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刊
行
に
あ
た
っ
て

　
「
歴
史
編
纂
事
務
室
報
告
」
第
二
十
二
集
を
お
と
ど
け
し
ま
す
。

　
先
に
、
十
九
集
と
二
十
一
集
で
は
、
「
明
治
大
学
と
校
友
　
1
、
1
」
と
題
し
て
明
治
期
に
校
友
が
創
設
し
た
学
校
を
紹
介
す
る
中
で
、
教
育
に
情
熱
を
注
い
だ

人
物
像
を
追
求
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
「
明
治
大
学
と
学
生
」
と
題
し
て
、
校
友
の
学
生
時
代
の
実
態
を
、
ま
ず
は
、
明
治
期
を
対
象
に
し
て
、
伝
記
・
回
想
記
な
ど
を
通
じ
て
生
々
し
く
浮

き
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。

　
上
京
や
入
学
の
動
機
、
授
業
や
教
室
な
ど
学
内
の
こ
と
、
衣
食
住
や
余
暇
の
過
ご
し
か
た
な
ど
学
外
の
こ
と
が
当
時
の
人
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

言
葉
を
通
じ
て
、
封
建
的
身
分
制
度
の
癒
か
ら
開
放
さ
れ
立
身
出
世
に
情
熱
を
燃
や
し
て
刻
苦
勉
励
す
る
明
治
期
の
青
春
像
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
報
告
は
、
明
治
大
学
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
を
主
な
役
割
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
学
内
や
関
連
す
る
公
共
機
関
・
団
体
の
公
文
書
が
大
学
の

正
史
編
纂
の
素
材
に
成
る
の
に
対
し
て
、
今
回
紹
介
す
る
伝
記
・
回
想
記
の
よ
う
な
私
文
書
は
、
前
述
の
公
文
書
か
ら
は
知
り
得
な
い
大
学
の
実
態
に
触
れ
得
る
資

料
価
値
を
持
つ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
更
に
、
公
文
書
・
私
文
書
を
問
わ
ず
、
個
別
大
学
の
歴
史
資
料
を
積
極
的
に
公
開
し
刊
行
す
る
こ
と
は
、
比
較
大
学
史
の
進
歩
の
た
め
に
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
「
貨
を
識
ら
ざ
る
を
恐
れ
ず
、
た
だ
、
貨
を
貨
に
比
す
を
恐
る
」
と
言
う
諺
が
有
り
ま
す
が
、
個
別
大
学
の
建
学
の
理
念
や
伝
統
は
他
大
学

と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
特
色
を
一
段
と
鮮
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
ま
す
。
本
歴
史
編
纂
事
務
室
が
一
九
六
七
年
に
第
一
集
を
世
に
出
し
て

以
降
、
営
々
と
し
て
刊
行
を
積
み
重
ね
て
い
る
目
的
の
］
つ
は
此
処
に
有
り
ま
す
。

　
本
学
は
、
今
年
は
創
立
一
二
〇
周
年
を
迎
え
、
更
に
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
は
B
地
区
再
開
発
完
了
時
に
大
学
史
料
館
（
仮
設
）
が
開
設
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
従
っ
て
、
当
事
務
室
で
は
大
学
史
の
展
示
活
動
と
大
学
史
料
館
（
仮
称
）
開
設
の
た
め
の
準
備
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
関
す
る
資
料
も

収
録
し
ま
し
た
。
こ
の
他
に
も
、
本
歴
史
編
纂
事
務
室
の
活
動
を
伝
え
る
資
料
の
一
部
を
収
録
し
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
、
大
方
の
御
高
覧
に
供
し
、
御
高
評
、
御
叱
責
を
賜
れ
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

二
〇
〇
一
年
三
月

明
治
大
学
総
務
部
歴
史
編
纂
事
務
室

事
務
長
長
浜
　
忠
雄
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第
一
部
特
集
明
治
大
学
と
学
生

学
生
時
代
の
回
顧
と
描
写

明
治
期
の
場
合

鈴
　
木
　
秀
　
幸

調
査
・
研
究
の
目
的
・
方
法
・
問
題

目
　
　
的

　
今
は
も
う
、
大
学
史
を
語
る
時
に
、
学
校
の
経
営
者
や
教
職
員
（
い
わ
ゆ
る

学
校
当
局
）
だ
け
で
事
足
れ
り
と
は
し
な
い
。
学
生
、
卒
業
生
、
保
護
者
、
地

域
住
民
に
目
を
配
る
こ
と
は
必
須
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
は
明
治
大
学
史
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
関
東
大
震
災
直
後
、
学

生
達
が
焼
滅
し
た
学
園
に
か
け
つ
け
、
も
っ
こ
を
か
つ
ぎ
、
誰
と
は
な
し
に
復

興
歌
を
唱
い
な
が
ら
、
一
ヶ
月
以
上
も
復
旧
活
動
に
当
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時

の
感
動
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
校
舎
（
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
記
念
館
）
の
建
設
に
当
っ
て
は
、
学
生
の
大
々
的
な
献
金
運
動
が
展

開
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
は
驚
嘆
し
た
も
の
で
あ
る
（
拙
稿
『
大
学
史
紀

要
紫
紺
の
歴
程
』
第
二
号
「
関
東
大
震
災
と
学
園
復
興
」
、
『
明
治
大
学
記
念

館
』
「
明
治
大
学
記
念
館
・
そ
の
歴
史
と
資
料
」
）
。
学
生
が
学
校
を
救
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。

　
そ
も
そ
も
明
治
大
学
の
前
身
・
明
治
法
律
学
校
は
法
律
私
塾
で
あ
る
講
法
学

社
を
退
学
し
た
学
生
二
三
人
が
、
新
進
気
鋭
の
法
曹
人
で
あ
り
、
か
つ
後
進
の

育
成
を
望
ん
で
い
た
創
立
者
達
に
開
校
を
願
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ

う
し
た
学
生
の
気
概
が
な
か
っ
た
ら
、
は
た
し
て
明
治
大
学
は
誕
生
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
明
治
法
律
学
校
の
開
校
の
事
情
は
、
学
生
を
抜
き
に
し
て
は
語

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
最
近
で
は
戦
後
、
新
制
大
学
と
し
て
再
出
発
し
た
時
の
学
生
の
動
き
に

注
目
し
て
い
る
。
彼
ら
は
ス
ポ
ー
ツ
や
学
芸
と
い
っ
た
サ
ー
ク
ル
活
動
は
も
っ

と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
ず
は
そ
の
方
面
か
ら
大
学
を
元
気
づ
け

た
。
や
が
て
、
拡
大
主
義
に
よ
る
大
学
復
興
策
か
ら
生
じ
た
経
営
の
負
の
面
を

鋭
く
追
及
し
た
の
も
学
生
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
学
生
は
校
地
の
拡
張
、
校
舎

の
建
設
に
と
も
な
う
悪
徳
行
為
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
頃
、
学
生
に
よ
り

編
集
さ
れ
た
『
駿
台
論
潮
』
の
各
論
考
は
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼

ら
学
生
は
教
員
に
も
共
闘
を
呼
び
か
け
、
両
者
で
学
内
浄
化
に
当
っ
た
の
で
あ
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る
。
戦
後
復
興
に
学
生
は
確
実
に
一
役
か
っ
た
。

　
筆
者
は
大
学
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
の
は
、
役
職
者
・
教
職
員
、
学
生
、
校

友
だ
と
強
く
思
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
校
友
に
注
目
し
た
。
彼
ら
は
ど

の
よ
う
な
地
域
に
育
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
卒
業
生
が
地
方
・
地
域
で
、
母
校

で
学
ん
だ
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
追
っ
て

き
た
。
と
り
あ
え
ず
は
明
治
期
の
校
友
、
そ
の
教
育
活
動
を
中
心
に
扱
っ
て
き

た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
や
が
て
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
学
生
生
活
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
っ

た
こ
と
に
急
速
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
遊
学
す
る
前
の
こ
と
、

遊
学
し
た
後
の
こ
と
を
追
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
す
っ
ぽ
り
真
ん
中
が
落
ち
て

い
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。

　
し
か
し
、
学
生
史
と
い
っ
た
分
野
の
研
究
業
績
は
き
わ
め
て
少
な
い
（
玉
城

肇
『
日
本
学
生
史
』
三
一
圭
旦
房
な
ど
）
。
各
大
学
の
年
史
で
も
そ
う
で
あ
る
。

扱
っ
て
い
た
と
し
て
も
サ
ー
ク
ル
活
動
・
学
園
祭
等
に
限
定
さ
れ
、
い
う
な
れ

ば
さ
し
み
の
つ
ま
程
度
の
扱
い
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
近
年
、
文
京
区
ふ
る

さ
と
歴
史
館
が
催
し
た
『
な
つ
か
し
の
修
学
旅
行
』
の
「
下
宿
か
ら
旅
館
へ
」

と
い
っ
た
展
示
や
千
代
田
区
立
四
番
町
歴
史
民
俗
資
料
館
が
企
画
し
た
『
明
治
・

大
正
の
大
学
案
内
』
展
（
明
治
大
学
歴
史
編
纂
事
務
室
も
協
力
）
は
示
唆
的
で

あ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
、
か
つ
旦
ハ
体
的
な
検
証
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
項
目
を
四
つ
に
し
ぼ
っ
て
、
学
生
の
世
界
を
か
い
ま
み

る
。
し
か
も
時
期
は
本
誌
の
「
明
治
大
学
の
校
友
」
（
1
）
（
H
）
に
そ
く
し
て
、

明
治
期
に
限
定
す
る
。

　
ま
ず
は
、
上
京
の
事
情
や
入
学
の
志
望
理
由
を
知
り
た
い
。

　
　
・
な
ぜ
上
京
し
、
遊
学
し
よ
う
と
思
っ
た
の
か

・
ど
の
よ
う
に
し
て
東
京
ま
で
出
て
来
た
の
か

・
な
ぜ
明
治
法
律
学
校
、
明
治
大
学
を
選
ん
だ
の
か
、
等
々

次
に
学
生
の
学
内
の
よ
う
す
を
の
ぞ
く
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。

・
校
舎
や
教
室
の
施
設
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か

・
教
え
を
受
け
た
教
員
や
世
話
に
な
っ
た
職
員
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い

た
の
か

・
授
業
中
は
ど
の
よ
う
な
よ
う
す
で
あ
っ
た
の
か

・
ど
の
よ
う
な
階
層
や
立
場
の
学
生
が
い
た
の
か

・
寄
宿
舎
の
生
活
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か

・
サ
ー
ク
ル
や
学
校
行
事
に
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
の
か

・
月
謝
を
い
く
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
払
っ
た
の
か

・
制
服
・
制
帽
の
制
度
に
何
を
思
っ
た
の
か
、
等
々

次
に
学
外
の
よ
う
す
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

・
衣
食
住
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
か

・
学
費
や
生
活
資
金
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
て
い
た
の
か

・
余
暇
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か

・
ど
の
よ
う
な
交
友
関
係
が
あ
っ
た
の
か

・
体
調
を
こ
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か

・
学
校
の
周
囲
や
住
居
の
周
辺
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
等
々

最
後
に
、
進
路
選
択
、
学
生
観
・
学
校
観
の
こ
と
も
若
干
、
知
り
た
い
。

①
ど
の
よ
う
な
思
想
を
も
っ
て
い
た
の
か

②
当
時
の
学
生
も
し
く
は
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大
学
）
の
気
風
・

　
校
風
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
か

③
就
職
を
ど
の
よ
う
に
探
し
た
の
か
、
等
々

一2一



　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
研
究
は
実
に
む
ず
か
し
い
。
と
り
わ
け
、
す
ぐ
に
問

題
と
な
る
の
は
、
史
料
の
所
在
で
あ
る
。
一
体
、
上
記
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る

に
は
、
ど
の
よ
う
な
史
料
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
最
も
つ
こ
う
の
よ
い
史
料
は
、
当
時
、
学
生
が
自
ら
書
い
た
も
の
が
よ
い
。

無
い
わ
け
で
は
な
い
。
今
日
、
地
域
に
お
い
て
、
史
料
調
査
を
す
る
と
「
東
京

遊
学
日
記
」
、
「
学
費
小
遣
帳
」
、
「
手
帳
」
、
「
講
義
筆
記
録
」
と
い
っ
た
も
の
を

見
い
出
す
。
ま
た
親
と
の
書
簡
に
、
そ
の
学
生
の
生
活
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
慶
懸
義
塾
生
を
と
り
あ
げ
た
松
崎
欣
一
氏
『
三
田
演
説
会
と
慶
慮
義
塾

系
の
演
説
会
』
の
「
第
四
章
明
治
十
年
代
前
半
期
慶
慮
義
塾
入
社
生
の
軌
跡
」

（一

續
ｪ
五
年
六
月
、
慶
慮
義
塾
出
版
）
や
英
吉
利
法
律
学
校
生
を
分
析
し
た

沖
田
哲
也
氏
『
岩
山
（
旧
姓
小
神
）
英
樹
関
係
史
料
』
（
一
九
九
九
年
三
月
、

『
中
央
大
学
史
紀
要
』
第
一
〇
号
）
の
研
究
は
大
変
、
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
だ
ま
だ
史
料
発
掘
の
段
階
で
あ
る
。
筆
者
も
『
村
史
　
千
代
川
村
生
活
史
』

第
六
巻
　
近
現
代
通
史
編
で
若
干
、
試
み
た
（
未
刊
、
原
稿
提
出
済
）
が
、
ま

だ
ま
だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
法
律
学
校
関
係
で
も
米
田
幾

一
郎
の
「
日
記
帳
」
や
浜
田
芳
太
郎
・
犬
飼
文
平
の
親
族
宛
の
書
簡
等
が
あ
る

が
、
数
量
的
に
は
多
く
は
な
い
。

　
次
に
学
校
の
記
録
類
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
手
書
き
、
い
わ
ゆ
る
文

書
が
ま
と
ま
っ
て
あ
る
と
よ
い
が
、
明
治
初
期
の
場
合
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

ま
た
、
学
生
の
処
分
書
な
ど
は
あ
っ
た
と
し
て
も
軽
々
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。

活
字
の
も
の
と
な
れ
ば
、
校
誌
の
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
初
期
の
も
の
は

教
職
員
中
心
の
記
載
で
あ
る
が
、
じ
ょ
じ
ょ
に
学
生
に
関
す
る
も
の
が
増
加
す

る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
多
く
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
は
、
学
校
案
内
書
、
学
校
評
判
記
、
一
般
の
新
聞
雑
誌
、
官
公
庁
の
記

録
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
人
名
辞
書
、
列
伝
、
人
国
記
等
も
視
野

に
入
っ
て
く
る
。

方
　
　
法

　
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
何
で
も
学
生
に
関
す
る
史
料
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
学
生
史
研
究
の
中
に
は
こ
の
わ
な
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
本
稿
で
は
伝
記
・
回
想
録
に
注
目
し
た
。

学
生
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
た
も
の
、
学
生
時
代
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
個
人
に
そ
く
し
た
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
当
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
ま
し
て
分
類
は
簡
単
で
は
な
い
。
ま
ず
問
題
は
、

伝
記
や
回
想
記
の
概
念
規
定
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
伝
記
と
回
想
記
は
違
う
の
か
。

次
に
そ
れ
ら
の
内
、
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
か
（
自
伝
）
、
他
人

が
あ
る
人
物
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
（
他
伝
）
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
ま
た
そ

れ
ら
と
人
物
研
究
書
や
小
説
、
談
話
録
と
は
ど
の
よ
う
に
区
別
し
た
ら
よ
い
の

か
、
迷
う
。

　
次
の
問
題
は
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
冊
本
と
し
て
装
丁
さ
れ
て
い
る
も
の

と
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
は
例
え
ば
新
聞
・
雑
誌
掲
載

の
場
合
で
あ
る
。
多
く
は
活
字
の
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
手
書
き
（
自
筆
）

も
の
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
文
字
数
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
と
く
に
新
聞
・
雑
誌
掲
載
の
も
の
は

二
・
三
行
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
か
な
り
の
分
量
の
も
の
も
あ
る
。
ど
こ
で
線
引

き
や
採
択
を
し
て
よ
い
の
か
、
思
案
に
く
れ
る
。

　
そ
こ
で
冒
険
的
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
書
誌
学
的
な
分
析
を
し
て
い
る
余

裕
は
無
い
の
で
、
便
宜
上
、
以
下
の
よ
う
な
基
準
を
作
っ
た
。
伝
記
と
回
想
記

は
区
別
し
な
い
。
「
伝
記
・
回
想
記
」
と
し
て
扱
う
。
自
伝
で
も
他
伝
で
も
よ

い
。
そ
の
中
間
も
扱
う
。
談
話
録
も
扱
う
。
た
だ
し
、
す
で
に
『
歴
史
編
纂
資
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料
室
報
告
』
や
『
明
治
大
学
史
紀
要
』
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
史

料
紹
介
欄
か
ら
は
除
く
。
小
説
、
研
究
書
、
人
名
辞
書
、
列
伝
物
、
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
誌
・
サ
ー
ク
ル
誌
掲
載
の
も
の
等
は
除
く
。

　
そ
し
て
、
史
料
一
覧
に
は
一
つ
の
冊
子
か
、
新
聞
雑
誌
等
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
か
、
ま
た
本
人
が
書
い
た
も
の
か
、
他
人
が
書
い
た
も
の
か
（
自
伝
か
、
他

伝
か
）
を
明
記
す
る
。
さ
ら
に
、
座
談
録
の
場
合
は
そ
の
こ
と
を
記
す
。
扱
う

場
合
も
そ
れ
ら
の
こ
と
を
留
意
す
る
。

　
次
に
、
同
じ
明
治
と
い
う
時
期
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
は
い
え
、
は
た
し

て
同
列
・
等
質
に
扱
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
起
る
。
た
だ
、
幸
い
な
こ

と
に
時
期
の
確
定
と
か
区
分
と
い
っ
た
こ
と
は
明
治
期
の
明
治
大
学
の
場
合
は

し
や
す
い
。
ひ
と
つ
の
方
法
は
明
治
法
律
学
校
時
代
の
こ
と
な
の
か
、
明
治
大

学
（
専
門
学
校
令
に
よ
る
）
の
時
代
の
こ
と
な
の
か
と
い
う
二
区
分
、
も
し
く

は
草
創
期
の
数
寄
屋
橋
校
舎
時
代
の
こ
と
な
の
か
（
大
体
、
明
治
一
〇
年
代
）
、

次
の
揺
藍
期
の
南
甲
賀
町
時
代
の
こ
と
な
の
か
（
大
体
二
〇
・
三
〇
年
代
）
、

総
合
大
学
時
代
の
駿
河
台
校
舎
時
代
の
こ
と
な
の
か
（
大
体
四
〇
年
代
）
と
い

う
三
区
分
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
時
期
は
大
学
令
に
よ
る
明
治
大

学
昇
格
前
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
な
り
の
伝
記
・
回
想
記
に
は

入
学
・
卒
業
年
や
校
舎
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
心
強
い
。

　
ま
た
、
伝
記
・
回
想
記
の
扱
い
方
と
し
て
、
出
身
の
学
部
・
学
科
の
こ
と
も

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
治
三
七
年
度
よ
り
、

法
学
部
以
外
に
商
・
政
・
文
の
三
学
部
が
加
わ
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
経
緯

学
堂
や
簡
易
商
業
学
校
等
の
卒
業
生
に
よ
る
も
の
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
記
載
内
容
で
分
類
を
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。
例
え
ば

ひ
と
つ
の
伝
記
・
回
想
記
に
は
学
内
の
こ
と
、
学
外
の
こ
と
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま

に
混
ぜ
合
わ
さ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
い
く
つ
か
の
史
料
上
の
問
題
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
、

念
頭
に
置
き
つ
つ
も
何
と
か
、
明
治
期
学
生
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
、
前

に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

特
質
と
問
題

　
伝
記
・
回
想
記
に
は
、
い
く
つ
か
の
利
点
が
あ
る
。
ま
ず
調
査
の
上
で
は
、

図
書
類
が
多
い
た
め
に
、
し
や
す
い
。
そ
れ
で
も
図
書
館
・
文
書
館
は
も
ち
ろ

ん
、
古
書
店
等
に
足
を
運
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
各
種
の
冊
子
・
目
録
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
に
よ
る
検
索
も
援
用
し
た
り
、
各
機
関
や
家
、
さ
ら
に
研
究
会
、
会
社
に

も
問
い
合
せ
を
し
た
。
ま
た
直
接
、
入
手
し
た
り
、
複
写
し
た
り
す
る
こ
と
も

文
書
（
も
ん
じ
ょ
）
の
場
合
は
と
も
か
く
、
図
書
の
場
合
は
取
扱
い
上
、
あ
ま

り
手
間
は
か
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
読
み
込
み
と
い
っ
た
活
用
の
段

階
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
容
易
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
当
時
の
印
刷
技
術
に

規
定
さ
れ
る
。
と
く
に
新
聞
雑
誌
や
私
家
版
は
不
安
定
な
叙
述
や
構
成
、
あ
る

い
は
印
刷
が
目
に
付
く
。

　
何
と
い
っ
て
も
、
伝
記
・
回
想
記
の
最
大
の
利
点
は
公
記
録
に
は
な
い
、
つ

ま
り
本
心
、
本
音
、
実
態
が
描
か
れ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
時
に
は
あ
ま
り
に

も
正
直
に
記
述
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
問
題
点
と
い
う
か
、
留
意
す
べ
き
事
も
多
い
。
記
録
や
刊
行
時

期
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
出
来
事
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
書
か
れ
た

り
、
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
記
事
の
正
確
さ
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
当
時
の
記
録
物
（
例
え
ば
日
記
、
手
帳
あ
る
い
は
文
書
）
に
よ
っ

て
い
る
場
合
は
か
な
り
精
度
が
高
い
が
、
全
く
の
記
憶
に
頼
っ
た
り
、
当
人
が

物
故
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
誤
ま
り
も
生
じ
る
。
時
に
は
自
己
の
入
学
や
卒

業
年
月
日
が
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
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次
に
創
作
性
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
人
が
自
己
を
過
大
評
価
し
た
り
、

読
者
に
オ
ー
バ
ー
に
伝
え
る
こ
と
が
あ
り
え
る
。
あ
る
い
は
自
己
主
張
の
激
し

い
人
は
事
実
か
ら
か
け
は
な
れ
て
記
述
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
般
に

成
功
談
が
多
い
。
ま
た
他
伝
と
な
る
と
、
顕
彰
を
目
的
と
し
た
も
の
は
、
と
く

に
読
み
取
り
に
注
意
を
要
す
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
は
前
記
し
た
刊
行
・
編
集
の
時
期
と
も
か
ら
む
こ
と
で
あ
る
が
、

本
人
が
後
に
な
っ
て
考
え
た
こ
と
が
、
当
時
の
考
え
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
か
「
今
の
若
い

者
は
」
と
い
う
こ
と
ば
は
い
つ
の
時
代
も
聞
か
れ
る
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
う
。

　
次
は
人
権
上
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
記
・
回
想
記
の
中
に
は
、
今
日

で
は
差
別
的
な
行
動
・
用
語
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
見
う
け
ら
れ
る
。

楽
し
く
読
ん
で
い
た
も
の
が
、
一
語
の
た
め
に
、
に
わ
か
に
不
快
に
な
る
こ
と

も
あ
る
。
さ
り
と
て
、
文
章
を
改
ざ
ん
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
極
端
な
表
現

で
な
い
も
の
は
、
不
本
意
な
が
ら
や
む
を
え
ず
、
そ
の
ま
ま
史
料
と
し
て
掲
げ

た
。
ま
た
、
他
へ
の
批
判
的
な
文
言
も
そ
の
よ
う
に
扱
っ
た
。
中
に
は
、
こ
う

し
た
問
題
を
わ
き
ま
え
た
伝
記
も
あ
る
。
例
え
ば
他
伝
の
『
佐
藤
慶
太
郎
伝
』

は
刊
行
会
で
編
集
に
当
っ
て
本
人
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
る
の
か
、
い
か
な

る
書
冊
に
す
べ
き
か
、
検
討
し
、
そ
の
旨
を
冒
頭
に
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
ま
た

同
じ
く
他
伝
『
多
田
理
助
翁
」
の
執
筆
者
ら
、
関
係
者
は
地
域
の
歴
史
研
究
者

で
あ
り
、
教
育
者
で
あ
る
佐
々
木
忠
蔵
（
明
治
法
律
学
校
卒
業
）
ら
に
監
修
を

依
頼
し
て
い
る
。

　
お
も
し
ろ
そ
う
な
研
究
と
い
う
も
の
は
、
や
り
が
い
も
あ
る
が
、
ま
た
進
め

る
う
え
で
容
易
で
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
冒
頭
、
述
べ
た
よ

う
に
、
上
京
し
た
学
生
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
、
何
と
し
て

も
知
り
た
い
の
で
あ
る
。

二
　
伝
記
・
回
想
記
に
み
る
明
治
期
の
学
生
生
活

　
本
章
で
は
後
頁
に
一
覧
化
し
た
り
、
史
料
紹
介
を
し
た
伝
記
・
回
想
記
に
書

か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
て
み
た
い
。
そ
こ
で
前
記
し
た
伝
記
・
回
想
記
の

取
り
扱
い
上
の
留
意
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
通
覧
し
た
。
そ
の
際
、
い
く
つ
か
の

項
目
を
摘
出
し
、
さ
ら
に
、
下
記
の
四
つ
の
項
目
に
集
約
し
、
整
理
し
た
。
当

時
の
学
生
史
を
分
析
す
る
際
の
目
安
で
あ
る
。

　
ω
　
上
京
、
入
学

　
　
　
　
　
・
上
京
理
由

　
　
　
　
　
・
上
京
の
よ
う
す

　
　
　
　
　
・
上
京
後

　
　
　
　
　
・
学
校
選
択
理
由

　
②
　
学
校
内
の
こ
と

　
　
　
　
　
・
校
舎
・
教
室

　
　
　
　
　
・
教
職
員

　
　
　
　
　
・
授
　
業

　
　
　
　
　
・
制
服
制
帽

　
　
　
　
　
・
寄
宿
舎

　
　
　
　
　
・
学
校
行
事

　
　
　
　
　
・
サ
ー
ク
ル

　
　
　
　
　
・
そ
の
他

　
㈹
　
学
校
外
の
こ
と

　
　
　
　
　
・
衣
食
住

　
　
　
　
　
・
費
　
用
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・
通
　
学

　
　
　
　
　
・
余
　
暇

　
　
　
　
　
・
勉
　
強

　
　
　
　
　
・
健
　
康

　
　
　
　
　
・
友
人
・
知
人

　
　
　
　
　
・
学
校
や
住
居
の
周
辺

　
四
　
そ
の
他

　
　
　
　
　
・
思
想
・
思
潮

　
　
　
　
　
・
校
　
風

　
　
　
　
　
・
求
　
職

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
項
目
を
も
っ
て
し
て
も
、
全
て
の
伝
記
・
回
想
記
の
内

容
を
網
羅
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
後
掲
の
伝
記
・
回
想
記

一
覧
表
の
と
こ
ろ
に
、
各
々
の
史
料
一
点
ず
つ
、
記
さ
れ
て
い
る
項
目
を
列
記

し
て
お
い
た
。
紙
数
を
気
に
し
つ
つ
も
、
次
に
、
各
項
目
に
つ
い
て
、
若
干
、

解
説
を
し
て
み
た
い
。

ω
　
上
京
・
入
学

上
京
理
由

　
明
治
期
の
場
合
、
全
て
の
時
期
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
と
く
に
年
代
が
さ
か

の
ぼ
れ
ば
、
の
ぼ
る
ほ
ど
、
コ
旗
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
意
識
が
若
者
の
上
京
・

遊
学
に
熱
気
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
立
身
出
世
へ
の
憧
憬
で
あ

る
。
利
光
鶴
松
や
井
上
篤
太
郎
は
実
に
三
度
も
挑
戦
し
た
。
上
京
・
遊
学
を
し

た
い
一
心
が
利
光
鶴
松
、
小
出
五
郎
、
一
松
定
吉
ら
の
も
の
に
は
明
確
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
接
の
契
機
や
最
終
決
断
の
様
子
は
郷
土
出
身
で
法
曹
界

の
大
成
者
元
田
肇
か
ら
の
誘
い
に
よ
っ
た
一
松
定
吉
（
上
京
し
て
元
田
を
訪
ね

る
と
全
く
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い
う
）
、
勤
務
す
る
警
察
署
備
置
の
法
律
書
を
読

ん
で
啓
発
さ
れ
た
谷
山
国
信
、
帰
省
し
た
友
人
の
遊
学
談
を
聞
い
て
決
意
し
た

佐
藤
慶
太
郎
ら
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
職
業
と
し
て
は
、
長
野
国
助
の
よ
う
に
法

曹
界
が
多
か
っ
た
の
は
、
当
時
の
青
年
の
傾
向
で
あ
る
。
ま
た
小
出
五
郎
や
伊

藤
左
千
夫
の
よ
う
に
政
治
家
を
め
ざ
し
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
布
施
辰
治
の
よ
う
に
宗
教
家
を
志
ざ
し
、
あ
ま
り
出
世
欲
の
な
か
っ
た
も
の

は
め
ず
ら
し
い
。
な
お
、
中
に
は
、
急
速
に
文
部
省
の
伝
声
管
と
化
す
教
員
に

も
の
た
り
ず
上
京
す
る
も
の
も
い
た
。
佐
々
木
忠
蔵
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

　
今
回
、
あ
ら
た
め
て
伝
記
・
回
想
記
を
検
討
し
て
み
る
と
不
思
議
な
こ
と
に

気
が
つ
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
は
ほ
と
ん
ど
が
地
方
出
身
者

で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
と
い
う
証
と
し
て
記
録

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
然
、
東
京
に
も
青
年
は
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当

時
は
東
京
と
い
え
ど
も
交
通
手
段
は
未
発
達
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
距

離
感
覚
で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
京
市
街
の
就
学
人
口
が
地
方
青
年

の
そ
れ
と
数
量
的
に
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
律

学
の
修
得
1
1
都
市
の
学
校
1
1
司
法
試
験
突
破
1
1
弁
護
士
、
判
検
事
就
職
と
い
う

明
解
さ
が
全
国
的
に
多
く
の
青
年
を
魅
了
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
学

校
同
士
の
い
わ
ゆ
る
「
住
み
分
け
」
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
地
方
出
身
者
の

多
い
学
校
の
ひ
と
つ
が
明
治
法
律
学
校
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
で

あ
る
の
か
、
他
校
と
の
対
比
は
今
後
、
精
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

明
治
法
律
学
校
の
学
生
に
は
豪
商
・
豪
農
の
子
弟
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
想

像
以
上
に
苦
学
生
が
目
に
つ
く
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
保
護
者
の

生
活
環
境
を
検
討
し
た
り
、
他
校
と
の
学
費
対
比
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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上
京
の
よ
う
す

　
彼
ら
の
中
に
は
必
死
の
思
い
で
上
京
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
山
田
敏
は

福
井
の
一
本
田
村
（
現
在
の
丸
岡
町
）
よ
り
、
徒
歩
、
人
力
車
、
船
で
新
橋
に

五
日
か
け
て
た
ど
り
つ
く
が
、
途
中
、
し
け
に
あ
い
、
生
き
た
心
地
が
し
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
の
行
程
に
つ
い
て
は
後
掲
の
参
考
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
利
光

鶴
松
も
山
陽
道
・
東
海
道
を
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
、
途
中
、
多
く
の
人
の
善
意

に
支
え
ら
れ
、
ほ
う
ほ
う
の
体
で
東
京
に
つ
い
た
。
そ
の
時
は
、
無
一
文
で
あ
っ

た
。

上
京
後

　
元
田
肇
訪
問
宅
で
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
た
一
松
定
吉
の
場
合
は
、
郷
里
で
教
員

を
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
免
許
状
を
東
京
で
生
か
せ
、
そ
の
一
方
で
明
治
法
律

学
校
の
夜
間
部
に
入
っ
た
。
こ
の
場
合
は
恵
ま
れ
た
方
で
あ
る
。
悲
惨
な
東
京

ぐ
ら
し
を
し
て
い
た
が
、
郷
土
出
身
の
大
物
政
治
家
星
亨
家
に
住
み
込
む
、
B

氏
も
幸
運
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
は
そ
う
で
は
な
く
、
長
野
国
助
や
大
野

伴
睦
の
よ
う
に
ま
ず
生
活
を
安
定
さ
せ
た
り
、
学
資
を
か
せ
ぐ
た
め
ア
ル
バ
イ

ト
に
精
を
出
し
た
。
利
光
鶴
松
も
人
力
車
の
車
夫
に
な
っ
た
が
道
に
迷
う
な
ど
、

大
変
な
苦
労
を
し
て
い
る
。

学
校
選
択
理
由

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
法
律
学
校
の
中
か
ら
、
明
治
法
律
学
校
を
選
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
利
光
鶴
松
ら
多
く
の
青
年
が
評
価
し
た
よ
う
に
司
法
試
験

の
合
格
率
の
高
さ
で
あ
る
。
ま
た
小
出
五
郎
の
よ
う
に
入
学
試
験
の
方
式
が
簡

単
で
あ
っ
た
と
か
、
一
松
定
吉
の
よ
う
に
地
方
試
験
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
理

由
も
あ
る
。
ま
た
多
田
理
助
の
よ
う
に
東
京
の
病
院
で
治
療
中
、
明
治
法
律
学

校
生
徒
で
あ
る
恩
師
・
佐
々
木
忠
蔵
と
再
会
し
た
か
ら
入
学
し
た
と
い
う
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
ま
た
大
野
伴
睦
の
よ
う
に
他
校
の
入
試
に
失
敗
し
た
か
ら
と
い
う

者
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
官
立
よ
り
も
明
治
法
律
学
校
の
教
育
方
針
に
共
鳴
し

た
た
め
志
望
し
た
者
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
選
択
理
由
は
実
に
分
り

や
す
い
。

②
　
学
校
内
の
こ
と

校
舎
・
教
室

　
校
舎
は
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
最
も
目
に
つ
く
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
旧
島
原
藩

邸
の
間
借
り
校
舎
に
対
し
て
感
激
し
た
と
い
う
伝
記
・
回
想
記
は
な
い
。
『
晩

成
園
随
筆
』
で
山
田
敏
は
「
粗
末
千
万
」
と
な
げ
き
、
不
潔
だ
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
講
堂
（
教
室
）
は
ひ
と
つ
だ
け
で
、
下
駄
ば
き
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
一
九
年
一
二
月
に
移
転
し
た
神
田
区
南
甲
賀
町
校
舎
は
借
地

な
が
ら
も
、
河
西
善
太
郎
に
よ
れ
ば
「
木
造
の
洋
館
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
の

伝
記
類
に
は
、
な
げ
き
の
文
言
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
寺
島
久
松
は

「
ハ
イ
カ
ラ
」
だ
と
、
感
激
し
て
い
る
。
ま
た
関
田
猛
夫
に
よ
れ
ば
、
南
甲
賀

町
校
舎
の
教
室
は
天
井
が
高
い
階
段
式
と
い
う
。
全
て
が
そ
う
か
は
分
ら
な
い
。

今
日
、
平
面
図
は
残
っ
て
い
る
が
、
立
体
図
は
な
い
。
こ
の
南
甲
賀
町
校
舎
に

な
る
と
学
生
は
急
増
し
、
窓
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
授
業
を
受
け
る
者
も
い
た
と
い

う
（
前
同
、
関
田
）
。

教
職
員

小
出
五
郎
や
山
口
憲
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
教
員
（
と
く
に
経
営
者
）
は
自
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写真3　駿河台校舎正門（明治44年）

腹
で
教
育
・
経
営
に
当
っ
て
い
た
。
何
し
ろ
明
治
期
の
明
治
大
学
は
い
つ
崩
壊

し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
教
職
員
は
伝
記
・
回

想
記
で
は
講
義
と
か
ら
ん
で
登
場
し
て
く
る
。
圧
巻
は
猪
股
漠
清
が
授
業
の
口

調
や
内
容
と
か
ら
ま
せ
て
ニ
ッ
ク
・
ネ
！
ム
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
山
田
敏
や
富
田
清
毅
の
伝
記
・
回
想
記
に
は
、
学
生
に
講
義
が
好
評
で

あ
っ
た
教
員
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
職
員
と
生
徒
と
の
交
流
は
創
立
時
、

卒
業
生
の
座
談
会
（
昭
和
一
四
年
）
で
は
リ
ア
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
。
塾
風
教

育
の
名
残
で
あ
ろ
う
。

授
　
業

　
初
期
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
山
田
敏
は
伝
記
に
お
い
て
、
授
業
は
朝

と
夕
方
・
夜
間
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
教
員
が
有
職
者
の
た

め
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
授
業
に
つ
い
て
、
第
一
回
卒
業
生
の
山
口

憲
に
よ
れ
ば
授
業
中
、
学
生
は
ひ
た
す
ら
講
義
を
筆
記
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
の
ち
の
卒
業
生
の
豊
田
国
松
や
富
田
清
毅
の
回
想
談
に
も
見
ら
れ
る
。

机
の
取
り
合
い
も
し
た
と
い
う
。
彼
ら
は
、
い
つ
も
携
行
し
て
い
る
赤
と
青
の

イ
ン
ク
と
ペ
ン
（
万
年
筆
は
ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
）
で
ラ
ン
プ
の
下
、
も
く

も
く
と
ノ
ー
ト
を
と
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
大
谷
美
隆
に
よ
れ
ば

教
員
は
ほ
と
ん
ど
黒
板
を
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
ひ
た
す
ら
筆
記
し
た

ノ
ー
ト
が
学
校
か
ら
講
義
録
と
し
て
出
版
さ
れ
た
と
、
近
藤
由
太
郎
や
豊
田
国

松
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
谷
ら
に
よ
れ
ば
授
業
が
終
わ
る
と
質
問
攻
撃

を
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
授
業
以
外
に
も
法
論
会
の
よ
う
な
討
論
形
式
の
も

の
も
あ
る
。
最
初
の
非
常
勤
講
師
で
あ
る
西
園
寺
公
望
は
こ
の
授
業
を
担
当
し

て
い
た
。
た
だ
し
、
猪
股
漠
清
の
伝
記
に
よ
れ
ば
教
室
は
寒
か
っ
た
と
い
う
。

ま
た
谷
山
国
信
は
ラ
ン
プ
よ
り
明
る
い
電
燈
設
置
を
校
長
に
願
う
が
眼
に
悪
い

一9一



　
　
　
　
　
層
　
　
　
，
　
’
再

繋
゜
婁
蒙
蓄
簿
欝
贈

馨
蕪、

奪
馨「

馨
難
雛
馨
肇

難
　’　 h

繋
奪

藪

野

叢
tt．

菰

鋤臨．

写真4　判事登用試験合格記念（明治17年）

無轄感ム幽繍繰蕊鎌繕議糠灘一購灘一慈嫌織繍轟一鹸燕織鱗瀟灘轟轟講麟点輿、掃諺：
一鵬｝繕
　　　
r騰
畷i憂

灘譲
哩蜘
畷lil鷲

嘆磯・津i
覇

慨讐鰭
噸q’．；．；i

’tl　ガ　’

』：1裟毒i
－i／’1）’1「級

議1；・

二1・i篶

湘
醸
二鞭；

コ騰

穫驚

難
箋
嚢

葺
，

、　一賊
，縮灘灘「

鰹灘鑓
「き2曽

　　難

’刀仰T脾　贈　畑脚趣嚇・蝋 漸
肖

占
（

雛・i　襲嚢　纏　　i：鶴1　「一
［1 @」　　疋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「「

翼辮鱒蜘絆轡鍵讐・　　　「　，響一
　　　　　　　　　　　　」　　　「　　1　　　、　　　」　　　．　　　　　　　　　　　　　，　　　　1th　蕗r慌　　　　　　　　　，　．
　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15「欝　　，　　　　　肖
　　　　　　　Iu／？“1鵬至燃饗欝鍬灘㎜艇’　　・泌　　・・　、、矯鑓
　　　　　　　　　誕㎜5醗ね㈱蓬鵬　　　・　媚　　　　　ぎ　　　無
　　　　　　　’難雛熱銭蝋繊瀞嚇蹴　　　・　　　　　　　碑　　；．

9t　　　　、

ゴ　　　　　　　　　，’　　　　「　　1u1　，　’　　ゴ

一禦酬頓糊　　e確th’「「肖駒’「…肖馳

購
b

▼
蒜

層

掬
群

睡
懸

襯
認

葱
織

瓢
擬

．
範
鍍

鍛
猟

捧
槻

　
鋭

繍
鱒

域

簿

一　
幾
、

甜
．

㌔
籠
弘
5
嵐

》
㌧
」
b

耳
　
・
　
↑離

ミ馨
i
≡

戴繋
雛
灘
難
灘
難
織
　
　
　
　
　
　
蓬
ー

　
　
　
　
　
　
　
品
「
　
　
「
肖
　
　
　
　
冒
　
　
　
　
・
、
傍
凄
き
ピ
錘
購
藤
藩
謹
餐
、
、
轡
畿
睾
饗

購
脚
繕
懇

写真5　卒業記念（明治22年ころ）

10



と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
明
治
期
の
場
合
、

富
田
清
毅
の
述
べ
る
よ
う
に
明
治
法
律
学
校
は
前
代
の
塾
風
を
の
こ
し
つ
つ
、

さ
ら
に
ハ
ン
デ
ィ
は
あ
り
つ
つ
も
、
新
し
い
教
育
や
学
校
を
め
ざ
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
中
に
は
授
業
に
集
中
し
な
い
学
生
が
い
た
こ
と
も
描
写

さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
山
下
亀
三
郎
の
よ
う
に
、
講
義
内
容
が
わ
か
ら
ず
、
自

分
は
こ
う
し
た
学
問
・
教
育
に
不
向
き
だ
と
悟
り
、
中
退
す
る
も
の
も
い
た
。

入
学
は
難
し
く
は
な
か
っ
た
が
、
学
生
と
も
な
れ
ば
と
に
か
く
、
授
業
に
集
中

し
、
学
問
を
修
得
し
、
そ
し
て
定
期
や
卒
業
の
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
資
格
試
験
を
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
井
本
常
治
に

よ
れ
ば
、
特
進
の
制
度
も
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
こ
と
は
よ
り
学
生
の
励
み

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

制
服
・
制
帽

　
明
治
法
律
学
校
は
明
治
二
八
年
二
月
に
は
羽
織
・
袴
の
着
用
を
公
認
し
た
の

で
あ
る
が
、
同
三
四
年
五
月
に
は
、
一
転
、
制
服
・
制
帽
を
定
め
た
（
参
考
2

参
照
）
。
こ
れ
は
明
治
法
律
学
校
の
「
三
〇
年
改
革
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

簡
単
に
い
え
ば
法
人
化
、
そ
し
て
大
学
昇
格
を
め
ざ
す
改
革
の
一
連
の
動
き
な

の
で
あ
る
。
当
時
の
学
生
、
例
え
ば
浜
田
芳
太
郎
は
神
奈
川
県
久
良
岐
郡
屏
風

浦
村
の
親
に
購
入
の
た
め
、
送
金
依
頼
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
一
般

に
は
学
生
は
従
来
の
羽
織
・
袴
姿
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
多
く
の
者
が
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
費
用
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
意
図

的
に
制
服
・
制
帽
に
従
わ
な
か
っ
た
学
生
も
い
た
。
布
施
辰
治
に
よ
れ
ば
、
書

生
気
質
の
象
徴
で
あ
る
バ
ン
カ
ラ
・
ス
タ
イ
ル
で
闊
歩
す
る
も
の
が
少
な
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
布
施
自
身
は
回
想
談
の
中
で
は
、
そ
の
制
度
が
出
来
た

の
は
卒
業
一
年
前
で
よ
か
っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
っ
て
い
る
。
ま
た
富

田
清
毅
も
お
ま
わ
り
さ
ん
の
よ
う
だ
と
椰
楡
し
て
い
る
。

な
か
っ
た
。

寄
宿
舎

こ
の
制
度
は
定
着
し

　
寄
宿
舎
は
創
立
時
よ
り
あ
っ
た
。
だ
が
、
本
格
的
に
寄
宿
舎
が
設
置
さ
れ
る

の
は
、
明
治
一
九
年
の
南
甲
賀
町
校
舎
建
設
の
際
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
す
れ

ば
都
会
の
も
つ
華
美
に
身
を
く
ず
し
や
す
い
学
生
を
学
問
だ
け
で
は
な
く
、
生

活
面
も
学
校
で
指
導
し
、
卒
業
さ
せ
る
制
度
、
つ
ま
り
特
別
生
制
度
を
設
け
た

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
畑
為
吉
の
も
の
に
見
う
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
寄
宿
舎
生
活
を
伝
え
る
伝
記
・
回
想
記
は
多
い
。
豊
田
国
松
に
よ
れ
ば

料
理
の
質
が
落
ち
て
き
て
、
寄
宿
生
が
騒
い
だ
と
あ
る
。
「
賄
征
伐
」
と
よ
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
賄
い
は
中
村
、
と
い
う
も
の
が
当
っ
て
い
た
と
い
う
が
、

灘騨懸
　　　獲脚
、携諜i

灘

欝
灘
総

登
轍

写真6　飛鳥山の運動会（明治34年4月）
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そ
れ
は
創
立
者
の
一
人
の
矢
代
操
の
義
父
（
常
平
社
経
営
）
で
あ
ろ
う
。
明
治

期
に
な
っ
て
も
日
本
国
中
、
蚤
が
多
か
っ
た
。
寄
宿
生
は
舎
監
が
解
決
し
て
く

れ
な
い
た
め
、
そ
れ
を
ビ
ン
に
つ
め
て
、
舎
監
の
部
屋
に
ぶ
ち
ま
け
た
。
ま
た
、

学
住
の
区
別
を
つ
け
ず
、
ド
テ
ラ
姿
の
ま
ま
、
講
義
に
出
た
り
、
下
駄
ば
き
で

か
っ
歩
す
る
者
も
い
た
。
こ
う
い
っ
た
行
動
は
ま
だ
良
い
方
で
あ
り
、
読
む
に

し
の
び
な
い
こ
と
が
次
々
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
だ
が
、

一
方
、
寄
宿
生
同
士
で
励
ま
し
合
っ
て
勉
強
を
し
た
り
、
ま
た
通
学
の
手
間
が

は
ぶ
け
た
と
も
い
う
。

学
校
行
事

　
学
校
当
局
は
い
か
に
し
て
、
若
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
る
か
、
腐
心

し
て
い
る
。
ま
し
て
や
校
内
は
男
子
学
生
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
バ
ン
カ
ラ
・
ス

灘灘購鷺灘
i　深週

灘
灘
鞭
薦
馨
綴
欝
鑛
購
議

　
　
　
辮
演
　
者
諜
峨
士
織
無
鵬
琿
欝
浩
摩
癒
賜
欄
謹
バ
盤
．

簾
餌
繍
　
　
　
　
奪
蓋
谷
麓
駕
君
森
婁
嘗
繊
捨
繊
盤

　
　
　
熱
鑑
評
攣
織
罫
澤
君

解
縫
鰍
融
繊
灘
翻
灘

撚
蠣
藏

響
姦

ン
ン魏

写真7　『東京五大法律学校連合討論会筆記』

　　　表紙（明治23年6月）

タ
イ
ル
が
英
雄
視
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
た
。
学
校
当
局
は
学
生
の
蛮
行
に
は
ほ

と
ほ
と
手
を
焼
い
て
お
り
、
警
察
署
や
公
使
館
や
被
害
者
を
訪
ね
、
謝
罪
を
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
対
策
と
し
て
、
私
学
で
は
は
じ
め
て
、
明
治
一
五
年
、
運

動
会
を
は
じ
め
た
。
会
場
は
お
も
に
郊
外
の
飛
鳥
山
公
園
（
現
在
の
北
区
内
）

で
あ
っ
た
。
競
技
自
体
は
単
純
な
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
学
生
に
と
っ
て
は
楽

し
み
で
あ
り
、
賞
品
を
め
ざ
し
て
汗
を
流
し
た
。
小
出
五
郎
、
森
吉
次
郎
、
富

田
清
毅
、
渡
辺
善
太
郎
ら
も
回
想
記
で
運
動
会
の
こ
と
を
特
筆
し
て
い
る
。
し

か
し
散
会
し
た
帰
り
道
、
学
生
が
暴
れ
ま
く
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
茶
話
会
も

学
生
は
大
い
に
楽
し
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
、
法
律
討
論
会
は
五
校
（
九
校
の

こ
と
も
あ
る
）
の
法
律
学
校
が
互
い
に
弁
士
を
立
て
て
、
競
う
も
の
で
あ
る
が
、

富
田
清
毅
に
よ
れ
ば
学
校
の
名
誉
に
か
け
て
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
り
、
応
戦
を
し

て
い
る
。
模
擬
裁
判
に
も
学
生
は
熱
中
し
た
。
猪
股
漠
清
は
尾
佐
竹
猛
が
立
合

検
事
を
し
た
時
の
こ
と
を
綴
っ
て
い
る
。
な
お
、
卒
業
式
は
明
治
法
律
学
校
の
　
1
2

場
合
、
行
な
わ
な
か
っ
た
が
、
明
治
三
二
年
一
〇
月
よ
り
実
施
し
た
。
渡
辺
善

太
郎
は
卒
業
式
の
こ
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
い
る
。

サ
ー
ク
ル

　
明
治
期
の
サ
：
ク
ル
の
花
形
は
ボ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
出
の
関
田

や
渡
辺
の
も
の
に
詳
し
い
。
学
校
ぐ
る
み
で
力
を
入
れ
、
隅
田
川
で
は
各
学
校

が
競
い
合
っ
た
。
ま
た
、
校
内
で
は
水
上
運
動
会
と
称
し
て
、
各
学
部
、
学
科

同
士
で
競
技
を
し
た
。
ま
た
明
治
後
期
に
な
る
と
、
学
内
に
野
球
部
が
誕
生
し

（
明
治
四
三
年
）
、
他
校
に
い
ど
ん
で
い
る
よ
う
す
が
当
時
の
選
手
・
中
沢
不
二

雄
の
も
の
に
見
ら
れ
る
。
一
方
、
文
化
部
系
の
花
形
は
何
と
い
っ
て
も
雄
弁
会

（
雄
弁
部
）
で
あ
る
。
渡
辺
善
太
郎
の
も
の
は
そ
れ
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。

な
お
、
当
時
は
学
友
会
と
い
う
学
生
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
る
が
、
創
立
当
初
に



写真8　第4回競漕大会（明治43年）

は
「
学
校
騒
動
は
な
か
っ
た
」
（
昭
和
一
四
年
座
談
会
）
と
あ
る
。
そ
の
後
、
学

生
運
動
の
類
が
組
織
的
に
な
さ
れ
る
の
は
大
正
期
こ
ろ
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
で
も
明
治
期
に
布
施
辰
治
や
山
崎
今
朝
弥
ら
は
足
立
鉱
毒
事
件
に
心
を
動
か

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
富
田
清
毅
も
時
事
問
題
に
関
心
は
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
他

　
伝
記
・
回
想
記
を
読
む
と
、
こ
の
時
期
の
学
生
は
順
調
な
学
歴
者
が
少
な
い

こ
と
に
気
付
く
。
前
記
し
た
よ
う
に
佐
々
木
は
エ
リ
ー
ト
教
員
の
道
を
捨
て
て

上
京
し
、
入
学
し
て
き
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
松
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
年
令
と
学
令
が
単
純
に
一
致
し
な
い
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
。
昭
和

一
四
年
の
座
談
会
で
は
、
教
員
よ
り
生
徒
の
方
が
年
輩
者
が
多
い
時
が
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
正
規
の
学
生
で
は
な
い
、
い

わ
ゆ
る
「
も
ぐ
り
」
の
聴
講
生
も
た
く
さ
ん
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
長
直
四

郎
も
そ
の
一
人
で
あ
る
（
も
っ
と
も
彼
は
創
立
者
矢
代
操
の
縁
者
で
あ
り
、
学

校
経
営
の
金
銭
的
な
協
力
者
で
あ
る
）
。
ま
だ
ま
だ
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
は
ぜ
ひ
帝
国
大
学
の
学
生
と
比
較
を
し
て
み
た
い
。

㈹
　
学
校
外
の
こ
と

衣
食
住

　
明
治
一
〇
年
代
、
数
寄
屋
橋
校
舎
（
有
楽
町
）
と
南
甲
賀
町
校
舎
（
神
田
）

と
双
方
で
学
ん
だ
山
田
敏
の
伝
記
は
、
衣
食
住
の
こ
と
を
リ
ア
ル
に
伝
え
て
い

る
。
と
く
に
下
宿
の
話
は
興
味
深
い
。
昼
は
授
業
が
な
く
、
帰
宅
す
る
た
め
学

生
の
下
宿
は
学
校
の
近
く
で
あ
っ
た
こ
と
。
下
宿
と
は
い
え
、
ラ
ン
ク
が
あ
っ

た
こ
と
。
食
事
メ
ニ
ュ
ー
の
内
容
、
さ
ら
に
数
寄
屋
橋
辺
の
下
宿
と
南
甲
賀
町

一13一



写真9　学生の風貌（長谷川太一郎）

　　　（『明治大学新聞』昭和25年

　　　11月15日）

の
そ
れ
と
の
比
較
等
で
あ
る
。
下
宿
の
記
載
は
時
期
が
下
っ
て
も
多
い
。
長
谷

川
太
一
郎
は
学
生
が
荷
車
を
引
い
て
越
し
て
い
く
光
景
を
よ
く
見
か
け
た
と
い

う
。
前
記
し
た
大
谷
は
下
宿
と
い
え
ど
も
、
自
炊
を
し
た
。
服
装
と
な
る
と
、

前
記
し
た
よ
う
に
普
段
は
小
倉
袴
と
紺
緋
で
あ
っ
た
。
利
光
は
自
著
の
中
で
、

服
は
一
着
で
あ
り
、
夏
は
裏
地
を
と
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
彼

