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シリーズ“創る”（7）

関口裕子染色作品展
2015年1月15日～3月4日

造形芸術の分野で活躍する
卒業生を紹介するシリーズ“創る”。
第 7 弾として、家政学部生活芸術科
（住居専攻）卒業生（新制 10 回生）
関口裕子氏の染色作品展を開催。
いも版、ロウケツ染め、のり描きに
よる作品約 40 点を紹介した。
展覧会終了後、関口氏より
「ムスティエ・サント・マリ」（次頁）
が寄贈された。いも版のみで
染色された傑作である。

「着物：オランダからの花開く」2013 年

「正月の祈り」2014 年 「帯：桜楓のサクラ・モミジ」2014 年



関口裕子「ムスティエ・サント・マリ」2008 年　いも版
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成
瀬
記
念
館
三
〇
周
年
記
念
号
に
寄
せ
て

�

日
本
女
子
大
学
学
長

成
瀬
記
念
館
館
長 

佐 

藤 

和 

人

成
瀬
記
念
館
は
本
学
の
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
教
学
の
理
念
と
学
園
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
、
広
く
女
子
教
育
の
進
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
創
立
八
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
一
九
八
四
（
昭
和
59
）
年
に
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
本
冊
子
の
「
成
瀬
記
念
館
２
０
１
５
」
は
三
〇
周
年
記
念
号
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
本
学
の
創
立
発
起
人
の
一
人
で
あ
る
広
岡
浅
子
氏
の
生
涯
を
モ
デ
ル
に
し
た
ド
ラ
マ
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の

連
続
テ
レ
ビ
小
説
と
し
て
本
年
秋
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
広
岡
浅
子
氏
は
京
都
の
油
小
路
三
井

家
の
出
身
で
、
一
七
歳
で
大
阪
の
富
豪
加
島
屋
の
広
岡
信
五
郎
と
結
婚
。
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た
加
島
屋
を
救
う
た
め

実
業
界
入
り
し
、
炭
鉱
経
営
の
他
、
加
島
銀
行
を
設
立
、
大
同
生
命
創
業
に
参
画
す
る
な
ど
卓
越
し
た
手
腕
を
発
揮
し

ま
し
た
。
大
和
吉
野
の
豪
農
土
倉
庄
三
郎
の
紹
介
で
女
子
大
学
設
立
運
動
を
展
開
中
の
成
瀬
仁
蔵
に
初
め
て
会
い
、
そ

の
折
に
贈
ら
れ
た
『
女
子
教
育
』
と
い
う
本
を
九
州
の
炭
鉱
滞
在
中
に
読
み
感
銘
を
受
け
、
以
後
、
最
も
強
力
な
支
援

者
の
一
人
と
な
っ
た
人
物
で
す
。
広
岡
浅
子
の
勧
め
で
三
井
家
は
一
門
を
あ
げ
て
成
瀬
に
協
力
し
、
目
白
台
の
土
地
や

軽
井
沢
三
泉
寮
な
ど
を
寄
付
し
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
多
く
の
人
の
つ
な
が
り
で
本
学
が
創
立
さ
れ
、
現
在
に
つ
な

が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
人
と
の
出
会
い
、
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
、
そ
の
力
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。

本
学
は
昨
年
、
自
ら
の
姿
を
示
す
タ
グ
ラ
イ
ン
と
し
て“B

loom
 as a leader.”

を
発
信
し
ま
し
た
。
一
九
〇
一
（
明

治
34
）
年
の
創
立
以
来
、
本
学
は
学
術
・
社
会
・
国
際
・
地
域
・
企
業
な
ど
で
活
躍
す
る
多
数
の
リ
ー
ダ
ー
を
輩
出
し

巻
頭
言
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て
き
ま
し
た
。「
自
己
の
可
能
性
を
開
花
さ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
で
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
」“B

loom
 as a 

leader.”

は
、学
園
に
集
う
学
生
一
人
ひ
と
り
の
高
い
志
と
、活
躍
す
る
卒
業
生
た
ち
の
軌
跡
を
表
し
て
い
ま
す
。
現
在
、

本
学
は
創
立
一
二
〇
周
年
に
向
け
て
学
園
全
体
が
一
丸
と
な
っ
て
改
革
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ニ
〇
二
一
年

度
ま
で
に
生
れ
変
わ
り
、
創
立
の
地
で
あ
る
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
に
四
学
部
一
五
学
科
、
大
学
院
五
研
究
科
を
統
合
し
、

人
間
生
活
・
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
の
四
つ
の
系
統
の
総
合
力
を
生
か
し
た
教
育
研
究
を
展
開
し
ま
す
。
新
し
く
な

る
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
、
本
学
卒
業
生
の
世
界
的
建
築
家
・
妹
島
和
世
氏
が
担
い
、「
目
白
の

森
の
キ
ャ
ン
パ
ス
」 

の
コ
ン
セ
プ
ト
で
計
画
し
て
い
ま
す
。
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

① 
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
を
緑
に
包
ま
れ
た
魅
力
あ
る
学
び
の
地
と
す
る

② 

日
本
女
子
大
学
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
新
た
な
顔
を
つ
く
る

③ 

既
存
の
建
物
と
新
し
い
建
物
、
過
去
と
現
在
を
融
合
さ
せ
た
未
来
に
向
か
う
キ
ャ
ン
パ
ス

④ 

学
生
が
あ
ふ
れ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
空
間
の
創
出
、
キ
ャ
ン
パ
ス
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ

⑤ 

地
域
と
と
も
に
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス

時
期
を
同
じ
く
し
て
、
成
瀬
記
念
館
分
館
の
保
存
・
移
築
の
方
針
も
決
定
し
ま
し
た
。
創
立
当
時
と
比
べ
、
時
代
背

景
や
社
会
環
境
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
が
、
成
瀬
仁
蔵
の
掲
げ
た
女
子
教
育
へ
の
情
熱
と
理
念
は
、
現
代
に
そ
し
て

未
来
へ
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

　 

二
〇
一
五
年
四
月
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随 想 ずいそう
成
瀬
記
念
館
分
館
の
思
い
出

守
屋　

良
子

成
瀬
記
念
館
分
館
が
い
よ
い
よ
解
体
移

築
さ
れ
ま
す
。
成
瀬
先
生
が
お
住
ま
い
に

な
っ
て
い
た
時
の
状
態
を
九
〇
年
以
上
も

保
存
さ
れ
、
い
つ
の
時
代
に
も
有
効
に
使

用
さ
れ
、
全
学
の
在
校
生
を
は
じ
め
多
く

の
人
々
に
見
学
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
感

銘
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
今
あ
ら
た
め

て
大
変
貴
重
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

成
瀬
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
、

一
九
一
九
（
大
正
８
）
年
の
八
月
に
私
は

生
ま
れ
ま
し
た
。
母
は
、
四
七
歳
で
戦
災

死
し
た
の
で
す
が
、
附
属
高
等
女
学
校
に

在
学
中
（
一
四
回
生
）、
陸
軍
軍
人
だ
っ

た
父
親
が
地
方
に
赴
任
中
は
、
大
学
の
寮

（
富
士
寮
）
に
入
れ
て
い
た
だ
い
て
い
た

と
き
き
ま
し
た
。
女
学
校
卒
業
後
間
も
な

く
結
婚
し
、
任
地
、
大
連
（
満
州
）
ま
た

二
年
後
に
は
兼
二
浦
（
北
朝
鮮
）
へ
移
住

し
、
娘
三
人
を
出
産
し
育
て
ま
し
た
。
親

戚
の
一
人
も
い
な
い
外
地
で
、
い
つ
も
成

瀬
先
生
の
お
言
葉
を
胸
に
抱
い
て
い
た
と

の
こ
と
で
す
。
成
瀬
先
生
の
御
逝
去
を

知
っ
た
の
は
、
私
の
誕
生
数
ヶ
月
前
の
こ

と
で
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
決
意

を
新
た
に
し
た
そ
う
で
す
。一
九
二
六（
大

正
15
）
年
に
東
京
に
戻
る
と
三
人
の
娘
は

豊
明
幼
稚
園
、
小
学
校
に
入
れ
て
い
た
だ

き
、
男
児
を
恵
ま
れ
ま
し
た
が
病
弱
で
し

た
。「
ど
ん
な
子
供
も
、
男
児
も
女
児
も

女
性
か
ら
生
れ
る
。
は
じ
め
の
四
年
間
が

大
切
で
、
そ
の
教
育
は
母
親
の
使
命
だ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
何
度
も
聞
か
さ
れ
ま

し
た
。

成
瀬
先
生
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
た

家
の
二
階
の
寝
室
を
は
じ
め
て
拝
見
し
た

の
は
八
〇
数
年
前
の
こ
と
で
す
。
当
時
の

豊
明
小
学
校
は
、
一
学
年
一
学
級
で
し
た

か
ら
、
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
ク
ラ
ス
は
同

じ
で
し
た
が
、
五
年
生
に
な
る
時
に
担
任

の
先
生
が
代
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
六
年
生
を
手
伝
っ
て
、
自
治

活
動
で
下
級
生
の
指
導
を
す
る
と
い
う
責

任
を
負
う
の
で
し
た
が
、
そ
の
頃
だ
っ
た解体移築が決まった成瀬記念館分館
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随 想 ずいそう
と
思
い
ま
す
。
あ
の
時
の
緊
張
感
、
恐
怖

に
近
い
不
安
感
を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。

女
学
生
の
頃
は
、
お
茶
の
先
生（
１
）が
住

ん
で
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
大

学
部
や
附
属
高
女
の
生
徒
を
対
象
と
し
て

行
わ
れ
て
い
た
「
兼
修
」
の
茶
道
や
筝
曲

な
ど
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
戦
中

戦
後
に
は
、
戦
火
で
家
を
失
わ
れ
た
大
学

の
先
生
が
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
聞
き

ま
し
た
。

想
像
も
で
き
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
経

験
を
経
て
、
そ
の
間
も
常
に
上
代
先
生（
２
）

の
あ
た
た
か
く
力
強
い
お
力
添
え
に
感
謝

し
な
が
ら
数
十
年
が
経
ち
ま
し
た
。
一
七

年
間
奉
職
し
た
附
属
高
等
学
校
を
定
年
退

職
し
て
三
年
後
、
先
輩
の
お
す
す
め
に

従
っ
て
婦
人
国
際
平
和
自
由
連
盟
（
Ｗ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｆ
）
日
本
支
部
の
理
事
会
に
出
席
し

た
の
で
す
が
、
昔
と
変
わ
ら
ぬ
建
仁
寺
垣

を
見
て
、
門
の
く
ぐ
り
戸
に
「
若
葉
会
」

と
並
ん
で
か
け
て
あ
る
「
婦
人
国
際
平
和

自
由
連
盟
（
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｆ
）
日
本
支
部
」

の
表
札
に
気
付
い
た
時
に
は
何
と
も
言
え

な
い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
小
学
生
の
時

は
じ
め
て
見
た
「
成
瀬
先
生
の
お
う
ち
」

の
暗
さ
の
中
か
ら
上
代
先
生
の
お
声
が
聞

こ
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

私
た
ち
三
八
回
生
は
大
学
部
の
第
二
次

世
界
大
戦
開
戦
前
の
最
後
の
学
年
だ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
頃
の
先
生
方
は
成
瀬
先

生
の
教
え
を
直
接
受
け
ら
れ
て
い
た
方
が

多
く
、
私
た
ち
に
何
と
か
し
て
受
け
継
が

な
け
れ
ば
と
の
お
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
生
意
気
だ
っ
た
学
生
の
多

く
は
か
え
っ
て
反
発
し
て
い
ま
し
た
。
上

代
先
生
は
見
抜
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
押
し
つ
け
る
こ

と
な
く
、
成
瀬
先
生
の
異
文
化
理
解
、
平

和
教
育
の
実
践
を
御
自
身
で
お
教
え
下
さ

い
ま
し
た
。
開
戦
直
前
の
日
本
で
、
強
い

信
念
に
基
づ
く
勇
気
あ
る
先
生
の
行
動
は

見
事
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｆ
の
日
本
支
部
会
長
を
つ
と

め
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
九
一
年
か
ら
の

三
年
間
は
、
私
の
時
間
と
体
力
の
殆
ん
ど

を
事
務
所
で
費
や
し
ま
し
た
。
成
瀬
先
生

が
二
階
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
気
が
し

た
時
も
あ
り
ま
す
。
質
素
で
す
が
、
し
っ

か
り
し
た
こ
の
由
緒
あ
る
建
物
を
「
無
事

に
護
ら
ね
ば
」
と
い
う
使
命
感
も
あ
り
ま

し
た
。
理
事
・
会
員
・
事
務
員
が
一
つ
心

2 階の書斎
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随 想 ずいそう
で
し
た
。
休
日
に
は
若
い
学
生
や
留
学
生

の
集
り
も
開
き
ま
し
た
。
他
所
で
は
得
ら

れ
ぬ
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
四
年
間
学

生
と
し
て
親
し
く
教
え
て
い
た
だ
き
、
卒

業
後
も
御
恩
を
受
け
る
幸
せ
を
恵
ま
れ
た

一
人
と
し
て
上
代
先
生
を
、
そ
し
て
上
代

先
生
を
通
し
て
成
瀬
先
生
を
仰
ぎ
な
が
ら

働
き
ま
し
た
。

事
務
所
の
移
転
に
際
し
て
、
私
は
何
一

つ
貢
献
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
こ
の
貴

重
な
建
物
が
再
建
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
分
館

が
成
瀬
記
念
館
と
共
に
末
永
く
母
校
の
関

係
者
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
々
に
感
銘

を
、
指
針
を
与
え
つ
づ
け
る
こ
と
を
固
く

信
じ
て
い
ま
す
。

 
 

（
一
九
四
一
年
英
文
学
部
卒
業

 

も
り
や　

よ
し
こ
）

（
注
）

（
1
） 高
柳
治
（
家
政
学
部
三
回
生
）

（
2
） 上
代
タ
ノ
（
英
文
学
部
七
回
生
・
第
六

代
学
長
）

成
瀬
記
念
館
分
館
（
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
）

は
一
九
〇
一
（
明
治
34
）
年
の
開
校
時
に
建

設
さ
れ
た
三
棟
の
教
員
用
住
宅
の
う
ち
の
一

棟
で
、
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
が
一
九
一
九
（
大

正
８
）
年
に
没
す
る
ま
で
居
住
し
た
。
開
校

時
の
建
築
と
し
て
は
、
現
存
す
る
唯
一
の
遺

構
。
二
〇
〇
七
（
平
成
19
）
年
、
文
京
区
指

定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。
環
状
四
号

線
（
不
忍
通
り
）
拡
幅
の
た
め
解
体
移
築
さ

れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

「
シ
リ
ー
ズ〝
創
る
〟（
７
） 

関
口
裕
子　

染
色
作
品
展
」 

 

を
終
え
て

関
口　

裕
子

二
〇
一
三
（
平
成
25
）
年
一
一
月
初
め
、

成
瀬
記
念
館
か
ら
「
関
口
さ
ん
の
記
念
展

を
成
瀬
記
念
館
で
開
催
し
た
い
」
と
の
お

電
話
を
受
け
ま
し
た
。
卒
業
し
て
五
〇
年

を
過
ぎ
て
い
る
私
へ
の
母
校
か
ら
の
お
話

に
、
驚
き
な
が
ら
も
お
受
け
す
る
こ
と
に

致
し
ま
し
た
。
新
し
い
作
品
も
出
品
し
て

下
さ
い
と
の
こ
と
で
、
二
〇
一
四
年
元
旦

に
は
京
都
に
出
か
け
て
京
の
お
正
月
を
の

ぞ
き
、
後
に
三
点
仕
上
げ
ま
し
た
。

母
校
に
つ
い
て
思
い
か
え
し
ま
す
と
、

一
九
五
〇
（
昭
和
25
）
年
四
月
、
第
二
次
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随 想 ずいそう
世
界
大
戦
の
終
戦
か
ら
五
年
が
過
ぎ
、
よ

う
や
く
日
本
も
落
ち
着
い
て
き
た
こ
ろ
、

晴
れ
て
附
属
中
学
校
に
入
学
を
許
さ
れ
ま

し
た
。
今
で
も
入
学
式
風
景
は
昨
日
の
こ

と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
壇
上
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
大
橋
広
学
長
先
生
の
後
ろ

に
か
か
げ
ら
れ
た
三
綱
領
「
信
念
徹
底
」

「
自
発
創
生
」「
共
同
奉
仕
」
を
口
の
中
で

何
回
も
く
り
か
え
し
た
こ
と
。
中
学
生
の

私
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
受
け
と
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

一
九
四
四
（
昭
和
19
）
年
四
月
か
ら
戦

争
が
き
び
し
く
な
っ
て
両
親
の
郷
里
へ
疎

開
し
ま
し
た
が
、
小
学
四
年
生
の
時
に
、

焼
野
原
に
な
っ
た
滝
野
川
区
の
田
端
に
も

ど
り
ま
し
た
。
附
属
中
学
校
に
入
学
を
許

さ
れ
た
時
の
う
れ
し
さ
は
今
で
も
忘
れ
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
成
瀬
仁
蔵
先
生
が

そ
の
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
ま
も
っ
て

下
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

附
属
中
学
校
で
の
図
工
は
、
戦
争
中
の

小
学
校
で
ほ
と
ん
ど
学
ん
で
い
な
か
っ
た

こ
と
ば
か
り
で
し
た
が
、
新
し
い
感
性
を

引
き
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
図
工
の

授
業
で
ピ
ン
ク
に
染
め
た
額
縁

は
、
多
分
、
私
の
全
身
の
喜
び

に
み
ち
た
表
現
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
附
属
高
校
時
代
の
修
学

旅
行
は
京
都
、
奈
良
で
し
た
が
、

大
学
レ
ベ
ル
と
感
じ
ら
れ
る
ほ

ど
有
意
義
な
見
学
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
の
ち
に
結
婚

し
て
一
時
期
大
阪
に
住
み
、
関

西
の
あ
ち
こ
ち
を
散
策
し
た

時
、
つ
く
づ
く
、
長
い
学
生
時
代
を
過
し

た
な
つ
か
し
さ
と
と
も
に
母
校
の
先
生
方

に
感
謝
し
た
も
の
で
す
。卒
業
論
文
は「
居

間
の
色
彩
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
数
値
で

面
積
を
出
し
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
を
考
え
る

こ
と
で
し
た
。
卒
業
論
文
に
続
い
て
東
京

大
学
建
築
学
科
小
木
曽
定
彰
研
究
室
で
御

指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
一

番
の
印
象
は
岡
山
県
玉
島
の
石
油
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
の
色
彩
を
き
め
る
こ
と
で
し
た
。

