集　

第
一
巻
』(

日
本
女
子
大
学
、一
八
七
四
年)

、

五
二
五
頁
。

10
C

ornelia Judson, L
etter of C

ornelia Judson to Jinzo N
aruse,

D
ec. 28, 1890. (4367

）（
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
所
蔵
）

11
C

alender of W
ellesley C

ollege 1890-1891 (B
oston: F

rank
W

ood, Printer , 1891), p.9, p.24, p.36. C
alender of W

ellesley 

C
ollege 1891-1892 (B

oston: Frank W
ood, Printer, 1892), p.9,

p.23, p.35.

12
T

he W
ellesley P

relude, V
ol.II.- N

o.25 (A
pr. 11, 1891), p.345.

13
Tw

enty-Sixth A
nnual R

eport of T
he B

oston Young W
om

en’s 

C
hristian A

ssociation (M
ar . 7, 1892). (

日
本
女
子
大
学
成
瀬

記
念
館
所
蔵)
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14
Ibid., p.14.

小
林
陽
子
「
成
瀬
仁
蔵
の
蔵
書
調
査
（
第
二
報
）
─

カ
タ
ロ
グ
・
シ
ラ
バ
ス
な
ど
資
料
の
概
要
─
」『
地
域
学
論
集
（
鳥

取
大
学
地
域
学
部
紀
要
）』
第
三
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月

三
〇
日
）、
三
〇
四
頁
参
照
。

15

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集　

第
一
巻
』、
五
二
七
─
五
二
九
頁
、
五
三
一

─
五
三
五
頁
、
五
三
七
頁
。

16
L

aw
rence A

. C
rem

in, A
m

erican E
ducation: T

he M
etropolitan 

E
xp

erien
ce, 1

8
7

6
-1

9
8

0 (N
e w

 Y
o

rk:  H
arp

er&
 R

ow
,

Publishers, 1988), pp.278- 279.
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石
井
桃
子
は
、
著
書
『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
雲
に
乗
る
』
等
で
も
知
ら

れ
る
児
童
文
学
者
で
あ
る
。
英
文
学
部（

２
）
二
五
回
生
と
し
て
、

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
か
ら
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
在

学
し
た
。
卒
業
後
は
、
編
集
者
・
翻
訳
家
・
作
家
と
し
て
、
さ
ら

に
家
庭
文
庫
の
草
分
け
と
し
て
幅
広
く
活
躍
し
、
多
く
の
人
が
そ

の
著
訳
書
に
親
し
ん
で
き
た
。

石
井
は
、
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に
一
〇
一
歳
で
生
涯
を

終
え
た
が
、
そ
の
前
年
の
二
〇
〇
七
年
、
本
学
の
児
童
学
科
教
員

や
大
学
院
生
で
構
成
さ
れ
る
日
本
女
子
大
学
児
童
文
学
研
究
「
日

は
じ
め
に

「
プ
ー
」
の
本
に
か
ぎ
っ
て
、
私
は
、
あ
え
て
、
分
析
し
よ

う
と
は
思
わ
な
い
。
魔
法
は
魔
法
で
と
っ
て
お
き
た
い
か
ら

で
あ
る
。

	

（
石
井
桃
子
「
プ
ー
と
私（

１
）」）

『
ク
マ
の
プ
ー
さ
ん
』。
誰
も
が
一
度
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る

で
あ
ろ
う
こ
の
本
は
、
本
学
の
卒
業
生
石
井
桃
子
の
翻
訳
に
よ
っ

て
日
本
に
広
ま
っ
た
。

時
代
を
切
り
拓
く
卒
業
生

児
童
文
学
者 

石
井
桃
子

永
山
由
里
絵
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井
桃
子（

４
）』、
中
川
李
枝
子
氏
ら
に
よ
る
『
石
井
桃
子
の
こ
と
ば（

５
）』、

岩
波
書
店
に
よ
る
作
品
集
『
石
井
桃
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（

６
）』

等
、
作

品
や
生
涯
を
取
り
上
げ
た
図
書
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

成
瀬
記
念
館
は
、
二
〇
一
五
年
度
に
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
、
二
〇	

一
六
年
度
に
西
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
「
日
本
女
子
大
学
に
学
ん
だ

児
童
文
学
者
た
ち
」
展
を
開
催
し
、石
井
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、

反
響
を
得
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
改
め
て
当
館
と
し
て
も
石

井
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け
ず
自
筆

翻
訳
原
稿
等
の
寄
贈
を
受
け
た（

７
）。
自
筆
原
稿
の
寄
贈
は
こ
れ
ま
で

に
無
く
、
こ
の
貴
重
な
機
会
に
、
石
井
が
生
涯
に
わ
た
り
親
し
ん

だ
「
プ
ー
」
と
の
出
会
い
や
、
日
本
女
子
大
学
校
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
、
主
に
本
学
ゆ
か
り
の
資
料
を
通
し
て
紹
介
し
た
い
。

一　

日
本
女
子
大
学
校
で
の
学
び

本
校
の
同
窓
会
で
あ
る
桜
楓
会
が
発
行
し
た
機
関
誌
『
家
庭
週

報（
８
）』
一
五
五
八
号
（
一
九
四
二
年
六
月
一
九
日
）
に
、石
井
は
「
子

供
と
本
」
と
題
す
る
随
筆
を
寄
稿
し
た
。
そ
こ
で
石
井
は
、

一
九
一
九
年
に
入
学
し
た
浦
和
高
等
女
学
校
時
代
を
回
想
し
な
が

ら
、
少
女
時
代
、
自
身
が
ど
の
よ
う
に
本
と
向
き
合
っ
て
い
た
か

を
記
し
て
い
る
。

石
井
は
、
女
学
校
に
入
っ
て
間
も
な
い
頃
の
徒
歩
遠
足
で
、
学

校
を
出
る
少
し
前
か
ら
帰
っ
て
く
る
ま
で
の
五
、六
時
間
、
と
な

月
会
」
は
、
研
究
誌
『
日
月
』
第
五
号
を
「
石
井
桃
子
さ
ん
百
歳

お
祝
い
記
念
号
」
と
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
石
井
を
紹
介
し
た（
３
）。

ま
た
、
近
年
で
は
尾
崎
真
理
子
氏
『
ひ
み
つ
の
王
国
─
評
伝
石

自筆翻訳原稿
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り
合
っ
た
級
友
の
Ｎ
さ
ん
に
、『
家
な
き
子
』
に
つ
い
て
夢
中
で

話
し
た
。
Ｎ
さ
ん
は
寄
宿
生
で
あ
り
、通
学
生
で
あ
っ
た
石
井
は
、

寄
宿
生
を
つ
ね
づ
ね
気
の
毒
に
思
っ
て
い
た
。

「
家
な
き
子
」
は
、
た
し
か
小
学
校
の
時
、
い
と
こ
に
、
借

り
た
の
だ
。
け
れ
ど
、
私
は
そ
の
本
か
ら
私
の
力
で
吸
ひ
と

れ
る
か
ぎ
り
の
も
の
を
吸
ひ
と
り
、
ま
た
そ
の
結
果
、
そ
の

お
話
は
私
の
な
か
で
生
き
て
い
た
と
見
え
、
暗
記
も
の
は
だ

い
の
苦
手
で
あ
っ
た
私
が
、五
時
間
か
六
時
間
、わ
れ
ひ
と
ゝ

と
も
に
夢
中
に
な
れ
る
ほ
ど
、
上
手
に
お
話
し
で
き
た
の
で

あ
っ
た
。	

（「
子
供
と
本
」（

９
））

石
井
は
、
こ
の
遠
足
中
の
こ
と
を
、
道
が
埃
っ
ぽ
く
前
を
歩
い

て
い
る
人
の
袴
の
腰
の
部
分
に
埃
が
溜
ま
っ
て
い
た
こ
と
以
外
は

覚
え
て
い
な
い
と
い
う
が）

10
（

、
自
ら
の
「
愛
情
の
書
で
あ
り
、
動
物

学
の
本
で
あ
り
、
修
身
書
で
も
あ
っ
た
」『
家
な
き
子
』
を
、
友

人
に
話
し
続
け
た
と
い
う
回
想
は
興
味
深
い
。本
を
大
切
に
読
み
、

誰
か
の
た
め
を
思
っ
て
話
す
と
い
う
こ
と
を
、
一
二
歳
の
頃
か
ら

行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
三
年
に
浦
和
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
後
は
、
し
ば
ら

く
家
事
を
手
伝
っ
て
い
た
が
、
翌
年
、
日
本
女
子
大
学
校
に
入
学

す
る
。
本
校
を
選
ん
だ
理
由
は
「
い
ち
ば
ん
入
学
に
や
さ
し
い
学

校
だ
と
思
っ
た
」「
同
じ
女
学
校
の
卒
業
生
が
行
っ
て
た
」
た
め

で
あ
り
、
家
政
学
部
・
英
文
学
部
・
国
文
学
部
・
師
範
家
政
学
部
・

社
会
事
業
学
部
の
五
学
部
の
中
か
ら
英
文
学
部
を
選
ん
だ
理
由
を

「
ど
う
し
て
英
文
科
へ
行
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
い
、
卒

業
後
は
、
教
員
以
外
の
「
何
か
で
働
こ
う
」
と
い
う
考
え
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る）
11
（

。
大
正
期
に
在
学
し
た
者
へ
の
入
学
動
機
を
尋
ね

た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は「
女
学
校
だ
け
で
は
物
足
り
な
か
っ
た
の
で
」

「
専
門
の
勉
強
が
し
た
か
っ
た
の
で
」「
何
か
将
来
社
会
の
役
に
立

ち
た
い
と
思
っ
て
」「
両
親
の
す
す
め
に
よ
り
」「
精
神
教
育
を
受

け
た
い
と
思
っ
て
」「
資
格
を
と
り
た
い（
教
員
免
許
）と
思
っ
て）

12
（

」

と
い
っ
た
回
答
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
、
石
井
は
必
ず

し
も
積
極
的
な
理
由
で
本
校
英
文
学
部
に
入
学
し
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
石
井
は
小
学
生
の
頃
か
ら
学
級
文
庫
に
あ
っ
た
『
ア

ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』
や
『
世
界
お
伽
噺
』
に
夢
中
に
な
り
、
家
で

は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
等
に
親
し
ん
で
い
た
。
ま
た
、
祖
父
が
片

言
の
英
語
を
知
っ
て
お
り
、
叔
母
が
時
々
外
国
へ
行
き）

13
（

、
さ
ら
に

兄
か
ら
は
、
赴
任
先
の
ビ
ル
マ
か
ら
英
語
の
家
庭
雑
誌
を
贈
ら
れ

た
と
い
う）

14
（

。
こ
う
し
た
外
国
の
文
物
に
も
親
し
め
る
家
庭
で
育
っ

た
こ
と
が
、
英
文
学
部
を
選
ん
だ
背
景
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、娘
の
希
望
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

比
較
的
裕
福
な
家
庭
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

石
井
が
育
っ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の

時
代
で
あ
る
。
大
戦
景
気
の
中
で
女
子
の
教
育
熱
も
高
ま
り
、
女
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学
校
の
数
も
生
徒
の
数
も
増
加
し
、
さ
ら
に
高
等
教
育
機
関
へ
の

進
学
希
望
者
も
増
え
て
い
た
。
日
本
女
子
大
学
校
へ
の
入
学
志
願

者
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
例
え
ば
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年

度
は
、
志
願
者
が
九
六
四
名
、
入
学
者
が
三
八
九
名
で
あ
り
、
石

井
の
入
学
し
た
一
九
二
四
年
度
は
、
志
願
者
が
一
二
〇
五
名
、
入

学
者
が
五
二
六
名
と
な
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
同
年
の
学
部
別
の

志
願
者
・
入
学
者
は
、
家
政
学
部
は
三
八
五
名
・
二
二
一
名
、
国

文
学
部
は
一
八
六
名
・
八
六
名
、
英
文
学
部
は
二
三
四
名
・
七
四

名
、
師
範
家
政
学
部
は
三
一
〇
名
・
七
三
名
、
社
会
事
業
学
部
は

九
〇
名
・
七
二
名
で
あ
っ
た）

15
（

。
中
等
教
員
の
免
許
を
無
試
験
で
取

得
で
き
る
英
文
学
部
と
師
範
家
政
学
部
が
ど
ち
ら
も
高
い
倍
率
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
教
員
を
は
じ
め

と
す
る
「
職
業
婦
人
」
を
目
指
す
者
が
増
え
て
い
た
。
そ
し
て
、

女
性
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
は
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
広
が
っ

た
い
く
つ
も
の
「
婦
人
雑
誌
」
で
紹
介
さ
れ
た）

16
（

。

さ
て
、
日
本
女
子
大
学
校
に
入
学
し
た
後
の
石
井
の
学
生
生
活

は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
卒
業
か
ら
三
〇
年
近
く
経
っ
た

一
九
五
六
年
五
月
一
八
日
の
『
東
京
新
聞
』
に
、
石
井
の
回
想
が

掲
載
さ
れ
た
。

　

学
校
生
活
は
、
私
に
と
つ
て
は
、
た
の
し
さ
と
、
う
と
ま

し
さ
の
半
々
だ
つ
た
。
た
の
し
か
つ
た
の
は
、
友
だ
ち
と
の

つ
き
あ
い
、
そ
の
他
英
文
科
内
部
の
こ
と
。
う
と
ま
し
か
つ

た
の
は
、
学
校
全
体
の
お
説
教
の
多
い
教
育
方
針
だ
つ
た
。

　

む
か
し
、
私
た
ち
の
在
学
し
た
こ
ろ
、
小
さ
い
屋
根
の
つ

い
た
レ
ン
ガ
の
柱
の
二
本
立
つ
て
い
る
校
門
を
く
ぐ
る
と
、

す
ぐ
右
に
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
へ
だ
て
て
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
教
会
に
似
た
講
堂
が
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
一
週

に
一
回
、
実
践
倫
理
と
い
う
名
の
修
身
が
あ
つ
た
。
月
曜
日

の
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で
と
お
ぼ
え
て
い
る
。
夏
な
ど
、

お
べ
ん
当
を
た
べ
た
あ
と
の
若
い
肉
体
が
、
じ
つ
と
ス
ワ
っ

て
、
い
い
お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
二
時
間
、
目
を
あ
け
て
い

よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
、
苦
業
に
近
か
つ
た
。
い
つ
か
、

自
分
の
ノ
ー
ト
が
、
ち
つ
と
も
と
れ
て
い
な
い
の
で
、
友
だ

ち
の
を
借
り
た
ら
、
そ
の
人
の
も
、
ま
る
で
速
記
の
記
号
の

よ
う
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
て
、
二
人
で
笑

つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

	

（「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今
」）

11
（

）

石井桃子
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石
井
が
睡
魔
に
襲
わ
れ
た
「
実
践
倫
理
」
と
は
、
学
生
が
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
向
き
合
い
現
状
を
改
変
で
き
る
よ
う
、
実
践

を
促
す
目
的
を
持
っ
た
必
修
講
義
で
あ
る）

11
（

。
明
治
期
に
は
創
立
者

成
瀬
仁
蔵
が
担
当
し
、歴
代
校
長
等
に
引
き
継
が
れ
、今
で
は
「
教

養
特
別
講
義
」
が
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。「
講
堂
」
は
現
在

の
成
瀬
記
念
講
堂）

11
（

で
あ
り
、
外
壁
は
変
っ
た
も
の
の
同
じ
場
所
で

そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
々
の
授
業
で
は
、
前
記
の
実
践
倫
理
の
他
に
も
、
体
操）

20
（

や
、

英
文
の
科
目
と
し
て
読
解
・
発
音
・
書
取
・
会
話
・
作
文
・
英
文

学
史
・
米
文
学
史
等
を
受
講
し
、
特
に
読
解
を
得
意
と
し
て
い
た
。

さ
ら
に
教
員
に
つ
い
て
は
、
英
語
担
当
の
ミ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

（E
linor  G

ladys  Philipps

）、
英
語
・
英
文
学
担
当
の
岸
本
能
武

太
、
後
に
第
六
代
学
長
と
な
る
英
文
学
担
当
の
上
代
タ
ノ
の
授
業

を
覚
え
て
お
り
、「
こ
れ
ら
が
、
み
な
い
ま
の
私
の
養
い
に
な
つ

て
い
る
こ
と
を
、
私
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い）

21
（

」
と
し
、
質
の
高

い
授
業
を
受
け
た
と
い
う
石
井
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。

石
井
の
卒
業
研
究
は
、各
自
で
論
文
を
書
く
慣
例
と
は
異
な
り
、

い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、「
世
界
の
女
性
作
家
に
つ
い

て
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
決
め
て
行
う
共
同
研
究
で
あ
っ
た）

22
（

。
資

料
収
集
か
ら
着
手
し
、丸
善
等
の
書
店
で
調
べ
た
上
で
近
代
文
学
・

文
芸
思
潮
の
教
員
で
あ
っ
た
茅ち

の
し
ょ
う
し
ょ
う

野
蕭
々
を
訪
ね
、
例
え
ば
「
今
ど

ん
な
作
家
が
ド
イ
ツ
の
女
の
人
で
は
優
れ
て
い
て
、
評
価
が
高
い

か
」
の
教
示
を
受
け
、
茅
野
か
ら
聞
い
た
出
版
社
宛
に
英
語
で
手

紙
を
書
き
、
本
を
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た）
23
（

。

石
井
は
そ
の
よ
う
に
手
に
入
れ
た
本
や
作
家
の
肖
像
を
展
示
し

た
と
述
べ
て
い
る
が）

24
（

、
こ
れ
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
四
月

二
〇
日
の
創
立
記
念
式
典
に
際
し
て
行
わ
れ
た
「
御
大
典
記
念
女

性
文
化
展
覧
会
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
二
六
年
に
創
立

二
五
周
年
を
迎
え
た
こ
と
を
受
け
、
二
年
を
か
け
て
全
学
部
を
挙

げ
て
の
展
覧
会
が
企
画
さ
れ）

25
（

、
婦
人
と
法
制
・
経
済
・
宗
教
・
教

育
・
文
学
・
芸
術
・
科
学
・
社
会
施
設
・
平
和
運
動
・
日
本
女
子

大
学
校
と
附
属
高
等
女
学
校
の
沿
革
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
石

井
が
一
部
関
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
外
国
文
学
の
部
」
は
、『
家

庭
週
報
』
九
三
三
号
（
一
九
二
八
年
四
月
二
〇
日
）
に
「
現
代
英

米
文
学
」
や
「
欧
州
大
陸
文
学
」
の
展
示
風
景
と
、
成
果
の
一
部

と
し
て
小
説
・
詩
・
劇
と
い
っ
た
分
野
の
英
米
「
女
流
作
家
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

石
井
は
友
人
関
係
や
英
文
学
部
の
授
業
に
楽
し
さ
を
感
じ
な
が

ら
、
後
の
仕
事
に
つ
な
が
る
知
識
や
技
量
を
、
こ
の
よ
う
な
授
業

と
実
践
の
中
で
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　二　
「
プ
ー
」
と
出
会
う

本
校
在
学
中
か
ら
の
活
動
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
作

家
菊
池
寛
の
も
と
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
あ
る
。
菊
池
は
本
校
近
く
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の
雑
司
ヶ
谷
に
住
ん
で
お
り
、
石
井
は
三
年
生
の
時
に
英
文
学
部

の
同
級
生
久
保
田
静
の
紹
介
で
菊
池
に
会
い
、
外
国
の
雑
誌
や
小

説
を
読
ん
で
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
、
卒
業

後
も
続
け
た
。
一
九
二
九
年
に
は
、
高
等
教
育
を
受
け
た
女
性
が

生
活
費
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
と
菊
池
が
結
成
し
た「
文
筆
婦
人
会
」

の
一
員
と
な
り
、
菊
池
が
立
ち
上
げ
た
文
藝
春
秋
社
を
拠
点
に
編

集
見
習
い
と
な
っ
た
。
翌
年
に
「
文
筆
婦
人
会
」
が
解
散
す
る
と
、

他
の
二
名
と
と
も
に
正
式
に
文
藝
春
秋
社
に
入
社
す
る
。
本
校
を

卒
業
し
て
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

石
井
が
在
学
し
て
い
た
一
九
二
〇
年
代
は
、
本
校
入
学
者
の
三

〜
四
割
ほ
ど
が
家
事
や
結
婚
等
の
理
由
で
退
学
し
、
卒
業
者
の
う

ち
就
職
し
た
者
は
三
〜
五
割
ほ
ど
で
あ
っ
た）

26
（

。
就
職
し
た
者
の
多

く
は
高
等
女
学
校
等
で
教
職
に
就
き
、
会
社
員
や
記
者
・
出
版
者

と
な
っ
た
の
は
一
割
に
も
満
た
な
い）

21
（

。
女
性
が
出
版
業
界
で
職
を

得
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ

う
し
た
中
で
も
石
井
が
そ
の
道
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ア

ル
バ
イ
ト
時
代
か
ら
菊
池
の
信
頼
を
得
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ

う
。
そ
の
信
頼
に
よ
り
、
石
井
は
更
な
る
出
会
い
に
恵
ま
れ
る
の

で
あ
る
。

文
藝
春
秋
社
入
社
後
、
石
井
は
菊
池
か
ら
犬
養
毅
邸
の
書
庫
整

理
を
依
頼
さ
れ
る
。
犬
養
毅
の
息
子
で
作
家
の
犬
養
健
が
、
毅
の

蔵
書
を
整
理
で
き
る
人
は
い
な
い
か
と
菊
池
に
相
談
し
た
の
で
あ

女性文化展覧会
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る
。
こ
の
紹
介
を
受
け
て
、
石
井
は
犬
養
家
に
出
入
り
す
る
よ
う

に
な
り
、
知
遇
を
得
た
。
一
九
三
一
年
の
五
・
一
五
事
件
の
後
も
、

一
九
三
三
年
に
石
井
が
文
藝
春
秋
社
を
退
社）

21
（

し
た
後
も
、
犬
養
家

の
人
々
と
は
変
わ
ら
ぬ
交
流
が
続
く
。

そ
し
て
一
九
三
三
年
一
二
月
、
西
園
寺
公
望）

21
（

の
孫
で
政
治
家
の

西
園
寺
公
一
が
、
犬
養
家
を
訪
れ
た
際
、
犬
養
家
の
子
ど
も
で
あ

る
康
彦
に“the	 H

ouse	 at	 Pooh	 C
orner”