は
入
浴
は
一
〇
日
に
一
ぺ
ん
、
夏
は
水
あ
び
程
度
で
あ
る
。
洋
行
帰
り
の
西
園

寺
公
望
の
ス
タ
イ
ル
は
学
生
の
注
目
の
的
で
あ
っ
た
が
、
学
生
は
ま
だ
ま
だ
和

服
で
あ
り
、
ま
た
、
食
住
の
こ
と
よ
り
も
関
心
が
な
か
っ
た
。
そ
の
料
理
店
に

つ
い
て
、
小
川
町
の
牛
肉
屋
今
文
の
話
は
多
く
の
伝
記
に
登
場
す
る
し
、
ま
た

ミ
ル
ク
・
ホ
ー
ル
の
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
通
っ
た
と
い
う

記
載
は
少
な
い
。
関
田
の
回
顧
談
程
度
で
あ
る
。
猪
股
漠
清
に
よ
れ
ば
牛
肉
屋

に
入
っ
て
も
肉
よ
り
は
安
い
ね
ぎ
ば
か
り
を
た
の
ん
だ
と
い
う
。
何
し
ろ
、
明

治
一
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
昭
和
一
四
年
座
談
会
に
よ
れ
ば
猫
を
つ
か
ま

え
て
料
理
し
た
と
あ
る
。

費
　
用

　
学
費
と
生
活
費
の
記
載
も
多
い
。
伝
記
・
回
想
記
に
み
る
明
治
法
律
学
校
生

（
明
治
大
学
生
）
は
あ
ま
り
裕
福
で
は
な
い
。
山
田
敏
の
場
合
は
実
家
が
経
済

的
に
恵
ま
れ
て
い
る
方
で
あ
り
、
行
動
の
範
囲
も
比
較
的
広
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
畑
為
吉
の
回
顧
談
に
は
質
屋
（
学
生
相
手
の
所
は
「
鉄
火
質
」
と
呼
ば
れ

た
と
い
う
）
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
利
光
鶴
松
は
一
緒
に
上
京
し
た
叔
父
・

品
吉
が
巡
査
を
し
て
学
資
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
卒
業
を
待
た
ず
し
て

司
法
試
験
を
突
破
し
た
彼
は
中
退
し
て
学
校
の
近
く
に
弁
護
士
事
務
所
を
開
き
、

代
っ
て
入
学
し
た
品
吉
に
学
資
を
出
し
た
。
一
松
定
吉
は
た
っ
た
一
着
の
通
勤
・

通
学
服
（
大
分
県
小
学
校
教
員
時
代
の
制
服
）
で
小
学
校
の
教
員
を
し
な
が
ら
、

四
年
間
夜
間
部
で
学
ん
だ
が
貧
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
長
野
は
転
々

と
職
を
変
え
つ
つ
、
そ
れ
で
も
聴
講
生
と
な
っ
た
。
谷
山
国
信
は
巡
査
時
代
に

蓄
え
た
貯
金
を
人
に
預
け
、
分
け
て
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
大
谷
美
隆
は
貧
乏
書

生
が
多
か
っ
た
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
小
出
五
郎
や
井
本
常
治
ら
は
、
当

時
は
安
く
上
が
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
が
、
必
要
以
上
の
出
費
は
し
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

通
　
学

　
予
想
外
に
、
明
治
期
の
伝
記
・
回
想
記
に
は
通
学
の
よ
う
す
は
登
場
し
な
い
。

わ
ず
か
に
長
谷
川
太
一
郎
が
ふ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た

山
田
敏
の
言
う
よ
う
に
、
学
生
は
学
校
の
近
く
に
住
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

駿
河
台
辺
に
路
面
電
車
が
開
通
す
る
の
は
明
治
三
〇
年
代
後
半
を
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
ま
た
長
距
離
鉄
道
は
両
国
橋
、
新
橋
、
上
野
、
飯
田
町
ま
で
で
あ

り
、
市
街
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
長
谷
川
太
一
郎
に
よ
れ
ば
御
茶
ノ
水
・
小
川
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町
間
は
市
内
電
車
、
飯
田
町
・
万
世
橋
間
は
「
早
船
」
（
乗
合
船
）
だ
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
南
甲
賀
町
移
転
後
も
学
生
は
ご
く
近
い
神
田
一
帯
、
や
や
離
れ
た

と
し
て
も
湯
島
・
本
郷
あ
た
り
の
居
住
者
が
多
く
、
徒
歩
で
通
学
し
た
。
こ
の

場
合
、
例
え
ば
本
郷
の
帝
大
生
と
は
居
住
地
域
に
一
定
の
区
分
の
よ
う
な
も
の

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
検
討
課
題
で
あ

る
。

余
　
暇

　
余
暇
（
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
）
に
関
す
る
記
載
は
極
端
に
少
な
い
。
と
い
う

べ
き
か
、
今
回
扱
っ
た
伝
記
・
回
想
記
で
は
正
確
に
い
え
ば
数
寄
屋
橋
校
舎
時

代
、
庭
の
池
で
東
北
出
身
者
が
ス
ケ
ー
ト
を
し
た
り
、
ま
た
相
撲
を
と
っ
た
こ

と
、
の
ち
の
小
出
五
郎
が
寄
宿
舎
の
相
撲
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
学
生
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
ま
り
関
心
が
な
か
っ
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
や
が
て
、
時
期
が
進
む
と
詩
吟
や
謡
曲
、
あ
る
い
は
絵
画
に
興

味
を
持
つ
者
も
出
て
く
る
が
、
そ
れ
で
も
学
生
の
世
界
全
体
と
し
て
は
少
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

勉
　
強

　
校
外
と
い
う
か
、
自
宅
に
お
け
る
学
習
の
こ
と
は
一
松
定
吉
の
伝
記
に
詳
し

い
。
彼
は
小
学
校
教
員
の
勤
務
が
終
わ
る
と
夜
間
に
授
業
を
う
け
、
そ
の
あ
と

ま
っ
す
ぐ
自
宅
に
帰
り
、
就
寝
し
た
。
歩
き
な
が
ら
六
法
全
書
を
読
ん
だ
が
、

人
力
車
に
ぶ
つ
か
り
怒
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
午
前
二
時
半
に
起
き
て

勉
強
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
友
人
の
誘
い
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
日
曜
日
に
は
布
施
辰
治
ら
と
集
ま
り
、
勉
強
会
を
し
た
。
猛
烈
に
勉
強

し
た
利
光
鶴
松
は
粗
末
な
紙
を
フ
ル
に
活
用
し
て
文
字
を
書
き
つ
づ
け
た
と
い

15　一



う
。
創
立
者
の
宮
城
浩
蔵
の
家
に
住
み
込
ん
だ
佐
々
木
忠
蔵
は
直
接
指
導
を
受

け
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
論
文
は
校
内
誌
に
載
る
ど
こ

ろ
か
、
や
が
て
そ
の
編
集
を
も
任
さ
れ
て
い
る
。
明
治
末
年
三
月
入
学
の
大
谷

は
一
日
一
五
時
間
勉
強
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
激
し
い
勉
強
に
対
し
、
布
施

は
「
苦
学
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
当
時
の
当
事
者
の
実

感
で
あ
ろ
う
。
夢
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
山
下
亀
三
郎
の
よ
う
に
、

あ
ま
り
勉
強
し
な
か
っ
た
と
い
う
者
も
当
然
、
存
在
し
た
が
、
全
体
と
し
て
明

治
期
学
生
は
勉
強
を
し
た
。

居
し
て
い
た
他
校
生
が
第
】
高
等
学
校
入
学
試
験
に
失
敗
し
て
自
殺
し
て
し
ま

い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
逆
に
多
田
理
助
は
名
も
知
ら

ぬ
貧
民
を
救
い
、
や
が
て
帰
省
の
途
次
、
そ
の
者
に
救
わ
れ
た
と
い
う
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
な
出
来
事
を
綴
っ
て
い
る
が
、
や
や
出
来
す
ぎ
の
気
嫌
い
は
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
リ
ア
ル
な
描
写
は
学
生
と
い
う
若
者
の
世
界
を
か
い
ま
み
る

思
い
で
あ
る
。
な
お
、
布
施
辰
治
は
法
律
の
勉
強
仲
間
も
お
り
、
ま
た
文
人
と

の
交
友
も
あ
る
。
文
学
と
法
律
の
双
方
で
著
作
活
動
に
当
り
、
両
立
さ
せ
た
と

い
う
驚
威
的
な
学
生
で
あ
る
。

健
　
康

学
校
や
住
居
の
周
辺

　
と
こ
ろ
が
、
不
慣
れ
な
東
京
生
活
、
未
熟
な
肉
体
、
過
度
な
ア
ル
バ
イ
ト
等
々
、

さ
ま
ざ
ま
な
悪
条
件
が
学
生
を
待
ち
か
ま
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
も
っ

と
も
ア
ル
バ
イ
ト
が
見
つ
か
っ
て
安
心
し
た
大
野
伴
睦
は
電
気
プ
ラ
ン
を
飲
み

す
ぎ
て
、
盲
腸
炎
に
な
り
、
一
時
、
帰
郷
し
た
。
伊
藤
左
千
夫
は
眼
病
を
わ
ず

ら
い
、
医
者
か
ら
見
離
さ
れ
、
出
世
が
で
き
な
い
と
絶
望
的
に
な
っ
た
。
ま
た
、

中
に
は
コ
レ
ラ
に
お
か
さ
れ
る
者
も
い
た
。
ま
た
昭
和
一
四
年
座
談
会
に
よ
れ

ば
教
員
は
学
生
の
体
が
悪
く
な
る
と
家
を
訪
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

友
人
・
知
人

　
伝
記
・
回
想
記
に
友
人
や
知
人
は
実
名
で
、
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
。
や
は

り
学
内
、
と
く
に
寄
宿
生
の
話
が
多
い
。
サ
ー
ク
ル
や
遊
興
に
関
す
る
も
の
も

あ
る
が
、
法
律
討
論
会
、
授
業
、
勉
強
会
も
含
め
た
学
習
・
学
問
に
関
す
る
も

の
が
多
い
。
学
外
の
者
に
つ
い
て
は
恩
人
と
の
め
ぐ
り
合
い
の
話
が
目
に
と
ま

る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
支
援
し
て
く
れ
た
り
、
施
し
を
し
て
く
れ
た
り
、
注
意

を
し
て
く
れ
た
こ
と
を
リ
ア
ル
に
綴
っ
て
、
感
謝
し
て
い
る
。
長
野
国
信
は
同

　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
明
治
一
〇
年
代
の
も
の
は
山
田
敏
の
も
の
が
群
を
抜

い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
明
治
十
八
年
頃
の
東
京
」
、
「
東
京
市
内
に
あ
つ
た
三
練

兵
場
」
、
「
新
聞
と
小
説
」
、
「
鹿
鳴
館
」
、
「
下
宿
」
と
い
う
五
節
で
綴
ら
れ
て
い

る
が
、
参
考
1
や
史
料
一
覧
9
に
項
目
を
整
理
し
て
み
た
。
彼
に
と
っ
て
は
や

は
り
、
建
造
物
と
か
、
交
通
機
関
と
い
っ
た
目
に
付
く
も
の
に
非
常
に
驚
い
て

い
る
。
ま
た
飲
食
店
に
も
興
味
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
も
観
察
し

て
お
り
、
当
時
の
上
京
学
生
の
関
心
事
を
分
析
す
る
の
に
は
格
好
の
資
料
で
あ

る
。
、
と
同
時
に
、
東
京
市
民
の
生
活
史
も
察
知
で
き
る
。

　
伝
記
・
回
想
記
に
は
神
田
の
小
川
町
、
錦
町
、
神
保
町
、
さ
ら
に
三
崎
町
に

あ
っ
た
劇
場
・
芝
居
小
屋
、
縁
日
、
飲
食
店
、
書
店
等
々
、
に
ぎ
わ
い
の
よ
う

す
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
利
用
し
た
と

い
う
伝
記
・
回
想
記
は
あ
ま
り
な
い
。
時
た
ま
、
あ
る
い
は
ご
く
稀
に
行
く
程

度
で
あ
ろ
う
。
「
用
も
な
い
の
に
、
ブ
ラ
ブ
ラ
し
て
い
た
」
と
関
田
猛
夫
が
吐

露
し
て
い
る
も
の
は
め
ず
ら
し
い
。
そ
の
関
田
で
す
ら
ミ
ル
ク
・
ホ
ー
ル
は
官

報
を
見
る
時
く
ら
い
で
、
学
生
は
あ
ま
り
行
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
富
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田
清
毅
に
よ
れ
ば
高
台
に
あ
る
ニ
コ
ラ
イ
堂
（
明
治
二
四
年
竣
工
）
に
目
を
見

は
る
学
生
も
い
た
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
、
学
生
の
町
は
都
市
生
活
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
描
写
は
体
験
記
よ
り
見
聞
記
の

気
嫌
い
が
す
る
。

働
　
そ
の
他

田
心
相
心
・
田
心
湖
制

　
明
治
前
期
、
日
本
国
中
、
う
ね
り
の
ご
と
く
わ
き
あ
が
っ
た
自
由
民
権
運
動

に
学
生
が
無
関
心
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
大
体
、
明
治
法

律
学
校
そ
の
も
の
が
、
民
権
期
の
真
っ
た
だ
中
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
所

産
で
あ
る
「
権
利
自
由
」
を
建
学
理
念
や
教
育
方
針
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
自
由
民
権
を
学
べ
る
学
校
で
あ
っ
た
。
前
記
し
た
利
光
鶴
松
は
上
京
後
、

自
由
民
権
運
動
の
メ
ッ
カ
・
多
摩
五
日
市
に
三
年
間
住
み
、
豪
農
民
権
家
深
沢

権
八
家
等
の
食
客
と
な
っ
た
り
、
自
由
党
員
と
し
て
奔
走
し
た
。
宮
城
県
登
米

か
ら
上
京
し
た
佐
藤
琢
治
は
明
治
法
律
学
校
生
の
傍
ら
、
地
元
民
権
家
と
情
報

を
交
換
し
合
っ
た
。
前
記
し
た
大
谷
は
「
自
由
党
の
壮
士
の
学
校
の
感
が
あ
っ

た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
彼
が
生
ま
れ
た
こ
ろ
に
は
と
う
に
自
由
民

権
の
時
代
は
過
ぎ
て
い
る
が
、
全
く
の
聞
き
つ
て
で
は
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

こ
う
し
た
運
動
に
対
し
、
政
府
は
得
意
の
法
令
制
定
に
よ
り
鎮
圧
し
よ
う
と
し

た
。
処
分
・
処
罰
で
あ
る
。
そ
の
弾
圧
は
日
に
日
に
強
ま
っ
た
。
と
く
に
教
員

や
学
生
は
標
的
と
さ
れ
た
。
演
説
会
に
行
く
学
生
は
一
時
、
退
学
の
措
置
を
と

る
学
校
側
の
配
慮
も
厳
し
い
状
況
と
な
っ
た
。
運
動
を
続
け
れ
ば
拘
引
さ
れ
た
。

佐
藤
琢
治
は
つ
い
に
編
集
し
た
『
通
信
録
』
が
発
禁
処
分
を
う
け
、
拘
置
さ
れ

た
。
そ
し
て
つ
い
に
保
安
条
例
に
よ
り
東
京
追
放
と
な
り
、
結
局
、
退
学
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
保
安
条

例
の
え
じ
き
と
な
っ
た
東
京
の
学
生
は
九
名
、
内
、
明
治
法
律
学
校
生
は
五
名

で
あ
る
（
「
郵
便
報
知
新
聞
」
明
治
二
〇
年
一
二
月
三
〇
日
）
。
復
学
を
し
た
大

野
伴
睦
は
大
声
で
桂
内
閣
打
倒
を
叫
び
、
学
帽
と
黒
紋
付
の
服
装
で
ス
テ
ッ
キ

を
う
ち
ふ
り
、
な
だ
れ
こ
み
、
つ
い
に
留
置
所
に
入
れ
ら
れ
た
。
学
校
・
学
問

の
枠
を
飛
び
出
し
、
再
び
学
生
と
な
っ
て
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
も
し
、
学
生
生
活
を
続
け
る
と
す
れ
ば
、
自
由
民
権
思
想
を
新
聞
や
雑
誌
で

見
聞
す
る
程
度
と
し
、
意
識
の
中
に
一
時
留
め
て
お
く
だ
け
に
す
る
か
、
法
に

抵
触
し
な
い
校
内
の
討
論
会
の
範
囲
で
活
動
す
る
か
、
あ
る
い
は
転
向
す
る
し

か
な
か
っ
た
。
利
光
は
司
法
試
験
突
破
を
め
ざ
し
、
在
学
期
間
は
表
立
っ
た
政

治
活
動
は
し
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
政
界
で
活
躍
を
し
た
。
し
た
が
っ
て
山
崎

今
朝
弥
や
布
施
辰
治
ら
も
明
治
三
〇
年
代
の
足
尾
銅
山
の
鉱
毒
事
件
で
は
運
動

に
同
調
し
つ
つ
も
、
直
接
行
動
は
と
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
卒
業
後
は
大
逆
事

件
等
、
弁
護
活
動
で
権
力
に
抵
抗
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
明
治
期
で
も
後
期
に
は
社
会
主
義
が
広
が
り
は
じ
め
る
が
、
の
ち
の
大

正
・
昭
和
期
ほ
ど
に
は
学
生
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
室
伏
孝
信
の
も
の
で
は
、

時
代
の
潮
流
で
避
け
が
た
い
と
思
っ
た
が
、
一
致
も
し
が
た
い
と
思
っ
た
と
あ

る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
学
生
が
学
内
に
政
治
思
想
団
体
を
結
成

す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

校
風
・
学
風

　
伝
記
・
回
想
記
に
は
明
治
法
律
学
校
の
校
風
と
か
学
風
と
し
て
、
「
質
実
剛

健
」
と
い
う
こ
と
ば
が
目
に
付
く
。
「
権
利
自
由
」
は
創
立
の
趣
旨
書
に
登
場

す
る
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
教
育
の
理
念
と
い
っ
て
よ
い
し
、
学
校
が
開
校
に
当
っ
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て
公
け
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
質
実
剛
健
」
の
方
は
あ
と
で
誰

か
れ
と
は
な
し
に
感
じ
た
り
、
思
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
昭
和
八
年
座
談
会

に
よ
れ
ば
、
開
校
時
の
生
徒
は
校
舎
の
わ
き
の
向
い
に
あ
る
鹿
鳴
館
に
石
を
投

げ
て
い
た
と
い
う
。
同
史
料
に
は
「
質
実
剛
健
」
の
気
風
は
創
立
当
時
か
ら
あ
っ

た
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
小
出
五
郎
は
「
質
実
剛
健
」

の
具
体
的
な
現
れ
と
し
て
、
洋
服
姿
は
見
当
ら
ず
、
ヒ
ゲ
を
生
や
し
た
も
の
が

多
い
「
維
新
風
の
熱
血
漢
」
と
し
、
議
論
を
す
る
と
な
ぐ
り
合
い
に
な
る
こ
と

を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
富
田
清
毅
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
「
蛮
的
書
生
の
横

行
」
と
題
し
、
上
野
の
山
で
黒
紋
の
大
男
が
揃
っ
て
詩
吟
を
う
な
っ
た
こ
と
を

描
写
し
て
い
る
。
長
谷
川
太
一
郎
は
、
学
内
で
は
、
当
時
、
一
部
に
は
や
っ
て

い
た
「
軟
派
」
の
学
生
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
畑
為
吉
は
「
質
実

剛
健
」
と
い
う
こ
と
ば
は
用
い
て
い
な
い
が
、
「
バ
ン
カ
ラ
」
と
表
現
し
、
ス

タ
イ
ル
は
小
倉
袴
に
紺
緋
の
筒
袖
姿
と
し
て
い
る
。
同
様
に
大
谷
美
隆
も
「
蛮

カ
ラ
な
学
校
」
で
「
全
国
の
壮
士
風
の
学
生
が
多
く
破
帽
弊
衣
で
平
然
と
し
て

闊
歩
」
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
質
実
剛
健
」
は
風
貌
、

ス
タ
イ
ル
、
行
動
か
ら
か
も
し
だ
さ
れ
る
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

ま
た
裕
福
で
は
な
い
学
生
に
と
っ
て
は
そ
の
方
が
過
ご
し
や
す
か
っ
た
面
も
あ

る
。　

逆
に
岸
本
辰
雄
ら
学
校
当
局
は
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
「
負
」
の
部
分
へ
の

対
応
に
も
苦
慮
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
代
の
最
先
端
を
ゆ
く
「
権
利
自
由
」

（
明
治
一
四
年
）
、
あ
る
い
は
教
育
方
針
で
あ
る
「
自
由
放
任
主
義
」
（
明
治
三

六
年
）
に
対
す
る
学
生
の
曲
解
・
誤
解
、
悪
の
り
で
あ
る
。
若
気
の
至
り
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
「
質
実
剛
健
」
ぶ
り
は
明
治
法
律
学
校

だ
け
の
こ
と
か
、
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
は
学
生
の
風
紀
を

な
げ
き
、
私
学
1
1
壮
士
養
成
所
化
を
批
判
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
強
弱

の
度
合
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
治
法
律
学
校
は
そ
の
比
率
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
、
学
習
院
や
慶
慮
義
塾
な
ど
と
住
み
分
け
を

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
出
身
の
階
層
、
出
身
地
（
例
え
ば
地
方
出
身

者
）
、
就
学
生
の
男
女
別
、
学
校
立
地
条
件
等
に
も
既
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。

　
ま
た
こ
の
「
質
実
剛
健
」
は
不
安
定
な
こ
と
ば
で
あ
る
し
、
ま
た
全
て
を
網

羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
八
角
真
は
平
出
修
に
つ
い
て
、
明
治
法
律

学
校
は
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
自
由
主
義
を
基
盤
と
し
た
在
野
の
民
権
法
学
研
究
、

人
材
育
成
の
実
践
の
場
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
確
か
に
学
究
的
、
反
骨

的
、
在
野
的
な
人
物
が
育
ち
は
じ
め
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
は
ま
た
学
内

に
お
い
て
ひ
と
つ
の
大
き
な
存
在
と
勢
力
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
明

治
期
の
司
法
専
門
家
養
成
と
し
て
の
明
治
法
律
学
校
で
は
や
が
て
総
合
大
学
と

し
て
の
明
治
大
学
を
め
ざ
す
中
で
、
大
勢
は
「
質
実
剛
健
」
の
校
風
で
あ
り
つ

つ
も
、
一
方
に
は
「
在
野
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
面
も
成
長
し
は
じ
め
た
と
い

え
よ
う
。
で
あ
る
か
ら
、
小
林
丑
三
郎
も
「
今
日
の
明
治
大
学
は
必
ず
し
も
法

律
の
知
識
の
み
を
以
て
立
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ

る
（
『
明
治
学
報
』
第
二
一
号
、
明
治
四
四
年
一
一
月
）
。
校
風
に
幅
が
で
き
て

き
た
し
、
そ
の
分
、
正
負
が
は
っ
き
り
し
て
い
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
。

　
な
お
、
文
科
教
授
の
岸
田
国
士
は
『
駿
台
新
報
』
（
昭
和
一
四
年
一
月
一
七

日
付
）
に
お
い
て
、
本
学
に
奉
じ
て
七
年
た
つ
も
、
ま
だ
気
風
は
の
み
込
め
な

い
。
私
立
学
校
の
場
合
は
官
立
と
は
違
い
、
市
民
的
自
治
や
近
代
性
を
も
と
に

築
く
べ
き
で
は
あ
る
が
、
無
理
に
つ
く
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、

校
風
に
つ
い
て
は
、
冷
静
に
一
文
を
寄
せ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は

す
で
に
明
治
期
に
「
法
科
鈍
物
」
な
る
者
が
「
本
校
の
校
風
に
就
て
」
（
『
学
叢
』

第
＝
一
号
、
明
治
四
四
年
一
月
）
の
中
で
本
校
の
校
風
は
制
帽
や
王
冠
を
か
ぶ
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せ
て
つ
く
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

求
　
職

　
や
や
誤
解
を
招
く
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
科
の
学
生
は
求
職
に
真
剣

で
あ
っ
た
。
在
学
中
、
司
法
試
験
を
突
破
し
た
も
の
は
中
退
し
て
職
業
に
付
い

た
。
当
然
、
卒
業
し
て
、
合
格
す
る
者
は
多
か
っ
た
。
司
法
試
験
の
合
否
は
即
、

就
職
に
影
響
し
た
。
合
格
し
た
者
は
故
郷
に
凱
旋
し
た
。
激
し
く
勉
強
し
た
利

光
鶴
松
は
洋
服
を
新
調
し
、
土
産
物
を
買
い
、
郷
里
の
大
分
に
帰
り
、
村
民
の

大
歓
迎
を
受
け
た
。
一
松
定
吉
は
は
れ
て
長
崎
へ
司
法
官
試
補
と
し
て
赴
任
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
法
科
で
も
、
他
科
と
同
様
、
全
て
が
司
法
試
験
を
受
け
る
わ
け
で

は
な
い
。
受
か
る
わ
け
で
も
な
い
。
の
ち
に
大
衆
作
家
に
な
っ
た
子
丹
沢
寛
は

新
聞
記
者
に
な
る
と
い
っ
て
、
月
謝
を
出
し
て
く
れ
た
内
海
月
杖
教
授
を
怒
ら

せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
マ
ス
コ
ミ
・
言
論
機
関
が
発
達
し
、
さ
ら
に

産
業
革
命
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、
民
間
会
社
等
に
就
職
す
る
者
も
増
加
し
た
。

そ
れ
を
望
む
学
生
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
養
成
の
明
治
法
律
学
校
か
ら
ゼ
ネ
ラ
リ

ス
ト
養
成
の
明
治
大
学
（
専
門
学
校
令
下
）
へ
転
換
す
る
中
で
、
急
増
し
て
い
っ

た
。

三
　
総
括
と
課
題

　
本
稿
は
学
生
史
に
つ
い
て
、
明
治
期
に
限
定
し
て
調
査
・
研
究
を
し
た
。
そ

の
た
め
に
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
こ
と
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
第
一
部
は
史
料

に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
生
関
係
の
史
料
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
こ
と
が
分
っ

た
。
そ
う
し
た
中
で
、
今
回
は
と
く
に
伝
記
・
回
想
記
に
注
目
し
た
。
こ
れ
ら

は
公
文
書
、
公
的
刊
行
物
と
は
異
な
る
有
用
性
、
利
点
が
あ
る
。
研
究
上
、
活

用
の
し
が
い
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
。

伝
記
と
回
想
記
の
違
い
、
伝
記
の
中
の
自
伝
と
他
伝
、
談
話
を
活
字
化
し
た
も

の
、
新
聞
雑
誌
へ
の
寄
稿
、
手
紙
・
葉
書
類
の
短
信
、
研
究
書
、
座
談
録
等
、

実
に
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。
ま
た
史
料
の
種
類
や
性
格
を
把
握
し
、
さ
ら
に
限
定

し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
こ
う
し
た
伝
記
・
回
想
記
の
問
題

点
、
取
り
扱
い
上
の
留
意
点
も
検
討
し
、
念
頭
に
置
い
た
。
学
生
史
の
研
究
の

た
め
に
は
史
料
調
査
後
、
整
理
や
扱
い
の
上
で
実
に
苦
慮
を
す
る
。
そ
の
こ
と

は
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
振
り
返
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
第
二
部
は
以
上

の
よ
う
に
し
て
、
よ
う
や
く
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
伝
記
・
回
想
記
の
内
容
検

討
に
入
っ
た
。
一
点
一
点
、
記
載
項
目
を
抽
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
大

項
目
四
つ
、
そ
の
下
の
中
項
目
二
〇
に
整
理
し
た
。
中
項
目
の
解
説
で
小
括
を

し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
重
複
を
避
け
る
た
め
に
、
ご
く
大
ま
か
に
総
括
を

す
る
。

　
①
彼
ら
は
立
身
出
世
を
夢
み
た
。
苦
労
す
る
こ
と
よ
り
も
自
立
し
、
「
え

　
　
ら
く
な
り
た
い
」
気
持
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
明
治
法
律
学

　
　
校
・
明
治
大
学
に
学
ん
だ
あ
と
は
、
民
間
色
・
在
野
性
が
曲
豆
か
に
な
り
、

　
　
そ
う
し
た
職
業
（
例
え
ば
弁
護
士
）
を
選
ぶ
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
②
地
方
出
身
者
の
者
が
多
い
。
彼
ら
は
ま
た
ひ
も
じ
い
思
い
を
し
て
出
て

　
　
き
た
ケ
ー
ス
が
目
立
つ
。
彼
ら
の
住
む
東
京
は
華
や
か
で
あ
っ
た
。
と
く

　
　
に
目
に
見
え
る
も
の
は
そ
の
よ
う
に
映
っ
た
。

　
③
だ
が
、
想
像
以
上
に
生
活
と
の
戦
い
に
あ
け
く
れ
た
者
が
少
な
く
な
い
。

　
　
た
だ
し
、
本
人
が
苦
労
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
少
な
い
。

　
④
　
生
活
費
が
豊
か
な
者
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
学
校
行
事
や
少
な
い
レ

　
　
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
は
か
な
り
熱
中
し
て
、
一
生
懸
命
、
当
る
。
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⑤
授
業
・
勉
強
に
対
す
る
熱
意
は
か
な
り
あ
る
。
目
標
も
あ
る
。

　
⑥
こ
う
し
た
彼
ら
の
学
生
生
活
は
、
校
訓
の
「
権
利
自
由
」
の
下
、
激
し

　
　
く
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
気
質
と
か
、
校
風
が
か
も
し
だ

　
　
さ
れ
る
。
「
質
実
剛
健
」
の
プ
ラ
ス
（
剛
直
、
在
野
等
）
と
マ
イ
ナ
ス

　
　
（
野
蛮
、
過
激
等
）
の
面
で
あ
る
。
そ
し
て
事
件
を
起
せ
ば
負
の
方
が
目

　
　
立
っ
た
。

　
⑦
一
方
、
専
門
家
養
成
の
明
治
法
律
学
校
か
ら
総
合
的
な
明
治
大
学
へ
転

　
　
換
す
る
中
で
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
性
も
成
長
し
は
じ
め
た
。

　
⑧
こ
の
時
期
は
ま
だ
学
生
に
と
っ
て
は
直
接
、
対
教
員
・
対
学
校
と
の
意

　
　
識
が
強
く
、
ま
だ
ま
だ
学
生
の
自
治
的
組
織
は
弱
い
。

　
さ
ら
に
極
論
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
明
治
期
の
学
生
は
目
的
を
持
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
激
し
く
勉
強
を
す
る
が
そ
の
一
方
、
蛮
行
も
目
立
つ
。
つ
ま
り
、

若
者
で
あ
る
彼
ら
は
社
会
や
思
想
を
も
ろ
に
受
け
と
め
、
ま
た
強
烈
に
表
現
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
彼
ら
は
も
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
「
正
」
（
良
い
方
）
へ
向
え
ば
独
自
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
性
を
よ
り

高
め
、
「
負
」
（
悪
い
方
）
に
向
え
ば
自
己
満
足
の
野
卑
さ
を
強
め
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
深
刻
な
状
況
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
か
ら
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
養

成
の
総
合
大
学
化
の
中
で
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
荒
波
を
乗
り
越
え
ん
と
す
る
明

治
法
律
学
校
・
明
治
大
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
今
後
の
課
題
は
多
い
し
、
か
つ
大
き
い
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
正
・

昭
和
の
戦
前
期
・
同
戦
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
時
期
的
・
時
代
的
な
状
況
は
大

き
く
変
容
す
る
し
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
も
短
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
史

料
の
種
類
も
数
量
も
増
加
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
取
り
扱
い
上
の
留

意
点
も
さ
ら
に
慎
重
に
す
る
必
要
も
あ
る
。
ま
た
、
伝
記
・
回
想
記
以
外
の
史

料
の
収
集
や
調
査
も
当
然
の
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
『
遊
学
日
記
」
や
親
や
友

人
ら
と
の
書
簡
等
々
、
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
内
で
は
な
く
、
全
く
の
学
外
関

係
者
が
明
大
生
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
感
じ
て
い
た
の
か
、
と
い
う

こ
と
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
『
学

校
評
判
記
』
や
『
学
校
紹
介
』
等
が
か
な
り
有
効
な
史
料
で
あ
ろ
う
。
と
に
も
、

か
く
に
も
学
校
当
局
、
学
生
、
校
友
の
総
合
的
な
把
握
は
ま
だ
時
間
と
手
間
を

要
す
る
。
だ
が
、
調
査
・
研
究
の
し
が
い
も
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
作
成
に
当
っ
て
、
山
田
敏
に
つ
い
て
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化

研
究
所
教
授
高
塩
博
氏
や
町
田
市
山
田
健
氏
に
御
教
示
・
御
協
力
を
い
た
だ
い

た
。
末
筆
な
が
ら
謝
憲
を
記
す
し
だ
い
で
あ
る
。

《
参
　
考
》

1

『
晩
成
園
随
筆
』
の
構
成
内
容

ω
　
山
田
敏
の
修
学
事
情

生
地
・
一
本
田
に
つ
い
て
（
慶
応
元
年
八
月
一
九
日
生
、
福
井
県
士
族
）

上
京
の
よ
う
す

　
①
家
〈
腕
車
〉
福
井
～
柳
ケ
瀬
〈
汽
車
〉
～
長
浜
　
②
〈
汽
車
〉
～
大
垣

　
〈
河
船
〉
～
桑
名
③
〈
人
力
車
〉
～
四
日
市
④
〈
船
〉
～
横
浜
⑤
〈
汽

　
車
〉
新
橋
〈
人
力
車
〉
～
林
屋
旅
館

入
学
し
た
明
治
法
律
学
校
（
明
治
二
一
年
六
月
卒
業
）

　
校
舎

　
時
間
割

　
授
業

明
治
一
八
・
一
九
年
頃
の
東
京
の
よ
う
す
《
資
料
》

下
宿
生
活
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京
橋
の
こ
ろ

　
駿
河
台
の
こ
ろ

そ
の
後
に
つ
い
て

　
家
業

　
そ
の
他

②
　
山
田
敏
の
見
た
東
京
、
生
活
し
た
東
京
（
そ
の
一
）

交
通

　
人
力
車
（
一
人
乗
、
二
人
乗
）

　
円
太
郎
馬
車

　
馬
車
鉄
道
（
品
川
～
上
野
～
浅
草
、
万
世
橋
よ
り
分
岐
～
本
郷
）

　
街
燈
（
ガ
ス
）

飲
食
店

　
和
食

　
　
松
田
（
京
橋
）
　
二
階
建
、
立
派
な
便
所

　
　
千
歳
（
新
橋
）
　
松
田
の
次

　
　
松
田
（
浅
草
雷
門
前
）

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
は
田
舎
者
を
驚
か
す
。
東
京
名
物

　
洋
食

　
　
精
養
軒
（
上
野
）

　
　
富
士
見
軒
（
九
段
）

　
　
三
橋
亭
（
上
野
広
小
路
）
　
四
・
五
皿
で
五
〇
銭
、
神
田
に
支
店

　
　
　
　
　
　
　
　
洋
食
店
に
大
衆
店
は
少
な
い
。
流
行
ら
な
い

　
牛
肉
料
理
店

　
　
い
ろ
は
（
三
田
）
　
東
京
中
に
い
ろ
は
四
八
の
店
と
い
う

　
そ
ば
店

　
　
藪
蕎
麦
（
団
子
坂
）

　
　
藪
蕎
麦
（
神
田
）
　
三
日
に
あ
け
ず
行
く

　
し
る
こ
屋

　
　
一
ニ
ケ
月
（
新
橋
竹
川
町
）
　
八
月
の
満
月
で
退
散

㈹
　
山
田
敏
の
見
た
、
生
活
し
た
東
京
（
そ
の
一
一
）

練
兵
場

　
日
比
谷
（
の
ち
に
日
比
谷
公
園
）

　
三
菱
ケ
原
（
の
ち
に
丸
の
内
）

　
三
崎
ケ
原
（
の
ち
に
新
市
街
）
　
駿
河
台
下
～
九
段
の
草
原
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
出
る

新
聞
・
小
説

　
新
聞

　
　
朝
野
新
聞
（
銀
座
）
　
末
広
重
恭

　
　
毎
日
新
聞
（
銀
座
）
　
沼
間
守
一

　
　
郵
便
報
知
新
聞
（
浜
町
か
蛎
殻
町
）

　
　
東
京
日
日
新
聞
（
銀
座
）

　
　
讃
売
新
聞
（
京
橋
）

　
　
時
事
新
報
　
　
　
　
　
福
澤
諭
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
者
は
上
流
の
有
識
者
・
大
商
店
等

　
小
説

　
　
雪
中
梅
　
末
広
鉄
腸
　
朝
野
新
聞
刊

　
　
佳
人
之
奇
遇
　
東
海
散
士

　
　
当
世
書
生
気
質
　
坪
内
迫
遥

お
い
は
ぎ
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雑
誌

　
　
明
治
法
律
学
校
・
東
京
専
門
学
校
・
慶
応
義
塾
の
機
関
紙

鹿
鳴
館

　
日
比
谷
練
兵
場
東
隣
の
明
地
。
人
家
稀
。
洋
風
建
物

　
外
国
人
法
官
反
対
者
へ
の
捜
査

下
宿

　
京
橋

　
　
下
宿
料
　
一
ケ
月
一
円
五
〇
銭
～
五
円

　
　
三
等
煉
瓦
の
家

　
　
四
畳
半
（
一
人
）
、
六
畳
（
二
人
）

　
　
食
事

　
　
　
朝
　
汁
、
漬
物
　
　
昼
　
あ
さ
り
剥
き
身
、
外
一
品

　
　
　
晩
焼
魚
、
外
一
品

　
　
転
居
　
二
年
間
に
五
・
六
度

　
駿
河
台

　
　
下
宿
屋
多
数

　
　
下
宿
料
　
一
ケ
月
七
・
七
円
（
六
畳
）

　
　
一
ケ
所
の
み
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（『

ｾ
治
法
学
』
第
二
〇
号

明
治
三
四
年
五
月

，

“
五
日
）

2制服・制帽

10

O
。
o
°

O
O

0
o

0　　0

o　O

ノ

o

o

o

0

o

o

o

o

o

O
O
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i
漣
1

（『

ｾ
治
法
律
学
校
二
十
年
史
」
）

3　南甲賀町校舎平面図（明治34年）

　　圖　面　李　舎　校
　　　　（一ノ分百六）

舎　　宿　　寄

寄

労控
室議含

寄
　
　
　
　
霜
　
　
　
　
舎

宿
舎 講　　弗

ｰ　　二

舎　　　宿　　　　寄

舎　宿　寄 欝蓬
舎宿寄

階

上

上棲堂

弟
三
講

倉

庫

舎　　宿　　寄

舎寄

h
舎宿

室編

S 寄
宿
舎文

庫

、

携講

w師
厨
書
閲
賢
室

講
鍵
野

十
庭

長事

ｺ耕文
出
版
庫
部 課務學

含
計
認

砺癒第
{三

食

階

下



4　討論会における西園寺公望の決裁（『駿台新報」昭和9年1月1日付）

商科同窓会名称一覧5

卒
業
年
度
封
比
「
郎
、
明
會
表
」

　
　
　
　
（
明
治
大
學
商
科
同
窓
會
）

明
治
四
十
年

昭昭昭昭昭昭昭同同同同同同同同同同同同同大同同同同同

　　　　　　　十十十十十　　　　　　　　 四四四四四
　　　　　　　　　　　十九八七六五四三二十十十十十八七六五四三二　　　　　　　五四三ニー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五四三ニー
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年

二二二二二二二二十十十十十十十十十十九八七六五四三ニー
駄晶竺±齢舖蘇臨藤郎9tS郎郎郎郎郎郎郎郎
郎郎郎郎郎郎郎會會會會會會會會會會會會會會會會會會會會
會會會會會會會　　　（
　　　　　　　　　　専
　　　　　　　　　　門
同同同同同同同同同同部
　　　　　　　　　　）

　
一
明
會

　
二
明
會

　
三
明
會

　
四
明
會

　
五
明
會

　
六
明
會

　
七
明
會

　
八
明
會

　
九
明
會

　
十
明
會

十
一
明
會

（
學
部
）

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

一
雄
會
（
夜
専
）

二
雄
會
　
　
同

（『

､
科
同
窓
会
誌
』
昭
和
八
年
一
二
月
号
）

一25一



史料一覧（伝記・回想記・座談録）

1．駿台新報

発行日大正15年10月2日

発行所明治大学新聞学会

ひとびと（一）　明大の昔ぱなし　月謝金三十銭

山口　憲

明治14年1月入学、同15年卒業　第1期卒業生

校舎

月謝

開校事情（とくに資金について）

卒業試験の方法

　日本最年少代言人

新聞掲載

　自伝（活字、談話録）

2．新仏教

発行日明治38年1、2、4、6月

著者　伊藤左千夫

家庭小言

伊藤左千夫

明治14年3月入学、同年中退

家庭問題

上京

入学

眼病と帰郷

再上京

　自伝（活字、評論）

二万校友の一番の兄　山口憲のこと

〈各史料の掲載順序〉

　資料名

　発行日

　著者・発行所

　題　名

　人物名

　在学期間

　項　目

　形態等

3．井上篤太郎翁

発行日昭和28年7月25日

著者・編集兼発行井上篤太郎翁伝記刊行会

井上篤太郎

明治12年再上京、同15年まで在学

再上京

再帰郷

入学

一26一



再々帰郷

他伝（活字本）

4．（長直四郎回顧録）

発行日不明

長直四郎（直城）執筆

長直四郎（直城）

明治14、15年頃聴講

聴講

他に創立者らの司法省法学校時代（とくに五人組について）、矢代操との関係

　自伝（あとで本人がまとめたもの、手書き、1部活字）

5．谷山国信翁と蔵輝庵

発行日昭和16年9月1日

著者一月三舟楼主人（鹿児島新聞社主筆の小原月南のこと）

発行所谷山国信

谷山国信

明治15年1月入学、同18年4月卒業本年（昭和16年秋、82歳）

上京理由

学資金の使い方

塾監と移転式（とくにランプについて）

講師西園寺公望の指導

運動会

法律学校の経営

談話をそのまま載せ、時々、著者が繋いでいる

　自伝・他伝（活字本）

6．明治大学出身

発行日昭和41年4月10日

編集・発行ダイヤモンド社

山下亀三郎

明治17年入学、中退（18年ころ）

志望理由

勉強

他の人物も含む

他伝

7．駿台新報

発行日大正14年1月19日
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発行所明治大学新聞学会

今月十七日は　明治大学の　創立記念日　授業は昨年通り休む　記念日をトして　井本氏往時を

語る

井本常治

明治17年1月入学、同19年5月卒業

開校の事情、場所

進級試験

下宿料

月謝

　1月17日は震災復興過程のたあに、休み

新聞掲載

　自伝（活字、談話録）

8．利光鶴松翁手記

発行日昭和32年7月20日

筆者利光鶴松

編集・発行小田急電鉄

利光鶴松

明治19年4月入学、同20年10月中退

五日市の時代

法学修業の動機

学生生活（学資、文具、入浴、試験等）

代言試験

本人の筆録をのちに同社が刊行したもの

　自伝（活字本）

9．明治の気骨　利光鶴松伝

発行日2000年8月18日

著者渡邊行男

発行所葺書房

利光鶴松

　明治19年4入学、同20年10月中退

出奔

五日市時代

入学

勉強、文具

　生活

司法試験

叔父品吉入学
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他伝（活字本）

10．晩成園随筆

　発行日昭和17年2月20日

　著者山田敏

　発行所帝国農会

　山田敏

　明治18年10月20日入学、同21年6月卒業

　校舎の位置、建物

　講i義、カリキュラム

　東京のようす（乗り物、ガス燈、食堂、練兵場、新聞雑誌等）別紙参照

　鹿鳴館（とくにボワソナードのこと）

　下宿

　自伝（活字本）

11．在学時代の思ひ出

　駿台　創刊号

　発行日昭和14年12月20日

　編輯発行明治大学校友会本部

　寺島久松

　明治21年入学、同23年7月法科卒業

　校舎

　気風

　帝大観

　帝大監督下の状況

　現在の学校

　雑誌掲載

　自伝（活字）

12．駿台新報

　発行日昭和8年1月1日

　発行所明治大学新聞学会

　その頃の思い出　今は昔・法律学校時代　蛮的書生の横行

　富田清毅（本名太一郎）

　明治23年7月卒業

　校舎の場所、建物（南甲賀町校舎）

　授業風景

　教員（とくに授業法）

　法律討論会
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勉強方法

商科増設

服装

食事

寄席

運動会

新聞

新聞掲載

自伝（活字）

13．佐藤慶太郎

　発行日昭和17年4月25日

　著者横田章（佐藤慶太郎伝記編纂会代表）

　発行所大日本生活協会

　佐藤慶太郎

　明治20年入学、同23年7月卒業

　上京の動機

　入学理由

　建物

　カリキュラム

　下宿生活（人間関係）

　卒業試験

　他伝（活字本）

14．天童学生会雑誌第5号

　発行日昭和7年12月5日

　発行所天童学生会

　我が体験を語る

　佐々木忠蔵（同会顧問）

　明治20年10月1日入学、同25年7月卒業

　2度目の学生生活

　似顔絵

　雑誌掲載

　自伝（活字）

15．非戦論者安藤正楽の生涯

　発行日昭和53年4月30日

　著者山上次郎

　発行所古川書房
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　安藤正楽

　明治22年10月入学、同25年7月卒業

　入学

　巌谷孫蔵について

　とくに巌谷については、聞き取りのまま掲載

　他伝（活字本）

16．明治法律学校時代の卒業生から聞いた学校と学生気質の記録

　筆記大正7年、斉藤栄一筆（大正8年卒業）

　話者畑為吉談（校友支部会にて）

　明治25年7月卒業

　経営者（とくに岸本辰雄の特別生制度について）

　服装

　学生指導

　質屋および質屋通いについて

　自伝（聞き取り、手書き）

17．多田理助翁

　発行日昭和11年6月11日

　著者後藤嘉一

　発行所多田理助翁伝記刊行会

　多田理助

　明治16年入学、同25年帰郷（中退）

　恩師との再会と入学事情

　身を寄せた宮城浩蔵について

　帰郷の理由

　在学中の友人（とくに山形県出身者）

　貧人との関わり

　執筆者・監修者について明記

　他伝（活字本）

18．学生自活法

　明治36年1月25日

　発行兼印刷所金港堂書籍株式会社

　知名の弁護士B氏

　B氏

　明治23年上京　同24年頃入学　同27年頃卒業

　プロフィール

　上京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一31一



求職

入学

星亨との出会い

遊学案内書の成功例欄に掲載

相馬事件関係資料あり

他の人物も含む

他伝（活字本）

19．明治大学新聞

　発行日昭和25年11月15日

　発行所明治大学新聞学会

　あし跡　遊学に決起の思い　　感慨無量

　小出五郎

　明治25年（20歳）上京・入学、同28年卒業

　教員

　講義

　学生層・風貌

　ディスカッション・討論

　下宿生活

　スポーツ・運動会

　新聞掲載

　自伝（活字）

20．駿台新報

　発行日昭和7年12月10日

　発行所明治大学新聞学会

　その頃の想出　制服制定時代

　豊田国松

　明治33年7月卒業

　食堂

　制服と学生の服装

　特別生制度

　講義

　寄宿生活

　周辺の寄席・劇場

　新聞掲載

　自伝（活字、談話録）

一お巡りさんそつくり一
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21。山崎今朝弥

　発行日1972年1月31日

　著者森長英三郎

　発行所紀伊国屋書店

　山崎今朝弥

　明治32年3月入学、同34年7月卒業

　入学

　試験、成績

　足尾鉱毒事件

　他伝（活字本）

22．涙を憤りと共に　一布施辰治の生涯一

　発行日昭和29年2月15日

　著者小生夢坊、本多定善

　発行所学風書院

　布施辰治

　明治33年秋入学、同35年7月卒業

　上京

　入学

　勉強

　足尾鉱毒事件

　判検事登用試験

　他伝（活字本）

23．風雪九十年　前編

　発行日昭和38年12月20日

　著者一松定吉

　発行所東京書房

　一松定吉

　明治32年10月10日入学、同35年7月卒業

　上京後の求職

　夜学における受講

　下宿の勉強

　友人との勉強

　年譜は後編にあり

　自伝（活字本）

24．商科同窓会誌

　発行日昭和14年12月20日
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　発行所商科同窓会本部

　学窓回顧　四十年前の明大

　河西善太郎

　明治35年7月法科卒業

　弁護士試験合格（明治35年秋、19歳）

　雑誌掲載

　自伝（活字）

25．明治大学新聞

　発行日昭和25年11月15日

　発行所明治大学新聞学会

　制服制帽と学生

　布施辰治

　明治33年入学、同35年7月卒業

　制服制帽の制度

　当時の学生の服装

　討論会

　新聞掲載

　自伝（活字）

26．ある弁護士の生涯　一布施辰治一

　発行日昭和38年3月20日

　著者布施柑治

　発行所岩波書店

　布施辰治

　明治33年秋入学、同35年7月卒業

　上京

　入学

　留学生との交流

　判検事登用試験

　他伝（活字本）

27．往年の学風

　発行日昭和15年8月

　著者猪俣漠清

　編集・発行所朝日新聞社

　猪俣漢清

　明治33年9月入学、同36年7月卒業（明治法律学校最後の卒業生）

　校舎
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制服

スポーツ

教員と授業（とくに教員のニック・ネーム）

討論および討論会（とくに五大法律学校の討論会や下宿・授業後のようす）

模擬裁判

編著の体裁

自伝（活字本）

28．平出修研究　四　作品追録（二）講演と作品批評（特集　修と法律学校）

　発行日昭和47年10月10日

　編集・発行所平出修研究刊行会

　著者八角（ほすみ）真

　平出修

　明治34年1月入学、同36年7月卒業

　平出修と文化活動

　　修の人間形成における二つの要因（明治法律学校…学校の教育・校風、一松定吉について、討

　　論会、成績等；郷土新潟…風土）

　「刻苦勉励」と題した一松定吉自身の随想や明治法律学校関係資料も掲載

　「刻苦勉励」

　講演録

　他伝（活字本）

29．平出修伝

　発行日1988年4月30日

　発行所春秋社

　著者平出彬（修の三男）

　平出修

　明治34年1月入学、同36年7月卒業

　上京

　下宿

　創立者らのこと

　文芸活動

　法律論の寄稿

　法律書の刊行

　勉強会

　他伝（活字本）

30．大逆事件に挑んだロマンチスト　平出修の位相

　発行日1995年4月26日
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編者平出修刊行会

発行所同時代社

平出修

明治34年1月入学、同36年7月卒業

法律家　修

　八角真の研究

　弁護士選択の理由

　在学中の著述

他伝（活字本）

31．明治大学新聞

　発行日昭和28年12月7日

　発行所明治大学新聞学会

　私の学んだ頃　五人の先輩にきく

　近藤由太郎

　明治40年7月商科卒業（一期生）

　教員

　ノート、講義録

　先輩（法学部生）

　新聞掲載

　自伝（活字、談話録）

32．商科同窓会誌

　発行日昭和8年12月5日

　発行所商科同窓会本部

　商科草創期時代の明大寄宿舎の思ひ出

　柳子（ペンネーム）

　明治41年卒業（次郎会）

　学科

　校舎

　費用

　食事

　蚤

　舎監・部長

　勉強

　遊興

　端艇部

　運動会

　商科寄宿生
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寄宿舎の特長

雑誌掲載

自伝（活字）

33．商科同窓会誌

　発行日昭和14年12月20日

　編輯兼発行豊島稲城

　発行所商科同窓会本部

　学窓回顧　在学時代の思ひ出

　渡辺善造　明治43年7月政科大学卒業

　在籍学部について

　卒業式

　校舎

　教員

　校内誌と寄稿

　雄弁会（とくに発会式と江間俊一について、

　運動会

　雑誌掲載

　自伝（活字）

この項のスペース多大）

34．商科同窓会誌

　発行日昭和8年12月5日

　発行所商科同窓会本部

　岡田猛夫（四郎会）

　明治43年商科卒業

　校舎、教室

　服装

　食堂、ミルク・ホール

　書店

　活動写真、寄席

　スポーツ（とくにサークルとボート・レース）

　教職員

　雑誌掲載

　自伝（活字）

35．明治大学新聞

　発行日昭和39年4月2日

　発行所明治大学新聞学会

　二十円あれば十分　明治のよき世の学生生活
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長谷川太一郎

明治41年秋法科入学、同44年7月卒業

神田の街（商店、交通、下宿屋）

転居

服装

文具・教材

学費

長谷川の談話を記者がまとめたものと思われる。最後に本人の直談あり

新聞掲載

自伝（活字、談話録）

36．明治大学新聞

　発行日昭和25年11月15日

　発行所明治大学新聞学会

　弁護士の試験追憶

　長谷川太一郎

　明治41年秋入学（42年前）、同44年7月法科卒業

　校舎、教室

　下宿（とくにランプについて）

　服装

　討論会、擬国会

　司法試験

　新聞掲載

　自伝（活字）

37．駿台新報

　発行日昭和12年2月27日

　発行所明治大学新聞学会

　母校の若き友への手紙　一青年の時代が来た一

　室伏高信

　明治44年頃在学

　校舎

　校長（岸本辰雄）

　思潮

　当時の法律政治論争

　「私はいま母校の若き友の諸君のことを考へながら、同時に私の在学時代のことを考へてゐます」

　新聞掲載

　自伝（活字、講演録）
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38．長野国助

　発行日昭和51年3月25日

　編集兼発行「長野国助」伝刊行会

　長野国助

　明治43年初頭聴講生、同45年7月卒業

　求職

　帰郷

　再上京と入学

　知友（とくに恩人）

　他伝（活字本）

39．学生時代の追想

　発行日昭和22年2月1日

　発行所竹井書房

　明大学生気質

　大谷美隆

　明治45年3月入学、大正3年7月卒業

　法科教授

　学生気質

　自炊生活

　学費、生活費

　同級生

　教員

　授業

　留学

　学生気質の変化

　校舎

　他の人物も含む

　自伝（活字本）

40．駿台新報

　発行日昭和8年10月21日

　発行所明治大学新聞学会

　校友訪問記（その十七）

　新聞記者から大衆作家に転向した下母沢寛氏

　下母沢寛（本名梅谷松太郎）

　大正3年7月法科卒業

　支援者

　就職
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新聞掲載

自伝（活字、談話をまとめ直したもの）

41．大野伴睦回想録

　発行日昭和37年9月20日

　著者大野伴睦

　発行所弘文堂

　明治43年4月入学、中退

　大野伴睦

　上京

　アルバイト

　入学

　病気

　帰郷

　再上京

　自伝（活字本）

42．大野伴睦

　発行日昭和45年5月29日

　編纂大野伴睦先生追想録刊行会編集委員

　発行所大野伴睦先生追想録刊行会

　大野伴睦

　明治43年4月入学、中退

　上京

　入学

　病気

　再上京

　他伝（活字本）

43．駿台新報

　発行日昭和8年1月1日

　発行所明治大学新聞学会

　その頃の思出　楽隊入りで騎馬行進

　森吉次郎（会計課）

　南甲賀町校舎在学

　校舎の位置、建物

　食堂（とくに中村について）

　運動会

　新聞掲載
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自伝（活字、談話録）

44．明治大学学報　明大学会

　発行所明治大学学報発行所

　齋藤孝治

　明治14年1月入学、同15年10月卒業

　第157号（昭和4年12月号）

　　故齋藤孝治君追想談（其一）

　第158号（昭和5年1月号）

　　故齋藤孝治君追想談（其二）

　第159号（昭和5年2月号）

　　故齋藤孝治君追想談（其三）

　学生ながら経営実務（学校開設、塾監、八王子分校の開設、校舎移転）

　学生の世話（金銭面、下宿、衣服等）

　校誌掲載

　他伝（座談録）

45．駿台新報

　明治大学創立当時物語

　発行所明治大学新聞学会

　昭和8・12・2

　　明治大学創立当時物語座談会

　　記念館貴賓室、安部遜、安田繁次郎（ともに明治14年1月入学、同15年10月卒業、第1期生）

　　開校式、安部入学の経緯、岸本と宮城の帰朝、下宿

　昭和9・1・1

　　大学初期物語座談会（その二）

　　記念館貴賓室、安部・安田

　　安田の生立ち、西園寺公望帰朝と明治法律学校創立、安田の入学、明治法律学校設立、開校式

　昭和9年1月1日

　　一回目の座談会余禄

　　開校の準備、賄い、魚とり、スポーツ、気風

　昭和9・1・13

　　明治大学初期物語（その三）

　　記念館貴賓室、安田

　　創立者、創立趣意書、創立者を支えた人々、教室、開校式、講師、灯火、経済学講義

　昭和9・1・20

　　明治大学初期物語（その四）

　　記念館貴賓室、安田

　　西園寺公望、スパイ、気風、教員と生徒、官憲侵入、第一期生、卒業式、演説会参加
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昭和9・3・24