二
人
の
娘
の
子
育
て
の
ほ
か
に
、
住
居

専
攻
で
学
ん
だ
こ
と
の
中
で
一
生
描
き
続

け
て
い
け
る
も
の
は
何
か
考
え
て
い
る
時

に
「
絵
更
紗
」
に
出
合
い
ま
し
た
。
小
さ

い
お
人
形
を
茶
色
一
色
で
染
め
ら
れ
た
地

味
な
そ
の
作
品
に
心
を
う
ば
わ
れ
、
夫
が

東
京
に
転
勤
に
な
っ
た
時
に
、
竹
田
十
路

先
生
に
許
さ
れ
入
門
致
し
ま
し
た
。
私
が

三
十
歳
の
こ
ろ
で
し
た
。「
絵
更
紗
」
は
、

京
都
在
住
の
画
家
元
井
み
ど
り
氏
が
大
正

時
代
に
発
案
さ
れ
た
手
法
で
す
。
そ
の
後

も
関
西
は
じ
め
関
東
に
も
多
く
の
弟
子
が

アトリエにて（撮影　松野誠）
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随 想 ずいそう
増
え
て
本
に
も
な
り
テ
レ
ビ
で
も
放
映
さ

れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

竹
田
十
路
先
生
は
、
私
を
若
い
一
人
の

弟
子
と
し
て
様
子
を
み
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
様
に
思
え
ま
す
。
新
聞
紙
に
筆
で
大
き

い
「
円
」
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
言
わ
れ

ま
し
た
。
い
つ
ま
で
も
前
に
進
ま
な
い
き

び
し
さ
に
、
私
は
布
を
買
っ
て
、
自
分
一

人
で
文
様
を
考
え
小
学
一
年
生
の
娘
の
ワ

ン
ピ
ー
ス
を
作
り
ま
し
た
。
い
も
版
を
墨

で
ペ
タ
ペ
タ
と
押
し
て
先
生
に
お
持
ち
し

ま
し
た
ら
、
よ
う
や
く
、
い
も
版
を
教
え

て
下
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
若
さ
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
思

い
出
す
た
び
に
赤
面
し
て
お
り
ま
す
。
絵

更
紗
の
中
の
「
の
り
染
め
」
は
、
い
も
版

の
様
に
単
純
で
は
な
く
、
ロ
ウ
で
染
め
る

技
法
よ
り
や
わ
ら
か
く
表
現
出
来
、
奥
の

深
い
更
紗
独
特
の
味
が
一
番
出
し
や
す
い

と
思
い
ま
す
。
後
に
な
っ
て
多
く
の
技
法

で
作
品
を
作
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、

友
禅
の
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
弟
子
入
り

し
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
と
社
会
に
出
て
い

く
こ
と
を
す
す
め
て
下
さ
り
、
絵
更
紗
技

法
も
使
っ
て
も
い
い
と
の
お
考
え
で
す
の

で
、
私
は
、
そ
の
後
、
自
由
な
構
想
で
思

う
存
分
染
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
太
平
洋
美
術
会
公
募
展
に
入

選
出
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
十
八
年
に
な

り
ま
し
た
。
染
色
は
友
禅
、
ロ
ウ
ケ
ツ
染
め

が
主
流
の
中
、
い
も
版
、
の
り
染
め
の
私
は

一
人
我
が
道
を
進
む
だ
け
な
の
か
不
安
に

思
っ
た
折
に
、
母
校
で
小
笠
原
小
枝
先
生
の

「
染
色
文
化
史
」
の
講
座
を
聴
講
さ
せ
て
い

た
だ
き
不
安
も
消
え
、
晴
れ
て
染
め
を
進
め

る
方
向
へ
導
い
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。
今
か

ら
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。
そ
の
後
も
小

笠
原
先
生
が
遠
く
か
ら
見
ま
も
っ
て
い
て

下
さ
り
本
当
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ

い
で
す
。
成
瀬
記
念
館
で
の
一
月
一
五
日
か

ら
三
月
四
日
ま
で
の
日
程
も
無
事
に
終
わ

り
ま
し
た
。
記
念
館
へ
お
み
足
を
は
こ
ん
で

下
さ
っ
た
日
本
女
子
大
学
の
先
生
方
、
太
平

洋
美
術
会
、
新
聞
、
区
報
の
方
々
、
そ
し
て

何
度
も
訪
れ
て
感
動
し
た
か
ら
と
さ
ら
に

友
人
を
お
連
れ
下
さ
り
涙
の
出
る
思
い
を

致
し
ま
し
た
。

今
後
、
成
瀬
先
生
の
教
え
を
い
っ
そ
う

深
め
、
こ
の
よ
う
な
光
栄
な
機
会
を
賜
り

ま
し
た
お
導
き
を
心
の
糧
と
し
て
参
り
た

い
と
存
じ
ま
す
。

 
 

（
一
九
六
〇
年
家
政
学
部

 

生
活
芸
術
科
（
住
居
）
卒
業

 

せ
き
ぐ
ち　

ひ
ろ
こ
）

太平洋美術展にて（2014 年 5 月）
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29
』
に
て
、
中
嶌
邦
氏
に
よ
っ
て
研
究
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

今
回
は
、
そ
れ
に
続
き
、
宮
澤
ト
シ
の
「
実
践
倫
理
」
答
案
二

点
の
新
資
料
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
以
前
か
ら
存
在
は

わ
か
っ
て
い
た
が
未
公
表
で
あ
っ
た
ト
シ
自
筆
の
カ
ー
ド
六
点
を

合
わ
せ
、
計
八
点
を
全
文
翻
刻
の
形
で
初
公
表
し
、
後
段
に
掲
載

す
る
。
こ
れ
ら
八
点
は
、
記
述
内
容
か
ら
判
断
し
て
以
下
の
年
度

お
よ
び
順
序
に
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
宮
澤
ト

シ
の
日
本
女
子
大
学
校
に
お
け
る
心
の
軌
跡
を
、
成
瀬
仁
蔵
の
導

き
と
の
関
係
で
確
認
し
て
い
き
た
い
。

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
秋
に
、
日
本
女
子
大
学
内
の
古
い
倉
庫
か
ら
「
実

践
倫
理
」
関
係
の
答
案
を
中
心
と
す
る
資
料
が
大
量
に
発
見
さ
れ

た
。
そ
の
な
か
に
は
、
平
塚
ら
い
て
う
の
「
実
践
倫
理
」
の
答
案

と
と
も
に
、
宮
澤
賢
治
の
妹
ト
シ
（
家
政
学
部
第
一
六
回
生
）
の

「
実
践
倫
理
」
答
案
が
含
ま
れ
た
貴
重
な
資
料
が
あ
る
こ
と
が
成

瀬
記
念
館
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
平
塚
ら
い
て
う

の
資
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
成
瀬
記
念
館　

２
０
１
４　

№

新
資
料
紹
介宮

澤
ト
シ
の
「
実
践
倫
理
」
答
案

 
 

─
─
成
瀬
校
長
の
導
き
と
ト
シ
の
心
の
軌
跡
─
─

山
根　

知
子
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新
資
料　

宮
澤
ト
シ　
「
実
践
倫
理
」
答
案　

計
八
点　

（
す
べ
て
初
公
表
で
あ
り
、
今
回
の
新
発
見
資
料
は
〈
資

料
３
〉
と
〈
資
料
８
〉
で
あ
る
。）

　
　
　
　
　
　
　

【
大
正
四
年
度
】
家
政
学
部
予
科

〈
資
料
１
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

〈
資
料
２
〉「（
態
度
・
独
立
）」（
カ
ー
ド
）

【
大
正
五
年
度
】
家
政
学
部
本
科
一
年

〈
資
料
３
〉「
大
学
生
活
に
入
る
決
心
」

〈
資
料
４
〉「
瞑
想
ノ
目
的
、
及
経
験
／
夏
季
間
ノ
修
養
、

研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
。」（
カ
ー
ド
）

〈
資
料
５
〉「
夏
期
休
暇
中
ノ
経
験
」（
カ
ー
ド
）

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

〈
資
料
７
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

【
大
正
七
年
度
】
家
政
学
部
四
年

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

筆
者
は
、
二
〇
〇
三
年
九
月
に
発
行
し
た
拙
著
『
宮
沢
賢
治　

妹
ト
シ
の
拓
い
た
道
』（
朝
文
社
）
に
て
、
ト
シ
の
日
本
女
子
大

学
校
に
お
け
る
実
生
活
お
よ
び
思
想
に
つ
い
て
、『
実
践
倫
理
講

話
筆
記
』（
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
）
等
の
資
料
を
も
と
に

実
証
的
な
事
実
確
認
を
基
礎
に
ト
シ
と
兄
賢
治
と
の
関
係
解
明
に

関
す
る
研
究
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ト
シ
が
在
学
中
に
影
響

を
受
け
た
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
思
想
が
、
ト
シ
に
い
か
に
浸
透
し
、

ま
た
ト
シ
を
通
し
て
賢
治
に
い
か
に
伝
わ
っ
て
い
た
か
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
日
本
女
子
大
学
校
卒
業
証
書
の
発

見
に
よ
る
拙
論
「
宮
澤
ト
シ
の
卒
業
証
書
」（『
成
瀬
記
念
館　

２
０
１
１　

№
26
』）
で
は
、
成
瀬
校
長
と
と
も
に
当
時
の
教
員

か
ら
の
影
響
関
係
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
を
基
盤
と

し
、
本
稿
で
は
、
今
回
の
新
発
見
資
料
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
近

年
の
新
発
見
で
あ
る
近
角
常
観
宛
宮
澤
ト
シ
書
簡
二
点
（
岩
田
文

昭
『
近
代
仏
教
と
青
年
』
二
〇
一
四
年
八
月　

岩
波
書
店
）
の
内

容
を
加
味
し
て
、
ト
シ
の
日
本
女
子
大
学
校
在
籍
中
の
心
の
軌
跡

に
迫
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
ト
シ
書
簡
お
よ
び
文
章
の
引
用
は
、

堀
尾
青
史
に
よ
っ
て
一
九
七
〇
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
『
ユ
リ
イ

カ
』
第
二
巻
第
八
号
に
よ
り
、
ト
シ
の
「
自
省
録
」
の
引
用
は
前

掲
の
拙
著
に
よ
る
。

宮
澤
ト
シ
は
、花
巻
の
裕
福
な
商
家
で
あ
る
宮
澤
家
に
生
ま
れ
、

高
等
女
学
校
ま
で
常
に
学
年
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
優
等
生
と
し
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て
育
っ
た
が
、
ト
シ
自
身
が
「
自
省
録
」
で
記
し
た
よ
う
に
、
高

等
女
学
校
の
最
終
学
年
の
年
に
、
男
性
教
師
に
対
す
る
思
慕
と
そ

の
発
覚
か
ら
、
学
内
の
教
師
、
友
人
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
関
係

に
大
き
な
溝
が
生
じ
、
地
元
の
新
聞
で
そ
れ
が
「
真
偽
と
り
ま
ぜ

た
記
事
」
に
な
る
な
ど
、「
故
郷
を
追
は
れ
」
る
思
い
で
上
京
し

た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
心
の
傷
を
抱
え
る
な
か
で

進
学
し
た
日
本
女
子
大
学
校
で
の
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
導
き
は
、
ト

シ
が
新
た
な
生
へ
と
進
む
た
め
に
い
か
に
深
い
意
味
を
も
た
ら
し

た
か
、
今
回
の
「
実
践
倫
理
」
答
案
の
内
容
を
繙
く
こ
と
で
、
ト

シ
の
心
の
軌
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。

大
正
四
年
度　

家
政
学
部
予
科

ト
シ
は
、
大
正
四
年
四
月
に
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
予
科

に
進
学
し
、
責
善
寮
に
入
寮
す
る
。
こ
の
四
月
に
お
い
て
、
初
め

て
成
瀬
仁
蔵
校
長
の
授
業
「
実
践
倫
理
」
の
講
話
を
聴
き
始
め
た
。

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
に
よ
る
と
、
一
二
日
に
行
わ
れ
た
「
大

学
部
第
一
学
年
及
ビ
予
科
」
を
対
象
と
す
る
「
実
践
倫
理
」
の
授

業
で
、
成
瀬
は
ノ
ー
ト
の
取
り
方
を
説
明
す
る
な
か
で
「
ソ
ノ
最

モ
進
ン
ダ
方
法
ハC

ard system

デ
ア
リ
マ
ス
。
此
ノ
カ
ー
ド
ニ

ハ
十
三
通
リ
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
一
番
安
イ
ノ
ハN

am
e

ト
書
イ
テ

ア
ル
ノ
デ
十
枚
四
銭
デ
ア
リ
マ
ス
。
ソ
レ
カ
ラ
之
レ
ニ
ハ
英
語
ヲ

使
ッ
テ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
レ
ハ
ア
ナ
タ
方
ノ
日
常
生
活
ノ
間
ニ
自

然
ニ
英
語
ヲ
覚
エ
サ
セ
ル
タ
メ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ
て
、
カ
ー

ド
の
使
用
を
勧
め
て
い
る
（
翻
刻
の
英
文
表
記
参
照
）。
実
際
に
、

今
回
の
ト
シ
の
カ
ー
ド
資
料
で
は
、
そ
の
う
ち
の
三
種
類
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
目
は
、
こ
の
授
業
の
あ
と
に
書

い
た
と
思
わ
れ
る
〈
資
料
１
〉
の
カ
ー
ド
で
あ
る
。

〈
資
料
１
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

こ
の
カ
ー
ド
に
は
、
英
文
表
記
の
印
刷
に
よ
る
名
前
、
学
部
、

生
年
月
日
、
両
親
の
氏
名
、
親
の
職
業
、
家
族
関
係
を
書
く
欄
か

ら
始
ま
り
、
ト
シ
の
記
入
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
欄
に

「C
haracter

」
を
書
く
欄
が
あ
り
、
ト
シ
は
「
意
志
薄
弱
、
陰
鬱
、

消
極
的
、
其
他
大
抵
ノ
短
所
ヲ
具
有
ス
、
正
直
」
と
書
い
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
高
等
女
学
校
の
卒
業
式
か
ら
恐
ら
く
一
ヶ
月
ほ
ど
し

か
日
が
経
っ
て
い
な
い
な
か
で
、
ト
シ
の
心
の
傷
か
ら
く
る
精
神

的
な
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
と
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

続
く
裏
面
の
「B

elief and C
onviction

」
の
欄
に
は
、「
既
定

宗
教
ニ
ハ
未
ダ
入
信
セ
ズ
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
宮
澤

家
が
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
も
つ
家
で
あ
り
、
父
政
次
郎
が
花
巻
の

夏
季
仏
教
講
習
会
を
中
心
と
な
っ
て
進
め
る
な
ど
、
熱
心
な
信
仰

活
動
を
行
っ
て
お
り
、
ト
シ
も
幼
い
頃
か
ら
参
加
し
て
い
た
わ
け
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で
あ
る
が
、
家
の
宗
教
を
た
だ
ち
に
自
分
自
身
の
宗
教
で
あ
る
と

認
識
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
ト
シ
は
、
苦
し

み
の
な
か
に
あ
っ
て
、
自
分
の
信
じ
る
宗
教
へ
の
道
を
求
め
て
い

る
こ
と
が
確
か
で
あ
り
、
そ
の
方
向
は
「
神
或
ハ
仏
ト
モ
名
付
ク

ベ
キ
絶
対
者
」
と
し
て
絶
対
者
の
存
在
を
確
実
に
信
じ
る
信
念
に

基
盤
を
置
き
な
が
ら
、「
何
時
カ
ハ
宗
教
ノ
門
ニ
至
ラ
ン
事
ヲ
期

ス
」
と
い
う
望
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
「M

ission

」
欄
に
は
、
入
学
の
「
動
機
」
を
「
我
ガ
人

格
未
ダ
少
シ
モ
向
上
ノ
道
ニ
進
ミ
居
ラ
ザ
ル
事
ヲ
覚
リ
テ
、
ソ
ノ

欲
求
ヲ
充
タ
サ
ン
為
、
本
校
ニ
入
学
ヲ
希
望
セ
リ
」
と
書
き
、「
決

心
」
と
し
て
「
真
ノ
人
間
ト
ナ
リ
、
真
ノ
女
ト
ナ
リ
、
此
ノ
世
ニ

生
レ
出
デ
シ
吾
ヲ
シ
テ
最
モ
意
義
ア
ル
生
活
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ト
欲

ス
。
而
シ
テ
本
校
ニ
於
テ
、ソ
ノ
基
礎
ヲ
造
ラ
ン
ト
期
ス
」と
、「
本

校
」
へ
の
期
待
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
世
の
生
へ
の
思

い
は
、
の
ち
の
大
正
七
年
一
月
二
七
日
付
の
母
イ
チ
宛
書
簡
に
も

書
か
れ
た
「
生
ま
れ
た
甲
斐
の
一
番
あ
る
や
う
に
も
と
め
て
行
き

た
い
」
と
い
う
ト
シ
の
言
葉
と
通
じ
て
い
く
。

こ
の
時
期
に
お
け
る
他
の
資
料
と
し
て
、
前
述
し
た
近
角
常
観

宛
の
ト
シ
書
簡
二
通
の
う
ち
、
四
月
に
は
次
の
よ
う
な
書
簡
の
言

葉
が
あ
る
。
な
お
、
近
角
常
観
は
、
東
京
本
郷
を
本
拠
地
と
し
て

説
教
と
対
話
に
よ
り
若
者
に
影
響
を
与
え
た
浄
土
真
宗
僧
侶
で
あ

る
。
ト
シ
の
父
政
次
郎
は
、
ト
シ
の
上
京
に
際
し
て
常
観
に
ト
シ

の
指
導
を
依
頼
す
る
書
簡
を
書
い
て
お
り
、
ト
シ
も
常
観
の
教
え

に
近
づ
く
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

私
は
今
年
十
八
才
の
至
っ
て
我
儘
な
る
者
に
御
座
候
。
我
儘

な
る
私
を
我
れ
か
ら
持
て
余
し
居
り
候
。
は
る
〴
〵
こ
の
地

ま
で
遊
学
い
た
し
乍
ら
、
将
来
に
対
す
る
希
望
を
持
ち
得
ず

従
っ
て
活
気
な
く
元
気
な
く
誠
に
意
義
な
き
生
活
を
致
し
居

り
候
。
倦
怠
に
悩
ま
さ
れ
候
て
我
乍
ら
望
ま
し
か
ら
ぬ
生
活

状
態
に
在
り
候
へ
ど
、
こ
れ
を
脱
す
る
程
の
勇
気
も
起
し
得

ざ
る
実
に
情
な
き
私
に
御
座
候
。
何
と
か
し
て
早
く
こ
の
状

態
を
脱
し
、
積
極
的
な
る
充
実
せ
る
生
活
を
な
し
度
き
も
の

と
は
、
今
こ
の
疲
れ
し
心
に
残
る
只
一
つ
の
望
み
願
ひ
に
御

座
候
。（
四
月
二
三
日
）

こ
こ
に
は
、〈
資
料
１
〉
の
「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）
の
内
容