を
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ

ゼ
ン
ト
と
し
て
贈
っ
た
。
こ
れ
が
石
井
と
「
プ
ー
」
と
の
出
会
い

と
な
る
。
石
井
は
こ
の
物
語
を
す
ぐ
に
気
に
入
り
、
康
彦
と
そ
の

姉
の
道
子
に
訳
し
て
聞
か
せ
、さ
ら
に
自
身
の
友
人
に
も
「
プ
ー
」

を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
皆
が
、「
プ
ー
の
世
界
」
に
入
り
込
ん
だ
、

つ
ま
り
石
井
の
言
う
「
魔
法
」
に
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

聞
き
手
が
よ
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
道
子
さ
ん
も
、
一
緒

に
話
の
中
へ
入
っ
て
い
け
る
人
で
し
た
か
ら
。
そ
れ
か
ら
も

う
一
人
。
犬
養
家
と
は
全
然
関
係
の
な
い
人
で
戦
争
中
に
亡

く
な
っ
た
友
達
が
ま
た
私
以
上
に
プ
ー
の
世
界
に
入
っ
て
い

け
る
人
で
し
た
。
お
見
舞
い
に
行
っ
て
プ
ー
の
話
を
し
て
あ

げ
る
と
、
私
が
い
な
い
時
で
も
プ
ー
の
こ
と
を
考
え
て
い
た

い
か
ら
、
原
稿
に
し
て
く
れ
っ
て
。
そ
れ
で
訳
し
始
め
た
わ

け
な
ん
で
す
。

	

　
（「
は
じ
め
に
魔
法
の
森
あ
り
き）

30
（

」）

こ
こ
に
書
か
れ
る
「
友
達
」
と
は
、
後
に
石
井
桃
子
著
『
幻
の
朱

い
実
』
に
登
場
す
る
大
津
蕗
子
の
モ
デ
ル
小
里
文
子
で
あ
る
。
小

里
は
本
校
国
文
学
部）
31
（

二
三
回
生
で
、
文
藝
春
秋
社
の
元
同
僚
で
も

あ
っ
た
。
二
人
は
小
里
の
退
職
後
に
仲
良
く
な
っ
た
と
い
う
が
、

小
里
と
の
会
話
に
は
「
プ
ー
」
の
作
者
Ａ
・
Ａ
・
ミ
ル
ン
の
ユ
ー

モ
ア
や
ジ
ョ
ー
ク
と
共
通
す
る
世
界
が
あ
り
、
石
井
は
そ
の
会
話

が
無
け
れ
ば
我
を
忘
れ
て
読
む
こ
と
は
無
か
っ
た
と
し
て
い
る）

32
（

。

そ
の
後
石
井
は
、“W

innie- the- Pooh”

と
ミ
ル
ン
の
童
話
集
を
見

つ
け
、
同
様
に
友
人
と
共
有
し
た）

33
（

。
石
井
が
「
プ
ー
の
本
」
を
翻

訳
し
た
き
っ
か
け
は
、
犬
養
家
の
子
ど
も
た
ち
や
友
人
と
楽
し
さ

を
共
有
す
る
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
里
か
ら
訳
し

た
原
稿
を
本
に
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
語
訳

の
出
版
を
意
識
し
始
め
る
。

小
里
の
勧
め
を
き
っ
か
け
に
石
井
が
翻
訳
し
た
『
熊
の
プ
ー
さ

ん
』
と
『
プ
ー
横
丁
に
た
っ
た
家
』
は
、そ
れ
ぞ
れ
一
九
四
〇
年
、

一
九
四
二
年
に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
る
。
岩
波
書
店
と
の
間

を
仲
介
し
た
の
は
、
同
書
店
に
つ
と
め
て
い
た
吉
野
源
三
郎
で

あ
っ
た
。
石
井
は
文
藝
春
秋
社
を
退
社
後
、
作
家
の
山
本
有
三
に

誘
わ
れ
、
一
九
三
四
年
か
ら
新
潮
社
内
で
「
日
本
少
国
民
文
庫
」

編
集
に
携
わ
っ
て
お
り
、吉
野
は
こ
の
時
の
仕
事
仲
間
で
あ
っ
た
。

文
藝
春
秋
社
に
勤
め
た
年
数
は
長
く
な
か
っ
た
が
、
石
井
は
そ
こ

で
多
く
の
文
学
者
・
編
集
者
・
記
者
と
出
会
っ
て
お
り
、
そ
の
交

流
関
係
に
よ
っ
て
後
の
活
動
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
出
版
に
際
し
て
面
会
し
た
岩
波
書
店
社
長

の
岩
波
茂
雄
か
ら
は
、「
あ
な
た
、
英
語
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
に

よ
く
で
き
る
の
？
」
と
尋
ね
ら
れ
、
外
国
の
人
に
も
「
こ
れ
を
よ

く
訳
し
た
」
と
評
価
さ
れ
た
が
、
石
井
は
「
わ
か
っ
ち
ゃ
っ
た
ん

で
す
。
読
ん
で
聞
か
せ
て
い
る
う
ち
に
夢
中
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん

だ
か
ら）

34
（

。」
と
答
え
る
。
石
井
は
、「
日
本
少
国
民
文
庫
」
に
関
わ

る
中
で
「
い
っ
た
い
、
子
ど
も
の
文
学
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」
と
考

え
始
め
る
が）

35
（

、少
な
く
と
も
『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
の
翻
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
一
読
者
と
し
て
「
プ
ー
の
本
」
を
楽
し
み
、
友
人
を
喜
ば

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
女
学
校
時
代
、『
家

な
き
子
』
を
級
友
に
話
し
続
け
た
姿
と
も
重
な
り
、
石
井
の
一
貫

し
た
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。

出
版
さ
れ
た
『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
は
、
初
版
が
売
り
切
れ
て
再

版
が
刷
ら
れ
た
が
、
戦
争
の
影
響
に
よ
り
増
刷
は
途
絶
え
る
こ
と

と
な
る
。

　

あ
わ
た
だ
し
い
戦
時
下
の
時
代
に
、
何
か
の
ま
ち
が
い
の

よ
う
に
出
版
許
可
が
出
て
、
紙
の
配
給
を
う
け
て
し
ま
っ
た

も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
戦
争
が
は
げ
し
く
な
る

に
つ
れ
て
、
敵
性
国
家
の
産
物
で
あ
る
こ
と
や
、
不
用
不
急

の
子
ど
も
向
け
の
お
話
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
増
刷
は
と

だ
え
た
の
だ
と
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。

	

（「
Ａ
・
Ａ
ミ
ル
ン
の
自
伝
を
読
む）

36
（

」）

石
井
の
翻
訳
活
動
は
、『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
に
始
ま
り
、
戦
後

は
多
く
の
欧
米
児
童
文
学
の
翻
訳
を
手
掛
け
、
文
学
者
と
し
て
欧

米
へ
の
視
野
を
広
げ
て
い
っ
た）
31
（

。
そ
れ
と
同
時
に
、
翻
訳
や
創
作

活
動
を
続
け
る
中
で
、「
目
の
ま
え
の
生
活
」
や
「
感
じ
る
こ
と
」

を
、「
き
ょ
う
の
こ
と
ば
」
で
表
現
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
。

一
九
五
六
年
、
本
学
通
信
教
育
部
発
行
の
『
泉
』
に
、

　

考
え
て
み
る
と
、
日
本
で
は
、
い
ま
だ
に
詩
や
歌
が
、
外〔

多
〕

く
の
場
合
、
毎
日
、
私
た
ち
が
た
が
い
に
話
し
あ
う
こ
と
ば

で
書
か
れ
な
い
で
、
千
年
も
、
何
百
年
も
ま
え
の
人
た
ち
が

使
っ
た
こ
と
ば
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
、
今
日
の
世
の

中
で
私
た
ち
が
感
じ
る
こ
と
を
、
な
ぜ
、
き
ょ
う
の
こ
と
ば

で
あ
ら
わ
せ
な
い
の
で
し
ょ
う
？
（
中
略
）

　

私
た
ち
が
、
き
ょ
う
、
目
の
ま
え
の
生
活
か
ら
は
じ
め
な

い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
か
美
し
い
も
の
は
、
海

の
か
な
た
、ま
た
ど
こ
か
の
空
遠
く
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
、

目
の
ま
え
の
こ
と
に
は
、
怠
け
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

	

（「
あ
る
連
想）

31
（

」）

と
記
し
て
お
り
、
石
井
の
言
葉
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

菊
池
寛
邸
で
の
ア
ル
バ
イ
ト
や
文
藝
春
秋
社
で
の
仕
事
は
、
犬

養
毅
邸
で
の
図
書
整
理
と
「
プ
ー
」
と
の
出
会
い
、『
熊
の
プ
ー
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さ
ん
』
出
版
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
こ
れ
は
石
井
が
目
の
前

の
仕
事
に
我
慢
強
く
取
り
組
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う）

31
（

。
そ
し
て
、
そ

の
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
本
校
出
身
の
友
人
た
ち
で

あ
っ
た
。

　三　

石
井
と
日
本
女
子
大
学
校
と
の
つ
な
が
り

石
井
は
『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
の
出
版
に
よ
っ
て
翻
訳
家
と
し
て

一
つ
の
成
果
を
出
し
た
も
の
の
、戦
時
下
で
「
敵
性
国
家
の
産
物
」

「
不
用
不
急
の
子
ど
も
の
お
話
」
に
関
わ
る
仕
事
を
続
け
る
こ
と

は
厳
し
く
、そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
文
学
に
関
わ
る
仕
事
と
は
別
に
、

一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
頃
、
労
働
科
学
研
究
所
の
所
長
で

大
政
翼
賛
会
の
国
民
運
動
局
長
に
任
じ
ら
れ
た
医
学
博
士
暉て

る

峻お
か

義ぎ

等と
う

の
私
設
秘
書
を
つ
と
め
る）

40
（

。

そ
の
後
、
東
京
大
空
襲
を
き
っ
か
け
に
東
北
で
牧
場
を
運
営
す

る
が
、
終
戦
後
、
周
囲
の
誘
い
を
受
け
、
牧
場
へ
の
仕
送
り
も
目

的
と
し
て
、
一
九
五
〇
年
か
ら
岩
波
書
店
「
岩
波
少
年
文
庫
」
の

編
集
者
と
し
て
再
び
出
版
業
界
に
戻
り
、
翻
訳
家
と
し
て
も
本
格

的
に
活
動
を
再
開
す
る
。

東
京
に
戻
っ
た
石
井
の
周
辺
に
は
、
石
井
を
支
え
た
本
校
出
身

者
が
い
た
。
小
里
文
子
の
友
人
で
あ
り
、「
婦
人
民
主
新
聞
」
の

編
集
長
で
あ
っ
た
水
澤
耶
奈
（
国
文
学
部
二
三
回
生
）、
岩
波
書

店
で
石
井
の
助
手
を
つ
と
め
た
林
小
枝
子
（
国
文
学
部
四
二
回

生
）、同
じ
く
岩
波
書
店
で
助
手
を
つ
と
め
た
い
ぬ
い
と
み
こ
（
国

文
学
部	

一
九
四
一
年
〜
一
九
四
二
年
在
学
）
等
で
あ
る
。

そ
の
中
、
林
小
枝
子
は
、
石
井
の
も
と
で
「
岩
波
少
年
文
庫
」

編
集
に
携
わ
り
、
翻
訳
さ
れ
た
物
語
を
子
ど
も
向
け
に
直
す
仕
事

を
し
た
。
さ
ら
に
一
九
九
四
年
に
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
石

井
桃
子
著
『
幻
の
朱
い
実
』
編
集
に
も
関
わ
る
等
、
長
く
石
井
の

執
筆
を
支
え
る
。
ま
た
、
自
身
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
女

性
史
の
視
点
か
ら
執
筆
を
続
け
、
岩
波
以
前
に
は
水
澤
が
編
集
長

を
つ
と
め
た
「
婦
人
民
主
新
聞
」
の
記
者
と
し
て
働
き
、
さ
ら
に

岩
波
の
仕
事
と
並
行
し
て
、
放
送
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
ラ
ジ
オ
番
組

「
女
性
の
あ
ゆ
み
」（
一
九
五
三
年
）
や
「
女
性
教
育
史
」
シ
リ
ー

ズ
（
一
九
五
七
年
）
な
ど
を
手
掛
け
た）

41
（

。
加
え
て
、『
泉
』
に
随

筆
「
男
と
女
」（
一
九
五
九
年
）、『
日
本
人
物
史
大
系
』
に
は
神

近
市
子
氏
と
連
名
で
「
青
鞜
社
の
人
々
」（
一
九
六
〇
年）

42
（

）
を
寄

稿
し
た
。

林
と
は
本
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
い
ぬ
い
と
み
こ
は
、
林
か
ら

紹
介
さ
れ
た
『
宮
澤
賢
治
全
集
』
を
夢
中
で
読
み
、
宮
澤
賢
治
の

表
現
に
憧
れ
を
抱
く
な
ど
、
林
ら
と
文
学
に
親
し
ん
だ
。
二
年
生

の
初
め
に
本
校
を
中
退
し
て
京
都
の
平
安
女
学
院
に
転
学
し
、
卒

業
後
は
保
母
（
保
育
士
）
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
戦
時
下
で
栄

養
失
調
に
な
っ
て
い
る
園
児
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
が
転
機

と
な
り
、
児
童
文
学
の
道
に
進
む
こ
と
と
な
る
。
し
ば
ら
く
は
慶
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應
義
塾
大
学
の
通
信
教
育
部
で
働
き
、
一
九
五
〇
年
に
林
か
ら
石

井
を
紹
介
さ
れ
て
「
岩
波
少
年
文
庫
」
編
集
に
携
わ
り
、
岩
波
書

店
以
外
で
も
石
井
・
瀬
田
貞
二
・
松
井
直
等
と
児
童
文
学
に
つ
い

て
話
し
合
う
Ｉ
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
会
の
仲
間
と
し
て
交
流
し
た
。
さ
ら
に

い
ぬ
い
の
私
設
文
庫
「
ム
ー
シ
カ
文
庫
」
は
、石
井
が
開
い
た
「
か

つ
ら
文
庫
」
や
、
瀬
田
の
家
庭
文
庫
の
影
響
を
受
け
て
設
け
ら
れ

た
と
い
う）

43
（

。

こ
の
よ
う
に
、
石
井
が
岩
波
書
店
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼

女
の
周
辺
に
は
本
校
出
身
者
も
含
め
た
人
材
が
集
ま
り
、
石
井
と

と
も
に
勤
め
な
が
ら
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
石
井

は
自
ら
の
実
績
を
残
し
て
い
っ
た
だ
け
で
な
く
、
後
進
を
も
牽
引

す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

石
井
は
、
先
に
も
引
用
し
た
「
母
校
を
訪
ね
て
」
の
冒
頭
で
、

　

古
風
な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
私
は
母
校
「
日
本
女
子
大

学
校
」
─
い
ま
は
、
下
の
「
校
」
が
と
れ
て
い
る
ら
し
い
が

─
に
と
っ
て
、
不
孝
な
娘
で
あ
る
ら
し
い
。

　

昭
和
三
年
に
卒
業
し
て
か
ら
、
何
度
も
校
門
を
く
ぐ
つ
た

こ
と
が
な
い
。
新
聞
社
か
ら
「
母
校
を
訪
ね
て
」
と
か
い
う

題
の
写
真
と
原
稿
の
注
文
を
う
け
た
と
き
、
ま
ず
私
の
胸
に

わ
き
お
こ
つ
た
衝
動
的
感
想
は
「
ご
め
ん
こ
う
む
り
た
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
と
わ
り
の
電
話
の

つ
も
り
の
も
の
を
か
け
終
つ
た
と
き
、
私
は
、
ち
や
ん
と
母

校
の
庭
に
立
つ
時
間
ま
で
約
束
し
て
し
ま
つ
て
い
た
。
こ
の

お
人
よ
し
ぶ
り
政
治
的
手
腕
の
な
さ
は
、
あ
く
ま
で
目
白
の

娘
ら
し
い
特
長
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
…
。

	

（「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今）

44
（

」）

と
し
て
お
り
、
自
ら
を
「
お
人
よ
し
」「
目
白
の
娘
」
と
表
現
し

て
い
る
。
石
井
は
女
性
同
士
の
連
帯
を
重
視
し
て
い
た
と
言
わ
れ

て
お
り）

45
（

、
林
や
い
ぬ
い
を
助
手
に
迎
え
た
こ
と
か
ら
も
、
母
校
の

後
輩
を
含
め
た
女
性
の
自
立
や
活
躍
を
望
み
、
自
身
の
周
辺
で
助

手
を
探
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
石
井
は
、
大
人
同
士
の
交
流
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た

ち
と
直
接
触
れ
合
う
時
間
を
設
け
る
よ
う
に
な
る
。
先
の
新
聞
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
五
六
年
頃
か
ら
、「
第
二
十
五
回
生
英
文

学
部
卒
」
と
し
て
「
あ
る
連
想
」「
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
た
ち
」

と
い
う
随
筆
を
『
泉
』
に
執
筆
し
て
い
る
。「
い
ろ
い
ろ
な
子
ど

も
た
ち
」
の
中
で
は
、
東
京
の
あ
る
保
育
所
に
見
学
に
行
き
、
持

参
し
た
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
た
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し

た
。

一
心
に
聞
き
い
る
子
ど
も
た
ち
の
ま
る
い
目
に
か
こ
ま
れ

て
、
私
は
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
ま
わ
り
に
、
子
ど
も
た

ち
は
、
半
円
を
つ
く
っ
て
聞
い
て
い
る
の
で
す
が
、
片
方
の

は
し
の
子
に
絵
本
を
見
せ
よ
う
と
す
る
と
、
も
う
片
方
の
は

し
か
ら
、「
見
え
な
い
！
」「
見
え
な
い
！
」
と
い
う
声
が
か
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か
り
ま
す
。
い
そ
い
で
、
そ
っ
ち
へ
本
を
ま
わ
し
て
、
絵
が

見
え
る
よ
う
に
し
て
や
る
と
、
正
直
に
「
本
が
見
え
な
く
て

こ
ま
る
ん
だ
！
」
と
い
う
、
こ
ま
っ
た
表
情
を
う
か
べ
て
い

た
、
い
く
つ
か
の
顔
が
、
い
っ
せ
い
に
笑
い
だ
し
ま
す
。（
中

略
）
こ
の
子
た
ち
が
、
い
ま
、「
お
話
を
聞
き
た
い
」
と
思

う
時
に
、「
本
が
見
え
な
い
！
」
と
無
じ
ゃ
き
に
叫
べ
る
よ

う
に
、
い
ま
に
勉
強
し
た
い
時
に
、「
上
の
学
校
へ
い
き
た

い
！
」
と
要
求
し
て
、
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
た
ら
、
ど
ん
な

に
い
い
で
し
ょ
う
。

	
　
（「
い
ろ
い
ろ
な
こ
ど
も
た
ち）

46
（

」）

こ
こ
で
は
、
子
ど
も
の
好
奇
心
が
進
学
と
い
う
選
択
へ
と
つ
な
が

る
可
能
性
と
、
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
を
訴
え

て
い
る
。
児
童
文
学
に
携
わ
る
中
で
、
石
井
は
子
ど
も
の
成
長
を

願
う
立
場
か
ら
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
九
五
八

年
に
は
、
杉
並
の
自
宅
に
家
庭
文
庫
「
か
つ
ら
文
庫
」
を
開
室
し

て
子
ど
も
た
ち
が
本
と
触
れ
合
え
る
場
を
つ
く
り
、
そ
の
反
応
を

身
近
に
見
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
『
泉
』
の
随
筆
か
ら
は
、「
か

つ
ら
文
庫
」
開
設
に
つ
な
が
る
心
境
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

一
九
七
一
年
に
上
代
タ
ノ
の
依
頼
に
よ
り
本
校
で
行
っ
た
講
演

も
、「
か
つ
ら
文
庫
の
１
３
年
」
で
あ
っ
た）

41
（

。

石
井
は
、
注
目
さ
れ
る
に
従
い
、
本
校
の
卒
業
生
と
し
て
内
外

か
ら
の
執
筆
依
頼
を
受
け
た
。
特
に
本
校
に
お
い
て
は
、
子
ど
も

の
成
長
に
目
を
向
け
る
石
井
の
知
見
が
、
児
童
文
学
に
携
わ
っ
て

き
た
実
績
あ
る
卒
業
生
の
声
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
泉
』
へ
の
寄
稿
は
、「
何
か
で
働
こ
う
」
と
実
践
し
た
石
井
の
姿

が
、
広
く
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

『泉』
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お
わ
り
に

日
本
女
子
大
学
校
の
同
級
生
か
ら
紹
介
さ
れ
た
菊
池
寛
の
も
と

で
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
石
井
が
児
童
文
学
の
分
野
で
活
動
す
る

き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
っ
た
。
難
し
い
『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
を
翻

訳
し
、「
わ
か
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
」
と
語
る
石
井
の
基
礎
に
あ
っ

た
の
は
、
本
校
英
文
学
部
で
の
学
び
と
、
菊
池
の
も
と
で
多
く
の

洋
書
に
触
れ
た
経
験
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

石
井
は
、
自
身
を
「
プ
ー
の
友
だ
ち
」
と
言
い
、
児
童
文
学
に

携
わ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
「
プ
ー
の
手
に
ひ
か
れ
て
（
？
）
子

ど
も
の
本
を
編
集
し
た
り
、
書
い
た
り
す
る
仕
事
に
は
い
り
こ
ん

で
し
ま
っ
た）
41
（

」
と
表
現
し
て
い
る
。
石
井
の
傍
に
は
、
絶
え
ず

「
プ
ー
」
が
居
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
目
の
ま
え
の
生
活
」
と
「
魔
法
」
と
の
間
で