　明治大学初期物語（その五）

　記念館貴賓室、安田

　卒業試験、校誌創刊、判事登用試験、二科制、校友総会、帝大監督

昭和9・3・31

　明治大学初期物語（その六）

　安田

　西園寺公望

昭和9・5・26

　明治大学初期物語

　安田

　物語を終わるに臨みて

　（注）　「その五」までは、「明治大学史紀要』第2号（昭和57年3月31日、明治大学）収載

新聞掲載

自伝、他伝（座談録）

46．駿台創刊号

　発行日昭和14年12月20日

　編輯発行明治大学校友会本部

　懐古座談会

　教員赴任事情、志望校選択理由、有楽町の校舎、監督条規下の試験、校誌、講義録、入学試験、

　演説会参加、授業、校名、教員、生徒の年齢、自由民権運動

　　（注）　全文、『歴史編纂資料室報告』第6号（昭和49年3月31日、明治大学）収載

　　　　　歴史編纂資料室とは当歴史編纂事務室の前身

　雑誌掲載

　自伝、他伝（座談録）

47．駿　　台

　発行日昭和14年12月20日

　発行所明治大学校友会本部

　雁来紅校友寸楮通信

　中沢不二雄明治45年春入学

　　野球部、電車

　佐々木善太郎

　　明治45年頃在学白瀬中尉南極制服

　　明治天皇崩御

　　遥拝式

　加藤正満（正衛）明治40年7月法科卒業

　　寄宿舎
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　一ケ瀬六十治明治37。8年在学

　　私学蔑視

　安倍義市　明治34年入学、37年卒業

　　校舎

　　教員（とくに岡田朝太郎）

　　下宿

　　卒業式後の記念写真

　尾佐竹猛　明治29年入学、32年7月10日卒業

　　在学時の学校の状況

　　生活

　豊田国松大学部第1回生、明治36年入学、41年卒業

　　私学

　　制服制帽

　羽田長七郎（羽生）　南甲賀町校舎時代在学　明治38年7月卒業

　　寄宿舎

　　牛肉料理店

　　下宿

　　生活費

　猪瀬忠次錦町予科・南甲賀町校舎時代在学

　校舎

　子母沢寛（本名梅谷松太郎）大正3年7月法科卒業

　服装

　書生

　同窓生（大谷美隆、山崎佐六）

　雑誌掲載

　自伝（通信録）

48．駿台新報

　発行日昭和14年1月17日

　発行所明治大学新聞学会

　学園創立記念日に明治法律学校当時を総長追憶して語る

　木下友三郎

　総長

　開校当初の場所

　創立記念日

　参考扱い（木下は明治法律学校生ではない）

　新聞掲載

　自伝（活字、談話録）
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間
力
十
日
目
一
二
回
位
ナ
リ
　
夏
ハ
水
浴
ニ
テ
全
然
入

浴
セ
ズ
　
以
テ
湯
銭
二
苦
シ
メ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
　
最
モ
堪
工
難
キ
ハ
蚊
ノ
攻
撃
ナ
リ

蚊
帳
ノ
如
キ
ハ
固
ヨ
リ
所
持
ス
ベ
キ
筈
ナ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
　
予
ノ
明
治
法
律
学
校
時
代

モ
可
ナ
リ
苦
痛
ノ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ナ
リ
幸
ニ
シ
テ
代
言
試
験
二
及
第
ス
ル
コ
ト
早
ク

叔
父
モ
　
予
モ
早
ク
苦
境
ヲ
脱
ス
ル
ヲ
得
シ
ハ
僥
倖
ト
云
ウ
ベ
キ
ナ
リ
　
斯
ル
苦
痛
ヲ

忍
ビ
ナ
ガ
ラ
モ
　
学
校
二
於
テ
ハ
進
級
点
ヲ
取
得
シ
テ
　
一
時
二
二
級
飛
ビ
上
ガ
リ

司
法
省
ノ
試
験
二
於
テ
ハ
　
受
験
者
三
千
名
モ
ア
リ
テ
　
僅
力
十
七
名
ノ
合
格
者
中
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筆
頭
合
格
者
ト
シ
テ
ノ
光
栄
ヲ
得
タ
リ
　
在
学
僅
力
一
力
年
ニ
テ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

サ
エ
　
無
謀
借
越
ト
思
イ
シ
ニ
　
如
此
キ
ノ
結
果
ヲ
占
メ
シ
バ
　
全
ク
僥
倖
タ
ル
コ
ト

勿
論
ナ
レ
ド
　
抑
モ
亦
　
叔
父
ト
　
予
ト
ノ
苦
心
ヲ
　
天
ガ
憐
マ
レ
タ
ル
ノ
賜
ナ
ラ
ズ

ト
セ
ン
ヤ
　
予
ガ
永
キ
書
生
生
活
ハ
芽
出
度
終
リ
ヲ
告
ゲ
タ
リ

国

代
言
人
試
験
二
及
第
シ
　
叔
父
ト
相
携
エ
テ
故
郷
二
帰
ル

　
予
ハ
明
治
二
十
年
十
月
　
官
報
紙
上
ニ
テ
　
代
言
人
試
験
合
格
ノ
事
ヲ
知
ル
ヤ
　
即

日
　
神
田
橋
ヨ
リ
八
王
子
通
イ
ノ
馬
車
二
乗
リ
込
ミ
テ
　
北
多
摩
郡
布
田
町
二
　
叔
父

ヲ
訪
イ
　
即
刻
巡
査
ノ
辞
職
願
ヲ
提
出
セ
シ
メ
　
又
　
叔
父
ヲ
促
シ
テ
其
日
ノ
内
二

五
日
市
町
二
赴
キ
　
伊
東
道
友
、
深
沢
権
八
、
権
八
氏
ノ
父
　
深
沢
名
生
ノ
三
氏
ヲ
訪

ピ
タ
リ
　
以
上
三
氏
ハ
最
モ
　
予
ノ
成
功
ヲ
喜
ブ
ノ
人
ナ
ル
ヲ
知
レ
バ
ナ
リ
　
五
日
市

ニ
テ
　
深
沢
氏
ヨ
リ
金
五
十
円
ヲ
借
リ
受
ケ
テ
　
翌
日
帰
京
シ
之
ヲ
以
テ
免
許
料
十
円

ヲ
納
メ
テ
　
代
言
人
ノ
免
許
状
ヲ
受
ケ
取
リ
　
其
残
金
ト
　
叔
父
ガ
辞
職
シ
テ
　
警
察

署
ヨ
リ
下
附
セ
ラ
レ
タ
ル
金
円
ト
ヲ
以
テ
　
叔
父
ト
　
予
ノ
洋
服
ヲ
新
調
シ
　
土
産
物

ヲ
買
イ
求
メ
　
横
浜
ヨ
リ
汽
船
ニ
テ
　
神
戸
二
向
イ
　
神
戸
ヨ
リ
又
　
商
船
会
社
ノ
汽

船
二
乗
リ
替
工
　
別
府
二
向
イ
　
植
田
二
帰
郷
シ
テ
　
母
二
面
謁
セ
シ
ハ
明
治
二
十
年

十
一
月
ノ
初
メ
ニ
テ
　
此
際
ノ
　
母
ノ
喜
ビ
ハ
実
二
非
常
ナ
リ
シ
　
伯
父
近
松
ノ
喜
ビ

モ
亦
甚
ダ
シ
カ
リ
シ
　
其
外
　
村
ノ
人
モ
　
親
族
モ
亦
皆
大
二
喜
ピ
タ
リ
　
予
ハ
　
母

ト
　
伯
父
ト
ニ
謀
リ
　
代
言
事
務
所
開
業
ノ
資
金
千
円
計
リ
ヲ
調
達
シ
　
尚
　
母
ニ
モ

共
二
上
京
ヲ
勧
メ
タ
ル
ニ
　
母
ハ
異
議
ナ
ク
之
ヲ
諾
シ
タ
レ
ド
モ
都
合
上
予
ハ
一

足
前
二
出
発
シ
テ
上
京
シ
　
家
ヲ
猿
楽
町
二
借
リ
テ
事
務
所
ト
シ
タ
リ
　
明
治
二
十
年

十
二
月
ナ
リ
　
母
ハ
翌
明
治
二
十
一
年
一
月
　
叔
父
品
吉
ト
共
二
上
京
セ
ラ
レ
タ
リ

是
レ
ヨ
リ
後
　
大
正
元
年
大
往
生
ヲ
遂
グ
ル
迄
満
二
十
五
年
間
　
母
ト
　
予
ハ
一
家
庭

ノ
下
二
暮
シ
タ
リ
　
叔
父
品
吉
ハ
明
治
二
十
四
年
迄
　
予
ト
同
居
シ
テ
明
治
法
律
学
校

二
通
学
シ
　
芽
出
度
弁
護
士
ト
ナ
リ
互
イ
ニ
提
携
シ
テ
　
法
律
事
務
ヲ
取
リ
後
　
判
事

ト
ナ
リ
大
正
九
年
死
亡
ノ
時
迄
　
是
亦
兄
弟
ノ
如
ク
　
親
友
ノ
如
ク
互
イ
ニ
相
親
シ
ク

暮
ラ
シ
タ
リ
　
叔
父
品
吉
ノ
事
ハ
他
日
　
詳
細
二
物
語
ル
ノ
時
機
ア
ル
ベ
シ

史
　
料
　
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
田

　
　
東
京
へ
の
初
旅

　
明
治
十
九
年
の
秋
、
留
学
の
為
め
初
あ
て
上
京
し
た
。
↓
2
1
年
6
月
卒
業

　
先
ず
第
一
日
に
は
午
前
三
時
頃
に
家
を
出
て
、
腕
車
で
福
井
、
鯖
江
、
武
生
、
今
庄

を
経
て
朽
の
木
峠
を
越
し
て
、
夕
方
頃
に
柳
が
瀬
に
著
い
た
。
其
頃
の
車
夫
の
足
の
達

者
な
こ
と
は
今
の
者
の
想
像
も
出
来
ぬ
位
で
あ
っ
た
。
此
一
日
に
約
二
十
二
三
里
を
走

り
続
け
た
の
で
あ
る
。
尤
も
途
中
四
五
箇
所
は
昼
飯
や
何
か
で
休
息
す
る
が
、
そ
れ
も

暫
く
の
間
で
、
兎
も
角
一
日
走
り
通
し
で
あ
る
。
そ
れ
に
又
、
車
の
上
の
人
間
も
今
か

ら
見
る
と
我
慢
が
強
か
っ
た
も
の
か
、
大
形
の
柳
行
李
を
足
に
は
さ
ん
で
、
一
日
中
、

平
気
で
乗
っ
て
居
っ
た
。
今
な
ら
、
半
日
も
車
上
に
あ
れ
ば
腰
が
痛
い
と
て
屍
古
垂
れ

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
柳
が
瀬
の
旅
館
に
著
い
て
、
や
れ
や
れ
と
休
息
し
て
、
汽
車
の
来
る
の
を

待
つ
の
で
あ
る
。
さ
て
其
汽
車
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
云
う
に
、
敦
賀
大
垣
間
が
開
通

し
て
あ
っ
た
。
京
都
へ
行
く
の
に
は
長
浜
か
ら
汽
船
で
大
津
へ
行
き
、
そ
れ
か
ら
汽
車

で
京
都
、
大
阪
、
神
戸
と
行
か
れ
た
が
、
東
京
行
き
は
大
垣
が
汽
車
の
終
点
で
、
其
以

東
は
ま
だ
無
か
っ
た
か
ら
、
敦
賀
発
大
垣
行
の
汽
車
が
柳
が
瀬
を
通
過
す
る
の
を
待
っ

て
、
そ
れ
に
乗
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
都
合
で
長
浜
止
ま
り
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
又

幸
い
に
大
垣
ま
で
行
け
る
の
な
ら
大
垣
ま
で
足
を
延
し
て
第
］
日
の
日
程
を
了
る
の
で

あ
る
が
、
終
列
車
は
多
く
長
浜
で
止
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
日
目
に
は
ゆ
っ
く
り
し
て
長
浜
を
出
て
大
垣
ま
で
汽
車
で
行
き
、
又
こ
こ
で
休
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息
し
て
桑
名
へ
の
夜
船
を
待
つ
の
で
あ
る
。
長
浜
で
は
井
筒
屋
、
大
垣
で
は
安
田
屋
と

云
う
旅
館
の
名
が
今
で
も
頭
に
残
っ
て
居
る
。
夕
飯
後
、
夜
船
に
乗
込
ん
で
揖
斐
川
の

藍
荻
の
間
に
夢
を
結
ぶ
の
が
第
二
日
の
夜
で
あ
る
が
、
此
夜
船
の
一
晩
は
此
道
中
で
最

も
趣
味
の
あ
っ
た
も
の
で
、
餅
く
ら
わ
ん
か
で
有
名
な
淀
の
三
十
石
に
は
乗
っ
た
こ
と

が
な
い
か
ら
比
較
は
出
来
ぬ
が
、
先
ず
こ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
船
の
構
造
は
普
通
の
河
船
に
低
き
屋
根
を
造
り
、
両
側
に
は
小
さ
な
硝
子
の
入
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
え
ん

板
戸
が
あ
り
、
其
外
に
は
船
子
が
行
き
通
う
狭
き
板
縁
が
取
り
附
け
ら
れ
て
あ
る
。
又

船
底
は
幾
室
か
に
仕
切
ら
れ
、
莫
蔭
が
敷
か
れ
て
あ
る
。
其
上
に
携
帯
の
毛
布
で
も
拡

げ
て
安
坐
す
る
と
、
頭
の
上
一
尺
位
で
天
井
と
な
る
。
誠
に
窮
屈
な
も
の
で
あ
る
。

　
船
出
の
時
に
は
番
頭
や
女
中
が
屋
号
入
の
提
灯
を
振
り
立
て
て
送
っ
て
来
て
、
御
機

嫌
よ
う
を
あ
び
せ
か
け
る
。
船
は
徐
々
と
岸
辺
を
離
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
木
曽
川
へ
と
下

り
行
く
の
で
あ
る
。
其
頃
に
な
る
と
薄
暗
い
釣
洋
燈
の
下
で
上
戸
は
ち
び
ち
び
と
瓶
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ん
ぢ
う

を
傾
け
る
、
下
戸
は
渋
茶
で
萬
寿
で
も
食
う
と
云
う
有
様
。
そ
れ
に
彼
地
此
地
の
人
々

が
同
船
し
て
居
る
か
ら
、
四
方
山
の
話
が
は
ず
ん
で
夜
の
更
け
る
の
も
知
ら
ぬ
位
で
あ

る
。　

夜
明
頃
う
つ
ら
う
つ
ら
と
し
た
と
思
う
頃
、
桑
名
へ
著
い
た
と
起
さ
れ
る
。
あ
わ
て

て
行
李
の
始
末
な
ど
し
て
船
を
捨
て
陸
に
上
る
。
旅
館
で
は
名
物
焼
蛤
で
朝
飯
を
食
う
。

こ
れ
か
ら
が
第
三
日
目
で
あ
る
。

　
桑
名
か
ら
人
力
車
で
三
四
里
の
間
を
奔
り
四
日
市
へ
行
き
、
旅
館
で
憩
ん
で
横
浜
行

の
汽
船
を
待
つ
の
で
あ
る
。
都
合
が
よ
け
れ
ば
其
日
の
午
後
出
帆
の
汽
船
に
乗
れ
る
が
、

時
と
し
て
は
こ
こ
に
一
日
を
費
し
て
明
日
の
船
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
。

　
幸
い
当
日
午
後
四
時
出
帆
の
東
海
丸
に
間
に
合
う
た
が
、
此
船
路
は
意
外
な
難
儀
に

出
遇
う
た
。
此
日
出
が
け
に
少
々
雨
模
様
で
は
あ
っ
た
が
、
伊
勢
湾
内
を
航
行
す
る
間

は
殆
ん
ど
動
揺
ら
し
き
感
じ
も
な
か
っ
た
が
、
外
海
に
か
か
っ
て
か
ら
は
非
常
の
暴
風

雨
と
な
っ
て
、
乗
客
は
悉
く
船
室
へ
閉
籠
っ
た
。
自
分
は
三
等
船
客
の
「
人
と
し
て
蚕

棚
の
上
段
に
陣
取
っ
て
居
っ
て
、
最
初
の
内
は
元
気
を
出
し
て
安
坐
し
て
居
っ
た
が
、

其
安
坐
が
持
ち
切
れ
な
い
。
と
う
と
う
か
ば
ん
枕
に
仰
臥
し
た
が
、
そ
れ
で
も
身
体
が

こ
ろ
が
り
出
す
。
足
で
蚕
棚
の
一
方
を
ふ
ん
ば
り
、
頭
と
肩
で
か
ば
ん
に
力
を
入
れ
て

身
体
の
安
定
を
計
る
よ
り
外
に
策
が
な
か
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
居
る
と
、
或
る
時
は

か
ば
ん
其
儘
直
立
し
、
或
る
時
は
逆
立
の
曲
芸
が
演
ぜ
ら
る
る
。
外
の
乗
客
の
様
子
を

見
て
も
、
何
れ
も
生
き
た
心
地
の
も
の
は
な
い
。
嘔
吐
は
殆
ん
ど
全
員
と
云
う
位
。
そ

れ
に
小
便
に
行
く
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云
う
て
、
棚
の
上
か
ら
処
か
ま
わ
ず
垂
れ
流
す
も

の
さ
え
あ
る
。
味
噌
桶
や
漬
物
桶
が
転
覆
し
て
破
裂
す
る
。
其
処
ら
一
面
味
噌
や
漬
物

だ
ら
け
と
な
る
。
船
燈
が
天
井
に
衝
突
、
破
殿
し
て
船
室
が
真
の
暗
と
な
る
。
自
分
の

隣
客
が
松
茸
を
沢
山
竹
籠
に
入
れ
て
持
参
し
た
が
、
其
竹
籠
が
破
れ
て
、
泥
の
附
い
た

松
茸
が
船
の
動
揺
と
共
に
自
分
の
寝
て
居
る
身
体
の
上
を
前
後
左
右
に
こ
ろ
こ
ろ
と
往

来
す
る
。
そ
れ
に
頭
の
上
に
あ
っ
た
舷
側
の
小
窓
か
ら
海
水
が
浸
入
し
て
、
其
処
ら
一

面
の
浸
水
騒
ぎ
。
仰
臥
し
て
居
る
下
半
身
の
著
物
は
ず
ぶ
ぬ
れ
と
な
っ
た
。

　
斯
様
な
こ
と
が
夜
明
ま
で
続
い
た
。
其
後
は
雨
だ
け
は
降
り
止
ん
だ
が
、
風
は
止
ま

ら
な
い
。
ど
の
辺
を
航
海
し
て
居
る
の
か
見
当
が
附
か
な
い
が
、
な
ん
で
も
余
程
遠
洋

へ
避
難
し
た
も
の
ら
し
い
。

　
第
四
日
目
は
終
日
風
と
戦
っ
た
が
、
幸
い
雨
が
止
ん
だ
の
で
、
第
三
日
の
夜
の
よ
う

な
恐
い
目
に
は
遇
わ
な
か
っ
た
が
、
初
旅
殊
に
航
海
に
は
無
経
験
な
自
分
と
し
て
は
大

分
悲
観
し
た
。
昨
日
四
日
市
で
の
話
に
は
、
明
日
午
前
に
は
横
浜
に
安
著
す
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
が
、
横
浜
ど
こ
ろ
か
、
と
う
と
う
何
処
か
分
ら
ぬ
大
海
原
の
中
で
日
が
暮

れ
て
し
も
う
た
。
幸
い
午
後
か
ら
は
風
も
止
ん
だ
の
で
、
ほ
っ
と
命
拾
い
を
し
た
心
地

で
休
息
し
て
居
た
が
、
昨
夜
来
の
汚
物
の
臭
気
が
だ
ん
だ
ん
と
烈
し
く
な
っ
て
、
船
室

に
は
居
た
た
ま
れ
ず
、
甲
板
と
船
室
と
を
往
来
し
て
居
た
が
、
夜
の
十
時
頃
に
漸
く
横

浜
に
著
い
た
。
今
の
横
浜
と
は
違
い
、
船
は
岸
を
隔
つ
る
こ
と
一
里
余
の
と
こ
ろ
へ
碇

泊
す
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
又
艀
に
乗
移
っ
て
上
陸
す
る
の
で
あ
る
。
旅
館
は
海
通
岸
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り
の
蓬
莱
屋
と
云
う
た
と
記
憶
す
る
。
其
晩
は
此
処
で
一
泊
し
た
。

　
第
五
日
目
が
愈
々
の
入
京
で
あ
る
が
、
船
の
疲
労
で
半
日
間
横
浜
で
休
養
し
て
、
其

日
の
午
後
汽
車
で
新
橋
へ
著
い
た
。
誰
れ
か
の
紹
介
で
林
屋
と
云
う
旅
館
へ
投
宿
し
た
。

新
橋
駅
か
ら
は
人
力
車
で
行
っ
た
が
、
な
か
な
か
遠
い
処
だ
っ
た
と
思
う
た
。

　
翌
日
徒
歩
で
其
近
傍
を
散
歩
し
て
見
た
が
、
駅
は
す
ぐ
近
く
で
あ
っ
た
。
昨
日
の
遠

い
路
と
思
う
た
の
は
、
田
舎
者
と
見
ら
れ
て
車
夫
に
無
用
の
路
を
迂
回
さ
れ
た
の
で
あ

る
こ
と
を
発
見
し
て
苦
笑
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

　
其
頃
は
か
よ
う
な
順
序
で
以
て
上
京
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
明
治
法
律
学
校

　
　
　
（
明
治
大
学
の
前
身
）

　
明
治
法
律
学
校
は
自
分
の
学
ん
だ
学
校
で
あ
る
。

　
校
舎
は
数
寄
屋
橋
を
丸
の
内
に
入
っ
て
日
比
谷
へ
行
く
有
楽
町
の
通
り
の
左
側
で
あ
っ

た
。
昔
の
大
名
屋
敷
其
儘
で
、
路
添
い
は
黒
下
見
の
長
屋
門
が
あ
る
。
門
の
左
右
の
長

屋
は
狭
く
仕
切
ら
れ
て
商
店
と
な
っ
て
居
る
が
、
二
階
は
学
生
相
手
の
貸
間
が
沢
山
に

あ
っ
た
。
門
を
入
っ
て
玄
関
が
あ
り
、
玄
関
か
ら
廊
下
で
事
務
室
、
教
室
へ
行
か
れ
る
。

事
務
室
は
大
小
三
四
室
く
ら
い
あ
っ
た
。
教
室
は
二
一
二
百
名
く
ら
い
し
か
入
れ
ら
れ
な

い
位
の
広
さ
の
室
一
つ
し
か
な
か
っ
た
。
名
づ
け
て
講
堂
と
云
う
た
が
、
名
ば
か
り
の

も
の
で
あ
っ
て
、
大
名
屋
敷
の
奥
御
殿
一
棟
を
襖
障
子
を
撤
去
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

校
舎
全
体
が
誠
に
粗
末
千
萬
の
も
の
で
、
学
生
の
出
入
に
も
下
足
の
始
末
場
所
が
な
い

為
め
に
、
皆
か
ら
か
ら
と
下
駄
履
き
の
儘
で
あ
る
。
従
っ
て
不
潔
さ
も
想
像
が
出
来
る
。

　
斯
業
な
講
堂
で
朝
早
く
一
二
時
間
と
、
午
後
は
日
暮
頃
か
ら
十
一
時
頃
ま
で
講
義
が

開
始
せ
ら
れ
る
。

　
学
生
は
各
々
の
学
級
に
応
じ
て
其
時
間
々
々
に
聴
講
に
出
か
け
る
の
で
あ
る
。
時
間

割
が
朝
と
夜
と
に
分
れ
、
昼
中
は
多
く
休
講
で
あ
る
か
ら
、
是
非
学
校
の
近
く
に
下
宿

し
て
居
っ
て
、
一
日
中
に
数
回
行
っ
た
り
帰
っ
た
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
ぜ

斯
様
な
不
便
の
こ
と
に
し
た
か
と
云
う
と
、
講
師
は
多
く
は
他
に
職
を
持
っ
て
居
っ
て
、

学
校
は
片
手
仕
事
に
し
て
居
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
時
の
状
勢
と
は
違
い
独
立
経
営
は

事
実
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
便
と
知
り
つ
つ
斯
様
な
仕
組
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
此
学
校
の
創
立
者
は
西
園
寺
公
望
、
宮
城
浩
蔵
、
熊
野
敏
三
、
矢
代
操
、
岸
本
辰
雄
、

光
妙
寺
三
郎
等
の
諸
氏
で
、
何
れ
も
仏
法
派
で
あ
っ
た
。
西
園
寺
氏
は
間
も
な
く
表
面

学
校
と
の
関
係
を
絶
た
れ
て
、
岸
本
辰
雄
氏
が
校
長
と
し
て
永
年
校
務
に
尽
痙
せ
ら
れ

た
。　

其
頃
評
判
の
良
か
っ
た
講
義
は
宮
城
浩
蔵
氏
の
刑
法
、
熊
野
敏
三
氏
の
国
際
公
法
、

光
妙
寺
三
郎
氏
の
憲
法
等
で
、
何
れ
も
面
白
く
聴
講
し
た
。
譜
誰
を
雑
え
て
睡
気
醒
し

で
有
名
で
あ
っ
た
の
は
磯
部
四
郎
氏
で
あ
っ
た
。
磯
部
氏
と
は
三
十
余
年
目
で
貴
族
院

で
席
を
同
じ
く
し
た
。
或
る
日
、
自
分
が
明
治
法
律
学
校
の
有
楽
町
時
代
に
先
生
の
講

義
を
聴
い
た
話
を
し
出
し
、
両
人
と
も
感
慨
無
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
其
後
校
運
次
第
に
隆
昌
と
な
り
、
今
の
有
楽
町
な
る
大
名
屋
敷
で
は
や
り
き
れ
な
く

な
り
、
駿
河
台
に
地
を
相
し
て
新
築
、
移
転
し
た
の
は
多
分
明
治
二
十
年
春
で
あ
っ
た

ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
又
だ
ん
だ
ん
と
発
展
し
て
明
治
大
学
と
な
り
、
更
に
其
附
近
の

好
位
置
に
移
転
し
て
礎
石
を
据
え
た
の
が
今
の
校
舎
で
あ
る
。

　
　
明
治
十
八
九
年
頃
の
東
京

　
其
頃
東
京
で
交
通
の
大
宗
は
人
力
車
で
あ
っ
た
。
一
人
乗
、
二
人
乗
の
二
種
が
あ
っ

て
、
車
の
背
中
に
は
色
々
の
画
や
何
か
で
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
だ
ん

だ
ん
黒
塗
無
地
も
の
に
な
っ
た
。
乗
合
馬
車
と
し
て
は
、
ぷ
う
ぶ
う
と
ら
っ
ぱ
を
吹
く

円
太
郎
馬
車
が
多
数
あ
っ
た
。
な
ぜ
円
太
郎
馬
車
と
云
う
た
か
と
云
う
に
、
円
太
郎
と

云
う
落
語
家
が
高
座
の
上
で
上
手
に
此
真
似
を
し
た
か
ら
、
誰
れ
云
う
と
な
く
円
太
郎

馬
車
に
な
っ
て
し
も
う
た
の
で
あ
る
。
又
品
川
か
ら
上
野
浅
草
行
と
、
萬
世
橋
の
向
う
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か
ら
分
岐
し
て
本
郷
行
の
鉄
道
馬
車
が
あ
っ
た
。
田
舎
者
に
は
此
鉄
道
馬
車
が
一
番
に

都
会
ら
し
い
感
じ
を
与
え
た
。

　
街
燈
は
目
抜
の
銀
座
通
り
と
其
他
は
主
な
る
道
路
だ
け
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ

が
全
部
瓦
斯
で
あ
っ
て
、
日
暮
に
な
る
と
人
夫
が
導
火
の
附
い
て
あ
る
長
い
竿
を
持
っ

て
大
通
り
を
駆
走
っ
て
点
火
す
る
の
で
あ
る
。
商
店
、
住
家
な
ど
は
、
大
通
り
の
大
商

店
ぐ
ら
い
は
瓦
斯
で
あ
っ
た
が
、
他
は
多
く
ラ
ン
プ
を
用
い
て
居
っ
た
。
燈
火
用
と
し

て
は
石
油
ラ
ン
プ
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
書
生
が
下
宿
を
転
宅
す

る
際
に
は
、
荷
物
を
人
力
車
に
積
ん
で
、
自
己
は
ラ
ン
プ
を
片
手
に
捧
げ
て
車
の
先
導

を
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
貧
弱
な
葬
式
行
列
で
あ
る
と
常
に
批
評
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
寝
室
用
の
燈
火
と
し
て
は
、
菜
種
油
を
用
い
て
行
燈
が
普
通
に
行
わ
れ
て
居
た
。

　
今
と
同
じ
く
飲
食
店
は
な
か
な
か
繁
昌
し
た
。
大
衆
向
き
飲
食
店
の
代
表
的
な
も
の

は
銀
座
の
松
田
で
あ
っ
た
。
場
所
は
京
橋
の
南
詰
東
側
で
、
赤
や
青
の
硝
子
を
張
っ
た

窓
を
並
べ
た
二
階
建
の
高
楼
で
あ
っ
た
。
一
日
に
数
百
千
人
の
客
を
迎
え
、
祭
日
其
他

　
（
縁
）

の
紋
日
に
は
な
か
な
か
寄
り
附
け
ぬ
位
な
繁
昌
振
り
で
あ
っ
た
。
客
席
は
大
広
間
に
雑

居
し
て
座
席
を
取
る
の
で
、
現
時
の
鳥
屋
、
肉
屋
の
式
で
あ
る
。
料
理
は
献
立
書
に
依
っ

て
命
ず
る
も
の
で
、
口
取
り
、
椀
盛
り
、
差
身
、
焼
肴
、
飯
、
酒
等
々
、
下
戸
は
下
戸
、

上
戸
は
上
戸
で
、
そ
れ
ぞ
れ
好
む
物
を
註
文
す
る
。
食
事
が
終
る
と
料
理
を
折
詰
に
さ

せ
、
土
産
物
と
し
て
携
え
て
帰
る
こ
と
が
流
行
し
た
。
法
被
を
著
た
、
い
な
せ
な
男
が

妻
楊
枝
を
街
え
て
、
そ
れ
を
提
げ
て
帰
る
も
あ
れ
ば
、
立
派
な
紳
士
が
右
手
に
ス
テ
ッ

キ
、
左
手
に
折
詰
と
云
う
の
も
あ
る
。
兎
も
角
、
此
店
か
ら
は
何
か
提
げ
て
帰
る
こ
と

が
習
慣
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
又
、
此
松
田
料
理
店
の
呼
物
は
便
所
で
あ
っ
た
。
此
一
構

え
は
な
か
な
か
宏
壮
に
造
ら
れ
、
樹
木
を
植
込
み
、
泉
水
を
造
り
、
朱
塗
り
の
橋
や
歩

廊
、
さ
て
は
又
、
大
姿
見
が
備
え
附
け
ら
れ
て
あ
る
な
ど
、
清
潔
と
風
致
を
兼
ね
て
、

用
便
に
行
っ
た
者
に
は
快
感
を
与
え
る
よ
う
に
注
意
し
て
あ
っ
た
。
全
体
が
民
衆
的
で

あ
っ
た
為
め
に
、
常
に
千
客
万
来
の
繁
昌
振
り
を
見
せ
て
居
た
。

　
此
銀
座
の
松
田
に
次
ぐ
店
は
新
橋
の
千
歳
で
あ
っ
て
、
新
橋
の
橋
詰
西
側
の
角
で
、

河
岸
添
い
の
処
に
あ
っ
た
。
今
一
軒
は
浅
草
雷
門
前
の
西
側
に
松
田
と
云
う
店
が
あ
っ

た
。　

是
等
三
軒
が
此
種
料
理
店
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
か
ら
上
京
す
る
者
な

ど
を
待
遇
す
る
に
は
必
ず
此
料
理
店
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
其
繁
昌
振
り
や
便
所
の
立
派

な
の
や
に
田
舎
者
を
驚
か
し
た
。
東
京
名
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
時
代
推
移
の
結
果

か
、
趣
味
の
変
化
の
為
め
か
何
か
知
ら
ぬ
が
、
何
時
の
間
に
や
ら
跡
形
も
無
く
な
っ
て

し
も
う
た
。

　
松
田
や
千
歳
が
繁
昌
し
て
居
る
頃
は
西
洋
料
理
店
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
っ
た
。
高
等

の
も
の
と
し
て
は
上
野
の
精
養
軒
と
九
段
の
富
士
見
軒
と
が
あ
っ
た
が
、
大
衆
向
な
店

は
少
な
か
っ
た
。
其
後
、
上
野
の
広
小
路
に
三
橋
亭
と
云
う
の
が
出
来
た
。
四
五
皿
で

五
十
銭
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
な
か
な
か
繁
昌
し
て
、
後
に
神
田
辺
に
も
支
店

が
出
来
た
。
銀
座
の
電
車
交
叉
点
と
数
寄
屋
橋
と
の
問
に
清
新
軒
と
云
う
の
が
あ
っ
て
、

中
等
の
店
で
あ
っ
た
。
本
郷
や
三
田
辺
に
は
三
橋
亭
式
の
店
が
あ
っ
た
と
思
う
。
概
し

て
洋
食
は
余
り
流
行
し
な
か
っ
た
。
上
等
の
店
は
宴
会
用
に
当
て
ら
れ
た
が
、
中
等
以

下
の
店
は
書
生
連
中
の
物
好
き
に
行
く
位
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
其
頃
と
今
と
変
り
の
な
い
の
は
牛
肉
店
と
蕎
麦
屋
で
あ
る
。
牛
肉
店
で
は
三
田
に
い

ろ
は
と
云
う
店
が
あ
っ
て
、
東
京
中
に
支
店
が
あ
っ
た
。
其
数
が
い
ろ
は
四
十
八
あ
っ

た
と
云
う
が
、
果
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
今
は
い
ろ
は
と
云
う
牛
肉
店
は
余
り
見
受

け
ぬ
。

　
蕎
麦
屋
で
有
名
な
の
は
団
子
坂
の
薮
蕎
麦
で
あ
っ
た
が
、
地
理
不
便
の
為
め
物
好
者

の
外
は
余
り
行
か
な
か
っ
た
。
神
田
の
連
雀
町
に
も
薮
蕎
麦
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
非
常

に
繁
昌
し
た
。
自
分
等
の
神
田
に
居
た
頃
は
、
三
日
に
挙
げ
ず
食
い
に
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　
し
る
こ
屋
で
は
新
橋
竹
川
町
に
十
二
ヶ
月
と
云
う
の
が
あ
っ
た
。
一
月
か
ら
十
二
月
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ま
で
十
二
通
り
の
し
る
こ
が
あ
っ
て
、
全
部
平
ら
げ
る
時
は
代
価
を
取
ら
な
か
っ
た
と

云
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
甘
党
で
も
八
月
の
満
月
で
咽
喉
が
つ
ま
っ
て
、
退
却
し
た

と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
も
京
橋
の
下
宿
時
代
に
は
時
々
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
東
京
市
内
に
あ
っ
た
三
練
兵
場

　
明
治
十
八
九
年
頃
に
は
市
内
に
三
ケ
所
の
練
兵
場
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
日
比
谷
、
二

つ
は
三
菱
ケ
原
、
三
つ
は
神
田
三
崎
町
で
あ
る
。
日
比
谷
は
今
の
公
園
と
海
軍
省
、
司

法
省
と
の
全
部
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
三
菱
ケ
原
は
有
楽
町
の
北
の
方
か
ら
神
田
橋
近
傍

迄
、
今
の
丸
の
内
新
区
画
の
全
部
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
毎
日
歩
騎
兵
の
砂
煙
に
蔽
わ
れ

て
居
て
、
其
北
端
の
一
区
に
は
印
刷
局
だ
け
が
其
頃
か
ら
あ
っ
て
、
玄
関
の
屋
根
の
尖

端
に
孔
雀
か
何
か
の
飾
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
神
田
橋
近
く
の
目
標
で
あ
っ
た
。
今
一

つ
は
神
田
の
三
崎
ケ
原
で
、
駿
河
台
の
真
下
か
ら
殆
ん
ど
九
段
の
近
く
ま
で
の
一
区
画

が
草
原
で
あ
っ
て
、
夜
分
の
通
行
に
は
甚
だ
不
気
味
な
も
の
で
、
時
々
追
剥
が
出
た
と

か
人
に
斬
ら
れ
た
と
か
の
話
が
あ
っ
て
、
婦
女
子
は
無
論
の
こ
と
、
男
子
で
も
夜
中
に

是
等
の
原
の
横
断
は
避
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
其
位
に
寂
し
か
っ
た
原
が
、
今
は
日
比
谷
公
園
と
云
う
て
満
都
の
子
女
が
行
楽
の
場

所
と
な
り
、
一
つ
は
東
京
駅
を
中
心
と
し
て
交
通
の
集
点
と
な
り
、
区
画
整
然
と
し
た

丸
の
内
の
市
区
に
変
り
、
一
つ
は
神
田
に
於
け
る
股
盛
な
新
市
街
と
化
し
た
。
暫
く
の

間
に
変
れ
ば
変
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
新
聞
と
小
説

　
明
治
十
八
九
年
頃
の
新
聞
と
し
て
は
朝
野
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
郵
便
報
知
新
聞
、
東

京
日
々
新
聞
、
読
売
新
聞
、
時
事
新
報
等
で
あ
っ
た
。

　
朝
野
新
聞
は
銀
座
の
電
車
交
叉
点
の
東
南
の
角
、
毎
日
新
聞
は
西
南
の
角
で
、
向
い

合
せ
と
な
り
、
東
京
日
々
新
聞
は
銀
座
三
丁
目
辺
の
大
通
り
の
西
側
で
、
宏
壮
の
構
え

で
あ
っ
た
。
読
売
新
聞
は
京
橋
の
詰
め
西
側
、
郵
便
報
知
新
聞
は
た
し
か
浜
町
か
蛎
殻

町
辺
で
あ
っ
た
。
時
事
新
報
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
記
憶
せ
ぬ
。

　
朝
野
新
聞
は
末
広
重
恭
、
毎
日
新
聞
は
沼
間
守
一
、
東
京
日
々
新
聞
は
福
地
源
一
郎
、

時
事
新
報
は
福
沢
諭
吉
諸
氏
の
主
宰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
は
書
生
ま
で
も
熟
知

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
論
説
な
ど
の
書
き
方
も
各
新
聞
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長

が
あ
っ
て
、
朝
野
の
文
章
は
壮
重
で
、
韓
退
之
の
文
を
和
訳
し
た
よ
う
な
の
が
多
か
っ

た
。
東
京
日
々
新
聞
は
常
に
吾
曹
と
云
う
文
字
を
使
う
た
。
吾
輩
、
吾
等
と
云
う
と
こ

ろ
は
、
必
ず
吾
曹
で
通
し
た
。
文
章
は
な
か
な
か
壮
麗
な
も
の
で
あ
っ
た
。
時
事
新
報

は
福
沢
諭
吉
氏
の
著
「
学
問
の
す
す
め
」
其
儘
で
あ
っ
て
、
極
め
て
通
俗
的
で
、
そ
う

し
て
一
種
独
特
の
文
法
で
あ
っ
た
。
現
時
の
時
事
新
報
も
用
語
の
平
易
な
こ
と
は
其
頃

の
面
影
が
猶
存
し
て
居
る
。
併
し
時
事
は
別
と
し
て
、
其
他
の
諸
新
聞
の
文
章
は
今
に

比
較
し
て
一
般
に
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
て
新
聞
と
読
者
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
云
う
に
、
今
と
は
違
い
読
者

の
数
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
新
聞
を
読
む
者
は
上
流
の
有
識
階
級
、
大
商
店
等
で
あ
っ

て
、
独
り
で
二
三
種
の
新
聞
を
読
む
な
ど
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
っ
た
。
書
生
間
な
ど
で

は
、
何
か
事
で
も
あ
れ
ば
新
聞
を
買
う
が
、
不
断
は
読
ま
ぬ
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
地
方

な
ど
で
は
、
一
つ
の
新
聞
を
三
四
人
の
者
が
仲
間
で
買
う
て
、
持
廻
り
を
し
た
も
の
で

あ
る
。
か
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
発
行
部
数
も
お
話
に
な
ら
ぬ
く
ら
い
小

数
で
あ
っ
た
。

°
小
説
と
し
て
評
判
の
よ
か
っ
た
も
の
は
末
広
鉄
腸
著
、
朝
野
新
聞
発
行
の
「
雪
中
梅
」

で
あ
っ
た
。
東
海
散
士
の
「
佳
人
の
奇
遇
」
や
坪
内
迫
遙
の
「
書
生
気
質
」
な
ど
皆
其

頃
の
代
表
的
著
作
で
あ
っ
た
。

　
雑
誌
類
は
明
治
、
早
稲
田
、
慶
応
等
の
専
門
学
校
か
ら
出
す
機
関
雑
誌
、
法
律
経
済

に
関
す
る
専
門
雑
誌
く
ら
い
が
其
主
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
学
雑
誌
な
ど
は
極
め
て

稀
れ
で
あ
っ
た
。
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鹿
鳴
館

　
日
本
の
條
約
改
正
と
鹿
鳴
館
と
は
切
っ
て
も
切
る
こ
と
の
出
来
ぬ
因
縁
が
あ
る
。
徳

川
時
代
に
諸
外
国
と
締
結
し
た
不
平
等
條
約
を
改
訂
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
議
論
が
だ

ん
だ
ん
と
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
。
時
の
政
府
も
無
論
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
外

国
側
は
な
か
な
か
聞
い
て
呉
れ
ぬ
。
い
や
法
律
が
不
完
全
で
あ
る
の
、
い
や
風
俗
が
違

う
の
、
い
や
何
が
ど
う
の
と
色
々
の
理
窟
を
陳
べ
て
手
に
お
え
ぬ
の
で
、
先
ず
法
典
編

纂
に
著
手
し
た
が
、
こ
れ
の
み
で
は
到
底
行
か
ぬ
。
双
方
の
意
志
疎
通
が
第
一
じ
ゃ
、

そ
れ
舞
踏
が
よ
ろ
し
い
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
す
る
場
所
が
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
ち

そ
れ
で
大
急
ぎ
で
日
比
に
は
谷
練
兵
場
の
東
隣
り
の
明
地
へ
洋
風
の
建
物
を
造
っ
て
、

舞
踏
会
場
に
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
其
建
物
は
鹿
鳴
館
と
命
名
さ
れ
た
。
誰
れ
が
選
ん

だ
も
の
で
あ
る
か
は
知
ら
ぬ
。
詩
の
小
雅
篇
の
鹿
鳴
の
什
か
ら
採
っ
た
も
の
で
、
嘉
賓

燕
楽
を
意
味
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
出
来
上
っ
て
か
ら
は
、
此
処
で
盛
ん
に
舞

踏
会
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
猶
足
ら
ぬ
と
あ
っ
て
、
華
族
連
中
の
洋
館
を
有
す
る

向
き
を
持
廻
っ
て
開
か
れ
た
。
戸
田
伯
邸
に
於
て
の
故
伊
藤
公
の
問
題
の
起
っ
た
の
も

其
頃
で
あ
る
。

　
斯
様
に
宴
会
政
策
で
條
約
改
正
を
進
行
せ
し
あ
よ
う
と
努
力
し
た
が
、
外
人
等
は
、

飲
む
だ
け
は
飲
ん
で
改
正
の
事
は
知
ら
ぬ
顔
の
半
兵
衛
を
極
あ
込
ん
で
居
る
。
こ
ち
ら

も
だ
ん
だ
ん
と
い
ら
立
っ
て
来
て
、
屍
の
字
な
り
に
も
改
正
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
云

う
こ
と
と
な
り
、
外
人
法
官
設
置
の
譲
歩
説
が
伝
わ
っ
て
来
た
。
其
頃
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

氏
が
民
法
編
纂
事
務
に
従
事
し
て
居
っ
た
が
、
大
い
に
外
人
法
官
説
に
反
対
し
て
、
其

不
可
な
る
所
以
を
説
い
た
が
、
新
聞
等
を
通
し
て
其
説
を
公
け
に
す
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
か
ら
、
秘
密
出
版
物
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
時
の
政
府
は
大
い
に
狼
狽
し
て
、

出
版
物
没
収
に
著
手
し
た
。
そ
う
し
て
其
所
有
者
が
法
律
研
究
の
書
生
間
に
多
い
、
殊

に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
関
係
か
ら
し
て
明
治
法
律
（
学
校
）
の
学
生
に
多
い
と
云
う
見
込

で
盛
ん
に
家
宅
捜
索
が
行
わ
れ
た
。
実
は
自
分
も
一
部
持
っ
て
居
っ
た
が
、
友
人
に
譲
っ

て
し
も
う
た
。
今
あ
れ
ば
好
記
念
物
で
あ
る
が
、
惜
い
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
斯

様
な
騒
ぎ
で
、
外
人
法
官
説
は
一
層
世
人
の
反
対
を
買
い
、
終
に
大
隈
伯
の
爆
弾
失
脚

事
件
で
頓
挫
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
其
頃
の
鹿
鳴
館
の
附
近
は
人
家
も
稀
れ
で
、
又
道
路
な
ど
も
不
規
律
な
も
の
で
あ
っ

た
が
、
其
後
、
練
兵
場
は
公
園
と
な
り
、
其
東
に
は
大
道
路
が
出
来
、
其
道
路
の
東
側

に
位
置
し
た
鹿
鳴
館
は
、
い
つ
の
間
に
や
ら
名
称
が
消
失
せ
て
華
族
会
館
の
一
建
物
と

な
っ
た
。

　
星
移
り
物
変
り
、
大
正
時
代
に
な
っ
た
頃
、
時
々
用
事
の
為
め
に
華
族
会
館
へ
行
き
、

又
自
然
此
鹿
鳴
館
の
旧
建
物
に
も
出
入
し
た
が
、
昔
の
出
来
事
を
思
い
出
し
て
実
に
感

慨
無
量
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
此
華
族
会
館
も
今
は
三
年
町
へ
移
転
し
て
所
有
主
が
変

り
、
何
と
か
会
社
の
も
の
と
な
っ
た
。
此
所
有
主
は
此
建
物
を
取
殿
つ
と
の
話
で
あ
る

が
、
世
は
変
れ
ば
変
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
下
宿

　
明
治
法
律
学
校
の
位
置
が
有
楽
町
で
あ
り
、
そ
れ
に
講
義
が
朝
と
晩
で
あ
り
、
又
交

通
機
関
が
今
の
よ
う
に
便
利
で
な
か
っ
た
か
ら
、
其
近
く
に
下
宿
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
銀
座
の
大
通
り
か
ら
西
側
の
裏
町
に
下
宿
し
て
居
た
。

　
此
近
傍
で
は
看
板
か
け
た
下
宿
屋
が
少
く
、
多
く
は
食
事
附
き
の
素
人
下
宿
屋
で
あ
っ

た
。
下
宿
料
は
一
箇
月
四
円
五
十
銭
か
ら
五
円
位
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
京
橋
区
殊
に

銀
座
中
心
の
一
区
画
は
東
京
で
一
番
早
く
出
来
た
煉
瓦
建
で
あ
っ
て
、
銀
座
の
表
通
り

の
両
側
は
一
等
煉
瓦
と
称
え
ら
れ
、
相
当
に
丈
け
の
高
い
建
物
で
あ
っ
た
。
其
裏
通
り

の
二
線
ほ
ど
が
二
等
煉
瓦
、
又
其
間
の
小
通
り
が
三
等
煉
瓦
で
、
二
階
建
で
は
あ
る
が

極
め
て
低
き
も
の
で
あ
っ
た
。
下
宿
は
多
く
此
三
等
煉
瓦
の
家
で
あ
る
。

　
極
め
て
低
い
天
井
で
、
窓
は
横
に
広
く
縦
に
狭
い
の
が
通
例
で
、
た
ま
に
は
切
り
破
っ

て
四
角
な
窓
に
造
り
変
え
た
の
も
あ
っ
た
。
一
室
は
四
畳
半
に
一
人
、
六
畳
な
ら
二
人
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と
云
う
体
裁
で
あ
る
。
賄
は
朝
は
汁
に
漬
物
、
昼
は
あ
さ
り
の
む
き
身
と
外
に
一
品
、

晩
は
名
の
分
ら
ぬ
焼
肴
か
煮
肴
に
何
か
一
品
と
云
う
位
の
程
度
で
、
旨
い
と
思
う
て
食

し
た
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
蕎
麦
屋
へ
行
く
、
汁
粉
屋
へ
行
く
、
す
し
の
立
食

を
す
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
そ
う
そ
う
外
ば
か
り
で
腹
を
ふ
く
ら
す
訳
に
も

行
き
か
ね
る
。
そ
れ
で
何
処
か
今
よ
り
は
よ
い
下
宿
は
な
い
か
、
暇
が
あ
れ
ば
捜
し
廻

る
、
見
附
か
れ
ば
月
末
に
な
っ
て
転
宿
す
る
、
暫
く
居
れ
ば
矢
張
り
面
白
く
な
く
な
る
、

又
転
ず
る
と
云
う
始
末
で
、
足
掛
二
年
京
橋
に
居
っ
た
が
、
五
六
度
も
下
宿
を
変
っ
た
。

　
其
内
に
学
校
が
駿
河
台
に
移
っ
た
為
め
に
神
田
に
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。

神
田
は
京
橋
と
は
違
い
下
宿
屋
は
非
常
に
沢
山
あ
っ
た
。
二
一
ニ
ケ
所
転
々
し
て
見
た
が
、

何
処
も
混
雑
し
て
却
っ
て
京
橋
の
方
が
よ
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
。
後
に
は
何
処
へ
行
っ

て
も
同
じ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
覚
っ
て
、
駿
河
台
下
の
或
る
下
宿
に
卒
業
す
る
ま
で

尻
を
落
著
け
て
居
っ
た
。
其
頃
は
下
宿
料
も
少
々
高
く
な
っ
て
、
七
八
円
で
あ
っ
た
と

思
う
。
併
し
室
は
六
畳
で
、
ゆ
っ
く
り
し
て
居
た
。

史
　
料
　
1
1

寺
　
島
　
久
　
松

　
　
在
学
時
代
の
思
い
出

　
　
私
は
十
月
十
一
日
校
友
会
本
部
に
於
て
催
さ
れ
た
る
記
念
館
楼
上
の
座
談
会
に
出

　
　
席
し
た
る
者
な
る
も
、
他
に
用
事
あ
り
て
遺
憾
な
が
ら
、
八
時
半
に
中
座
退
席
し

　
　
た
る
に
付
、
私
の
為
す
べ
か
り
し
座
談
要
旨
を
筆
記
し
て
、
編
輯
部
に
送
り
ま
す
。

　
私
は
明
治
元
年
生
七
十
二
歳
の
老
骨
で
あ
る
が
、
明
治
二
十
一
年
に
入
学
し
二
十
三

年
に
卒
業
し
た
も
の
で
す
。
当
時
は
甲
賀
町
に
学
校
の
新
築
せ
ら
れ
た
直
後
で
あ
っ
て
、

木
造
な
が
ら
相
当
ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
で
あ
っ
た
、
シ
カ
シ
所
謂
私
学
道
場
的
の
一
大
講