に
通
じ
合
う
心
境
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

も
う
一
通
は
、
ト
シ
が
常
観
を
何
度
か
訪
問
し
た
あ
と
の
五
月

の
書
簡
で
あ
る
。

当
校
の
主
義
は
自
動
自
発
、
研
究
的
、
人
格
の
向
上
、
修
養
、

目
的
あ
る
生
活
、
な
ど
ゝ
云
ふ
言
葉
を
厭
に
な
り
ま
す
程
聞

か
さ
れ
ま
す
。当
校
の
先
生
方
を
見
ま
す
と
、「
犠
牲
の
精
神
」

と
か
「
愛
」
と
か
云
ふ
も
の
に
生
き
て
、
死
の
問
題
を
も
解

決
さ
れ
て
る
様
に
見
え
る
先
生
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
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ま
す
。　

一
層
の
事
こ
の
学
校
を
批
評
的
に
見
ず
、
自
分
も

そ
の
中
に
同
化
し
て
し
ま
は
ふ
か
、な
ど
ゝ
も
思
ひ
ま
し
た
。

然
し
、
同
化
す
る
迄
の
努
力
が
い
や
な
の
で
御
座
い
ま
す
か

ら
、
何
と
も
仕
様
の
な
い
次
第
で
御
座
い
ま
す
。（
五
月

二
九
日
）

こ
の
よ
う
に
ト
シ
は
、
成
瀬
を
は
じ
め
と
す
る
教
師
の
教
育
方

針
や
生
き
る
姿
勢
に
つ
い
て
理
解
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
な
か
の

問
題
を
強
く
感
じ
、
煩
悶
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た

な
か
で
ト
シ
は
、
こ
の
長
文
の
書
簡
の
最
後
に
は
、「
向
上
と
か

何
と
か
お
っ
し
ゃ
る
先
生
に
依
っ
て
、
当
っ
て
見
よ
う
か
と
も
思

ひ
ま
す
」
と
述
べ
、
成
瀬
の
導
き
に
応
じ
て
み
よ
う
と
す
る
心
境

を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ト
シ
は
予
科
へ
の
進
学
当
初
、
不
安
定
で
自

己
否
定
的
な
精
神
状
態
を
も
ち
な
が
ら
も
、〈
資
料
１
〉
の
カ
ー

ド
に
書
い
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
は
「
宗
教
ノ
門
ニ
至
ラ
ン
事
」
を

望
み
な
が
ら
、
人
格
の
向
上
を
め
ざ
し
、「
本
校
ニ
於
テ
、
ソ
ノ

基
礎
ヲ
造
ラ
ン
ト
期
ス
」
と
成
瀬
の
導
き
に
応
じ
る
こ
と
を
自
分

の
道
と
し
て
ゆ
く
思
い
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

次
の
〈
資
料
２
〉
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
成
瀬
校
長
の
『
実
践

倫
理
講
話
筆
記
』
に
よ
っ
て
推
測
を
及
ぼ
す
と
、
予
科
の
一
年
の

う
ち
の
終
盤
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
資
料
２
〉「（
態
度
・
独
立
）」（
カ
ー
ド
）

〈
資
料
２
〉
の
執
筆
時
期
は
、『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
の
「
大

正
五
年
二
月
七
日
」
の
の
ち
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
成
瀬

の
講
話
内
容
は
「
独
立
」
の
た
め
「
自
発
ノ
力
」
に
よ
る
「
態
度
」

を
求
め
る
話
題
で
あ
り
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
「
自
恃
論
」
に
も
触
れ

な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
カ
ー
ド
の
使
用
を
め

ぐ
っ
て
「
先
年C

ard

ノ
方
法
ヲ
始
メ
テ
見
マ
シ
タ
ガ
、
之
レ
モ

私
ガ
指
導
シ
ナ
ケ
レ
バ
ピ
ッ
タ
リ
ト
止
マ
ル
ケ
レ
共
、
面
会
ヲ
シ

テ
見
ル
ト
極
少
人
数
ノ
人
ハ
今
デ
モ
チ
ャ
ン
ト
実
行
シ
テ
居
ラ

ル
ヽ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
い
う
発
言
が
あ
っ
て
カ
ー
ド
の
使
用
が

促
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ト
シ
が
〈
資
料
２
〉
の
カ
ー
ド
を
書

い
た
こ
と
と
の
関
連
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
「
独
立
」
に
つ
い
て
、
ト
シ
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い

る
。

個
人
ガ
団
体
又
ハ
他
ノ
大
キ
ナ
モ
ノ
ニ
同
化
シ
一
体
ニ
成
ッ

タ
時
ハ
、私
ノ
生
命
ハ
拡
張
サ
レ
、発
展
サ
レ
、大
キ
ク
ナ
ッ

タ
時
デ
ア
ル
。
コ
レ
ガ
個
人
主
義
ヤ
孤
立
ト
全
ク
反
対
ニ
積

極
的
ナ
所
デ
ア
ル
。
独
立
ト
ハ
他
ノ
モ
ノ
ト
ノ
間
ニ
垣
ヲ
作

リ
、
溝
ヲ
作
ル
ノ
デ
ハ
ナ
ク
テ
、
他
ヲ
容
シ
、
他
ト
一
体
ニ

ア
ル
事
ガ
我
ガ
生
命
ヲ
延
シ
、
真
ニ
独
立
ス
ル
事
デ
ア
ル
。

こ
の
よ
う
な
個
人
の
生
命
の
拡
張
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
成
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瀬
校
長
の
「
小
さ
い
自
我
と
、
大
な
る
自
我
と
の
間
の
障
壁
を
破

つ
て
、
段
々
に
広
く
な
り
大
き
い
我
を
作
つ
て
行
く
事
が
、
内
面

か
ら
言
へ
ば
自
我
実
現
と
云
ふ
事
で
あ
る
」（「
我
と
云
ふ
も
の
ゝ

研
究
」
明
治
四
二
年
一
一
月
『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第
二
巻
所
収
）

と
い
う
考
え
方
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
賢
治
の
「
自
我
の
意
識

は
個
人
か
ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」（「
農
民
芸
術

概
論
綱
要
」）
と
い
う
思
想
に
も
通
じ
る
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
少
し
遡
る
大
正
四
年
一
〇
月
二
一
日
付
ト
シ
宛
賢
治
書

簡
の
「
色
々
利
己
的
ダ
ノ
ト
自
分
デ
辯
解
シ
テ
居
ラ
レ
ル
様
デ
ス

ガ
ソ
ン
ナ
気
兼
ネ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
デ
好
イ
デ
セ
ウ
」
と
い
う
言
葉

か
ら
、
ト
シ
が
自
分
の
「
利
己
的
」
で
あ
る
面
を
兄
に
述
べ
た
こ

と
が
わ
か
り
、一
年
後
の
〈
資
料
７
〉
で
も
ト
シ
は
「
利
己
主
義
」

が
「
改
メ
ラ
レ
ツ
ヽ
ア
リ
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
瀬
の

「
小
さ
い
自
我
」
を
超
え
た
真
の
自
我
実
現
の
教
え
が
、
ト
シ
の

意
識
改
革
へ
の
実
践
を
大
き
く
促
し
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
よ
り
、
こ
の
予
科
一
年
の
一
年
間
は
、
ト
シ
に
と
っ
て
予

科
入
学
当
初
の
大
き
な
波
立
ち
が
次
第
に
お
さ
ま
っ
て
ゆ
く
時
期

だ
と
わ
か
ろ
う
。
こ
の
年
度
終
わ
り
の
三
月
に
は
、
ト
シ
は
、
母

校
の
「
花
巻
高
等
女
学
校
校
友
会
誌
」
第
二
号
に
「
武
蔵
野
よ
り
」

と
題
し
た
文
章
（『
ユ
リ
イ
カ
』
同
）
を
寄
稿
し
、
学
科
や
寮
舎

の
生
活
を
報
告
す
る
と
と
も
に
母
校
へ
の
恩
恵
の
思
い
を
表
現
す

る
ま
で
の
落
ち
つ
き
を
見
せ
て
い
る
。

大
正
五
年
度　

家
政
学
部
本
科
一
年

ト
シ
が
本
科
に
進
学
す
る
大
正
五
年
度
の
始
ま
り
と
し
て
、
四

月
一
〇
日
に
入
学
式
が
あ
り
、そ
こ
で
成
瀬
校
長
は
次
の
よ
う
に
、

初
め
て
の
宣
誓
式
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

今
日
ノ
入
学
式
ハ
宣
誓
式
ト
シ
タ
イ
。
先
生
ノ
前
デ
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
天
ニ
誓
ッ
テ
覚
悟
ヲ
定
メ
、
門
ニ
入
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ

希
望
ス
ル
確
心
ハ
何
デ
ア
ル
カ
。
銘
々
ノ
決
心
ヲ
カ
キ
、
下

ニ
姓
名
ヲ
記
シ
テ
生
涯
ニ
ハ
成
就
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
致
シ

タ
イ
ト
思
フ
。
／
二
分
間
瞑
想
シ
、
父
兄
、
保
証
人
、
先
生

方
ノ
前
デ
順
次
ニ
此
所
ニ
出
デ
書
キ
入
レ
ル
コ
ト
ニ
イ
タ
シ

タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
。�

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』

こ
の
時
、
ト
シ
が
宣
誓
文
と
し
て
「
真
実
ノ
為
ノ
勇
進 

宮
澤

ト
シ
」
と
書
い
た
筆
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
青
木
生
子
氏
が
一
九
八
七
年
一
〇
月
に
写
真
入
り
で
公
開
し

て
い
る
（「
女
子
大
通
信
」
№
四
六
八
号　
『
近
代
史
を
拓
い
た
女

性
た
ち
』
所
収
）。
こ
の
「
真
実
」
へ
の
思
い
は
、次
の
〈
資
料
３
〉

で
「
大
学
生
活
に
入
る
決
心
」
を
述
べ
た
文
章
の
な
か
に
示
さ
れ

て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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〈
資
料
３
〉「
大
学
生
活
に
入
る
決
心
」

こ
の
答
案
が
、
成
瀬
校
長
の
ど
の
授
業
で
の
課
題
に
応
じ
た
も

の
か
に
つ
い
て
、『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
を
み
て
い
く
と
、「
五

月
一
日
」
に
述
べ
ら
れ
た
次
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。　

何
シ
テ
モ
欲
シ
イ
ト
思
フ
最
モ
大
切
ナ
宝
ハ
何
デ
ア
ラ
ウ
。

又
ソ
レ
ヲ
如
何
ニ
選
択
シ
テ
得
ヤ
ウ
カ
。
コ
ノ
問
題
ハ
生
活

ニ
適
切
ナ
問
題
デ
ア
ッ
テ
、
コ
レ
カ
ラ
一
週
間
中
ノ
問
題
ト

シ
テ
与
ヘ
ル
ニ
ヨ
ッ
テ
答
ヲ
記
シ
置
キ
ナ
サ
ル
コ
ト
ヽ
シ
ヤ

ウ
。

さ
ら
に
一
週
間
後
の
「
五
月
八
日
」
の
講
話
で
、成
瀬
校
長
は
、

こ
の
課
題
内
容
を
再
度
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

ａ
，
ア
ナ
タ
方
ハ
此
三
年
間
ノ
大
学
生
活
ニ
於
テ
何
ヲ
選
択

ス
ル
カ
。

ｂ
，
如
何
ニ
シ
テ
ソ
レ
ヲ
獲
得
ス
ル
カ

こ
れ
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
ト
シ
の
答
案
〈
資
料
３
〉
で
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
如
何
に
生
き
る
か
」
こ
の
問
題
程
、
大
切
な
も
の
は
私
に

は
無
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
も
し
て
こ
れ
に
満
足
な
解
決
を

与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
後
三
年
間
の
大
学
生
活
を
空
費

す
る
も
有
効
に
す
る
も
私
の
決
心
次
第
で
あ
る
。
多
く
の
同

胞
の
望
み
て
得
ら
れ
な
い
こ
の
生
活
を
、
我
が
最
善
を
尽
し

て
生
活
し
進
み
得
ら
れ
る
限
り
ど
こ
ま
で
も
進
め
て
行
か
う

と
云
ふ
の
が
私
の
決
心
で
あ
る
。

先
の
宣
誓
文
の
「
真
実
」
と
し
て
探
究
さ
れ
る
対
象
と
し
て
、

ト
シ
は
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
最
も
大
切
な
問
題
を
設
定

し
、
そ
の
た
め
の
「
勇
進
」
を
な
す
覚
悟
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
の

で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
題
探
究
の
真
剣

さ
は
、
こ
の
年
病
床
に
あ
っ
た
祖
父
喜
助
へ
の
書
簡
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
発
露
す
る
。

そ
れ
ら
（
＝
衣
食
住
の
満
足
・
筆
者
注
）
は
只
こ
の
短
き
間

の
か
ら
だ
を
養
ひ
喜
ば
せ
る
ま
で
に
て
、
死
後
の
大
事
に
比

べ
て
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
き
物
と
思
ひ
候　

そ
れ
よ
り

も
そ
の
人
の
気
に
は
入
ら
ず
と
も
ほ
ん
と
に
大
切
な
る
死
後

の
事
に
御
気
付
き
い
た
ゞ
き
ま
こ
と
の
親
様
に
救
は
れ
る
様

に
あ
れ
こ
れ
申
し
上
ぐ
る
方
が
よ
ほ
ど
深
切
な
る
仕
方
と
存

じ
候　

私
も
大
切
な
る
死
後
の
事
一
刻
も
早
く
心
に
き
め
る

様
に
と
思
ひ
居
り
候
へ
ど
未
だ
確
か
な
信
心
も
な
く
、
こ
の

ま
ゝ
に
死
ぬ
時
は
地
獄
に
し
か
行
け
ず
候　
（
六
月
二
三
日　

傍
線
筆
者
、
以
下
同
）

す
な
わ
ち
、「
如
何
に
生
き
る
か
」と
い
う
生
へ
の
問
題
意
識
は
、

死
後
の
問
題
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
、「
未
だ
確
か
な
信
心
も

な
く
」
と
述
べ
る
ト
シ
に
と
っ
て
は
、
生
死
の
問
題
を
解
決
す
る
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た
め
の
自
分
な
り
の
信
仰
に
対
す
る
渇
望
が
募
っ
て
い
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

〈
資
料
４
〉「
瞑
想
ノ
目
的
、
及
経
験
／
夏
季
間
ノ
修
養
、
研
究
ニ

ツ
イ
テ
ノ
計
画
。」（
カ
ー
ド
）

予
科
入
学
時
か
ら
ト
シ
が
寮
生
活
で
黙
祷
の
習
慣
を
も
っ
て
い

た
こ
と
は
、
先
の
「
武
蔵
野
よ
り
」
で
「
寮
舎
の
一
日
の
中
で
は

朝
と
夜
と
に
黙
祷
と
か
考
へ
る
時
間
が
与
へ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
」

と
い
う
記
述
か
ら
わ
か
り
、
さ
ら
に
こ
の
年
、「
瞑
想
」
に
つ
い

て
目
を
開
か
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
成
瀬
が
、
七
月
二

日
に
イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
を
学
内
に
迎
え
る
に
先
だ
っ
て
、

タ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
姿
勢
と
思
想
内
容
の
紹
介
に
努
め
る
な
か
で
、

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
の
六
月
二
八
日
に
、
タ
ゴ
ー
ル
の
瞑
想

に
対
す
る
姿
勢
を
踏
ま
え
て
「
宇
宙
ノ
無
限
ナ
ル
大
生
命
ノ
音
楽

ヲ
キ
ク
ト
言
ッ
テ
モ
ヨ
シ
、
無
限
ノ
震
動
ヲ
受
ケ
ル
ト
言
ッ
テ
モ

宜
シ
イ
。
夫
レ
デ
尤
モ
深
イ
潜
在
意
識
ニ
入
ル
」
と
い
う
深
い
体

験
が
「
瞑
想
」
で
あ
る
と
伝
え
た
認
識
に
よ
る
。
こ
う
し
た
瞑
想

に
対
す
る
心
の
準
備
を
経
て
タ
ゴ
ー
ル
の
講
堂
で
の
姿
に
接
し
た

ト
シ
に
と
っ
て
、
瞑
想
は
深
い
意
味
を
も
た
ら
す
体
験
と
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
ト
シ
の
書
い
た
〈
資
料
４
〉「
瞑
想
ノ
目
的
、

及
経
験
／
夏
季
間
ノ
修
養
、研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
。」の
内
容
は
、

タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
直
後
の
七
月
五
日
に
お
い
て
出
さ
れ
た
次
の
課

題
の
答
案
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

次
ノ
問
題

１
、�

瞑
想
ノ
目
的
及
ビ
経
験

２
、�

夏
期
間
ノ
修
養
及
ビ
研
究
ニ
就
キ
テ
ノ
計
画
ト
決
心

�

『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
シ
は
こ
の
年
度
当
初
に
〈
資
料
３
〉
で
抱

い
た
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
題
解
決
へ
の
目
標
を
〈
資

料
４
〉
で
も
再
度
「
私
ノ
誠
ノ
願
ヒ
ハ
、
何
故
ニ
生
キ
、
如
何
ニ

生
ク
ル
カ
、
ノ
問
題
ニ
対
シ
テ
常
ニ
明
快
ナ
答
ヘ
ヲ
ナ
シ
得
ル
日

常
生
活
デ
ア
リ
度
イ
、
即
チ
根
本
ニ
生
キ
度
イ
、
ト
云
フ
コ
ト
デ

ア
ル
」
と
確
認
し
て
瞑
想
を
し
よ
う
と
し
、
ま
た
「
真
ノ
瞑
想
ノ

目
的
ニ
叶
ッ
タ
瞑
想
ヲ
シ
タ
事
ガ
ア
ル
カ
」
と
自
分
の
経
験
の
貧

弱
さ
を
自
省
し
た
う
え
で
、
瞑
想
と
は
「
絶
対
者
」
の
「
光
」
を

経
験
す
る
こ
と
と
し
て
そ
の
体
験
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
次
の
よ