多
く
の
作
品
を
残
し
た
石
井
桃
子
は
、
作
品
を
通
し
て
、
今
も
な

お
、
誰
か
が
「
魔
法
」
に
か
か
り
、
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
瞬
間

に
立
ち
会
っ
て
い
る
。

	

（
成
瀬
記
念
館
非
常
勤
学
芸
員　

な
が
や
ま　

ゆ
り
え
）

（
1
）「
プ
ー
と
私
」（
石
井
桃
子
『
石
井
桃
子
集
』（
七
）
岩
波
書
店

一

九
九
九
年
、
一
三
頁
）。

（
2
）英
文
学
部
（
旧
制
）
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
の
開
校
時

か
ら
創
設
さ
れ
た
学
部
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
四
八
年
、
新
制
大

学
と
な
っ
た
際
に
「
英
文
学
科
」
へ
と
移
行
し
、
現
在
に
至
る
。

（
３
）日
本
女
子
大
学
児
童
文
学
研
究
日
月
会
編
『
日
月
』
第
五
号
（
二

〇
〇
七
年
）。『
日
月
』
は
当
時
児
童
学
科
教
授
で
あ
っ
た
百
々
佑

石井桃子　サイン本
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利
子
氏
を
代
表
に
発
足
。
第
五
号
に
は
吉
田
新
一
氏
「
石
井
桃
子

さ
ん
の
こ
と
」、
石
井
光
恵
氏
「
岩
波
新
書
『
子
ど
も
の
図
書
館
』

再
訪
」、
直
江
博
子
氏
・
長
林
文
子
氏
・
今
田
由
香
氏
「
石
井
桃

子
さ
ん
と
日
本
女
子
大
学
校
」
等
を
収
録
す
る
。
ま
た
、
百
々
氏

は
座
談
会
「
子
ど
も
の
心
を

豊
か
に
」
に
お
い
て
、
学
生
時
代

に
石
井
の
家
庭
文
庫
「
か
つ
ら
文
庫
」
で
手
伝
い
を
し
た
こ
と
や
、

『
日
月
』
第
五
号
発
行
に
あ
た
り
、
石
井
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た

こ
と
等
を
語
っ
て
い
る
（『
桜
楓
新
報
』
六
五
五
号 

二
〇
〇
七

年
一
〇
月
一
〇
日
）。



日
月
会
以
外
に
は
、
本
学
の
学
生
サ
ー
ク
ル
「
児
童
文
学
研
究
会

ひ
な
ぎ
く
」
が
、
一
九
八
四
年
に
冊
子
「
石
井
桃
子
研
究
誌
’84
」

を
作
成
し
、
作
品
研
究
の
成
果
や
評
論
を
発
表
し
て
い
る
。

（
４
）尾
崎
真
理
子
『
ひ
み
つ
の
王
国
─
評
伝
石
井
桃
子
』
新
潮
社

二

〇
一
四
年
。

（
5
）中
川
李
枝
子
・
松
井
直
・
松
岡
享
子
・
若
菜
晃
子
ほ
か
共
著
『
石

井
桃
子
の
こ
と
ば
』
新
潮
社

二
〇
一
四
年
。

（
6
）『
石
井
桃
子
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
一
〜
五
）岩
波
書
店

二
〇
一
五
年
。

（
7
）

二
〇
一
七
年
一
月
、
針
生
幸
雄
氏
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。

（
8
）桜
楓
会
が
発
行
し
た
週
刊
の
機
関
紙
で
あ
り
、
一
九
〇
四
（
明
治

三
七
）
年
に
創
刊
し
、
一
九
四
八
年
ま
で
続
い
た
。
現
在
で
は
月

刊
の
『
桜
楓
新
報
』
が
そ
の
役
割
を
引
き
継
い
で
い
る
。

（
9
）『
家
庭
週
報
』
一
五
五
八
号 

一
九
四
二
年
六
月
一
九
日

（
10
）前
掲
「
子
供
と
本
」、
石
井
桃
子
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
川
本
三
郎
）

「
本
と
の
出
会
い
・
人
と
の
出
会
い
─
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
初
期
─
」

（『
女
の
文
化
』
近
代
日
本
文
化
論
八

岩
波
書
店

二
〇
〇
〇
年
、

一
〇
一
頁
）。

（
11
）前
掲
「
本
と
の
出
会
い
・
人
と
の
出
会
い
」（『
女
の
文
化
』
一
〇

三
頁
）。

（
12
）日
本
女
子
大
学
女
子
教
育
研
究
所
編
『
大
正
の
女
子
教
育
』
国
土

社 

一
九
七
五
年
、
一
六
三
頁
。

（
13
）前
掲
「
本
と
の
出
会
い
・
人
と
の
出
会
い
」（『
女
の
文
化
』
一
〇

〇
頁
）。

（
14
）前
掲
『
ひ
み
つ
の
王
国
』、
六
〇
頁
。

（
15
）日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
所
蔵「
大
正
二
年
度
以
降
学
事
年
報
」

（
大
正
二
年
〜
昭
和
一
八
年
）。

（
16
）「
近
代
に
お
け
る
女
性
の
も
つ
様
々
な
問
題
・
生
き
方
・
考
え
方

が
反
映
さ
れ
」
た
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
（「
婦
人
雑
誌
」）
に
注
目

し
た
研
究
に
、
近
代
女
性
文
化
史
研
究
会
編
『
婦
人
雑
誌
の
夜
明

け
』（
大
空
社

一
九
八
九
年
）
や
、
同
会
編
『
大
正
期
の
女
性
雑

誌
』（
大
空
社

一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。

（
17
）「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今
」（『
東
京
新
聞
』
一
九
五
六
年
五
月

十
八
日
夕
刊
）。

（
18
）実
践
倫
理
の
印
象
に
つ
い
て
、
一
九
四
五
年
ま
で
の
卒
業
生
へ
の

調
査
に
よ
る
と
「
今
で
は
日
本
女
子
大
の
教
育
の
一
つ
の
特
色
を
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な
す
も
の
と
評
価
し
て
い
る
が
、
当
時
は
修
身
の
延
長
の
よ
う
に

受
け
と
り
、
た
だ
聞
く
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思

う
」
等
の
回
答
が
あ
り
、
石
井
の
よ
う
に
「
実
践
倫
理
と
い
う
名

の
修
身
」と
し
て
講
義
に
臨
ん
だ
者
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（
日

本
女
子
大
学
女
子
教
育
研
究
所
編
『
昭
和
前
期
の
女
子
教
育
』（
女

子
教
育
研
究
双
書
（
七
）
国
土
社

一
九
八
四
年
）。

（
19
）成
瀬
仁
蔵
は
図
書
館
を
教
育
に
不
可
欠
な
機
関
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
創
立
か
ら
五
年
後
の
一
九
〇
六
年
、「
本
邦
唯
一
の
婦
人

図
書
館
」（『
家
庭
週
報
』
九
二
号
一
九
〇
七
年
三
月
二
日
）
と

し
て
「
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
」
が
建
て
ら
れ
た
。
当
初
の
外
壁
は

赤
煉
瓦
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
壁

が
壊
れ
、
修
理
の
際
に
煉
瓦
が
除
か
れ
て
木
造
と
な
っ
た
。
修
理

は
一
九
二
四
年
四
月
に
完
了
し
て
お
り
、
石
井
が
見
て
い
た
の
は

こ
の
時
点
の
姿
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
一
年
に
は
創
立
六
〇

周
年
記
念
事
業
の
中
で
補
修
工
事
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
際
し
「
成

瀬
記
念
講
堂
」
と
名
が
改
め
ら
れ
た
。

（
20
）体
育
教
育
は
、
創
立
当
初
か
ら
成
瀬
が
重
視
し
て
お
り
、
授
業
以

外
に
も
全
校
を
挙
げ
た
運
動
会
が
開
催
さ
れ
、
東
京
名
物
と
な
っ

て
い
た
。
石
井
は
「
英
文
館
」
と
呼
ば
れ
た
二
号
館
が
、
秋
の
運

動
会
で
皇
族
を
迎
え
る
際
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る

（「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今
」）。
そ
の
他
、
こ
の
年
の
運
動
会
に

つ
い
て
は
、
前
掲
の
直
江
博
子
・
長
林
文
子
・
今
田
由
香
「
石
井

桃
子
さ
ん
と
日
本
女
子
大
学
校
」、馬
場
哲
雄
・
石
川
悦
子
共
著『
日

本
女
子
大
学
の
運
動
会
史
─
成
瀬
仁
蔵
の
体
育
観
の
発
展
・
具
象

化
と
し
て
の
運
動
会
』（
日
本
女
子
大
学
体
育
研
究
室

一
九
八
二

年
）
に
詳
し
い
。

（
21
）前
掲
「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今
」。

（
22
）前
掲
「
本
と
の
出
会
い
・
人
と
の
出
会
い
」（『
女
の
文
化
』
一
〇

六
頁
）。

（
23
）同
前
。

（
24
）同
前
。

（
25
）本
校
は
一
九
二
六
年
の
四
月
に
二
五
周
年
を
迎
え
た
が
、
翌
年
に

高
等
学
部
の
開
校
式
を
控
え
て
お
り
、
記
念
式
と
の
同
時
挙
行
が

計
画
さ
れ
た
。
し
か
し
大
正
天
皇
の
崩
御
を
受
け
て
さ
ら
に
一
年

延
期
と
な
り
、
展
覧
会
も
約
二
年
を
か
け
て
準
備
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
（『
家
庭
週
報
』
九
三
三
号 

一
九
二
八
年
四
月
二
〇
日
）。

（
26
）前
掲
『
大
正
の
女
子
教
育
』
二
四
四
頁
。

（
27
）前
掲
『
大
正
の
女
子
教
育
』
二
四
七
頁
。

（
28
）医
師
か
ら
肋
膜
に
影
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
退
社
し

た
。
そ
の
前
か
ら
「
編
集
部
の
中
に
も
戦
争
に
積
極
的
に
加
担
し

て
、
情
報
局
に
気
に
入
ら
れ
る
記
者
が
出
て
き
た
り
、
そ
れ
に
反

対
す
る
側
と
二
派
に
分
か
れ
た
り
、
そ
う
い
う
の
を
見
る
の
が
と

て
も
嫌
に
な
っ
て
」
い
た
（
前
掲
『
ひ
み
つ
の
王
国
』
一
七
三
頁
）。

（
29
）本
校
創
立
発
起
人
の
一
人
で
あ
り
、
創
立
後
は
評
議
員
を
つ
と
め
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た
。
公
望
の
娘
・
公
一
の
母
で
あ
る
新
子
は
、
一
九
〇
五
年
三
月

に
本
校
附
属
高
等
女
学
校
を
卒
業
（
四
回
生
）、
四
月
に
大
学
部

の
家
政
学
部
に
入
学
し
て
い
る
。

（
30
）「
は
じ
め
に
魔
法
の
森
あ
り
き
」（
石
井
桃
子
『
子
ど
も
に
歯
ご
た

え
の
あ
る
本
を
』
河
出
書
房
出
版
社

二
〇
一
四
年
、
四
〇
頁
）。

（
31
）国
文
学
部
（
旧
制
）
は
、
英
文
学
部
と
同
様
に
開
校
時
か
ら
創
設

さ
れ
た
学
部
の
一
つ
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
、
新
制
大
学
と
な
っ

た
際
に
「
国
文
学
科
」
へ
移
行
し
、
一
九
九
五
年
に
「
日
本
文
学

科
」
と
改
称
し
て
現
在
に
至
る
。

（
32
）前
掲
『
ひ
み
つ
の
王
国
』
一
五
四
頁
。

（
33
）前
掲
「
プ
ー
と
私
」（『
石
井
桃
子
集
』（
七
）
一
一
頁
）。

（
34
）前
掲
「
本
と
の
出
会
い
・
人
と
の
出
会
い
」（『
女
の
文
化
』
一
一

五
頁
）。

（
35
）『
ひ
み
つ
の
王
国
』
一
七
三
頁
。

（
36
）「
Ａ
・
Ａ
ミ
ル
ン
の
自
伝
を
読
む
」（
前
掲
『
子
ど
も
に
歯
ご
た
え

の
あ
る
本
を
』
二
四
頁
）。

（
37
）石
井
は
、『
熊
の
プ
ー
さ
ん
』
出
版
後
、「
い
つ
の
間
に
や
ら
世
間

の
方
は
、
私
の
こ
と
を
子
供
の
話
を
翻
訳
す
る
人
間
だ
と
考
え
て

く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
偶
然
の
出
来
事
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
、
そ
の
本
を
本
当
に
好
き
だ
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
と
語
っ

て
い
る
（
石
井
桃
子
「
か
つ
ら
文
庫
の
１
３
年
─
総
会
講
演
よ
り

─
」『
会
報
』（
一
一
）
日
本
女
子
大
学
図
書
館
友
の
会

一
九
七

一
年
）。

（
38
）「
あ
る
連
想
」（『
泉
』
第
二
巻
第
一
二
号 

一
九
五
七
年
）。

（
39
）石
井
は
「
世
の
中
に
出
て
か
ら
、
わ
り
に
が
ま
ん
づ
よ
い
と
い
う

評
判
を
と
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
「
目
白
の
娘
の
む
か
し

と
今
」）。

（
40
）暉
峻
は
、
大
正
期
、
岡
山
県
倉
敷
の
繊
維
工
場
で
女
子
工
員
の
労

働
と
健
康
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
改
善
の
た
め
に
倉
敷

労
働
科
学
研
究
所
を
設
立
し
た
人
物
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
の
本

校
「
満
州
開
拓
農
家
生
活
建
設
協
力
隊
」
派
遣
な
ど
に
際
し
て
も

度
々
講
義
・
寄
稿
し
た
（『
家
庭
週
報
』
一
五
四
〇
号

一
九
四
二

年
一
月
二
三
日
、
一
六
〇
一
号

一
九
四
三
年
九
月
一
五
日
等
）。

（
41
）林
小
枝
子
氏
の
長
女
小
林
桃
子
氏
へ
の
調
査
に
よ
る
。

（
42
）井
上
清
編
『
日
本
人
物
史
大
系
』（
近
代

第
三
）
朝
倉
書
店

一

九
六
〇
年
。

（
43
）い
ぬ
い
と
み
こ
著
『
子
ど
も
と
本
を
む
す
ぶ
も
の
』
晶
文
社

一

九
七
四
年
、
神
宮
輝
夫
著
『
い
ぬ
い
と
み
こ
・
神
沢
利
子
・
松
谷

み
よ
子
』（
現
代
児
童
文
学
作
家
対
談

六
）偕
成
社

一
九
九
〇
年
。

（
44
）前
掲
「
目
白
の
娘
の
む
か
し
と
今
」。

（
45
）宮
下
美
佐
子
「
石
井
桃
子
と
女
性
画
家
の
協
働
関
係
─
終
戦
か
ら

一
九
六
〇
年
代
前
半
の
活
動
を
中
心
に
」（
三
宅
晶
子
編
『
文
化

に
お
け
る
想
起
・
忘
却
・
記
憶
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
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学
研
究
科

二
〇
一
四
年
）。

（
46
）「
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
た
ち
」（『
泉
』
第
一
巻
第
二
号 

一
九
五

六
年
五
月
）。

（
47
）前
掲
「
か
つ
ら
文
庫
の
１
３
年
─
総
会
講
演
よ
り
─
」。

（
48
）前
掲
「
プ
ー
と
私
」（『
石
井
桃
子
集
』（
七
）
一
五
頁
）。



−92−

お
先
き
に
失
礼
し
て
又
出
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
訳
で
、
御
話

を
致
す
よ
ー
に
考
へ
を
纏
め
る
暇
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
斯

う
お
目
に
か
ゝ
っ
た
だ
け
で
も
、
皆
さ
ん
御
健
康
で
あ
り
、
相
変

ら
ず
熱
誠
を
以
て
母
校
に
お
集
ま
り
に
な
っ
た
の
は
、
私
の
非
常

今
日
は
、
珍
ら
し
く
多
く
の
卒
業
生
に
お
目
に
か
ゝ
り
ま
し
て

深
く
喜
ば
し
く
思
ひ
ま
す
。
暫
く
御
目
に
か
ゝ
ら
ぬ
か
ら
、
ゆ
っ

く
り
御
話
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
多
数
の
お
方
で
あ
る
か
ら
心

に
任
せ
ま
せ
ぬ
。
又
、
今
日
は
い
ろ
い
ろ
約
束
が
あ
り
ま
す
か
ら

未
発
表
資
料
38

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
資
料
を
順
次
発
表
す
る
。
今
回
は
講
話
二
編
で
あ
る
。

式
日
、
始
業
式
、
終
業
式
な
ど
行
事
の
折
の
、
ま
た
実
践
倫
理
の
成
瀬
校
長
の
講
話
を
、
丹
念
に
記
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
カ
ー
ボ
ン
を
は
さ
ん
で
浄
書
さ
れ
、
各
々
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ

た
ノ
ー
ト
に
は
、
成
瀬
自
身
に
よ
る
訂
正
、
加
筆
の
跡
が
残
る
。
な
お
、

一
、
表
記
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
書
き
の
原
文
筆
記
を
平
仮
名
表
記
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字

を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
字
を
統
一
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。

一
、
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
註
を
、
一
部
見
出
し
と
し
た
。

成
瀬
仁
蔵
講
話　

1

正
准
会
員
会
に
於
て 
─
明
治
四
十
五
年
六
月
二
十
三
日
─
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我
国
精
神
界
の
統
一
（
帰
一
協
会
）

桜
楓
会
の
幹
事
か
ら
の
御
要
求
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
御
存
じ

の
な
い
方
も
あ
り
ま
し
ょ
ー
が
六
月
の
二
十
日
は
、
予
て
私
共
の

切
望
し
て
居
り
ま
し
た
所
の
精
神
界
の
統
一
点
が
出
来
て
来
た
。

今
後
社
会
を
導
く
所
の
社
会
的
人
格
が
出
来
て
来
た
。
其
の
名
前

は
帰
一
協
会
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
我
が
国
の
社
会
に
帰
一
協

会
と
云
ふ
も
の
が
生
れ
た
と
云
ふ
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
其
の
大

体
を
お
話
す
る
こ
と
は
、
皆
さ
ん
の
利
益
に
な
る
こ
と
が
多
い
だ

ろ
ー
と
思
ひ
ま
し
て
、
又
、
夫
れ
か
ら
今
日
の
大
勢
を
お
感
じ
に

な
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
ー
と
思
ふ
。

渡
航
の
目
的

　

又
、
今
度
私
が
洋
行
す
る
こ
と
は
夫
れ
が
主
な
る
目
的
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
大
層
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
皆

さ
ん
は
夫
れ
を
考
へ
て
お
い
て
貰
ひ
た
い
の
で
す
。
其
の
関
係
が

大
層
広
く
又
複
雑
で
あ
る
上
に
、
此
の
頃
私
は
大
層
忙
し
い
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
ー
云
ふ
こ
と
を
申
す
為
に
充
分
用
意
を
し
て
順
序

を
立
て
ゝ
申
す
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
が
そ
ん
な
に
申

さ
な
く
と
も
、
あ
な
た
方
は
同
じ
感
情
を
心
に
抱
い
て
居
ら
る
ゝ

と
思
ふ
。

に
喜
ぶ
所
で
あ
り
ま
す
。

今
度
、
来
月
の
二
十
八
日
に
立
ち
ま
し
て
、
来
年
の
二
月
末
迄

の
間
に
、
布
哇
を
始
め
と
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
欧
羅
巴
を
回
り
ま

す
に
つ
い
て
、
あ
な
た
方
か
ら
い
ろ
い
ろ
友
人
達
に
お
話
な
さ
り

た
い
事
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
個
人
個
人
に
お
話
し
を
致
す
間
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
あ
と
か
ら
手
紙
で
な
り
と
お
申
し
こ
し
下
さ
っ
て

も
、
亦
、
私
の
宅
へ
お
尋
ね
下
さ
っ
て
も
宜
し
う
御
座
り
ま
す
。

尤
も
此
の
頃
は
大
層
多
忙
で
、外
出
勝
ち
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

今
年
の
例
会
に
於
て
皆
さ
ん
に
、
此
の
会
で
私
が
感
じ
を
述
べ
ま

す
最
後
の
機
会
に
於
て
、
最
も
深
い
今
日
の
思
想
界
の
有
様
を
お

話
を
す
る
こ
と
は
、
私
の
最
も
喜
ぶ
所
で
あ
り
ま
す
。

三
年
生
に
は
此
の
前
の
水
曜
日
に
、
今
日
は
我
が
国
の
著
し
き

発
展
に
つ
い
て
大
切
な
時
で
あ
る
。
願
は
く
は
今
後
我
々
が
益
々

一
致
共
同
し
て
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
申
し
ま
し
た
時

に
、
此
の
月
二
十
日
は
我
が
国
に
と
っ
て
重
大
な
る
事
の
起
ら
ん

と
す
る
萌
し
の
日
で
あ
る
。
故
に
、
も
ー
一
層
あ
な
た
方
が
目
を

さ
ま
し
て
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
申
し
ま
し
た
が
、
其
の
内

容
を
申
さ
な
か
っ
た
為
に
何
の
事
や
ら
お
わ
か
り
に
な
ら
な
か
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
之
れ
は
只
私
の
感
じ
を
申
し
た
ば

か
り
で
は
な
い
。
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感
謝
と
希
望
に
満
つ

私
の
感
情
を
言
ひ
ま
す
と
、
私
の
子
供
の
と
き
か
ら
奮
闘
し
て

来
た
、
命
を
か
け
て
望
ん
で
来
た
其
の
望
み
が
出
来
得
る
も
の
で

あ
ろ
ー
、
夫
れ
が
事
実
で
あ
ろ
ー
と
云
ふ
光
明
が
認
め
ら
る
ゝ
様

に
な
っ
た
で
あ
ろ
ー
と
思
ふ
。
私
の
心
は
過
日
来
、
誠
に
深
い
感

謝
に
満
ち
て
居
る
。
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
深
い
望
み
と
感
謝
と
を
以