堂
を
有
す
る
の
み
に
し
て
、
極
め
て
不
完
備
の
も
の
で
あ
っ
た
、
又
此
道
場
に
出
入
す

る
学
徒
も
雑
然
と
し
て
宛
も
野
人
的
野
武
士
風
の
集
団
を
結
成
し
た
観
を
呈
し
た
の
で

あ
る
、
故
に
朝
の
時
間
に
は
、
寝
床
を
飛
出
し
洗
面
も
せ
ず
に
講
堂
に
駆
込
む
様
な
生

徒
も
少
か
ら
ず
、
又
夕
の
時
間
に
は
、
食
事
半
に
し
て
頬
張
な
が
ら
下
駄
履
の
ま
～
入

場
す
る
生
徒
も
多
か
っ
た
様
に
見
え
た
。

　
然
れ
ど
も
法
律
学
校
と
し
て
は
、
当
時
の
仏
蘭
西
学
派
の
泰
斗
大
権
威
者
の
み
を
以

て
、
組
織
経
営
せ
ら
れ
た
研
研
道
場
で
あ
る
か
ら
、
学
界
の
信
用
も
極
め
て
篤
く
、
宛

然
帝
大
法
学
部
に
対
し
、
一
大
敵
国
の
観
を
呈
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。
従
て
当
時
の

五
大
法
律
学
校
中
に
在
て
は
薪
然
頭
角
を
表
は
し
て
居
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。

　
此
歴
史
的
事
実
に
付
て
は
、
座
談
会
席
に
於
て
、
安
田
元
老
外
三
、
四
の
先
輩
よ
り

繰
返
し
詳
細
に
御
話
の
あ
っ
た
事
で
あ
る
か
ら
、
私
は
努
め
て
重
複
を
避
け
、
自
分
の

体
得
し
た
感
想
談
と
し
て
、
聯
か
補
足
的
に
敷
源
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
元
来
我
母
校
の
前
々
身
は
既
に
屡
々
先
輩
諸
氏
の
座
談
に
上
り
し
如
く
、
司
法
省
法

学
校
の
別
働
隊
と
も
み
る
べ
き
明
法
寮
で
あ
っ
て
、
又
此
明
法
寮
は
、
即
司
法
省
に
於

て
八
年
生
と
し
て
養
成
せ
ら
れ
た
、
仏
法
学
派
の
最
権
威
者
に
依
で
結
成
せ
ら
れ
た
法

学
私
塾
で
あ
っ
た
、
而
か
も
其
権
威
者
の
多
く
は
、
司
法
省
の
書
記
官
及
参
事
官
若
く

は
判
事
検
事
の
肩
書
を
有
す
る
在
官
者
で
も
あ
っ
た
、
当
時
政
府
に
於
て
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
法
典
を
参
考
に
、
我
国
法
典
の
樹
立
編
纂
を
企
画
す
る
に
当
り
、
留
学
生
の
多
数
を

仏
独
に
派
遣
し
、
研
鐵
せ
し
め
た
る
学
者
を
、
直
に
官
吏
に
採
用
し
て
法
律
事
務
に
当

ら
し
め
、
同
時
に
司
法
官
速
成
の
目
的
を
以
て
開
校
し
た
る
司
法
省
法
学
校
（
三
年
生
）

の
教
鞭
を
採
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
、
此
先
生
達
の
内
官
立
法
学
校
の
教
鞭
丈
の
酒
足

せ
ざ
る
育
英
熱
心
家
、
相
寄
り
て
明
法
寮
と
い
う
、
法
学
別
働
隊
を
私
設
し
た
の
で
あ
っ

た
。　

此
前
身
を
継
承
し
て
開
校
し
た
る
明
治
法
律
学
校
で
あ
る
か
ら
、
世
間
よ
り
見
れ
ば

我
母
校
の
顕
出
は
、
帝
口
に
法
律
思
想
の
酒
養
及
普
及
を
目
的
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
同

時
に
司
法
官
の
養
成
を
方
針
と
為
し
た
る
学
園
で
あ
る
が
の
如
く
思
は
し
め
た
の
で
あ

る
、
現
に
私
な
ど
は
此
の
見
地
よ
り
入
学
し
た
一
人
で
あ
っ
た
、
而
し
て
其
当
時
は
仏
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法
学
派
の
勢
力
最
高
潮
に
達
し
た
る
旺
盛
時
代
に
し
て
、
同
派
の
権
威
者
岸
本
、
宮
城
、

光
妙
寺
、
熊
野
、
木
下
（
哲
）
等
の
諸
先
生
轡
を
列
べ
て
、
教
壇
上
に
奮
闘
せ
ら
れ
た

為
め
に
、
明
治
法
律
学
校
の
名
声
は
頓
に
天
下
に
昂
揚
せ
ら
る
＼
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
。
殊
に
諸
先
生
達
の
熱
誠
は
、
克
く
学
徒
の
胸
臆
に
透
徹
し
、
常
に
質
問
者
を
引
張

出
し
て
論
議
縦
横
、
全
生
徒
を
し
て
間
接
に
理
解
せ
し
む
る
育
英
振
は
実
に
敬
服
に
堪

え
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
、
故
に
明
治
二
十
年
頃
よ
り
入
学
者
著
し
く
増
加
し
、
約
一
千

名
を
算
す
る
に
至
り
、
二
十
三
年
の
私
共
同
期
卒
業
者
は
実
に
四
百
余
名
と
い
う
レ
コ
ー

ド
破
り
で
、
痛
快
に
絶
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
私
は
当
時
帝
国
大
学
監
督
下
に
認
め
ら
れ
居
る
、
特
別
認
可
学
生
の
資
格
に
て
、
卒

業
し
た
御
蔭
を
以
て
、
卒
業
直
後
第
三
回
高
等
文
官
試
験
を
受
け
、
幸
に
し
て
合
格
、

裁
判
所
構
成
法
実
施
初
回
の
司
法
官
試
補
と
し
て
、
明
治
二
十
四
年
一
月
任
官
し
た
の

で
あ
る
。
爾
来
私
は
官
界
に
在
て
母
校
の
発
展
を
祈
り
つ
＼
、
僅
に
側
面
観
を
為
し
つ
～

あ
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
年
一
年
に
隆
々
た
る
母
校
の
進
展
は
、
洵
に
活
目
す
べ
き

も
の
あ
り
、
従
て
優
秀
な
る
卒
業
者
続
出
し
、
年
々
高
文
に
合
格
し
て
司
法
職
員
の
大

多
数
を
抱
擁
す
る
に
至
り
ま
し
た
、
明
治
四
十
三
年
頃
よ
り
大
正
八
年
頃
迄
の
約
十
年

間
は
、
全
国
地
方
裁
判
所
の
所
長
及
検
事
正
と
い
う
監
督
官
級
の
半
数
は
、
実
に
我
明

大
校
友
の
占
拠
す
る
時
代
を
顕
出
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
母
校
の
進
展
も
克
く
時
代

の
進
運
に
伴
い
、
益
々
順
調
に
拡
充
強
化
せ
ら
れ
、
今
や
一
万
の
学
徒
を
収
容
す
る
一

大
学
園
を
顕
出
し
、
痛
快
に
絶
え
ざ
る
も
の
あ
る
は
、
全
く
之
れ
歴
代
の
経
営
当
局
者

の
偉
勲
に
し
て
、
感
謝
禁
ず
る
能
は
ざ
る
処
な
る
も
、
顧
み
れ
ば
明
治
四
十
年
頃
以
降

の
母
校
法
学
部
の
成
績
頓
に
逆
転
し
、
司
法
界
に
於
け
る
後
継
者
は
年
一
年
に
減
少
し
、

今
や
監
督
官
級
以
上
の
司
法
官
は
僅
に
数
名
を
残
す
の
み
に
し
て
、
中
堅
階
級
の
後
継

校
友
の
殆
ん
ど
断
絶
せ
ん
と
す
る
の
有
様
で
あ
る
、
蓋
し
明
治
二
十
年
頃
よ
り
四
十
年

頃
迄
培
養
せ
ら
れ
た
る
美
果
は
、
一
時
厭
倒
的
成
績
と
し
て
顕
わ
れ
た
る
も
、
漸
次
低

落
し
不
知
不
識
の
間
に
、
尻
切
れ
蜻
の
姿
に
為
て
居
る
事
実
は
、
何
人
も
否
定
す
る
こ

と
の
出
来
ぬ
状
態
か
と
思
わ
れ
ま
す
、
現
に
最
近
十
五
年
間
の
司
法
科
受
験
成
績
に
徴

す
る
も
、
毎
年
合
格
者
僅
に
十
人
内
外
に
止
ま
り
、
司
法
官
採
用
者
は
五
、
六
名
を
出

で
ぬ
有
様
で
あ
る
、
此
事
実
は
何
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
原
因
に
基

く
も
の
で
あ
る
か
、
吾
々
校
友
同
人
に
於
て
も
、
御
互
に
審
議
検
討
を
怠
ら
ず
、
所
謂

校
友
の
総
親
和
全
協
力
を
以
て
、
母
校
の
内
容
強
化
に
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
信
じ

ま
す
。
元
老
先
輩
諸
氏
の
懐
旧
座
談
を
拝
聴
し
、
実
に
今
昔
の
感
に
堪
え
ざ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
、
私
も
柳
か
無
遠
慮
に
感
想
の
一
端
を
略
記
し
て
、
蔓
に
駿
台
の
余
白
を

汚
が
す
こ
と
＼
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
了
）

史
　
料
　
1
2

　
そ
の
頃
の
思
出

　
今
は
昔
・
法
律
学
校
時
代

　
蛮
的
書
生
の
横
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
田
清
毅
（
談
）

　
自
由
民
権
を
求
め
て
立
っ
た
明
治
初
代
の
学
生
の
胸
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
は
旧
物
打

破
の
熱
情
の
外
何
物
で
も
な
か
っ
た
其
熱
情
の
外
焔
は
至
る
所
に
燃
え
あ
が
っ
て
い
た

の
だ
丁
度
私
が
法
律
学
校
に
入
学
し
た
の
は
現
在
の
神
田
郵
便
局
の
所
に
あ
っ
た
二
階

建
の
堂
々
た
る
（
当
時
）
校
舎
で
あ
っ
た
。
そ
の
以
前
は
麹
町
有
楽
町
の
今
の
日
比
谷

大
神
宮
の
敷
地
で
あ
っ
た
も
の
だ
が
移
転
し
て
こ
の
駿
台
に
そ
そ
り
（
？
）
立
っ
た
も

の
で
す
そ
の
当
時
こ
の
駿
台
に
二
階
建
の
建
物
は
な
く
実
に
学
の
殿
堂
と
し
て
尊
ん
だ

も
の
で
す

　
今
轟
々
た
る
響
を
立
て
て
い
る
電
車
通
り
も
四
間
た
ら
ず
の
細
道
で
人
力
車
の
通
行

に
も
困
難
を
感
じ
た
位
で
森
、
林
竹
薮
そ
の
間
に
農
家
は
散
在
し
こ
の
桃
源
の
夢
か
ら

覚
ま
し
た
も
の
は
外
な
ら
ぬ
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
建
設
だ
、
平
和
な
駿
河
台
上
に
恰
も
よ
し

隣
人
相
愛
を
告
ぐ
る
鐘
は
な
り
響
き
明
治
二
十
二
年
頃
に
は
完
成
の
域
に
達
し
た
、
そ
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の
ニ
コ
ラ
イ
の
下
に
は
士
族
長
屋
が
あ
っ
て
今
は
杏
雲
堂
（
病
院
）
の
処
あ
た
り
に
当

る
で
あ
ろ
う
が
「
駿
台
雑
話
」
に
室
鳩
巣
の
屋
敷
も
こ
の
士
族
屋
敷
に
あ
っ
た
ら
し
い
。

又
授
業
は
熱
そ
の
も
の
の
状
態
で
数
え
る
教
師
も
勉
学
の
書
生
も
実
に
恐
ろ
し
く
な
る

程
勉
強
し
た
何
せ
二
階
建
の
教
室
だ
が
一
室
に
三
百
人
位
を
入
れ
先
生
は
着
流
し
で
酒
々

と
漢
文
句
調
の
熱
弁
を
振
う
、
殊
に
岡
田
朝
太
郎
氏
の
刑
法
論
は
天
下
一
品
の
概
が
あ
っ

た
、
洋
行
帰
り
の
若
手
で
元
気
あ
り
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
講
義
は
学
生
を
引
附
け
教

室
に
這
入
り
き
れ
ず
窓
に
ぶ
ら
下
り
又
は
窓
の
近
く
の
水
桶
に
腰
を
か
け
、
一
日
何
回

水
桶
を
殿
し
た
か
わ
か
ら
な
い
、
熱
と
力
に
満
ち
た
講
義
は
学
生
の
や
ん
や
の
喝
采
を

博
し
学
生
は
尻
が
水
桶
い
に
落
こ
ん
だ
の
も
知
ら
ぬ
様
子
だ
っ
た
、
又
横
田
秀
雄
判
事

（
当
時
現
総
長
は
判
事
）
の
民
法
も
実
に
う
ま
味
の
あ
る
講
義
で
短
躯
か
ら
送
ば
し
り

出
ず
る
熱
弁
は
髪
む
じ
や
書
生
を
緊
張
さ
せ
卓
を
た
た
か
せ
る
事
は
再
三
で
は
な
か
っ

た
。　

又
そ
の
外
刑
法
に
は
宮
城
浩
蔵
、
治
罪
法
（
民
訴
）
に
井
上
正
一
博
士
、
熊
野
敏
一

博
士
の
国
際
公
法
又
憲
法
に
は
光
明
寺
三
郎
氏
等
の
法
学
の
鐸
々
た
る
泰
斗
が
あ
っ
て

輝
然
法
学
に
は
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
従
っ
て
法
律
討
論
会
は
今
の
比
で
は
な
く
毎
週

一
回
乃
至
二
回
開
催
さ
れ
討
論
会
会
長
は
学
長
自
ら
甲
乙
両
班
分
れ
て
火
花
散
る
論
戦

を
戦
す
、
甲
論
乙
駁
、
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
の
激
戦
「
然
し
貴
公
…
…
」

　
「
い
や
拙
者
の
論
理
拠
は
云
々
」
と
黒
紋
付
の
腕
を
ま
く
り
上
げ
、
今
に
も
つ
か
み

懸
ら
ん
と
す
る
形
想
は
明
治
法
律
学
校
の
一
異
彩
だ
っ
た
、
殊
に
一
橋
の
帝
国
大
学
の

教
室
に
行
わ
れ
る
五
大
学
法
律
討
論
会
は
蓋
し
東
都
の
呼
び
物
だ
っ
た
、
当
時
の
五
大

学
は
明
治
法
律
学
校
（
本
学
）
東
京
法
学
校
（
現
法
政
大
）
イ
ギ
リ
ス
法
律
学
校
（
現

中
央
大
）
東
京
専
門
学
校
（
現
早
大
）
と
帝
国
大
学
の
五
校
の
争
覇
で
あ
っ
た
、
こ
の

席
上
に
は
各
大
学
学
長
が
臨
席
し
て
母
校
の
学
生
の
奮
闘
を
見
守
っ
て
い
る
当
時
論
旨

論
舌
、
論
鋒
の
冴
え
鋭
か
っ
た
も
の
は
前
大
臣
中
橋
徳
五
郎
氏
の
舌
鋒
で
あ
っ
た
、
こ

の
優
勝
者
は
非
常
な
る
名
誉
で
そ
の
討
論
主
旨
は
印
刷
雑
誌
と
な
し
て
売
り
出
す
様
な

こ
と
で
ま
た
当
時
の
勉
強
の
方
法
と
し
て
は
自
力
本
願
の
外
は
な
か
っ
た
、
今
日
の
様

な
教
科
書
や
参
考
書
の
類
も
な
く
実
に
図
書
の
購
入
に
は
非
常
な
苦
心
を
払
う
た
も
の

だ
　
講
義
は
全
部
ノ
ー
ト
で
そ
の
ノ
ー
ト
も
各
人
各
様
の
書
式
を
用
い
て
一
時
間
で
も

欠
席
し
た
ら
一
年
間
崇
ら
れ
て
了
う

　
こ
の
一
年
間
の
ノ
ー
ト
を
学
期
末
に
な
っ
て
製
本
家
に
行
っ
て
製
本
と
し
て
各
自
の

教
科
書
と
し
た
が
今
三
ケ
年
分
持
っ
て
い
る
者
は
大
凡
そ
家
賃
と
す
る
だ
ろ
う

左
程
教
科
書
に
乏
し
か
っ
た
が

　
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
書
籍
が
出
来
そ
れ
を
司
法
省
で
翻
訳
し
て
こ
れ
を
払
下
願

い
を
し
て
で
な
く
て
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
ム
ー
ル
ロ
ン
氏

の
「
民
法
覆
義
」
で
そ
の
当
時
実
に
こ
れ
は
法
学
生
に
取
っ
て
は
金
科
玉
条
で
、
下
に

も
置
か
な
い
良
書
と
あ
が
め
た
も
の
だ
っ
た
、
斯
く
の
如
勉
学
に
全
精
力
を
傾
け
た
の

で
代
言
人
試
験
（
現
在
の
弁
護
士
試
験
）
毎
回
五
割
の
合
格
率
を
示
し
た
即
ち
六
〇
名

の
合
格
者
が
あ
れ
ば
本
校
生
は
三
十
二
三
名
は
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
。
其
後
学
生
の

数
は
増
加
し
政
治
、
商
業
の
科
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
今
の
志
田
釧
太
郎
氏
等
は

其
当
時
若
手
教
授
学
生
の
人
気
の
中
心
で
あ
っ
た
、
ま
た
現
勧
業
銀
行
の
馬
場
鎮
一
氏

は
当
時
財
政
学
の
講
義
を
受
持
令
名
さ
く
さ
く
た
る
も
の
が
あ
っ
て
常
に
財
政
に
つ
い

て
は
一
家
言
を
な
し
、
今
日
の
地
位
を
得
る
の
も
宜
な
る
哉
と
首
肯
さ
れ
る
。
政
治
科
、

商
科
の
増
設
に
伴
っ
て
校
舎
の
狭
溢
を
感
じ
サ
ジ
キ
式
に
教
室
の
天
井
に
座
席
を
設
け

る
と
い
う
珍
妙
な
聴
講
制
度
を
と
っ
た
程
繁
昌
を
来
し
て
所
謂
神
田
街
頭
を
の
さ
ば
り

歩
く
黒
紋
の
書
生
は
ん
が
多
く
な
っ
た
。
当
時
窮
措
大
の
街
頭
を
潤
歩
す
る
様
は
今
の

西
洋
の
ト
ン
ビ
（
オ
ー
バ
）
に
納
ま
り
マ
フ
ラ
と
い
う
奇
態
な
も
の
を
首
に
巻
い
て
い

る
学
生
に
は
解
ろ
う
筈
は
な
い
が
、
黒
紋
附
の
高
朴
歯
、
髪
は
耳
に
た
れ
て
口
に
出
つ

る
も
の
は
自
由
民
権

　
「
貴
公
現
在
の
世
相
を
何
と
見
る
、
三
百
年
来
の
持
来
っ
た
旧
弊
の
し
が
ら
み
の
み

で
は
な
い
か
1
門
閥
家
格
は
問
う
所
で
は
あ
る
ま
い
、
い
や
し
く
も
才
幹
用
う
る
に
足
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る
あ
ら
ば
朋
党
に
列
せ
し
め
よ
だ
！
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
当
時
学
生
の
よ
く
行
っ
た
小
川
町
の
「
今
文
」
の
牛
肉
を
つ
ツ
き
な
が
ら
髪
面
は
黒

紋
の
腕
を
ま
く
る

相
手
の
長
髪
学
生
あ
わ
て
て
箸
を
置
き

　
「
然
り
！
拙
者
も
、
拙
者
の
双
腕
に
も
国
家
を
救
う
の
熱
血
脈
々
た
り
こ
れ
見
ら
れ

よ
や
」
と
長
髪
、
髪
面
の
前
に
両
腕
、
両
脛
を
な
げ
出
す

　
然
し
今
の
学
生
の
様
な
娯
楽
は
絶
無
で
質
実
剛
健
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
遊
び
と
い

う
も
の
は
晩
食
後
上
野
の
山
に
刀
の
柄
音
な
ぬ
朴
歯
の
音
高
ら
か
に

　
「
鞭
聲
粛
々
夜
河
を
ー
渡
る
　
　
う
暁
見
千
兵
の
　
　
…
…
」

　
と
い
う
工
合
に
詩
吟
を
う
な
っ
て
上
野
の
山
を
歩
き
廻
る
、
黒
紋
の
大
男
が
揃
っ
て

う
な
る
の
は
蓋
し
壮
観
で
あ
っ
た
又
今
の
天
下
堂
の
附
近
に
は
小
川
亭
と
い
う
寄
せ
が

あ
り
須
田
町
に
は
白
梅
亭
と
呼
ぶ
軍
談
講
談
の
寄
せ
が
か
か
る
、
よ
く
学
生
は
出
か
け

て
「
う
　
　
」
「
お
ー
」
と
掛
声
を
出
し
て
聴
き
ほ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
然
し
文
明
開
化
の
風
は
先
ず
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
二
十
二
年
に
は
ボ
ー
ト
が
三
艘
購
入
せ

ら
れ
て
向
島
邊
「
あ
う
ん
」
「
あ
う
ん
」
の
声
勇
ま
し
く
漕
ぎ
廻
っ
た
も
の
だ
、
然
し

ボ
ー
ト
を
購
入
し
て
新
し
い
処
は
あ
る
が
秋
季
大
運
動
会
は
物
々
し
く
も
華
や
か
に
飛

鳥
山
に
催
さ
れ
た
当
時
運
動
会
会
長
で
あ
っ
た
名
村
泰
蔵
氏
（
当
時
大
審
院
長
で
本
学

名
誉
顧
問
と
な
っ
た
）
を
先
頭
に
騎
馬
で
大
幟
を
立
て
て
隊
伍
を
組
み
駿
河
台
か
ら
小

川
町
を
通
り
上
野
を
経
て
団
子
坂
を
ぬ
け
て
飛
鳥
山
に
と
繰
こ
む
、
全
校
挙
て
の
大
行

事
、
運
動
会
場
で
相
撲
、
旗
取
り
等
大
衆
的
の
競
争
で
殊
に
振
っ
て
い
る
の
は
生
き
た

豚
を
拳
固
で
た
た
き
殺
す
競
争
だ
、
そ
の
た
た
き
殺
し
た
豚
肉
は
即
刻
豚
汁
と
な
っ
て

現
わ
れ
る
趣
向
式
後
は
酒
樽
を
前
に
文
字
通
り
鯨
飲
馬
食
夜
の
更
る
を
知
ら
ず
踊
り
廻

り
、
は
ね
廻
る
徹
宵
は
ち
ま
き
で
毛
脛
を
出
し
て
踊
る
、
へ
べ
れ
け
に
よ
っ
た
学
生
は

団
子
坂
辺
で
狸
の
腹
つ
つ
み
を
伴
奏
に

　
「
御
馬
の
前
1
へ
に
チ
ラ
チ
ラ
す
る
の
は
何
じ
ゃ
い
な
、
ヤ
レ
ト
コ
ト
ン
ヤ
レ
ト
ン

ヤ
レ
ナ
…
…
」

の
鼻
歌
よ
ろ
し
く
明
日
の
朝
ま
で
…
…

　
其
時
代
の
言
論
機
関
と
し
て
は
あ
け
ぼ
の
新
聞
（
現
東
京
日
日
）
時
事
新
報
、
朝
野

新
聞
、
読
売
新
聞
、
郵
便
報
知
新
聞
、
日
本
新
聞
等
で
学
生
の
新
聞
等
の
発
行
は
寸
毫

の
意
も
な
か
っ
た
即
ち
学
生
は
社
会
に
は
「
我
不
関
　
」
の
態
度
で
研
学
に
専
念
し
て

い
た
又
学
に
没
頭
出
来
る
時
代
で
も
あ
っ
た
の
だ
し
か
し
学
生
同
志
間
で
は
時
事
問
題

は
論
曝
さ
れ
殊
に
日
本
新
聞
は
学
生
に
よ
く
読
ま
れ
陸
実
氏
の
漢
文
句
調
の
名
文
句
は

学
生
ら
の
血
を
湧
か
す
に
充
分
な
今
も
の
が
あ
っ
た
そ
の
陸
氏
の
下
に
は
る
の
三
宅
雪

嶺
氏
も
働
い
て
新
し
い
議
論
に
学
生
を
引
付
け
て
い
た
、
兎
に
角
学
生
が
新
聞
発
行
ま

で
に
時
代
が
進
ん
で
も
い
ず
、
そ
の
発
行
機
械
に
お
い
て
も
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の

で
、
昔
の
学
生
は
真
の
学
の
追
究
者
と
し
て
一
途
に
突
っ
込
む
熱
と
正
義
を
以
て
適
進

し
た
の
だ
、
所
謂
武
士
は
「
腹
が
空
っ
て
も
餓
う
な
い
」
と
同
様
「
腹
が
へ
っ
て
も
勉

強
せ
い
」
と
は
彼
等
の
不
文
律
と
な
っ
て
了
っ
た
そ
れ
程
純
な
寧
ろ
蛮
的
な
学
生
だ
っ

た
の
だ
。

史
　
料
　
1
4

　
我
が
体
験
を
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顧
問
　
佐
々
木
　
忠
　
蔵

　
私
の
語
ら
ん
と
す
る
体
験
と
は
何
で
あ
る
か
。
其
の
文
辞
は
多
分
独
逸
語
の
翻
訳
で
、

哲
学
上
の
術
語
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
様
に
思
う
。
而
し
て
其
の
字
義
に
つ
い
て

は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
生
命
の
流
れ
だ
と
い
い
、
オ
イ
ケ
ン
は
精
神
生
活
を
高
調
し
た
こ

と
に
此
の
語
を
用
い
、
デ
ル
タ
イ
は
生
け
る
人
間
精
神
の
深
処
に
於
け
る
直
接
経
験
を

此
の
語
に
て
表
わ
し
て
い
る
。
併
し
此
の
如
き
学
的
研
究
は
之
を
学
者
に
譲
り
、
此
処

で
は
吾
人
が
其
の
生
活
上
に
於
け
る
経
験
に
、
一
層
の
深
み
を
添
え
、
そ
れ
が
血
と
な

り
肉
と
な
り
て
、
常
に
吾
人
の
講
堂
を
指
導
し
支
配
す
る
一
種
の
原
動
力
で
あ
る
と
言
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い
た
い
。
而
し
て
私
は
此
の
意
味
の
体
験
を
意
義
あ
る
体
験
と
称
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
こ
の
意
義
あ
る
体
験
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
最
も
肝
要
で
、
つ
ま
り
そ
の
持
主

と
否
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
幸
不
幸
が
分
岐
す
る
と
い
い
得
る
。
去
れ
ど
此
の
意
義
あ

る
体
験
は
其
の
質
に
於
て
、
又
そ
の
量
に
於
て
、
深
浅
厚
薄
、
大
小
強
弱
の
別
が
あ
る
。

浅
薄
に
し
て
小
弱
な
り
と
て
軽
ん
ず
べ
き
で
な
い
、
況
や
深
厚
に
し
て
強
大
な
る
も
の

に
於
て
お
や
で
あ
る
。
要
は
如
何
な
る
体
験
に
て
も
有
意
義
の
も
の
は
、
之
を
尊
重
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
質
）

て
堅
く
保
持
し
、
以
て
吾
人
々
格
の
向
上
と
、
事
業
の
進
展
と
に
実
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。

　
私
は
本
年
六
十
有
九
歳
の
老
人
で
あ
る
。
こ
の
頽
齢
に
至
る
迄
に
は
、
随
分
種
々
の

体
験
を
得
て
居
る
が
、
さ
て
之
を
学
生
諸
君
の
前
に
披
渥
し
て
、
意
義
あ
る
体
験
な
り

と
言
い
得
る
も
の
、
即
ち
私
の
一
生
を
支
配
し
指
導
し
つ
、
有
っ
た
所
の
体
験
は
、
以

下
述
ぶ
る
所
の
一
事
あ
る
の
み
で
す
。
然
ら
ば
其
の
一
事
は
抑
も
何
ん
で
あ
る
か
。
忘

れ
も
し
な
い
、
今
よ
り
五
十
一
年
前
の
明
治
十
四
年
九
月
と
い
う
歳
月
は
、
我
が
郷
土

が
建
国
以
来
未
曾
有
の
光
栄
に
浴
し
た
時
で
、
山
川
草
木
ま
で
が
皆
欣
々
と
し
て
笑
顔

を
見
せ
た
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
は
外
で
も
な
い
、
明
治
天
皇
の
玉
歩
の
御
痕
が
此
の
地

に
印
せ
ら
た
の
で
あ
っ
た
。
同
月
二
十
九
日
に
は
我
が
天
皇
に
も
御
鳳
螢
遊
ば
さ
れ
た

の
で
、
諸
君
は
御
父
祖
方
か
ら
当
時
の
模
様
を
聴
か
れ
た
と
思
う
が
、
御
通
輩
の
道
路

の
両
側
に
、
雲
霞
の
如
く
集
っ
て
い
る
人
々
の
歓
喜
の
状
、
静
粛
の
様
は
、
連
も
今
日

に
於
て
見
る
こ
と
を
得
ざ
る
現
象
で
し
た
。
そ
れ
も
其
の
筈
、
封
建
制
度
の
最
後
即
ち

明
治
四
年
前
に
は
、
殿
様
の
御
通
り
で
さ
え
、
領
民
は
幕
の
内
に
て
拝
す
る
の
で
な
く

之
を
聴
く
の
で
あ
り
、
公
方
様
に
な
る
と
閉
門
鎖
戸
し
て
謹
慎
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

其
の
時
代
よ
り
僅
々
十
年
後
の
当
時
で
あ
る
か
ら
、
路
傍
に
て
龍
顔
を
拝
し
得
る
こ
と

を
、
寧
ろ
不
思
議
と
感
じ
勿
体
な
い
と
思
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

　
鳳
賛
は
同
月
三
十
日
に
山
形
師
範
学
校
（
今
の
商
品
陳
列
所
の
所
在
地
）
に
臨
御
に

な
ら
れ
た
。
時
恰
も
私
は
年
齢
十
八
、
同
校
に
学
ん
で
居
っ
た
が
、
図
ら
ず
も
御
前
進

講
の
一
大
光
栄
を
荷
っ
た
の
で
し
た
。
寒
婁
の
一
書
生
が
、
僅
か
四
間
ほ
ど
を
隔
て
～

龍
顔
に
腿
尺
し
得
、
而
か
も
未
熟
の
化
学
実
験
を
天
覧
に
供
し
奉
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

私
の
歓
喜
は
殆
と
口
舌
の
外
で
あ
っ
た
の
で
し
た
。
殊
に
其
の
際
私
は
燃
焼
に
関
し
て

九
種
目
の
実
験
を
申
上
げ
ま
し
た
が
、
其
の
三
番
目
の
実
験
で
、
点
火
せ
る
燐
塊
を
酸

素
を
貯
え
置
け
る
大
瓶
の
中
に
入
れ
し
に
、
何
ぞ
図
ら
ん
大
瓶
が
真
二
つ
に
破
れ
、
見

る
見
る
う
ち
に
臭
気
を
帯
び
る
白
焔
が
、
濠
々
と
し
て
、
瓶
中
よ
り
洩
れ
出
て
、
畏
多

く
も
玉
座
の
邊
ま
で
汚
し
た
の
で
、
居
列
ぶ
大
官
総
立
ち
と
な
っ
て
窓
を
開
き
、
白
焔

を
場
外
に
追
払
っ
た
と
い
う
大
失
策
を
演
じ
ま
し
た
。
尤
も
私
は
無
調
法
を
致
し
ま
し

た
。
御
ゆ
る
し
を
願
い
ま
す
。
と
恭
し
く
御
詫
を
申
上
げ
、
残
り
の
実
験
を
仕
終
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
か
ら
の
私
の
苦
悶
は
実
に
た
い
し
た
も
の
で
、
一
大
光
栄
に
有
頂
天
に

な
っ
て
歓
喜
し
た
の
が
、
忽
ち
一
大
恐
催
と
変
じ
、
如
何
に
此
の
身
を
処
分
す
べ
き
か
、

場
合
に
よ
っ
て
は
切
腹
で
も
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
ま
で
決
意
し
た
の
で
し
た
。
私
は

武
士
の
家
庭
に
生
長
し
、
日
常
臣
下
が
主
君
の
前
で
無
礼
を
し
た
場
合
の
身
の
処
理
方

な
ど
を
教
え
ら
れ
て
居
た
の
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
悲
痛
の
事
ま
で
に
苦
悶
し
た
の
で
し

た
。
取
り
敢
え
ず
校
長
ま
で
御
詫
を
申
上
げ
て
処
分
を
仰
ぎ
ま
し
た
が
、
何
の
御
餐
め

も
無
か
っ
た
ば
か
り
か
、
金
若
千
円
を
宮
内
卿
を
経
て
御
下
賜
に
な
り
ま
し
た
。
光
栄

変
じ
て
恐
催
と
な
り
、
恐
櫻
極
っ
て
自
殺
の
決
意
と
な
り
、
そ
れ
が
又
恩
賜
の
光
栄
に

輝
い
た
。
何
と
い
う
感
激
深
き
最
も
意
義
あ
る
光
栄
の
体
験
で
し
ょ
う
。
私
は
当
時
此

の
意
義
あ
る
体
験
を
生
涯
忘
却
せ
ず
、
又
汚
損
せ
ず
、
処
世
の
一
大
指
針
と
す
る
こ
と

に
決
心
の
膀
を
固
め
ま
し
た
。
自
分
か
ら
申
し
て
は
些
と
鳴
呼
が
ま
し
く
思
う
が
、
此

の
体
験
は
私
に
取
っ
て
は
唯
一
無
二
、
空
前
絶
後
の
光
栄
で
あ
っ
た
の
で
し
た
。

　
爾
来
私
の
五
十
一
年
の
生
涯
は
、
実
に
彼
の
意
義
あ
る
体
験
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ

又
指
導
せ
ら
れ
て
、
幸
に
今
日
に
至
っ
た
の
で
す
。
五
十
一
年
の
歳
月
は
随
分
長
い
も

の
で
す
。
此
の
長
い
間
に
於
て
の
私
の
生
活
は
、
決
し
て
一
本
調
子
で
進
ん
で
来
た
の

で
な
く
、
波
瀾
重
畳
と
で
も
形
容
す
れ
ば
、
至
極
興
味
も
感
ず
る
が
、
実
に
御
話
に
な
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ら
ぬ
失
敗
の
歴
史
の
み
で
し
た
。
山
形
師
範
卒
業
後
、
小
学
教
員
を
筆
頭
に
、
或
は
再

び
学
徒
と
な
り
、
時
に
玄
関
番
を
勤
め
、
新
聞
記
者
と
な
り
、
雑
誌
発
行
人
と
も
な
り
、

会
社
の
番
頭
、
政
治
家
の
手
先
、
食
う
や
食
わ
ず
の
貧
乏
生
活
、
月
給
十
五
円
の
官
吏
、

遂
に
内
地
を
後
に
台
湾
に
飛
出
し
て
官
吏
生
活
二
十
有
一
年
、
こ
れ
又
波
瀾
重
畳
の
裡

に
過
ご
し
て
帰
郷
し
た
の
で
す
。
此
の
如
き
私
の
経
歴
は
、
蓮
も
学
生
諸
君
の
亀
鑑
に

な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
唯
だ
此
の
種
々
雑
多
の
境
涯
に
処
し
て
る
間
に
、
私
は
度
々
深
刻

の
デ
ィ
レ
マ
ン
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
何
時
も
彼
の
意
義
あ
る
体
験
に
よ
っ

て
之
を
処
理
裁
断
し
、
為
め
に
誘
惑
に
陥
ら
ず
、
私
利
に
眩
ま
ず
、
官
職
を
傷
け
ず
、

名
誉
を
汚
さ
ず
し
て
今
日
に
至
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
諸
君
に
公
言
し
て
揮
ら
ぬ
の
で
あ

り
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
て
諸
君
の
参
考
に
供
す
。

　
大
正
三
年
私
は
台
中
庁
事
務
官
庶
務
課
喪
と
し
て
、
同
庁
台
中
街
（
今
は
市
と
な
っ

た
）
の
街
長
詮
考
に
任
じ
て
居
ま
し
た
が
、
一
夕
同
街
の
有
力
家
某
（
台
湾
人
）
の
来

訪
を
受
け
た
、
某
は
台
南
よ
り
持
参
し
た
も
の
と
称
し
て
一
個
の
菓
子
箱
を
置
い
て
去
っ

た
の
で
し
た
。
某
と
は
特
に
懇
意
に
し
て
居
る
間
柄
な
れ
ば
、
菓
子
や
果
物
位
の
贈
答

は
幾
度
も
為
し
た
事
が
あ
り
、
殊
に
同
人
及
び
其
の
子
弟
を
世
話
し
た
こ
と
も
有
っ
た

の
で
、
何
の
疑
も
な
く
之
を
受
け
、
後
に
之
を
披
き
見
し
に
、
こ
は
そ
も
如
何
に
、
菓

子
箱
の
中
に
は
、
約
三
寸
平
方
の
金
箔
五
六
十
枚
を
竹
紙
に
包
み
、
其
の
紙
に
金
何
匁

と
記
し
た
る
も
の
が
二
十
余
箇
を
納
め
て
あ
る
。
是
れ
は
確
か
に
賄
賂
で
あ
っ
た
。
私

は
常
に
貧
乏
し
て
居
り
、
此
の
時
は
台
中
庁
に
赴
任
早
々
の
事
と
て
、
交
際
費
用
大
に

嵩
み
、
月
給
に
て
は
遣
り
切
れ
ぬ
現
状
で
あ
っ
た
の
で
、
恥
か
し
い
こ
と
な
が
ら
此
の

金
箔
に
対
し
て
食
指
が
動
き
出
し
た
。
然
る
に
其
の
際
私
の
背
後
於
て
、
誰
や
ら
が
悲

痛
の
声
を
張
上
げ
ら
れ
て
、
汝
は
彼
の
意
義
あ
る
体
験
を
汚
損
せ
ん
と
す
る
か
と
注
意

せ
ら
れ
た
感
が
し
た
。
す
る
と
、
心
機
忽
ち
一
変
し
て
、
咬
々
た
る
明
日
の
青
空
に
輝

け
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
を
呼
出
し
通
訳
を
介
し
て
、
私
は
天
皇
陛
下
の
御

命
令
で
台
湾
統
治
者
の
一
人
た
る
の
名
誉
を
荷
っ
て
居
る
。
此
の
名
誉
は
君
等
に
頼
っ

て
保
持
し
た
い
と
思
う
か
ら
、
粗
末
だ
が
此
の
一
品
を
送
る
と
い
い
、
体
よ
く
彼
の
一

品
を
返
還
し
ま
し
た
。
彼
は
痛
く
感
じ
た
と
見
え
、
涙
な
が
ら
叩
頭
の
礼
を
為
し
て
立

去
っ
た
。
賄
賂
公
行
を
本
気
に
思
っ
て
い
た
清
国
政
府
の
後
を
引
受
け
た
台
湾
官
吏
の

私
に
は
、
其
の
外
に
も
随
分
危
険
至
極
、
意
外
千
万
の
事
に
遭
遇
し
た
が
、
何
時
も
彼

の
意
義
あ
る
体
験
の
御
蔭
に
て
、
幸
に
在
台
二
十
年
の
公
生
涯
を
無
事
に
済
ま
し
て
有
っ

た
の
で
し
た
。

　
私
が
斯
く
述
べ
来
る
時
諸
君
の
中
に
は
、
意
義
あ
る
体
験
な
ど
は
度
々
得
ら
る
、
も

の
で
な
い
、
度
々
得
ら
ぬ
事
を
持
出
さ
れ
て
も
、
其
の
効
果
が
少
い
の
で
は
有
る
ま
い

か
と
謂
わ
る
＼
人
も
あ
ら
ん
が
、
そ
れ
は
深
く
考
え
ざ
る
の
致
す
所
で
あ
る
。
深
く
見

よ
美
し
き
も
の
を
得
ん
と
誰
か
が
言
わ
れ
た
如
く
、
諸
君
の
既
往
現
在
を
細
察
し
て
見

給
え
、
何
等
か
の
様
式
に
て
、
或
る
感
激
に
充
た
さ
れ
た
る
体
験
の
潜
在
す
る
を
認
識

せ
ら
る
＼
な
ら
ん
。
家
庭
に
於
て
は
父
母
兄
姉
の
訓
誠
、
学
校
に
於
て
は
先
生
の
訓
告

又
は
学
校
の
忠
告
、
或
は
読
書
、
看
劇
、
或
は
運
動
競
技
等
に
於
て
前
に
も
こ
言
し
た

如
く
、
大
小
強
弱
、
深
浅
厚
薄
の
差
は
あ
り
と
し
て
も
、
必
ず
や
諸
君
の
琴
線
に
触
れ
、

感
激
に
充
た
さ
れ
た
事
が
有
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
の
感
激
こ
そ
所
謂
意
義
あ
る
体
験

に
し
て
、
諸
君
を
玉
成
す
る
所
の
体
験
で
あ
る
。
況
や
諸
君
の
前
程
に
は
、
幾
多
の
楽

土
も
あ
れ
ば
難
関
も
あ
り
、
同
時
に
無
上
の
光
栄
に
も
接
し
、
意
外
の
失
敗
に
も
逢
わ

れ
て
、
千
変
万
化
の
真
光
景
が
描
き
出
さ
る
＼
こ
と
＼
と
思
う
。
而
し
て
諸
君
は
此
の

新
光
景
の
中
に
於
て
、
燦
然
光
彩
を
放
つ
所
の
意
義
あ
る
体
験
を
見
出
す
こ
と
＼
思
う
。

　
最
後
に
私
は
一
言
し
て
置
く
。
私
は
余
命
幾
何
も
な
い
の
で
す
。
併
し
な
が
ら
其
の

幾
何
も
な
い
生
活
に
も
、
彼
の
意
義
あ
る
体
験
を
遺
憾
な
く
活
用
し
た
い
と
念
願
し
て

居
る
。
否
こ
の
念
願
を
深
く
強
く
正
し
く
私
の
内
面
生
活
に
取
入
れ
た
い
と
思
っ
て
居

る
。
私
は
こ
ん
な
事
に
よ
っ
て
、
齢
を
と
っ
て
も
若
い
人
と
為
っ
て
見
る
積
り
で
す
。

武
者
小
路
氏
の
「
埋
も
れ
て
居
た
も
の
に
」
の
中
に
左
の
一
言
が
あ
っ
た
。

　
　
齢
を
と
っ
て
も
若
い
人
は
、
段
々
深
く
自
分
の
内
に
入
っ
て
い
っ
た
人
で
あ
る
。
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人
類
に
根
を
す
え
た
人
だ
。
齢
を
と
る
と
共
に
一
歩
々
々
深
く
這
入
ら
な
け
れ
ば
、

　
　
其
の
人
は
老
ぼ
れ
て
仕
舞
う
。
其
人
の
頭
は
ひ
か
ら
び
て
く
る
、
恐
ろ
し
い
も
の

　
　
は
之
れ
で
あ
る
。
人
の
頭
は
同
一
の
も
の
き
り
考
え
ら
れ
な
く
な
る
時
生
気
を
失

　
　
う
も
の
で
あ
る
Q

長
々
と
老
人
の
寝
言
を
述
べ
、
以
て
前
途
多
望
の
学
生
諸
君
の
参
考
に
供
し
、
併
せ

て
老
人
自
身
の
誠
と
な
す
こ
と
に
し
た
。
（
終
り
）

史
　
料
　
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
　
　
　
為
　
吉

　
　
明
治
法
律
学
校
時
代
の
卒
業
生
か
ら
聞
い
た
学
校
と
学
生
気
質
の
記
録

　
下
記
は
明
治
大
学
が
未
だ
明
治
法
律
学
校
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
明
治
二
十
五
年
頃
の

卒
業
生
故
畑
為
吉
氏
（
初
代
校
友
会
埼
玉
支
部
長
、
弁
護
士
）
か
ら
筆
者
が
直
接
聴
く

こ
と
の
で
き
た
当
時
の
二
一
二
の
記
録
で
す
。
文
責
記
者
に
あ
り
。
（
斉
藤
栄
一
－
大
正

八
年
卒
）

　
　
　
○

　
当
時
は
学
生
の
数
も
少
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
学
校
経
営
に
当
局
が
苦
心
し

て
い
る
模
様
が
、
学
生
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
岸
本
校
長
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦
心
を
せ
ら

れ
て
い
た
様
子
で
あ
っ
た
が
、
金
の
や
り
く
り
の
一
の
方
法
と
し
て
学
校
の
近
く
に
寄

宿
舎
を
設
け
て
、
地
方
か
ら
上
京
し
た
学
生
に
一
ケ
年
分
の
寄
宿
料
を
前
納
さ
せ
て
収

容
し
た
。
そ
の
料
金
は
一
ケ
年
金
二
十
円
内
外
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
が
、
と
も
か
く
、

そ
れ
を
流
用
し
て
い
ろ
い
ろ
や
り
く
り
し
て
い
た
模
様
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
寄
宿
料

が
な
く
な
る
頃
に
な
る
御
馳
走
が
急
に
お
ち
て
く
る
の
で
学
生
は
大
不
平
だ
っ
た
。

　
　
　
○

　
当
時
の
学
生
で
洋
服
を
着
て
い
る
も
の
は
殆
ん
と
い
な
か
っ
た
。
黒
か
紺
の
小
倉
袴

に
袖
腕
に
至
る
紺
耕
り
の
筒
袖
、
現
代
語
（
大
正
七
年
）
で
い
え
ば
バ
ン
カ
ラ
と
で
も

い
う
か
。
も
ち
ろ
ん
下
駄
ば
き
で
あ
っ
た
。
下
駄
ば
き
で
教
室
に
入
る
こ
と
は
厳
禁
さ

れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ッ
ソ
リ
入
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
大
威
張
り
て
コ

ロ
ン
カ
ラ
ン
と
大
き
い
下
駄
音
を
た
て
て
二
階
の
梯
子
段
を
上
る
の
だ
か
ら
、
た
ま
ら

な
い
、
生
徒
監
が
こ
れ
ま
た
破
れ
る
よ
う
な
大
声
で
、
ド
ナ
っ
て
二
階
に
上
っ
て
く
る

と
、
学
生
ら
は
心
得
た
も
の
で
、
窓
の
側
に
下
駄
を
抜
い
て
、
袴
で
そ
れ
を
隠
し
、
シ
ャ

が
ん
て
下
駄
を
は
い
て
い
な
い
と
抗
弁
す
る
。
生
徒
監
は
怒
っ
て
そ
の
学
生
を
引
倒
そ

う
と
す
る
。
暫
ら
く
二
人
が
モ
ミ
合
っ
て
、
学
生
一
方
か
愈
々
敗
け
と
な
る
と
、
や
に

わ
に
そ
の
下
駄
を
窓
か
ら
外
に
投
け
出
し
て
、
そ
れ
で
も
、
ま
だ
は
い
て
い
な
い
抗
弁

す
る
全
く
蛮
風
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
興
日
本
を
背
負
っ
た
当
時
の
学
生
は

勉
強
も
よ
く
し
た
が
、
一
方
野
蛮
的
行
動
も
あ
え
て
し
た
。

　
日
本
政
府
そ
し
て
冷
汗
を
か
か
せ
た
清
国
公
使
館
事
件
は
、
そ
の
当
時
で
あ
る
。

　
　
　
○

　
学
校
と
は
関
係
な
い
が
、
当
時
の
学
生
気
質
を
い
ま
一
つ
披
露
す
る
。

　
学
生
の
貧
乏
な
の
は
当
時
も
い
ま
（
大
正
七
年
頃
）
も
同
じ
て
、
小
川
町
か
ら
猿
楽

町
辺
に
か
け
て
学
生
相
手
の
質
屋
か
何
軒
か
あ
っ
た
。
そ
の
質
屋
の
店
の
座
敷
と
土
間

と
の
間
に
は
頑
丈
な
格
子
か
で
き
て
い
て
、
戸
の
閉
ま
る
僅
か
の
小
さ
い
窓
口
が
、
客

と
店
員
と
の
応
待
口
で
し
か
な
か
っ
た
。
学
生
は
そ
の
質
屋
に
ボ
ロ
ボ
ロ
の
袴
、
時
に

は
下
帯
一
本
を
持
参
し
て
質
草
と
し
、
法
外
の
値
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
り

方
は
、
質
草
を
受
取
る
店
員
の
手
を
素
早
く
把
え
て
脅
迫
し
て
目
的
を
達
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
店
員
の
方
で
も
心
得
た
も
の
で
、
素
早
く
そ
の
質
草
を
取
り
上
け
て
評

価
し
金
し
か
出
さ
な
い
。
店
員
に
手
早
く
質
草
を
取
ら
れ
る
学
生
の
方
か
負
け
で
、
店

員
に
三
拝
九
拝
し
て
で
き
る
だ
け
の
金
を
借
り
て
引
下
っ
た
の
で
あ
る
。
厳
な
格
子
や

窓
の
戸
は
、
店
員
か
学
生
に
手
を
把
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
防
備
綜
（
即
ち
バ
リ
ケ
ー

ト
ー
筆
者
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
筆
者
の
親
戚
に
そ
の
学
生
相
手
の
質
屋
か
あ
っ
た
が
、
主
人
の
話
に
よ
る
と
、
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学
生
相
手
の
質
屋
を
「
鉄
火
質
」
と
呼
ん
で
い
た
い
う
。
店
員
の
手
を
把
え
て

　
　
　
脅
す
手
口
は
全
く
脅
迫
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
学
生
の
純
真
さ
表
明
す

　
　
　
る
も
の
で
、
む
し
ろ
可
愛
く
感
じ
た
と
、
い
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
こ
の
記
録
は
大
正
七
年
明
治
大
学
雄
弁
会
が
埼
玉
県
浦
和
町
に
遊
説
し
た
際
に
そ
の

歓
迎
会
の
席
上
で
聞
い
た
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

史
　
料
　
1
7

多
　
田
　
理
　
助

　
　
恩
　
　
師

　
翁
は
郷
里
の
尋
常
小
学
校
を
卒
え
る
と
、
明
治
十
九
年
当
時
郡
内
に
た
っ
た
一
ケ
所

あ
っ
た
天
童
町
の
高
等
小
学
校
に
入
学
し
た
そ
の
時
、
担
任
の
訓
導
で
あ
っ
た
の
が
天

童
藩
出
身
の
佐
々
木
忠
蔵
氏
で
あ
っ
た
。

　
佐
々
木
忠
蔵
氏
は
元
治
元
年
五
月
十
五
日
、
旧
天
童
藩
儒
員
佐
々
木
綱
領
の
次
男
と

し
て
生
れ
た
。
父
綱
領
は
藩
中
有
数
の
学
者
で
、
廃
藩
置
県
の
後
、
明
治
五
年
、
学
制

発
布
と
同
時
に
天
童
小
学
校
の
初
代
校
長
と
な
っ
た
。
そ
の
次
男
と
し
て
育
っ
た
忠
蔵

氏
は
、
将
来
を
教
育
に
捧
ぐ
べ
く
、
明
治
十
三
年
山
形
師
範
学
校
に
入
学
し
た
の
で
あ
っ

た
。　

当
時
の
師
範
学
校
は
在
校
生
僅
か
に
百
二
十
余
名
に
過
ぎ
ず
、
明
治
十
三
年
七
月
に

二
十
名
、
△
⊥
十
月
に
二
十
名
、
△
⊥
十
二
月
に
十
一
名
の
卒
業
生
を
出
し
た
ば
か
り
で
、

全
く
の
草
創
時
代
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
、
佐
々
木
氏
は
早
く
も
教
育
界
に

第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
て
そ
の
第
一
歩
を
飾
る
に
最
も
記
念

す
べ
き
光
栄
が
、
青
年
佐
々
木
氏
の
前
途
を
祝
福
し
て
居
た
。
即
ち
そ
れ
は
明
治
十
四

年
九
月
三
十
日
　
明
治
天
皇
が
本
県
御
巡
幸
の
劒
、
師
範
学
校
に
行
幸
遊
ば
さ
れ
た
時
、

佐
々
木
氏
は
選
ば
れ
て
化
学
の
実
験
を
天
覧
に
供
し
奉
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
天
萬
乗
の
至
上
の
御
前
に
、
玉
座
を
隔
つ
る
事
、
約
四
間
の
所
に
テ
ー
ブ
ル
を
置

き
、
燃
焼
論
の
実
験
で
酸
素
入
れ
の
ビ
ン
に
点
火
し
た
燐
を
入
れ
た
一
瞬
間
、
ビ
ン
は

真
二
つ
に
破
れ
て
、
臭
気
の
あ
る
白
煙
は
濠
々
と
立
ち
こ
め
て
、
畏
く
も
玉
座
の
あ
た

り
を
冒
そ
う
と
し
た
の
で
、
居
並
ぶ
大
官
は
総
立
ち
と
な
っ
て
窓
を
開
い
た
。
恐
催
に

お
の
の
い
た
佐
々
木
氏
は
、
そ
れ
で
も
渾
身
の
勇
を
奮
っ
て
『
失
敗
し
て
真
に
相
済
み

ま
せ
ん
』
と
申
上
げ
、
ふ
と
、
玉
座
を
仰
ぎ
奉
る
と
、
龍
顔
い
と
も
御
慈
愛
に
満
ち
て
、

御
微
笑
あ
ら
せ
ら
れ
て
在
し
た
。

　
こ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
後
刻
師
範
学
校
長
等
も
責
任
を
感
じ
て
宮
内
卿
ま
で
進
退
を