う
に
書
か
れ
る
。

私
ハ
今
更
ニ
自
己
ニ
対
シ
テ
不
忠
実
不
信
実
ナ
リ
シ
私
ヲ
責

メ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
。
我
ガ
凡
テ
ヲ
投
ゲ
出
シ
テ
打
チ
俯
ス

ベ
キ
絶
対
者
ノ
前
ニ
、
語
リ
、
ソ
ノ
光
リ
ニ
照
サ
レ
ル
事
ガ

瞑
想
デ
ア
ル
ト
私
ハ
考
ヘ
ル
。
ソ
ノ
様
ナ
経
験
ヲ
曾
テ
シ
タ

事
ノ
ナ
イ
ト
云
フ
事
ガ
無
上
ノ
悲
シ
ミ
デ
ア
ル
。
サ
レ
バ
私
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ハ
、
形
ハ
瞑
想
デ
ア
ッ
テ
モ
真
ノ
私
ノ
望
ム
瞑
想
マ
デ
ハ

行
ッ
テ
居
ナ
カ
ッ
タ
。
今
私
ハ
何
故
コ
レ
ガ
出
来
ナ
カ
ッ
タ

カ
、
ソ
ノ
原
因
ヲ
探
リ
ツ
ヽ
ア
ル
。
集
中
シ
ナ
カ
ッ
タ
事
、

雑
多
ノ
枝
葉
ノ
事
ニ
余
リ
ニ
囚
ハ
ル
ヽ
事
モ
ソ
ノ
原
因
ノ
一

デ
ア
ル
ガ
最
モ
大
キ
ナ
モ
ノ
ハ
、
私
ノ
絶
対
者
ニ
対
シ
テ
未

ダ
殆
ド
研
究
シ
テ
居
ナ
イ
、
知
ッ
テ
居
ナ
イ
ト
云
フ
事
ニ
帰

ス
ル
ト
思
フ
。

こ
こ
で
絶
対
者
に
つ
い
て
、「
絶
対
者
ノ
前
ニ
、
語
リ
、
ソ
ノ

光
リ
ニ
照
サ
レ
ル
事
ガ
瞑
想
デ
ア
ル
ト
私
ハ
考
ヘ
ル
」
と
の
見
解

を
打
ち
立
て
、
瞑
想
を
通
し
て
の
体
験
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、「
２
．
夏
季
間
ノ
修
養
及
ビ
研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
ト

決
心
」
で
は
、
そ
の
瞑
想
に
よ
っ
て
「
絶
対
者
ヲ
知
リ
、
此
ノ
今

ノ
小
ナ
ル
私
自
身
ヲ
包
容
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
根
本
ノ
力
、
絶
対
者
ニ

是
非
触
レ
タ
イ
。
包
容
サ
レ
度
イ
。
ソ
レ
ニ
ヨ
ッ
テ
凡
テ
ノ
日
常

生
活
ヲ
営
ム
事
ノ
出
来
ル
力
ヲ
得
、
ソ
レ
ニ
ヨ
ッ
テ
生
カ
サ
レ
、

大
キ
ク
サ
レ
ル
ソ
ノ
経
験
ヲ
是
非
味
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
決

意
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
七
月
一
〇
日
に
終
業
式
を
迎
え
、
ト
シ
は
最
上
級

生
が
八
月
の
一
週
間
、
タ
ゴ
ー
ル
と
と
も
に
軽
井
沢
三
泉
寮
で
瞑

想
の
時
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
花
巻
に
帰
省

し
、
次
の
〈
資
料
５
〉
に
書
か
れ
る
よ
う
な
夏
を
過
ご
し
た
。

〈
資
料
５
〉「
夏
期
休
暇
中
ノ
経
験
」（
カ
ー
ド
）

こ
の
夏
の
休
暇
が
終
わ
っ
て
、
そ
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
書
い

た
〈
資
料
５
〉
で
は
、
ト
シ
は
、
自
分
の
意
志
の
弱
さ
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
内
心
の
実
体
あ
る
い
は
本
体
と
も
呼
ぶ
絶
対
者
に
触
れ
る

機
会
を
得
ず
、
煩
悶
す
る
自
分
を
「
病
者
デ
ア
ッ
タ
」
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
ハ
マ
ダ
マ
ダ
内
省
ガ
出
来
テ
居
ナ
カ
ッ
タ
。
内
心
深
ク
自

己
ノ
実
体
ノ
声
ヲ
聴
キ
、
自
発
ノ
叫
ビ
ヲ
聴
ク
事
ニ
ヨ
リ
テ

病
ヨ
リ
救
ハ
ル
ヽ
ト
信
ジ
タ
。

そ
う
信
じ
な
が
ら
も
実
体
験
と
し
て
の
手
応
え
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
な
か
で
、
辛
う
じ
て
「
休
暇
ノ
終
リ
ニ
近
イ
頃
」、
次
の

よ
う
な
兄
賢
治
に
よ
る
「
暗
示
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。

今
一
ツ
ハ
或
一
日
偶
ナ［

マ
マ
］ク

モ
敬
愛
ス
ル
兄
ヨ
リ
或
暗
示
ヲ
得

タ
。
ソ
ノ
形
ハ
定
カ
デ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
ケ
レ
ド
僅
カ
ニ
光
明
ヲ

認
メ
テ
帰
校
シ
タ
。

こ
の
夏
の
休
暇
に
お
い
て
、
賢
治
と
ト
シ
が
花
巻
の
実
家
で
と

も
に
過
ご
し
た
期
間
は
極
め
て
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。つ
ま
り
、

ト
シ
が
帰
省
し
て
い
た
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
で
は
、
賢
治
は

第
一
学
期
終
業
日
が
七
月
二
〇
日
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
七
月
三
〇

日
に
上
京
し
八
月
一
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
、
東
京
で
の
ド
イ
ツ
語
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講
習
会
を
受
講
し
、そ
の
足
で
九
月
二
日
か
ら
九
日
ま
で
の
秩
父
、

長
瀞
、
三
峰
地
方
の
土
性
・
地
質
調
査
見
学
に
参
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
二
人
が
と
も
に
実
家
に
い
た
可
能
性
の
あ
る
時
期
は
、

七
月
下
旬
の
み
で
あ
る
。
こ
の
東
京
で
の
ド
イ
ツ
語
講
習
会
の
受

講
に
つ
い
て
は
、『
家
庭
週
報
』
第
三
七
三
号
（
大
正
五
年
六
月

三
〇
日
）
の
「
講
習
会
だ
よ
り
」
に
「
独
逸
語
夏
期
講
習
会　

七

月
一
日
よ
り
三
十
日
迄
及
び
八
月
一
日
よ
り
三
十
日
ま
で
神
田
仲

猿
楽
町
十
七
東
京
独
逸
学
院
に
開
催
」
と
あ
り
、
賢
治
は
後
者
の

八
月
の
期
間
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ト
シ
が
こ
の
講
習
会

の
情
報
を
伝
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
二
人

の
第
二
学
期
始
業
日
は
九
月
一
一
日
の
同
日
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
こ
と
か
ら
、こ
の
カ
ー
ド
で
の
記
述
通
り
「
暗
示
」
を
「
休

暇
ノ
終
リ
ニ
近
イ
頃
」
に
得
た
の
で
あ
れ
ば
、「
或
一
日
」
と
は

九
月
九
日
か
一
〇
日
し
か
な
く
、
す
れ
違
う
か
も
し
れ
な
か
っ
た

日
に
偶
然
に
も
接
触
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ト
シ
の
心
に
「
暗
示
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
光
明
」
は
、
次

な
る
精
神
的
段
階
へ
の
足
ど
り
を
確
か
な
も
の
と
し
た
こ
と
が
、

次
の
〈
資
料
６
〉
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。

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

第
二
学
期
開
始
に
あ
た
っ
て
、〈
資
料
５
〉
を
書
い
た
日
か
ら

さ
ほ
ど
遠
く
な
い
日
に
引
き
続
き
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
〈
資
料

６
〉
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
先
の
暗
示
の
体
験
か
ら
書
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
。

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

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

ツ
ヽ
ア
ル
。

こ
の
あ
と
、
ト
シ
が
「
空
想
的
ニ
求
メ
ル
時
代
ハ
過
ギ
タ
。
ド

ウ
シ
テ
モ
経
験
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
と
、
体
験
を
重
視
す
る
言

葉
を
書
き
付
け
、
ま
た
「
我
ト
他
人
、
或
ハ
我
ト
物
ト
ノ
間
ニ
築

ク
垣
ヲ
破
リ
、
凡
テ
ト
喜
ン
デ
融
合
シ
得
ル
者
ト
ナ
リ
度
イ
。
凡

テ
ノ
生
ア
ル
モ
ノ
ヲ
、
我
ガ
同
胞
ト
愛
シ
尊
敬
シ
得
ル
時
ノ
来
ラ

ン
事
ヲ
熱
望
シ
テ
居
ル
」
と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
あ
ら
ゆ

る
生
命
へ
の
愛
と
い
う
感
情
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
カ
ー
ド
の
最
後
を
締
め
く
く
る

「
現
在
ハ
、
コ
ノ
絶
対
者
ヲ
知
ラ
ン
ト
シ
テ
、
ソ
ノ
途
中
ニ
ア
ル
」

と
い
う
認
識
の
段
階
に
お
い
て
、「
絶
対
者
ノ
光
明
ニ
輝
サ
レ
」

る
こ
と
を
望
み
、
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
と
の
融
合
の
う
ち
に
そ
れ
ら

の
い
の
ち
を
愛
す
る
体
験
へ
の
熱
望
が
湧
い
て
き
て
い
る
と
い
え

る
。
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こ
う
し
て
、
の
ち
の
ト
シ
の
書
い
た
「
自
省
録
」（
大
正
九
年

一
〜
二
月
執
筆
）に
記
述
さ
れ
る
九
月
二
七
日
の「
実
践
倫
理
」「
大

学
部
第
二
学
期
計
画
発
表
会
ニ
於
テ
」
で
成
瀬
校
長
に
出
さ
れ
た

「
教
育
ト
ハ
何
ン
ゾ
ヤ
、
宗
教
ト
ハ
何
ン
ゾ
ヤ
」
と
い
う
課
題
に

対
し
て
、
ト
シ
は
「
忘
れ
も
し
な
い
二
年
生
の
秋
、
実
践
倫
理
の

宿
題
に
「
信
仰
と
は
何
ぞ
や
教
育
と
は
何
ぞ
や
」
と
出
た
時
私
は

魂
を
籠
め
て
可
成
り
長
い
論
文
を
書
い
た
。」（「
自
省
録
」）
と
記

し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
答
案
は
今
回
の
発
見
資
料
の
な

か
に
は
存
在
し
な
い
が
、
ト
シ
の
「
自
省
録
」
に
よ
る
と
、「
信

仰
と
云
ふ
事
が
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
満
足
し
て
居
た
」
と
あ
り
、

こ
の
〈
資
料
６
〉
の
内
容
に
つ
な
が
る
積
極
的
な
思
い
が
示
さ
れ

た
答
案
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
本
科
一
年
の
後
半
に
お
い
て
、
実
践
倫
理
の
答
案
に

ま
す
ま
す
心
を
こ
め
て
自
己
投
入
す
る
な
か
で
変
化
し
つ
つ
あ
る

ト
シ
の
心
境
が
、
次
の
〈
資
料
７
〉
に
記
さ
れ
る
。

〈
資
料
７
〉「
自
己
調
書
」（
カ
ー
ド
）

一
二
月
一
二
日
に
書
か
れ
た
〈
資
料
７
〉
の
カ
ー
ド
の
内
容
に

は
、
相
変
わ
ら
ず
「
意
志
薄
弱
ナ
リ
」
と
い
う
表
現
も
み
ら
れ
る

が
、
一
方
「
徹
底
セ
ズ
ト
ハ
云
ヘ
、
信
念
生
活
ヲ
考
ヘ
、
行
ハ
ン

ト
ス
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
テ
、
利
己
主
義
、
又
、
怯
懦
ナ
ル
習
慣
ハ
改

メ
ラ
レ
ツ
ヽ
ア
リ
」
と
の
肯
定
的
表
現
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
ト
シ
は
「
自
己
肯
定
シ
自
信
ヲ
固
ム
」
と
い
う
進
行
中
の
目

標
に
手
応
え
を
得
て
い
る
様
子
を
表
明
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
約
一
か
月
後
の
大
正
六
年
一
月
一
六
日
付
ト
シ

宛
賢
治
書
簡
で
は
、「
あ
な
た
は
去
年
あ
た
り
迠
は
宅
で
も
大
分

考
へ
な
が
ら
外
に
出
し
て
置
い
た
様
で
す
け
れ
ど
も
今
は
そ
ん
な

心
配
も
し
な
い
様
で
す
し
当
然
学
校
は
お
し
ま
い
ま
で
や
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
か
ら
決
し
て
急
に
学
校
を
や
め
る
様
な
こ

と
は
思
は
な
い
で
ゆ
つ
く
り
勉
強
し
て
居
つ
て
下
さ
い
」
と
の
文

面
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ト
シ
の
自
己
改
善
の
覚
悟
は
、
一
時

は
学
校
を
や
め
る
道
を
口
に
す
る
方
向
に
向
い
た
こ
と
も
窺
え

る
。

大
正
六
年
度　

家
政
学
部
三
年

こ
の
年
の
四
月
、
新
学
制
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
ト
シ
の
学

年
は
三
年
生
と
な
る
。
今
回
の
新
資
料
に
は
、
こ
の
年
度
の
も
の

は
存
在
し
な
い
の
で
、
他
の
資
料
よ
り
二
点
の
み
触
れ
て
お
く
。

一
点
目
は
、
こ
の
年
、
九
月
一
六
日
の
祖
父
喜
助
の
逝
去
後
に

書
い
た
と
思
わ
れ
る
ト
シ
の
「
料
理
ノ
ー
ト
」
の
メ
モ
で
あ
る
。

前
年
の
祖
父
へ
の
手
紙
以
来
、
ト
シ
は
祖
父
を
見
守
り
な
が
ら
自
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己
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
が
、
祖
父
の
死
後
、「
つ
い
に
朧

ろ
げ
な
が
ら
私
の
行
く
べ
き
道
を
認
め
る
事
が
出
来
た
即
ち
や
は

り
信
念
生
活
を
最
も
よ
く
生
活
す
る
外
に
な
い
と
知
っ
た
」
と
の

言
葉
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
体
験
を
、
祖
父
と
い
う
個
人

の
み
な
ら
ず
、
家
族
の
た
め
、
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
祈
る
愛

を
も
つ
こ
と
の
で
き
た
体
験
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
こ
と
は
看

過
で
き
な
い
。

二
点
目
と
し
て
、
大
正
七
年
一
月
二
七
日
、
ト
シ
が
母
宛
書
簡

の
記
述
で
「
あ
た
り
の
人
た
ち
を
見
る
と
い
ろ
い
ろ
自
分
で
新
し

が
っ
た
り
、
利
己
主
義
を
構
へ
た
り
さ
ま
〴
〵
で
御
座
い
ま
す
。

私
は
人
の
真
似
ハ
せ
ず
、
出
来
る
丈
け
大
き
い
強
い
正
し
い
者
に

な
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
御
父
様
や
兄
様
方
の
な
さ
る
事
に
何
か

お
役
に
立
つ
や
う
に
、
そ
し
て
生
ま
れ
た
甲
斐
の
一
番
あ
る
や
う

に
も
と
め
て
行
き
た
い
と
存
じ
て
居
り
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
こ

と
は
、
家
族
へ
堂
々
と
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
価
値
観
と
意

志
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
心
境
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
正
七
年
度　

家
政
学
部
四
年

最
終
学
年
に
入
っ
た
ト
シ
は
、
体
調
を
崩
し
た
あ
と
、
六
月
二

日
か
ら
七
月
八
日
ま
で
五
通
の
書
簡
で
体
調
の
回
復
を
実
家
に
報

告
し
、
七
月
一
〇
日
の
終
業
式
の
あ
と
、
一
三
日
に
帰
省
し
て
い

る
。
ま
た
八
月
に
は
、
最
高
学
年
と
し
て
軽
井
沢
夏
期
寮
に
参
加

し
て
い
る
こ
と
が
、
成
瀬
記
念
館
所
蔵
の
写
真
「
軽
井
沢
夏
期
寮

に
て
」
に
映
っ
た
ト
シ
の
姿
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

こ
の
年
の
九
月
、
成
瀬
校
長
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
女
子
教
育
改

善
意
見
』
を
出
版
す
る
。
次
の
〈
資
料
８
〉「『
女
子
教
育
改
善
意

見
』
を
読
ん
で
」
は
、
そ
の
発
行
後
ま
も
な
く
書
か
れ
た
答
案
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
正
七
年
度
の
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
は

存
在
し
な
い
た
め
、
授
業
内
容
と
の
関
係
は
確
認
で
き
な
い
が
、

『
家
庭
週
報
』
に
よ
る
と
、
成
瀬
は
第
二
学
期
始
業
式
に
も
、『
女

子
教
育
改
善
意
見
』
の
内
容
と
重
な
る
女
子
教
育
の
理
想
遂
行
と

自
覚
へ
の
呼
び
か
け
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

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

ト
シ
は
、
こ
の
答
案
に
お
い
て
、「
第
一　

女
子
教
育
改
善
意

見
ヲ
読
ミ
タ
ル
態
度
」
か
ら
「
第
六　

批
評
及
確
信
」
ま
で
の
六

項
目
を
自
ら
作
り
、
成
瀬
の
著
書
の
内
容
を
客
観
的
に
整
理
し
つ

つ
、
そ
れ
が
自
己
自
身
の
考
え
と
な
り
覚
悟
と
な
る
心
境
を
募
ら

せ
る
表
現
を
随
所
に
見
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
。

特
に
こ
の
答
案
の
冒
頭
で
「
女
子
教
育
改
善
意
見
ヲ
真
ニ
読
マ

ウ
ト
シ
タ
事
ハ
疑
ヒ
モ
ナ
ク
私
ノ
思
想
ノ
（
根
本
的
ニ
云
ヘ
バ
生

活
ノ
）
一
大
革
命
ノ
動
機
ト
ス
ル
事
デ
ア
ッ
タ
」
と
い
う
意
欲
を
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強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、こ
の
書
を
読
ん
で
共
感
や
充
実
感
を
得
、