て
満
た
さ
れ
て
居
る
と
言
は
る
ゝ
で
あ
ろ
ー
。
併
し
そ
ー
言
ひ
ま

す
と
、
今
日
の
女
子
教
育
も
、
精
神
界
の
運
動
も
、
世
の
文
明
も

誠
に
順
調
で
あ
っ
て
、
満
足
せ
ら
る
ゝ
時
代
で
あ
る
と
云
ふ
様
に

解
せ
ら
る
ゝ
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
一
方
に
は
、
誠
に
我
々
の

力
の
足
ら
ぬ
こ
と
、
徳
の
不
充
分
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
誠
に
深
い

心
配
を
持
っ
て
居
る
。
此
の
憂
ひ
と
希
望
と
が
、
私
の
此
の
生
涯

一
日
も
忘
れ
ら
れ
な
い
問
題
に
な
っ
て
居
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
時
々
お
話
を
し
て
あ
る
か
ら
、
お
察
し
が
つ
く
と
思
ふ
け
れ
ど

も
、
夫
れ
が
ど
ー
云
ふ
風
に
発
展
し
つ
ゝ
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
に

つ
い
て
は
お
わ
か
り
に
な
ら
ぬ
方
が
多
い
と
思
ふ
。
故
に
、
其
の

内
容
に
つ
い
て
一
通
り
お
話
し
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
ひ

ま
す
。諸

子
は
熱
心
な
る
愛
校
者
で
あ
る

私
が
今
此
所
へ
は
い
っ
て
参
り
ま
し
て
、
実
は
今
朝
は
早
く
か

ら
約
束
し
て
あ
り
ま
し
て
、
既
に
其
所
へ
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

此
の
会
で
何
を
言
っ
て
く
れ
よ
と
云
ふ
こ
と
は
わ
か
っ
て
お
っ
た

け
れ
ど
も
、
ど
ー
云
ふ
順
序
で
お
話
し
す
べ
き
か
少
し
も
考
へ
る

暇
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
此
の
堂
に
入
っ
て
あ
な
た

方
の
顔
を
見
る
と
、
此
の
間
卒
業
式
に
申
し
ま
し
た
よ
ー
に
、
あ

な
た
方
は
永
久
、
母
校
の
娘
で
あ
る
。
熱
心
な
る
愛
校
者
で
あ
る

と
云
ふ
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

又
、
三
年
生
は
此
の
忙
し
い
時
機
に
於
て
、
不
意
な
る
出
来
事

が
続
々
起
っ
て
来
る
に
も
拘
ら
ず
、
誠
に
愛
す
べ
き
態
度
を
以
て

着
々
事
を
し
て
お
い
で
に
な
る
こ
と
は
直
ぐ
わ
か
る
。
故
に
私
は

大
学
生
が
重
大
な
る
使
命
を
悟
っ
て
、
新
し
い
命
に
生
き
て
活
動

し
て
居
ら
る
ゝ
と
云
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

幼
少
よ
り
逆
境
に
逢
ひ
、
又
宗
教
上
の
問
題
に
苦
め
り

私
は
子
供
の
時
か
ら
殆
ん
ど
逆
境
ば
か
り
に
戦
っ
て
参
り
ま
し

た
。
殆
ん
ど
小
さ
い
時
か
ら
親
も
な
く
友
も
な
く
、
自
分
一
人
で

は
信
じ
て
来
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
と
ー
に
同
じ
信
仰
を
以
て

話
し
あ
ひ
、
夫
れ
を
助
く
る
所
の
親
も
友
も
な
い
。
一
時
は
帝
国

大
学
も
文
部
省
も
自
分
の
事
業
を
妨
げ
る
所
の
敵
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
る
。
又
、
私
の
故
里
は
長
州
で
あ
り
ま
す
が
、
其
の
長
州
の

先
輩
達
も
中
々
私
共
の
事
業
に
は
妨
げ
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
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も
ー
一
つ
私
の
根
本
問
題
は
宗
教
問
題
で
あ
り
ま
す
。
之
れ
は

女
子
教
育
、
信
仰
問
題
の
根
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
今

か
ら
二
十
年
前
、
ア
ン
ド
ー
バ
ー
で
一
年
余
り
苦
し
ん
で
漸
う
見

出
だ
す
所
が
あ
っ
て
、是
れ
が
ど
ー
な
る
も
の
か
、我
が
国
で
ど
ー

な
る
で
あ
ろ
ー
か
と
殆
ん
ど
見
込
み
は
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
丁
度
聖
書
に
も
あ
る
様
に
、
雛
を
よ
せ
よ
ー
と
す
る
と
わ
け

ら
れ
る
。
少
し
く
育
て
よ
ー
と
す
る
とCheck

せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
あ
な
た
方
が
年
々
卒
業
し
て
お
い
で
に
な
る
け
れ
ど
も
、

社
会
へ
出
る
と
世
の
荒
波
に
は
堪
へ
得
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
私

は
、
ど
ー
し
て
も
私
は
こ
れ
よ
り
他
に
道
は
な
い
と
決
心
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。

四
十
五
年
に
於
け
る
我
が
大
な
るInspiration

私
は
十
三
の
時
に
志
を
立
て
ま
し
た
が
、
国
の
先
輩
は
大
抵
政

治
家
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
ど
ー
し
て
も
世
界
と
云
ふ
こ
と

が
思
は
れ
る
故
に
、
自
分
は
若
し
政
治
家
に
な
る
な
ら
ば
世
界
的

の
政
治
家
に
な
り
た
い
と
思
ひ
ま
し
た
。

夫
れ
か
ら
宗
教
に
も
入
り
、
教
育
も
す
る
。
従
っ
て
、
ど
ー
し

て
も
世
界
の
勇
者
と
な
る
に
は
世
界
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、

昨
年
迄
考
へ
て
居
り
ま
し
た
。

そ
ー
し
て
明
治
四
十
四
年
を
送
っ
て
四
十
五
年
と
な
る
間
に
、

一
つ
の
大
き
なInspiration

を
受
け
ま
し
た
。
夫
れ
は
、
自
分

が
今
度
世
界
を
漫
遊
す
る
の
は
、
只
世
界
の
女
子
教
育
を
視
察
す

る
の
み
な
ら
ず
、
他
に
大
き
な
使
命
が
あ
る
か
と
考
へ
ま
し
た
。

信
仰
告
白
の
時
機
来
れ
る
を
思
ふ

夫
れ
は
、
私
は
あ
る
方
に
申
し
ま
し
た
様
に
、
日
夜
私
が
集
注

す
る
の
は
宗
教
問
題
で
あ
る
。
之
れ
は
私
の
道
徳
、
私
の
研
究
問

題
と
少
し
も
離
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
校
風
の
上
に
も
其
の
命

は
加
は
っ
て
居
る
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
真
に
こ
の
信
仰
の
立
場
を

世
に
明
ら
か
に
し
、
自
分
の
信
ず
る
こ
と
を
告
白
す
る
と
云
ふ
こ

と
は
、
私
の
友
人
に
も
話
す
こ
と
な
く
二
十
年
を
過
し
て
参
り
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
ど
ー
も
其
の
時
が
来
た
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ

こ
と
を
考
へ
ま
し
た
の
で
、
私
の
信
ず
る
所
の
態
度
を
友
人
に
も

明
ら
か
に
し
、
猶
或
る
程
度
に
於
て
、
世
に
も
公
に
す
べ
き
時
か

と
思
ふ
。

そ
こ
で
私
の
告
白
は
、
先
づ
自
分
が
其
の
信
仰
に
入
る
。
又
、

洋
行
す
る
に
就
い
て
も
、
真
に
夫
れ
が
私
のCalling

で
あ
る
な

ら
ば
、お
受
け
を
す
る
と
云
ふ
決
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
、

桜
楓
会
員
の
皆
さ
ん
と
二
、三
年
御
一
緒
に
研
究
、
修
養
し
て
参

り
ま
し
た
か
ら
、一
段
落
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
へ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
帰
一
協
会
と
名
づ
け
て
私
も
其
の
中
に
入
っ
て
、

二
十
人
の
発
起
人
が
主
と
な
っ
て
、
三
十
人
ば
か
り
の
人
に
手
紙

を
出
し
て
此
の
二
十
日
に
集
ま
り
ま
し
た
。其
の
他
、外
国
に
行
っ
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て
居
る
人
が
四
、五
人
あ
り
ま
す
。
そ
ー
し
て
、
会
に
は
出
ら
れ

な
い
が
入
会
し
た
い
と
云
ふ
人
も
続
々
現
は
れ
て
参
り
ま
し
た
。

其
の
時
に
私
は
申
し
た
。
我
々
が
発
起
人
と
云
ふ
名
を
以
て
案

内
を
出
し
て
、
皆
さ
ん
に
お
よ
り
を
願
っ
た
。
そ
ー
す
る
と
我
々

が
何
や
ら
拵
へ
る
様
な
、
名
前
か
ら
帰
一
と
言
ふ
か
ら
、
ク
リ
ス

ト
教
も
仏
教
も
神
道
も
総
て
の
も
の
を
よ
せ
る
よ
ー
に
聞
え
る
で

あ
ろ
ー
。
け
れ
ど
も
我
々
が
拵
へ
る
の
で
は
な
く
、
入
る
の
で
あ

る
。

宗
教
、
信
仰
の
真
髄

Logos

と
云
へ
ば
西
洋
の
名
で
、Y

oga

と
云
へ
ば
仏
教
の
方

で
あ
る
。
帰
一
と
云
へ
ば
実
は
支
那
の
語
で
あ
る
が
、
そ
ー
云
ふ

こ
と
は
申
さ
な
い
。
そ
ー
云
ふ
精
神
界
の
帰
一
点
と
か
宇
宙
の

Reality

と
云
ふ
よ
ー
な
も
の
は
、
我
々
が
拵
へ
る
こ
と
の
出
来

る
も
の
で
は
な
い
。
私
共
は
夫
れ
に
導
か
れ
て
居
る
。
我
々
が
拵

へ
た
の
で
は
な
い
。
自
分
は
夫
れ
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

D
evote

し
た
の
で
あ
る
。
之
れ
は
あ
な
た
方
に
も
申
し
た
様
に
、

之
れ
が
我
々
の
道
徳
で
あ
り
、
宗
教
で
あ
る
。
夫
れ
が
我
々
の
生

命
で
あ
り
、
神
で
あ
る
。
夫
れ
と
私
共
が
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
私
は
之
れ
迄
、
ク
リ
ス
ト
教
に
入
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
仏
教

に
も
私
の
家
の
籍
が
あ
り
ま
す
。
神
道
も
信
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
儒
教
も
私
の
家
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
度
の
も
の
は
今

迄
の
も
の
よ
り
も
一
層
広
い
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
、
之
れ

に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
其
所
に
兄
弟
も
あ
る
か
ら
、
其
の
兄
弟
と

共
に
事
を
し
て
行
く
と
決
心
し
ま
し
た
。
其
の
時
に
私
は
、
明
日

か
ら
其
の
宗
教
に
入
る
。
そ
こ
で
何
か
心
の
式
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
夫
れ
に
はForm

が
い
る
と
思
う
て
寝
に
つ
き
ま
し
た
と

こ
ろ
が
、
夢
を
見
ま
し
た
。

其
の
夢
に
、
私
の
な
く
な
っ
た
父
と
其
の
二
十
日
前
に
な
く
な

り
ま
し
た
弟
と
二
人
が
出
て
来
て
、
其
の
間
に
川
が
あ
る
。
弟
は

始
終
、
私
の
仕
事
を
助
け
て
居
る
。
私
は
足
の
指
に
棒
を
は
さ
ん

で
輪
を
か
い
て
居
っ
た
。と
こ
ろ
が
親
は
、そ
ん
な
こ
と
を
し
た
っ

て
か
け
る
も
の
か
と
云
ふ
顔
色
を
し
て
居
る
。
私
の
父
親
は
何
も

言
は
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
か
る
の
で
あ
る
。
親
の
心
は
よ
め
る
の

で
あ
る
。
所
が
親
は
何
を
思
っ
た
か
、
私
を
ど
ん
と
打
っ
た
。
け

れ
ど
も
私
は
其
の
為
に
、
自
分
の
持
っ
て
居
る
所
の
も
の
を
失
は

な
か
っ
た
。
其
の
時
父
は
、
夫
れ
程
の
決
心
な
ら
ま
あ
よ
い
わ
と

云
ふ
顔
色
を
表
し
ま
し
た
。
弟
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
は
、
自
分
の
親
と
弟
と
が
現
れ
て
来
た
か
ら
、
之
れ

をSym
bol

と
し
て
帰
一
協
会
に
入
り
ま
し
た
。
そ
ー
し
て
、
私

が
一
番
長
く
共
に
事
業
を
し
て
居
る
所
の
学
監
に
も
言
は
な
い
先

き
に
、
桜
楓
会
例
会
で
話
し
、
其
の
次
に
麻
生
学
監
に
話
し
、
次

に
森
村
さ
ん
に
話
さ
う
と
思
っ
た
が
、
之
れ
は
病
気
で
あ
る
か
ら

渋
沢
さ
ん
に
話
し
ま
し
た
。
然
る
に
男
爵
も
、
実
業
と
云
っ
て
も
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只
金
を
儲
け
る
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
。
ど
ー
し
て
も
精
神
修
養

の
根
本
か
ら
始
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
お
考
へ
か
ら
、
賛

成
の
意
を
表
せ
ら
れ
た
。

万
国
精
神
的
平
和
の
宣
伝

そ
こ
で
、
私
の
外
国
へ
行
く
は
、International	m

ovem
ent

を
起
す
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
あ
る
所
の
万
国
平
和
は

Balance	of	pow
er

で
、
勢
力
平
均
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
ー

し
て
も
精
神
的
平
和
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ま
し
た
。
夫
れ

でLife

を
書
い
た
の
も
、
其
の
他
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
は
、
皆
万

国
的
の
立
場
を
明
か
に
し
て
、
今
、
世
界
の
精
神
界
が
ど
ー
な
っ

て
居
る
か
、
幾
ら
か
瀬
踏
み
を
し
て
見
よ
ー
と
思
ひ
ま
し
た
。

入
会
者
は
悉
く
国
家
の
中
堅
な
り

そ
こ
で
先
づ
、
東
京
の
帝
国
大
学
で
姉
㟢
博
士
、
実
業
家
で
は

渋
沢
男
爵
、
森
村
翁
もStaff

に
入
る
と
云
ふ
。
其
の
次
に
浮
田

和
民
君
、
之
れ
は
早
稲
田
大
学
。
夫
れ
か
ら
帝
大
で
井
上
哲
次
郎

君
、
中
島
力
造
君
、
京
都
大
学
の
松
本
亦
太
郎
、
桑
木
嚴
翼
。
上

田
敏
、
之
れ
は
文
学
の
方
か
ら
で
あ
る
。
夫
れ
か
ら
宗
教
家
の
方

で
は
同
志
社
の
原
田
君
、
ギ
ュ
リ
キ
君
と
云
ふ
様
な
顔
触
れ
で
あ

る
。
私
は
実
に
期
せ
ず
し
て
兄
弟
が
出
来
た
と
思
っ
て
実
に
嬉
し

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
黙
し
て
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
ー
し
て
綱

島
梁
川
君
、
海
老
名
彈
正
君
に
話
し
ま
し
た
。
も
一
つ
驚
い
た
の

は
宣
教
師
の
グ
リ
ー
ン
さ
ん
。
外
国
人
に
一
人
、
ク
リ
ス
ト
教
に

一
人
、
坊
さ
ん
に
一
人
。
レ
ビ
ー
に
は
江
原
素
六
、
夫
れ
に
対
し

て
は
村
上
専
精
さ
ん
。
夫
れ
か
ら
寺
を
持
っ
て
居
る
人
で
は
釋
宗

演
。
神
道
も
あ
れ
ば
儒
教
も
あ
る
と
云
ふ
風
で
、
皆
、
代
表
的
の

人
々
で
あ
り
ま
す
。

又
、
私
も
賛
成
で
あ
る
と
云
ふ
人
々
に
は
徳
富
猪
一
郎
、
金
子

堅
太
郎
、
大
隈
伯
、
西
園
寺
侯
と
云
ふ
様
な
方
も
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
未
だ
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
ー
云
ふ
訳
で
兄
弟
が
沢
山
出
来
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私

は
人
が
多
く
よ
っ
た
か
ら
す
る
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
。
一
人
で
も

入
る
の
で
あ
る
。
皆
が
反
対
し
て
も
信
じ
た
ら
す
る
の
で
あ
る
。

夫
れ
で
夢
に
見
た
よ
ー
な
突
き
飛
ば
し
や
、
反
対
や
い
ろ
ん
な

も
の
が
来
る
け
れ
ど
も
、
夫
れ
は
構
は
な
い
。
自
分
に
信
ず
る
所

さ
へ
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
厭
は
な
い
の
で
あ
る
。

女
子
大
学
を
興
す
時
に
六
十
万
の
金
が
い
る
と
云
ふ
。
夫
れ
は
、

ど
ー
し
て
出
来
る
か
。
私
に
あ
る
も
の
は
借
金
ば
か
り
で
あ
る
。

ど
ー
し
て
出
来
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
真
先
き
に
起
る
問
題
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
案
外
な
も
の
で
あ
る
。
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今
日
の
宗
教
は
地
方
的
に
あ
ら
ず
、
社
会
的
人
格
の
生
る
べ

き
も
の
た
る
べ
し

又
、
昨
日
も
或
る
学
校
の
校
長
が
来
て
、
私
に
忠
告
を
し
て
く

れ
ま
し
た
。
あ
な
た
は
余
り
考
へ
を
発
表
し
過
ぎ
る
か
ら
、
世
間

の
反
対
を
買
う
て
同
情
が
よ
ら
な
い
と
云
ふ
話
。
又
、或
る
人
は
、

成
瀬
宗
を
立
て
る
の
で
あ
ろ
ー
な
ど
と
云
ふ
よ
ー
な
誤
解
を
持
っ

て
居
ら
る
ゝ
方
も
あ
る
。け
れ
ど
も
或
る
人
は
言
は
れ
た
よ
ー
に
、

昔
は
仏
教
、
ク
リ
ス
ト
教
、
儒
教
な
ど
と
わ
か
れ
て
居
っ
た
け
れ

ど
も
、
今
日
は
斯
く
の
如
き
地
方
宗
を
立
つ
る
時
で
は
な
い
。
今

日
は
、
ど
ー
し
て
も
社
会
的
人
格
の
生
る
べ
き
時
で
あ
る
。
其
の

時
代
時
代
に
あ
ー
云
ふ
偉
人
が
生
れ
、宗
教
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

今
日
は
総
て
の
も
の
が
帰
一
す
る
所
の
も
の
が
生
る
べ
き
時
で
、

木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
ー
な
も
の
を
拵
へ
る
の
で
は
な
い
。
或
る
人

の
如
き
も
、
今
日
は
只
物
質
的
に
傾
い
て
居
っ
て
仕
方
が
な
い
。

ど
ー
し
て
も
精
神
的
生
命
を
も
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ

て
居
ら
れ
ま
す
。
此
の
一
大
危
機
に
於
て
、
ど
ー
し
て
も
精
神
的

に
蘇
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

故
に
人
は
何
と
言
は
う
と
も
、
そ
ー
云
ふ
中
傷
離
間
の
説
に
惑

は
さ
れ
ぬ
様
に
、
お
互
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

教
育
制
度
の
弊
を
矯
正
せ
ん
が
為
に
此
に
中
堅
を
お
い
て
、
尽

さ
ん
と
す
る
も
の
が
此
に
出
来
よ
ー
と
し
て
居
る
。
精
神
界
に
於

て
も
、
何
時
迫
害
が
来
る
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
我
々
は
、
天

下
の
公
道
と
し
て
尽
さ
ん
と
す
る
多
く
の
友
を
得
た
の
は
、
誠
に

愉
快
で
あ
り
ま
す
。

諸
子
は
大
に
修
養
、
研
究
を
勉
む
べ
き
な
り

夫
れ
で
先
づ
、
こ
の
会
で
も
研
究
の
問
題
を
定
め
て
、
第
一
、

哲
学
、
並
び
に
宗
教
。
第
二
、
道
徳
、
教
育
、
文
芸
、
そ
れ
か
ら

経
済
、
政
治
、
国
際
問
題
。
研
究
、
修
養
、
も
ー
一
つ
は
教
育
の

事
、
社
会
の
事
を
根
本
的
に
し
て
行
か
う
と
云
ふ
。
斯
う
云
ふ
こ

と
は
案
外
の
事
で
、
実
に
感
謝
に
堪
へ
ぬ
の
で
あ
る
。
夫
れ
で
あ

な
た
方
も
益
々
研
究
、
修
養
を
お
勉
め
に
な
る
様
に
。
天
の
祝
福

は
、
既
に
あ
な
た
方
の
上
に
加
は
り
つ
ゝ
あ
る
。
今
度
私
は
海
外

へ
出
る
に
つ
い
て
、ど
ー
か
此
の
生
命
の
芽
生
へ
の
展
び
る
様
に
。

き
ず
の
つ
か
ぬ
よ
ー
に
。
ど
ー
か
会
員
並
び
に
学
生
諸
君
の
共
同

に
よ
っ
て
、
其
の
実
の
あ
が
る
よ
ー
に
お
つ
と
め
な
さ
る
よ
ー
に

希
望
致
し
ま
す
。
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互
が
此
の
世
に
処
し
て
行
く
に
は
、
そ
ー
云
ふ
無
理
を
し
て
身
体

を
虐
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
段
々
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
今
後
あ
な
た
方
が
仕
事
を
な
さ
る
に
も
其
処
を
よ
く
考
へ

ん
と
、
遂
に
打
た
れ
て
再
び
起
た
れ
な
く
な
る
と
云
ふ
こ
と
に
な

ら
う
。
そ
こ
で
私
は
自
分
を
戒
む
る
と
共
に
、
あ
な
た
方
に
も
申

し
て
お
き
た
い
と
思
ふ
事
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

桜
楓
会
員
に
つ
い
て

之
れ
は
私
の
今
度
船
に
乗
り
か
け
の
経
験
で
あ
る
が
、
そ
ー
云

ふ
状
態
で
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
夫
れ
に
も
拘
ら
ず
目
的
の
半
ば