伺
い
出
た
所
聖
上
に
は
柳
か
も
御
叱
り
も
な
く
、
却
っ
て

　
『
今
日
の
実
験
は
い
つ
れ
も
よ
く
出
来
た
。
将
来
益
々
勉
強
せ
よ
』

と
有
難
い
御
言
葉
を
賜
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
純
真
な
る
青
年
佐
々
木
氏
は
、
ロ
バ
々
宏
大
無
辺
な
る
御
仁
慈
に
感
激
の
胸
を
ふ
る
わ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
一
死
報
国
！
』
そ
し
て
、
こ
の
覚
悟
が
固
く
固
く
培
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

　
斯
く
て
師
範
を
卒
業
し
て
、
天
童
小
学
校
に
奉
職
し
た
が
、
丁
度
そ
の
時
、
後
の
理

助
翁
少
年
多
田
恒
太
郎
が
同
校
に
入
学
し
て
佐
々
木
氏
の
薫
陶
を
受
け
る
事
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

明
治
戊
辰
の
役
に
際
し
、
奥
羽
同
盟
諸
藩
の
墜
迫
に
も
屈
せ
ず
、
志
士
吉
田
大
八
の
烈
々

た
る
勤
王
の
唱
導
に
よ
っ
て
、
遂
に
城
市
を
灰
儘
に
ま
で
帰
し
た
天
童
藩
に
生
れ
、
既

に
生
れ
乍
ら
に
し
て
尊
皇
愛
国
の
気
風
を
受
け
た
佐
々
木
氏
が
、
更
に
畏
く
も
親
し
く

明
治
大
帝
の
御
仁
慈
に
浴
し
て
一
層
忠
誠
を
誓
っ
た
青
年
訓
導
の
赤
心
は
蓋
し
烈
々
た

る
も
の
あ
っ
た
ろ
う
。

　
翁
が
少
年
時
代
、
こ
の
佐
々
木
氏
の
指
導
感
化
を
受
け
た
事
は
、
更
に
以
て
、
翁
の

後
来
の
尽
忠
報
国
の
精
神
を
基
礎
づ
け
る
一
素
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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斯
く
て
少
年
時
代
、
師
弟
と
し
て
結
ば
れ
た
佐
々
木
氏
と
翁
と
の
間
柄
は
、
生
涯
常

に
唇
歯
の
関
係
を
持
っ
て
緊
密
に
結
ば
れ
て
居
た
。

　
即
ち
、
佐
々
木
氏
は
明
治
二
十
一
年
、
志
を
立
て
て
上
京
し
た
が
、
当
時
天
童
藩
出

身
の
大
先
輩
、
宮
城
浩
蔵
氏
が
仏
蘭
西
留
学
か
ら
帰
朝
し
仏
国
法
律
学
士
と
し
て
啓
蒙

時
代
に
あ
っ
た
我
が
国
法
制
上
に
華
々
し
い
進
出
を
し
て
居
た
時
で
、
こ
の
宮
城
氏
に

身
を
寄
せ
、
勉
学
に
い
そ
し
ん
で
居
た
時
、
計
ら
ず
も
多
田
翁
と
二
度
の
避
遁
を
し
た

の
で
あ
っ
た
。

、
明
治
二
十
一
年
、
翁
が
十
六
才
の
時
、
十
二
支
腸
を
患
い
東
京
杏
雲
堂
病
院
に
入
院

し
た
が
、
そ
の
時
厳
父
十
世
理
助
翁
に
伴
わ
れ
て
、
宮
城
氏
の
宅
を
訪
問
し
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
期
せ
ず
し
て
師
弟
は
手
を
取
り
合
っ
て
再
会
を
喜
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　
斯
く
て
翁
は
病
気
全
快
と
共
に
東
京
に
遊
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
機
縁

と
な
っ
て
、
翁
の
厳
父
は
佐
々
木
氏
の
人
物
を
見
込
ん
で
、
一
子
恒
太
郎
の
指
導
監
督

を
依
頼
し
、
神
田
区
神
保
町
に
一
室
を
借
り
て
、
佐
々
木
氏
と
共
に
こ
こ
に
住
ん
で
、

翁
は
宮
城
氏
の
創
設
し
た
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大
学
の
前
身
）
に
入
り
、
↓
方
東
京

英
語
学
校
（
日
本
大
学
の
前
身
）
東
京
農
林
学
校
予
備
門
に
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
方
佐
々
木
氏
は
宮
城
浩
蔵
氏
の
下
に
あ
り
て
同
氏
の
著
述
を
助
け
、
或
は
自
ら
明

治
法
叢
、
警
察
雑
誌
等
を
刊
行
し
て
居
た
が
明
治
二
十
八
年
、
日
清
戦
役
に
際
し
陸
軍

録
軍
に
任
じ
、
台
湾
出
征
に
従
軍
し
、
台
湾
総
督
府
の
臨
時
審
判
官
心
得
と
な
り
、
そ

の
後
、
法
院
監
督
書
記
、
新
竹
庶
属
等
を
経
て
、
明
治
四
十
一
年
台
湾
工
事
部
事
務
官
、

台
湾
専
売
局
事
務
官
を
つ
と
め
、
最
後
に
台
中
廉
事
務
官
庶
務
課
長
の
要
職
ま
で
進
ん

で
、
そ
の
間
二
十
有
余
年
炎
熱
と
闘
い
、
土
匪
、
生
蕃
の
中
に
生
命
を
さ
ら
し
て
植
民

　
　
　
　
　
（
附
）

地
の
開
拓
、
新
府
の
民
の
順
撫
に
、
或
は
農
事
の
改
良
、
市
街
の
整
備
、
学
校
の
普
及

等
に
尽
力
し
た
が
、
大
正
八
年
郷
党
の
懇
望
に
よ
っ
て
再
び
故
山
に
帰
り
墳
墓
の
地
で

あ
り
、
且
つ
亡
父
の
遺
業
で
も
あ
る
、
天
童
小
学
校
長
と
し
て
、
一
生
を
教
育
に
捧
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
東
京
遊
学
時
代

　
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
封
建
政
治
は
瓦
壊
し
、
新
政
は
布
か
れ
た
が
、
約
二
十
年
の

間
は
、
政
治
の
基
礎
的
型
体
は
樹
立
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
二
十
年
代
に
至
っ
て
、

漸
や
く
我
が
日
本
の
近
代
国
家
的
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
即
ち
思
想
的
に
見
て
も
、
上
層
知
識
階
級
に
は
封
建
思
想
が
漸
や
く
薄
れ
て
、
こ
れ

に
か
わ
る
に
、
自
由
主
義
的
思
想
が
膨
屏
と
し
て
拾
頭
し
て
来
た
。
こ
れ
が
社
会
的
に

具
現
さ
れ
た
の
は
、
立
憲
政
治
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
即
ち
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、

紀
元
の
佳
節
を
以
て
憲
法
発
布
さ
れ
、
翌
二
十
三
年
七
月
一
日
、
始
め
て
衆
議
院
議
員

選
挙
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
、
自
由
党
の
結
成
、
政
府

の
弾
堅
等
、
過
渡
的
悩
み
は
繰
り
返
さ
れ
た
。
板
垣
退
助
を
盟
主
と
す
る
自
由
党
員
は
、

全
く
血
を
以
て
こ
れ
を
購
い
得
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
進
歩
的
青
年
、
知
識
階
級
は

期
せ
ず
し
て
自
由
主
義
的
思
想
に
走
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　
特
権
階
級
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
る
政
治
を
民
衆
の
手
に
返
せ
！
、
明
治
維
新
の
真

意
義
を
具
現
せ
よ
！
こ
う
し
た
叫
び
が
全
国
の
青
年
を
熱
狂
さ
せ
た
。
殊
に
当
時
の
東

京
に
於
け
る
自
由
主
義
的
立
憲
思
想
の
波
は
物
凄
い
ま
で
に
狂
奔
し
て
居
た
。

　
多
田
理
助
翁
が
東
京
に
遊
学
し
て
居
た
の
は
、
丁
度
こ
の
時
代
で
あ
る
。
翁
が
身
を

寄
せ
て
居
た
宮
城
浩
蔵
氏
は
、
法
律
学
者
で
あ
っ
た
の
が
、
明
治
二
十
三
年
の
第
一
回

総
選
挙
に
出
馬
し
て
政
治
に
転
向
し
た
。
政
党
的
に
見
れ
ば
非
自
由
党
に
属
し
て
居
た

が
立
憲
政
治
に
対
す
る
熱
情
は
決
し
て
自
由
党
と
何
等
変
る
所
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し

た
時
代
に
多
感
な
る
二
十
才
前
後
の
青
年
時
代
を
送
っ
た
翁
は
、
当
時
前
途
に
は
烈
々

た
る
希
望
を
持
っ
て
居
た
。

　
然
し
、
翁
は
中
央
に
於
て
或
は
国
事
に
奔
走
し
、
或
は
政
治
に
よ
っ
て
身
を
立
て
る

に
は
『
家
」
と
云
う
も
の
に
縛
ら
れ
て
居
た
。
『
大
蕨
の
旦
那
』
と
し
て
知
ら
れ
た
地

方
の
名
望
家
の
一
人
息
子
に
育
ち
『
家
』
を
守
り
父
母
を
安
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
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我
が
熱
情
の
溢
れ
る
ま
ま
に
中
央
に
止
ま
る
こ
と
は
、
孝
心
深
い
翁
と
し
て
は
忍
び

得
な
い
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
一
度
は
家
郷
を
飛
出
し
、
父
母
も
家
産
も
捨
て
て
、

一
介
の
書
生
と
し
て
素
っ
裸
に
な
っ
て
社
会
の
真
っ
ロ
ハ
中
に
飛
出
そ
う
と
決
心
し
た
事

も
あ
っ
た
。
そ
の
反
面
に
は
或
る
恋
愛
事
件
な
ど
も
あ
っ
て
、
そ
の
恋
人
が
東
京
の
一

市
民
の
娘
で
あ
っ
た
為
あ
、
名
望
家
と
し
て
の
多
田
家
に
迎
え
る
に
は
必
ず
父
母
の
反

対
あ
る
こ
と
を
予
期
し
て
、
総
て
を
捨
て
て
、
自
分
の
意
志
の
ま
ま
に
動
こ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　
然
し
、
ど
う
し
て
も
断
ち
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
父
母
の
恩
愛
の
絆
で
あ
っ
た
。

幾
度
か
煩
悶
を
繰
り
返
し
懊
悩
を
続
け
た
結
果
、
総
て
を
忍
ん
で
父
の
懐
に
還
る
こ
と

に
決
心
し
た
。

　
明
治
二
十
五
年
の
夏
、
暑
中
休
暇
で
帰
省
し
、
家
郷
の
風
物
に
接
す
る
と
一
層
こ
の

念
を
強
め
た
。
そ
し
て
、
生
涯
を
家
郷
の
為
め
に
捧
げ
、
郷
土
の
為
め
に
尽
そ
う
と
決

心
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
郷
村
の
現
状
を
見
る
と
、
こ
の
山
間
の
部
落
は
徳
川
時
代
の
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
（
原
）

に
、
依
然
と
し
た
元
始
的
な
山
衆
生
活
に
安
ん
じ
、
日
毎
に
進
歩
す
る
日
本
の
現
状
も

無
関
心
に
、
そ
の
日
そ
の
日
を
無
自
覚
に
送
っ
て
居
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
『
こ
れ
で
は
い
け
な
い
。
こ
れ
で
は
、
明
治
の
文
明
か
ら
は
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
。

何
と
か
し
て
新
し
い
日
本
の
姿
と
云
う
も
の
を
村
の
人
々
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
』

　
黎
明
期
に
あ
っ
て
進
歩
の
激
し
い
活
溌
な
刺
戟
の
強
い
東
京
か
ら
帰
っ
て
、
こ
の
静

か
な
眠
れ
る
が
如
く
静
か
な
郷
里
の
村
を
見
た
時
、
ま
だ
二
十
才
の
多
感
な
青
年
の
心

に
映
っ
た
の
は
、
先
ず
村
の
青
年
の
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
ど
う
か
し
て
日
本
の
文
明
と

相
並
ん
で
、
郷
里
の
文
化
的
開
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…
…
。
こ
う
し
て
先
ず
、
村

の
先
輩
で
あ
る
稲
村
熊
治
、
稲
村
源
蔵
の
両
氏
と
謀
り
、
こ
こ
に
村
の
青
年
の
修
養
機

関
た
る
『
大
蕨
青
年
義
会
』
を
創
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。
稲
村
熊
治
、
源
蔵
の
両
氏
は
、

翁
よ
り
は
四
五
才
の
年
長
で
、
当
時
の
村
の
中
堅
青
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
両
人
が
村

の
青
年
を
説
き
、
四
十
余
名
の
加
入
を
得
て
、
翁
が
一
切
の
経
費
を
負
担
す
る
こ
と
に

し
、
青
年
の
修
養
を
図
り
村
の
中
堅
的
団
体
と
し
て
、
自
治
の
運
行
を
扶
け
、
相
互
扶

助
的
機
関
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
が
こ
れ
で
、
先
ず
翁
が
出
資
し
て
書
籍
を
買
入
れ
、

回
覧
図
書
館
の
様
な
も
の
を
作
り
、
更
に
夜
学
を
創
始
し
、
実
業
補
習
教
育
に
充
て
、

或
は
国
家
の
大
勢
を
説
き
、
活
溌
な
活
動
を
開
始
し
た
。

　
こ
の
『
大
蕨
青
年
義
会
』
は
そ
の
後
、
益
々
強
固
と
な
り
、
村
の
最
も
堅
実
な
る
団

体
と
な
り
、
後
に
全
国
に
青
年
団
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
も
、
大
蕨
で
は
こ
の
官
制
の
青

年
団
に
加
入
せ
ず
、
青
年
義
会
を
改
善
し
、
画
一
さ
れ
た
官
制
の
青
年
団
以
上
に
郷
土

に
即
し
た
自
治
機
関
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
居
る
。

　
翁
は
永
く
そ
の
会
長
を
務
め
て
居
た
が
、
晩
年
に
は
こ
れ
を
辞
し
、
名
誉
顧
問
と
な
っ

て
居
た
が
、
昭
和
八
年
に
は
、
こ
の
青
年
義
会
が
主
と
な
り
、
小
学
校
に
御
真
影
奉
安

殿
を
奉
建
し
、
そ
の
用
材
は
多
田
家
に
於
て
寄
附
し
た
。
そ
の
他
義
会
は
常
に
村
の
中

堅
団
体
と
し
て
重
き
を
な
し
、
現
在
は
稲
村
真
弥
氏
を
会
長
と
し
て
益
々
発
展
し
つ
つ

あ
る
Q

　
　
遊
学
時
代
の
交
友

　
翁
の
東
京
遊
学
中
、
親
交
あ
っ
た
の
は
、
恩
師
佐
々
木
氏
の
外
に
、
矢
張
り
天
童
藩

出
身
の
相
川
勝
蔵
氏
が
あ
っ
た
。
相
川
氏
は
同
じ
く
宮
城
氏
の
親
友
、
佐
々
木
氏
の
従

兄
で
、
清
廉
潔
白
に
し
て
稜
々
た
る
気
骨
に
富
ん
だ
人
で
竹
陰
と
号
し
、
漢
学
及
び
法

律
学
に
通
じ
兼
ね
て
書
を
能
く
し
た
。
（
口
絵
写
真
参
照
）
翁
は
深
く
こ
の
相
川
氏
に

傾
倒
し
て
師
事
し
て
居
た
。
後
に
司
法
官
と
な
り
、
各
地
に
判
検
事
を
し
て
居
た
が
、

持
ち
前
の
清
廉
と
直
情
と
が
官
僚
畑
に
適
せ
ず
、
昇
進
も
お
く
れ
、
大
正
の
初
め
水
戸

地
方
裁
判
所
判
事
を
最
後
と
し
て
、
官
界
を
退
い
た
が
、
元
来
潔
白
な
人
で
あ
っ
た
か

ら
、
常
に
清
貧
に
甘
ん
じ
て
居
た
の
で
、
退
官
後
は
頗
る
物
質
的
に
も
恵
ま
れ
ず
、
後

に
上
の
山
町
に
来
て
晩
年
を
送
り
、
大
正
十
年
寂
し
く
死
ん
だ
が
、
翁
は
相
川
氏
の
最
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期
ま
で
よ
く
親
交
を
続
け
、
或
は
不
如
意
な
家
計
を
援
け
、
或
は
精
神
的
に
こ
れ
を
慰

め
、
殊
に
死
後
葬
儀
萬
端
に
至
る
ま
で
懇
切
な
心
尽
し
を
し
た
。
更
に
此
頃
の
親
友
と

し
て
、
上
の
山
出
身
の
河
合
孝
朔
氏
が
あ
っ
た
。
河
合
氏
は
翁
と
同
年
で
、
上
の
山
藩

医
河
合
元
亮
の
養
嗣
子
で
、
同
じ
時
代
に
東
京
に
遊
学
し
て
居
た
が
、
こ
の
人
も
亦
一

風
変
っ
た
気
概
に
満
ち
た
人
で
、
家
業
の
医
を
嫌
い
、
『
個
人
の
病
を
癒
す
医
者
に
な

る
よ
り
、
社
会
の
病
弊
を
直
す
政
治
家
に
な
る
の
だ
』
と
云
っ
て
熱
心
に
勉
強
し
て
居

た
。
然
し
父
母
の
反
対
に
よ
っ
て
、
本
意
な
く
政
治
を
断
念
し
郷
里
に
帰
っ
た
が
、
遂

に
医
者
と
は
な
ら
ず
、
山
形
市
で
新
聞
事
業
に
関
係
し
た
り
し
て
居
た
が
、
後
に
上
の

山
町
助
役
と
な
り
、
町
政
の
刷
新
に
は
非
常
に
力
あ
っ
た
人
だ
。
不
幸
に
し
て
晩
年
家

運
振
わ
ず
、
一
家
は
山
形
に
仮
寓
し
て
居
た
が
、
こ
の
頃
も
翁
は
不
遇
な
友
人
を
慰
め

て
居
た
が
、
河
合
氏
は
病
の
為
め
翁
に
先
立
つ
事
約
二
ヶ
月
昭
和
十
年
七
月
十
五
日
、

山
形
市
の
仮
寓
に
於
て
寂
し
く
逝
っ
た
。

　
更
に
山
辺
町
出
身
で
、
現
在
全
国
有
数
の
謄
写
版
販
売
元
と
し
て
、
東
京
実
業
界
に

重
き
を
な
し
て
居
る
大
気
堂
大
江
孝
氏
も
こ
の
時
代
裸
↓
貫
で
東
京
に
飛
出
し
て
苦
学

し
て
居
て
翁
と
は
心
の
許
し
合
っ
た
親
友
と
し
、
晩
年
ま
で
温
い
交
際
を
続
け
て
居
た
。

　
山
形
市
第
一
流
の
割
烹
店
に
し
て
、
最
近
又
、
天
童
温
泉
に
新
温
泉
を
堀
墾
し
て
千

人
風
呂
等
を
設
け
、
同
温
泉
に
一
新
紀
元
を
画
し
つ
つ
あ
る
沢
渡
吉
兵
衛
氏
も
当
時
、

東
京
に
遊
学
し
て
居
て
、
西
村
山
郡
出
身
で
第
一
回
総
選
挙
に
よ
っ
て
宮
城
浩
蔵
氏
と

共
に
代
議
士
と
な
り
、
同
志
と
し
て
活
躍
し
て
居
た
佐
藤
里
治
氏
（
現
代
議
士
佐
藤
啓

氏
の
厳
父
）
の
許
に
寄
寓
し
て
居
た
が
、
矢
張
り
親
交
を
結
ん
で
居
た
。
そ
の
他
、
仙

台
に
於
て
東
北
民
政
党
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
村
松
亀
一
郎
氏
の
弟
で
弁
護
士
村
松
山

寿
氏
や
、
天
童
出
身
の
陸
軍
省
法
官
部
長
の
松
本
慶
次
郎
氏
等
、
何
れ
も
東
京
遊
学
中

の
親
友
で
あ
っ
た
。
更
に
変
っ
た
方
面
で
は
、
一
時
村
松
山
寿
氏
と
共
に
浅
草
に
下
宿

し
た
事
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
家
は
幕
末
時
代
江
戸
浅
草
新
門
に
居
っ
て
、
関
八
州
に
男

を
売
り
幕
臣
山
岡
鉄
舟
に
愛
さ
れ
た
有
名
な
侠
客
、
新
門
辰
五
郎
の
孫
に
当
る
人
で
、

ま
だ
こ
の
時
代
に
は
辰
五
郎
の
恩
顧
を
受
け
た
乾
児
等
も
残
っ
て
居
て
、
よ
く
こ
の
家

に
出
入
り
し
て
居
る
中
、
翁
も
そ
の
義
理
固
い
任
侠
の
道
に
感
じ
て
此
等
の
徒
と
も
親

し
く
交
わ
っ
て
居
た
。

史
　
料
　
1
9

小
　
出
　
五
　
郎

　
　
遊
学
に
決
死
の
思
い

　
　
　
1
感
慨
無
量
1

　
あ
の
こ
ろ
と
い
え
ば
、
丁
度
欧
州
の
文
明
が
本
邦
に
移
植
さ
れ
そ
の
吸
収
に
大
童
わ
、

そ
し
て
モ
ダ
ン
日
本
は
創
ら
れ
る
躍
動
に
戦
い
て
い
た
と
い
っ
た
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
明
治
二
十
五
年
、
す
な
わ
ち
私
は
二
十
歳
の
時
、
岡
山
か
ら
上
京
、
明
治
法
律

学
校
に
一
歩
を
印
し
た
。

　
動
機
と
い
え
ば
、
田
舎
に
く
す
ぶ
る
よ
り
は
東
京
で
一
旗
挙
げ
よ
う
と
政
治
家
を
志

し
た
が
、
ま
ず
そ
の
た
め
に
は
法
律
を
修
め
よ
う
と
思
っ
て
選
択
。
教
授
陣
が
素
晴
し

く
よ
い
と
の
評
判
が
あ
っ
た
の
で
本
校
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
は
東
京
に
遊
学

す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
こ
そ
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
し
ろ
私
な
ど
は
大
き
な
行

李
を
担
い
で
船
に
乗
り
込
み
（
当
時
は
こ
の
コ
ー
ス
が
一
番
の
道
で
あ
っ
た
）
横
浜
に

着
い
た
と
い
う
、
ま
さ
し
く
「
青
雲
ノ
志
ヲ
抱
イ
テ
郷
関
ヲ
出
ズ
」
の
観
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
と
思
う
。
入
学
試
験
と
い
っ
て
も
形
式
的
な
人
物
考
選
で
、
寄
宿
舎
で
学
生
生
活

を
お
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
教
師
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
は
す
で
に
退
か
れ
て
、
岸
本
校
長
の
も

と
に
刑
法
の
井
上
先
生
、
民
法
の
木
下
先
生
（
後
の
校
長
）
な
ど
大
審
院
の
判
事
、
検

事
が
多
か
っ
た
。

　
本
校
は
他
と
異
っ
て
先
生
が
集
っ
て
興
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
教
べ
ん
と
経
営
の

両
刀
使
い
で
あ
っ
た
の
で
、
金
の
な
い
時
な
ど
は
二
、
三
百
円
の
工
面
に
高
利
貸
と
折
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衝
し
た
り
、
先
生
方
が
自
ら
の
給
料
を
割
い
て
支
払
い
に
当
て
た
り
、
こ
の
よ
う
な
往

時
の
模
様
は
全
学
生
が
よ
く
耳
に
す
る
も
の
だ
っ
た
（
そ
の
後
、
校
友
と
な
っ
て
か
ら

当
時
の
校
長
と
大
論
争
ま
で
し
て
漸
や
く
財
団
法
人
の
誕
生
を
み
た
が
）
今
の
ぼ
う
大

な
機
構
と
比
べ
れ
ば
想
像
に
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
講
義
は
全
部
ノ
ー
ト
で
法
律
と
ほ
か
に
政
治
関
係
の
も
の
も
あ
っ
た
が
、
純
然
た
る

法
律
学
校
と
し
て
は
断
然
群
を
抜
い
て
い
た
、
東
京
専
門
学
校
（
早
稲
田
の
前
身
）
が

政
治
お
よ
び
文
学
に
、
慶
慮
義
塾
が
経
済
に
そ
れ
ぞ
れ
異
色
を
放
ち
始
め
て
い
た
そ
の

こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
学
生
総
数
は
二
、
三
百
名
程
度
で
学
生
と
い
っ
て
も
上
は
三
十
四
、
五
歳
の
世

帯
持
ち
が
地
方
の
私
塾
、
師
範
学
校
を
で
て
き
た
と
い
う
人
た
ち
か
ら
私
達
位
ま
で
で
、

当
時
の
校
風
と
し
て
は
質
実
剛
健
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
洋
服
姿
は
見
当
ら
な
か
っ
た

し
、
中
に
は
ヒ
ゲ
を
生
や
し
た
人
も
多
か
っ
た
、
な
に
し
ろ
世
代
の
差
が
あ
る
の
で
、

同
じ
講
義
で
も
受
け
入
れ
方
が
違
い
、
意
表
に
で
る
よ
う
な
質
問
を
す
る
人
も
あ
っ
て

そ
の
時
な
ど
学
生
同
志
で
活
発
な
デ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
る
と
い
う
こ
と
な
ど
少
く
な

か
っ
た
し
、
学
習
態
度
は
遥
か
に
真
面
目
で
あ
っ
た
、
当
時
は
自
由
民
権
の
思
潮
華
や

か
な
り
し
こ
ろ
で
、
本
校
は
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
「
自
由
」
の
鼓
す
い
に

は
先
端
を
歩
い
て
い
た
感
も
あ
る
が
、
他
方
維
新
風
の
熱
血
漢
も
い
て
、
こ
と
に
寄

　
（
舎
）

宿
舌
で
は
国
政
に
つ
い
て
悲
憤
こ
う
慨
し
た
り
、
法
律
や
国
事
問
題
で
討
論
を
行
い
、

果
て
は
な
ぐ
り
合
い
に
ま
で
発
展
す
る
と
い
う
健
闘
ぶ
り
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

　
何
処
で
も
同
じ
こ
と
で
、
矢
張
り
賄
騒
動
は
つ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
ま
る
で
競

争
み
た
い
に
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
、
学
生
の
ふ
と
こ
ろ
工
合
は
、

法
律
事
務
所
と
か
医
院
の
玄
関
番
を
し
て
い
る
人
も
い
た
が
、
現
在
の
ご
と
く
ア
ル
バ

イ
ト
を
す
る
人
は
少
か
っ
た
、
一
ヶ
月
十
円
も
あ
れ
ば
月
謝
、
下
宿
代
を
払
っ
て
本
を

集
め
、
ま
だ
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
も
ち
論
娯
楽
と
い
っ
て
も
牛
肉
屋
と
か
ソ
バ

屋
に
入
る
程
度
の
貧
弱
な
当
時
だ
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
も
今
程
度
盛
ん
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ

　
　
　
（
舎
）

い
寄
宿
舌
に
土
俵
を
作
り
相
撲
を
取
る
も
の
だ
っ
た
、
ま
た
形
式
は
今
の
と
は
違
う
が
、

春
季
運
動
会
な
る
も
の
が
飛
鳥
山
あ
た
り
で
行
わ
れ
た
、
種
目
と
い
っ
て
も
駈
け
つ
く

ら
の
他
に
若
干
あ
っ
た
が
、
当
日
は
全
て
無
礼
講
で
酒
を
の
ん
で
は
剣
舞
を
舞
っ
た
り
、

各
地
方
出
身
者
が
故
郷
の
流
行
り
唄
を
歌
っ
て
一
日
中
騒
い
だ
の
も
面
白
い
思
い
出
と

な
っ
て
い
る
。

　
卒
業
し
て
か
ら
は
、
問
題
の
小
平
町
へ
の
校
舎
移
転
反
対
に
死
物
狂
い
で
頑
張
っ
て

移
転
案
を
覆
え
し
た
り
し
た
思
い
出
も
あ
る
が
省
略
す
る

　
と
に
角
、
往
年
の
五
十
銭
銀
貨
を
お
し
頂
い
て
い
た
こ
ろ
と
千
円
の
札
ビ
ラ
が
切
り

ま
く
ら
れ
る
当
世
、
こ
れ
は
一
学
校
の
流
れ
に
と
っ
て
も
、
か
つ
て
小
世
帯
で
今
の
子

供
の
つ
ま
み
食
い
み
た
い
な
金
の
算
段
に
四
苦
八
苦
し
て
い
た
時
代
と
学
生
二
万
有
余

を
擁
し
て
名
実
と
も
に
完
壁
に
な
っ
た
現
代
と
に
通
じ
、
私
の
書
生
生
活
の
思
い
出
と

は
全
て
今
昔
の
感
に
包
ま
れ
て
い
る
（
明
治
2
8
年
卒
・
元
弁
護
士
）

史
　
料
　
2
3

一
　
松
　
定
　
吉

　
　
刻
苦
勉
励

　
案
じ
て
い
た
妻
の
健
康
状
態
も
次
第
に
良
好
に
向
い
、
十
月
三
十
日
に
は
長
女
ス
ミ

が
無
事
に
生
ま
れ
た
。
私
は
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
て
一
層
責
任
の
重
さ
を
感
じ
た
。
そ

の
後
間
も
な
く
就
職
も
き
ま
っ
た
の
で
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
一
応
落
ち
つ
き
が
で

き
た
。
後
は
上
京
の
目
的
で
あ
る
法
律
の
勉
学
に
一
路
遭
進
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
本

郷
の
下
宿
か
ら
浅
草
ま
で
徒
歩
で
通
勤
し
て
教
鞭
を
と
り
、
授
業
が
終
わ
る
と
た
ち
ま

ち
生
徒
に
早
替
り
し
て
又
徒
歩
で
神
田
の
明
治
法
律
学
校
へ
通
学
し
て
講
義
を
聴
く
と

い
う
毎
日
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
明
治
法
律
学
校
は
午
後
一
時
に
授
業
が
始
ま
っ
た
の
で
、
多
少
こ
の
時
間
に

は
遅
れ
た
が
、
育
英
小
学
校
で
の
仕
事
が
す
む
と
成
る
べ
く
早
く
校
門
を
出
て
明
治
へ
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と
急
い
だ
。
当
時
は
ま
だ
電
車
が
な
か
っ
た
の
で
、
朝
は
本
郷
ー
浅
草
間
、
夕
方
は
浅

草
ー
神
田
問
、
そ
し
て
講
義
が
終
わ
る
と
神
田
－
本
郷
間
を
、
い
ず
れ
も
徒
歩
で
通
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
徒
歩
の
間
も
、
外
が
明
る
い
限
り
は
途
中
六
法
全
書
を
読
み
な
が
ら

歩
く
と
い
っ
た
具
合
に
寸
陰
を
惜
ん
だ
。
そ
の
た
め
時
々
向
う
か
ら
来
る
人
力
車
に
ぶ
っ

つ
か
っ
て
車
夫
か
ら
怒
鳴
ら
れ
た
り
、
電
信
柱
に
突
き
当
っ
た
り
し
た
こ
と
も
再
々
で

あ
っ
た
。

　
明
治
の
講
義
も
夜
に
入
る
と
ラ
ン
プ
の
下
で
聴
い
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
下
宿
へ

帰
る
と
こ
れ
ま
た
ラ
ン
プ
を
灯
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
私
は
夕
食
を
早

く
済
ま
せ
て
成
る
べ
く
早
く
就
寝
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
油
代
を
節
約
す
る

た
め
で
は
な
く
て
、
友
だ
ち
の
来
訪
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
何
も
友
人
と
の
交

際
を
避
け
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
夜
間
友
人
が
や
っ
て
き
て
吉
原
通
い
に
連
出
さ

れ
た
り
、
雑
談
に
時
間
を
と
ら
れ
た
り
す
る
と
肝
腎
の
勉
強
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で

あ
っ
た
。
夜
は
人
よ
り
も
早
く
寝
て
朝
は
人
よ
り
も
早
く
起
き
る
、
こ
れ
は
私
の
勉
強

の
能
率
を
あ
げ
る
た
め
の
必
要
か
ら
生
れ
た
習
慣
で
あ
っ
た
。
お
か
げ
で
コ
松
を
夜

訪
問
し
て
も
彼
は
宵
か
ら
寝
て
し
ま
う
か
ら
駄
目
だ
。
」
と
い
う
こ
と
が
定
評
と
な
っ

て
、
誰
一
人
訪
ね
て
く
る
者
も
な
か
っ
た
の
で
、
勉
強
に
は
大
変
好
都
合
で
あ
っ
た
。

　
朝
は
必
ず
二
時
半
に
起
き
て
洗
面
と
冷
水
摩
擦
を
し
た
後
、
郷
里
に
向
っ
て
宇
佐
八

幡
宮
と
産
土
神
社
と
に
礼
拝
し
、
両
親
や
妻
子
た
ち
に
挨
拶
を
す
ま
せ
て
直
ち
に
机
に

向
っ
た
。
勉
強
の
方
法
は
読
書
五
十
分
の
後
十
分
間
休
憩
、
但
し
こ
の
休
憩
時
間
中
に

今
ま
で
に
読
ん
だ
事
柄
の
要
項
を
箇
条
書
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
頭
の
整
理
に
充
て
た
。

こ
れ
が
毎
日
の
日
課
で
あ
っ
た
が
、
日
曜
日
だ
け
は
違
っ
た
。
日
曜
日
は
同
じ
く
司
法

官
試
験
を
目
ざ
す
同
志
の
合
同
研
究
会
に
充
当
し
た
。
こ
れ
ら
の
同
志
は
い
ず
れ
も
明

治
に
通
っ
て
勉
強
し
て
い
た
仲
の
好
い
者
た
ち
で
、
寺
田
正
二
郎
、
岡
遙
、
気
仙
忠
治
、

森
安
五
郎
、
酒
井
義
太
郎
、
平
出
辰
市
、
平
出
修
、
原
田
好
郎
そ
れ
に
私
、
こ
う
い
う

面
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
者
が
日
曜
日
毎
に
輪
番
制
で
各
人
の
下
宿
に
集
合
し
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
勉
強
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
や
り
方
は
、
あ
ら
か
じ

め
週
間
の
研
究
課
目
を
申
し
合
わ
せ
て
お
い
て
、
例
え
ば
今
週
は
民
法
相
続
編
を
や
る

と
き
あ
て
お
い
て
、
み
ん
な
が
誰
も
民
法
相
続
編
の
勉
強
を
し
て
く
る
。
そ
し
て
各
人

二
問
題
つ
つ
の
試
験
問
題
を
出
し
会
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
抽
籔
に
よ
っ
て
二
題
を
選
び

出
し
て
、
制
限
時
間
二
時
間
の
間
に
答
案
を
書
く
。
そ
れ
を
七
人
が
目
を
通
し
て
自
分

の
も
の
以
外
の
採
点
を
し
、
そ
の
後
で
更
に
こ
れ
を
批
判
し
合
っ
た
り
、
そ
の
週
間
に

研
究
し
た
こ
と
に
就
て
の
質
疑
応
答
な
ど
を
し
て
互
に
切
磋
琢
磨
す
る
と
い
う
方
法
で

あ
っ
た
。

　
午
後
五
時
に
な
る
と
勉
強
を
打
切
っ
て
、
㍊
緒
に
下
宿
を
出
て
上
野
公
園
な
ど
を
散

歩
し
た
り
し
て
英
気
を
養
っ
た
。

　
こ
の
様
な
次
第
で
あ
っ
た
か
ら
芝
居
を
見
に
行
っ
た
り
、
寄
席
に
行
っ
た
り
す
る
こ

と
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
様
な
勉
強
を
長
時
間
つ
づ
け
て
ゆ

く
こ
と
は
相
当
な
努
力
と
忍
耐
と
を
要
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
非
常
に
効

果
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
こ
れ
ら
同
志
の
学
業
成
績
は
い
ず
れ
も
優
秀
で
あ

り
、
判
検
事
登
用
試
験
の
方
も
次
々
に
合
格
し
全
員
が
悉
く
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
私
は
卒
業
の
翌
年
約
二
千
六
百
名
の
受
験
者
中
か
ら
合
格
し
た
が
、
そ

の
成
績
は
合
格
者
八
十
名
中
二
十
六
番
で
あ
っ
た
。

　
と
も
か
く
志
を
立
て
て
上
京
後
四
年
に
し
て
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
た

よ
ろ
こ
び
を
一
刻
も
早
く
郷
里
へ
知
ら
せ
た
い
と
電
報
を
書
く
間
も
も
ど
か
し
い
程
で

あ
っ
た
。

　
後
に
な
っ
て
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
妻
は
私
の
電
報
を
手
に
し
た
と
き
、
う
れ
し

さ
の
あ
ま
り
暫
く
は
腰
が
抜
け
て
、
そ
の
吉
報
を
両
親
に
知
ら
せ
る
の
に
お
ろ
お
ろ
と

し
て
声
も
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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史
　
料
　
2
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制
服
制
帽
と
学
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
　
施
　
辰
　
治

　
　
一
、
大
学
の
角
帽
制

　
ボ
ク
は
、
明
治
三
十
二
年
に
入
学
し
て
三
五
年
に
卒
業
し
た
が
、
制
服
制
帽
は
、
明

大
昇
格
時
明
治
法
律
学
校
時
代
の
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た
と
思
う
。

　
だ
か
ら
ボ
ク
ら
三
年
生
は
、
一
年
間
だ
け
制
服
制
帽
を
着
用
し
た
わ
け
だ
が
、
実
際

制
服
制
帽
を
着
用
し
た
も
の
は
、
ク
ラ
ス
約
四
〇
〇
人
中
十
四
、
五
人
位
だ
っ
た
、
と

こ
ろ
で
ボ
ク
は
、
い
わ
ゆ
る
苦
学
生
で
、
制
服
制
帽
の
制
定
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
着
用

す
る
余
裕
も
な
か
っ
た
が
、
制
服
は
と
も
あ
れ
制
帽
を
角
帽
に
す
る
こ
と
に
反
対
だ
っ

た
の
で
制
服
も
着
な
か
っ
た
し
、
制
帽
も
か
ぶ
ら
な
か
っ
た
か
ら
「
制
服
制
帽
と
学
生

生
活
」
を
語
る
資
格
が
な
さ
そ
う
だ
、
だ
が
ボ
ク
ら
三
年
生
は
、
制
服
制
帽
を
作
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

も
着
用
期
間
は
一
年
だ
け
で
、
し
か
も
卒
業
と
同
時
に
国
家
試
験
絶
対
合
格
の
背
広
に

あ
こ
が
れ
て
い
た
の
で
、
制
服
制
帽
を
あ
ま
り
歓
迎
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　
制
帽
を
角
帽
と
す
る
こ
と
の
反
対
は
官
学
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
私
学
の
ぼ
っ
興
期
で
、

特
に
私
学
出
の
弁
護
士
が
実
力
で
官
学
出
の
弁
護
士
を
り
ょ
う
が
し
は
じ
め
た
花
井
、

井
本
、
高
木
氏
ら
の
活
躍
は
目
覚
し
い
も
の
で
、
帝
大
官
学
の
角
帽
に
追
随
す
る
の
が

不
見
識
だ
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
、
だ
が
結
局
、
角
帽
は
帝
大
の
制
帽
と
い
う
よ
り
も

大
学
の
制
帽
と
い
う
意
見
で
、
大
学
の
制
帽
は
官
立
、
私
立
共
に
角
帽
制
を
確
立
し
た

も
の
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。

　
慶
大
の
制
帽
は
い
ま
で
も
マ
ル
イ
と
い
う
が
、
ま
だ
大
学
の
角
帽
制
が
採
用
さ
れ
な

い
の
は
、
あ
く
ま
で
私
学
の
権
威
を
誇
る
鵜
沢
先
生
の
遺
風
で
あ
ろ
う
。

　
　
二
、
学
生
の
服
装

　
当
時
の
学
生
生
活
と
し
て
、
制
服
制
帽
を
着
用
し
な
い
学
生
の
服
装
は
、
一
高
の
バ

ン
カ
ラ
風
が
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
よ
う
に
、
破
帽
短
袴
と
い
う
素
朴
さ
が
初
期
の
学

生
風
で
、
自
由
民
権
時
代
の
壮
士
風
が
あ
り
、
三
十
一
年
民
法
施
行
前
の
学
生
生
活
に

は
、
法
典
の
延
期
断
行
等
政
治
的
な
運
動
参
加
が
特
色
す
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
ボ
ク
ら
の
学
生
生
活
に
入
っ
た
三
十
二
年
ご
ろ
は
、
社
会
問
題
に
関
心
を

も
つ
も
の
が
出
て
き
た
半
面
、
だ
ら
け
た
学
生
も
出
て
、
洒
落
た
緋
の
羽
織
に
ク
ッ
キ

リ
し
た
縞
の
袴
を
引
き
ず
る
よ
う
に
着
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
和
装

に
制
帽
を
い
た
だ
く
お
し
ゃ
れ
学
生
も
あ
っ
た
。

　
制
服
制
帽
の
制
定
と
同
時
に
着
用
し
た
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
、
は
っ
き
り
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
は
新
潟
県
高
田
市
で
実
兄
善
吉
氏
と
共
に
兄
弟
弁
護
士
と
し
て
活
躍
し
た
亡

友
平
出
辰
市
君
だ
け
で
、
民
主
党
最
高
顧
問
前
大
臣
で
健
在
な
一
松
定
吉
君
等
の
制
服

制
帽
姿
は
思
い
出
が
な
い
。

　
更
に
刑
法
博
士
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
岡
田
庄
作
君
ら
は
常
に
和
服
で
、
図
書
館
に

詰
め
切
っ
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
思
い
出
深
い
ボ
ク
の
学
生
生
活
で
、
図
書
館
を
利
用

し
て
い
た
ボ
ク
ら
三
十
五
年
出
三
十
一
位
ま
で
の
卒
業
生
中
か
ら
十
六
人
も
の
国
家
試

験
及
覇
者
を
出
し
た
こ
と
が
学
校
の
誇
り
だ
っ
た
。

　
当
時
の
学
生
生
活
と
制
服
制
帽
の
関
連
に
お
い
て
追
憶
さ
れ
る
服
装
に
当
時
流
行
し

た
討
論
会
の
登
壇
者
姿
が
眼
に
浮
ん
で
く
る
が
、
後
に
憲
法
史
学
の
権
威
者
と
な
っ
た

尾
佐
竹
猛
君
は
一
年
先
輩
だ
っ
た
が
、
綿
服
判
事
と
し
て
有
名
だ
っ
た
通
り
常
に
和
服

で
洋
服
姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

　
更
に
各
大
学
の
連
合
討
論
会
と
い
う
他
校
自
校
の
討
論
者
横
川
勝
太
郎
君
や
水
戸
の

老
弁
護
士
林
賢
之
助
君
も
和
服
で
洋
服
姿
の
討
論
者
で
後
に
有
名
に
な
っ
た
誰
彼
の
制

服
制
帽
姿
は
思
い
出
せ
な
い
。

　
　
三
、
む
す
び

　
当
時
の
学
生
生
活
と
し
て
、
ボ
ク
の
感
慨
深
く
追
憶
さ
れ
る
講
師
の
講
義
ぶ
り
や
試

験
問
題
の
出
し
方
、
国
家
試
験
委
員
の
著
作
と
試
験
範
囲
に
つ
い
て
な
ら
大
い
に
話
し

た
い
こ
と
も
あ
り
、
聞
い
て
も
ら
っ
て
有
益
な
こ
と
も
あ
る
と
思
う
が
、
制
服
制
帽
に

一64一



関
連
し
た
学
生
生
活
に
つ
い
て
は
大
体
以
上
の
思
い
出
で
与
え
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
一
ぱ
い

だ
が
、
と
も
あ
れ
学
生
諸
君
は
、
そ
の
校
風
と
共
に
確
立
さ
れ
た
学
校
の
特
殊
性
を
認

識
し
、
身
を
も
っ
て
校
風
を
描
き
出
す
だ
け
の
心
構
え
で
制
服
制
帽
を
着
用
さ
れ
た
い

（
明
治
3
5
卒
　
弁
護
士
）
。

史
　
料
　
2
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
　
俣
　
漠
　
清

　
実
の
と
こ
ろ
私
は
、
明
治
大
学
の
前
身
で
あ
る
明
治
法
律
学
校
に
、
明
治
三
十
三
年

の
九
月
か
ら
三
十
六
年
の
七
月
ま
で
在
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
既
に
大
学
組
織
の

準
備
中
で
、
三
十
六
年
の
九
月
か
ら
明
治
大
学
と
改
組
さ
れ
た
。
そ
れ
で
私
共
は
明
治

法
律
学
校
最
後
の
卒
業
生
な
の
で
あ
る
。
学
校
は
明
治
十
四
年
に
創
立
さ
れ
、
当
初
は

丸
ノ
内
の
、
今
の
宝
塚
劇
場
附
近
に
あ
っ
た
旧
島
原
藩
邸
内
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、

私
共
の
在
学
当
時
は
神
田
の
南
甲
賀
町
で
、
今
の
主
婦
之
友
社
の
後
ろ
の
方
に
南
京
下

見
ペ
ン
キ
塗
の
木
造
洋
館
建
で
、
講
堂
の
数
が
惜
か
三
つ
位
で
あ
っ
た
。

　
大
正
十
三
年
の
丁
度
今
頃
、
現
在
の
場
所
の
校
舎
が
前
年
九
月
一
日
の
大
震
災
で
烏

有
に
帰
し
た
跡
へ
、
急
造
し
た
バ
ラ
ツ
ク
校
舎
の
教
員
室
で
、
媛
房
の
設
備
が
な
い
か

ら
、
学
生
に
教
室
内
で
オ
ー
バ
ー
を
着
用
す
る
こ
と
を
許
す
や
否
や
が
問
題
と
な
っ
た
。

私
と
同
年
輩
の
A
教
授
が
「
僕
等
の
学
生
時
代
の
校
舎
は
今
の
バ
ラ
ツ
ク
と
同
様
で
媛

房
設
備
等
な
か
っ
た
の
だ
が
、
教
室
で
外
套
を
着
て
居
る
者
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
と
、

こ
れ
も
同
時
代
の
B
が
「
そ
れ
よ
り
一
体
当
時
僕
等
の
仲
間
で
外
套
な
ぞ
持
っ
て
居
っ

た
奴
が
あ
っ
た
か
」
と
反
問
し
た
の
で
A
も
成
程
と
合
点
し
た
。

　
私
共
の
在
学
当
時
に
も
学
校
に
は
制
服
の
定
め
は
あ
っ
た
が
、
着
用
し
て
い
る
者
は

極
め
て
稀
で
、
多
く
は
小
倉
の
袴
に
紺
緋
、
又
は
黒
木
綿
に
牡
丹
餅
大
の
紋
附
羽
織
と

い
う
服
装
で
、
破
帽
垢
衣
敢
て
意
と
せ
ず
、
錦
欄
を
纏
う
た
瓦
た
る
よ
り
も
、
艦
襖
に

包
ま
っ
た
宝
玉
で
あ
れ
と
い
う
、
気
概
と
街
気
と
の
カ
ク
テ
ル
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
モ

ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
。
か
と
思
う
と
、
高
等
師
範
出
の
中
等
教
員
上
り
、
扱
は
師
範
出
の

　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
し
ょ
せ
い

小
学
校
長
上
り
の
老
措
大
な
ど
、
羊
奨
色
の
モ
ー
ニ
ン
グ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
、
錠
豆
の
煙

管
を
忍
ば
せ
て
通
学
す
る
と
い
う
毛
色
の
変
っ
た
の
も
あ
っ
た
。
私
の
同
級
で
後
に
明

治
文
壇
に
名
を
馳
せ
た
平
出
修
な
ぞ
は
、
常
に
縁
附
の
大
時
代
の
モ
ー
ニ
ン
グ
を
着
用

し
て
澄
ま
し
て
通
学
し
て
い
た
。
今
は
貴
族
院
議
員
で
、
時
々
政
府
の
痛
い
所
を
突
つ

く
宮
中
顧
問
官
の
三
室
戸
敬
光
子
爵
な
ぞ
は
、
旧
公
卿
出
で
あ
る
か
ら
端
然
と
し
て
居

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
生
憎
と
私
の
入
学
よ
り
二
年
前
に
卒
業
さ
れ
て
仕
舞
っ
た

の
で
、
御
紹
介
が
出
来
な
い
。
学
生
の
年
齢
も
ま
ち
ま
ち
で
、
親
子
位
違
う
も
の
が
あ
っ

た
。
今
は
故
人
と
な
っ
た
元
徳
山
の
監
督
判
事
頓
宮
悟
一
郎
が
或
る
宴
会
の
席
上
、
私

を
同
級
生
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
同
席
の
人
々
か
ら
「
先
生
は
大
層
お
若
く
見

え
ま
す
ナ
！
」
と
や
ら
れ
た
な
ぞ
も
こ
の
一
例
だ
。

　
今
は
ス
ポ
ー
ツ
の
あ
ら
ゆ
る
デ
パ
ー
ト
を
取
揃
え
て
い
る
明
大
も
、
そ
の
頃
は
僅
に

狭
い
校
庭
の
一
隅
に
、
土
俵
が
設
え
て
あ
っ
た
だ
け
で
、
し
か
も
後
年
の
よ
う
に
、
綾

川
関
や
双
葉
山
が
師
範
で
指
導
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ロ
バ
我
と
思
わ
ん
者
が
飛
び

出
し
て
、
勝
手
に
力
技
を
闘
わ
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
年
に
一
度
の
運
動
会
は
、
飛
鳥
山

な
ぞ
へ
押
し
出
し
て
角
力
、
綱
曳
、
豚
追
位
で
ワ
イ
ワ
イ
喋
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
運
動
会
に
校
友
の
先
輩
、
弁
護
士
斎
藤
孝
治
氏
が
白
馬
銀
鞍
堂
々
と
し
て
先
頭
に
立
っ

た
の
が
、
今
で
も
マ
ザ
マ
ザ
と
記
憶
に
遺
っ
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
法
学
者
の
岸
本
辰
雄
、
矢
代
操
、
宮
城
浩
蔵
先
生
等
に
依
っ
て
設
立
さ
れ

た
学
校
な
の
で
、
初
あ
の
程
は
、
仏
人
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
や
、
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
西

園
寺
公
望
公
、
光
明
寺
三
郎
氏
な
ぞ
を
迎
え
、
専
ら
フ
ラ
ン
ス
法
を
教
え
て
居
っ
た
が
、

明
治
三
十
一
年
か
ら
民
法
、
法
例
、
翌
三
十
二
年
か
ら
商
法
が
施
行
さ
れ
て
、
我
が
国

法
典
の
整
備
時
代
に
這
入
っ
て
い
た
の
で
、
学
校
の
方
針
も
一
変
し
、
之
等
法
典
の
起

草
に
関
与
し
た
仁
井
田
益
太
郎
、
松
波
仁
一
郎
、
山
田
三
良
、
志
田
鍔
太
郎
及
び
岡
田

朝
太
郎
の
諸
先
生
を
聰
し
て
、
我
が
国
法
典
の
研
究
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
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現
総
長
の
木
下
友
三
郎
先
生
は
行
政
法
を
担
当
さ
れ
た
が
、
紀
州
説
り
で
『
自
然
人
』

を
『
じ
ね
ん
じ
ん
』
と
発
音
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
儘
、
仁
井
田
先
生
は
乾
燥
無

味
の
民
事
訴
訟
法
を
譜
誰
交
り
に
簡
単
に
説
か
れ
た
が
、
顔
を
麺
め
ら
れ
る
と
両
眉
毛

が
接
着
す
る
の
で
『
連
帯
債
務
』
。
松
波
先
生
は
萬
国
海
法
会
副
議
長
の
肩
書
の
説
明

一
く
さ
り
宜
し
く
あ
っ
て
、
撮
て
、

　
「
こ
こ
に
海
法
と
い
う
は
英
、
独
、
仏
の
何
れ
に
も
称
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
と
そ

の
意
義
の
範
囲
を
異
に
す
る
…
…
」

　
と
ア
ク
セ
ン
ト
に
癖
の
あ
る
能
弁
で
ま
く
し
立
て
る
。
余
り
海
事
に
詳
し
く
て
、
海

の
中
か
ら
で
も
生
れ
た
よ
う
だ
と
て
、
忽
ち
『
海
坊
主
』
。
山
田
先
生
は
そ
の
起
草
に

係
る
法
例
理
由
書
を
、

　
「
名
は
法
例
の
理
由
書
と
い
う
と
錐
も
、
実
は
国
際
私
法
に
関
す
る
一
大
著
述
に
し

て
…
…
」

　
と
心
臓
の
強
い
所
を
紹
介
さ
れ
る
。
『
認
め
る
」
を
『
み
と
ど
め
る
』
と
発
音
さ
れ

る
処
か
ら
『
み
と
ど
め
先
生
」
の
名
紳
号
を
奉
ら
れ
て
学
生
か
ら
親
し
ま
れ
た
。
志
田

先
生
が
歯
切
の
い
い
江
戸
っ
児
弁
で
、

　
「
抑
々
吾
人
々
類
は
有
形
と
無
形
と
に
跨
り
外
界
と
内
界
と
に
亘
る
利
害
関
係
を
有

す
る
こ
と
千
変
萬
化
で
あ
っ
て
…
…
」

　
と
保
険
の
必
要
、
宵
越
の
銭
を
持
た
ぬ
不
用
意
を
罵
倒
さ
れ
、
岡
田
先
生
が
貴
公
子

然
た
る
瀟
洒
な
風
彩
で
静
か
に
、

　
「
そ
れ
六
合
は
有
無
の
境
を
出
で
ず
、
こ
れ
を
蘇
門
に
叩
か
ば
ゴ
ッ
ド
と
答
え
ん
、

こ
れ
を
浮
屠
に
訊
さ
ば
空
と
答
え
ん
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
説
）