そ
れ
が
自
己
自
身
の
使
命
の
発
見
と
生
き
方
を
変
革
す
る
覚
悟
に

つ
な
が
っ
た
と
い
う
思
い
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
で
は

女
性
と
し
て
の
「
天
賦
の
性
能
」
を
生
か
し
て
「
使
命
」
と
「
天

職
」を
全
う
す
る
道
を
導
く
こ
と
だ
と
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
「
天
職
」
に
つ
い
て
成
瀬
が
「
功
利
的
打
算
に
依
ら
ず
、

吾
人
が
生
れ
来
り
た
る
使
命
を
自
覚
し
、
其
の
使
命
を
行
ふ
こ
と

に
依
り
て
家
庭
国
家
社
会
に
奉
仕
し
、
世
界
人
類
に
貢
献
し
、
以

て
理
想
的
善
の
根
本
要
求
を
満
足
せ
し
め
ん
が
為
の
生
け
る
活
動

を
導
く
作
業
を
天
職
と
い
ふ
の
で
あ
る
」（「
女
子
教
育
改
善
意
見
」

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
第
三
巻
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、

ト
シ
は
「
女
子
教
育
改
善
意
見
ハ
特
ニ
女
子
ノ
特
質
発
揮
、
女
性

ト
シ
テ
ノ
天
職
遂
行
ヲ
目
的
ト
ス
」
と
本
書
の
主
眼
を
捉
え
、
女

子
自
身
が
そ
う
し
た
目
的
に
対
し
て
「
コ
ノ
重
大
ナ
ル
使
命
ヲ
担

フ
ベ
ク
高
キ
女
子
高
等
教
育
ニ
耐
エ
ウ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ル
ベ
キ
デ
ア

ル
」
と
自
己
変
革
の
必
要
性
を
述
べ
自
ら
に
課
す
の
で
あ
る
。

答
案
の
最
後
で
は
、
ト
シ
は
「
女
子
大
学
ノ
建
設
ハ
我
々
ノ
共
同

ノ
責
任
デ
ア
ル
」
と
し
、
そ
の
「
責
任
ヲ
負
フ
ニ
相
応
シ
キ
モ
ノ
ニ

自
ラ
成
リ
度
イ
ト
希
フ
ノ
デ
ア
ル
」
と
自
ら
の
覚
悟
の
言
葉
で
締
め

く
く
る
。
そ
の
「
責
任
」
へ
の
思
い
は
、
二
年
後
に
、
心
の
傷
を
乗

り
越
え
て
母
校
花
巻
高
等
女
学
校
の
教
員
と
な
り
女
子
教
育
に
携
わ

る
こ
と
へ
の
内
面
的
動
機
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
う
し
て
ト
シ
は
、
一
一
月
二
四
日
付
父
宛
書
簡
で
は
、
二
一

日
に
行
わ
れ
た
休
戦
祝
賀
式
で
の
成
瀬
校
長
の
話
が
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
、
そ
こ
に
同
封
し
た
賢
治
宛
書
簡
で
は
、
成
瀬
校
長
を
天

職
を
遂
げ
て
い
る
人
物
と
し
て
「
現
に
多
く
の
困
難
や
貧
乏
や
病

気
や
孤
独
な
ど
を
忍
ば
れ
て
四
十
年
一
日
の
如
く
教
育
に
我
を
忘

れ
ら
る
ゝ
校
長
先
生
が
生
き
た
る
証
明
と
敬
は
れ
申
し
候
」
と
書

き
、
自
分
も
「
天
職
」
を
「
見
出
し
度
く
存
じ
候
」
と
い
う
思
い

に
至
っ
て
お
り
、
成
瀬
の
天
職
に
生
き
る
姿
に
つ
な
が
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
書
簡
日
付
後
の
一
二
月
一
〇
日
に
、
ト
シ
は
病
に
倒
れ
、

永
楽
病
院
に
入
院
し
た
た
め
、
翌
年
一
月
に
告
別
講
演
を
す
る
成

瀬
の
姿
を
見
守
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
退
院
と
と
も
に
三
月
三
日

に
花
巻
に
戻
る
こ
と
に
な
り
、
翌
日
三
月
四
日
の
成
瀬
の
訃
報
に

接
し
た
こ
と
は
、
無
念
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
体
調
が
整
い
、
大
正
九
年
に
携
わ
る

こ
と
に
な
っ
た
母
校
の
教
職
に
は
、
成
瀬
の
女
子
教
育
へ
の
思
い

を
受
け
継
ぎ
実
行
に
移
す
時
が
来
た
と
い
う
自
覚
で
臨
ん
だ
も
の

と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
宮
澤
ト
シ
と
い
う
女
性
が
、「
信
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仰
を
一
つ
に
す
る
た
つ
た
ひ
と
り
の
み
ち
づ
れ
の
わ
た
く
し
」（
詩

「
無
声
慟
哭
」）
と
し
て
の
認
識
を
も
つ
兄
賢
治
に
と
っ
て
、
二
四

歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
後
も
な
お
影
響
を
与
え
続
け
た
女

性
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、今
回
初
公
表
と
な
る
「
実
践
倫
理
」

答
案
八
点
は
具
体
的
な
理
解
を
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資

料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
こ
に
は
、
賢
治
が
捉
え
た
ト
シ
の
姿
と
し
て
、
内
面
に
ど
う

し
よ
う
も
な
い
闇
の
要
素
を
抱
え
な
が
ら
も
、
こ
の
世
に
生
ま
れ

た
深
い
意
義
を
探
り
「
如
何
に
生
き
る
か
」
と
い
う
課
題
の
解
決

に
向
け
て
「
勇
進
」
し
、
個
人
の
生
命
を
拡
張
し
、「
絶
対
者
」

に
触
れ
て
そ
の
「
光
明
」
に
照
ら
さ
れ
る
瞑
想
を
求
め
、そ
の
「
光

明
」
の
な
か
で
自
ら
の
意
志
と
行
為
が
溢
れ
出
る
と
い
う
人
格
に

至
る
ま
で
、
向
上
を
目
指
す
と
い
う
姿
が
立
ち
現
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
成
瀬
校
長
の
導
き
に
よ
る
ト
シ
の
精
神
世
界
は
、
絶
対
者

と
自
我
と
の
関
係
把
握
や
「
宇
宙
意
志
」
に
対
す
る
信
仰
姿
勢
に

お
い
て
も
、
賢
治
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
思
想
に
流
れ
込
ん
で
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
成
瀬
の
『
女
子
教
育
改
善
意
見
』
を
読
ん
で
の
答
案

〈
資
料
８
〉で
は
、最
終
学
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
ト
シ
自
ら
の「
自

己
教
育
」
が
落
ち
つ
く
段
階
に
入
っ
た
と
き
、
ト
シ
の
女
子
教
育

に
対
す
る
使
命
へ
の
自
覚
が
、
成
瀬
の
姿
を
追
う
形
で
新
た
に
立

ち
上
が
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
ト
シ
の
教
育
に

賭
け
る
思
い
も
ま
た
、
ト
シ
の
花
巻
高
等
女
学
校
教
諭
へ
の
着
任

か
ら
約
一
年
後
に
、
賢
治
が
花
巻
農
学
校
の
教
諭
と
な
り
、
の
ち

に
は
羅
須
地
人
協
会
で
農
民
の
青
年
を
教
育
す
る
使
命
を
担
っ
た

こ
と
へ
の
思
い
と
深
い
と
こ
ろ
で
通
じ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。以

上
よ
り
、
成
瀬
、
ト
シ
、
賢
治
の
三
者
の
心
に
流
れ
渡
っ
た

深
い
泉
の
あ
り
か
に
つ
い
て
今
後
解
明
が
進
む
糸
口
を
、
今
回
の

資
料
は
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
八
九
年
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程

 

前
期
修
了　

一
九
九
二
年
同
博
士
課
程
後
期
満
期
退
学

�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授　

や
ま
ね　

と
も
こ
）
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［付］	 宮澤トシ　「実践倫理」答案　翻刻

［
付
］
宮
澤
ト
シ 

「
実
践
倫
理
」
答
案 

翻
刻

【
大
正
四
年
度
】
家
政
学
部
予
科

〈
資
料
１
〉	「
自
己
調
書
」　　

カ
ー
ド
一
枚
（
両
面
使
用
）　　

計
二
頁　
　

横
書	

（
カ
ー
ド
の
実
寸
：
縦
七
五
×
横
一
二
六
ミ
リ
）

表
（
英
文
は
印
刷
）

Photo
N

am
e

宮
沢
ト
シ

D
epartm

ent

家
政
学
部
予
科

A
ddress

岩
手
県
稗
貫
郡
花
巻
川
口
町
三
百
三　
　

責
善
寮

D
ate of birth

明
治
三
十
一
年
十
一
月
五
日

Parent’s nam
es

宮
沢
政
次
郎
、
同
い
ち

Parent’s occupation

呉
服
商

R
elations

政
次
郎
長
女

C
haracter

意
志
薄
弱
、
陰
鬱
、
消
極
的
、
其
他
大
抵
ノ
短
所
ヲ
具
有
ス
、
正
直

E
ssay

裏
（
英
文
は
印
刷
）

B
elief� and� C

onviction

既
定
宗
教
ニ
ハ
未
ダ
入
信
セ
ズ
、
サ
レ
ド
神
或
ハ
仏
ト
モ
名
付
ク
ベ
キ
絶
対
者
ノ
有
ル
事
ヲ
バ
信
ジ
居

レ
リ
、
自
己
ノ
不
完
全
ニ
シ
テ
欠
点
ノ
ミ
多
キ
モ
知
レ
リ
、
故
ニ
何
時
カ
ハ
宗
教
ノ
門
ニ
至
ラ
ン
事
ヲ

期
ス
。

M
ission

動
機

我
ガ
人
格
未
ダ
少
シ
モ
向
上
ノ
道
ニ
進
ミ
居
ラ
ザ
ル
事
ヲ
覚
リ
テ
、
ソ
ノ
欲
求
ヲ
充
タ

サ
ン
為
、
本
校
ニ
入
学
ヲ
希
望
セ
リ

決
心

真
ノ
人
間
ト
ナ
リ
、
真
ノ
女
ト
ナ
リ
、
此
ノ
世
ニ
生
レ
出
デ
シ
吾
ヲ
シ
テ
最
モ
意
義
ア

ル
生
活
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
而
シ
テ
本
校
ニ
於
テ
、
ソ
ノ
基
礎
ヲ
造
ラ
ン
ト
期
ス
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

〈
資
料
２
〉	「（
態
度
・
独
立
）」　　

カ
ー
ド
一
枚
（
両
面
使
用
）　　

計
二
頁　
　

横
書	

（
カ
ー
ド
の
実
寸
：
縦
七
五
×
横
一
二
六
ミ
リ
）

（
英
文
は
印
刷
）

Subject�
N

am
e　

家
政
予
科　
　

宮
沢
ト
シ

１
．
態
度

　

仕
方
無
シ
ニ
学
ブ
ト
云
フ
態
度
ヲ
根
本
カ
ラ
廃
ス
。

　

例
ヘ
バ

教
室
デ
自
分
ノ
番
ニ
当
ル
ノ
ガ
近
ヅ
イ
タ
時
ノ
ミ
予
習
ニ
念
ヲ
入
レ
テ
居
タ
事
ヲ
改
メ
ル
。

宿
題
ハ
期
日
ノ
前
日
ニ
ナ
ッ
テ
カ
ラ
始
メ
テ
為
ス
ノ
ヲ
普
通
ト
シ
テ
居
タ
事
ヲ
改
メ
テ
、「
研

究
」
ヲ
常
ニ
頭
カ
ラ
離
サ
ヌ
様
ニ
ス
。

目
前
ニ
差
シ
迫
ル
用
事
ガ
無
イ
時
、「
我
ニ
ハ
仕
事
ナ
シ
、閑
暇
ナ
リ
」
ト
シ
テ
怠
ル
癖
ノ
ア
ッ

タ
事
ヲ
改
メ
ル
。

１
．
独
立

個
人
ガ
団
体
又
ハ
他
ノ
大
キ
ナ
モ
ノ
ニ
同
化
シ
一
体
ニ
成
ッ
タ
時
ハ
、
私
ノ
生
命
ハ
拡
張
サ
レ
、

発
展
サ
レ
、
大
キ
ク
ナ
ッ
タ
時
デ
ア
ル
。
コ
レ
ガ
個
人
主
義
ヤ
孤
立
ト
全
ク
反
対
ニ
積
極
的
ナ

所
デ
ア
ル
。
独
立
ト
ハ
他
ノ
モ
ノ
ト
ノ
間
ニ
垣
ヲ
作
リ
、溝
ヲ
作
ル
ノ
デ
ハ
ナ
ク
テ
、他
ヲ
容
シ
、

他
ト
一
体
ニ
ア
ル
事
ガ
我
ガ
生
命
ヲ
延
シ
、
真
ニ
独
立
ス
ル
事
デ
ア
ル
。
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［付］	 宮澤トシ　「実践倫理」答案　翻刻

【
大
正
五
年
度
】
家
政
学
部
本
科
一
年

	〈
資
料
３
〉	「
大
学
生
活
に
入
る
決
心
」

二
〇
行
罫
線
入
り
用
箋
三
枚
（
袋
と
じ
）
表
紙
・
本
文
三
頁　

	
（
用
箋
の
実
寸
：
縦
二
四
五
×
横
三
三
八
ミ
リ
）

（
表
紙
）

		

家
政
一
年

	

宮
澤
ト
シ

	

家
政
一
年

	
	

宮
澤
ト
シ

 
 

大
学
生
活
に
入
る
決
心

大
学
生
活
を
為
し
得
る
幸
福
を
感
じ
、
そ
の
使
命
を
感
じ
て
起
る
所
の
抱

負
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
全
く
真
面
目
で
あ
り
真
剣

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
学
生
活
は
地
位
を
得
た
い
為
に
す
る
の
で
は
な

い
。
処
世
上
一
の
便
宜
を
得
や
う
為
に
す
る
の
で
は
な
い
。
私
の
目
的
は

怜
悧
に
巧
み
に
此
世
を
過
す
事
を
余
り
願
は
な
い
。
私
は
決
し
て
そ
れ
で

満
足
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

今
は
過
渡
の
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
頭
脳
も
亦
過
渡
期
に
あ
る
。
如

何
に
生
活
す
べ
き
か
は
日
々
繰
り
返
さ
る
る
問
題
で
あ
る
。
外
界
は
限
り

な
く
広
い
。
森
羅
万
象
到
る
所
に
充
ち
て
居
る
。
幾
億
の
現
人
、
多
種
多

様
の
説
を
称
へ
る
。
過
去
の
人
な
る
、
我
々
人
類
の
先
祖
が
云
ひ
遺
し
た

こ
と
も
い
か
ば
か
り
多
い
事
で
あ
ら
う
。
そ
の
中
に
生
存
す
る
私
の
貧
弱

な
頭
脳
は
、
そ
の
何
れ
を
採
り
い
づ
れ
を
捨
つ
べ
き
か
、
又
如
何
に
応
対

す
べ
き
か
に
迷
ふ
の
で
あ
る
。「
如
何
に
生
き
る
か
」
こ
の
問
題
程
、
大

切
な
も
の
は
私
に
は
無
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
も
し
て
こ
れ
に
満
足
な
解

決
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
後
三
年
間
の
大
学
生
活
を
空
費
す
る
も

有
効
に
す
る
も
私
の
決
心
次
第
で
あ
る
。
多
く
の
同
胞
の
望
み
て
得
ら
れ

な
い
こ
の
生
活
を
、
我
が
最
善
を
尽
し
て
生
活
し
進
み
得
ら
れ
る
限
り
ど

こ
ま
で
も
進
め
て
行
か
う
と
云
ふ
の
が
私
の
決
心
で
あ
る
。
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

（
英
文
は
印
刷
）

Subject�

瞑
想
ノ
目
的
及
経
験

�

夏
季
間
ノ
修
養
、
研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
。

N
am

e��

家
政
一
年　

宮
沢
ト
シ

１
．
瞑
想
ノ
目
的

日
常
ノ
些
事
ニ
囚
ハ
レ
テ
、
人
ト
人
、
人
ト
物
ト
ノ
間
ニ
起
ル
、
取
ル
ニ
足
ラ
ヌ
小
問
題
ノ

為
ニ
、
心
ヲ
悩
マ
シ
、
痛
マ
シ
メ
テ
自
ラ
害
フ
時
間
ガ
、
私
ノ
日
々
ノ
生
活
ニ
、
ド
レ
ホ
ド

多
イ
事
デ
ア
ウ

［
マ
マ
］ウ

。
シ
カ
モ
之
レ
ハ
私
ノ
真
ニ
要
求
ス
ル
事
共
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
私
ノ

誠
ノ
願
ヒ
ハ
、
何
故
ニ
生
キ
、
如
何
ニ
生
ク
ル
カ
、
ノ
問
題
ニ
対
シ
テ
常
ニ
明
快
ナ
答
ヘ
ヲ

ナ
シ
得
ル
日
常
生
活
デ
ア
リ
度
イ
、
即
チ
根
本
ニ
生
キ
度
イ
、
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
ル
。
コ
ノ

願
ヒ
ガ
、
ヤ
ヽ
モ
ス
ル
ト
忘
ラ
レ
勝
チ
ニ
ナ
ル
、
ト
云
フ
事
ハ
、
イ
カ
ニ
モ
悲
シ
イ
事
デ
ア

ルソ
コ
デ
コ
ノ
心
ヲ
蔽
ヒ
曇
ラ
ス
ル
此
等
ノ
妄
念
ヲ
去
リ
真
ノ
根
本
ニ
帰
リ
度
イ
、
ト
云
フ
目

的
ヲ
以
テ
、
私
ハ
瞑
想
ス
ル
。
根
本
ニ
帰
リ
、
我
ガ
動
ク
原
動
力
ヲ
確
メ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ

過
去
ヲ
批
判
シ
、
同
時
ニ
、
未
来
ニ
対
シ
テ
、
行
ク
ベ
キ
道
ヲ
更
ニ
、
新
ニ
明
カ
ニ
意
識
シ

テ
行
ク
事
ガ
出
来
ル
。
根
本
ヲ
忘
レ
タ
生
活
ガ
苦
痛
ノ
ミ
ノ
暗
イ
生
活
デ
ア
ル
事
ヲ
私
ハ
経

驗
シ
タ
。
何
卒
ソ
レ
ラ
ヲ
洗
ヒ
流
シ
テ
私
ノ
生
命
ノ
真
髄
ニ
帰
リ
、
力
ヲ
得
、
命
ヲ
進
メ
テ

行
キ
度
イ
ト
云
フ
目
的
ヲ
以
テ
私
ハ
瞑
想
シ
タ
。

〈
資
料
４
〉「
瞑
想
ノ
目
的
、
及
経
験
／
夏
季
間
ノ
修
養
、
研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
。」

 
 
 
 

カ
ー
ド
三
枚
（
両
面
使
用
）
計
五
頁　

横
書
（
カ
ー
ド
の
実
寸
：
縦
七
五
×
横
一
二
六
ミ
リ
）
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［付］	 宮澤トシ　「実践倫理」答案　翻刻

 

経
験経

験
ガ
余
リ
ニ
貧
弱
デ
ア
ッ
タ
事
ノ
ミ
、
私
ハ
悲
シ
ク
思
フ
。
真
ノ
瞑
想
ノ
目
的
ニ
叶
ッ
タ

瞑
想
ヲ
シ
タ
事
ガ
ア
ル
カ
。

私
ハ
今
更
ニ
自
己
ニ
対
シ
テ
不
忠
実
不
信
実
ナ
リ
シ
私
ヲ
責
メ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
。
我
ガ
凡

テ
ヲ
投
ゲ
出
シ
テ
打
チ
俯
ス
ベ
キ
絶
対
者
ノ
前
ニ
、
語
リ
、
ソ
ノ
光
リ
ニ
照
サ
レ
ル
事
ガ
瞑

想
デ
ア
ル
ト
私
ハ
考
ヘ
ル
。
ソ
ノ
様
ナ
経
験
ヲ
曾
テ
シ
タ
事
ノ
ナ
イ
ト
云
フ
事
ガ
無
上
ノ
悲

シ
ミ
デ
ア
ル
。
サ
レ
バ
私
ハ
、
形
ハ
瞑
想
デ
ア
ッ
テ
モ
真
ノ
私
ノ
望
ム
瞑
想
マ
デ
ハ
行
ッ
テ

居
ナ
カ
ッ
タ
。
今
私
ハ
何
故
コ
レ
ガ
出
来
ナ
カ
ッ
タ
カ
、
ソ
ノ
原
因
ヲ
探
リ
ツ
ヽ
ア
ル
。
集

中
シ
ナ
カ
ッ
タ
事
、
雑
多
ノ
枝
葉
ノ
事
ニ
余
リ
ニ
囚
ハ
ル
ヽ
事
モ
ソ
ノ
原
因
ノ
一
デ
ア
ル
ガ

最
モ
大
キ
ナ
モ
ノ
ハ
、
私
ノ
絶
対
者
ニ
対
シ
テ
未
ダ
殆
ド
研
究
シ
テ
居
ナ
イ
、
知
ッ
テ
居
ナ

イ
ト
云
フ
事
ニ
帰
ス
ル
ト
思
フ
。

２
．
夏
季
間
ノ
修
養
及
ビ
研
究
ニ
ツ
イ
テ
ノ
計
画
ト
決
心

経
験
ガ
カ
ク
ノ
如
ク
、
貧
シ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
私
ハ
ド
ウ
シ
テ
モ
コ
ノ
儘
ニ
居
ル
事
ハ
出

来
ヌ
。

コ
ノ
時
ニ
当
ッ
テ
夏
休
ミ
ノ
与
ヘ
ラ
レ
ル
ト
云
フ
事
ハ
誠
ニ
絶
好
ノ
機
会
デ
ア
ル
。
イ
カ
ニ
モ

シ
テ
、
コ
ノ
休
暇
中
ニ
於
テ
充
分
ニ
考
ヘ
、
瞑
想
ス
ル
経
験
ヲ
豊
カ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。

ソ
レ
ニ
ハ
ド
コ
マ
デ
モ
真
面
目
ナ
真
実
ナ
心
ヲ
以
テ
自
由
ニ
我
自
身
ヲ
考
ヘ
、
絶
対
者
ヲ
知

リ
、
此
ノ
今
ノ
小
ナ
ル
私
自
身
ヲ
包
容
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
根
本
ノ
力
、
絶
対
者
ニ
是
非
触
レ
タ

イ
。
包
容
サ
レ
度
イ
。
ソ
レ
ニ
ヨ
ッ
テ
凡
テ
ノ
日
常
生
活
ヲ
営
ム
事
ノ
出
来
ル
力
ヲ
得
、
ソ

レ
ニ
ヨ
ッ
テ
生
カ
サ
レ
、
大
キ
ク
サ
レ
ル
ソ
ノ
経
験
ヲ
是
非
味
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
ト
計

画
シ
、
且
ツ
決
心
ス
ル
ノ
デ
ア
ル
。
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［付］ 宮澤トシ 「実践倫理」答案 翻刻

（
英
文
は
印
刷
）

Subject��

夏
期
休
暇
中
ノ
経
験

N
am

e��

家
政
一
年　

宮
沢
ト
シ

１
．
夏
期
休
暇
中
ノ
経
験

（
イ
）�

我
ガ
生
ク
ル
根
本
ノ
力
ヲ
得
ン
為
ノ
深
キ
瞑
想
ニ
ハ
故
郷
ノ
我
ガ
家
庭
ハ
最
上
ノ
境
遇
タ

ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
テ
居
タ
。
帰
省
シ
テ
最
初
ノ
ウ
チ
ハ
骨
肉
相
親
シ
ム
喜
ビ
ニ
紛
レ
テ
、
瞑

想
ス
ベ
キ
時
ヲ
バ
作
ラ
ナ
カ
ッ
タ
。
ソ
ノ
後
ハ
家
内
ニ
病
人
出
来
又
我
身
モ
約
十
日
余
就

床
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
カ
ッ
タ
。
ソ
レ
ラ
ノ
片
付
イ
タ
時
ハ
休
暇
モ
半
バ
ニ
近
カ
ッ
タ
。

如
何
ニ
モ
シ
テ
夏
休
ミ
ノ
計
画
ヲ
達
セ
ン
モ
ノ
ト
、
瞑
想
ニ
意
ヲ
向
ケ
テ
モ
心
ガ
集
中
セ

ヌ
。
ソ
ノ
原
因
ハ
種
々
ナ
事
モ
ア
ッ
タ
ケ
レ
ド
要
ス
ル
ニ
外
物
ニ
罪
ヲ
負
ハ
ス
ベ
キ
デ
ハ

ナ
イ
。
我
ガ
意
志
ノ
ミ
責
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
。
集
中
セ
ン
ト
シ
テ
読
書
モ
シ
タ
。
ケ
レ
ド
ソ

レ
ラ
ノ
中
ノ
ヨ
キ
経
験
、
教
訓
ハ
私
ノ
前
ニ
ハ
ア
ッ
テ
モ
我
ガ
本
体
ニ
ハ
触
レ
ズ
ニ
只
通

過
シ
終
ル
。
私
ハ
煩
悶
シ
タ
。
ソ
シ
テ
ソ
ノ
原
因
ヲ
考
ヘ
タ
。
私
ハ
病
者
デ
ア
ッ
タ
。
私

ハ
マ
ダ
マ
ダ
内
省
ガ
出
来
テ
居
ナ
カ
ッ
タ
。
内
心
深
ク
自
己
ノ
実
体
ノ
声
ヲ
聴
キ
、
自
発

ノ
叫
ビ
ヲ
聴
ク
事
ニ
ヨ
リ
テ
病
ヨ
リ
救
ハ
ル
ヽ
ト
信
ジ
タ
。
コ
レ
ガ
休
暇
ノ
終
リ
ニ
近
イ

頃
デ
ア
ッ
タ
。
今
一
ツ
ハ
或
一
日
偶
ナ［

マ
マ
］ク

モ
敬
愛
ス
ル
兄
ヨ
リ
或
暗
示
ヲ
得
タ
。
ソ
ノ
形

ハ
定
カ
デ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
ケ
レ
ド
僅
カ
ニ
光
明
ヲ
認
メ
テ
帰
校
シ
タ
。

（
ロ
）�

具
体
的
ノ
経
験
ト
シ
テ
ハ
自
然
ニ
親
シ
ミ
、
親
族
ニ
親
シ
ミ
又
家
事
ノ
手
伝
ヒ
、
料
理
等

ヲ
シ
タ
。
ケ
レ
ド
自
信
ヲ
以
テ
人
ニ
語
リ
得
ル
程
ノ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
。

〈
資
料
５
〉「
夏
期
休
暇
中
ノ
経
験
」　

カ
ー
ド
一
枚
（
両
面
使
用
）
計
二
頁　
　

横
書	

（
カ
ー
ド
の
実
寸
：
縦
七
五
×
横
一
二
六
ミ
リ
）
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（
英
文
は
印
刷
）

Subject��

第
二
学
期
ノ
決
心
及
希
望

N
am

e��

家
政
一
年　

宮
沢
ト
シ

休
暇
中
ノ
或
一
日
、
暗
示
サ
レ
タ
ソ
ノ
光
リ
ハ
、
帰
校
後
種
々
ノ
刺
激
ヲ
得
、
又
考
ヘ
ル
事
ニ

ヨ
ッ
テ
漸
ク
明
ラ
カ
ニ
ナ
リ
ツ
ヽ
ア
ル
。
私
ハ
怠
惰
デ
ア
ッ
タ
、
経
験
ス
ル
事
ヲ
シ
ナ
カ
ッ
タ
、

私
ハ
以
前
カ
ラ
私
ノ
原
動
力
ト
ナ
ル
力
ヲ
求
メ
テ
ハ
ア
ッ
タ
ガ
、
未
ダ
得
ラ
レ
ナ
イ
ト
云
フ
ノ

ハ
切
実
デ
ナ
カ
ッ
タ
カ
ラ
デ
ア
ル
。
コ
ノ
二
学
期
ヨ
リ
ハ
私
ノ
根
本
ニ
大
改
革
ア
ラ
セ
度
イ
。

空
想
的
ニ
求
メ
ル
時
代
ハ
過
ギ
タ
。
ド
ウ
シ
テ
モ
経
験
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
我
ト
他
人
、
或

ハ
我
ト
物
ト
ノ
間
ニ
築
ク
垣
ヲ
破
リ
、
凡
テ
ト
喜
ン
デ
融
合
シ
得
ル
者
ト
ナ
リ
度
イ
。
凡
テ
ノ

生
ア
ル
モ
ノ
ヲ
、
我
ガ
同
胞
ト
愛
シ
尊
敬
シ
得
ル
者
時
ノ
来
タラ
ン
事
ヲ
熱
望
シ
テ
居
ル
。

ソ
シ
テ
多
ク
ノ
天
才
ノ
為
シ
タ
様
ニ
大
空
ノ
下
ノ
広
イ
道
ヲ
囚
ヘ
ラ
レ
ズ
ニ
歩
ミ
度
イ
。
ソ
シ

テ
ソ
レ
ハ
鞭
モ
テ
逐
ハ
レ
テ
ス
ル
奴
隷
ノ
如
ク
、
義
務
的
ノ
、
苦
シ
イ
一
方
ノ
モ
ノ
デ
ナ
ク
、

常
ニ
絶
対
者
ノ
光
明
ニ
輝
サ
レ
、
ソ
ノ
前
ニ
跪
イ
テ
、
凡
テ
ノ
我
ガ
意
志
行
為
ハ
、
涸
レ
ザ
ル

泉
ヨ
リ
溢
レ
出
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
度
イ
。

コ
レ
ガ
我
ガ
決
心
、
希
望
デ
ア
ル
。

現
在
ハ
、
コ
ノ
絶
対
者
ヲ
知
ラ
ン
ト
シ
テ
、
ソ
ノ
途
中
ニ
ア
ル
。

〈
資
料
６
〉「
第
二
学
期
ノ
決
心
及
希
望
」　

カ
ー
ド
一
枚
（
両
面
使
用
）
計
二
頁　
　

横
書
（
カ
ー
ド
の
実
寸
：
縦
七
七
×
横
一
二
八
ミ
リ
）
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表
（
英
文
は
印
刷
）

Self- E
xam

ination� C
ard.�（K

now
� T

hyself

）

N
am

e

宮
沢
ト
シ

D
epartm

ent

家
政
学
部
一
年

A
ddress

責
善
寮

D
ate

12
月
12
日

Negative

U
ndesirable� tendencies

思
想
及
行
為
ヲ
徹
底
ス
ル
力
ノ
乏
シ
キ
コ
ト

D
efeat

意
志
薄
弱
ナ
リ

B
ad� H

abits� of� thought�
and� C

onduct� being�
overcom

e

徹
底
セ
ズ
ト
ハ
云
ヘ
、
信
念
生
活
ヲ
考
ヘ
、
行
ハ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ

ヨ
リ
テ
、
利
己
主
義
、
又
、
怯
懦
ナ
ル
習
慣
ハ
改
メ
ラ
レ
ツ
ヽ
ア
リ

B
ad� H

abits� of� thought�
and� C

onduct� reform
ed

力
ハ
弱
ケ
レ
ド
、
生
キ
ユ
ク
方
向
ハ
信
念
生
活
ノ
外
ニ
ハ
ナ
シ
ト
云

フ
コ
ト
ヲ
信
ジ
タ
ル
コ
ト
ナ
リ

Positive

D
esirable� tendencies

Struggles

頑
固
ナ
ラ
ズ
、
神
、
人
ノ
前
ニ
跪
カ
ン
ト
ス
ル
傾
向
ヲ
延
サ
ン
ト
ス
。

Progress

自
己
肯
定
シ
自
信
ヲ
固
ム
。

M
erit��

無
限
絶
対
ニ
到
達
ス
ベ
キ
門
出
、
道
程
ヲ
行
キ
ツ
ヽ
ア
リ

C
onstructive� E

ffort��
個
人
々
々
ノ
知
情
意
ノ
凡
テ
ヲ
統
一
シ
一
ツ
ノ
目
的
ニ
集
中
セ
ン
ト

努
ム

R
ealization��

組
ノ
係
ニ
於
テ
、
寮
舎
ニ
於
テ
、
捧

［
マ
マ
］仕

ノ
生
活
少
シ
ヅ
ヽ
実
現
サ
ル

N
ew
� V

irtues��

完
全
セ
ル
徳
ハ
未
ダ
得
ザ
レ
ド
、
自
覚
ヲ
得
タ
リ
。

R
ecord� your� daily� experience.

〈
資
料
７
〉「
自
己
調
書
」　

カ
ー
ド
一
枚　
　

計
一
頁　
　

横
書
（
カ
ー
ド
の
実
寸
‥
縦
七
六
×
横
一
二
六
ミ
リ
）
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裏
（
記
入
な
し
、
英
文
は
印
刷
）

R
ead� these� W

ords� A
loud� D

aily.

I� resolve� to� be� self- reliant!

I� am
� eager� for� achievem

ent!

I� am
� grateful� for� life� and� opportunity!

I� am
� determ

ined� to� progress!

I� m
ust� have� faith� in� m

yself!

I� desire� daily� to� grow
� in� courage!

I� w
ill� succeed� in� a� positive� w

ay!

I� have� set� m
y� heart� upon� truth!

I� m
ust� aspire� to� lofty� heights!

I� am
� determ

ined� to� w
in!

I� w
ill� do� at� least� one� act� of� kindness� to- day!

I� w
ill� sacrifice� all� things� for� love!

I� w
ill� obey� m

y� conscience� readily!