を
成
就
し
て
帰
っ
た
の
は
、
実
に
桜
楓
会
員
皆
さ
ん
が
よ
く
留
守

を
守
っ
て
、
私
を
し
て
内
顧
の
憂
ひ
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
賜
で
あ

る
と
思
ひ
ま
す
。

真
に
夫
れ
を
成
就
す
る
処
の
精
力
を
保
た
し
め
た
も
の
、
其
の

空
気
を
常
に
震
動
せ
し
め
た
処
の
最
も
大
切
な
る
も
の
は
、
あ
な

た
方
桜
楓
会
員
の
誠
実
、
熱
心
、
向
上
心
と
云
ふ
様
な
も
の
で
あ

る
と
云
ふ
こ
と
を
信
じ
て
、
私
は
、
あ
な
た
方
の
忍
耐
、
御
尽
力

私
は
二
十
年
前
ア
メ
リ
カ
に
行
き
ま
し
た
時
、
十
月
頃
に
余
程

大
患
に
か
ゝ
り
ま
し
た
。
此
の
間
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
に
行
っ
た

の
が
其
の
頃
で
あ
り
ま
し
た
。
丁
度
同
じ
様
な
経
験
を
致
し
ま
し

た
。
夫
れ
か
ら
二
十
年
た
っ
て
、
年
も
と
り
ま
し
た
。
会
員
か
ら

は
白
髪
が
ふ
え
た
と
云
ふ
話
も
あ
っ
た
が
、
私
の
気
分
は
少
し
も

変
ら
ず
、
今
度
の
旅
行
も
青
年
の
旅
を
し
た
の
で
あ
る
。
下
等
の

汽
車
に
乗
っ
た
処
も
あ
る
し
、
内
地
に
居
て
も
せ
ぬ
程
の
無
理
を

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
形
も
バ
ン
カ
ラ
で
、
一
向
構
は
な
い
。

全
く
書
生
風
で
や
っ
た
の
で
あ
る
。
気
分
は
そ
ー
云
ふ
風
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
無
理
を
す
る
と
い
け
な
い
。
之
れ
は
一
種
の
自
殺
で

あ
る
と
思
っ
て
、
今
度
大
い
に
悟
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
夫
れ
で

あ
な
た
方
が
今
後
、
御
旅
行
を
な
さ
る
に
も
御
注
意
を
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。

皆
さ
ん
に
送
っ
て
頂
い
て
横
濱
で
お
別
れ
し
た
時
に
、
私
は
疲

れ
て
居
っ
て
少
々
熱
気
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
打
ち
勝
っ
て
船
に

乗
り
ま
し
た
。そ
ー
し
て
無
理
に
無
理
を
か
さ
ね
た
の
で
あ
る
が
、

防
御
し
て
夫
れ
が
き
い
た
か
ら
よ
か
っ
た
も
の
の
、
之
れ
か
ら
お

�
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瀬
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わ
か
っ
て
船
が
横
つ
け
に
な
る
。
そ
ー
す
る
と
大
岡
さ
ん
や
五
十

嵐
さ
ん
、何
時
か
来
ら
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
さ
ん
も
来
ら
れ
た
。そ
ー

し
て
リ
チ
ャ
ー
ド
さ
ん
の
自
動
車
に
迎
へ
ら
れ
て
家
族
の
人
々
に

も
面
会
致
し
ま
し
た
。
此
の
人
は
早
く
か
ら
私
を
待
っ
て
居
ら
れ

て
、
私
も
一
週
間
位
居
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ゆ
っ
く
り

す
る
暇
が
な
い
か
ら
用
談
を
簡
短
に
す
ま
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
さ

ん
の
自
動
車
で
布
哇
の
男
子
の
学
校
、
女
学
校
、
慈
善
事
業
を
し

て
居
る
処
や
、
日
本
町
や
其
の
他
、
古
跡
の
数
々
を
三
時
間
ば
か

り
の
う
ち
に
残
ら
ず
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

布
哇
の
様
子
に
つ
い
て　

私
の
非
常
に
喜
ん
だ
の
は
、
二
十
年
こ
の
方
、
布
哇
の
町
も
大

層
開
け
て
、
日
本
人
の
風
俗
か
ら
生
活
状
態
に
至
る
迄
、
非
常
に

進
歩
し
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
行
っ
た
時
は
（
空
白
）
で
あ
っ
た

が
、
今
度
は
夏
で
あ
っ
た
為
か
、
布
哇
の
島
は
立
派
で
あ
る
。
美

麗
で
あ
っ
て
、
ま
あ
、
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
も
言
ふ
べ
き
処
で
あ
り
ま

す
。
さ
て
晩
方
、
再
び
太
平
洋
に
乗
り
出
し
ま
し
た
が
、
実
は
其

の
十
日
の
間
は
先
帝
崩
御
の
あ
と
で
、
船
が
布
哇
に
着
く
迄
は
誠

に
静
粛
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
ー
し
て
段
々
外
国
の
領
地
に
近
づ
く

に
従
っ
て
活
動
写
真
な
ど
も
始
ま
る
様
に
な
り
、
私
も
始
め
て
見

た
の
で
あ
る
。
無
線
電
信
も
聞
い
て
は
居
っ
た
が
、
実
際
使
ふ
と

云
ふ
こ
と
は
始
め
て
で
、機
械
な
ど
も
詳
し
く
見
る
こ
と
が
出
来
、

を
深
く
喜
ん
で
居
り
ま
す
。
満
足
し
て
居
り
ま
す
。
桜
楓
会
員
の

母
校
を
離
れ
て
か
ら
、
見
ぬ
間
に
発
展
し
て
居
る
今
日
の
世
界
に

適
合
す
る
処
の
精
神
が
育
っ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
私
の
最
も

心
強
く
思
ふ
こ
と
で
、
之
れ
は
一
言
申
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

又
、
皆
さ
ん
が
御
自
身
の
価
値
を
信
じ
て
、
自
覚
し
て
下
さ
る
様

に
あ
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

布
哇
に
つ
い
た
時

第
一
に
つ
い
た
の
が
布
哇
で
、
先
年
も
往
復
と
も
布
哇
へ
よ
り

ま
し
た
が
、今
度
は
一
寸
四
国
へ
で
も
つ
い
た
か
の
様
な
心
持
で
、

そ
ー
し
て
つ
い
て
見
る
と
、
殆
ん
ど
日
本
人
で
、
日
本
の
島
か
知

ら
と
思
ふ
位
で
し
た
。
一
番
先
き
に
税
関
が
つ
く
。
其
の
次
に
新

聞
記
者
が
来
て
、
一
寸
と
ら
し
て
呉
れ
と
云
ふ
訳
で
、
写
真
を
と

る
。
そ
ー
し
て
直
ぐ
聞
く
こ
と
が
婦
人
参
政
権
問
題
で
、
夫
れ
に

つ
い
て
の
私
の
意
見
を
き
く
。
夫
れ
に
つ
い
て
日
本
の
高
等
教
育

を
受
け
た
婦
人
の
状
態
を
尋
ね
る
と
云
ふ
こ
と
が
起
る
の
で
す
。

リ
チ
ャ
ー
ド
氏

布
哇
で
は
鈴
木
君
が
病
気
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
問
題
に
は
な

ら
な
か
っ
た
が
、
も
ー
一
人
伝
染
病
の
疑
ひ
あ
る
病
人
が
あ
る
と

云
ふ
こ
と
で
、
検
疫
官
が
来
て
血
液
を
検
査
す
る
。
夫
れ
に
三
時

間
ば
か
り
か
ゝ
っ
て
、
と
ー
と
ー
、
そ
ー
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
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交
通
機
関
の
開
け
た
こ
と
を
楽
し
み
と
致
し
ま
し
た
。

十
九
日
に
桑
港
に
つ
い
て
第
一
に
ス
カ
ッ
ダ
ー
氏
の
処
へ
行
き
、

ジ
ョ
ル
ダ
ン
博
士
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ル
ド
大
学
へ
参
り
ま
し
た
。
彼

処
は
誠
に
壮
大
な
も
の
で
、
チ
ャ
ペ
ル
な
ど
も
余
程
美
的
で
あ
る
。

敷
地
の
広
さ
も
二
千
エ
ー
カ
ー
で
あ
る
。此
処
で
感
じ
ま
し
た
の
は
、

人
間
に
ど
う
も
非
常
な
深
い
人
智
の
測
り
知
る
可
ら
ざ
る
処
、
奥
儀

あ
る
深
い
動
機
が
あ
る
。
此
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ル
ド
大
学
を
立
て
た

人
は
、今
日
の
物
質
文
明
の
通
弊
で
あ
る
処
の
利
己
的
な
処
が
あ
る
。

悪
い
手
段
を
以
て
、
社
会
の
利
益
を
害
し
て
も
自
分
の
為
に
し
た
い

と
云
ふ
こ
と
の
外
に
猶
悪
い
こ
と
を
し
て
、
非
常
な
金
を
拵
へ
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
其
の
金
を
ど
ー
し
て
あ
ゝ
云
ふ
公
共
の
事
業
に

使
ふ
様
に
な
っ
た
か
と
云
ふ
と
、
実
は
愛
す
る
処
の
子
ど
も
を
失
う

た
か
ら
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
女
子
大
学
を
立
て
る
様
に
な
っ
た
の
も
、

子
ど
も
を
失
う
た
か
ら
で
あ
る
。

乃
木
大
将

乃
木
大
将
の
自
殺
と
云
ふ
こ
と
も
外
国
で
は
大
分
問
題
に
な
っ

て
居
る
が
、
到
底
、
其
の
心
事
を
解
す
る
人
は
な
い
。
有
名
な
る

牧
師
で
さ
へ
も
自
殺
と
云
ふ
こ
と
は
臆
病
で
あ
る
と
言
っ
て
居

る
。
私
に
も
意
見
を
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
乃
木
大
将
の
自
殺

に
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
る
原
因
が
あ
る
と
思
ふ
。

子
ど
も
を
失
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
如
何
な
る
勇
者
も
堪
へ
得
ざ

る
処
の
情
緒
が
起
る
の
で
あ
る
。
児
嶋
惟
謙
さ
ん
の
死
な
れ
た
の

も
、
子
息
に
先
だ
た
れ
た
こ
と
が
非
常
な
影
響
で
あ
る
と
思
ふ
。

夫
れ
で
子
を
失
っ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
斯
く
の
如
き
大
学
を
立
つ

る
動
機
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

牛
嶋
氏

そ
ー
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
の
状
態
を
観
察
し
て
後
、
ミ
ル

カ
レ
ー
ジ
と
云
ふ
婦
人
の
学
校
を
見
、
バ
ー
バ
ン
ク
ス
の
園
芸
、

中
嶋
氏
の
事
業
な
ど
を
も
見
て
、感
じ
た
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
は
ポ
テ
ト
王
と
言
は
る
ゝ
牛
嶋
氏
の
事
業
を
も

見
ま
し
た
。
そ
ー
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
大
学
の
設
備
、
教
育
の
有

様
な
ど
を
見
る
こ
と
に
勤
め
ま
し
た
が
、
私
の
非
常
に
驚
い
た
の

は
、
二
十
年
前
に
は
沢
山
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
を
見
て
慨
嘆
に
堪
へ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
十
年
後
の
今
日
は
風
俗
も
大
層
よ
く

な
っ
て
、
誠
に
日
本
人
の
生
活
が
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
之
れ

は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ
ル
、
ソ
ル
ト

レ
ー
ク
か
ら
私
の
歩
い
た
処
は
皆
、
非
常
な
る
勢
で
日
本
人
が
進

み
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。

ポ
イ
ン
ト
ロ
ー
マ
の
カ
レ
ー
ジ
は
三
哩
も
行
け
ば
直
ぐ
メ
キ
シ

コ
と
の
境
で
、
気
候
も
よ
し
、
誠
に
立
派
な
処
で
あ
る
。
布
哇
も

よ
い
処
で
あ
る
が
、
誠
に
ポ
イ
ン
ト
ロ
ー
マ
の
雄
大
明
媚
な
る
風

光
は
迚
も
名
状
す
可
ら
ざ
る
も
の
で
、
自
動
車
で
通
る
の
は
惜
し
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い
位
な
処
。
近
く
見
る
も
よ
い
が
、
遠
景
が
又
格
別
で
あ
っ
て
、

之
れ
は
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
美
景
で
あ
る
。
私
は
、
そ
ー
云
ふ

景
色
の
よ
い
こ
と
よ
り
も
、
学
校
の
設
備
な
ど
よ
り
も
、
ど
ー
云

ふ
処
に
教
育
の
原
動
力
が
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
見
た
い
。
其
処

の
秘
訣
を
つ
か
ま
へ
た
い
と
思
っ
て
参
り
ま
し
た
。

そ
ー
し
て
チ
ン
グ
リ
ー
は
留
守
で
、
其
の
代
り
を
し
て
居
る
長
に

あ
ひ
ま
し
た
が
、
先
方
で
は
非
常
に
待
っ
て
居
っ
て
、
あ
な
た
に
全

部
お
目
に
か
け
た
い
が
、
あ
い
に
く
ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ
ル
は
子
ど
も
の

た
め
に
わ
る
い
病
気
が
流
行
っ
て
居
る
の
で
、
彼
の
地
を
経
て
来
た

も
の
は
一
切
交
通
遮
断
と
な
っ
て
居
る
か
ら
、
残
念
で
あ
る
が
遠
方

か
ら
見
て
下
さ
い
と
云
ふ
の
で
、
私
は
其
処
に
泊
っ
て
体
操
な
ど
も

遠
方
か
ら
見
ま
し
た
が
、
体
育
と
云
ふ
こ
と
を
余
程
重
ん
じ
て
武
の

教
育
を
し
て
居
る
。
彼
処
は
精
神
界
の
空
気
を
作
る
為
め
に
、
世
間

か
ら
は
離
れ
た
処
の
別
世
界
に
あ
る
か
の
様
に
感
ず
る
。
研
究
生
な

ど
景
色
の
よ
い
広
い
処
に
天
幕
を
張
っ
て
一
人
づ
つ
居
る
。
そ
ー
し

て
其
処
に
は
別
に
研
究
室
も
あ
り
ま
す
。
其
他
実
行
の
方
面
も
い
ろ

い
ろ
あ
っ
て
、
園
芸
場
な
ど
も
い
ろ
い
ろ
見
ま
し
た
。
つ
ま
り
今
日

の
教
育
は
形
式
的
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
先
づ
第
一
に
其
の
原
動
力

を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
考
へ
ら
し
い
。

其
の
晩
招
か
れ
て
行
っ
て
見
る
と
教
授
達
は
残
ら
ず
集
ま
っ
て

居
っ
て
、
帰
一
協
会
の
こ
と
を
話
す
と
、
夫
れ
は
私
達
の
主
義
で

あ
る
と
云
ふ
様
な
話
が
出
た
の
で
あ
る
。
翌
日
は
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク

コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
る
か
ら
と
云
ふ
招
き
で
行
っ
て
見
る
と
、
全
く

私
の
歓
迎
の
為
の
会
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
後
で
わ
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
ー
し
て
、
何
か
話
を
し
て
来
れ
ま
い
か
と
云
ふ
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
英
語
が
間
違
は
う
が
ど
ー
で
あ
ら
う
が
、
そ
ー
云
ふ

事
に
は
一
切
構
は
ず
、A

ppreciate

し
て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、

帰
り
に
は
三
哩
程
も
自
動
車
で
送
ら
れ
ま
し
た
。
彼
処
の
学
生
は

英
語
な
ど
も
は
っ
き
り
使
は
る
ゝ
し
、
音
楽
な
ど
も
誠
に
上
手
で

あ
る
。
つ
ま
り
此
処
に
は
一
つ
の
特
色
が
あ
っ
て
修
養
を
本
と
し

て
居
る
が
、
宗
教
も
此
の
学
校
で
修
養
し
て
居
る
こ
と
と
似
よ
っ

た
点
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
確
に
看
取
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

夫
れ
と
同
時
に
、
狭
い
と
云
ふ
こ
と
。
余
り
秘
密
主
義
を
取
り
過

ぎ
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
、
日
本
の
愛
国
心
と
云
ふ
や

う
な
こ
と
も
、
彼
処
の
人
々
は
解
し
得
て
居
る
か
の
様
に
感
じ
ま

し
た
。
少
し
狭
い
と
云
ふ
こ
と
、
之
れ
は
我
々
が
両
方
面
を
持
っ

て
居
っ
て
、
参
考
す
べ
き
点
も
あ
る
が
又
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
と
思
ふ
点
も
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
ー
し
て
ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ
ル
に

帰
り
ま
し
た
が
、
日
本
人
の
進
ん
で
居
る
こ
と
を
見
て
非
常
に
愉

快
に
感
じ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方
に
は
ポ
イ
ン
ト
ロ
ー
マ

が
余
り
世
間
と
か
け
離
れ
て
居
る
為
め
に
、
ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ
ル
に

居
る
人
達
も
詳
し
く
は
知
ら
な
い
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
。

外
国
で
の
感
じ
に
つ
い
て
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夫
れ
で
私
は
、
身
の
外
国
に
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
余
り
思
は
な

い
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
な
ど
へ
行
っ
て
見
る
と
、
ま
る
で
故
郷

へ
帰
っ
た
か
の
様
な
心
持
。
英
國
へ
行
く
と
、
大
分
日
本
へ
近
く

な
っ
た
な
と
思
ひ
、
獨
逸
へ
来
る
と
、
も
ー
門
口
迄
帰
っ
た
の
か

知
ら
と
云
ふ
様
な
心
持
で
、
世
界
の
人
は
皆
兄
弟
で
あ
る
、
世
界

は
我
が
家
で
あ
る
と
云
ふ
様
で
、
外
国
と
云
ふ
感
じ
は
し
な
い
。

昔
の
世
界
と
今
日
の
世
界
と
の
比
較
が
と
っ
て
あ
る
が
、
昔
の
世

界
は
大
層
大
き
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
の
世
界
は
誠
に
小
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
誠
に
ア
メ
リ
カ
の
大
き
な
国
、
財
源
の
豊
か
な
規

模
の
壮
ん
な
国
へ
行
く
と
、
誠
に
日
本
が
小
さ
い
、
窮
屈
で
あ
る

と
云
ふ
感
が
起
る
。

東
西
文
明

も
ー
一
つ
、
カ
ナ
ダ
に
行
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、
世
界
の
文
明

は
東
に
向
っ
て
流
れ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
誰
れ
も
言
ふ
こ
と

で
あ
る
が
、
之
れ
は
実
際
で
あ
る
。
そ
ー
し
て
文
明
の
最
も
盛
な

る
潮
の
流
れ
の
真
っ
先
き
は
、太
平
洋
沿
岸
に
打
ち
よ
せ
て
居
る
。

東
洋
で
は
布
哇
に
流
れ
集
ま
っ
て
居
る
。
故
に
、
太
平
洋
沿
岸
に

は
世
界
の
文
明
が
集
ま
っ
て
接
触
し
て
居
る
。
我
々
日
本
人
は
、

真
に
彼
処
に
於
て
西
洋
人
と
共
に
提
携
し
得
る
か
ど
ー
か
。
又
、

其
の
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
若
し

日
本
人
が
西
洋
人
に
競
争
す
る
と
す
れ
ば
資
本
が
い
る
。
惜
し
い

か
な
、其
の
資
本
は
持
っ
て
居
な
い
。
知
力
は
ど
ー
か
と
云
ふ
と
、

困
難
で
あ
る
が
奮
闘
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ど
ー
し

て
も
日
本
人
が
彼
処
へ
は
び
こ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
ー
し
て
商
売

な
り
工
業
な
り
、
ほ
ん
と
ー
の
事
を
せ
や
う
と
云
ふ
に
は
、
ど
ー

し
て
も
彼
処
に
も
っ
と
入
り
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
外
交
の

政
略
上
、
そ
ー
云
ふ
事
を
言
ふ
の
は
宜
し
く
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。

又
、
彼
方
の
人
も
大
に
疑
懼
の
念
を
懐
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
本

人
の
沢
山
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
為
に
も
わ
る
く
は

な
い
と
思
ふ
。
故
に
、あ
な
た
方
の
中
で
も
少
し
資
力
が
あ
っ
て
、

堪
へ
得
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
行
く
が
よ
い
と
思
ふ
。
私
が
態
度
を

か
へ
た
事
に
つ
い
て
少
し
く
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
斯
う

云
ふ
小
い
こ
と
に
つ
い
て
も
大
体
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
是
れ
迄

は
、
大
西
洋
の
沿
岸
に
留
学
す
る
と
云
ふ
事
は
甚
だ
不
安
に
堪
へ

な
か
っ
た
。
夫
れ
は
成
功
し
て
帰
る
も
の
が
誠
に
少
な
く
、
堕
落

す
る
か
、然
ら
ざ
れ
ば
健
康
を
害
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
然
る
に
、

今
日
で
は
全
く
変
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
自
分
に
し
っ

か
り
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
何
処
へ
行
っ
て
も

同
じ
事
で
あ
る
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
な
り
、
ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ

ル
な
ら
ば
、
自
給
し
て
学
問
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
世

界
中
で
金
の
な
い
学
生
が
自
給
し
つ
ゝ
勉
強
す
る
に
は
、
比
較
的

此
の
土
地
が
し
易
い
。
故
に
、人
に
よ
っ
て
は
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。

そ
ー
し
て
私
の
喜
ぶ
こ
と
は
、サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
行
っ
て
も
、
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ロ
ー
サ
ン
ジ
ェ
ル
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
何
処
へ
行
っ

て
も
桜
楓
会
員
が
家
庭
を
営
ん
で
居
る
が
、
皆
、
幸
福
で
あ
る
と

思
ふ
。
又
、
そ
ー
云
ふ
家
庭
の
出
来
て
居
る
こ
と
が
、
日
本
人
の

た
め
に
誠
に
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
ま
す
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が

移
っ
た
と
云
ふ
が
、
家
族
を
つ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人

が
偶
々
海
外
へ
行
っ
て
も
、一
人
だ
け
で
行
く
と
長
続
き
が
せ
ぬ
。

故
に
、
ど
ー
し
て
も
婦
人
も
一
緒
に
出
か
け
る
が
よ
い
。
女
が
出

て
行
か
ん
け
れ
ば
、
女
が
助
け
ん
け
れ
ば
、
男
は
ど
ー
し
て
も
、

よ
ー
出
て
行
か
ん
の
で
あ
る
。

就
職
難

就
職
難
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
が
、
何
処
も
彼
処
も
縮
小
で
人
を