　
と
刑
法
を
哲
理
か
ら
脱
き
出
さ
れ
る
あ
た
り
、
学
生
を
陶
酔
さ
せ
た
。
こ
れ
と
並
行

し
て
浪
花
節
の
好
き
な
古
賀
廉
造
先
生
の
刑
法
講
座
が
あ
り
、
豪
放
潤
達
な
雄
弁
で
学

生
を
喩
ら
せ
た
。

　
民
法
講
座
に
は
大
津
事
件
で
骨
の
硬
い
所
を
見
せ
た
、
大
審
院
判
事
の
木
下
哲
三
郎

先
生
が
物
権
、
諄
々
説
い
て
倦
ま
ざ
る
後
の
大
審
院
長
横
田
秀
雄
先
生
の
債
権
総
論
、

デ
ル
ン
ブ
ル
ヒ
と
ウ
イ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
を
壇
上
に
展
げ
て
一
種
錆
の

あ
る
雄
弁
を
振
う
鵜
沢
絡
明
先
生
の
債
権
各
論
、
細
心
精
緻
な
島
田
鉄
吉
先
生
の
相
続

法
等
々
が
そ
れ
ぞ
れ
学
生
の
人
気
を
呼
ん
で
居
っ
た
。
地
味
な
刑
事
訴
訟
法
担
任
の
大

審
院
検
事
鶴
見
守
義
先
生
が
、

　
「
窃
盗
や
強
盗
の
も
の
慣
れ
た
奴
に
な
る
と
、
度
胸
定
め
に
、
仕
事
に
か
か
る
前
に

そ
の
這
入
る
家
の
周
囲
へ
脱
糞
す
る
、
こ
の
糞
便
を
分
析
検
鏡
す
る
と
其
奴
が
何
を
喰
っ

て
居
っ
た
か
が
判
る
、
こ
れ
が
捜
査
の
手
懸
り
に
な
る
…
…
」

　
と
謹
厳
な
顔
を
し
て
、
鼻
持
な
ら
ぬ
こ
と
を
被
仰
る
。
法
律
以
外
に
小
林
丑
三
郎
先

生
の
経
済
原
論
の
「
サ
ア
大
変
だ
、
政
府
が
不
換
紙
幣
を
濫
発
し
た
か
ら
、
物
価
は
真

夏
の
水
銀
柱
の
よ
う
に
ダ
ン
ダ
ン
あ
が
る
…
…
」
釈
師
張
り
の
名
調
子
と
、
金
井
延
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

生
の
瓢
々
乎
と
し
た
風
貌
と
朗
読
式
の
財
政
学
講
義
と
は
好
対
照
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
頃
は
民
、
商
法
等
の
大
法
典
の
施
行
直
後
と
て
、
こ
れ
等
法
律
の
解
釈
も
様
々

で
、
就
中
民
法
な
ぞ
は
そ
の
施
行
に
際
し
て
『
民
法
施
か
れ
て
忠
孝
亡
ぶ
」
の
標
語
で

騒
が
れ
た
程
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
学
生
の
間
に
は
討
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
都
下
五

大
法
律
学
校
の
討
論
会
が
屡
々
開
か
れ
、
又
学
生
は
通
学
の
途
中
、
講
義
の
合
間
々
々
、

扱
は
下
宿
に
ま
で
持
越
さ
れ
た
。
結
局
甲
論
乙
駁
、
五
十
歩
百
歩
と
な
っ
て
も
、
更
に

そ
の
五
十
歩
と
百
歩
と
を
決
す
る
ま
で
は
止
め
な
い
と
い
う
熱
心
に
、
隣
室
の
客
を
困

惑
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
私
が
弁
護
士
を
開
業
し
て
妻
を
迎
え
た
後
で
も
、
こ
の
仲
間
が
押
し
か
け
て
激
論
を

闘
わ
す
の
で
、
新
米
の
妻
は
喧
嘩
と
間
違
え
、
青
く
な
っ
て
傑
え
て
い
た
珍
談
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
、
散
々
討
論
で
捻
じ
合
っ
た
揚
句
が
講
師
へ
の
質
問
と
な
る
。
大
抵
の

講
師
は
辟
易
し
て
、
講
義
を
終
え
る
と
勿
々
と
し
て
退
却
し
よ
う
と
す
る
。
サ
は
さ
せ

じ
と
学
生
は
鶴
翼
の
陣
を
張
っ
て
追
撃
す
る
。
誰
が
指
揮
す
る
と
も
な
く
、
講
義
の
終

了
と
間
一
髪
を
容
れ
ず
、
颯
と
講
壇
を
包
囲
す
る
迅
速
果
敢
の
行
動
は
、
軍
隊
に
も
見
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ま
欲
し
き
程
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
等
勇
士
の
面
々
は
、
私
の
同
級
の
三
十
六
年
組
で
は
名
川
侃
市
（
前
鉄
道
政
務

次
官
）
、
岡
本
実
太
郎
（
前
農
林
参
与
官
）
、
岸
井
辰
雄
（
前
東
京
弁
護
士
会
長
）
、
今

村
正
美
（
前
滋
賀
県
知
事
）
、
井
上
健
一
郎
（
仙
台
所
長
）
、
高
野
寛
治
（
福
島
所
長
）
、

片
山
拓
（
前
樺
太
検
事
正
）
、
池
田
真
桔
（
日
本
昼
夜
銀
行
取
締
役
）
、
吉
田
三
市
郎

（
弁
護
士
）
の
諸
君
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
上
級
岩
四
年
組
の
桜
田
寿
（
前
宮
城
控
訴
院

長
）
、
白
井
清
左
衛
門
（
長
崎
所
長
）
、
佐
藤
伊
惣
治
（
鹿
児
島
検
事
正
）
、
本
間
寛
二

（
秋
田
検
事
正
）
、
水
田
正
之
（
前
福
岡
検
事
正
）
、
山
崎
今
朝
弥
（
弁
護
士
）
の
諸
君

か
ら
、
三
十
五
年
組
の
岡
田
庄
作
（
前
東
京
弁
護
士
会
長
、
法
博
）
、
井
本
常
作
（
前

司
法
参
与
官
）
、
一
松
定
吉
（
代
議
士
）
、
白
井
茂
（
新
潟
所
長
）
、
岡
遽
（
山
形
検
事

正
）
、
帆
高
寿
一
（
前
広
島
検
事
正
）
、
佐
藤
元
吉
（
前
青
森
所
長
）
、
小
川
関
治
郎

（
陸
軍
法
務
官
）
、
沢
田
忠
二
郎
（
裁
判
文
学
で
明
治
大
正
の
文
壇
に
知
ら
れ
た
文
士
）

の
諸
君
を
経
て
伝
来
さ
れ
た
戦
術
で
あ
っ
た
。

　
講
師
の
中
に
は
、
こ
れ
等
勇
士
の
猛
攻
に
堪
え
か
ね
て
、

　
「
実
は
自
分
に
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
の
だ
が
、
正
直
に
い
っ
て
は
諸
君
が
心
細
か
ろ
う

と
思
っ
て
判
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
諸
君
自
ら
の
研
究

に
待
つ
外
は
な
い
」

　
な
ど
と
脆
く
も
落
城
さ
れ
る
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
厄
を
免
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
法
理

学
担
任
の
ス
イ
ス
人
ル
イ
・
ブ
リ
デ
ル
先
生
位
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
時
々
模
擬
裁
判
を
や
っ
た
。
今
は
大
審
院
判
事
で
明
治
史
の
権
威
尾
佐
竹
猛
博

士
も
、
当
時
は
司
法
官
試
補
で
立
会
検
事
を
勤
め
、
崎
人
山
崎
今
朝
弥
が
海
老
茶
袴
に

リ
ボ
ン
を
結
ん
で
、
被
告
山
崎
今
朝
子
と
な
っ
た
珍
劇
も
あ
っ
た
。
当
時
は
女
義
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
す
る

が
盛
ん
で
、
学
生
の
中
に
は
そ
の
フ
ァ
ン
で
、
所
謂
堂
摺
党
に
属
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、

大
体
に
遊
ぶ
設
備
が
今
日
ほ
ど
完
備
し
て
居
ら
な
か
っ
た
お
蔭
で
、
私
達
の
仲
間
の
多

く
は
、
牛
豚
鍋
の
コ
ン
パ
ニ
ー
位
で
満
足
し
て
居
っ
た
。
牛
豚
肉
も
安
い
時
で
は
あ
っ

た
が
、
葱
の
方
が
よ
り
以
上
に
安
い
の
で
、
萬
緑
葱
中
に
紅
一
点
の
肉
を
見
出
す
よ
う

な
献
立
も
あ
っ
た
。
学
校
を
卒
業
し
て
も
何
の
肩
書
も
資
格
も
な
く
、
只
実
力
に
頼
る

外
は
な
い
の
で
、
そ
の
頃
の
学
生
は
一
般
に
勉
強
し
た
こ
と
だ
け
は
確
で
あ
る
。

史
　
料
　
3
4

関
　
田
　
猛
　
夫

　
　
神
田
の
思
い
出
　
四
郎
会

　
　
　
　
一

　
強
烈
な
る
ネ
オ
ン
の
光
や
騒
々
し
い
ジ
ャ
ズ
の
響
も
何
等
刺
戟
を
起
さ
な
い
程
吾
々

の
神
経
は
麻
靡
し
て
居
る
の
に
今
度
商
科
同
窓
会
の
会
誌
を
発
行
す
る
か
か
ら
神
田
の

昔
話
し
で
も
書
か
な
い
か
と
云
わ
れ
遂
う
か
う
か
う
か
と
引
受
け
て
し
ま
っ
て
撮
て
筆

を
取
っ
て
見
る
と
萬
感
交
々
と
云
う
次
第
で
中
々
筆
が
進
ま
な
い
、
あ
の
灰
色
の
べ
ん

き
塗
校
舎
、
初
め
て
の
角
帽
、
恩
師
の
面
影
果
て
は
同
窓
の
誰
れ
彼
れ
と
思
い
は
そ
れ

か
ら
そ
れ
と
渦
巻
の
様
に
頭
の
中
を
馳
け
廻
っ
て
只
々
昔
が
懐
し
く
な
り
無
為
に
過
ご

し
た
二
十
余
年
が
惜
し
く
な
る
。

　
あ
の
灰
色
の
校
舎
で
未
来
の
大
実
業
家
を
夢
み
て
居
た
吾
々
の
中
で
現
在
の
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
。
学
徒
八
千
、
体
育
館
、
大
プ
ー
ル
等
を
予
想
す
る
者
が
あ
っ
た
な
ら
誇

大
妄
想
狂
と
し
て
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
ろ
う
に
二
十
余
年
の
時
の
力
は
、
人
の
力
は
、

今
日
の
大
明
治
を
建
設
し
て
完
成
将
に
近
か
ら
ん
と
し
て
居
る
偉
大
な
る
は
人
の
力
で

あ
る
。
私
達
は
甲
賀
町
の
西
園
寺
公
邸
の
筋
向
い
今
の
神
田
郵
便
局
の
処
に
あ
っ
た
灰

色
の
ペ
ン
キ
塗
木
造
校
舎
で
最
初
の
教
授
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
其
か
ら
錦
町
の
分
教

場
に
移
り
最
後
に
現
在
の
場
所
で
卒
業
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
校
舎
は
巻
頭
之
写
真

に
も
あ
る
通
り
門
か
ら
五
六
間
の
突
き
当
り
に
正
方
形
の
三
階
建
と
門
の
左
側
に
往
来

に
添
う
て
建
て
ら
れ
た
二
階
建
の
小
さ
な
木
造
の
一
棟
だ
け
だ
っ
た
、
此
の
小
さ
な
一

棟
こ
そ
今
日
七
千
の
同
窓
を
有
す
る
吾
が
商
科
揺
藍
の
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
教
室
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の
内
部
は
天
井
の
高
い
階
段
式
の
腰
掛
で
丁
度
小
さ
な
解
剖
室
の
感
じ
の
す
る
室
だ
っ

た
、
最
上
段
の
腰
掛
に
寝
て
居
て
も
先
生
か
ら
見
え
な
か
っ
た
の
で
大
抵
一
人
や
二
人

は
雷
の
様
な
軒
聲
を
挙
げ
て
休
養
を
し
て
居
た
も
の
だ
、
朝
門
の
処
に
立
っ
て
見
て
居

る
と
手
織
木
綿
の
袴
に
色
の
槌
せ
た
中
折
帽
や
鳥
打
を
戴
い
て
ノ
ー
ト
に
イ
ン
キ
瓶
ペ

ン
を
ブ
ラ
下
げ
て
悠
然
と
や
っ
て
来
る
有
様
は
神
田
風
景
或
は
大
学
風
景
の
一
つ
で
あ
っ

た
、
今
な
ら
松
沢
行
き
の
風
体
で
も
校
舎
や
町
の
風
景
に
調
和
し
て
居
た
た
め
か
余
り

気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
、
制
服
な
ど
も
三
四
分
通
り
し
か
着
て
居
な
か
っ
た
私
服
な
ど

は
ド
テ
ラ
の
上
に
黒
の
紋
付
羽
織
な
ど
着
て
居
る
も
の
も
あ
っ
た
、
其
頃
は
一
高
の
学

風
が
学
生
界
を
風
靡
し
て
居
た
の
に
も
依
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
兎
角
学
生
は
衣
食
に

は
活
淡
で
あ
っ
た
様
に
思
う
。

　
　
　
　
二

　
三
階
建
の
校
舎
の
裏
続
き
に
寄
宿
舎
が
あ
っ
た
私
も
一
年
計
り
厄
介
に
な
っ
た
が
お

話
し
に
な
ら
な
い
程
粗
末
な
も
の
で
食
堂
な
と
は
腰
掛
が
な
く
立
食
だ
っ
た
、
賄
料
は

七
円
だ
っ
た
朝
か
ら
晩
ま
で
勉
強
計
り
し
て
居
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
又
よ
く
遊
ん
で

計
り
居
た
も
の
も
あ
っ
た
。
其
頃
法
科
の
連
中
は
判
検
事
か
弁
護
士
の
受
験
者
が
大
半

だ
っ
た
か
ら
猛
烈
に
勉
強
し
た
、
そ
し
て
よ
く
議
論
を
し
て
居
た
。
雄
弁
会
の
連
中
な

ど
は
談
論
風
発
で
甚
だ
近
所
を
悩
ま
し
た
も
の
だ
。
然
し
是
等
は
上
等
の
部
で
遊
ぶ
連

中
に
な
る
と
試
験
が
一
科
目
す
む
と
片
端
か
ら
本
を
売
っ
て
何
処
へ
か
繰
出
し
て
行
く

も
の
も
あ
っ
た
。
紅
い
灯
で
な
い
と
ど
う
し
て
も
落
付
い
て
勉
強
が
出
来
な
い
な
ど
中
々

洒
落
て
居
た
。
然
し
甚
だ
し
い
の
に
な
る
と
帰
れ
な
い
か
ら
迎
い
に
来
い
な
ど
使
を
寄

来
す
る
も
の
も
度
々
で
あ
っ
た
処
が
其
れ
を
待
っ
て
居
る
奴
が
あ
る
ん
だ
か
ら
世
話
は

な
い
、
結
局
迎
い
に
行
っ
て
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
っ
て
仕
舞
う
わ
け
だ
、
此
等

の
連
中
の
名
前
は
預
っ
て
置
く
、
そ
れ
で
も
金
が
な
く
な
る
と
萬
年
床
に
も
ぐ
り
込
ん

で
勉
強
す
る
ん
だ
か
ら
愉
快
な
も
の
さ
、
其
の
頃
は
今
の
様
に
カ
フ
ェ
ー
も
バ
ー
も
な

く
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
だ
け
だ
っ
た
そ
れ
も
官
報
を
見
に
行
く
位
で
学
生
は
余
り
行
か
な
か
っ

た
、
駿
河
台
下
の
消
防
署
の
隣
今
の
正
直
屋
洋
服
店
の
処
に
茶
を
売
っ
た
り
呑
ま
し
た

り
す
る
所
が
あ
っ
た
。
緑
茶
に
ミ
ル
ク
を
入
れ
菓
子
が
付
て
八
銭
だ
っ
た
、
恐
ら
く
是

が
喫
茶
店
の
元
祖
か
も
知
れ
な
い
、
吾
々
は
よ
く
牛
肉
を
喰
っ
た
尤
も
外
に
行
く
処
が

な
か
っ
た
か
ら
金
が
無
く
な
る
と
蕎
麦
か
焼
芋
で
す
ま
し
て
居
た
。
今
の
大
常
磐
は
酒

付
五
十
銭
で
会
が
出
来
た
の
で
大
抵
の
会
は
此
処
で
あ
っ
た
。
今
文
ち
ん
や
（
今
の
伊

勢
屋
袋
足
店
の
裏
に
あ
っ
た
）
お
と
わ
な
ど
は
殆
ん
ど
学
生
が
お
客
で
あ
っ
た
。
洋
食

は
学
生
に
は
高
等
で
行
か
れ
な
か
っ
た
、
紅
梅
町
の
宝
亭
は
県
人
会
の
時
よ
く
行
っ
た

有
名
だ
っ
た
美
味
か
っ
た
か
ど
う
か
よ
く
覚
え
て
居
な
い
、
本
屋
で
は
厳
松
堂
、
有
斐

閣
、
東
京
堂
、
三
省
堂
、
富
山
房
な
ど
は
馴
染
が
深
い
、
今
の
倶
楽
部
の
前
身
南
明
館

と
三
省
堂
の
処
に
あ
っ
た
東
明
館
と
云
う
勧
工
場
が
あ
っ
て
よ
く
繁
昌
し
た
、
活
動
写

真
は
今
の
よ
う
に
普
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
余
り
常
設
館
は
な
か
っ
た
。
錦
町
の
錦
輝

館
が
時
々
活
動
を
掛
け
た
位
で
あ
る
、
盛
ん
だ
っ
た
の
は
寄
席
だ
、
落
語
、
浪
花
節
、

娘
義
太
夫
、
何
れ
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
川
竹
、
紅
梅
、
立
花
、
新
聲
館
は
落
語
、
入
道

館
は
浪
花
節
、
小
川
亭
（
今
の
天
下
堂
）
は
義
太
夫
に
決
っ
て
居
た
殊
に
娘
義
太
夫
は

盛
ん
で
ド
ー
ス
ル
連
と
か
ツ
バ
キ
連
な
ど
云
わ
れ
た
フ
ァ
ン
が
あ
っ
た
、
太
夫
さ
ん
が

寄
席
か
ら
寄
席
へ
馳
け
持
ち
す
る
人
力
車
の
後
押
し
ま
で
し
た
の
だ
か
ら
推
し
て
知
る

べ
し
だ
、
名
入
の
手
拭
で
も
貰
う
も
の
な
ら
押
戴
い
て
見
せ
て
歩
い
た
も
の
だ
。
も
一

つ
全
盛
だ
っ
た
の
は
新
派
劇
だ
っ
た
、
伊
井
、
河
合
、
喜
多
村
、
高
田
な
ど
代
表
的
な

俳
優
で
、
金
色
夜
叉
、
不
如
帰
、
乳
姉
妹
な
ど
は
評
判
だ
っ
た
。
三
崎
町
の
三
崎
座
、

東
京
座
へ
は
よ
く
新
派
が
掛
っ
た
。
三
崎
座
は
女
優
劇
の
元
祖
だ
、
流
行
歌
も
金
色
夜

叉
、
不
如
帰
、
乳
姉
妹
等
に
関
し
た
サ
ノ
サ
節
や
ラ
ッ
パ
節
が
流
行
し
た
。
村
井
知
至

先
生
が
英
訳
さ
れ
た
の
も
其
頃
だ
、
神
田
名
物
の
一
つ
は
五
十
稲
荷
の
縁
日
だ
っ
た
、

本
尊
様
は
何
処
に
あ
る
か
知
ら
な
い
が
縁
日
の
人
出
は
凄
い
も
の
だ
っ
た
。
東
京
の
夏

は
夜
が
一
番
よ
い
と
思
っ
た
が
夜
店
が
あ
る
と
尚
一
入
の
様
な
気
が
し
た
、
世
の
中
の

苦
労
を
知
ら
な
か
っ
た
為
か
師
走
の
夜
の
通
り
は
何
ん
と
な
く
ザ
ワ
メ
イ
て
吾
々
の
気
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分
ま
で
浮
立
っ
て
用
も
な
い
の
に
プ
ラ
プ
ラ
し
て
見
た
も
の
だ
、
］
番
つ
ま
ら
ぬ
と
思
っ

た
の
は
正
月
三
ケ
日
の
下
宿
屋
生
活
だ
っ
た
。

　
百
人
一
首
も
隆
盛
で
鵠
会
だ
何
だ
と
眼
を
赤
く
し
て
騒
い
て
居
た
琵
琶
も
名
人
続
出

し
て
学
生
に
は
大
持
て
だ
っ
た
、
神
田
橋
の
橋
の
挟
に
和
強
楽
堂
と
云
っ
て
琵
琶
専
門

の
ホ
ー
ル
が
あ
っ
た
が
今
は
小
公
園
に
な
っ
て
居
る
。

　
　
　
　
三

　
運
動
界
は
今
の
よ
う
に
種
類
が
多
く
な
く
主
と
し
て
柔
道
、
剣
道
、
ボ
ー
ト
、
陸
上

部
位
の
も
の
で
、
ど
の
学
校
で
も
盛
ん
な
の
は
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
と
陸
上
運
動
会
だ
っ
た
。

学
校
の
ボ
ー
ト
は
校
友
の
故
佐
竹
官
二
君
が
大
に
骨
を
折
っ
て
何
処
か
ら
か
古
ボ
ー
ト

を
買
っ
て
来
て
其
の
土
台
を
造
っ
た
筈
だ
、
大
に
其
の
功
績
を
称
し
て
然
る
可
き
だ
。

練
習
は
猛
烈
で
大
に
頑
張
っ
た
も
の
だ
、
向
島
で
海
坊
子
と
云
わ
れ
た
ボ
ー
ト
狂
の
東

大
工
科
の
宮
内
先
生
を
コ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
商
科
の
ボ
ー
ト
は
盛
名
が
あ
っ
た
是
に
は

今
の
川
田
人
事
課
主
事
も
大
い
に
預
っ
て
力
が
あ
る
。
練
習
に
は
向
島
ま
で
往
復
共
大

抵
歩
い
た
そ
し
て
節
約
し
た
金
で
大
に
喰
お
う
と
云
う
の
だ
か
ら
他
愛
が
な
い
、
練
習

は
殆
と
毎
日
合
宿
は
三
週
間
位
だ
っ
た
自
弁
だ
か
ら
長
く
は
続
か
な
い
の
で
、
最
初
七

円
の
補
助
が
あ
っ
た
十
五
円
の
補
助
を
貰
う
の
に
田
島
主
事
と
喧
嘩
越
し
だ
従
っ
て
レ
ー

ス
が
済
む
と
其
の
後
始
末
で
頭
を
悩
ま
し
た
も
の
だ
。
然
し
そ
れ
で
も
其
の
頃
が
一
番

愉
快
な
学
生
ら
し
い
生
活
だ
っ
た
、
い
や
吾
々
の
一
生
を
通
じ
て
愉
快
な
時
代
だ
ろ
う

と
思
う
。
吾
々
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
は
其
の
精
神
を
表
現
し
た
学
生
生
活
を
し
て
居
た
様
に

思
う
。

　
向
島
の
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
は
各
学
校
共
最
も
盛
ん
な
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
帝

大
の
医
科
な
ど
は
看
護
婦
を
大
伝
馬
船
に
一
杯
乗
込
ま
せ
て
応
援
に
来
て
各
校
の
応
援

団
を
羨
ま
せ
た
も
の
だ
、
当
時
の
向
島
の
面
影
は
今
見
る
よ
し
も
な
い
が
あ
の
狭
い
土

手
に
並
ん
だ
太
い
桜
の
枝
振
り
の
よ
い
古
木
に
咲
き
も
残
ら
ず
散
り
も
初
め
ず
と
云
う

満
開
の
頃
が
レ
ー
ス
の
日
取
り
に
な
る
の
で
花
見
の
人
と
学
生
で
向
島
は
え
ら
い
騒
で

あ
っ
た
。
夕
日
が
待
乳
山
の
彼
方
に
沈
ん
で
観
音
様
の
五
重
の
塔
が
青
い
家
根
を
見
せ

て
朱
色
の
夕
焼
の
空
に
浮
出
し
た
処
な
ど
思
わ
ず
オ
ー
ル
の
手
を
休
め
た
も
の
だ
。
油

の
様
な
夕
凪
の
レ
ー
ス
コ
ー
ス
を
引
い
て
来
る
と
風
も
な
い
の
に
桜
の
花
が
散
り
か
か
っ

て
来
る
風
情
な
ど
岩
の
様
な
ボ
ー
ト
マ
ン
も
何
ん
と
な
く
情
趣
を
そ
そ
ら
れ
た
、
是
も

美
し
い
思
出
の
一
つ
だ
。
だ
が
二
十
余
年
の
思
出
の
中
で
一
番
淋
し
い
の
は
当
時
の
仲

間
で
故
人
に
な
っ
た
者
が
沢
山
あ
る
事
だ
。
舵
手
の
栗
原
、
整
調
の
伊
藤
、
四
番
の
高

桑
三
番
の
根
岸
、
一
番
の
渡
辺
皆
故
人
だ
残
留
組
で
は
中
島
、
服
部
、
山
口
、
吉
野
、

米
村
、
工
藤
、
小
池
と
自
分
だ
。
豊
島
、
羽
生
、
内
山
君
な
ど
は
私
よ
り
は
後
だ
っ
た

が
皆
向
島
仲
間
だ
此
ん
な
事
を
云
う
と
如
何
に
も
老
人
臭
い
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
い

四
十
歳
台
の
青
年
だ
。
老
人
扱
い
に
さ
れ
て
困
る
。

　
商
科
創
立
の
功
労
者
で
又
吾
々
の
恩
師
た
る
志
田
鐸
太
郎
先
生
、
石
川
文
吾
先
生
が

至
極
健
在
で
未
だ
教
壇
に
立
た
れ
て
居
る
の
は
目
出
度
い
極
み
で
あ
る
。
内
海
月
技
先

生
も
髪
が
白
く
な
っ
た
様
だ
が
相
変
ら
ず
元
気
な
の
は
嬉
し
い
。
あ
の
樗
牛
の
名
文
章

「
清
見
潟
の
風
光
昔
し
な
が
ら
に
し
て
　
　
」
を
朗
々
た
る
聲
で
読
み
去
り
読
み
来
る

所
今
で
も
耳
に
残
っ
て
居
る
、
英
文
簿
記
の
下
野
直
太
郎
先
生
が
ユ
ー
モ
ア
の
籠
っ
た

小
言
の
様
な
教
訓
（
是
は
二
時
間
の
講
義
中
三
十
分
位
は
必
ず
や
る
）
も
懐
し
い
も
の

と
し
て
今
だ
に
仲
間
の
会
合
に
は
出
て
来
る
話
題
の
一
つ
だ
。
其
他
商
大
の
佐
野
先
生

に
は
銀
行
論
、
貨
幣
論
、
取
引
論
を
大
阪
市
長
の
関
一
先
生
に
は
鉄
道
と
経
済
政
策
を

教
わ
っ
た
。

　
其
の
当
時
の
学
監
田
島
先
生
、
文
書
課
長
の
富
田
先
生
、
何
れ
も
盟
礫
と
し
て
童
顔

を
毎
日
学
校
に
見
ら
れ
る
の
も
又
嬉
し
い
。
モ
i
一
人
居
る
、
温
厚
な
る
曲
豆
田
国
松
先

生
も
生
字
引
の
一
人
だ
、
酒
を
愛
す
る
事
一
入
で
学
校
に
於
け
る
唯
一
の
酒
仙
で
あ
る
。

　
二
昔
の
間
に
神
田
の
面
影
は
何
処
に
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
ロ
ハ
変
り
な
い
の
は
白

雲
を
透
し
て
遠
く
望
む
霊
峰
不
二
の
姿
と
伝
統
五
十
余
年
の
明
大
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
み
で

あ
る
。
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史
　
料
　
3
5

　
　
二
十
円
あ
れ
ば
十
分

　
　
　
”
明
治
”
の
よ
き
世
の
学
生
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
こ
こ
で
明
治
四
十
年
に
わ
が
明
治
大
学
の
前
進
、
当
時
の
明
治
法
律
専
門
学
校
に
入

学
し
た
長
谷
川
太
一
郎
理
事
長
の
思
い
出
に
よ
っ
て
古
き
よ
き
時
代
の
大
学
生
生
活
を

ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
よ
う
当
時
の
神
田
の
街
は
、
古
本
屋
、
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
、
そ
の
他
の

商
店
が
軒
を
な
ら
べ
て
、
み
る
か
ら
に
大
学
街
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
ま
だ
国
電
も

な
く
付
近
の
交
通
機
関
と
い
え
ば
、
お
茶
の
水
－
小
川
町
間
に
市
内
電
車
が
通
っ
て
い

た
の
と
、
飯
田
橋
－
万
世
橋
間
を
早
船
と
い
う
櫓
で
押
す
小
さ
な
乗
合
船
が
通
っ
て
い

た
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
学
生
も
、
付
近
に
下
宿
す
る
か
、
遠
方
か
ら
通
学
し
て
も
み

な
徒
歩
で
往
復
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

　
ア
パ
ー
ト
な
る
も
の
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
明
治
四
十
三
年
上
野
の
池
の
端
に
木
造
五

階
の
も
の
が
建
て
ら
れ
た
が
、
当
時
は
寄
宿
舎
の
設
備
の
あ
る
学
校
は
わ
ず
か
で
、
そ

の
収
容
力
に
も
限
り
が
あ
っ
た
の
で
、
本
郷
や
神
田
の
学
生
街
に
は
、
こ
と
に
下
宿
屋

が
た
く
さ
ん
出
現
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
た
い
て
い
食
事
は
ま
ず
く
、
待
遇
も
わ
る
か
っ

た
の
で
、
あ
ま
り
居
心
地
の
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
三
食
付
、

月
九
円
の
下
宿
代
を
支
払
っ
た
。

　
当
時
、
学
生
た
ち
は
よ
く
寄
宿
舎
や
、
下
宿
を
引
越
し
て
あ
る
い
た
。
荷
車
か
人
力

車
に
柳
行
李
を
つ
み
、
か
す
り
の
着
物
と
羽
織
に
よ
れ
よ
れ
の
は
か
ま
を
つ
け
て
、
朴

歯
の
ゲ
タ
を
は
き
、
手
に
ラ
ン
プ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
一
し
ょ
に
歩
い
て
い
く
姿
は
、
明
治

の
書
生
風
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
学
生
は
大
部
分
が
和
服
に
は
か

ま
で
、
詰
え
り
金
ボ
タ
ン
の
洋
服
を
一
着
そ
ろ
え
る
と
三
十
円
も
か
か
っ
た
。
和
服
の

十
倍
で
あ
る
。
そ
し
て
板
草
履
を
は
き
、
帽
子
だ
け
は
ち
ゃ
ん
と
角
帽
を
か
ぶ
っ
た
。

か
ば
ん
の
か
わ
り
に
ふ
ろ
し
き
を
か
か
え
、
万
年
筆
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
、
赤
と
ブ

ル
ー
の
イ
ン
キ
つ
ぼ
を
腰
に
ぶ
ら
さ
げ
て
学
校
へ
や
っ
て
き
た
。
講
議
録
と
い
う
の
が

教
科
書
が
わ
り
で
六
法
全
書
と
語
学
の
辞
書
を
そ
ろ
え
る
と
七
－
八
円
か
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
学
資
は
ど
の
く
ら
い
必
要
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
当
時
は
、
授
業
料
二
円

五
十
銭
と
校
友
会
費
五
十
銭
の
三
円
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
、
こ
と
は
す
ん
だ
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
学
生
は
は
じ
め
に
ま
と
め
て
入
用
な
書
籍
と
か
衣
類
は
別
と
し
て
、
月
二
〇

円
も
あ
れ
ば
、
相
当
楽
な
学
生
生
活
が
で
き
た
。
そ
れ
で
下
宿
代
を
は
ら
い
、
少
し
は

本
も
買
い
、
ま
た
七
銭
の
ト
ン
カ
ツ
を
食
べ
に
行
く
余
裕
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
二

〇
円
也
の
金
も
、
働
い
て
か
せ
ぐ
に
は
相
当
骨
が
折
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
苦
学
力
行
の
学
生
生
活
の
な
か
か
ら
、
伝
統
の
質
実
剛
健
の
学
風
が
生

ま
れ
て
き
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
長
谷
川
理
事
長
の
話
　
当
時
の
学
生
は
と
に
か
く
気
骨
が
あ
っ
た
。
木
綿
の
よ
れ
よ

れ
の
羽
織
、
は
か
ま
で
四
年
間
通
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
身
な
り
な
ど
ま
っ
た
く
か
ま
わ
ず
、

毎
日
、
懸
命
に
学
問
に
励
ん
だ
も
の
だ
。

一　70一



第
二
部
歴
史
編
纂
事
務
室
記
録

大
学
史
料
館
設
置
関
係
資
料

帖
佐
顕
・
長
直
四
郎
関
係
史
料
調
査
の
報
告

安
藤
正
楽
関
係
史
料
調
査
の
デ
ー
タ
・
報
告

広
島
法
律
学
校
関
係
資
料
一
覧

明
治
大
学
小
史
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
駿
河
台
校
舎
・
和
泉
校
舎
）
等

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
関
係
資
料

創
立
一
二
〇
周
年
・
創
立
者
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念
歴
史
展
関
係
資
料

大
学
史
料
委
員
会
（
校
歌
に
つ
い
て
の
勉
強
会
）
提
出
資
料

学
内
各
部
署
へ
提
出
の
主
な
原
稿
・
資
料
一
覧

職
場
研
修
関
係
資
料

歴
史
編
纂
事
務
室
日
誌
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1　大学史料館設置関係資料

2000年4月17日

明治大学総長

栗田　　健　殿

明治大学大学史料委員会

　　　　　委員長　加藤一　隆

「大学史料館（仮称）」設置について（お願い）

　明治大学は、2001年に創立120周年及び創立者岸本辰雄生誕150周年を迎えます。更に、

2003年末にはB地区再開発が完了し、2004年4月からは新学部が開設される予定になって

おります。

　このような、21世紀に向けて新たな飛躍の胎動期に、明治大学の発展の歴程を記念する

と共に未来への飛躍の礎として、「大学史料館」を設置することは誠に時宜を得た意義深

いことと考えます。「大学史料館」の設置によって、明治大学のアイデンティティーを学

外内に明示することは、今後21世紀に一段と厳しさを増す大学の生き残り競争のなかで不

可欠なことであろうと思います。

　なお、「大学史料館」の設置場所につきましては、B地区施設の中が最も適当と考えま

す。本学の学生・教職員は無論のこと、将来、生涯教育をキー・コンセプトとして建設さ

れるB地区施設で学ぶ数多くの社会人に向けて、本学のアイデンティティーを周知できる

効果は誠に大きいと思われます。更に、母校を訪れる校友の「心のふるさと」、「やすらぎ

の場」ともなる大学史料館設置は、B地区施設建設に資金面で多大な寄与をされた校友の

愛校心に報いることにもつながると考えます。

　上述の趣旨により、下記の「大学史料館（仮称）」設置方につき、よろしく御高配を頂

きたくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

別　紙

「大学史料館（仮称）設置計画」　（案）

1．B地区設置の目的

　1．21世紀を迎え、創立120周年、B地区開発など新たな飛躍の胎動期に、本学の発展

　の歴程を記念すると共に、未来への雄飛の礎とする。

　2．生涯教育をキー・コンセプトとするB地区施設で学ぶ数多くの社会人に向けて、本

　学のアイデンティティーを発信する。

　3．母校を訪れる校友に、母校の歴史を偲び、「やすらぎの場」、「心のふるさと」とも
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なる場を提供し、B地区施設建設に資金面で多大な寄与をされた愛校心に報いる。

II．大学史料館（仮称）の概要

　1．所要施設

（1）史料収蔵室

②　史料解荷・整理室

（3＞校史展示室

（4）校史閲覧室

㈲　事務室

　　　　　　　　　合

　施設の配置

　　　300m2

　　　50m2

　　　100m2

　　　50m2

　　　100m2

計　　600m2

（約90坪）

（約15坪）

（約30坪）

（約15坪）

（約30坪）

（約180坪）

2．

　史料収蔵室、史料解荷・整理室、校史展示室、校史閲覧室、事務室の順に同一フロ

アーへの配置が望ましい。

3．各室の役割

（1）史料収蔵室

　　現在、明高中体育館地下にある収蔵庫はリバティタワー建設に伴うあくまでも仮

　設のものであり、かつ既に満杯状態で新たに受け入れる史料の収蔵に苦慮しており

　　ます。加えて、収蔵環境がきわめて悪く史料の破損・劣化が急激に進んでおります。

　　　また、今まで多くの大学関係者からふたつとない史料の寄贈が営々となされてき

　　ました。とくに、最近は本学創立者の一人宮城浩蔵愛用の洋服、女子部の制帽など

　　きわめて貴重な物品史料の寄贈が相継いでおりますし、今後も更に増える可能性が

　十分あります。

　　　これら、本学の歴史を語る史料の価値にふさわしい収蔵場所とスペースは、本学

　　の歴史調査・研究に不可欠な施設です。

（2）史料解荷・整理室

　　現在、史料を解荷して整理をする室がありません。そのため遠く明高中体育館地

　下にある仮設収蔵庫から起伏の多い坂道を台車を押して大学会館6階にある歴史編

　纂事務室に運び込んで作業をしています。史料収蔵室の隣に史料解荷・整理室がで

　　きれば、業務効率は格段に向上します。

（3＞校史展示室

　　過去、いく度か大きな大学史展をするたびに大学史料館設置への要望がなされて

　　きました。とくに1998年11月に、バティタワー竣工を記念して、同タワー23階で開

　催した「明治大学歴史展」で配布したアンケートの回答に、展示の常設化への要望

　が多く強く寄せられました。この要望に少しでも答えるために、大学会館1階ロビー

　の西側壁面を借用して、「明治大学小史展」を時折テーマを変えて開催しています

　が、専用の展示室があれば、更に充実させることができます。

　　常設の校史展示室は、先に掲げた大学史料館（仮称）の目的を果たすために不可

　欠の施設です。
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（4）校史閲覧室

　　当室は校史展示室に隣接して設け、明治大学史の各分野の資料を備え、校友をは

　じめ教職員・学生等々の来館者の閲覧に供えます。

　　また最近、社会的要請でもある情報公開、史料公開の場としても利用できると思

　われます。

㈲　事務室

　　当室は大学史料館の事務業務はもちろん、明治大学の歴史に関する学内外からの

　各種問い合わせの回答、来館者への対応など対外業務の場としても必要不可欠です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

添付資料

1．歴史編纂事務室の施設現況

　　　事務室（大学会館6階）

　　　　　＊使用頻度の高い図書・史料の書庫を兼ねています。

　　　仮設史料収蔵室（明高中体育館地下室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合

96m2（約28坪）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

＊仮設史料収蔵室は既に満杯状態で、新たに受け入れる史料の収蔵に困ってい

ます。更に、収蔵場所の環境が悪く、史料の劣化が心配されます。

113m2（約35坪）

209m2（約63坪）

H．歴史編纂事務室が開催した展示行事

1993年10月

1995年11月

1998年11月

1999年通年

2000年通年予定

創立113周年記念「明治大学歴史展」

　於：大学会館6階

記念館さよならイベント「明治大学記念館歴史展」

　於：駿河台校舎2号館1階

リバティタワー竣工記念「明治大学歴史展」

　於：リバティタワー23階

明治大学小史展

　於：大学会館1階ロビー

第1回

第2回

第3回

第4回

アーマ：学園をみまもってきた記念館

アーマ：神田・御茶の水と明治大学

アーマ：ある戦没学徒の生涯

アーマ：最近・明治大学史料の収蔵展

＊5月中旬に、新入生を対象にして、和泉地区でも「明治

大学小史展」開催を予定しています。

＊大学のホームペイジを通じて学内外に公開されています。
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皿．私立大学関連施設の事例

成践大学

日本女子大学

早稲田大学

慶応大学

明治学院大学

國學院大學

学園史料館

成瀬記念館

大学史資料センター

福沢研究センター

学院史料館

百周年記念室

以　上

2000年10月19日

理事長職務代行

総長　栗田　　健　殿

大学史料委員会

　　委員長　加藤　　隆

　　副委員長　渡辺　隆喜

　　委　　員　浅田　毅衛

　　委員後藤総一郎

　　委員別府昭郎
　　委　　員　吉田　悦志

「事務機構改善実施案」における総務部歴史編纂事務室の

　　　　組織上の位置づけについて（お願い）

　今回の「事務機構改善実施案」の中で、総務部歴史編纂事務室の組織上の位置づけにつ

いて、「B地区の建設計画に関連して、大学史料委員会から大学史料関連施設の設置要望

が出されていることを踏まえ、これを契機に博物館事務室の業務として吸収する」と記さ

れ、2001年度からの実施としております。

　このことについて、大学史料委員会としての意思が伝わっていないと思われますので、

以下のとおり見解を申し述べます。

1．歴史編纂事務室の業務内容と組織上の位置づけについて

　大学史料委員会、総務部歴史編纂事務室は、120年の長きに及ぼうとしている本学の歴

史、とりわけ、建学の理念、伝統、特色の鮮明に努めると共に、学内外からの様々な問い

合わせに大学の「顔」として答える重要な役割も担っております。「明治大学百年史」の

刊行が終了し、次の125年史、150年史などの編纂に向けて、調査・史料収集と研究を着々

と積み重ねております。加えて、建学理念、伝統を知らしめるため大学歴史展の開催を頻

繁に行い、総合講座「日本近代史と明治大学」にも協力をしています。

　そのため、歴史編纂事務室の持つ意味は、少人数職場の見直し、スリム化の観点から問
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われるべきではなく、大学全体の観点からとらえるべきものと思われます。

　大学史料委員会としては、事務機構上は従来どおり法人部門に所属し運用上博物館との

協調を図るべきものと考えます。

　ちなみに、他大学の大学史編纂部署の現状では、総長に直属する部署としての位置づけ

が多数を占めております。

2　「事務機構改善実施案」の実施猶予について

　もし、実施案に沿って考えても、以下の如き問題点がありますので御考慮をお願いします。

①2001年度は、本学創立120周年記念並びに創立者生誕150周年記念事業のため、出版

　物編纂業務、歴史展示など業務の集中が予想されます。

②法人部門から教学部門へ移行するとなると、「博物館規定」の改正など教学部門と

　　の調整が必要になりますが、これが来年4月の実施までに間に合わせるのは難しいと

　思います。

　　以上の二点を考慮し、一年ないしはそれ以上の「事務機構改善実施案」の実施猶予

　　をお願いしたいと思います。

3．博物館事務室への業務移管を前提にした場合の考え方について

　博物館内の歴史編纂事務室の位置づけが不明瞭なままでの「事務機構改善実施案」は、

不充分と思います。

　歴史編纂事務室の業務が持つ意義を考え、業務移管については、法人部門と教学部門と

の協議が必要と考えます。

　博物館事務室に業務移管をする中で、歴史編纂事務室業務の役割を果たするためには、

大学史料館長を置くなり、その事務部門の責任者のあり方を明らかにする必要があります。

　大学史料委員会としては、歴史編纂事務室の業務体制の後退はあり得るべきではないと

考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　なお、同文書は「総務担当常勤理事寺本寿郎殿」にも提出いたしております。

2000年11月27日

大学史料館（仮称）施設設置の進捗状況報告

総務部歴史編纂事務室

5月25日（金）

第5回　B地区専門部会に初出席

　　実現の方向で、博物館PGと合同で検討がきまる。

6月1日（木）

第1回　博物館PGとの話し合い
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　　初回なので、双方の顔合わせ及び双方の要望施設の説明を行う。

6月20日（火）

第2回　博物館PGとの話し合い

　　双方の施設の目的・機能の共通性を認識し、双方の施設を機能的に統合しスペース

　の節約と業務の効率化を図ることに合意する。

　　なお、大学史料のうち文書類については、機密性と将来にわたる増加を考慮して大

　学会館内での別置保管が必要との意見が出された。

7月4日（火）

第6回　B地区専門部会

　　博物館PGの見解として、熊野事務長が下記の発言をする。

　　　「外部に収蔵センターを設ける案は撤回する。

　　　収蔵部門、大学史料館関係施設も含めて、第2案の総面積4335m2の内にすべて

　　　を収める。」

7月6日（木）

第3回　博物館PGとの話し合い

　　建物の構造が不明なので、レイアウトの具体的検討は進めようがなく、以下の方針

　のみが決まる。

　　　1．設置階層としては、1・2階を想定する。

　　　2．高い天井が必要な収蔵部門と展示部門を同一階層にまとめる。

　　　3．通常の天井の高さでよい管理部門（事務室など）と教育普及部門（博物館教室

　　　など）を同一階層にまとめる。

　　　4．各部門内は室ごとに壁で分断せず、可動式の仕切り又はオープン方式にする。

7月25日（水）

第7回　B地区専門部会

　　倉持総合施設整備推進室長より、7月17日の理事会で設計監理業者が久米設計に決

　定し、再開発の考え方（建物の配置と建設手順）について6種類の案が出されている

　　との報告がなされた。

　　　7月7日付けで配布された「駿河台地区施設整備計画について（皿）」について、

　各学部から出された追加施設要望について討議した。要望の内容は、調整枠の5％を

　大幅に越えており対応については、寺本総務理事、坂上B地区専門部会長、倉持総合

　施設整備推進室長の3者で協議する。

7月26日（木）

第4回　博物館PG

　　久米設計との話し合いに備えて、博物館PGとして基本的な考え方を以下のとおり

　確認した。

　　　1．道路にできるだけ近い位置の2階層分とする。

　　　2。面積は前回の提案どおり4335m2とする。

　　　3．資料収蔵部門、展示部門及び管理部門の一部を、天井までの高さが4．5～5M
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　　　の階層に収め教育普及部門と管理部門の一部を、天井まで通常の高さの階層に収め

　　　る。

　　　4．各部門内は、間仕切りが自由な設計にする。

9月29日（金）

　第8回　B地区専門部会

　　　久米設計が、8種類のB地区建物配置案の中から、推薦案を提示する。

　　　推薦案に依れば、13号館（大学院）と5号館相当部分が公開空地になり、6・7号館

　　あたりに13階のビルが建ち、その地下1階と地上1階部分に博物館が位置しています。

　　　なお、各学部長から出された施設要望は、リバティアカデミー施設との共用の方法

　　で検討することが了承されました。

10月4日（水）

　第1回　新博物館展示検討委員会

　　　博物館学芸員（黒沢、島田、外山、伊能氏）と歴史編纂事務室鈴木氏が共同で、新

　　博物館設計の基礎になる展示構想について意見を交換する。

　　　今後、継続的に開催する。

10月31日（火）

　第9回　B地区専門部会

　　　理事会で承認された久米設計のB地区建物配置案に基づいて、階層別機能配置を決

　　定した。博物館施設は地下一階と地上一階に配置され、展示室、収蔵室などの天井の

　　高さについては博物館PGと久米設計との話し合いの中で検討する。

　　　各施設が必要とする情報機器機能については、概要を次回B地区専門部会までに推

　　進室に文書で提出する。

　　　各施設の具体的要望等について、11月以降に久米設計と各PG間の話し合いを設定

　　する。

11月8日（水）

　第1回　久米設計・推進室・博物館PG（熊野、長浜、鈴木）話し合い

　　　久米設計案のとおり、地下一階と地上一階面積3000m2（博物館側の要望は4335m2）

　　に収める。

　　　各施設は、できるだけ間仕切りを自由にしてスペースの有効利用を図る。

　　　教育普及部門の一部施設は共同利用に供する。

　　　資料収蔵庫は積層式にし、展示部門の天井の高さは設計段階で工夫する。

　　　次回までに、久米設計が何種類かのレイアウトを提示する。

11月14日（火）

　第2回　新博物館展示検討委員会

　　　第1次久米設計案について意見を交換し、久米設計案のとおり、地下1階と地上1

　　階面積3000m2（博物館側の要望は4335m2）内でレイアウトを考える。

　　　展示の理念については、建学の理念、博物館創設の理念を体現し、多様な展示が出

　　来るフレキシビリティな施設にするなどの意見が出された。
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　　展示室と博物館教室の一体化の意見が出された。

　　最後に、外山氏から「新博物館展示構想案」が出され、説明がなされた。

11月16日（木）

　第2回　久米設計・推進室・博物館PG（熊野、外山、長浜、鈴木）話し合い

　　　第2次久米設計案が出され、A、　B　2案が提示される。2案と流動的な案で、第3

　　案も考えているとの補足説明がなされる。

　　　意見は、収蔵庫の位置付けと構造に集中し、三者の認識の統一を図るために11月29

　　日に参考価値の高い北区博物館の収蔵庫を見学することに決まる。

　　　会議終了後、収蔵物に対する認識を深めるため3博物館及び歴史編纂事務室の収蔵

　　庫の見学を行う。

11月21日（火）

　第3回　新博物館展示検討委員会

　　　久米設計のA、B2案について意見を交換し下記の意見が出される。

　　　ギャラリー435m2を300m2に減らして、その分だけ収蔵面積を広くする。

　　　管理部門は労働環境から自然採光面に置く。

　　　展示、収蔵はそれぞれを同一フロアーに置く。

　　　B案の場合は、BlFのギャラリーを常設展示にし1Fの常設展示をギャラリーに

　　変える。収蔵物の搬入経路及び規模については、A、　B案とも更に検討が必要である。

11月27日（月）

　第4回　新博物館展示検討委員会

　　　新博物館に必要な情報機能について検討した。その結果を文書で11月30日までに推

　　進室に提出する。詳細は「同委員会討議概要」を参照。

11月28日（火）

　第1G回　B地区専門部会

　　　B地区教学連絡会議からの要望について検討し、以下の合意に達した。

　　　教学側から出されたB地区教室数については、300人教室を除き共用を前提にして

　　設置可能である。300人教室については、B地区建物内での設置は技術的も不可能で

　　ある。むしろ、300人授業を減らす方向で考えるべきである。

　　　なお、講堂、博物館については教室数の議論の対象にはならなかった。

　　各PG報告では、熊野博物館事務長から「博物館に決定したB1とF1の合計面積は

　　当初の要望面積の約半分に減少しているが、この枠の中で検討を進めている」旨の発

　　言がなされた。

11月29日（水）

　　　北区飛鳥山博物館を、久米設計・推進室・博物館PGの3者で特に資料収蔵庫に重

　　点を置いて見学した。

12月5日（火）

　第5回　新博物館展示検討委員会

　　　約3000皿2内でのレイアウトを検討、特に、付帯施設（学芸員養成課程実習室及び
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　　文化財科学研究室）の収容余地について検討する。

12月12日（火）

　第5回　博物館PG

　　　小林、矢島両先生出席のもとに、特に、付帯施設（学芸員養成課程実習室及び文化

　　財科学研究室）の収容余地について検討する。付帯施設の収容について、小林先生か

　　ら強い要望が出される。

12月19（火）

　第11回　B地区専門部会予定

2000年11月27日

歴史編纂事務室

　　　　　　　　　　　　　　新博物館展示会議資料

　　　　　　　　　　　　　大学史料の展示レイアウト

観点

　・見学者の参加（体感）

　・一貫性

　・身体障害者や外国人への配慮

　・学校当局以外への視野（校友、学生、地域、地方）

　・現代性（テーマ）

　・シンプルさ

　・視覚以外の演出（臭い、聴覚）
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案1（いわゆる「キャラバン方式」）

アーマ・
　コーナー
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前
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初
代
記
念
館

　
前
　
部

初期校舎
　前部

3代記念館
印」部

アーマ゜
　コーナー

予科和泉旧中央

　校舎前部

創立者立像

館イス

G－一一一現在のイス

生
田
時
計
塔

校
舎
前
部

部タ
　ワ

　リバティ　　ァーマ・
アカデミー前部　　コーナー

校門（旧島原藩邸）

・天井より、シンボル・マーク、校旗つるす

・校門にスポットライト

・テーマ・コーナーのライトの色をかえる〈セピァ〉

・泉のイスの床、やや高め

・校舎の中を通れるようにすること．も考えられる
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案2（テーマ別）

①
学生生活 スポーツ（サークル） 学術・文化

　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　　O

n

卒
業
生
稜
ぎ

授
　
　
業

　　　　　シンボル・ゾーン
謔ｱ　　　　　　創立者いの　　　　　　　校旗

W手　　　　　女子部 現
在校舎もしくは教室

刀くで

宦@ふ

@れ
@て

人形
i創立者）　　　○

設
　
備

（建物）

’備　品 辺　周

学
校

（前に金考と声）校門（鴫騰邸もしくは明治44年ころのもの）

・天井よりシンボル・ゾーンの展示品を照らす

・天井よりシンボル・ゾーンにマルチ・スクリーン

② 新制大学（和泉・生田も）　　　　　　　　　　　　　　　　　　大

工
　
　
　
専

女
　
子
部

　　　リバティタワー

@　　　　（年表）

鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈齊M一一一一一一一一一一一一一一一一一一　

@　　　3代目記念館

大
き
な
館
マ
ル
チ
ス
ク
リ
ー
ン

学
紛
争
大
学
改
革
百
周
年

　　（創立時）

○○○

n立者立像

大学昇格 現　在

校　門

一82一



2　帖佐顕・長直四郎関係史料調査の報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年4月4日

　　　　　　　　　　　　　　鹿児島の史料調査関係

4月8日（土）

　　　尚古集成館（鹿児島市）099－247－1511

　　　　　　　見学

　　　山形屋（鹿児島市）大森茂の設計

　　　　　　　社史閲覧（受付は労務課）

　　　　　　　社史編纂に使用した史料は山形屋厚生年金基金郡山福祉センター

　　　　　　　　日置郡郡山町郡山652－1　林田バス広陵温泉前

　　　　　　　　　　0992－98－3270

4月9日（日）

　　県立図書館（鹿児島市）099－224－9511

　　　　　　　館内奉仕課や郷土資料室で帖佐顕と長直城について、調査

　　　　　　　山形屋関係書を閲覧

　　鹿児島県歴史資料センター　黎明館

　　　　　　　〒892－0853鹿児島市城山町5番1号

　　　　　　　　　　099－222－5100

　　　　　　　学芸課学芸調査係の浜田利安氏に会い、データ提供に対してお礼

　　　　　　　調査史料室で谷山国信について、調査

4月10日（月）

　　薩摩郡宮之城町（みやのじょうちょう）

　　　　　　　町役場の鮫島博昭氏（工学部卒、税務係長）を訪問、案内をうける

　　　　　　　帖佐顕関係調査

　　　　　　　町役場　0996－53－1111

　　　（注）　帖佐郁男…鹿児島市桜ケ丘8　－19－　2

　　　　　　（事前の聞き取り）　帖佐宅は残っている。顕はそこで育つ。文久年間の棟札

　　　　　　　　　　　　　　あり。

　　　　　　　　　　　　　　鮫島博昭氏を紹介される。

　　　（注）　この日、留学生渡欧記念碑見学（五代友厚らイギリスへ）

　　　　　　串木野市羽島（はしま）の浜田町の海岸

　　　　　　・串木野市商工観光係　0996－33－5638

4月11日（火）

　　　久保睦子家（串木野市麓）

　　　　　　　長（おさ）直城関係調査
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　　　　　当日協力者…長直香氏（〒890－0034　鹿児島市田上5－1－2）