I� w
ill� devote� m

yself� to� the� great� cause!
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【
大
正
七
年
度
】
家
政
学
部
四
年

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

実
践
倫
理
ノ
ー
ト
＊ 

七
枚　

表
紙
・
本
文
一
一
頁　

横
書
（
用
箋
の
実
寸
：
縦
二
〇
八
×
横
一
六
三
ミ
リ
）

（
表
紙
）

	
実
践
倫
理
答
案

 

家
政
四
年

 
宮
澤
ト
シ

第
一　

女
子
教
育
改
善
意
見
ヲ
読
ミ
タ
ル
態
度

１
．
婦
人
問
題
研
究
ノ
要
求
。

使
命
ノ
問
題
ハ
始
メ
私
ニ
ハ
漠
然
ト
シ
タ
概
念
デ
ア
ッ
タ
。

ガ
自
分
ノ
生
活
ノ
歩
調
ガ
漸
ク
確
実
ニ
向
フ
ト
同
時
ニ
、
漸

次
焦
点
ヲ
求
メ
テ
来
タ
。

従
来
ノ
私
ノ
興
味
ハ
主
ニ
人
ト
シ
テ
考
ヘ
、
求
メ
ル
事
ニ

向
ッ
テ
ヰ
タ
為
ニ
、
女
性
ト
シ
テ
ノ
自
覚
、
及
ビ
女
性
ト
シ

テ
ノ
自
己
教
育
ハ
可
成
リ
ニ
杜
撰
ナ
曖
昧
ナ
モ
ノ
デ
ア
ッ

タ
。
ソ
ノ
事
ガ
私
ノ
使
命
ヲ
漠
然
ト
シ
タ
モ
ノ
ニ
サ
セ
ル
主

ナ
原
因
ト
ナ
ッ
テ
ヰ
タ
。

女
子
教
育
改
善
意
見
ヲ
真
ニ
読
マ
ウ
ト
シ
タ
事
ハ
疑
ヒ
モ
ナ

ク
私
ノ
思
想
ノ
（
根
本
的
ニ
云
ヘ
バ
生
活
ノ
）
一
大
革
命
ノ

動
機
ト
ス
ル
事
デ
ア
ッ
タ
。
即
チ
、
従
来
、
人
間
ノ
体
験
ノ

到
リ
得
ル
極
致
ト
シ
テ
慕
ヒ
求
メ
タ
モ
ノ
ハ
、
男
性
ノ
ミ
ニ

モ
女
性
ノ
ミ
ニ
モ
属
ス
ル
事
ノ
出
来
ヌ
深
イ
人
間
性
ノ
体
験

デ
ア
ッ
タ
ト
ハ
云
ヘ
、
ソ
レ
ガ
マ
コ
ト
ニ
、
女
子
タ
リ
国
民

タ
ル
私
ノ
生
命
ト
ナ
ル
為
ニ
ハ
、
不
徹
底
散
漫
ナ
現
状
ニ
満

足
セ
ズ
、
更
ニ
明
確
ナ
婦
人
問
題
ノ
研
究
ヲ
必
要
ト
シ
タ
。

私
ノ
内
ニ
ハ
矢
張
り
、「
女
子
と
小
人
養
ひ
難
し
」
ノ
訓
ヘ

ノ
先
入
主
ガ
巣
ク
ウ
テ
ヰ
タ
。
之
ガ
偏
見
デ
ア
ル
ト
云
フ
事

ハ
一
応
ハ
肯
定
シ
テ
ハ
居
タ
ケ
レ
ド
、
更
ニ
確
実
ナ
科
学
的

研
究
ノ
結
果
ト
対
決
サ
セ
ル
必
要
ヲ
感
ジ
、
改
善
意
見
ヲ
読
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ン
ダ
。

果
シ
テ
我
々
女
子
ハ
コ
ノ
二
十
世
紀
ノ
新
時
代
ノ
建
設
者
タ

リ
得
ル
カ
？
コ
ノ
栄
冠
ノ
同
時
ニ
重
キ
任
務
ヲ
担
ヒ
得
ル

カ
？
ト
自
問
シ
、
自
ラ
ノ
内
ニ
答
ヘ
ヲ
求
メ
ツ
ヽ
読
ン
ダ
。

２
．
大
学
生
活
ノ
反
省

人
格
教
育
ト
専
問

［
マ
マ
］教

育
ト
ノ
真
髄
ハ
全
人
生
ヲ
通
ジ
テ
ノ

生
活
ノ
方
法
ノ
基
礎
ト
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
最
モ
徹
底

シ
タ
ソ
ノ
「
生
活
ノ
術
」
ヲ
明
示
サ
レ
教
導
ヲ
受
ケ
タ
。
ソ

レ
ハ
自
然
ニ
、
凡
テ
ノ
方
面
ニ
於
ケ
ル
自
己
ノ
学
生
々
活
ヲ

反
省
ス
ル
事
ト
ナ
ッ
タ
。

３
．
国
民
ト
シ
テ
、
時
代
ニ
処
ス
ル
道
ヲ
知
ル
態
度
ヲ
以
テ
、

此
等
各
々
別
ニ
存
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
。

要
ス
ル
ニ
女
子
ト
シ
テ
、
国
民
ト
シ
テ
、
人
ト
シ
テ
ノ
我
々

ガ
今
後
如
何
ニ
ス
ベ
キ
カ
ノ
問
題
ヲ
以
テ
、
コ
ノ
教
育
改
善

意
見
ヲ
読
ン
ダ
ノ
デ
ア
ル
。

第
二　

大
学
教
育
法
改
善
案
ト
女
子
教
育
改
善
意
見
ト
ノ
相
違
点

１
．�

立
脚
点
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

大
学
教
育
法
改
善
案
ハ
男
女
凡
テ
ノ
大
学
教
育
ニ
就
キ
テ
。

女
子
教
育
改
善
意
見
はハ
女
子
のノ
みミ
のノ
教
育
ニ
就
キ
テ
、
シ
カ

モ
、
大
学
教
育
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、（
勿
論
大
眼
目
ハ
大
学
教
育

ニ
オ
キ
、
高
等
女
学
校
、
小
学
校
ニ
モ
布

［
マ
マ
］衍
ス
）

２
．�

主
眼
点

等
シ
ク
賦
性
発
揮
ヲ
眼
目
ト
ハ
シ
テ
モ
、
大
学
教
育
法
改
善

案
ニ
於
テ
ハ
個
人
ト
シ
テ
ノ
個
性
発
揮
ニ
重
キ
ヲ
オ
キ
、
女

子
教
育
改
善
意
見
ハ
特
ニ
女
子
ノ
特
質
発
揮
、
女
性
ト
シ
テ

ノ
天
職
遂
行
ヲ
目
的
ト
ス
。

共
通
点

１
．
教
育
ノ
可
能
力
─
天
賦
性
発
揚
。

２
．
教
育
ノ
根
本
方
針
─
人
格
教
育
ト
専
問

［
マ
マ
］教

育
ト
ノ
伴
随
。

３
．
学
校
教
育
ハ
学
生
ノ
自
動
的
学
習
ニ
重
キ
ヲ
オ
ク
点
。

４
．
研
究
材
料
、
学
科
ノ
中
心
ハ
假
空
ノ
事
ニ
求
メ
ズ
シ
テ
、

実
地
ノ
生
活
現
象
ニ
求
ム
ル
点
。

関
係

女
子
教
育
改
善
意
見
ニ
表
ハ
サ
レ
タ
女
子
大
学
教
育
ハ
大
学

教
育
法
改
善
案
ヲ
基
礎
ト
シ
、
範
囲
ヲ
女
子
ニ
限
リ
、
一
層

明
確
ニ
、
細
カ
ク
表
ハ
サ
レ
テ
ア
ル
。

然
シ
ナ
ガ
ラ
、
彼
ノ
時
ヨ
リ
モ
、
此
ノ
時
ハ
更
ニ
時
代
ガ
推

移
開
展
シ
切
迫
シ
タ
。
時
代
ニ
対
ス
ル
正
シ
キ
反
応
ト
シ
テ

大
学
教
育
法
改
善
案
ガ
応
用
サ
レ
布［

マ
マ
］衍

サ
レ
タ
外
ニ
、
尚
方

針
ヲ
家
庭
中
心
ニ
シ
、
又
家
政
学
中
心
ノ
補
習
教
育
ヲ
授
ク

ル
等
ノ
如
ク
、
更
ニ
一
歩
ヲ
進
メ
、
徹
底
セ
ル
改
善
策
ガ
女

子
教
育
改
善
意
見
ニ
於
テ
、
創
メ
テ
述
ベ
ラ
レ
テ
ア
ル
。
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第
三　

女
子
教
育
改
善
意
見
ノ
骨
子

此
ノ
時
代
、
此
ノ
国
ニ
於
ケ
ル
女
性
ト
シ
テ
、
日
本
婦
人
ガ

自
覚
シ
各
々
ソ
ノ
天
職
使
命
ヲ
果
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
ソ

レ
ヲ
実
現
ス
ル
唯
一
ノ
方
法
ハ
現
在
ノ
女
子
教
育
ヲ
改
善

シ
、
教
育
ヲ
シ
テ
今
一
層
有
効
ナ
実
生
活
ノ
訓
練
ト
ス
ル
事

デ
ア
ル
。

識
者
ハ
女
子
教
育
ノ
重
大
事
タ
ル
ヲ
認
メ
テ
、
殊
ニ
其
ノ
最

大
根
本
タ
ル
女
子
高
等
教
育
ノ
道
ヲ
開
ク
ベ
キ
デ
ア
ル
。
女

子
自
身
ハ
自
ラ
科
学
的
ニ
目
醒
メ
テ
、
自
ラ
ヲ
卑
シ
マ
ズ
、

偏
見
ヲ
去
リ
、
現
状
ニ
安
ン
ゼ
ズ
シ
テ
、
コ
ノ
重
大
ナ
ル
使

命
ヲ
担
フ
ベ
ク
、
高
キ
女
子
高
等
教
育
ニ
耐
エ
ウ
ル
モ
ノ
ト

ナ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル
。

第
四　

各
章
ノ
要
点

第
一
章　

女
子
教
育
問
題
研
究
ノ
態
度

世
界
ノ
大
戦
ハ
欧
米
人
ノ
思
想
ト
生
活
ト
ニ
甚
大
ナ
変
動
ヲ

与
へ
タ
。
中
ニ
モ
、
婦
人
問
題
ノ
重
視
サ
レ
ル
ニ
到
ッ
タ
事

ハ
世
界
ノ
事
実
デ
ア
ル
。
我
国
ノ
女
子
教
育
モ
、
偏
見
ヲ
脱

シ
テ
、
新
時
代
ヲ
建
造
セ
ン
ト
ス
ル
明
ラ
カ
ナ
国
是
ノ
下
ニ

内
外
古
今
ノ
事
情
ニ
鑑
ミ
科
学
的
基
礎
ノ
上
ニ
立
ッ
テ
、
将

来
ノ
方
針
ヲ
定
ム
ル
ヲ
要
ス
ル
。

第
二
章　

女
子
ノ
人
格
教
育
ト
良
妻
賢
母
主
義
ノ
教
育

女
子
教
育
ハ
、
人
ト
シ
テ
、
婦
人
ト
シ
テ
、
国
民
ト
シ
テ
ノ

三
方
面
ヨ
リ
行
ハ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
人
格
教
育
ト
女
性

教
育
ト
ハ
、対
象
ト
ス
ル
ハ
女
性
ナ
ル
一
人
格
デ
ア
ル
故
ニ
、

本
来
別
ノ
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
。
サ
レ
バ
女
子
ノ
性
状
ヲ
科
学
的

ニ
研
究
シ
テ
、
ソ
ノ
中
ニ
人
格
ノ
萌
芽
ヲ
発
見
シ
テ
教
育
ス

ル
ノ
ヲ
適
当
ナ
女
子
教
育
ノ
方
針
ト
ス
ル
。
大
戦
ノ
示
シ
タ

結
果
ハ
、
コ
ノ
方
針
ノ
正
シ
イ
事
ヲ
裏
書
ス
ル
。
十
九
世
紀

ノ
男
子
ノ
文
明
科
学
ノ
世
紀
ガ
残
シ
タ
欠
陥
ヲ
補
フ
処
ノ
霊

界
ノ
開
拓
ハ
一
ニ
カ
カ
ッ
テ
、
今
後
ノ
女
子
ノ
力
ニ
俟
タ
レ

テ
ヰ
ル
。
厳
密
ナ
女
性
研
究
ノ
必
要
ナ
ル
事
勿
論
デ
ア
ル
。

第
三
章　

女
子
ノ
人
格
教
育
ト
専
問

［
マ
マ
］教

育

人
格
教
育
ト
専
問

［
マ
マ
］教

育
ト
ハ
両
々
相
並
行
シ
補
足
シ
合
ッ

テ
始
メ
テ
教
育
ノ
成
功
ガ
期
セ
ラ
レ
ル
。ソ
レ
ハ
人
ノ
動
機
、

思
考
、
実
行
ノ
三
要
素
ヲ
常
ニ
並
行
シ
、
伴
随
サ
セ
テ
、
全

人
格
ノ
天
職
実
現
ニ
導
ク
健
全
ナ
教
育
ノ
方
針
デ
ア
ル
。
ソ

ノ
方
法
ハ
即
チ
生
活
ノ
術
デ
ア
ル
。

女
性
ノ
教
育
ト
家
庭
ト
学
校
ト
ノ
連
絡

児
童
ハ
家
庭
ニ
対
シ
テ
凡
テ
ノ
興
味
ヲ
集
中
ス
ル
。
故
ニ
学

校
教
育
ハ
家
庭
ト
密
接
ニ
関
係
シ
学
校
ヲ
シ
テ
一
大
家
庭
タ

ラ
シ
メ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
而
シ
テ
ソ
ノ
実
際
生
活
ハ
同
時

ニ
学
校
ヲ
シ
テ
社
会
国
家
ノ
縮
図
タ
ラ
シ
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
。
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思
考
及
科
学

女
子
ノ
注
意
及
努
力
ヲ
家
庭
生
活
ニ
集
中
サ
セ
、
諸
学
科
ヲ

家
政
学
ニ
連
絡
統
一
セ
シ
メ
、
学
理
ト
実
地
、
思
考
ト
実
行

ト
ヲ
連
絡
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
ヨ
リ
、
効
率
ヲ
高
ム
ル
コ
ト
ガ

出
来
ル
。

女
子
高
等
教
育
ニ
於
ケ
ル
家
政
学
ノ
位
置

諸
有
技
術
ト
科
学
ト
ハ
悉
ク
家
庭
生
活
ニ
応
用
セ
ラ
ル
ベ
キ

モ
ノ
デ
ア
ル
、
故
ニ
集
中
点
ハ
家
政
学
ニ
オ
カ
レ
ナ
ケ
レ
バ

ナ
ラ
ナ
イ
。

第
四
章　

女
子
高
等
教
育
ノ
必
要

１
．
子
女
教
育
ノ
進
歩
ト
女
子
高
等
教
育

家
庭
教
育
者
ハ
学
校
教
育
ノ
進
歩
ニ
伴
ヒ
、
之
ヲ
理
解
シ
協

同
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、学
校
教
育
ノ
欠
点
ヲ
補
フ
ヲ
要
ス
ル
。

特
ニ
コ
ノ
過
渡
期
ニ
於
ケ
ル
母
タ
ル
モ
ノ
ヽ
資
格
ハ
現
状
ヨ

リ
モ
更
ニ
高
等
ナ
教
育
ヲ
要
ス
ル
。

２
．
家
庭
生
活
ノ
進
歩
。　

趣
味
ノ
向
上
、
科
学
ノ
発
達
ニ
伴

ヒ
テ
進
歩
ス
ル
家
庭
生
活
ノ
経
営
ノ
任
ニ
当
ル
ベ
キ
準
備

ト
シ
テ
女
子
高
等
教
育
ヲ
必
要
ト
ス
ル
。

３
．
女
子
教
育
ノ
普
及
徹
底
。

（
ａ
）
近
年
、
女
子
ノ
中
等
教
育
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
増
加
著
シ
ク
、

之
ニ
伴
ッ
テ
高
等
教
育
希
望
者
ノ
数
ノ
増
加
ス
ベ
キ
事
ハ

当
然
ノ
勢
デ
ア
ル
。

（
ｂ
）
且
又
、高
等
女
学
校
教
育
ノ
根
本
的
改
善
ノ
為
ニ
モ
、又
、

中
等
教
育
ヲ
受
ケ
タ
多
数
ノ
女
子
ノ
指
導
者
養
成
ノ
為
ニ

モ
、
女
子
高
等
教
育
ノ
必
要
ハ
明
ラ
カ
デ
ア
ル
。

４
．
男
子
ノ
進
歩
。　

女
子
ハ
社
会
的
ニ
ハ
男
子
ノ
協
力
者
タ

リ
。
個
人
的
ニ
ハ
伴
侶
友
朋
ト
シ
テ
男
子
ノ
進
歩
ニ
伴
フ

為
ニ
ハ
ソ
ノ
資
格
ヲ
高
等
教
育
ニ
ヨ
リ
テ
得
ナ
ケ
レ
バ
ナ

ラ
ヌ
。

５
．
女
子
職
業
ノ
発
達
。　

社
会
ノ
事
務
的
分
化
ト
生
存
競
争

ノ
激
烈
ト
ニ
原
因
シ
テ
女
子
ノ
社
会
活
動
ハ
増
加
シ
ツ
ヽ

ア
ル
。
コ
ノ
方
面
ノ
要
求
ヨ
リ
女
子
高
等
教
育
ノ
必
要
ナ

ル
所
以
ハ

（
ａ
）
多
数
ノ
職
業
婦
人
ノ
上
ニ
立
ツ
ベ
キ
女
子
ノ
指
導
者
養

成
ノ
機
関
ノ
必
要

（
ｂ
）
学
者
、
専
問

［
マ
マ
］家

ト
シ
テ
立
ツ
ベ
キ
婦
人
養
成
機
関
ノ
必

要
。
ト
ナ
ル

６
．
国
家
ノ
発
達
。　

国
民
ノ
人
格
ニ
於
ケ
ル
女
子
ノ
影
響
ノ

大
ナ
ル
事
ヲ
認
ム
ル
以
上
ハ
国
家
的
見
地
カ
ラ
女
子
高
等

教
育
ノ
進
歩
ガ
必
要
デ
ア
ル
。

７
．
社
会
ノ
進
歩
。　

鞏
固
、
円
満
ナ
ル
社
会
組
織
ニ
ヨ
リ
テ

社
会
ノ
進
歩
ヲ
来
ス
為
ニ
ハ
男
女
ハ
略
々
同
程
度
ノ
思
想

感
情
ヲ
以
テ
、
全
員
理
解
融
通
ガ
行
ハ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ

ヌ
。
女
子
ニ
コ
ノ
資
格
ヲ
与
ヘ
ル
道
ト
シ
テ
、
高
等
教
育
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ガ
必
要
デ
ア
ル
。

８
．
戦
後
ニ
於
ケ
ル
世
界
ノ
形
勢
。
戦
後
ノ
世
界
ハ
更
ニ
激
烈

ナ
ル
活
動
、
競
争
ノ
状
態
ト
ナ
ル
デ
ア
ラ
ウ
。
特
ニ
欧
米

婦
人
ノ
社
会
的
活
動
ノ
拡
大
ハ
女
子
ノ
人
格
技
能
ノ
発
達

ヲ
来
ス
ト
共
ニ
一
方
男
子
ヲ
助
ケ
テ
、
偉
大
ナ
ル
新
文
明

ヲ
産
出
ス
ベ
キ
傾
向
ハ
明
ラ
カ
デ
ア
ル
。
我
国
婦
人
ノ
ミ

ガ
依
然
旧
態
ニ
留
マ
ル
事
ハ
女
子
ノ
不
幸
ニ
シ
テ
国
家
ノ

不
幸
デ
ア
ル
、
之
ヲ
救
フ
ノ
道
ハ
女
子
ノ
高
等
教
育
デ
ア

ル
。

９
．
交
戦
諸
国
ノ
婦
人
状
態
及
女
子
教
育
ノ
新
傾
向
。　

彼
国

婦
人
等
ノ
自
覚
セ
ル
活
動
、
ソ
ノ
努
力
、
悉
ク
、
今
ヤ
女

子
ノ
時
代
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
事
ヲ
証
明
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
。