減
ら
す
と
就
職
難
が
起
る
。
斯
う
云
ふ
時
に
は
、
ど
ん
ど
ん
海
外

へ
行
く
が
よ
い
。
外
国
へ
行
く
と
度
量
が
大
き
く
な
っ
て
、
世
界

が
見
え
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。
世
界
は
狭
く
な
っ
た
が
、
も
ー

少
し
進
め
ば
宇
宙
を
狭
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
本
を
世
界
に

す
る
か
、
世
界
を
日
本
に
す
る
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
日
本
人
は

今
の
様
な
薄
志
弱
行
で
は
い
け
な
い
。も
っ
と
意
志
を
強
く
し
て
、

男
も
女
も
骨
は
折
れ
る
が
、
日
本
に
居
る
の
は
楽
で
あ
る
か
ら
と

云
っ
て
楽
ば
か
り
し
て
居
っ
て
は
、
日
本
の
将
来
は
ど
ー
な
る
か

も
知
れ
ぬ
。
故
に
、
骨
は
折
れ
て
も
辛
抱
し
て
、
最
後
の
勝
利
を

得
る
や
う
に
勉
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
日
の
ア
メ
リ
カ
のInterest

も
ー
一
つ
変
っ
た
こ
と
は
、
此
の
前
行
っ
た
時
に
は
ア
メ
リ
カ

は
日
本
に
興
味
を
持
っ
て
居
る
か
ら
兄
弟
の
様
な
感
じ
が
し
た
の

で
あ
る
が
、
今
日
で
は
ア
メ
リ
カ
のInterest

は
支
那
に
向
っ

て
居
る
。
学
生
も
支
那
人
が
多
く
、
日
本
人
は
少
な
い
。
そ
ー
し

て
支
那
の
事
は
非
常
に
褒
め
る
が
、
日
本
の
事
は
さ
程
で
な
い
。

も
ー
一
つ
は
、
昔
は
日
本
の
学
生
に
対
し
て
は
お
恵
み
が
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
今
日
は
何
れ
の
大
学
で
も
各
国
人
、
同
じ
様
に
学
問

が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
向
ふ
の
人
と
対
等
の
競
争
が
出
来
ね
ば
、

交
際
が
出
来
ぬ
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
。
向
ふ
の
人
は
言
語
が
達
者

で
あ
る
が
、
我
々
は
不
得
手
で
あ
る
。
商
売
を
す
る
に
し
て
も
資

本
が
な
け
れ
ば
、
日
本
人
に
幾
ら
腕
が
あ
っ
て
も
財
力
で
負
け
る

か
ら
仕
方
が
な
い
。
故
に
総
て
の
点
に
於
て
力
を
養
は
ね
ば
、
此

の
激
甚
な
競
争
場
裏
に
は
立
て
な
い
の
で
あ
る
。

モ
ル
モ
ン
宗　

マ
ホ
メ
ッ
ト
教　

私
の
今
度
の
研
究
の
主
な
る
問
題
は
教
育
、
及
び
道
徳
の
原
動

力
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
此
の
学
校
で
初
め
か
ら
重
き
を
お

い
て
居
る
処
の
教
育
主
義
で
す
。
之
れ
は
十
年
の
間
の
経
験
か
ら

一
つ
の
仮
説
を
作
っ
て
、之
れ
を
世
界
の
光
り
に
照
ら
し
て
見
て
、

も
ー
一
つ
新
ら
し
い
力
を
得
や
う
と
云
ふ
事
が
主
な
る
目
的
で
あ
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り
ま
し
た
。
故
に
、
ポ
イ
ン
ト
ロ
ー
マ
へ
も
行
き
、
モ
ル
モ
ン
宗

を
も
研
究
し
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
の
人
に
も
あ
ひ
ま
し
た
。
キ
ャ
ソ

リ
ッ
ク
の
人
に
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
も
と
に
も
、
英
國
の
コ
ン

コ
ー
ヂ
ヤ
の
も
と
に
も
、
波
蘭
、
ベ
ル
ギ
ー
、
伊
太
利
の
主
な
る

人
に
も
、各
大
学
の
有
力
な
る
人
に
も
ず
っ
と
逢
ふ
事
が
出
来
て
、

私
は
東
洋
の
将
来
、
女
子
教
育
の
将
来
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
確

信
を
ず
っ
と
強
く
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
之
れ
は
、
あ
な
た

方
も
聞
き
た
い
事
で
あ
り
、
私
も
話
し
た
い
事
で
あ
り
ま
す
。

帰
一
協
会

之
れ
は
、
帰
一
協
会
の
報
告
が
一
号
だ
け
出
ま
し
た
。
之
れ
は

一
年
に
三
度
だ
け
出
る
報
告
で
あ
る
が
、
一
円
出
せ
ば
貰
ふ
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
猶
夫
れ
に
つ
い
て
お
読
み
に
な
る
な
ら

ば
、
あ
な
た
方
に
世
界
の
大
勢
が
よ
く
お
わ
か
り
に
な
ら
う
と
思

ふ
。
ア
メ
リ
カ
に
も
、
独
立
の
帰
一
協
会
が
出
来
ま
し
た
の
で
、

エ
リ
オ
ッ
ト
博
士
は
幹
事
長
と
な
り
、
其
の
多
数
の
有
名
な
る

人
々
が
皆
、
幹
事
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

ロ
ッ
ス
と
ス
タ
ン
レ
ー�

ホ
ー
ル

社
会
学
者
の
ロ
ッ
ス
と
云
ふ
人
な
ど
も
非
常
な
喜
び
で
、
若
し

此
の
帰
一
協
会
の
申
し
出
が
三
年
前
で
あ
っ
た
な
ら
ば
む
つ
か
し

い
が
、
今
日
は
も
ー
其
の
時
機
で
あ
る
。
自
分
も
出
来
る
だ
け
の

こ
と
を
す
る
か
ら
大
い
に
尽
力
し
て
く
れ
よ
と
云
ふ
こ
と
で
、
私

の
先
生
で
あ
っ
た
ス
タ
ン
レ
ー
ホ
ー
ル
と
か
タ
ッ
カ
ー
と
云
ふ
様

な
人
々
も
皆
、
賛
成
で
あ
り
ま
す
。

英
國
も
、
主
な
る
大
学
は
皆
回
り
ま
し
て
、
ミ
ュ
ー
ア
ヘ
ッ
ド
、

マ
ッ
ケ
ン
ヂ
ー
な
ど
も
幹
事
と
な
り
、
セ
ク
レ
タ
リ
ー
と
な
り
、

英
國
に
も
独
立
の
帰
一
協
会
が
出
来
て
、
東
西
相
助
け
て
行
か
う

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
佛
国
の
大
学
総
長
は
日
本
で
言
ふ
文
部
大

臣
の
権
能
を
持
っ
て
居
っ
て
、
小
学
校
の
事
ま
で
支
配
す
る
処
の

教
育
界
の
重
鎮
で
あ
り
ま
す
が
、
斯
う
云
ふ
人
達
も
皆
、
熱
心
な

る
賛
成
者
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
帰
一
協
会
に
つ
い
て
は
心
配
で
あ
る
。
夫
れ
だ
け
世
界

へ
踏
み
出
し
て
相
談
を
か
け
た
の
に
、
日
本
で
は
ど
ー
で
あ
る
か

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
若
し
、
此
の
大
勢
に
応
ず
る
こ
と
が
出
来

ぬ
な
ら
、
我
が
日
本
が
退
歩
す
る
。
夫
れ
に
つ
い
て
は
、
此
の
女

子
大
学
の
あ
な
た
方
が
大
切
で
あ
る
。
此
の
学
校
の
教
授
で
あ
っ

た
奥
田
文
部
大
臣
、
又
、
前
の
文
部
大
臣
で
あ
っ
た
此
の
学
校
の

評
議
員
で
あ
る
久
保
田
文
部
大
臣
の
如
き
も
、
我
々
の
書
い
た
書

物
を
教
育
界
に
広
め
や
う
と
せ
ら
れ
た
有
力
な
賛
成
者
で
あ
る
。

故
に
、あ
な
た
方
も
責
任
の
重
大
な
る
こ
と
を
お
感
じ
に
な
っ
て
、

確
信
を
強
う
し
て
、
内
に
銘
々
の
力
を
養
ひ
、
外
に
責
任
を
全
う

し
て
、
今
日
の
此
の
大
切
な
る
時
機
に
遅
れ
ぬ
様
に
な
さ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。



−106−

（14）

1） JohnW.Boyer,The University of Chicago A History,TheUniversityofChicagoPress,
2015,pp.164-165

2） BiographicalNote,Guide to theErnestDewittBurtonPapers1875-1969（http://www.
lib.uchicago.edu/e/scrc/fi ndingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.BURTON）（2017/6/20）

3） 大西晴樹「キリスト教大学設立運動と教育同盟」『キリスト教学校教育史話』教文館、
2015年、125～126頁

4） 井深梶之助とその時代刊行委員会編『井深梶之助とその時代』第三巻、明治学院、
1971年、189頁

5）『日本女子大学校長成瀬仁蔵先生述 実践倫理講話筆記 明治四十二年度ノ部』日
本女子大学成瀬記念館、2012年

6） 成瀬仁蔵「欧米旅行報告」『帰一協会会報』第弐、96～97頁



−107−

（13）

further	about	 it.	 If	you	are	 to	be	 in	 the	city	again	before	your	departure	 from	 the	
country	 I	hope	you	will	 let	me	have	 the	pleasure	of	seeing	you	and	conferring	with	
you	further	in	this	matter.	Should	it	be	impossible	for	you	to	return	this	way	I	shall	be	
glad	to	hear	from	you	further	in	reference	to	it,	though	a	conversation	would	be	more	
satisfactory,

	 	 	 	 	 	 Sincerely	yours,

＜翻訳＞
日本を発たれる前に書かれたあなたの手紙を受け取った時は、アメリカへの出
発に間に合うよう返信をするには遅すぎました。何通かの紹介状を同封した手紙
を私のオフィスに置いてあります。ひょっとしたら到着後こちらに立ち寄られた
なら、手紙を受け取れると考えました。これらの紹介文はあなたにとって大いに
役立つでしょう。それが私のできる最大限の厚意です。7月に書いた手紙も同封い
たします。
シカゴに戻ってきてみると、〔今度は〕あなたの日本領事館宿舎で書かれた手紙
を受け取りました。手紙〔の内容〕に大きな関心を持ちました。また、同封されて
いた印刷物も拝見しました。ご提案されている帰一協会には、とても興味があり
ます。是非そのことについてもっと話し合う機会があれば幸いです。もしアメリ
カを離れる前に再びシカゴを訪れる機会があるなら、お会いしてこの件について
協議させてもらえたら嬉しく思います。もしこちらに戻ることが不可能ならば、
あなたからそれに関して更にお便りをいただけると嬉しいです。ただ、会話した
方がより満足のいくものとなるでしょう。敬具

＜解説＞
この書簡は1912年9月26日付になっている。最初の出会いから3年たっても親し

い関係で、何度か書簡を交わしていることが分かる。少なくとも成瀬は、アメリカ
に発つ前にもバートンに書簡を送っていた。残念ながらその書簡については、今
回発見されたフォルダには所蔵されていなかった。ここで紹介しているものは、
前節で紹介した成瀬のシカゴ領事館より送付した書簡への返信である。それに、
わざわざバートンは成瀬が訪ねてきてもいいように、彼のために推薦状を用意し
て置いていったという。バートン自身、成瀬と直接会って話を聞きたいと強調し
ているように、成瀬の思想にかなりの関心を持っていることも伝わってくる。
（以下、次号に続く）
	 （北陸学院大学教授 つじ なおと）
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していたと考えられる。実際この書簡に対し、バートンからの返事はとても好意
的であった。その内容は次節で詳しく見てみたい。
半年以上に及ぶ欧米旅行から帰国後に、成瀬はバートンについて次のように述
べている6）。すなわち、「ボルトン博士は、先年軽井沢で逢つて、斯ういふ問題に就
いて深く意見を交換した人であるが、此の人からもアメリカの大勢が非常に変つ
たことを聞いた。十五年前には斯ういふ話をしても迚も駄目であつたが、今では
時機が丁度宜いといふことであつた。」と記しており、アメリカでも帰一思想が受
け入れやすくなっている状況と受け止めたのだろう。バートンの後押しもあって、
成瀬は「私は亜米利加に於ける帰一協会の中心は、シカゴかボストンか紐育か、此
の三ヶ所の中であらうと思ふ」と書いている。先行研究でも重視されてきた東海
岸（ボストン、ニューヨーク）と並ぶだけの位置にシカゴが置かれているのは、明
らかにバートンとの強い結びつきがあった故と考えられる。
書簡の内容としては、帰一協会の目指す世界像をかなり具体的に述べており、
建物や出版物にも言及している点からも成瀬の並々ならぬ意欲が感じられる。

6．1912年9月成瀬宛バートン書簡
次に、前節に見た成瀬の書簡に対するバートンの返信について見ておこう。

＜原文＞
	 Sept.	26,	1912.

President	Jinzo	Naruse,

5735	Lexington	Ave.,

Chicago,	Ills.

My	dear	Mr.	Naruse:
	 When	 I	 received	 from	you	 the	 letter	written	before	you	 left	 Japan	 it	was	
already	too	late	for	me	to	send	a	reply	in	time	to	reach	you	before	your	departure	for	
this	country.	 I	accordingly	wrote	a	 letter	enclosing	several	 letters	of	 introduction	and	
left	 it	 in	my	office	 thinking	 that	you	would	perhaps	call	 there	on	your	arrival	and	
would	thus	obtain	the	letter.	More	to	show	my	good	will	than	because	these	letters	are	
now	of	any	use	to	you,	I	enclose	herewith	what	I	wrote	in	July.

	 Since	my	 return	 to	 the	city	 I	have	 received	your	 letter	written	 from	 the	
residence	of	 the	Japanese	Consul.	 I	have	 read	 this	 letter	with	great	 interest	and	have	
also	examined	the	printed	matter	enclosed	with	it.	The	proposed	Association	Concordia	
interests	me	greatly	and	I	should	be	glad	to	have	the	opportunity	of	talking	with	you	
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へと向かわせています。
そして以下のような動きは、もちろん、人類全ての権利であり義務であると我々
は信じています。人類はこの原理と自らの任務に忠実であるべきであり、同時に
共通の理想〔実現〕のために、他者との協力に十分寛大且つ率直でなければなりま
せん。そして、これらの諸課題を真剣に探究することを通し、国家と全ての人種の
運命により強固で寛大な基盤を築こうと努めなければなりません。
私たちがこの協会を組織する目的は、同じ関心や見解を持つ者同士の協力を得
ること、今日の様々な問題をこの立場から研究すること、そして私たちの共通す
る理想に従って行動することです。
従って、帰一協会趣意書で既に述べた通り、私たちは他の国々で私たちの取り
組みに共感してくれる人々との協力体制を確立し、世界文明の普遍的な理想のた
めに活動したいのです。
協会の活動内容は以下の通りです。
一．集会の中心となる場所や研究、調査、文化交流のための機関を提供すること。
私たちはこの目的を達成するために、いくつかの国際的な建物を作ることを夢見
ています。
二、出版とリーダーシップの分野で尽力します。
三、国際的な運動体となることが究極の目的です。
この活動の第一歩として、季刊の雑誌の出版をしたいと考えています。全世界
的な精神的一致（Universal	Spiritual	Union）と経済的な平和につながる最も重要な
問題の本質的な研究に貢献するために。雑誌は英語と日本語の両方で出版し、英
語版は米国の何処かで編集されることを計画しています。
あなたの極東問題に関する思いと全ての信仰や人種に対する寛大な態度を考慮
して、私はあなたに自らの思いと心からの願望や確信について自由に主張いたし
ます。
あなたからのよい返事を待っています。
	 敬具
	 成瀬仁蔵
	 日本女子大学校校長

＜解説＞
この書簡の第一の趣旨は、バートンに対する面会と協力の要請であるが、一方で、
自身の帰一協会への熱い思いを伝えている点は注目に値する。バートンが帰一思
想に対し共感してくれて、アメリカでの普及活動に協力してもらえることを期待
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＜翻訳＞
親愛なる先生
日本からお手紙を差し上げた通り、私は最近ここに到着しました。私が渡米し
た第一の目的はアメリカの教育事情を調査することです。しかし、宗教及び倫理
に関する根本的な問題や、宗教と教育の関係についても観察し研究しなければな
りません。ですから、あなたから個人的にアドバイスを伺う機会をいただけるな
ら感謝なことです。また、以下に記す計画や理念について手紙で返信いただける
と大変ありがたく思います。
帰一協会の趣意書を同封しますので、恐らくこの運動案をご理解いただけると
思います。
アメリカは深刻な状況にあるようですが、日本も同様です。日本は絶え間なく
継承され解決の道が見えないとても多くの困難と複雑な問題を抱え続けています。
その主たる原因は古い考えと新しい考えの間にある不一致、すなわち一方では伝
統的倫理と信仰が揺らいでおり、もう一方では輝かしい影響を及ぼす西洋文明と
接触する機会が増えているという事態にあると考えられます。しかし、我が国の
人々は真のあるべき姿に気付き始めており、物質的傾向から距離を置こうとして
いることを私はとても喜んでいます。英字新聞の「ジャパン・タイムス」の記事も
同封しますので、よかったらご覧下さい。
この運動推進者たちは、指導者たちが国家の富を増やすことに熱心なのと同様
に、今後は倫理や教育、宗教その他関連する問題の研究にも忠実に取り組む努力
をして欲しいと願っています。それは正に国家の進む方向を指し示す者の務めで
あり、これが私たちの文明の未来をより強固なものとすることになります。そして、
それは物質的な争いを克服することにもなります。
このような努力によって、私たちは国家を特徴づける美徳を保護し、美しい国
家体制を発展させようとしなければなりません。しかし、それと同時に、世界文明
とも常に関わりを持ち、より広い思想や理想を融合していく努力をしなければな
りません。ただこの方策によってのみ、新たな出発へと進む精神を実現すること
ができ、輝かしい文明の発展を獲得することができるのです。このことは、そう簡
単には味わえないことではありますが、私たちの熱望していることは価値ある使
命です。
日本の現状を見てみると、政治家も軍将校もビジネスマンも教育者や思想家も、
今日の精神的な問題（spiritual	problems）を熟慮しています。しかし、社会全体に影
響を及ぼしうるいかなる統一した動きも実現していません。しかし、いくつかの
信仰や風潮が一致や協力をする兆候を見せており、国民の自意識を運命的な方向
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statesmen,	military	officers,	business	men,	educators	or	 thinkers,	are	 thinking	over	
those	 spiritual	problems	of	 to-day.	But	 they	has	not	being	 realized	 any	united	
movement,	which	could	 infl uence	 the	whole	society.	But	 I	should	say	 that	 there	are	
some	 signs	 toward	 concord	 and	 cooperation	 of	 various	 faiths	 and	 tendencies,	
converging	to	the	self-conscious	of	the	nations	destiny.

   And	we	believe	that	it	is,	of	course,	the	right	and	duty	of	every	man,	that	he	
should	be	faithful	to	this	principles	and	to	his	particular	duty,	but	at	the	same	time	he	
must	be	broad	and	candid	enough	 to	cooperate	with	others,	 for	 the	sake	of	common	
ideals	and	 to	 try	 to	 lay	a	fi rmer	and	broader	foundation	 to	 the	destiny	of	 the	nations	
and	the	whole	race	through	the	serious	study	of	these	problems.

   Our	aim	 in	organizing	 this	association	 is	 to	secure	 the	cooperation	of	 those	
who	have	 the	same	care	and	view	as	we	have,	 to	study	 the	various	problems	of	 the	
present	day	in	this	sense	and	to	act	according	to	our	common	ideals.

   Therefore,	we	want	 to	 secure	 as	we	have	 said	 in	 the	Prospectus	of	 the	
Association	Concordia,	 the	 cooperation	 of	 those	 of	 other	 nations	who	would	
sympathize	with	our	effort	and	then	to	work	for	the	sake	of	the	Universal	ideal	of	the	
world’s	civilization.

   The	work	of	this	Association	will	be	as	follows:
1.		To	provide	a	centre	of	meeting	and	an	organ	of	 the	 studies,	 investigation,	and	

culture.	We	dream	too	to	erect	some	international	building	for	this	purpose.

2.	It	shall	make	its	effort	in	the	fi eld	of	publication	and	leadership.

3.	It	aims	at	last	to	be	an	organ	of	international	movement.

　　　As	a	fi rst	step	of	 the	movement,	 I	should	 like	 to	 issue	 the	publication	of	a	
magazine,	perhaps	a	quarterly,	devoted	 to	 the	study	of	 the	most	 important	problems	
essentially	connected	with	 the	Universal	Spiritual	Union	and	economical	peace.	The	
plan	is	to	have	the	magazine	published	both	in	English	and	Japanese	and	the	English	
edited	somewhere	in	the	United	States	of	America.

   In	view	of	your	 interest	 in	 the	Far	Eastern	Matters	and	of	your	 tolerant	
attitude	 toward	all	 faiths	and	 races,	 I	 take	 liberty	 to	appeal	 to	you	my	 intense	and	
sincere	desires	and	convictions.

	 Hoping	your	good	answer.

	 	 	 Yours	respectfully,

	 	 	 Jinzo	Naruse

	 	 	 President	of	Japan	Women’s	University



−112−

（8）

	 Japanese	Consul,

	 5735	Lexinton	Ave.,

	 Chicago,	Ill.
Prof.	Ernest	D.	Burton,

	 My	Dear	Sir;
	 	 As	I	have	wrote	you	from	Japan,	I	have	arrived	here	lately.	My	fi rst	
duty	is	to	investigate	the	educational	matters	in	this	country,	but	I	also	have	to	observe	
and	study	a	more	fundamental	problems	in	regard	to	the	religious	and	moral,	and	the	
relation	between	Religion	and	Education.	So	I	should	be	grateful	if	you	would	give	an	
opportunity	 to	ask	your	kind	advices	personally	or	give	me	an	answer	 in	your	 letter	
about	the	following	projects	and	ideals.