　　　　　　　　　　　直城の孫、直千賀の子

　　　　　　　　　　　昭和17年専門部商科卒、大正11（1922）年2月20日生

　　　　　　　　　　直中和氏　他

（注）　串木野市立図書館閲覧

　　　市内昭和通133－1

　　　0996－32－1797

3　安藤正楽関係史料調査のデータ・報告

2000年7月10日

歴史編纂事務室

　　　　　　　　　　　　　　校友名簿にみる安藤正楽

明治25年7月卒業（明治42年版名簿から明治24年12月卒業）

愛媛県平民

「明治法律学校校友規則並表」

　　明治25年12月刊

　　　　26・12

　　　　27・12

　　　　28・12

　　　　29・12

　　　　30・12

「明治法律学校校友名簿』

　　　　31・12

「明治法律学校校友会員名簿」

　　　　32・12

　　　　33・12

　　　　34・12

　　　　35・12

　　　　36・12

　　　　37・12　　　　県会議員

　　　　38・12　　　　　　　〃

　　　　39・12　　　　　　　〃

　　　　40・12　　　　　　　”

　　　　41・12　　　　　　　〃

京都上京区岡崎町117

　　　　〃

麹町区三番町68東洋館

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　ノノ

　　　　〃
　　　〔無記載〕

　　　〔　〃　〕

愛媛県宇摩郡小富士村大字中村3

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　ノノ
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　　　　　42・12　　　　　　　　　　　麻布区富士見町42

　　　　　43・12　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　44●12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔無言己載〕

　　　大正元・12　　　　　　　　　　　愛媛県宇摩郡小富士村中村3

　　　　　3・12　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《以下、同》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年9月28日

　　　　　　　　　　　　　　　史料調査報告

安藤正楽関係史料調査

日　時　　2000年8月23日～25日

場　所　　山上次郎家

　　　　　　　〒799－0703愛媛県宇摩郡土居町藤原1－12

　　　　　　　23日、25日

　　　　　安藤亮一家

　　　　　　　〒799－0701愛媛県宇摩郡土居町根々見

　　　　　　　23日、24日、25日

調査者　　玉井崇夫、鈴木秀幸

内　容　　地域巡見

　　　　　　　共同墓地、八坂神社と日露戦争碑、平坂山遺跡跡、春日井水道、安藤家墓

　　　　　　　地、月島丸遭難碑と小金井水道

　　　　　史料調査

　　　　　　　文書

　　　　　　　　安藤正楽からの書簡

　　　　　　　　　安藤春江子（養女）へ

　　　　　　　　　　大正13年7月24日

　　　　　　　　　　　近況報告や硯等のこと

　　　　　　　　　赤子（孫）へ

　　　　　　　　　　1927（昭和2）年2月9日

　　　　　　　　　　　人生訓

　　　　　　　　　久米桂一郎（師）へ

　　　　　　　　　　1932（昭和7）年1月31日

　　　　　　　　　　　出京や墓参について
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益雄（養子）へ

　1933年（昭和8）年8月9日

　　絵を送る

　　　（注）安藤家

安藤正楽への書簡

　安藤清太（父）より

　　明治24年10月18日

　　　書籍の購入について

　　　正楽の住所…神田区猿楽町7番地　井上広吉方

　　　　（注）安藤家

岩谷孫蔵より

　明治25年8月13日

　　京都府上京区栄摂院にて、『民訴弁』出版について

石野綱助より

　明治26年7月26日

　　居村の状況等

近藤慎太郎より

　明治26年8月6日

　　合田、重国、岩谷氏について

岩谷孫蔵より

　明治26年11月3日

　　京都寺町にて、滞在状況について

岩谷竜一より

　明治28年1月

　　年賀挨拶

岩谷竜一より

　明治30年1月6日

　　麹町区上一番町にて、家族等の近況

　　　（注）　以上は一巻軸装、山上家蔵
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犬飼毅へ

　1932（昭和7）年1月17日

　　「老先生清節義烈…」

　　犬飼の返書あり

別置書簡

　　　パテルノストロ先生草翰

　　　安藤峯一郎氏草翰

その他

春日井水道開掘費記録

　大正8年12月31日からの記事

安藤正楽画会

　年欠

自筆稿本

　　　金銀銅鉄器図譜

　　　古墳時代の支那朝鮮

　　　埴輪図譜

書籍

増補宗教進化論

　有賀長雄著

　明治16年12月出版、同21年11月20日再版

帝国憲法篇

　有賀長雄著

　明治22年4月25日出版

　「正楽任堂」蔵書印

明治法学　第70号

　明治大学法学会

　明治37年5月8日

明治大学学報　第130・131号

　明治大学学報発行所

　昭和2年10月15日
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宇摩郡小富士村郷土誌

　小富士村役場

　大正初年、昭和56年1月（小富士地域公民館復刻）

仏語独修誌　第一期第五号

ナショナル第参読本　上巻

　東京　建文翰、大阪　盛文館

COCHINGHINE　FRANCAISE

　SAIGON
　1880

　「安藤家図書印」蔵書印

仏語書籍目録

　三才社（神田錦町）

テニソンの詩

ユーゴーの詩

　小原無眩訳

LIDO　VENISE

TABLE　DES　MATLERES

スケッチ

　絵

写真

　（記念写真）

　　明治41年11月

　　織田了、小片米哉と

　　九段坂　佐藤写真館にて

　　　（注）　小片は新潟の人

石膏像

　ソクラテス

　　　　　　　　　　ー88　一



　　　　パテルノストロ等

　　　その他

　　　　安藤家系図

　　　　安藤家家譜

　　　　正楽翁蔵書目録

　　　　　昭和51年

　　　　パテルノストロ家訪問記（コピー）

　　　　　武藤智雄

　　　　　『法律時報』第9巻第12号

土居町立図書館

　　　　「村明細帳』土居町郷土史料　第六集

　　　　　　土居町教育委員会

　　　　　　1989（平成元）年1月

　　　　『尾崎星山伝』

　　　　　　山上次郎

　　　　　　尾崎星山伝刊行会

　　　　　　1993（平成5）年5月18日

　　　　『山上統一郎　一遺稿と景慕一」

　　　　　　山上蒼

　　　　　　青葉図書

　　　　　　1994年（平成6）年1月21日

　　　　『宇摩郡地誌」（土居町分）」その二

　　　　　　井上英文

　　　　　　愛媛県立図書館蔵

　　　　　　1999（平成11）年9月刊

　　　　　　　（注）　以上、コピー

その他

　・安部漸はアベススムと読む

　　　　　　　　　　　　　一89一



　　　　　　・山上氏は近年、「平和・人権の先覚　安藤正楽」を刊行。1998年11月15日、

　　　　　　青葉図書

　　　　　　・山上家にバテルノストロ講義「国際公法講義」（明治24年11月14日）あり。

　　　　　　　コピー、安藤峰一郎訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年11月17日

　　　　　　　『安達峰一郎関係文書目録』中の安藤正楽関係史料調査

日　時　　2000年11月17日

場　所　　国会図書館憲政資料室

調査者　　鈴木秀幸

内　容

　「安達峰一郎関係文書目録（書類）』

　　　検討分類項目

　　　　7　その他の書類、書籍　　　　　　　　16　個人関係

　　　　　　抜き刷り　　　　　　　　　　　　　日記、メモ他

　　　　　　書類　　　　　　　　　　　　　　　　手帳他

　　　　　　名簿　　　　　　　　　　　　　　　　著作類

　　　　　　書籍　　　　　　　　　　　　　　　　　安達関係記事

　　　　　　雑書類　　　　　　　　　　　　　　　　追悼記事他

　　　　　　裏書のある書類　　　　　　　　　　　　名刺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム、メニュー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雑書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人関係書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記念館関係書類

　　　　　（注）　1．目録集はコピーの簡易製本、62ページ、奥付なし

　　　　　　　　2．収載史料はNO．1248

　　　　　　　　3．あとの分類項目は、1．SOCIEIE　DES　NATION

　　　　　　　　　　2．国際法研究所　3．国際法学会等

　　　　1058

　　　　雑記第一　日記第一

　　　　　明治18年10月18日～

　　　　安達峰

　　　　和文と仏文

　　　　28丁（ノート、小判、縦書と横書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－90一



授業、日常生活、交友、神田橋練兵場、神田園演説、庄内会、勉強

て

等につい

日記第一

明治19年正月1日

安達峰

和文と仏文

24丁（ノート、小判、縦書と横書）

記載内容　前同

明治19年1月6日

六日…訪宮城氏於飯田町之邸…

二十日…至九段宮城氏。与村山会費計算表干武田庄二郎氏而帰。…

以上の2冊は1綴

複写手続き済

（注）　他にNO．1076　住所録（2冊）検討、外国人のみ、フランス語

「安達峰一郎関係文書目録（書翰）」

　　　日本人書翰　あ行～ら行、わ行

　　　日本人不明書翰

　　　外国人書翰

　　　外国人不明書翰

　　　一括書翰

　　　一括電報

（注）　1．目録集はコピーの簡易製本、114ページ、奥付なし

　　　2．収載史料はNO．1～1803

48－1

　大正7年1月15日

　安藤正楽→安達峯一郎（「先生」）

　一枚、中央部に版画（馬）、縦書

　・御赴任当時露国に内訂あり終戦あり為二征途の困難二存じ…人類のために御

　奮力下さる様御願いたしたく戦争ハ然れど人間、自由、を…

　複写手続き済
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48－2

昭和5年6月6日

東京市小石川区林町四十沖坂氏内　安藤正楽→外務省御気付　安達峯一郎
（「先生」）

6枚、中央部に版画（裸女、右肩上に文字）、縦書

・・ ｴ重任を帯び米国へ御渡之由…益々御健康にて世界平和之為御尽カ…若し伊

多利にてパテル恩師の墳墓の写真でも御手二入れハ御恵送被下度…

漢詩あり

複写手続き済

48－3

　昭和6年1月1日
　愛媛県宇摩郡小富士村　安藤正楽→東京　外務省御気付　安達峯一郎（「拝」）

　2枚、縦書

　・・人類の幸福のため御尽捧被下拝奉懇親…帰郷静養近日頑健二復しつあり・

　漢詩あり

　複写手続き済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年11月29日

　　　　　　　　　　　　　　　史料調査報告

安藤正楽関係史料調査

日　時　　2000年11月19日～21日

場　所　　山上次郎家（前出）19日

　　　　　安藤正楽家（前出）19日～21日

調査者　　鈴木秀幸

内　容　　見学

　　　　　　山上家で安藤正楽石膏像見学（愛媛県美術展出品作、今治の藤原氏による

　　　　　　〈等身大〉）

史料調査

　書籍（安藤家）

　　先代の益雄氏整理の書籍（ほとんど和本）

　　「正楽翁蔵書目録』（昭和51年、手書き）をもとに

　　基本的な漢籍多し

　　とくに目に付いたもの

　　　　「主権論　完」英国学士払波士著　明治16年7月　文部省編集局編輯

　　　　　　　　　　　　　一92一



局「国民ノ自由ヲ論ズ」「主権者ノ職分ヲ論ズ」等の章　77丁

『佳人之奇遇』東海散士

　　　『佐倉宗吾義民伝　全」植松金兵衛著　明治21年10月　正楽任同印

　　　　　正文堂刊　書き込みあり

文書

　安藤家

　讃（卒業証書）私立明治法律学校→安藤正楽　明治25年7月25日

　定期試験及第之証　明治法律学校→安藤正楽　明治23年7月20日

　定期試験及第之証　明治法律学校→安藤正楽　明治24年7月25日

書簡　明治20年10月18日　安藤清太→神田猿楽町七番地　井ノ上広吉方

　　　安藤正楽　書籍代金等送金

書簡　明治25年4月30日　下谷町安部漸→本郷真砂町三十七番地　河合十

　　　三方安藤正楽　法律書籍購入依頼

書簡　明治25年11月12日　合田福太郎→栄摂院安藤正楽　先生と談論

書簡　明治26年4月22日　宇摩郡土居村合田福太郎→京都市上京区岡崎町

　　　黒谷栄摂院安藤正楽　柳太について

書簡　明治27年10月3日　京都川端東入竹屋町二十三番戸　巌谷孫蔵→麹

　　　町三番町六十八番地東洋館ニテ　安藤正楽　受験について

書簡　明治27年11月13日　土居村合田福太郎→麹町区三番町東洋館安藤正

　　　楽　遊学の注意

書簡　明治29年1月19日　神田区錦町壱丁目拾番地橋本たみへ方山崎菊山

　　　→小富士村大字中村安藤正楽　殿宛　ザッシ太陽について、売却済

書簡　明治30年1月31日　牛込区払方町二十五酒巻貞一郎→小富士村安藤

　　　正楽　弟利喜太の遊学について、学費・生活費書き上げ

書簡　明治31年3月19日　備中国吉備郡真金村普賢院住治平方安藤正楽→

　　　小富士村安藤清太　住治平を訪問、柳平氏に異状

書簡　明治41年4月20日　宇摩郡下川吉祥寺ニテ　安藤田鹿→芝区白金三

　　　光町九五織田了殿方安藤正楽　病状

書簡　明治44年5月24日　任堂（正楽）→田鹿子　大学にて勉強、一冊の

　　　論文集として出版の件、リュウマチのこと

書簡　明治44年7月10日　東京市芝区白金三光町九拾五番地　織田了→小

　　　石区林町四〇　安藤正楽　亡妻への芳志礼状　名刺あり（恭賀新年

　　　正五位勲四等　織田了　名古屋市西区長島町三丁目）

書簡　昭和15年8月21日　安藤正楽→与謝野藤子　晶子の見舞いとして小

　　　富士焼人形を贈る。娘藤子からの礼状
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書
書
書
書
書
書
書
書
書
書
書

葉
葉
葉
葉
葉
葉
葉
葉
葉
葉
葉

書簡　昭和24年8月　総長鵜澤総明→安藤正楽　明治大学より寄付願

書簡　5月2日　正楽→田鹿子　様宛　東京の様子　絵入

葉書　明治25年7月30日　巌谷孫蔵→本郷真砂町三十七番地河合方　安藤

　　　正楽　殿宛　遊木君の番地不明

葉書　明治25年8月18日　巌谷孫蔵→京都上京区岡崎町百十七番戸内十三

　　　号　栄摂院安藤正楽　出版の儀

葉書　明治27年9月7日　米国桑港柳川寅吉→神田猿楽町下宿業井上広吉

　　　方大成館ノ前　安藤正楽　君宛　アメリカの近況報告

葉書　明治31年5月24日　丸の内前島蜜→小富士村安藤正楽　記念碑　額

葉書　明治35年1月1日　京都一条通烏丸西〆巌谷孫像→小富士村安藤正

　　　楽　年賀状

　　　明治36年9月24日　京都巌谷孫蔵→小富士村安藤正楽　非常に多忙

　　　明治44年6月11日　織田了→小富士村　安藤田鹿子　妻タマ死去

　　　大正15年元旦　明治大学→安藤正楽　年賀状

　　　大正15年5月30日　明治大学→安藤正楽　校友総会決議結果報告

　　　大正15年10月　明治大学校友会→安藤正楽　校友会費支払願

　　　昭和12年元旦　明治大学→安藤正楽　年賀状

昭和12年7月

昭和14年6月

昭和15年6月

昭和15年10月

（無記載）

　　　京区岡崎町百十七番戸内

　　　すを伺う

葉書　　（無記載）　　上弐番町四十巌谷村助→京都上京区岡崎町百十七番

　　　地黒谷内　三号　栄摂院　安藤正楽　無事帰郷

葉書　　（無記載）　　名古屋長島町織田了→小石川林町四〇　安藤貞一郎

目録　明治32年10月　住治平→高子　終身年金として毎年25円支給

明治大学校友会→安藤正楽　校友会費支払願

明治大学校友会→安藤正楽　校友会費支払願

明治大学→安藤正楽　校友会費支払願

明治大学→安藤正楽　創立60周年記念式案内

神田区猿楽町二十四番地天野方柳川寅吉→京都市上

　　　　　栄摂院　安藤正楽　盟兄宛　京都のよう

山上次郎家

葉書　明治27年7月7日　琴平町三番地　末広重恭→麹町区三番町六十八

　　　番地　東洋館　安藤正楽　牛込へ用事あり、待ち合わせ

葉書　明治28年1月7日　東京芝区琴平町三　末広重恭→小富士村　安藤

　　　正楽　年賀状　相州地方への旅行

山上蒼家

葉書　明治39年1月1日

　　　富士村　安藤正楽

安芸国江田島海軍兵学校官舎

年賀状

酒巻貞一郎→小

一94一



葉書　9年7月28日

　　　藤正楽　近況

広島市山田町十天羽方　酒巻貞一郎→小富士村　安

巡見

11月21日午後

山上蒼氏、繁次郎氏（次郎氏の子息）の案内

三島神社境内建立「県社」の碑…正面入り口のもの（明治41年、住治平と

　　　　　　　　　　　　　　その子の名あり、安藤たかの名もあり）

　　　　　　　　　　　　　　裏門横のもの（明治43年、住治平とその

　　　　　　　　　　　　　　子の名あり、安藤たかの名もあり）

　　　　　　　　　　　　　　ともに安藤正楽の筆

　　　　　　　　　　　　　　（注）　同社の場所は伊予三島市の繁華街

備考

　・19日に今治市の藤原氏、山上次郎家に県展出品作の安藤正楽立像（石膏、中年

　　時、フロック・コート着用、本を持つ）、小型トラックにて持参、拝見

　・正楽は農業の仕方はほとんど分かっていたが、自らはしなかった。昔の大きな

　　農家はみなそうだった。（安藤亮一氏談）

　・安藤家で医学を学んだ人は、近所に住んで開業しだ。（前同）

　・三木家は父が信平、子は狡といった。父は信平は子（咬、帝大）の在学中、正

　　楽に指南役を頼んだ。（安藤亮一、山上次郎氏談）

　・記念写真（複製、明治26年4月、正楽と合田福太郎）、安藤亮一氏より寄贈

　・「安藤峰一郎6草翰」は安藤正楽の筆

4　広島法律学校関係資料一覧

2000年4月7日

広島法律学校生門前元吉郎旧蔵講義ノートー覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年3月23日、RBワンダーにて購入

1．経済原論　完

　　　　　広島法律学校二於テ

　　　　　講師秋広淡一郎君講述

　　　　　生徒門前元吉郎筆記

　　　　　「門前蔵書」とあり

　　　　　　　　　　第1回　明治20・4・8
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　　　　25

21・11・28（ママ）

20・12・5

　　　　7

　　　　12

　　　　16

　　　　19

21・1・10

　　　　13

　　　　16

　　2・3

　　　　9

　　　　14

　　　　17

　　　　28

　　3・2

　　　　6

　　　　8

2．仏国財産法　完

　　　　　広島法律学校二於テ

　　　　　法律学士講師立木頼三君講述

　　　　　　生徒門前元吉郎筆記

第1回

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　13

　14

　15

明治20・4・8

　　　　　　15

　　　　　　22

　　　　　　29

　　　　5・13

　　　　　　20

　　　　　　24

　　　　　　27

　　　　6・3

　　　　　　10

　　　　　　17

　　　　　　24

　　　　7・8

　　　　　　15

　　　　9。30

一　97一



　　10・7

　　　　14

　　　　21

　　　　28

　　11・4

　　（無記載）

　　　　18

　　　　25

　　12。2

　　　　9

　　　　23

21・1・13

2・20

2・3

　13
　　17

3・5
　　9

　　11

　16
　23
4・20

　27
5・4

2月は1月力

3．国債論 完

於広島法律学校

講師秋広淡一郎講義

生徒門前元吉郎筆記

　　　　　第1回

　　　　　　2

　　　　　　3

　　　　　　4

　　　　　　5

　　　　　　6

　　　　　　7

　　　　　　8

　　　　　　9

明治21・5・1

　　　　　　2

　　　　　　9

　　　　　　14

　　　　　　23

　　　　　　30

　　　　6・4

　　　　　　11

　　　　　　13
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0
1
1

1
1
1

Q
り
7

1
り
乙

4．租税論　完

　　　　　　於広島法律学校

　　　　　　講師秋広淡一郎先生講義

　　　　　　生徒門前元吉郎筆記

回

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

第 明治21・9・13

　　　　5・18

　　　　9・19

　　　　10・10

　　　　　　15

　　　　　　23

　　　　　　24

　　　　　　29

　　　　　　31

　　　　11。5

　　　　　　7

　　　　　　12

　　　　　　14

　　　　　　21

　　　　（無記載）

　　　　12・6

　　　　　　10

　　　　　　17

　　　　　　24

　　22・1・9

　　　　2・4

5月は9月力

5．国際私法　完

　　　　　於広島法律学校

　　　　　法学士講師西川鉄次郎君講述

　　　　　生徒門前元吉郎筆記

回
－
り
自
9
0
4
〔
り

第 明治22・6・10

　　　　　　17

　　　　　　24

　　　　7。1

　　　　　　8
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　　　　　　　　　　6

　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　　　8

　　　　　　　　　　9

　　　　　　　　　　10

　　　　　　　　　　11

　　　　　　　　　　12

民事訴訟法講義　第一編　完

　　　　本多康直講述

　　　　（門前印あり）

民事訴訟法講義　第二編乃至第五編

　　　　今村信行講述

　　　　（門前印あり）

破産法

　　　　法学士矢追秀作先生講演

国際私法

　　　　法学士喜多村桂一郎先生講演

国際私法　完

　　　　法学博士寺尾亨先生講義要領

刑法総論　完

　　　　法律学士古賀康造先生講義要領

改正　日本刑法論要領　完

　　　　法学士泉二新熊

刑法各論　完

　　　　法律博士勝本勘三郎先生講義要領

国際公法　完

　　　　法学士中村進午先生講義要領

民事訴訟法　第二編

9・30

10・7

　　28

11・4

　　11

12・2

　　9
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16．

17．

18．

　　　　法学士林竜太郎先生

民事訴訟法

民刑訴訟法抄略

商法論　下
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5　明治大学小史展のパンフレット（駿河台校舎・和泉校舎）等

第4回　明治大学小史展

2000・3・1（水）～5・31（水）

大学会館1階ロビー

主幹　明治大学歴史編纂事務室

宮城浩蔵着用服

　1999年7月　天童市佐藤善三郎氏寄贈

　リバティタワー－23階展示中

明治大学に大学史担当の係（後の歴

史編纂資料攣）が出来たのは1963年

6月のことです。それによって、そ

れまで関係者個人の善意で引き継が

れてきた大学史料は安住の場を得る

ことになりました。また、その後、

多くの方々が大学関係の史料を続々

と当室へ寄贈や移管をしてくださる

ようになりました。

　今回の展示は、ここ1・2年のそ

うした史料にっいて、謝意をこめっ

つ公開することにしました。

　なお、お問い合わせは、歴史編纂

事務室（当館6階）まで、お願いし

ます。
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展示品

1．明治法律学校の設立趣旨と学則（1999年2月に文書課より移管）

　明治法律学校が開校したのは明治14年1月である。それに際して、制定・頒布された

のが本史料である。

2．宮城浩蔵の葉書（1999年7．月に佐藤善三郎氏寄贈）

　創立者の宮城浩蔵が山形県長岡村（現天童市）の佐藤家に宛てたものである。同家長

三郎の弟・治三郎は明治法律学校卒業後、山形の政界・法曹界で活躍した。実物はLタ

ワー23階に貸出中。

3．帝国議会衆議院議員の錦絵（1999年12月に古書店より購入）

　明治23年、はじめての帝国議会通常議会に際して、書かれたものである。宮城浩蔵の

名も見える。

4．東京五大法律学校連合討論筆記（1999年8月に古書店より購入）

　明治法律学校ほか東京府内の法律学校は共同して演説・討論などを行った。

5．明治法律学校講義録（1999年11月に古書店より購入）

　現在の通信教育とでもいうべき明治法律学校講法会のテキストである。

6．同人帖（1999年9月に職員鈴木一弘民の連絡により、古書店より購入）

　南甲賀町校舎時代のもの（明治4ユ年）で、本学卒業アルバムとしてはかなり古い。

7．陸上大運動会入場券（1999年6月に富山県遠藤栄一民寄贈）

　大正4年、学生主催による学校あげての運動会のものである。場所は本学グランド柏

木運動場（中野）となっている。

8．法科特別校外生謹（1999年4月に古書店より購入）

　校外生とは学内生に対するものであり、この特別校外生は明治40年にできた制度で講

義録「法律講義」．を修了したものが対象となった。

9．「アサヒスポーツ」第7巻第25号（1999年11月に職員岩田武氏寄贈）

　昭和4年時の明治大学のラグビー部、サッカー部の活躍が報じられている。
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10．　r明治大学校規全書」　（2000年2月に職員進俊夫氏寄贈）

　　学園の復興改革に燃える昭和初年につくられた校規集で、　「明大憲法」とまで称され

　た。

11．昭和十六年度大学予科第一種入学試験問題（1999年5月に広島県富樫直子氏寄贈）

　　当時の予科（校舎は現在の和泉）の入試問題である。

12．　『新樹』　（1999年4月に古書店より購入）

　　昭和11年刊行の文芸科卒業作品である。岸田国士、小林秀雄、豊島与志雄ら教授陣の

文章もある。本書の間に観劇券がはさまれていた。

13．女子部の制帽（1998年10月に岐阜県山本久子民寄贈）

　　明治大学に女子部が開設されたのは昭和3年のことである。同部では制服・制帽を定

　めた。

14．大森家の写真（1998年8月に故大森喬氏寄贈）

　　（上）3代記念舘等設計者太森浅氏　　（中）茂民と子息喬氏

　　茂氏設計墓碑の前で

（下）喬氏と姉、生前

15．記念祭プログラム（1999年5月に古書展より購入）

　　予科が和泉に移転した時のものである。

16．明治大学半纏（1999年3月に東京都伊藤綾女氏寄贈）

　　故極藤省吾氏の遣品で、敗戦前後、イベントで使われたもののようである。仕立て直

　して届けてくださった。

17．資料綴（1998年7月に法学部事務室より移管）

　　戦後まもない時期の本学の経営・教育の実態がよく分かる資料である。

18．商学部バッチ（1999年10月に東京都松原基子氏寄贈）

　　昭和25年から27年ころまで使われたものであるが、すぐに元のもの（1999年3月広報

部より移管）に戻された。

19．創立七十周年記念式典写真（2000年1月に手葉県大橋和夫氏寄贈）

　　昭和25年の式典の日、当時本学々生であった同氏が主婦の友社前の電柱に登って撮っ

　たものである。
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20．公文書（受信）綴（1999年4月に庶務課より移管）

　　昭和30年代の本学の経営のようすを知りうる資料である。

21．資料（1998年工O月に元職員井上幸雄氏寄贈）

　　昭和38年の新学部・社会学部設置案である。

22．女子寮々則（1998年3月に学生課より移管）

　　明治大学の女子寮は昭和20年、吉祥寺に開設された。

　簿」、　「お風呂当番」札等々とともに保存された。

とりこわしに際し、　「訪問者名

23．明大通りの写真（1999年6月に広報部より移管）

　　昭和40年代の御茶の水駅南口より大学までの商店街である。なつかしい喫茶店が見え

　る。

24．植村直己揮毫と写真（1999年3月に広報部より移管）

　　本学校友である英雄の植村直己の色紙と写真である。周知のごとく同氏は昭和59年に

　マッキンリーに消えた。

25．クラフト・小物入れ（1998年5月に神奈川県三河正氏寄贈）

　　校友の三河正氏が母校のことを思いっっ作成し、当室に届けてくださったものである。

26．ラグビー・ボール（1999年11月にラグビー部および体育課より移管）

　　「明治大学歴史展」に際し、当時使用中のラグビー・ポールに部員がサインをしてく

　れたものであるe

27．聖橋の絵（1999年11月に川崎市羽子田長門氏寄贈）

　　羽子田長門画伯が御茶の水橋から書かれた作品である。

28．新年の挨拶カード（2000年1月に庶務課より移管）

　　リバティタワー設計業者日建設計が新年の挨拶に持参したものである。

2000・3・1

明治大学歴史編纂事務室

03（3296）4085●4086
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第5回 明治大学小史展

記念品・記念物に見る明治大学史

2000・6・9～10・30

大学会館1階ロビー

　本学は来年の1月17日をもって120周年を迎えます。その間、学内では語りつく

せない程、たくさんの出来事がありました。

　今回は、そうした長い歴史において作られたいくつかの記念品・記念物を紹介す

ることにしました。しかしながら、その史料は大小さまざま、かつあまりにもたく

さん残されています。そこで今回はごく1部にとどめました。さらに絵葉書や墨書

等は近々、別に展示をすることにしました。

　なお、お問い合わせは歴史編纂事務室（当館6F）まで、お願いします。
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展示品
1．卒業記念アルバム（1924年3月）

　関東大震災を克服して、翌春に卒業を迎えた時の法・商両科のアルバムである。

2．留学記念文箱（1926年2月）

　　故冠木精喜法学部教授がイギリス留学に際して、郷里喜多方市の小学校級友より贈ら

れたものである。

3．創立五十周年記念ペン皿（1931年11月）

　　本学創立50周年の祝典は1931（昭和6）年11月1日、完成まもない記念館講堂にて行

　われた。

4　野球部功労祝盃（1936年）

　　草創期野球部に活躍した池田明篤氏（校友明義氏実父）へ同部がその功労をたたえて

　贈ったものである。

5．予科記念祭メダル（1939年11月）

　第6回予科移転記念祭の際、予科会が制作したものである。和泉ケ丘では、演芸・ス

ポーッ、模擬店等、にぎやかであったという。

6　創立六十周年記念式典装飾塔図案（1940年11月）

　　本学の創立60周年の記念式典は紀元2600年に会わせて1940（昭和15）年に行われた。

　その際の式典入口の装飾塔の図案である。当時の東京市主催奉祝会の参列券も本学内に

残されている。

7．創立六十周年記念メダル（1940年11月）

　　1940（昭和15）年11月18日、記念館大講堂で創立

60周年の記念式が行われた。

8．創立七十周年記念バックル（1950年11月）

　　本学の創立70周年の記念式典は戦後間もない1950

　（昭和25）年11月17日に行われ、以後3日間、行事が

繰り広げられた。

9　ジョセブ・エム・ドッジの講演録（1950年12月）

　　創立70周年を記念して本学は当時「ドッジ・ライ

　ン」で有名なGHQ金融経済顧問ドッジを招いて講

演会を行った。本史料はその英文・和文の講演録で

　ある。
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10．創立80周年記念ペナント（1960年11月）

　　本学創立80周年の式典は1960（昭和35）年ll月1日、記念館で催された。

　　それにともない、アラスカ学術調査、体育祭等も行われた。

ll．商科創立60周年記念ペン皿（1962年11月）

　　商学部60周年の記念式典は1962（昭和37）年11月4日、和泉校舎でとり行われた。

12．オルゴールとさまざまなコレクション（1969年12月）

　　本学職員の坂場薫氏が学生時代に収集され、その後、当室に寄贈されたものの一部で

　ある。

13．LP版レコード「明治大学」（1973年11月）

　　創立100周年を7年後にひかえた1973（昭和48）年11月に音楽出版株式会社より制作・

　発売された。

14．スキー部創部五十周年記念小物入れ（1975年）

　　スキー部が山岳部スキー班から独立し、創部をしたのは1925（大正14）年のことであ

　る。この史料はそれから半世紀の躍進を祝ったものである。

15．東京六大学リーグ戦第100回記念乗車券（1979年4月）

　　東京六大学野球連盟が発足したのは1925（大正14）年のことである。これはそのリー

　グ戦100回を記念して国鉄（現JR）が制作したものである。

16．創立100周年記念講演会記念品（1980年5月）

　　本学にとって1980年は創立100周年の祝典にあけくれたといってもよい。その主要な行

　事として5月26日、ライシャワーハーバード大学教授と三木武夫元首相を招いて記念講

　演会を行った。その時に記念品としてネクタイピンや文鎮が配布された。

17　維持員クラブ創立100周年記念カレンダー（1981年）

　　維持員クラブは学校法人明治大学に協力するために1951（昭和26）年4月に発足した。

　これはその会員等に配布したものである。

18．針生山荘落成記念ペナント（1986年10月）

　　このペナントはワンダーフォーゲル部が福島県南会津郡田島町に山荘を開設した時に、

　記念してつくられたものである。

19．マンドリン倶楽部演奏旅行記念ペナント（1992年9月）

　　マンドリン倶楽部が創部70周年を迎え中国で演奏をした時の記念品である。
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20．開学記念碑〈ミニチュア〉（1995年ll月）

　　1995（平成7）年、本学開校の地・有楽町に開校の記念碑が建立された。これはその

　ミニチュアである。

21．清酒「おy明治」（1995年11月）

　　「さよなら記念館」の記念行事の際に本学が企画、酒造会社で製造された。

22．記念館本版画（1995年）

　　建て替えとなる3代目の記念館を惜しみ、井堂雅夫氏が制作したものである。

23．全国校友京都大会記念一輪挿（1996年10月）

　　1996（平成8）年の校友会全国大会に記念して制作された。作者は武内裕氏（校友）で

　ある。

24．リバティタワーが描かれた記念品（1998年4月、11月）

　　明治大学入学記念切符（上）とリバティタワー竣工記念スタンプ（下）である。

25．リバティタワー「定礎の辞」の写真（1998年9月）

　　この実物はリバティタワー第1期工事竣工の際、埋め込まれた。次世代に向けたこの

　メッセージを目にするのはいつのことか、分からない。

〈参考〉近年の記念品

　　　（1994年、CD版校歌）

2000。6・9

明治大学歴史編纂事務室

tEb　O3　（3296）4085。4086
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第6回　明治大学小史展

あかし　　　しるし

証・識の明大史

一証書・校章・表札一

2000・ll・10（金）～2001・2・28（水）

大学会館1階ロビー

明治36年制定の校章

1’IAI’i

現在使用のもの

　今回は明治大学であること、

明治大学関係者であることを示

す史料を紹介します。

　とくに本展示では、所蔵史料

の中から証書類、校章・マーク

類、表札類にしぼって、いくつか

を並べてみました。

　今後は他の史料も取り上げた

り、またさらに分野をしぼって

展示をしたいと思っております。
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展示品
1．定期試験及第之謹（明治20年6月27日）

　明治法律学校（のちの明治大学）では厳しい試験が行われ、学期毎に昇級の証書を発

行しました。

2　入校試験及第之謹（明治22年2月1日）

　入試の合格証書です。ただし、この重藤鶴太郎の入学は明治19年ころ、卒業は22年12

　月です。この証書の交付年が合わないのは、前年、文部省の特別認可校となったことに

よる措置のためと思われます。

3　聴講券（明治22年ll月）

　　明治法律学校の聴講生制度は明治37年からですので、これは一般学生の授業受講許可

証のようなものである。

4．卒業謹書（明治22年12月31日）

　　草創期の明治法律学校の卒業証書です。当時の教員名が列記されています。

5．［優待生の証書］　（明治35年7月14日）

　　明治法律学校で優秀者を表彰するのは明治22年3月からです。24年には優待生として、

さらに26年には特待生として、学校の名声を高めようとしました。

6．学帽と制服釦章の写真（明治36年ll月）

　　明治法律学校の組織変更の時、このようなマークが作られました。今日の校章の前身

　です。

7．修業謹書（明治37年ll月7日）

　　専門学校令下の明治大学となったのは明治36年8月のことです。この校外生制度とは、

今日の通信教育のようなものです。

8．卒業護書（大正13年3月31日）

　　大学令により明治大学に昇格したのは大正9年4月のことですから、この証書は、そ

れからまもない頃のものです。
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9．応援歌「若人『明治』の歌」楽譜（昭和3年5月16日）

　　「若人『明治』の歌」楽譜、歌詞が記された表紙には、おなじみの

Meijiのマークがペナント風にデザインされています。

10　正門の門標（昭和3年、同25年頃）

　　はじめは木製であった本校正門の門標も、やがて関東大震災の復

　興の際に金属製となりました。また戦後の短期大学開校の時にも同

　じような門標がつくられました。

11．生徒謹（昭和15年4月10日）

　　同年に予科に入学した武石益則氏（のちに政治経済学部、戦死） の生徒証です。

12．学業成績表（昭和17年4月22日）

　　予科生（キャンパスは昭和9年より和泉） の時の武石益則氏（前出）の成績表です。

13．卒業謹書（昭和20年9月25日、複製）

　　敗戦の翌月、明治大学が授与したもので、 紙質はよくありませんでした。

14．ビニール製風呂敷（昭和30年代）

　　校舎を中心にさまざまな写真とマークが印刷されています。

15．通行証（昭和48年2月）

　　この史料は入試時に大学が発行したものであり、 入校の際に提示しました。

16　ネクタイ・ピン（昭和58年）

　　工学部スポーツ大会の際に作られたものです。

　ます。

3代目記念館が校章の柄で描かれてい

17．ラグビー部ユニフォーム姿の写真（昭和50年頃）

　　やや色あせてしまったこの写真パネルでもユニフォームの胸のMのマークは輝いてお
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ります。

18．全国校友福岡大会のハッピと手ぬぐい（昭和61年10

　月19日）

　　校友会の全国大会が博多で行われた時、参加者はこ

　のハッピを着、手ぬぐいを首からかけて参加しました。

19　明治大学特製便箋（昭和初年）

　　表紙にも、中の用紙にも校章が大きく印刷をされて

　います。2枚の写真から大体、昭和10年代のものと思

　われます。

4 響
短
蓬
【
’

20　校旗の写真（戦後）

　　校旗が作られたのは大正4年4月のことで、現在のものは2代目のものです。その中

　央部の校章は創立30周年のころ、作られたと思われます。

21．手数料納付証（戦後）

　　昭和38年から60年まで証明手数料として用いられたものです。左下にMのマークの金

　額が記されています。

22．明治大学債券（戦後）

　　この債券は大学院と新制学部の施設拡充を行うためのもので、学債総額は1億円です。

23．学生のバッジ（戦後）

　　これらのバッジは、とくに学生服着用の時代、多くの学生が襟などに付けました。

2000　・　ll　●　10

明治大学歴史編纂事務室

暦　03　（3296）　4085・4086
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2000・5・26（金）～6・26（月）

於第1校舎の1階ロビー

　このたび、多くの方々の御要望と御協力により和泉校舎で明治大学の歴史展を

行うことになりました。恐らく和泉にキャンパスが開かれて初めてのことではな

かろうかと思います。

　これを機会に現在、学生生活を送っているところの明治大学の歩みを写真にて

御覧ください。なお、お問い合わせは歴吏編纂事務室までお願いいたします。

オープンしたばかりの和泉校舎（1934年）
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展示品

！．創立者の肖像

　　（左）　宮城浩蔵

（中央）岸本辰雄

（右）　矢代　操

1852（嘉永5）・4・15～1893（明治26）・2・14

山形県出身、検事、初代教頭、衆議院議員

1851（嘉永4）・11・8～ユ912（明治45）・4・4

鳥取県出身、判事、初代校長

1852（嘉永5）・6・20～1891（明治24｝　4・2

福井県出身、元老院雇、講師

2．数寄屋橋校舎

　明治大学の前身である明治法律学校は1881（明治14）年1月17日、有楽町旧島原藩邸

を借りうけて開校しました。これは当時のようすを1950（昭和25）年に描いたものです。

3，南甲賀町校舎

　生徒の急増により、1886（明治19）年12月U日、駿河台南甲賀町に自前で校舎を移転

　・新築しました（今の主婦の友社の所）。

4．移転時の駿河台校舎

　現在め駿河台のキャンパスは創立30周年（1911年）を記念して移転・開設されたもの

です。右側の建物が初代記念館です。

5．3代目記念館

　駿河台校舎のリバティタワーの所にあった3代目記念館は1928（昭和3）年3月に竣

工、以後、1995（平成7）年まで駿河台のシンボルとして君臨しました。

6，女子部の校舎と制服

　長い明治大学の歴史にとって、というよりも日本の女子教育史上、1929（昭和4）年

の女子部の開校は画期的なことでした。これは開校当時の校舎（今の明治申高校の所）

と制服め写真です。

7．和泉総合グランド（予科グランド、和田堀グランド）

　和泉の陸軍火薬庫跡にキャンパスを設けると決まった時、当時の新聞は「松と杉と竹

の学園」と報じました。そして、しばらくは運動場として使われました。これはその19

30年時の写真です。
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8．和泉校舎の予定地

　駿河台にあった予科校舎は手狭となり、杉並の和泉へ移転することになりました。

これは現キャンパスの移転前、つまり1932て昭和7）年のようすです。予科とは当時学

部に入学する前の段階で、大体今の学部1・2年くらいに相当します。

9．オープンしたばかりの和泉校舎

　これは新築問もない1934（昭和9）年時の和泉校舎です。正門を入って左側で、今は

空地となっている所です。手前の庭園は現在図書館のある所です。

10，和泉校舎の落成式

　　和泉校舎が竣工されたのは1934（昭和9）年3月のことです。予科のためのものでし

　た。これは11月の落成式における入口付近のようすです。

11．明大前駅のホーム

　　予科の開設により1935（昭和le）年2月、明大前駅は京王線の松原駅と帝都線の西松

　原駅の移設によって誕生しました。これはその頃の写真です。

12．和泉校舎と玉川上永

　　1951（昭和26）年4月、それまでの3階校舎に1階分、増築されました。これは1958

　（昭和33）年当時の写真です。今は暗きょとなっている玉川上水が見えます。

2000●5●26

明治大学歴史編纂事務室

　　　TEL　（3296）4085

　　　FAX　（3296）4086
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「
松
と
杉
と
竹
の
学
園
」

（
『
駿
台
新
報
』
昭
和
五
年

四
月
二
六
日
）
と
い
わ
れ

た
和
泉
校
舎
は
、
は
じ
め

は
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
予

科
の
た
め
の
校
舎
が
建
設

さ
れ
、
昭
和
九
年
四
月
か

ら
授
業
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
、
キ
ャ
ン
パ
ス

が
郊
外
に
開
設
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と

で
し
た
。
こ
の
予
科
と
は

学
部
に
進
む
た
め
普
通
教

育
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
、

灘索櫓

生
徒
は
旧
制
中
学
校
（
現
在
の
高
等
学

校
）
等
を
卒
業
し
て
入
学
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
こ
ろ
は
三
年
制
で
、
も
と
は

駿
河
台
校
舎
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

ま
す
ま
す
「
予
科
独
自
の
学
風
」
（
「
大

学
史
紀
要
　
紫
紺
の
歴
程
』
第
四
号
一

六
ニ
ペ
ー
ジ
）
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
戦
後
に
な
る
と
予
科
制
度
は
廃
止
と

な
り
、
和
泉
校
舎
は
文
系
の
教
養
教
育

の
場
と
な
り
、
さ
ら
に
施
設
・
設
備
の

拡
充
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
和
泉
校
舎
の
過
去
の
歴
史

を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
現
在
を
見
つ

め
、
ま
た
将
来
を
想
う
糧
と
し
て
い
た

　
明
治
大
学
は
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）

年
一
月
一
七
日
に
開
校
し
ま
し
た
。
今

年
で
一
一
九
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

の
間
に
は
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
は
述
べ

き
れ
な
い
く
ら
い
た
く
さ
ん
の
出
来
事

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
多

く
の
人
達
に
よ
っ
て
、
そ
の
労
苦
の
跡

が
書
籍
、
ノ
ー
ト
、
文
書
、
写
真
、
物

品
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
学
内
に
残

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
学
内
外
の
関
係
者
か
ら
多
く

の
史
料
寄
贈
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
ら
の
も
の
を
広
く
公
開
し
、
明
治
大

学
の
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
今
日
の
、
そ
し
て
ま
も
な
い

一
二
〇
周
年
や
二
十
一
世
紀
の
本
学
を

想
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
近
年
、
大

き
な
明
治
大
学
史
展
を
3
回
ほ
ど
開
催

し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
び

に
多
く
の
見
学
者
よ
り
常
設
の
展
示
施

設
設
置
の
要
望
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
こ
と
に
報
い
る
た
め
に
も
一
九

九
九
年
二
月
よ
り
、
大
学
会
館
一
階
ロ

ビ
ー
に
て
「
明
治
大
学
小
史
展
」
を
開

催
し
て
き
ま
し
た
。

　
今
ま
で
の
も
の
は
次
の
通
り
で
す
。

第
一
回

　
「
学
園
を
み
ま
も
っ
て
き
た
記
念
館
」

第
二
回

　
「
神
田
・
お
茶
の
水
と
明
治
大
学
」

第
三
回

　
「
あ
る
戦
没
学
徒
の
生
涯
」

第
四
回

　
「
最
近
・
明
治
大
学
史
料
の
収
蔵
展
」

　
そ
し
て
、
今
回
（
第
五
回
）
は
「
記

念
品
・
記
念
物
に
見
る
明
治
大
学
史
」

と
題
し
て
十
月
末
ま
で
開
催
し
て
お
り

ま
す
。

　
展
示
品
は
大
学
の
記
念
行
事
に
お
け

る
ペ
ン
皿
、
各
サ
ー
ク
ル
の
ペ
ナ
ン
ト
、

学
校
発
祥
の
記
念
碑
（
ミ
ニ
チ
ュ
ア
）
、

式
典
門
柱
の
デ
ザ
イ
ン
等
々
、
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

　
ま
た
、
今
後
は
「
女
子
部
の
歩
み
」
、

「
絵
葉
書
に
見
る
明
治
大
学
の
歴
史
」
、

看
板
や
旗
な
ど
「
標
識
に
見
る
明
治
大

学
」
等
々
の
展
示
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
　
　
　
　
　
（
歴
史
編
纂
事
務
室
）

だ
け
れ
ば
、
と
い
う
願
い
か
ら
、
こ
の

た
び
和
泉
校
舎
関
係
者
の
御
協
力
に
よ

り
「
明
治
大
学
和
泉
小
史
展
」
を
開
催

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
五
月
二
六

日
～
六
月
二
六
日
、
第
一
校
舎
一
階
ロ

ビ
ー
）
。
お
そ
ら
く
和
泉
校
舎
で
こ
の

よ
う
な
歴
史
展
を
公
に
行
う
こ
と
は
あ

ま
り
例
が
な
く
、
も
し
か
す
る
と
初
め

て
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は

第
一
回
目
で
す
の
で
、
本
学
に
お
け
る

和
泉
校
舎
以
外
の
出
来
事
も
含
め
て
、

写
真
で
追
う
形
を
と
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
歴
史
編
纂
事
務
室
）

大
学
会
鱈

圏
口董

　　蓋

●冨士銀行

7
号
餅

巳6号
館

国

歪・

田
二
国

滋濤
鏡羅公園

研図
究書
棟鱈

リバティタワー

　　　　　　　　　　明大通り

一一■■「

　
駿
河
台
校
舎
「
大
学
会
館
」
1
階

に
は
常
設
展
示
“
小
史
展
〃
が
あ
る
。

　
広
い
ロ
ビ
ー
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た

ひ
と
と
き
、
明
治
大
学
の
歴
史
に
ふ
’

れ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

（2000年（平成12年）6月15日）りよだ園学学大ム
ロ

●
．
’

明
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6　岸本記念ホール展示関係（候補）資料

2000年4月4日

歴史編纂事務室

　　　　　　　　リバティタワー23階岸本辰雄記念ホールの展示品候補

各年史

　　20年史、30年史、50年史、60年史、100年史

　　学部史もあり

三木武夫の書簡

　　アメリカ、メキシコ留学のもの

　　昭和7・8年

　　現在展示の写真、弁論中の写真も利用

一松定吉関係

　　自筆掛幅、回想録、写真

伊藤省吾関係

　　手帳、定期入れ、手紙、肖像

　　子息好一の書籍　等

派遣留学生関係

　　冠木精喜遺品、鈴木万美遺品

　　上記の三木武夫のものを含めても可

新制大学発足時の史料

　　申請書、学則、要望書

「黎明から飛躍まで」の史料

　　設立趣旨、大学昇格時の公示、新制大学申請書（上記のもの）

　　　（注）　学則関係としても可
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　　　　　　岸本記念ホール展示「明治大学オリンピック讃歌」提出資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岸本記念ホール展示計画打合せ資料）

『駿台新報』・『明治大学新聞』・『明治大学広報』に見る明治大学オリンピック関係記事

No． 夏季大会 氏　　名 （部）競技種目　メダル 「駿台新報』関係記事 No．

1 1928年 鶴田　義行 （水泳）200m平泳ぎ ※ S．3／6／2檜舞台を目ざして　水泳予選大会 1

第9回 金 開かる（アムステルダム大会めざ
して、鶴田ら）

佐田　徳平 （水泳）800mリレー ／9北欧アムステルダムの水郷へ　水 2

銀 泳選手二名渡欧（馬渡、佐田）

／16拳闘部　滝と流れる汗に怯まず練 3

習　アムステルダムに行く白田君

オリンピックへ永谷君出場す（陸 4

上競技、本学出身）

／23　アムステルダムに出発した馬渡、 5

佐田の水泳選手

9／22早大を破るべく意気上る我水泳部 6

オリンピック選手も参加し今明日
対抗競泳（馬渡、佐田）

10／6　オリンピック感想（一） 7

能勢端艇選手談
／13オリンピック感想（二）

能勢端艇選手談

2 1932年 鶴田　義行 （水泳）200m平泳ぎ S．7／3／12世界の檜舞台　オリンピックめが 8

第10回 金 けて　本学よりも多数の選手出場
大横田　強 （水泳）400m自由形 せん（候補者）

河津憲太郎
　　　　　　　　銅
i水泳）100m背泳ぎ 5／7オリンピックへ　拳闘部の猛練習 9

銅 6／11　ウエルターの覇権　平林に輝く 10

永田　　寛 （ホッケー）　　　鋼 拳闘オリンピック予選決勝（オリ
小林　定義 〃 ンピック関東決勝戦）
酒井　義雄 ノ，

三浦　四郎 〃 ／18オリンピック　世界の争覇　ロス 11

アンゼルスへ　揚げよ日の丸　輝
やけ明治

※ 9／10　凱旋行進曲　歓呼の声に迎へられ 12

オリンピック選手帰る　陸上は三
日　水上は八日に（鶴田ら）

3 1936年 孫　　基禎 （競走）マラソン　金 ※ S．11／4／18　オリンピック応援へ師尾さんが行く 13

第11回
南　　昇竜 〃　　　銅 5／30　オリンピックへ　南・朝隈・富江決 14

定　競技部の躍進目醒し（ベルリン）

6／13伯林制覇の闘志満々　母校から晴 15

れの六選手石原田・伊藤・吉岡・

水谷・永松・大津

10／24オリンピヅク雑話　師尾源蔵 16

11／28　欧州・北支視察から　帰朝の師尾 17

氏縦横談　ベルリンと北京は東西

の噴火口だ　精神国防研究会歓迎

会で喝破　オリンピック選手　渡

米柔道部選手　帰朝歓迎会
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No． 夏季大会 氏　　名 （部）競技種目　メダル 『明治大学新聞』関係記事 No．

4 1956年 笠原　　茂 （レスリング） ※ S．31／12／5オリンピック　笠原堂々の銀メダ 18

第16回 フリー・ライト級　銀 ル　白鳥も日本新で五位に入賞

／15親切な“森の都”の人達　貴重な 19

海外遠征での経験　入賞の笠原、

白鳥選手に聞く

5 1964年 中谷　雄英 （柔道）軽量級　　金 S．38／11／14東京五輪本学の布陣　候補選手は 20

第18回 四十六名　柔道で金メダルニつは
確実

神永　昭夫 （柔道）無差別　　銀 S．39／8／20　明大スポーツ　東京五輪への布陣 21

ホッケー監督小林氏　十九人がす
でに代表に

出町　　豊 （バレーボール）　銅 ※ 9／17　東京五輪代表続々決る　本学関係 22

徳富　　斌 〃 ※ から41人　コーチに永松　笠原両
監督

第一回掲載の役員・選手

10／29東京五輪と本学選手　本学選手の 23

健闘光る

本学関係入賞者
本学関係選手の活躍

6 1968年 宗村　宗二 （レスリング）　　金
第19回 杉山　隆一 （サッカー）　　　銅

浜崎　昌弘 ，ノ

1
「明治大学広報』関係記事 No．

7 1972年 川口　孝夫 （柔道）軽量　　　金 S．47／9／1　役員、選手9名　本学関係者オリ 24

第20回 柳田　英明 （レスリング）　　金 ※ ンピック派遣

和田喜久夫 （レスリング）　　銀 ※

8 1976年 上村　春樹 （柔道）無差別級　金 S．51／6／15　五輪派遣選手出そろう　本学関係 25

第21回 は北原（文四）ら七名

8／15　柔道の上村選手（48政卒）　無差別 26

級に金メダル

9 1984年 広沢　克巳 （野球）～公開競技　金 S．59／7／15　ロス五輪・野球代表に　本学から 27

第23回 広沢選手
9／1　ロス五輪の野球　日本優勝、広沢 28

が決勝本塁打！

10 1992年 吉田　秀彦 （柔道）78kg級　金 H．4／6／1　全日本選抜体重別選手権　五輪柔 29

第25回 道にOB二名が出場

7／1　駿台体育会総会開く　バルセロナ 30

五輪出場選手を激励

小川　直也 95kg級　　銀 7／15　明大関係10選手が出場　柔道の小 31

川、吉田が金狙う

8／1小川（柔道）は銀に　まさかの 32

“技あり”2本

三輪　　隆 （野球）　　　　　銅 9／1柔道・吉田が金メダル　6試合す 33

坂口　裕之 〃 べて1本勝ち

※ 柔道男子で金・銀獲得　野球は銅、 34

明大勢が健闘

10／1　五輪柔道金・銀コンビ　吉田・小

川選手の祝賀会9月22日、明柔会
が大学会館で
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No． 冬季大会 氏　　名 （部）競技種目　メダル 「明治大学広報」関係記事　　　　　No．