	 I	enclose	 the	Prospectus	 for	 the	association	Concordia	 in	which	you	might	
see	the	scheme	of	the	movement.

	 It	may	be so serious	in	this	country	as	it	is	in	Japan.	But	as	you	know	Japan	
has	been	met	with	 so	many	difficulties	and	complicated	problems	which	arising	 in	
unceasing	succession,	and	which	promise	no	ready	solution.	And	the	chief	cause	must	
be	 sought	 in	 the	discord	between	 the	old	and	 the	new	 ideas	and	condition,	which	
manifests	in	the	wavering	faith	and	the	traditional	moral	ideas,	on	the	one	hand	and	the	
ever	 increasing	contact	with	dazzling	 infl uence	of	Western	civilization,	on	 the	other.	
But	 I	 am	very	glad	 that	my	 country	men	 are	 realizing	 such	 real	 conditions	 and	
awakening	 from	 the	material	 tendency!	 I	also	enclosed	 the	clipping	of	 the	“Japan	
Times”,	the	English	paper,	in	order	you	may	kindly	look	into	it.
   The	promoters	believe	 that	 the	 leaders	must,	 simultaneously	with	 their	

endeavor	for	the	increase	of	National	wealth,	bend	their	effort	to	the	faithful	study	of	
moral,	educational,	religious	and	the	allied	problems.	This	is	,	indeed,	the	duty	of	those	
who	have	 to	direct	 the	nation	 and	 this	 is	 the	way	 for	 setting	 the	 future	of	our	
civilization	on	a	fi rmer	ground.	And	this	is	the	way	to	overcome	the	material	confl icts.

   In	these	efforts	we	must	preserve	the	characteristic	virtues	of	the	nation	and	
strive	to	develop	the	beauty	of	our	national	constitution,	but	at	the	same	time	we	must	
be	 in	 constant	 touch	with	 the	world	 civilization	 and	 thus	 strive	 to	 embrace	 and	
assimilate	the	broader	thoughts	and	ideals.	Only	in	this	way	can	we	fulfi l	the	spirit	of	
the	new	departure	and	achieve	the	progress	of	a	glorious	civilization.	Though	this	is	no	
easy	task	yet	it	is	a	mission	worthy	of	our	aspiration.

   Turning	to	the	actual	situations	of	our	country,	we	see	that	many	men,	be	the	

＜原文＞
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5．1912年バートン宛成瀬書簡
最初の面会から3	年後の1912年に送られたバートン宛成瀬書簡も実に興味深い。

便箋十頁にも及ぶ直筆の文面からは、成瀬の帰一思想普及への熱意と迫力が伝わっ
てくる【写真3】。
成瀬書簡が書かれた正確な日付は不明だが、成瀬がシカゴの日本領事館より送っ
ていることと、それに対する返信と思われるバートンの書簡の日付が1912年9月
26日になっていることから、成瀬がアメリカに帰一協会を宣伝するために渡米し
た直後の1912年9月早々に書かれたものと思われる。その書簡の内容を紹介して
みよう。

【写真3】

所蔵：Special	Collection	Reserch	Center,	University	of	Chicago	Library.
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バートン博士を迎えて（1909年、軽井沢三泉寮）

う。すなわち帰一思想の形成過程において、1909年のバートンとの対談が大きな
影響を及ぼしていたことが今回の史料で判明したのである。これは、従来の成瀬
研究では触れられてこなかったことだ。
バートンとの出会いが重要な意味を持っていたことは、成瀬の他の史料からも
伝わってくる。講演本文が始まる直前部分に、編者が記した説明文がある。それ
によれば、バートンが来日したのは「東洋に人道主義の一大学を設立せんが為め
･･･過般我が日本に来り、識者の問を往来して、その意見を叩き、教育制度の実地
視察を遂げ」る目的であった。そして「我が日本が東西文明の調和を計るべき一大
使命を自覚せる今日、同じ使命を感じて之れを東洋に施さんとする遠来の客に遇
ふ。『時は近づけり』との声を聞くに似たり」とも綴られている。恐らく成瀬の書
いたこの文章においても、東西文明の調和を計ることでバートンと同じ使命を感
じていることが窺える。また、同年9月15日、日本女子大学校で「実践倫理」の講話
を第二第三学年に対して行った際にも、夏のバートンとの会談について女学生に
語っており、バートンとの出会いに成瀬が大きな意味を見出していたことが分か
る5）。

【写真 2】
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感謝すると私は確信していますが、月刊誌『家庭』に翻訳を載せることができずに
申し訳なく思っています。しかし、九月号にはあなたのメッセージ「女性の最も高
貴で偉大な使命」を日本語で掲載しますので、軽井沢での記念すべき場面の写真
と共に、極東の教育を受けた女子たちに届けられるでしょう。あなたにも一部注
釈を付けてお送りしました。
あなたとお嬢様が親切にも訪問してくださったことを感謝しています。それは
女学生たちにとっても良い機会でしたし、私にとっても、あなた方との話し合い
を通じて、多くの有益な示唆を受けました。本当に、午後私たちが話し合った宗教
と社会についての諸問題は、私は十年以上も心の内で考え続けてきました。ただ、
それらの問題が私の生涯の期間で満足いくよう解決されるかもしれないとは夢に
も思いませんでした。しかしながら、あなたからアメリカの現状や世界の指導者
たちの意見について伺ってからは、私自身を奮い立たせてみようと思うようにな
りました。近い将来、私の夢や展望は実現するかもしれないと。なので、私たち国
は離れていますが、高貴で壮大な働きが成し遂げられるよう常に努力を重ね、大
成功を収めることを願っていきましょう。
改めて、あなたのご親切に感謝いたします。  	 敬具 成瀬仁蔵
追伸 私たちの大学の絵葉書を数枚同封いたします。

＜解説＞
日本女子大学校開校9年目の夏である1909年に、バートンを軽井沢での学生修

養会に呼んで女学生に講演してもらっていた【写真2】。その講演内容については、
『家庭』第一巻第六号（1909年9月1日発行）に、シカゴ大学「ボルトン博士」の「余の
女子教育主義を披瀝して東洋の姉妹に望む」として紹介されている。しかし講演
以上に重要なのは、その日の午後に持たれたバートン父娘との宗教及び社会の問
題に関する話し合いであった。その話し合いによって、成瀬自身は10年以上温め
てきた「夢と展望（my	dreams	and	visions）」を実現させる兆しを強く感じるように
なった、と述べている。10年以上前ということは、日本女子大学校を設立する以前
からということになる。
成瀬が10年もの間思い描いていた理想とは、個人も社会も国家も宇宙も、全て
が調和して統一していくという「帰一」の思想のことと考えられる。何故そう言え
るのか。この書簡では、まだ帰一（Concordia）という用語は用いていないが、しか
しその3年後に成瀬が訪米した際、次節で紹介するように再びバートンへ書簡を
送り、アメリカでの帰一協会の広報活動に協力を求めていることからも、ここで
成瀬が温めていた構想が帰一思想の原点となる思想であることは間違いないだろ
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＜原文＞
	 Japan	Women’s	University.

	 Tokyo,	Japan.

	 August	26th.	1909.

My	dear	Dr.	Burton:
	 	 Your	kind	letter,	dated	the	7th	inst.,	reached	me	in	due	time:	and	I	
understood	that	you	had	been	just	as	busy,	even	on	ship-board,	as	ever.	I,	too,	am	very	
sorry	 that	your	address	 to	our	girls	at	Karuizawa,	which	 I	am	 sure	will	be	greatly	
appreciated	not	only	by	our	students	but	also	by	 the	other	readers,	can	not	appear	 in	
“Katei”	our	monthly,	with	 the	 translation.	However,	by	 the	September	number,	your	
message,	“The	noblest	and	and	greatest	mission	of	woman”,	in	Japanese,	will	surely	be	
carried	 to	 the	educated	girls	 in	 this	Far	East,	with	 those	pictures	of	 that	memorable	
occasion	upon	the	hill	at	Karuizawa.	I	have	sent	a	copy	of	the	same	to	you	with	note.

	 I	would	 like	 to	 thank	you	and	Miss	Burton	 for	your	kind	visit.	 It	did	 so	
much	good	 to	 the	girls;	and	 I	 received	many	profi table	suggestions	 from	you	during	
that	interview.	Truly,	those	religious	and	social	questions,	which	we	had	talked	in	that	
after-noon,	were	 in	my	mind	more	 than	 ten	years,	but	 I	did	not	and	could	not	even	
dream	that	they	might	be	solved	satisfactorily	during	my	life	time.	After	hearing	you	
speak	of	the	present	conditions	of	the	United	States,	and	the	opinions	of	some	of	the	
leading	men	of	world,	however,	I	began	to	dare	to	encourage	myself,	that	the	time	will	
come	in	near	future,	when	my	dreams	and	visions	might	be	realized.	Let	us,	then,	hope	
for	the	great	success	of	the	noble	and	grand	work,	which	we,	though	in	countries	apart,	
are	always	striving	to	accomplish.

	 Again,	thanking	you	for	your	kindness,	I	remain

	 	 	 Sincerely	yours,

	 	 	 	 	 J.	Naruse

P.S.	I	have	enclosed	some	picture-cards	of	our	University.

＜翻訳＞
親愛なるバートン博士
今月七日付のあなたからの親切な手紙を予定通り受け取りました。あなたが船
上であっても普段と変わらないくらい忙しいことが分かりました。軽井沢での女
学生たちへのあなたの講演記録、それを学生たちだけでなく、読者たちもとても
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シカゴ大学東洋調査委員会（Oriental	 Investigation	Commission）委員長に任命され、
ジョン・D・ロックフェラー（John	D.	Rockefeller）の支援を受けて、「極東の教育的、
社会的、宗教的実態」2）や	、「世界各地のYMCA会館の建設･･･拠点の調査」3）のた
めに日本、朝鮮、中国、インド、トルコを巡っていた。来日の際は明治学院総理井
深梶之助らキリスト教学校指導者とも面会し、「教育上ノ事」（1909年7月9日付）「キ
リスト教大学ノ事」（同年7月14日付）について意見を交換したという4）。次節で紹
介する成瀬との面会は、その直後ということになる。

4．1909年8月バートン宛成瀬書簡
では、いよいよ今回発見された史料の紹介と解説を試みたい。発見された史料
のうち、最も古い史料は1909年8月25日付のバートン宛成瀬仁蔵の書簡である【写
真1】。書簡はタイプライターで綴られている。この書簡から、成瀬が後に帰一思
想を明確なものとして自覚していく上で、バートンとの出会いが非常に大きな意
味を持っていたことが分かる。その全文を紹介したい。
【写真 1】

所蔵：Special	Collection	Reserch	Center,	University	of	Chicago	Library.
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成瀬が具体化していく上で、バートンとの出会いは非常に大きい意味を持っていた。
そこで、本稿では2回にわたってシカゴ大学所蔵成瀬史料を紹介し、その史料の価
値について考えてみたいと思う。

2．史料内容の分類
今回見つかった成瀬仁蔵史料には、シカゴ大学アーネスト・バートン教授（新約
聖書学）への書簡や、1912年に日本で結成した「帰一協会」をアメリカで普及させ
るため、バートンがアメリカ各地に成瀬の活動を紹介し協力を仰ぐために送った
書簡などが含まれている。シカゴ大学の史料を分類すると、以下のようになる。
①シカゴ大学バートン教授との往復書簡 1909年～1913年
②帰一協会に関する英文新聞の切抜き（複数あり）
③帰一協会趣意書 英文
④アメリカ帰一協会の趣旨説明文
⑤	バートンと各大学関係者との往復書簡（イェール大学、コロンビア大学、ニュー
ヨーク大学、ユニオン神学校の教員） 1912年

3．バートンについて
成瀬と往復書簡を交わしていたアーネスト・バートン（Ernest	Dewitt	Burton）に
ついて簡単に紹介したい。後にシカゴ大学学長も務めることになるバートンは、
バプテスト派牧師の息子として1856年、オハイオ州グランヴィルに生まれた。
1876年バプテスト派による地元のデニソン大学を卒業した後は、ロチェスターの
神学校で学位を取得した。その後ロチェスターやボストンにあるバプテスト派の
ニュートン神学校（Newton	Theological	Seminary）で新約聖書時代の古代ギリシャ
語を教え、1883年にはバプテスト派教職者としての任命を受けた経歴を持つ。宣
教活動には強い関心を持っていた。
その後友人でもあったシカゴ大学学長ウィリアム・R・ハーパー（William	Rainey	

Harper、在任期間1891年～1906年）の誘いで、1892年シカゴ大学新約聖書学科教授
に就任した。1923年からはシカゴ大学学長も歴任しているが、在任期間中の1925

年に逝去している。
バートン自身は聖書解釈においてリベラルな立場を取り、新約聖書の内容が歴
史的事実かどうかについても進歩的で自由な立場を取っていた。聖書学における
新しい潮流を大胆且つ確信を持って受け入れていた自由神学者であった1）。
また、バートンはYMCA（世界学生基督教連盟）総主事Ｊ・Ｒ・モット（John	R.	

Mott）と共に、国際エキュメニカル運動の一翼を担っていた人物でもある。1908年



−119−

（1）

研究

シカゴ大学所蔵成瀬仁蔵史料について

─ 帰一思想形成の新たな側面を探る（上）

辻  直人

1．新史料発見の経緯
今回紹介するのは、筆者がシカゴ大学図書館（Special	Collection	Reserch	Center,	

University	of	Chicago	Library）で史料調査中に発見した、成瀬仁蔵の新史料である。
筆者は2016年3月に、ある研究テーマの史料調査をするためシカゴ大学を訪れ
ていた。その本来の調査が一段落した時点で、シカゴにはそう頻繁には来られな
いので、広い視野から日本に関連のある史料も見ておこうと、いくつかの史料の
閲覧を申請したのだった。その中の1つに、「Japanese	Women’s	University,	1909-
1913」と名付けられたフォルダがあった。それは、いくつかのアジアの大学の名前
が付いたフォルダ群の1つだった。恐らくアジアの教育事情を調べたのだろうと
推測しつつも、1度中身を確認しようと請求してみた。出てきたものは、実は日本
女子大学に直接関係するものではなく、成瀬がシカゴ大学バートン教授に個人的
に送った書簡などであった。
その史料を閲覧した時は、ただ成瀬直筆の力強い筆跡に圧倒され、ものすごい
熱意によってその書簡が書かれたことや、バートンに必死に思いを伝えようとし
ていることが感じられて、とても印象に残った。しかし、その時点ではまだ成瀬研
究をしていたわけではなかったので、その史料にどれほどの価値があるのかはす
ぐには分からなかった。帰国後、成瀬研究をされている先生に尋ねたところ、その
史料のことは全く知らないとおっしゃる。その後色々と調べてみると、本当に今
回私が偶然閲覧した史料は、これまで全く知られていなかったもので、成瀬研究
上大きな発見だったことが分かった。
特に、今回発見された史料は1912年に成瀬が渋沢栄一らと結成した「帰一協会」

に関するものだった。成瀬が帰一思想（全ての宗教や文明などは一つに統合され
ていくという思想）を形成していく過程で、従来の研究ではシカゴ大学バートン
との関わりは全く知られていなかった。しかし、以下紹介するように、帰一思想を
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広
岡
浅
子
に
注
目
し
た
。

夏
季
寮「
三
泉
寮
」は
、一
九
〇
六（
明
治
三
九
）

年
、三
井
三
郎
助
か
ら
寮
舎
の
提
供
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
始
ま
る
。
こ
の
夏
季
寮
設
立
に
賛
成
し
、

開
寮
後
と
り
わ
け
積
極
的
に
学
生
と
交
流
し
た
の

が
、三
井
家
出
身
で
あ
り
、本
校
創
立
発
起
人
の

一
人
で
も
あ
っ

た
広
岡
で
あ
る
。

『
家
庭
週
報
』

に
掲
載
さ
れ
た

成
瀬
と
広
岡
の

軽
井
沢
で
の
談

話
、
学
生
と
の

集
合
写
真
、
成

瀬
宛
の
書
簡
な

ど
を
通
し
て
、

「
母
あ
る
夏
期

寮
」と
も
表
現
さ
れ
た
三
泉
寮
と
広
岡
と
の
関
わ

り
を
紹
介
し
た
。

「女子大学校新築図」�1905（明治38）年頃

開寮式兼閉寮式　1906（明治39）年8月27日

『家庭週報』第74号��
1906（明治39）年8月25日
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国
際
人
教
育
の
原
点

─
伝
統
の
調
理
実
習
展

9.15（木）
～12.20（火）

本
学
の
調
理
実
習
は
、創
立
当
初
か
ら
渡
辺
鎌

吉
や
赤
堀
峯
吉
・
菊
等
に
よ
る
調
理
実
習
の
授
業

が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
手
塚
か
ね
や
大
岡
蔦
枝
、

東
佐
誉
子
等
卒
業
生
の
教
員
に
受
け
継
が
れ
、現

在
に
至
る
。
生
徒
た
ち
が
書
き
残
し
た「
料
理
ノ
ー

ト
」に
は
、ク
リ
ス
マ
ス
料
理
や
お
正
月
料
理
、中

国
料
理
等
の
作
り
方
が
美
し
い
イ
ラ
ス
ト
と
と
も

に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
展
で
は
、「
料
理
ノ
ー
ト
」を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、
食
物
学

科
飯
田
文
子
教

授
に
ご
協
力
い

た
だ
き
、
伝
統

の
ク
リ
ス
マ
ス

料
理
を
食
品
サ

ン
プ
ル
で
再
現

し
た
。
ま
た
料

理
の
様
子
を
撮

影
し
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
制
作
し
、
展

示
期
間
中
に
上

映
し
た
。

〜
伝
統
の
ク
リ
ス
マ
ス
料
理
〜

フ
ル
ー
ツ
ツ
ジ
ュ
ー
ス
カ
ク
テ
ル
、扇
形
カ
ナ
ッ

ペ
、伊
勢
海
老
の
パ
リ
風
、ロ
ー
ス
ト
チ
キ
ン
、レ

タ
ス
サ
ラ
ダ
、プ
ラ
ム
ケ
ー
キ
、ブ
ッ
シ
ュ
ド
ノ

エ
ル

シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟（
８
）

庭
を
創
る
・
庭
を
撮
る
─

槇
島
み
ど
り
・
高
橋
美
保
二
人
展

2017.1.17（火）
～3.4（土）

造
形
芸
術
の
分
野
で
活
躍
す
る
卒
業
生
を
紹
介

す
る
展
示
シ
リ
ー
ズ〝
創
る
〟第
八
弾
と
し
て
、百

年
館
低
層
棟
屋
上
の
庭
園「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ

ン
」の
設
計
・
植
栽
を
手
が
け
た
槇
島
み
ど
り
氏

（
新
二
五
理
Ⅱ
）と
、こ
の
庭
園
に
魅
せ
ら
れ
て
写

真
を
撮
り
続
け
て
い

る
高
橋
美
保
氏（
新

一
〇
英
）の
二
人
展

を
開
催
し
た
。
槇
島

氏
は
設
計
者
の
立
場

か
ら
、設
計
の
コ
ン

セ
プ
ト
や
庭
園
の
構

成
、植
物
選
び
に
関

す
る
解
説
を
交
え
な

が
ら
、鑑
賞
の
ポ
イ

ン
ト
や
季
節
ご
と
の

楽
し
み
方
、植
物
の

魅
力
が
満
載
の
写
真

を
発
表
し
た
。
一
方
、

高
橋
氏
は
鑑
賞
者
の

立
場
か
ら
、自
身
の

心
の
動
き
に
従
い
、

植
物
が
も
っ
と
も
美

し
く
、表
情
豊
か
に
見
え
る
瞬
間
を
切
り
取
っ
た

作
品
を
出
品
し
た
。

会
期
中
、両
氏
に
よ
る
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
開
催
し
、延
べ
約
七
〇
人
が

参
加
し
た
。
ま
た
同
展
の
図
録『
時
の
庭
』お
よ
び

泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
鑑
賞
の
手
引
き
と
し
て
三

つ
折
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
制
作
し
た
。

食物学科飯田教授と株式会社岩崎の繁藤氏と中田氏

展示した食品サンプル
（製作 株式会社 岩崎）

　槇島みどり氏撮影「春の嵐」　高橋美保氏撮影
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●
西
生
田
記
念
室

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

成
瀬
文
庫
展

4.8（金）
～5.20（金）

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は「
成
瀬

文
庫
」に
焦
点
を
当
て
た
。

「
成
瀬
文
庫
」と
は
、成
瀬
が
収
集
し
た
書
籍
の

総
称
で
、和
書
四
八
一
冊
、洋
書
一
九
一
九
冊
に

及
ぶ
。
成
瀬
の
没
後
、こ
れ
ら
の
蔵
書
は
遺
品
と

共
に
旧
成
瀬

仁
蔵
住
宅

（
現

成
瀬
記

念
館
分
館
）

に
保
存
さ
れ

て
い
た
が
、

戦
中
に
は
戦

火
を
逃
れ
軽

井
沢
へ
、
戦

後
も
学
内
を

転
々
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

本
展
で
は

そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、成
瀬
の

蔵
書
を
辞
書
、旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、家
政
学
等

の
分
野
に
分
け
て
紹
介
し
た
。

日
本
女
子
大
学
に
学
ん
だ

児
童
文
学
者
た
ち
展

9.23（金）
～12.20（火）

　