11 1972年

謔P1回

笠谷　幸生

ﾂ地　清二

（スキー）70m

Wヤンプ　　　　　金

@　　　　　　　銅

（未刊）

12 1992年

謔P6回

三ケ田礼一 （スキー）複合団体　金 H．4／3／1三ケ田（89年営卒）が複合団体で
@　　　　　優勝　笠谷以来20年ぷりの快挙

35

13 1994年

謔P7回

西方　仁也 （スキー）ラージヒル

c体　　　　　　銀
H．6／2／1　リレハンメル冬季五輪三ケ田選手

@　　　　　が選手団旗手に

36

3／1西方（営卒）が銀の大ジャンプ
@　　日本、ジャンプ銀は14年ぷり

37

　　2000．9．13

歴史編纂事務室

（注）　表中右端のNo．は添付した新聞史料で掲載を省略した

　　表中央部の※印は現在本学で収蔵するものである

7　創立120周年・創立者生誕150周年記念歴史展関係資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年11月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務部歴史編纂事務室

　明治大学創立120周年・創立者生誕150周年記念歴史展（デパートで開催）について

1．標記歴史展の基本構想

　　　展示面積・展示点数などについては、リバティタワー竣工記念明治大学歴史展に準

　　　じる規模を想定する。

　　　展示内容については、明大関係者外の一般見学者向けに内容を工夫する。

　　　創立期の歴史に重点を置き、創立者生誕150周年記念の意味を持たせる。

H．リバティタワー竣工記念明治大学歴史展の概要（参考）

　1．開催期間と開催時間

　　　1998年11月19日（木）～24日（火）　午前10時～午後6時　5日間

　　　〔23日（月）は休み、21日（土）・24日（火）は午後4時まで〕

　2．開催場所

　　　リバティタワー23階：サロン紫紺（132m2）・岸本辰雄記念ホール（100m2）・

　　　　　　　　　　　　　伊藤紫虹ホール（96m2）・会場面積（328m2）

　3．展示構成

　　　「時経事緯」、即ち、時系列の大学通史を縦糸とし、学生生活など事柄を横糸にして

　　　全体を構成する。

　4．展示品件数

　　　135点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一121一



5．配布資料

　　展示品リスト・大学史略年表・ポストカードの三点セット

　　「今昔・明治大学の校舎」など補足説明パンフレット

6．販売出版物

　　明治大学百年史、紫紺の歴程、歴史編纂事務室報告集

7．会場要員

　受付2名：見学者芳名簿記入依頼、アンケート依頼、資料配布、出版物販売など。

　警備2名：展示品の保護と警備

　対応1名：展示品の説明及び質問に対応。

8．見学者総数

　約5000名

9．予　算

　展示業者の一次見積り　954万円；二次見積り　511万円；最終額　359万円

皿．デパートでの開催に伴う問題点

　1．展示内容については、明大関係者外の一般見学者が興味を抱く工夫が必要になる。

　2．展示設備や方法も、学内展示より派手になるため予算が高額になる。

　3．会場使用料、展示品運搬費など学内展示にはない費用がかかる。更に、借用展示品

　　の比率が高まるため保険料なども多く必要になる。

　4．展示期間が長期化すれば、会場要員は業者依頼になる。対応要員（説明・質問対応）

　　については業者依頼は不可能である。

　5．準備期間も学内展示より長く必要になる。来年11月に開催するとすれば、来年4月

　　には案の段階から具体的準備の段階に入る必要がある。

　6．準備に要する人手も、歴史編纂事務室の現有職員の他に2～3名の嘱託職員が必要

　　になる。

　7．デパート展の準備期間とB地区における大学史料館を含む博物館建設準備期間が重

　　なるために、明治大学創立120周年・創立者生誕150周年記念行事の一環としての記念

　　刊行物を編集・刊行する余裕がなくなる。

　8。大学史展は、過去の歴史に重点が置かれるため、現状と未来の展望が手薄になりデ

　　パートで開催する意義が半減する。

IV．歴史編纂事務室案

　1．明治大学展とし、歴史部門と現状・未来展望部門の2部門に大別する。歴史部門で

　　は本学の建学理念・伝統・特色などを強調し、現状・未来展望部門では情報機器を駆

　　使した教育の最新の姿、新学科・新学部などを大いに宣伝する。

　2．歴史部門は主に歴史編纂事務室が担当し、現状・未来展望部分は統合企画部・広報

　　部が担当し、総務部が両部門を統括する。

　3．歴史部門の展示基本方針は、上記　1．にもとつく。
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4．展示期間については、2001年11月の式典日前の2週間前後とする。

5．予算については不確定要因が多く算定がむつかしいが、歴史部門については展示業

者へ支払う費用だけでも、リバティタワー竣工記念明治大学歴史展の第1次見積額954

万円を大きく上回ると推定される。

＊「リバティタワー竣工記念明治大学歴史展」の詳細については、添付資料「歴史編纂

事務室報告集第20集」の67P．以降を参照。

　　　　展示開催場所平面図96～97P．

　　　　展示品と展示構成91～95P．　　　　　　　　　以上

8　大学史料委員会（校歌についての勉強会）提出資料
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①
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討議のための報告資料

2001年2月1日

　　　　　　　　　　　　　　　職場研修資料

1．展示について

　1．従来の本学における大学史展

　（1）1993年以前

　　　　　（別紙参照）

　（2）1993年以降

　　　　　・「明治大学の歴史展」

　　　　　・「明治大学記念館歴史展」

　　　　　・「明治大学歴史展」

　　　　　・明治大学小史展（駿河台キャンパス、和泉キャンパス）

　　　　　・リバティタワー岸本記念ホール展示（協力）

2．120周年記念行事関係の展示

（1）リバティタワー岸本記念ホールの展示

　　　　・とくに時期について

②　大学史展（未定）

　　　　・実現の可能性

　　　　・構成について⇒大学史料館の展示への応用

（3）小史展

　　　　・とくに駿河台キャンパス以外の実施について

3．B地区博物館内の大学史展示（大学史料館）

（1）博物館の全体について

②　他館の調査・検討

　　　成践大学学園史料館、成瀬記念館、東北大学大学資料記念館、金沢大学資料館、

　　　旧制高等学校記念館

　　　早稲田大学大学史資料センター展示室、國學院大學百周年記念室、吉岡弥生記

　　　念室、福沢研究センター展示室、新島ルーム、甲南大学資料展示室、関西大学

　　　展示室

　　　葛飾区教育資料館、葛飾区郷土と天文の博物館、江戸東京博物館、足立区飛鳥

　　　山博物館、大倉集古館、印刷博物館

　　　開智学校

　　　　〈今後〉名古屋大学大学史料センター、京都大学アーカイヴス等

（3）大学史展示コーナー（大学史料館）の展示構成

　　　　・観点・性格・特色等について

　　　　　　　　　　　　　　　　一126一



・規模

・体制

・具体的なレイアウト（別紙参照）

4．展示と編纂業務との関係

（1＞目的・性格…アーカイヴズか、博物館か、記念館か、研究所か

②　位置…組織との関係

（3）運用…博物館や図書館との関係

5．その他

（1）地方・地域との関わり

（2＞海外への進出

（3）展示と「友の会」について

ll．写真資料について一活用論、とくに展示を意識しつつ一

　1．今までの収集・保存・利用

　（1）百年史編纂時代の場合

　　　　　・調査・収集の体制

　　　　　・項目による分類・保存

　　　　　・目録の作成

　　　　　・図録の刊行と年史への利用

　　　　　・デザイナーやカメラマンとの関わり

②　百年史編纂以降の場合

　　　・寄贈の増大

　　　・小項目別処理

　　　・展示や刊行物への利用

　　　・貸し出しの急増

2．今後の課題

（1＞調査・収集

　　　　・写真資料の種類と数量の増大

　　　　・労力・体制・専門性

（2）保　　存

　　　　・デジタル化の問題

　　　　・スタジオ設置の問題

　　　　・収蔵の方法（とくに施設設備）、取り扱い上の注意

　　　　・複数保存の費用

　　　　　　　　　　　　　　　　一127　一



（3＞利　　用

　　　・展示の方法

　　　・人権や著作権の問題（別紙参照）

　　　・新しい図録のあり方

（4＞その他

　　　・ガラス写真の場合

　　　・額装したものの扱い

（注）　別紙参考資料の掲載は省略する。

一128一



職
場
研
修
実
施
報
告
（
二
〇
〇
一
年
二
月
五
日
）

部
署
名
　
歴
史
編
纂
事
務
室

実
施
責
任
者
　
　
長
浜
　
忠
雄

研
修
課
題
（
テ
ー
マ
）
　
大
学
史
料
館
の
設
置
と
活
動
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
と
く
に
展
示
を
中
心
に
1

実
施
日
時
　
　
二
月
一
日
（
木
）
九
時
～
一
六
時
迄
（
一
日
間
）

実
施
場
所
　

校
友
会
会
議
室
（
午
前
）
東
京
都
写
真
美
術
館
（
午
後
）

報
告
内
容

　
二
〇
〇
一
年
度
の
歴
史
編
纂
事
務
室
の
職
場
研
修
は
大
学
史
料
の
展
示
を
主

題
と
し
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
三
点
あ
る
。
ひ
と
つ
は
B
地
区
建
設
に
よ

る
博
物
館
設
置
に
と
も
な
い
、
大
学
史
料
の
展
示
も
大
々
的
に
な
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
二
点
目
は
、
当
室
の
従
来
の
研
修
が
史
料
の
収
集
論
、
保
存
論
、
情

報
公
開
論
と
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
展
示
に
関
す
る
研
修
が
少
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
三
点
目
と
し
て
、
と
く
に
当
室
で
扱
う
展
示
史
料
と
し
て
、

写
真
に
つ
い
て
、
検
討
す
べ
き
事
柄
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
当
日
は
、
午
前
に
報
告
・
討
論
を
学
内
に
て
行
っ
た
。
ま
ず
、
長
浜
よ
り
、

当
室
赴
任
以
来
三
年
間
の
総
括
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
歴
史
編
纂
の
体
制

（
と
く
に
人
員
）
、
史
料
の
全
学
的
な
管
理
体
制
、
当
室
の
事
務
組
織
上
の
位

置
、
電
子
化
へ
の
対
応
と
い
っ
た
経
営
・
管
理
に
関
す
る
こ
と
、
比
較
大
学
史

研
究
、
国
際
化
に
向
け
た
研
究
と
い
っ
た
学
術
・
研
究
に
関
す
る
こ
と
等
で
あ
っ

た
。　

次
に
鈴
木
か
ら
、
大
学
史
の
展
示
、
お
よ
び
写
真
史
料
に
つ
い
て
、
「
職
場

研
修
資
料
」
を
用
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
従
来
の
本
学
お
よ
び

当
室
の
展
示
の
歩
み
、
一
二
〇
周
年
記
念
行
事
へ
の
関
わ
り
、
B
地
区
博
物
館

の
運
用
・
使
用
等
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
島
田
よ
り
、
大
学
史
料
の
具
体
的
な
取

扱
に
つ
い
て
、
説
明
が
あ
っ
た
。

　
テ
ー
マ
や
内
容
が
具
体
的
で
あ
り
、
施
行
が
迫
っ
て
い
る
だ
け
に
、
議
論
が

活
発
に
な
さ
れ
た
。

　
午
後
は
予
定
通
り
、
東
京
都
写
真
美
術
館
に
て
、
研
修
を
行
っ
た
。
ま
ず
同

館
の
神
保
京
子
学
芸
員
よ
り
、
同
館
の
概
要
、
写
真
資
料
の
分
類
・
整
理
、
そ

し
て
展
示
方
法
の
説
明
、
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。
次
に
、
神
保
氏
の
案
内
に
よ

り
、
収
蔵
庫
の
見
学
を
行
っ
た
。
ま
た
、
同
室
に
お
い
て
、
室
員
に
よ
る
デ
ー

タ
作
成
の
実
演
も
見
聞
し
た
。
最
後
に
同
館
の
展
示
も
観
覧
し
た
。

　
今
回
の
展
示
を
中
心
と
し
た
史
料
利
用
（
と
く
に
写
真
史
料
に
つ
い
て
）
の

研
修
成
果
を
ぜ
ひ
、
B
地
区
博
物
館
開
設
（
大
学
史
料
館
）
の
際
に
活
用
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

／
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11

@
口
歴
史
編
纂
事
務
室
日
誌
口

（
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
九
日
～
二
〇
〇
一
年
一
月
一
〇
日
）

㎜
年

2　
1
・
1
9
　
和
泉
校
舎
に
お
け
る
歴
史
展
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
、
和
泉
へ
出

　
　
　
　
　
張

　
　
　
　
　
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館
へ
史
料
調
査
の
た
め
出
張

　
　
　
　
　
体
育
課
よ
り
創
立
百
周
年
時
に
野
球
部
が
優
勝
し
た
か
、
問
い
合

　
　
　
　
　
わ
せ

　
ー
・
2
0
　
校
友
井
上
伸
造
氏
、
明
大
野
球
練
習
場
関
係
資
料
持
参
・
寄
贈

　
　
　
　
　
浅
田
毅
衛
委
員
よ
り
創
立
時
の
資
金
調
達
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

　
　
　
　
　
せ

　
　
　
　
　
明
中
高
事
務
室
よ
り
同
校
設
立
史
料
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
校
友
高
梨
眞
一
郎
氏
よ
り
父
の
卒
業
証
書
寄
贈
依
頼
（
2
9
日
受
取
）

　
　
　
　
　
庶
務
課
よ
り
レ
コ
ー
ド
『
怒
濤
の
進
撃
』
移

　
　
　
　
　
管
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
（
本
学
）

　
　
　
1

111
26252

1
・
2
7 大

学
史
料
委
員
会

紀
要
印
刷
願
、
用
度
課
へ
提
出

事
業
課
よ
り
「
文
カ
ー
ド
」
等
、
移
管

関
西
大
学
出
版
課
よ
り
井
上
操
関
係
資
料
（
コ
ピ
ー
）
提
供

岡
山
市
三
垣
英
二
氏
よ
り
新
庄
上
村
関
係
資
料
（
コ
ピ
ー
等
）
提

供東
大
新
聞
文
庫
に
て
『
土
陽
新
聞
』
『
弥
生
新
聞
』
『
高
知
日
報
』

等
閲
覧

1
・
2
8

11
3129

0
乙
　
●
　
1
⊥

222
432

22
●　　●

75

9
自
　
●
　
8

22
●　　 ●

1412

図
書
館
に
て
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
閲
覧
（
『
朝
日
新
聞
』
『
読
売

新
聞
』
）

長
沼
秀
明
文
学
部
講
師
、
総
合
講
座
に
つ
い
て
、
来
室

国
際
資
料
研
修
所
へ
以
後
の
資
料
発
送
停
止
依
頼
（
葉
書
に
て
）

紀
要
、
印
刷
業
者
へ
説
明
会

山
泉
進
法
学
部
教
授
、
吉
田
三
市
郎
に
つ
い
て
、
来
室

用
度
課
よ
り
紀
要
印
刷
業
者
、
二
葉
印
刷
決
定
の
通
知

N
T
V
エ
ン
タ
！
プ
ラ
イ
ズ
（
野
上
氏
）
よ
り
『
お
も
い
ッ
き
り

テ
レ
ビ
ー
き
ょ
う
何
の
日
1
』
ビ
デ
オ
（
1
月
1
7
日
放
送
分
）
寄

贈広
報
部
よ
り
『
明
治
』
の
原
稿
依
頼
（
「
写
真
で
見
る
明
治
大
学
」
）

職
場
研
修
（
発
表
・
討
論
、
植
村
直
己
冒
険
館
見
学
）

紀
要
原
稿
、
印
刷
業
者
へ
渡
す

紀
要
第
3
号
執
筆
者
小
山
弥
太
郎
氏
子
息
卓
氏
、
来
室

広
報
部
よ
り
昭
和
2
0
年
代
明
治
大
学
写
真
等
、
問
い
合
わ
せ

小
史
展
の
準
備
（
以
降
継
続
）

総
長
へ
大
学
史
料
館
建
設
に
つ
い
て
、
面
談

清
泉
堂
へ
額
装
依
頼

日
米
商
会
へ
接
写
依
頼

津
久
井
郡
郷
土
資
料
館
借
用
史
料
の
コ
ピ
：
依
頼
（
丸
善
コ
ピ
ー

セ
ン
タ
ー
へ
）

武
田
ま
り
氏
へ
借
用
史
料
返
送

武
石
緋
沙
子
氏
、
長
女
と
来
室
、
展
示
見
学
等

校
友
課
よ
り
小
牧
正
道
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

井
上
伸
造
氏
よ
り
野
球
部
の
こ
と
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
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2
・
1
5

2
・
1
6

22
2118

2
・
2
3

2
・
2
4

2
・
2
5

2　2

2826
2
・
2
9

0
0
　
0
　
1

二
部
教
務
課
へ
『
社
会
人
の
た
め
の
大
学
・
大
学
院
ガ
イ
ド
」
掲

載
写
真
貸
出

入
試
事
務
室
よ
り
『
入
試
ガ
イ
ド
』
校
閲
依
頼

福
井
商
工
会
議
所
商
工
相
談
所
よ
り
明
治
法
律
学
校
の
創
立
、
法

律
学
部
・
政
治
学
部
の
設
立
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
初
校
届
く

広
報
部
よ
り
明
治
法
律
学
校
の
建
物
写
真
借
用
依
頼

関
西
大
学
出
版
課
よ
り
、
年
史
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
依
頼

広
報
部
よ
り
『
明
治
』
掲
載
、
南
甲
賀
町
校
舎
写
真
提
供
依
頼

井
上
伸
造
氏
よ
り
野
球
部
関
係
史
料
提
供

報
告
集
、
印
刷
業
者
説
明
会
　
　
　
　
．

セ
ク
ハ
ラ
分
科
会
出
席

津
久
井
郡
郷
土
資
料
館
へ
借
用
文
書
の
返
却
と
史
料
調
査

報
告
集
印
刷
業
者
、
外
為
印
刷
に
決
定

中
央
大
学
教
授
山
崎
利
男
氏
、
明
治
期
五
大
法
律
学
校
関
係
資
料

に
つ
い
て
、
来
室

報
告
集
原
稿
、
印
刷
業
者
へ
渡
す

製
本
の
準
備
（
以
降
継
続
）

報
告
集
著
作
権
願
、
間
野
照
雄
氏
・
済
々
蟹
高
校
へ
郵
送

福
井
県
丸
岡
町
歴
史
民
族
資
料
館
へ
山
田
欽
に
つ
い
て
、
問
い
合

わ
せ

募
金
室
よ
り
学
生
歌
「
都
に
匂
う
花
の
雲
」
の
歌
詞
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

進
俊
夫
氏
よ
り
『
校
規
全
書
』
寄
贈

立
教
学
院
史
編
纂
室
よ
り
、
配
属
将
校
飯
島
信
之
に
つ
い
て
、
問

0
0
　
●
　
O
Q

0
0
　
●
　
7

0
0
　
●
　
8

り
0
　
●
　
Q
U

3

13

3
●

10

3
・
1
5

い
合
わ
せ

学
生
課
よ
り
『
卒
業
ア
ル
バ
ム
』
沿
革
欄
校
正
依
頼

紀
要
（
初
校
）
、
印
刷
業
者
へ
渡
す

間
野
忠
衛
氏
へ
『
樗
堂
遺
稿
』
（
コ
ピ
ー
）
、
郵
送

第
7
回
明
治
大
学
小
史
展
の
設
営
、
オ
ー
プ
ン

木
谷
光
宏
政
治
経
済
学
部
教
授
よ
り
デ
ー
タ
「
新
規
学
部
の
設
置

年
」
提
供

製
本
依
頼
（
図
書
館
用
品
へ
）

部
課
長
会

学
生
課
へ
創
立
者
写
真
貸
与

室
打
ち
合
わ
せ

加
藤
委
員
長
と
打
ち
合
わ
せ
（
大
学
史
料
館
、
紀
要
校
正
）

早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ヘ
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
規
模
に

つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

紀
要
再
校

鹿
児
島
史
料
調
査
の
準
備
（
以
降
継
続
）

朗
読
の
会
（
飯
塚
氏
）
よ
り
木
下
友
三
郎
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ

せ広
報
部
よ
り
明
大
出
身
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
者
に
つ
い
て
、
問
い

合
わ
せ

十
勝
毎
日
新
聞
社
よ
り
、
明
治
期
職
制
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

京
都
大
学
百
年
史
編
集
史
料
室
（
富
岡
勝
氏
）
、
「
戦
後
教
育
資
料
」

閲
覧
の
た
め
、
来
室
（
2
2
日
も
同
様
）

紀
要
の
校
正
（
三
校
）

図
書
館
に
て
「
長
直
四
郎
日
記
」
（
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
）
閲
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3　3

2116

3

●

23

3

22

3
・
2
7

33
●　　　●

3028
3
・
3
1

4
　
●
　
1

4
　
●
　
3

4
　
●
　
4

覧
、
プ
リ
ン
ト
を
ユ
ニ
・
フ
ォ
ト
・
マ
イ
ク
ロ
へ
依
頼

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
研
究
部
会
出
席

広
報
部
よ
り
『
明
治
』
当
室
執
筆
分
の
校
正
依
頼

岡
山
市
浅
沼
璋
也
氏
へ
間
野
家
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

岡
野
加
穂
留
政
治
経
済
学
部
教
授
よ
り
、
ボ
ス
タ
i
等
受
贈

校
友
奥
野
誠
一
郎
氏
、
女
性
弁
護
士
に
つ
い
て
、
来
室

紀
要
の
念
校

岡
野
加
穂
留
政
治
経
済
学
部
教
授
よ
り
、
弓
家
七
郎
書
等
受
贈

R
B
ワ
ン
ダ
ー
古
書
展
よ
り
広
島
法
律
学
校
講
義
ノ
ー
ト
購
入

広
報
部
よ
り
学
生
関
係
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

法
学
部
事
務
室
へ
卒
業
写
真
等
、
貸
与

父
母
会
事
務
室
よ
り
卒
業
生
記
念
品
移
管

教
務
課
よ
り
校
歌
楽
譜
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

学
生
課
へ
入
学
案
内
書
（
7
0
年
代
）
貸
与

経
営
学
部
事
務
室
よ
り
商
業
学
校
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

調
査
課
へ
研
究
業
績
一
覧
表
、
問
い
合
わ
せ

玉
井
崇
夫
文
学
部
教
授
よ
り
安
藤
正
楽
、
土
屋
文
明
、
斉
藤
茂
太

に
つ
い
て
、
情
報
提
供

就
職
課
よ
り
人
事
課
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

写
真
史
料
の
整
理

学
事
記
録
、
調
査
課
へ
提
出

紀
要
・
報
告
集
の
発
送
準
備

リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
i
2
3
階
岸
本
辰
雄
記
念
ホ
ー
ル
展
示
出
品
候
補
リ

ス
ト
作
成

広
報
部
へ
学
生
生
活
関
係
写
真
貸
与

4
　
●
　
7

44
138

4
・
1
4

4
・
1
7

4
・
1
8

4
・
2
0

44
2524

4
・
2
6 広

報
部
よ
り
、
ビ
デ
オ
「
布
施
辰
治
」
移
管

庶
務
課
よ
り
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
タ
カ
オ
基
金
関
係
史
料
移
管

大
学
史
料
委
員
授
業
担
当
一
覧
表
作
成
（
委
員
会
日
設
定
の
た
め
）

史
料
整
理
（
広
島
法
律
学
校
講
義
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
）
、
基
礎
デ
ー

タ
作
成
（
以
降
継
続
）

明
治
期
校
友
関
係
史
料
調
査
の
た
め
、
鹿
児
島
市
出
張
（
～
1
1
日
）

ツ
ネ
カ
ワ
氏
よ
り
、
明
治
高
校
の
名
称
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

海
野
福
寿
文
学
部
教
授
、
有
賀
長
雄
等
に
つ
い
て
、
来
室

室
打
ち
合
わ
せ

人
事
部
、
専
門
部
に
つ
い
て
、
来
室

加
藤
委
員
長
と
委
員
委
嘱
手
続
、
委
員
会
期
日
の
打
ち
合
わ
せ

学
事
課
へ
創
立
者
写
真
貸
与

明
中
高
教
頭
・
事
務
長
、
年
史
編
纂
に
つ
き
来
室
鹿
児
島
史
料
調

査
の
整
理
（
以
降
継
続
）

早
稲
田
大
学
大
学
史
史
料
セ
ン
タ
ー
へ
業
務
内
容
お
よ
び
有
賀
長

雄
に
つ
い
て
、
出
張

和
泉
小
史
展
の
準
備

進
俊
夫
氏
写
真
貸
与
、
焼
増
準
備

広
報
部
よ
り
3
代
目
記
念
館
版
画
、
マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
、
ペ
ナ

ン
ト
等
移
管

広
報
部
『
学
園
だ
よ
り
』
の
「
大
学
史
の
散
歩
路
」
原
稿
提
出

大
学
史
料
委
員
会
資
料
作
成

第
1
回
卒
業
生
確
認

大
学
ホ
ー
ム
・
ペ
ー
ジ
の
年
表
修
正

矢
代
操
・
帖
佐
顕
・
長
直
四
郎
関
係
図
作
成
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5
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1
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5
・
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5
・
1
2 全

国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
幹
事
会
出
席

校
友
高
梨
眞
一
郎
氏
よ
り
、
史
料
（
卒
業
ア
ル
バ
ム
）
寄
贈

部
課
長
会

四
天
王
寺
国
際
佛
教
大
学
孫
田
良
平
氏
よ
り
、
学
徒
兵
に
つ
い
て

の
資
料
（
コ
ピ
ー
含
む
）
提
供

室
打
ち
合
わ
せ

木
谷
光
宏
政
治
経
済
学
部
教
授
よ
り
「
商
品
ネ
ー
ミ
ン
グ
因
数
分

解
」
（
コ
ピ
ー
）
提
供

大
学
史
料
委
員
会

商
学
部
事
務
室
よ
り
昭
和
2
8
年
度
学
長
・
理
事
長
に
つ
い
て
、
問

い
合
わ
せ

広
報
部
よ
り
各
種
校
内
名
簿
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
移
管

水
上
健
造
氏
和
光
大
学
教
授
、
明
治
期
経
済
学
講
義
に
つ
い
て
、

来
室

和
泉
小
史
展
準
備

山
形
佐
々
木
基
子
氏
へ
武
田
静
枝
氏
等
に
つ
い
て
、
回
答

室
打
ち
合
わ
せ

『
学
園
だ
よ
り
』
掲
載
「
大
学
史
の
散
歩
道
」
原
稿
校
正

『
明
治
」
掲
載
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
」
原
稿
等
作
成

（
以
後
継
続
）

大
学
史
料
館
設
置
要
望
書
作
成
（
以
降
継
続
）

滝
島
寿
徳
庶
務
課
長
、
矢
代
操
墓
碑
名
義
人
に
つ
き
、
来
室

鹿
児
島
市
谷
山
ハ
ナ
氏
（
家
族
）
よ
り
、
谷
山
国
信
に
つ
き
、
回

答教
務
事
務
部
、
外
部
よ
り
学
徒
兵
調
査
に
つ
き
、
来
室

5
・
1
5

5
・
1
5

5
・
1
7

5555
22　20　19　18

5
・
2
3

5
・
2
4

5
・
2
5 室

打
ち
合
わ
せ

教
務
事
務
部
依
頼
の
学
徒
兵
調
査
、
回
答

広
報
部
よ
り
『
学
園
だ
よ
り
』
掲
載
小
史
展
記
事
、
執
筆
依
頼

水
上
健
造
氏
和
光
大
学
教
授
、
各
大
学
史
年
史
閲
覧
の
た
め
、
来

室東
京
大
学
史
料
室
よ
り
青
年
団
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

教
務
課
関
谷
俊
郎
氏
よ
り
六
大
学
野
球
記
念
切
符
寄
贈

広
報
部
に
『
明
治
』
掲
載
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
」
、
『
学

園
だ
よ
り
』
掲
載
「
明
治
大
学
和
泉
小
史
展
」
原
稿
提
出

B
地
区
に
つ
き
総
務
部
長
と
打
ち
合
わ
せ
、
矢
代
操
関
係
報
告

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
総
会
出
席

総
務
理
事
・
部
長
と
B
地
区
に
つ
い
て
、
面
談

第
5
回
小
史
展
の
準
備

校
友
の
国
際
交
流
調
査
（
以
降
継
続
）

和
泉
小
史
展
の
打
ち
合
わ
せ
、
和
泉
校
舎
に
於
い
て
、
事
務
部
長
・

庶
務
課
長
他

水
上
健
造
氏
和
光
大
学
教
授
、
年
史
閲
覧
の
た
め
、
来
室

B
地
区
委
員
会
に
事
務
長
出
席
承
認
（
昨
日
の
理
事
会
に
基
づ
き
、

総
務
部
長
よ
り
）

B
地
区
委
員
会
に
つ
き
、
総
合
施
設
整
備
推
進
室
よ
り
、
説
明

芦
澤
克
郎
氏
よ
り
史
料
デ
ジ
タ
ル
保
存
に
つ
い
て
、
新
聞
記
事
提

供経
理
部
長
川
島
達
男
氏
よ
り
『
校
規
全
書
』
寄
贈

毎
日
新
聞
社
よ
り
専
門
部
の
呼
称
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

B
地
区
専
門
部
会
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図
書
入
力

明
治
大
学
和
泉
小
史
展
オ
ー
プ
ン

広
報
部
『
明
治
』
掲
載
写
真
選
定
、
広
報
部
へ
貸
与

卒
業
生
砂
田
康
弘
氏
よ
り
、
展
示
場
開
設
要
望
の
F
A
X
届
く

大
学
史
料
委
員
会
開
催

川
島
経
理
部
長
よ
り
一
九
〇
〇
年
時
学
生
数
・
学
部
等
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

広
報
部
よ
り
カ
ナ
ダ
・
ク
レ
テ
ィ
エ
ン
首
相
へ
名
誉
博
士
号
授
与

式
の
ア
ル
バ
ム
移
管

明
中
高
藤
田
昭
造
教
諭
、
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
文
書
C
H
閲
覧

に
来
室

元
職
員
進
俊
夫
氏
よ
り
借
用
ア
ル
バ
ム
の
複
写

図
書
館
よ
り
太
平
洋
戦
争
の
頃
の
野
球
選
手
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ明
治
大
学
小
史
展
の
準
備
（
以
降
継
続
）

戸
部
健
一
氏
（
戸
部
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
代
表
）
、
鈴
木
伝
明
に
つ

い
て
、
来
室

有
馬
輝
武
元
理
事
、
野
球
部
史
料
寄
贈
の
件
で
来
室

小
史
展
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
印
刷
、
業
者
と
打
ち
合

わ
せ

広
報
部
『
学
園
だ
よ
り
』
校
正

校
友
池
田
明
義
氏
よ
り
野
球
部
祝
盃
寄
贈

松
原
基
子
氏
、
父
冠
木
精
喜
教
授
遺
品
（
絵
葉
書
）
寄
贈
の
た
め
、

来
室

内
外
書
店
、
島
田
鉄
吉
史
料
に
つ
き
、
来
室

6
　
●
　
0
σ

666
●　　●　　●

141310

6

20

6　6

1915

6
・
2
1 室

打
ち
合
わ
せ

文
学
部
講
師
長
沼
秀
明
氏
、
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
講
演
、
杉

村
虎
一
に
つ
き
、
来
室

事
業
課
高
橋
信
氏
、
募
金
礼
状
、
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
ネ
ガ
寄
贈

内
外
書
店
、
島
田
鉄
吉
文
書
持
参
、
検
分

二
葉
印
刷
へ
小
史
展
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
写
真
等
渡
す

写
真
史
料
の
整
理
（
以
降
継
続
）

明
治
大
学
小
史
展
オ
ー
プ
ン

室
打
ち
合
わ
せ

慶
慮
義
塾
大
学
院
生
中
島
三
知
子
氏
、
田
能
邨
梅
士
に
つ
い
て
、

来
室
（
2
1
日
、
2
3
日
、
2
9
日
、
7
月
7
日
も
同
様
）

教
育
シ
ス
テ
ム
管
理
課
へ
開
校
時
写
真
等
、
貸
与

広
報
部
よ
り
和
泉
小
史
展
リ
バ
ー
サ
ル
移
管

浅
田
委
員
へ
総
合
講
座
教
材
資
料
提
供

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
幹
事
会

大
学
史
料
委
員
会

商
学
部
学
生
、
2
部
教
育
に
つ
い
て
、
来
室

室
打
ち
合
わ
せ

B
地
区
博
物
館
P
G
会
議

昭
和
3
5
年
度
『
明
治
大
学
』
案
内
、
購
入

明
治
大
学
金
属
盾
、
明
治
大
学
八
ケ
岳
ユ
！
ス
ホ
ス
テ
ル
青
焼
図

面
、
購
入

部
課
長
会

校
友
古
賀
有
毅
氏
（
昭
和
3
6
年
農
卒
）
高
麗
大
学
と
の
バ
ス
ケ
ッ

ト
・
ボ
ー
ル
対
抗
戦
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
寄
贈
の
た
め
来
室
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7
　
●
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岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

室
打
ち
合
わ
せ

総
務
部
長
へ
博
物
館
P
G
、
島
田
鉄
吉
関
係
文
書
の
報
告

後
藤
委
員
よ
り
、
木
下
順
二
原
稿
寄
贈

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
担
当
者
連
絡
会
議

中
国
留
学
生
関
係
調
査

大
妻
学
院
関
係
資
料
庶
務
課
よ
り
移
管

広
報
部
『
明
治
」
掲
載
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
」
〈
2
＞

校
正

岩
田
武
教
育
振
興
部
長
を
通
じ
て
、
南
甲
賀
町
校
舎
・
岸
本
辰
雄

の
絵
購
入

菅
野
直
行
明
高
中
事
務
長
よ
り
、
校
友
会
福
岡
大
会
ハ
ッ
ピ
、
手

ぬ
ぐ
い
寄
贈

校
友
朱
大
鋪
関
係
調
査

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
第
5
回
明
治
大
学
小
史
展
・
「
明
治
大
学
の
あ

ゆ
み
」
）
作
成

広
報
部
へ
木
下
順
二
関
係
史
料
貸
与

朱
大
鋪
に
つ
い
て
、
募
金
室
へ
説
明
（
子
孫
の
連
絡
先
が
分
か
る
）

校
友
課
、
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
来
室

校
友
桑
田
房
吉
孫
征
史
氏
、
資
料
提
供
の
た
め
、
来
室

松
尾
光
芳
商
学
部
教
授
来
室
、
『
緑
水
』
（
麻
生
会
）
寄
贈
の
た
め

N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
よ
り
学
徒
出
陣
関
係
史
料
に
つ
い
て
、
問
い

合
わ
せ

慶
雁
義
塾
大
学
法
学
部
岩
谷
研
究
室
メ
ン
バ
i
、
安
達
峰
一
郎
関

係
史
料
閲
覧
の
た
め
、
来
室

7

4

7

3

7
　
●
　
【
0

77　7
108　6

7

●

12

7
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7
・
1
3 山

形
県
山
辺
町
ふ
る
さ
と
資
料
館
よ
り
、
安
達
峰
一
郎
関
係
史
料

寄
贈

校
友
課
よ
り
、
第
3
回
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
原

稿
（
明
治
大
学
の
歩
み
、
第
6
回
小
史
展
）
、
執
筆
依
頼

B
地
区
専
門
委
員
会

玉
井
崇
夫
文
学
部
教
授
、
安
藤
正
楽
に
つ
い
て
、
来
室

室
打
ち
合
わ
せ

校
友
朱
大
鋪
関
係
調
査

校
友
課
ヘ
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
原
稿
（
「
明
治

大
学
の
歩
み
」
、
「
明
治
大
学
小
史
展
」
）
提
出

羽
子
田
長
門
氏
へ
「
ラ
ド
リ
オ
」
（
絵
画
）
、
校
友
課
使
用
の
許
可

を
得
る
、
同
課
へ
連
絡

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

博
物
館
P
G
会
議

写
真
史
料
の
整
理

冨
岡
書
房
の
書
籍
調
査

株
式
会
社
明
朋
よ
り
『
商
科
会
誌
』
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

渡
辺
委
員
依
頼
の
科
学
教
育
史
図
書
リ
ス
ト
の
調
査
お
よ
び
回
答

謝
國
興
氏
よ
り
『
府
城
紳
士
、
辛
文
柄
和
他
的
志
業
』
寄
贈

情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
課
と
大
学
会
館
ホ
ー
ル
利
用
の
打
ち
合
わ
せ

明
治
大
学
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
係
新
聞
記
事
関
係
調
査
（
2
1
日
も
同

様
）吉

良
枝
郎
順
天
堂
大
学
元
教
授
、
適
塾
に
つ
い
て
、
来
室

事
務
室
内
配
線
工
事

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
（
発
表
）
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事
務
室
模
様
替
作
業
（
～
1
9
日
）

校
友
朱
大
鋪
子
孫
へ
史
料
の
問
い
合
わ
せ

鯖
江
市
竹
内
信
夫
氏
へ
鯖
江
藩
関
係
問
い
合
わ
せ
の
回
答

B
地
区
専
門
委
員
会
会
議

大
学
史
料
委
員
会

博
物
館
P
G
会
議

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

黒
坂
判
造
氏
来
室
、
記
念
館
に
つ
い
て
質
問

フ
ェ
ル
ケ
ー
ル
博
物
館
よ
り
史
料
借
用
依
頼

校
友
課
へ
写
真
貸
与

滝
島
庶
務
課
長
と
創
立
者
名
義
人
に
つ
い
て
、
打
ち
合
わ
せ

岡
野
誠
法
学
部
教
授
法
制
史
研
究
会
『
会
報
』
第
5
号
寄
贈
の
た

め
、
来
室

同
氏
よ
り
佐
伯
復
堂
ら
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

学
外
工
藤
氏
よ
り
明
治
3
6
年
こ
ろ
の
明
治
大
学
に
つ
い
て
、
問
い

合
わ
せ

募
金
室
よ
り
昭
和
4
8
年
時
の
理
事
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

佐
伯
復
堂
、
野
沢
武
之
助
に
つ
い
て
、
調
査

持
永
和
男
氏
よ
り
、
父
栄
次
氏
（
元
職
員
）
所
蔵
本
学
関
係
メ
ダ

ル
寄
贈

押
本
直
正
氏
へ
安
藤
茂
久
郎
、
明
治
2
8
年
時
学
事
等
に
つ
い
て
、

回
答

清
水
港
湾
博
物
館
へ
、
設
立
趣
意
書
等
貸
与

持
永
あ
い
子
氏
よ
り
、
本
学
関
係
写
真
借
用

校
友
課
へ
女
子
部
写
真
等
貸
与

88
98

8
・
1
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8
・
2
1

8
・
2
2

8

31

8
●
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0
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∩
コ
　
●
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Q
J
　
o
　
民
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●

19

9

●

13

9
・
2
1 室

打
ち
合
わ
せ

庶
務
課
へ
業
務
改
善
報
告
の
結
果
報
告

滝
島
庶
務
課
長
、
創
立
者
墓
地
に
つ
い
て
、
来
室

工
藤
勝
見
氏
、
祖
父
安
二
氏
に
つ
い
て
、
来
室

『
明
治
』
原
稿
（
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
〈
3
＞
」
）
提
出

広
報
部
へ
勤
労
動
員
等
の
写
真
貸
与

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
叢
書
の
原
稿
提
出

部
課
長
会

庶
務
課
長
と
創
立
者
に
つ
い
て
、
打
ち
合
わ
せ

校
友
課
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
校
正

同
志
社
大
学
社
史
資
料
室
へ
業
務
内
容
等
に
つ
い
て
、
訪
問

校
友
安
藤
正
楽
関
係
史
料
調
査
（
～
2
3
日
）

季
刊
『
明
治
』
掲
載
用
、
鵜
澤
聡
明
写
真
貸
与

広
報
部
よ
り
河
嶋
原
稿
の
写
真
（
東
京
明
治
工
業
専
門
学
校
々
舎
）

貸
与

図
書
館
庶
務
課
長
大
野
氏
よ
り
『
明
治
大
学
百
年
史
」
の
電
子
原

稿
（
大
日
本
印
刷
蔵
版
）
の
利
用
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

後
藤
委
員
よ
り
『
紫
紺
の
旗
燦
た
り
』
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

鯖
江
市
役
所
未
来
制
作
課
中
倉
氏
よ
り
、
岸
本
辰
雄
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

東
京
経
済
大
学
㎜
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
（
3
名
）
、
編
纂
に
つ

い
て
、
来
室

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
東
條
耕
太
郎
氏
、
来
室
、
資
料
等
持
参
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n
・
－
o

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
出
席
（
～
2
3
日
）

室
打
ち
合
わ
せ

小
林
父
母
会
事
務
長
、
宮
城
浩
蔵
に
つ
い
て
、
来
室

宮
川
房
子
氏
よ
り
、
故
康
氏
所
蔵
書
籍
寄
贈

室
打
ち
合
わ
せ

小
野
塚
喜
紀
広
報
部
長
よ
り
『
明
治
』
の
「
大
学
の
歩
み
」
欄
編

集
協
力
依
頼

加
藤
委
員
長
よ
り
明
治
期
卒
業
証
書
（
複
製
）
寄
贈

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
高
塩
博
氏
、
講
法
会
に
つ
い
て
、

来
室
、
明
治
二
十
四
年
講
法
会
規
則
（
コ
ピ
i
）
提
供

彦
坂
徹
氏
、
小
栗
屋
敷
に
つ
い
て
、
来
室
（
1
0
月
4
日
も
同
様
）

長
沼
秀
明
文
学
部
講
師
、
総
合
講
座
教
材
に
つ
い
て
、
来
室

B
地
区
専
門
部
会

文
学
部
教
授
古
屋
野
素
材
氏
ゼ
ミ
学
生
の
見
学
依
頼
の
た
め
、
来

室愛
媛
大
学
五
十
年
史
編
集
室
へ
年
史
刊
行
に
つ
き
、
問
い
合
わ
せ

パ
ソ
コ
ン
操
作
の
た
め
の
、
管
理
職
研
修

室
打
ち
合
わ
せ

法
政
大
学
「
目
で
見
る
法
政
大
学
の
歩
み
」
見
学
、
調
査

東
京
経
済
大
学
「
大
倉
喜
八
郎
と
東
経
大
百
年
」
見
学
、
調
査

新
博
物
館
展
示
検
討
委
員
会
（
仮
称
）

室
打
ち
合
わ
せ

学
事
課
よ
り
、
故
岡
村
理
事
長
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

校
友
篠
塚
栄
三
氏
よ
り
在
学
時
等
の
写
真
寄
贈

玉
井
崇
夫
文
学
部
教
授
、
安
藤
正
楽
関
係
訳
文
持
参

1
0
・
1
1

1
0
・
1
3

1
0
・
1
4

1
0
・
1
6

1
0
・
1
7

1010

1918

1
0
・
2
0

10
●

24

1010
●　　　　　●

2321

教
職
課
程
等
事
務
室
よ
り
1
3
号
館
地
下
1
階
絵
画
、
問
い
合
わ
せ

東
京
大
学
新
聞
雑
誌
文
庫
に
て
『
海
南
新
聞
』
安
藤
正
楽
記
事
調

査室
打
ち
合
わ
せ

校
友
課
へ
旧
記
念
館
写
真
貸
与

理
工
学
部
学
生
落
合
氏
よ
り
藤
井
孝
次
朗
寄
贈
絵
画
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

大
学
史
料
委
員
会

小
野
塚
喜
紀
広
報
部
長
よ
り
『
明
治
」
の
「
明
治
大
学
の
歩
み
」

編
集
執
筆
の
依
頼

事
務
組
織
に
関
す
る
会
議
（
総
長
と
）

高
麗
大
学
韓
龍
雲
教
授
ら
、
大
学
史
に
つ
い
て
、
来
室

小
野
塚
喜
紀
広
報
部
長
と
『
明
治
』
編
集
の
打
ち
合
わ
せ

事
務
組
織
に
関
す
る
会
議
（
要
望
書
作
成
の
た
め
）

校
友
課
よ
り
、
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
i
時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
校

正
依
頼

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

岡
野
誠
法
学
部
教
授
よ
り
野
澤
武
一
郎
関
係
資
料
（
コ
ピ
i
）
、

提
供

海
野
福
寿
文
学
部
教
授
、
生
田
校
舎
関
係
史
料
閲
覧
の
た
め
、
来

室地
方
史
研
究
協
議
会
全
国
大
会
出
席
（
～
2
2
日
）

菅
野
直
行
明
高
中
事
務
長
、
校
友
会
関
係
史
料
寄
贈
の
た
め
来
室

『
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』
の
校
正

高
瀬
益
男
文
書
課
長
、
校
規
文
言
に
つ
い
て
来
室
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体
育
課
と
岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
品
に
つ
い
て
、
打
ち
合
わ
せ

岸
本
記
念
ホ
ー
ル
展
示
会
議

東
京
経
済
大
学
史
料
委
員
会
よ
り
「
大
学
史
編
纂
と
史
料
室
設
置
」

（
報
告
書
）
受
領

総
長
へ
大
学
史
料
委
員
会
か
ら
の
要
望
書
提
出

商
学
部
事
務
室
よ
り
同
学
部
7
0
周
年
記
念
品
移
管

大
学
史
料
委
員
会

浅
田
毅
衛
委
員
よ
り
生
協
組
合
員
証
、
通
行
証
等
寄
贈

B
地
区
専
門
部
会

海
野
福
寿
文
学
部
教
授
、
生
田
校
舎
関
係
史
料
の
利
用
手
続
き
の

た
め
来
室

広
報
部
へ
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
」
原
稿
提
出

出
版
協
力
を
し
た
ホ
ー
ム
・
カ
ミ
ン
グ
・
ガ
イ
ド
（
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
）
、
校
友
課
よ
り
寄
贈

佐
藤
喜
代
治
用
度
課
長
よ
り
「
安
政
六
己
末
年
分
間
江
戸
大
縮
圖

完
」
寄
贈

B
地
区
博
物
館
、
久
米
設
計
と
の
打
ち
合
わ
せ
（
1
6
日
も
同
じ
）

小
史
展
オ
ー
プ
ン

室
打
ち
合
わ
せ

東
大
新
聞
文
庫
『
海
南
新
聞
」
安
藤
正
楽
関
係
記
事
調
査
（
1
4
日

も
同
じ
）

校
友
鎌
田
智
氏
よ
り
西
園
寺
公
望
関
係
資
料
（
写
真
パ
ネ
ル
、

『
幕
末
明
治
古
写
真
帖
』
）
寄
贈

校
友
田
中
喜
久
雄
氏
よ
り
日
の
丸
寄
せ
書
旗
寄
贈

天
童
市
旧
東
村
山
郡
役
所
資
料
館
よ
り
宮
城
浩
蔵
に
つ
い
て
、
問

11

E
1
4

11　11　　　　11　11

　　　●　　　　　　　　　　●　　　　●

21　19　　　　17　16

11

24

11

22

11

E
2
7

い
合
わ
せ

新
博
物
館
展
示
検
討
会
議

早
稲
田
大
学
院
生
沼
宮
内
綱
氏
、
佐
藤
治
三
郎
に
つ
い
て
、
来
室

（
治
三
郎
妻
の
子
孫
）

千
代
田
区
立
四
番
町
資
料
館
学
芸
員
高
木
知
巳
氏
、
明
治
大
学
史

料
に
つ
い
て
、
来
室
（
1
6
日
も
同
じ
）

久
米
設
計
に
資
料
室
等
案
内

国
立
国
会
図
書
館
に
て
、
安
達
峰
一
郎
文
書
、
閲
覧

小
史
展
の
ホ
ー
ム
・
ペ
ー
ジ
作
成

安
藤
正
楽
関
係
史
料
調
査
（
～
2
1
日
）

政
経
学
部
7
0
周
年
記
念
行
事
関
係
収
蔵
品
調
査

新
博
物
館
展
示
構
想
会
議

九
州
大
学
新
鞍
教
授
、
麻
生
太
吉
関
係
の
司
法
図
書
に
つ
い
て
、

来
室

図
書
館
文
献
情
報
課
よ
り
、
昭
和
2
8
年
の
授
業
料
に
つ
い
て
、
問

い
合
わ
せ

出
納
課
森
陽
保
氏
よ
り
東
京
明
治
工
業
専
門
学
校
の
学
費
に
つ
い

て
、
問
い
合
わ
せ

広
報
部
へ
『
駿
台
論
潮
』
創
刊
号
、
写
真
撮
影
の
た
め
、
貸
与

新
博
物
館
大
学
史
コ
ー
ナ
i
展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
、
作
成

庶
務
課
沢
井
美
衣
都
氏
よ
り
、
著
作
権
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

室
打
ち
合
わ
せ

大
学
史
料
委
員
会

新
博
物
館
展
示
検
討
会
議

広
報
部
と
『
明
治
』
掲
載
「
明
治
大
学
一
二
〇
周
年
」
の
編
集
打
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12
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12

7

ち
合
わ
せ

広
報
部
よ
り
応
援
団
写
真
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

B
地
区
専
門
部
会

短
期
大
学
小
保
内
弘
子
助
教
授
、
留
学
生
の
歴
史
に
つ
い
て
、
来

室B
地
区
博
物
館
建
設
に
と
も
な
う
展
示
室
・
収
蔵
室
設
計
等
の
た

め
、
北
区
飛
鳥
山
博
物
館
見
学
、
調
査

印
刷
博
物
館
に
て
、
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
の
研
修
の
依
頼
・

打
ち
合
わ
せ

部
課
長
会

長
沼
秀
明
文
学
部
講
師
、
総
合
講
座
教
材
研
究
の
た
め
、
来
室

室
打
ち
合
わ
せ

募
金
室
長
飯
塚
太
氏
よ
り
『
三
和
新
聞
」
寄
贈

短
期
大
学
事
務
室
堀
江
由
香
里
氏
よ
り
短
大
5
0
周
年
に
つ
い
て
、

問
い
合
わ
せ

明
治
大
学
出
版
部
テ
キ
ス
ト
、
1
5
冊
、
購
入

新
博
物
館
展
示
会
議

広
報
部
へ
「
明
治
』
掲
載
「
明
治
大
学
一
二
〇
周
年
」
原
稿
提
出

広
報
部
『
明
治
」
掲
載
「
目
で
見
る
明
治
大
学
の
歩
み
」
校
正

東
京
大
学
史
料
室
中
野
実
氏
よ
り
安
藤
正
楽
寄
贈
石
器
に
つ
い
て
、

回
答

委
員
長
と
打
ち
合
わ
せ

写
真
史
料
の
整
理

後
藤
委
員
よ
り
『
駿
台
論
潮
』
第
5
0
号
寄
贈

文
書
課
へ
学
費
関
係
史
料
、
貸
与

12

12

1212

11　9

1
2
・
1
3

121212

191514

12

21

12

20

文
書
課
よ
り
「
業
務
日
誌
」
（
9
4
・
4
～
9
5
・
3
）
移
管

吉
田
委
員
よ
り
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

広
報
部
へ
『
明
治
学
報
』
撮
影
の
た
め
、
貸
出

広
報
部
へ
関
東
大
震
災
復
旧
作
業
と
御
茶
ノ
水
駅
写
真
、
貸
与

広
報
部
「
明
治
」
の
「
明
治
大
学
一
二
〇
周
年
」
校
正

ミ
ル
ク
・
ホ
ー
ル
「
サ
カ
エ
ヤ
」
見
学

新
博
物
館
展
示
会
議

宮
内
庁
書
陵
部
福
井
淳
氏
よ
り
校
内
生
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ
、

「
地
域
の
自
由
民
権
運
動
の
歴
史
」
（
コ
ピ
ー
）
提
供

読
売
新
聞
社
よ
り
、
小
史
展
に
つ
い
て
、
問
い
合
わ
せ

総
務
理
事
寺
本
寿
郎
氏
よ
り
憲
法
発
布
祝
賀
式
に
つ
い
て
、
問
い

合
わ
せ

シ
ス
テ
ム
運
用
連
絡
会

加
藤
委
員
長
と
打
ち
合
わ
せ

B
地
区
専
門
部
会

図
書
館
（
和
泉
）
よ
り
図
書
館
絵
葉
書
『
明
治
』
、
移
管

図
書
館
に
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
司
法
省
年
報
」
、
「
府
県
統
計

書
集
成
」
閲
覧

読
売
新
聞
「
小
史
展
」
記
事
、
電
話
校
正

短
大
事
務
室
へ
3
号
館
写
真
貸
与

短
期
大
学
吉
田
恵
子
教
授
、
三
淵
嘉
子
関
係
新
聞
記
事
に
つ
い
て
、

来
室

総
務
部
打
ち
合
わ
せ

入
試
事
務
室
と
入
試
ガ
イ
ド
校
正
に
つ
い
て
、
打
ち
合
わ
せ

小
史
展
、
読
売
新
聞
掲
載
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1
・
1
0 古

屋
野
ゼ
ミ
、
大
学
史
に
つ
き
、
来
室

資
料
の
製
本
、
図
書
館
用
品
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