児
童
文
学
の

創
作
・
翻
訳
・
研

究
に
携
わ
っ
て

き
た
本
学
ゆ
か

り
の
文
学
者
の

経
歴
や
、
図

書
・
原
稿
な
ど

を
展
示
し
た
。

本
学
か
ら
輩

出
さ
れ
た
児
童

文
学
者
の
中
か

ら
は
、石
井
桃
子
、中
村
佐
喜
子
、松
田
瓊
子
、い

ぬ
い
と
み
こ
、小
薗
江
圭
子
、安
房
直
子
、あ
ま
ん

き
み
こ
を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、児
童
学
科
で
一

九
五
〇（
昭
和
二
五
）年
度
か
ら
開
講
さ
れ
た「
児

童
文
学
」の
担
当
教
授
を
中
心
に
、与
田
凖
一
、初

山
滋
、山
室
静
、安
藤
美
紀
夫（
一
郎
）、森
比
左
志

（
森
久
保
仙
太
郎
）、吉
田
新
一
、百
々
佑
利
子
を

ご
紹
介
し
た
。

　日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展

2017.1.24（火）
～3.3（金）

 

恒
例
と
な
っ
た
お
ひ
な
さ
ま
展
で
は
、本
学
の

学
寮
や
卒
業
生
宅
等
で
飾
ら
れ
て
い
た
明
治
・
大

正
・
昭
和
の
ひ
な
人
形
を
展
示
し
た
。

今
回
は
、本
学
卒
業
生
で
朱
葉
会
や
新
制
作
協

会
を
中
心
に
活
躍
、本
学
非
常
勤
講
師
と
し
て「
絵

画
デ
ッ
サ
ン
」の
授
業
を
担
当
す
る
山
口
都
氏
が
、

豊
明
小
学
校
二
年
生
の
頃
に
描
い
た
ひ
な
ま
つ
り

の
絵
を
展
示
し
た
。
ま
た
昨
年
に
引
き
続
き
、本

学
家
政
学
部
の
卒
業
生
で
、附
属
中
学
校
や
高
等

学
校
で
絵
を
教
え
た
長
田
喜
和
の
ひ
な
人
形
の
絵

も
紹
介
し
た
。

大橋了介　成瀬仁蔵先生宅―書斎　1924（大正13）年

展示室の様子

あまんきみこ『ちいちゃんのかげおくり』
あかね書房　2015年　あまんきみこ氏寄贈
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二
〇
一
六
年
度
活
動
の
記
録

４
・
１…

「
新
任
職
員
の
集
い
」
参
加
者
見
学
（
成

瀬
記
念
講
堂
も
）、
主
事
他
説
明
。
目
白
新
聞

取
材
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材

４
・
２…

西
生
田
記
念
室
、
大
学
入
学
式
に
つ
き

開
室
、
見
学
者
２
０
８
名

４
・
８…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

４
・
20…

西
生
田
記
念
室
、
創
立
記
念
式
典
に
つ

き
開
室
、
見
学
者
29
名

４
・
21…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

４
・
28…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
73
名
、
教
員
５
名
見
学
、
説
明

５
・
２…

附
属
中
学
校
１
年
生
墓
参

５
・
８
（
日
）「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
に
つ

き
平
常
通
り
開
館
、
見
学
者
３
０
７
名

５
・
12…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
中
学

生
（
１
校
）
３
名
見
学
、
説
明

５
・
14
（
土
）
泉
会
定
時
総
会
に
つ
き
延
長
開
館
、

見
学
者
１
２
７
名

５
・
18…

『
写
真
で
見
る
成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』

５
千
部
納
品

５
・
19…

日
英
協
会
の
団
体
20
名
見
学
、
説
明

５
・
21…

東
京
シ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ク
ラ
ブ
研
修
の
た

め
来
館
、
49
名
見
学
、
説
明

５
・
25…

成
瀬
記
念
館
分
館
の
椅
子
調
査

５
・
26…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生（
１
校
）１
名
、教
員
１
名
見
学
、説
明
。
オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
学
生
ス
タ
ッ
フ
30
名
見
学

５
・
31…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

６
・
２…

日
英
協
会
の
団
体
20
名
見
学
、
説
明

６
・
４…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
中
・

高
生
（
１
校
）
５
名
見
学

６
・
12
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
３
３
１
名

６
・
14…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
30
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

６
・
15…
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
７
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

６
・
17…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
29
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
全
体
会
議
出
席（
杉
崎
）

６
・
18
（
土
）
西
生
田
記
念
室
、附
属
中
学
校
オ
ー

プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
26

名
６
・
24…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
31
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

６
・
25…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
59
名
見
学

６
・
28…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
19
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

６
・
29…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
38
名
見
学
、
説
明

７
・
７…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
63
名
見
学
、
説
明

７
・
11…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
1
1
1
名
、
教
員
５
名
見
学
、

説
明
。『
成
瀬
記
念
館
２
０
１
６　

№
31
』（
２

千
部
）
納
品

７
・
12…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
44
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

成
瀬
記
念
館
運
営
委
員
会
（
本
年
度
第
１
回
）

７
・
14…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
21
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

７
・
21…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
14
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

８
・
５…

本
年
度
当
館
受
入
れ
予
定
の
博
物
館
実

習
生
４
名
と
事
前
打
合
せ

８
・
６
（
土
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
延
長
開
館
、
見
学
者
５
５
０
名

８
・
７
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
」
の
た
め
特
別
開
館
、
見
学
者
２
０
５

名
。「
キ
ャ
ン
パ
ス
見
学
ツ
ア
ー
」
参
加
者
に
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説
明

８
・
19…

消
防
点
検
（
講
堂
地
下
倉
庫
も
）

８
・
25…

成
瀬
記
念
館
分
館
、
上
棟
式
。「
〜
歌

仙
兼
定
と
行
く
〜
目
白
台
・
関
口
の
雅
を
巡
る

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
に
協
力
（
９
／
18
ま
で
）

８
・
30
〜
９
・
６　

博
物
館
実
習
（
日
本
文
学
科

１
名　

史
学
科
２
名　

社
会
福
祉
学
科
１
名
）

９
・
10
（
土
）
附
属
豊
明
幼
稚
園
入
園
志
願
者
説

明
会
・
附
属
中
高
説
明
会
に
つ
き
臨
時
開
館
、

見
学
者
６
４
８
名

９
・
12…

展
示
の
た
め
国
立
公
文
書
館
に
資
料
貸

出
（
10
／
17
返
却
）

９
・
15…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

９
・
18
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
５
３
５
名

９
・
27…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

９
・
29…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
41
名
見
学
、
説
明

10
・
４…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
１
２
４
名
見
学
、
説
明

10
・
６…

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
め
ぐ
り
」
の
下
見
の
た
め
17
名
見
学
、
説
明

10
・
６
〜
８　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
２
０
１

６
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究
会
に
参
加

（
杉
崎
、
於
広
島
）

10
・
７…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
２
名
見
学
、
説
明

10
・
８
（
土
）〜
９
日
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、

十
月
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
51
名

10
・
11…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
19
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

10
・
12

PreservationT
echnologiesJapan

脱
酸
性
化
の
た
め
資
料
点
検
作
業

10
・
13…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
６
名
見
学

10
・
14…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
41
名
見
学

10
・
15
（
土
）
〜
16
（
日
）
目
白
祭
に
つ
き
平
常

通
り
開
館
、
見
学
者
合
計
８
２
９
名
。
西
生
田

記
念
室
、
日
女
祭
に
つ
き
平
常
通
り
開
室
、
見

学
者
合
計
70
名

10
・
17…

燻
蒸
の
た
め
資
料
搬
出
（
10
／
21
終
了
、

搬
入
）

10
・
18…
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
10
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

10
・
19…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
43
名
見
学
、
説
明
。
附
属
中
学
校

P
T
A
「
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
め
ぐ
り
」
の
た
め

57
名
見
学

10
・
20…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
43
名
見
学
、
説
明

10
・
21…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
１
０
６
名
、
教
員
４
名
、
O
G

２
名
見
学
、
説
明
。
同
志
社
大
学
校
友
会
28
名

見
学
、
説
明

10
・
22
（
土
）
桜
楓
会
支
部
長
会
の
た
め
延
長
開

館
、
見
学
者
31
名

10
・
25

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
35
名
、
教
員
３
名
見
学
、
説
明
。

PreservationT
echnologiesJapan

脱
酸
性

化
の
た
め
資
料
搬
出
作
業
（
12
／
13
返
却
）

10
・
27…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
33
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

会
議
室
に
て
日
本
文
学
科
主
催
に
よ
る
展
示
開

催
（
10
／
29
ま
で
）

10
・
29（
土
）〜
30（
日
）
西
生
田
記
念
室
、
も
み

じ
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
61
名

10
・
31…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
10
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

11
・
９
〜
11　

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連

絡
協
議
会
全
国
大
会
に
参
加（
杉
崎　

於
三
重
）

11
・
10…

防
火
訓
練

10
・
12…

優
良
防
火
対
象
建
物
表
彰
状
受
取
り
。

西
生
田
記
念
室
、
附
属
高
等
学
校
説
明
会
の
た

め
特
別
開
室
、
見
学
者
８
名
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11
・
14…
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
８
名
見
学
、
説
明

11
・
15…
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
９
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

11
・
16…

東
京
新
聞
取
材

11
・
18…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
２
名
見
学
、
説
明

11
・
19…

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
女
子
高
校
生
３
名
見

学
。
西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
説
明
会
の

た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
６
名

11
・
25…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
75
名
、
教
員
５
名
見
学
、
説
明
。

深
谷
市
渋
沢
栄
一
記
念
館
の
ツ
ア
ー
85
名
見
学
、

説
明

11
・
29…

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
８
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

12
・
１…

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会

研
究
会
に
参
加
（
岸
本
・
杉
崎
、
於
印
刷
博
物

館
）

12
・
10
（
土
）「
入
試
相
談
会
」
の
た
め
延
長
開
館
、

見
学
者
１
０
３
名

12
・
12…

西
生
田
講
堂
運
用
委
員
会
に
出
席
（
岸

本
）

12
・
15…

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６

（
於…

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
）
に
参
加

12
・
19…

『
墓
参
の
し
お
り
』
２
千
部
納
品

12
・
20…

東
京
修
復
保
存
セ
ン
タ
ー
、
修
復
の
た

め
資
料
搬
出
（
２
／
24
返
却
）

１
・
６…

槇
島
み
ど
り
・
高
橋
美
保『
時
の
庭
』（
１

千
５
百
部
）
納
品

１
・
17…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

１
・
18…

韓
国
国
立
安
東
大
学
教
授
他
６
名
来
館
、

広
岡
浅
子
に
つ
い
て
聞
き
取
り

１
・
21…

目
白
台
図
書
館
知
層
発
掘
講
座
Ⅹ
Ⅲ
に

て
講
演
（
岸
本
）

１
・
24…

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

１
・
25…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会

１
・
26…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会
。

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
研
究
会

に
参
加
（
杉
崎
、
於
東
洋
大
学
）

１
・
28…
成
瀬
先
生
告
別
講
演
記
念
瞑
想
会
の
た

め
延
長
開
館
、
見
学
者
21
名
。
西
生
田
記
念
室
、

附
属
豊
明
小
学
校
音
楽
会
（
於　

西
生
田
成
瀬

講
堂
）
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
37
名

２
・
１
〜
３　

入
試
期
間
中
11
時
よ
り
14
時
の
間
、

受
験
生
付
添
者
見
学
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
合
計
59
名

２
・
８…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会

２
・
９…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会

２
・
14…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会

２
・
15…

「
泉
フ
ロ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン
」
見
学
会

２
・
18…

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
新
入
生

保
護
者
会
の
た
め
特
別
開
館
、
見
学
者
７
名

２
・
24…

消
防
点
検

３
・
３…

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記　

明
治
44
年
度

ノ
部
』『
実
践
倫
理
講
話
筆
記　

明
治
42
年
度

ノ
部　

補
遺
』
各
百
部
納
品

３
・
４…

創
立
者
命
日
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
64
名

３
・
８…

『
写
真
で
見
る
西
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の

歴
史
』
２
千
部
納
品

３
・
20
（
祝
）
西
生
田
記
念
室
、
大
学
卒
業
式
の

た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
１
２
４
名

３
・
25
（
土
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
１
５
０
名

３
・
29…

展
示
の
た
め
大
同
生
命
に
資
料
貸
出

（
７
月
返
却
予
定
）…

二
〇
一
六
年
度
の
成
瀬
記
念
館
運
営
委
員

　

佐
藤
和
人
館
長
（
学
長
）、
住
澤
博
紀
家
政
学

部
長
、
高
野
晴
代
文
学
部
長
／
成
瀬
記
念
館
担

当
理
事
、
山
田
忠
彰
人
間
社
会
学
部
長
、
浅
岡

守
夫
理
学
部
長
、
定
行
ま
り
子
家
政
学
部
通
信

教
育
課
程
長
、
小
川
賀
代
教
養
特
別
講
義
１
委

員
会
委
員
長
、
石
黒
亮
輔
教
養
特
別
講
義
２
委
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員
会
委
員
長
、
臼
杵 

陽
図
書
館
長
、
三
神
和

子
総
合
研
究
所
所
長
、
大
沢
真
知
子
現
代
女
性

キ
ャ
リ
ア
研
究
所
所
長
、
坂
本
清
恵
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
所
長
、
小
山
聡
子
附
属
中
高
担
当
理

事
（
副
学
長
）
大
場
昌
子
附
属
幼
小
担
当
理
事

（
副
学
長
）、
蟻
川
芳
子
桜
楓
会
理
事
長
、
吉
良

芳
恵
成
瀬
記
念
館
主
事

二
〇
一
六
年
度
成
瀬
記
念
館
構
成
メ
ン
バ
ー

　

館
長
・
佐
藤
和
人
、
主
事
・
吉
良
芳
恵
、
館
員
・

岸
本
美
香
子
（
主
任
）、
杉
崎
友
美
、
非
常
勤
・

稲
田
真
衣
子
（
〜
６
月
）・
大
門
泰
子
、
大
橋

有
希
子
、
加
藤
き
よ
み
、
木
口
智
子
（
７
月
〜
）、

永
山
由
里
絵
、
宮
内
量
子
、
山
本
文
子

　
　

博
物
館
実
習

　
　

２
０
１
６
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
27
回
）

は
、
８
月
30
日
（
火
）
か
ら
９
月
６
日
（
火
）

ま
で
の
６
日
間
の
日
程
で
行
っ
た
。
実
習
生
は

日
本
文
学
科
１
名
、
史
学
科
２
名
、
社
会
福
祉

学
科
１
名
。

　
　

実
習
生
は
、
雑
司
ヶ
谷
霊
園
や
雑
司
が
谷
旧

宣
教
師
館
を
め
ぐ
り
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
企
画
展
「
国
際
人
教
育
の
原
点
─
伝
統

の
調
理
実
習
」
展
の
準
備
に
参
加
し
た
。
本
学

で
料
理
を
教
え
た
教
員
を
紹
介
す
る
解
説
パ
ネ

ル
を
一
人
一
枚
作
成
し
、
完
成
し
た
パ
ネ
ル
を

展
示
し
た
。

　
　

こ
の
ほ
か
、
西
生
田
記
念
室
の
企
画
展
「
日

本
女
子
大
学
に
学
ん
だ
児
童
文
学
者
た
ち
」
展

に
お
い
て
、
展
示
作
業
等
の
学
芸
員
の
基
本
的

な
業
務
を
体
験
し
た
。

　
　

業
務
統
計

開
館
日
数　

目
白　
　
　

１
７
５
日

　
　
　
　
　

西
生
田　
　

１
４
６
日

入
館
者
数　

目
白　
　

約
１
１
２
５
０
人

　
　
　
　
　

西
生
田　

約　

２
１
０
０
人

資
料
提
供

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供　

…

95
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供

（
広
報
課
扱
い
含
む
）…

42
件

　
　

そ
の
他

○
『
成
瀬
記
念
館
２
０
１
６　

№
31
』
の
発
行　

２
千
部

○
成
瀬
記
念
館
展
示
の
ご
案
内（
２
０
１
６
年
度
）

の
制
作　

３
千
部

○
槇
島
み
ど
り
・
高
橋
美
保
『
時
の
庭
』
の
発
行　

１
千
５
百
部

〇
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記　

明
治
44
年
度
ノ
部
』

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記　

明
治
42
年
度
ノ
部　

補
遺
』
各
１
０
０
部
納
品

○
『
写
真
で
見
る

成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
の
増

刷　

５
千
部

〇
『
写
真
で
見
る
西
生
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
歴
史
』

の
増
刷　

２
千
部

〇
『
墓
参
の
し
お
り
』
の
増
刷　

２
千
部

〇
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
国
際
人
教
育
の
原
点
─
伝
統
の
調
理

実
習
』
制
作

〇
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
大
も
み
の
木
の
下
で
』
制
作

○
博
物
館
実
習
生
受
入
れ
（
４
名
）

○
研
修
等
参
加
（
研
究
会
：
全
国
大
学
史
資
料
協

議
会
２
０
１
６
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究

会
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議

会
全
国
大
会
お
よ
び
研
修
会
に
参
加　

そ
の

他
：
文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
、
展
示
見
学
な
ど
）
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〇
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・
媒
体
変
換

　
　

二
〇
一
六
年
度
展
示
一
覧

〔
成
瀬
記
念
館
〕

４
・
21
〜
６
・
４

　

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　
　
　

─
成
瀬
記
念
講
堂
展

６
・
10
〜
８
・
４
、
18
・
25
、
９
・
１

　

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　
　
　

─
三
泉
寮
と
広
岡
浅
子

９
・
15
〜
12
・
20

　

国
際
人
教
育
の
原
点
─
伝
統
の
調
理
実
習

１
・
17
〜
３
・
４

　

シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟（
８
）
庭
を
創
る
・
庭
を

撮
る
─
槇
島
み
ど
り
・
高
橋
美
保
二
人
展

〔
西
生
田
記
念
室
〕

４
・
８
〜
５
・
20

　

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　
　
　

─
成
瀬
文
庫
展

５
・
31
〜
８
・
４

　

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　
　
　

─
三
泉
寮
と
広
岡
浅
子

９
・
23
〜
12
・
20

　

日
本
女
子
大
学
に
学
ん
だ
児
童
文
学
者
た
ち
展

１
・
24
〜
３
・
３

　

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展
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日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館

〒
１
１
２
│
８
６
８
１

　

東
京
都
文
京
区
目
白
台
二
│
八
│
一

　

電　

話
（
〇
三
）
五
九
八
一
│
三
三
七
六

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
三
）
五
九
八
一
│
三
三
七
八

印
刷 

 

開
成
出
版
株
式
会
社

〒
１
０
１
│
０
０
５
２

　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町



三
│
二
六
│
一
四

■
成
瀬
記
念
館
よ
り

本
年
度
よ
り
成
瀬
記
念
館
主
事
を
仰
せ
つ
か
り

ま
し
た
文
学
部
史
学
科
の
古
川
で
す
。
伝
統
あ
る

記
念
館
の
一
員
と
し
て
、
運
営
に
尽
力
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
叱
正
の
程
、
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
一
観
覧
者
と
し
て
毎
回
の
展
示
を

楽
し
み
に
し
て
き
ま
し
た
。
展
示
資
料
に
通
底
し

て
い
る
の
は
、当
時
の
学
生
の
ノ
ー
ト
の
見
事
さ
。

浄
書
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
は
い
え
、
万
年
筆
で

誤
字
脱
字
も
な
く
綴
ら
れ
て
い
る
紙
面
か
ら
は
、

記
主
の
真
摯
な
姿
勢
と
講
義
に
対
す
る
思
い
が
伝

わ
り
ま
す
。

ノ
ー
ト
を
目
に
し
て
、
今
を
生
き
る
学
生
は
ど

の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
人
と
の
対

話
の
場
が
大
学
構
内
に
あ
る
こ
と
は
幸
せ
で
す
。

資
料
の
閲
覧
が
よ
り
身
近
に
な
っ
た
ら
、
と
い
う

の
は
自
身
に
課
さ
れ
た
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

私
学
に
は
建
学
の
精
神
が
あ
り
、
時
代
を
超
え

て
受
け
継
が
れ
る
べ
き
そ
の
精
神
は
記
念
館
で
資

料
と
い
う
か
た
ち
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
記
念
館

を
教
職
員
の
み
な
ら
ず
、
女
子
大
で
学
ぶ
皆
さ
ん

に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
工
夫
づ
く
り
に
も
努

力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
古
川
）

成
瀬
記
念
館
の
一
階
奥
、
旧
女
子
教
育
研
究
所

跡
に
現
代
女
性
キ
ャ
リ
ア
研
究
所
が
移
転
し
て
八

年
。
そ
こ
は
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
拠
点
と
す
べ

く
準
備
を
進
め
て
い
た
場
所
だ
っ
た
。
二
年
が
か

り
、
総
額
一
一
〇
万
円
を
投
じ
た
移
動
書
架
は
、

僅
か
三
年
の
使
用
で
撤
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

今
、
館
内
に
は
資
料
を
閲
覧
す
る
場
所
も
来
客
と

面
談
す
る
場
所
も
な
い
。

（
岸
本
）

秋
に
開
催
し
た
「
国
際
人
教
育
の
原
点
─
伝
統

の
調
理
実
習
展
」
で
は
、
初
の
試
み
で
ク
リ
ス
マ

ス
料
理
の
食
品
サ
ン
プ
ル
を
展
示
し
た
。
食
品
サ

ン
プ
ル
の
制
作
会
社
を
合
羽
橋
に
訪
ね
た
り
、
サ

ン
プ
ル
の
値
段
に
驚
い
た
り
、
サ
ン
プ
ル
用
の
料

理
制
作
を
見
学
し
た
り
と
、
苦
労
も
あ
っ
た
が
楽

し
い
体
験
だ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
な

新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
。

（
杉
崎
）

擦
り
減
っ
た
赤
い
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
昨
年
度
の

「
広
岡
浅
子
展
」
の
名
残
を
感
じ
な
が
ら
、「
軽
井

沢
夏
季
寮
の
生
活
─
三
泉
寮
と
広
岡
浅
子
展
」
を

準
備
し
た
。
広
岡
の
資
料
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る

と
い
う
来
館
者
か
ら
の
期
待
を
意
識
す
る
一
方
、

『
家
庭
週
報
』
等
の
見
た
目
は
地
味
な
史
料
か
ら

見
え
て
来
た
、
学
生
と
交
流
す
る
三
泉
寮
で
の
広

岡
の
姿
を
紹
介
し
た
。

（
永
山
）
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