10
．
小
結　

女
子
ノ
社
会
的
発
展
ニ
伴
フ
弊
害
ヲ
恐
レ
テ
旧
態

ニ
止
マ
ル
時
デ
ハ
最
早
ナ
イ
。
弊
害
ハ
積
極
的
ニ
更
ニ
女

子
ノ
進
歩
ヲ
確
実
ニ
ス
ル
事
ニ
ヨ
ッ
テ
救
ハ
レ
ル
デ
ア
ラ

ウ
。
女
子
高
等
教
育
ノ
発
達
ハ
社
会
各
方
面
ノ
要
求
デ
ア

リ
、
文
明
必
然
ノ
趨
勢
デ
ア
ル
。

第
五
章　

男
女
共
学
問
題
。

宇
宙
ノ
理
想
ハ
一
言
ニ
云
ヘ
バ
ソ
ノ
両
極
タ
ル
男
女
ノ
両
性

ノ
調
和
ニ
ア
ル
。
女
子
教
育
ノ
方
針
及
目
的
ハ
女
性
ノ
使
命

ヲ
完
ウ
シ
完
全
ナ
人
格
ヲ
作
ル
道
ヲ
示
導
ス
ル
ニ
ア
ル
。
今

後
我
国
ノ
女
子
高
等
教
育
ハ
一
方
特

［
マ
マ
］立
ノ
女
子
大
学
制
度

ヲ
設
ケ
テ
、
徹
底
セ
ル
女
性
教
育
ノ
道
ヲ
開
キ
、
他
方
ニ
於

テ
ハ
一
定
ノ
制
限
ノ
下
ニ
、
男
子
大
学
ノ
門
戸
ヲ
開
放
ス
ル

事
ヲ
以
テ
最
モ
適
切
ナ
ル
方
策
ト
ス
ル
。

第
六
章　

女
子
ノ
高
等
教
育
ノ
可
能
力
。

１
．
精
神
的
可
能
力
。　

現
代
ノ
知
識
ハ
女
子
ノ
特
性
ヲ
認
メ

『
本
能
的
ニ
人
類
ノ
獲
得
セ
ル
諸
有
後
天
的
善
ヲ
保
存
シ

一
段
ノ
高
所
ニ
於
テ
新
要
素
ヲ
同
化
シ
テ
社
会
ヲ
向
上
セ

シ
メ
ン
ト
ス
ル
資
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
』ト
結
論
シ
テ
居
ル
。

女
子
ハ
男
子
ト
ソ
ノ
発
展
ノ
方
面
ハ
異
ニ
ス
ル
モ
、
人
格

ト
シ
テ
ハ
同
様
ニ
永
久
ノ
進
化
ヲ
示
ス
モ
ノ
デ
ア
ル
事
ハ

疑
モ
ナ
イ
事
デ
ア
ル
。
女
子
ノ
可
能
力
ヲ
疑
フ
者
ノ
論
拠

ハ
多
ク
科
学
的
研
究
ノ
結
果
デ
ハ
ナ
イ
。

２
．
身
体
的
可
能
力
。　

今
日
ノ
学
説
ニ
ハ
、
女
子
ノ
生
理
的

心
理
的
発
達
ヲ
遂
ゲ
ル
ニ
ハ
二
十
三
四
才
以
後
デ
ア
ル
故

ニ
、
ソ
レ
マ
デ
適
切
須
要
ナ
ル
教
育
ヲ
与
フ
ベ
シ
ト
ノ
意

見
ガ
多
ク
持
タ
レ
テ
ヰ
ル
。
而
シ
テ
、
本
校
ノ
示
ス
実
例

モ
、
不
完
全
ナ
ガ
ラ
可
成
リ
満
足
ナ
ル
結
果
ヲ
示
シ
テ
ヰ

ル
。

第
七
章　

我
国
ハ
今
後
如
何
ナ
ル
女
子
大
学
ヲ
要
ス
ル
ヤ

ソ
ノ
方
針
ハ
我
帝
国
ノ
婦
人
特
殊
ノ
使
命
カ
ラ
立
ツ
ラ
ル
ベ

キ
デ
ア
ル
。

１
．
家
政
学
科
。　

直
覚
的
神
秘
的
賦
性
ヲ
健
全
ニ
発
展
セ
シ
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メ
科
学
的
頭
脳
ノ
啓
発
、
無
情
的
勢
力
ノ
善
導
ニ
ヨ
リ
諸

種
ノ
重
大
問
題
ヲ
以
テ
社
会
ニ
貢
献
シ
ウ
ル
所
ノ
知
識
技

能
ヲ
養
成
セ
ン
事
ヲ
期
シ
之
ガ
為
ニ
家
政
学
ヲ
中
心
ト
シ

テ
理
科
、
経
済
学
科
、
農
科
、
商
科
、
人
類
学
科
等
ヲ
連

絡
ノ
分
科
ト
シ
テ
開
設
ス

２
．
宗
教
科
。　

国
民
精
神
生
活
ノ
後
天
的
美
ヲ
保
存
醇
化
シ

信
念
ヲ
覚
醒
又
涵
養
シ
、
社
会
事
業
ノ
指
導
者
ヲ
養
成
セ

ン
為
宗
教
科
ヲ
設
ケ
、
之
ニ
関
連
シ
テ
文
科
、
社
会
学
科
、

教
育
科
、
美
術
科
、
音
楽
科
等
ヲ
オ
ク
。

３
．
医
科
。　

女
子
ノ
稟
性
発
揮
ノ
一
ツ
ノ
道
ト
シ
テ
、
医
科

ヲ
中
心
ニ
体
育
科
、
薬
学
科
、
病
人
食
物
及
栄
養
科
、
人

種
改
善
科
等
ヲ
之
ニ
関
連
シ
テ
オ
ク
。
即
チ
女
子
ノ
総
合

大
学
ヲ
建
設
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
。

第
八
章　

女
子
教
育
改
善
策

１
．
学
校
ハ
家
庭
及
社
会
国
家
ノ
連
鎖
ト
ナ
リ
女
子
ノ
国
民
教

育
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
事
。

２
．
男
子
ガ
兵
役
義
務
ヲ
負
担
ス
ル
ト
同
様
、
女
子
ニ
モ
国
民

ト
シ
テ
小
学
校
終
了
後
一
ヶ
年
以
上
ノ
補
習
教
育
ヲ
受
ケ

シ
メ
家
政
学
ヲ
中
心
ト
セ
ル
実
務
教
育
ヲ
授
ク
ル
方
針
ヲ

取
ル
ベ
キ
コ
ト
。

３
．
家
政
学
ニ
重
キ
ヲ
オ
キ
、
家
庭
生
活
ニ
対
ス
ル
思
想
、
興

味
、
実
行
ヲ
中
心
ト
シ
テ
他
学
科
ヲ
之
ニ
連
絡
統
一
ス
ベ

キ
コ
コ
ト
。

４
．
高
等
女
学
校
ハ
修
行
年
限
ヲ
五
ヶ
年
ヲ
本
則
ト
シ
五
年
以

上
ノ
高
等
女
学
校
ハ
上
級
ヲ
分
科
的
ト
ナ
シ
選
択
ノ
自
由

ヲ
与
フ
ル
コ
ト
。

５
．
高
等
女
学
校
卒
業
後
ノ
者
ノ
入
学
ス
ベ
キ
女
子
高
等
学
校

ハ
修
行
年
限
ヲ
二
年
又
ハ
三
年
ト
シ
基
礎
ト
シ
テ
修
養
教

育
ヲ
授
ケ
、
上
進
ス
ル
ニ
従
ヒ
適
切
ナ
ル
部
門
学
科
ニ
集

中
学
習
セ
シ
メ
ル
。

６
．
女
子
ノ
天
職
ノ
自
覚
ニ
確
信
ト
興
味
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
専

問［
マ
マ
］的

知
識
技
能
ヲ
授
ク
ル
為
女
子
専
問

［
マ
マ
］学

校
ヲ
オ
ク
。

程
度
ハ
女
子
高
等
学
校
ニ
準
ズ
ル
。

７
．
女
子
大
学
ハ
家
政
学
科
宗
教
科
医
科
ヲ
中
心
ト
シ
タ
モ
ノ

ヲ
女
子
総
合
大
学
ト
シ
ソ
ノ
一
分
科
ノ
上
ニ
研
究
科
ヲ
有

ス
ル
モ
ノ
ヲ
女
子
単
科
大
学
ト
ス
ル
。
男
子
大
学
ト
モ
連

絡
ス
ル
事
ヲ
要
ス
ル
。

８
．
女
性
人
格
教
育
を
徹
底
セ
シ
ム
ル
コ
ト

９
．
女
子
体
育
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
コ
ト

10
．
女
子
視
学
ヲ
オ
ク
コ
ト
。

第
五　

全
体
ノ
要
領

１
．
女
子
教
育
ニ
対
ス
ル
態
度
ハ
積
極
的
ニ
科
学
的
女
性
研
究

ノ
結
果
カ
ラ
出
ヅ
ベ
キ
デ
ア
ル
。
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２
．
女
子
ノ
人
格
教
育
ト
女
性
教
育
ト
国
民
教
育
ト
ガ
別
々
ニ

離
シ
テ
ハ
行
ハ
レ
ナ
イ
事
ヲ
知
リ
、
コ
ノ
時
代
ニ
最
モ
適

応
シ
タ
女
子
ノ
使
命
ヲ
果
サ
シ
メ
ル
為
ニ
ハ
教
育
ヲ
如
何

ニ
ス
ベ
キ
カ
ノ
問
題
ニ
ナ
ル
。

３
．
教
育
ノ
根
本
方
針
ハ
人
格
教
育
ト
専
問

［
マ
マ
］教

育
ト
相
並
行

シ
伴
随
ス
ル
事
ニ
ア
ル
。
女
子
教
育
ニ
ア
リ
テ
最
モ
自
然

ノ
行
キ
方
ハ
家
庭
ト
学
校
ト
ノ
連
絡
ヲ
ト
ッ
テ
学
校
ヲ
生

活
ノ
訓
練
ノ
場
所
ト
ス
ル
ト
共
ニ
、
諸
学
科
ヲ
家
政
学
ニ

連
絡
統
一
セ
シ
ム
ル
事
ニ
ア
ル
。

４
．
女
子
高
等
教
育
ハ
子
女
教
育
ノ
進
歩
ノ
上
カ
ラ
、
又
家
庭

生
活
ノ
改
善
進
歩
、
女
子
教
育
ノ
普
及
徹
底
、
男
子
ノ
進

歩
、
女
子
職
業
ノ
発
達
、
国
家
ノ
発
達
、
社
会
ノ
進
歩
ノ

上
ヨ
リ
見
テ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
勿
論
、
当
然
之
ニ
伴
ヒ
テ

進
歩
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
。
戦
後
ノ
世
界
ノ
形
勢
ヲ
察
知

シ
又
交
戦
諸
国
ノ
婦
人
状
態
ト
教
育
ノ
傾
向
ヲ
見
ル
モ
、

女
子
高
等
教
育
ノ
発
達
ハ
必
然
ノ
趨
勢
デ
ア
ル
。

５
．
而
シ
テ
ソ
レ
ハ
徹
底
セ
ル
女
性
教
育
デ
ア
リ
シ
カ
モ
他
方

ニ
ハ
男
女
共
学
ノ
道
モ
開
カ
ル
ベ
キ
デ
ア
ル

６
．
女
子
ノ
高
等
教
育
ハ
精
神
的
ニ
モ
身
体
的
ニ
モ
可
能
デ
ア

ル
。

７
．
我
国
今
後
ノ
女
子
大
学
ハ
女
子
ノ
稟
性
発
揮
ヲ
目
的
ト
ス

ル
、
家
政
学
科
、
宗
教
科
、
医
科
ヲ
中
心
ニ
、
其
他
之
ニ

関
連
ス
ル
諸
科
ヲ
設
ケ
タ
ル
一
大
総
合
大
学
デ
ナ
ケ
レ
バ

ナ
ラ
ヌ
。

８
．
女
子
教
育
改
善
策
ト
シ
テ
、
国
民
教
育
ノ
徹
底
、
国
民
補

習
教
育
ノ
創
始
、
家
政
学
中
心
制
ニ
ヨ
ル
女
子
普
通
教
育

ノ
徹
底
的
統
一
、
高
等
女
学
校
制
度
ノ
改
革
、
女
子
高
等

学
校
及
女
子
専
問

［
マ
マ
］学

校
ノ
設
置
、
女
子
総
合
大
学
及
単

科
大
学
ノ
新
設
、
女
性
人
格
教
育
ノ
徹
底
、
女
子
体
育
ノ

徹
底
、
女
子
視
学
ヲ
オ
ク
事
、
等
デ
ア
ル
。

第
六　

批
評
及
確
信

コ
ノ
書
ハ
婦
人
問
題
ノ
最
新
ノ
解
決
デ
ア
リ
、
時
代
ニ
処
シ

テ
婦
人
ノ
赴
ク
ベ
キ
所
ヲ
示
導
サ
レ
タ
明
燈
デ
ア
ル
。
我
国

ノ
女
性
ニ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
一
大
覚
醒
ノ
警
鐘
デ
ア
ル
。

此
ノ
書
ヲ
生
カ
シ
、
危
機
ニ
迫
レ
ル
国
ヲ
救
フ
ノ
道
ヲ
講
ゼ

ン
ト
ス
ル
カ
又
ハ
、
猶
現
状
ニ
俊
巡
シ
テ
、
之
ヲ
単
ニ
先
覚

者
ノ
予
言
ト
シ
テ
終
ラ
シ
ム
ル
カ
ハ
一
ニ
之
ヲ
受
ク
ル
婦
人

自
身
ノ
態
度
ニ
ア
ル
。

科
学
的
研
究
ノ
結
果
ヲ
信
ジ
自
由
ナ
ル
人
格
ト
シ
テ
立
チ
ウ

ル
コ
ト
ハ
何
タ
ル
大
歓
喜
デ
ア
ラ
ウ
。
各
自
ノ
働
キ
場
ヲ
見

出
シ
テ
、
開
拓
ノ
手
ヲ
待
ツ
広
野
ノ
前
ニ
立
ツ
我
等
ニ
ハ
大

ナ
ル
希
望
ガ
湧
イ
テ
来
ル
。

現
実
ノ
我
ハ
余
リ
ニ
ミ
ス
ボ
ラ
シ
ク
小
サ
イ
。
シ
カ
モ
ソ
ノ
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［付］	 宮澤トシ　「実践倫理」答案　翻刻

我
ヲ
提
ゲ
テ
、
何
処
マ
デ
コ
ノ
重
任
ヲ
尽
シ
得
ル
カ
自
ラ
試

ミ
、
自
ラ
一
歩
ヲ
始
メ
ヤ
ウ
ト
ノ
覚
悟
ハ
既
ニ
出
来
タ
。

女
子
大
学
ノ
建
設
ハ
我
々
ノ
共
同
ノ
責
任
デ
ア
ル
。

研
究
方
面
ニ
、
精
神
方
面
ニ
、
体
育
方
面
ニ
、
大
学
生
活
ガ

如
何
ニ
ア
ル
ベ
キ
カ
、
而
シ
テ
現
在
ハ
如
何
ナ
ル
状
態
デ
ア

ル
カ
、
コ
ノ
反
省
ハ
私
ヲ
奮
ヒ
立
タ
セ
ル
。
ソ
ノ
各
方
面
ニ

一
層
ノ
努
力
ヲ
進
メ
ル
コ
ト
ニ
ヨ
ッ
テ
、
大
学
建
設
ノ
共
同

責
任
ヲ
負
フ
ニ
相
応
シ
キ
モ
ノ
ニ
自
ラ
成
リ
度
イ
ト
希
フ
ノ

デ
ア
ル
。

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

た
ノ
ー
ト
。
上
部
の
マ
ー
ク
の
○
はD

eity

（
神
）、+
はSelf-

Identity

（
本
体
）、
□
はH

um
anity

（
人
間
性
）、
△
は

T
rinity

（
三
位
一
体
）
を
表
し
、
の
ち
に
本
学
の
校
章
に
取
り

入
れ
ら
れ
た
。
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な
っ
て
襟
足
に
た
れ
さ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
先
生
は
丁
寧
に
直

し
て
く
だ
さ
り
、
ポ
ン
と
背
中
を
叩
か
れ
た
。「
行
っ
て
よ
ろ
し

い
」。
今
も
冷
汗
が
出
る
よ
う
な
思
い
出
で
あ
る
。
上
代
先
生
は
、

生
徒
が
髪
ふ
り
乱
し
て
走
っ
て
い
る
の
が
お
か
し
く
て
仕
方
が
な

い
と
い
う
ふ
う
だ
っ
た
。

そ
の
日
よ
り
少
し
あ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
私
が
属
し
て
い
た

コ
ー
ラ
ス
部
、
日
本
女
子
大
学
合
唱
団
の
練
習
風
景
を
ラ
ジ
オ
局

が
取
材
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
耳
に
さ
れ
た
上
代
先
生
か

ら
、
録
音
が
終
わ
っ
た
ら
学
長
室
に
来
る
よ
う
に
と
い
う
伝
言
が

秘
書
室
を
通
し
て
届
い
た
。
と
こ
ろ
が
私
は
取
材
が
済
ん
だ
頃
に

は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
、
あ
っ
と
気
が
つ
い
た
時
に
は
夕
闇

が
構
内
を
包
み
始
め
て
い
る
。
学
長
室
に
飛
ん
で
い
っ
た
が
、
も

う
ド
ア
は
閉
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ど
う
し
よ
う
、
先
生
の
お
宅

へ
お
詫
び
に
あ
が
る
し
か
な
い
、
そ
う
思
い
立
っ
て
仲
間
と
二
人

で
成
城
方
面
へ
向
か
っ
た
。
ど
の
辺
り
が
先
生
の
お
住
い
な
の
か

全
く
判
ら
な
い
ま
ま
、
住
所
を
頼
り
に
や
っ
と
探
し
あ
て
て
も
先

生
は
ま
だ
お
戻
り
で
は
な
い
。
留
守
番
の
方
に
く
ど
く
ど
と
説
明

し
、
本
当
に
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
と
頭
を
下
げ
て
と
ぼ
と
ぼ
家
路

に
つ
い
た
。

そ
の
夜
は
殆
ど
眠
れ
な
か
っ
た
。
翌
日
登
校
す
る
と
、
コ
ー
ラ

ス
部
の
部
室
に
学
長
室
か
ら
お
使
い
の
先
生
が
み
え
た
。
上
代
先

生
は
放
送
局
の
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
お
茶
を
差
し
上
げ
た

上
代
先
生
と

 

日
本
女
子
大
学
合
唱
団

大
竹　

洋
子

日
本
女
子
大
学
と
私

憧
れ
の
上
代
先
生

前
方
を
歩
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
学
長
の
上
代
先
生
だ
。
泉

山
館
一
階
の
廊
下
で
あ
る
。
私
は
も
の
す
ご
く
急
い
で
い
た
。
先

生
を
追
い
越
し
た
い
が
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し
と
う
と
う
堪

り
か
ね
て
突
っ
走
っ
た
。「
失
礼
し
ま
す
、申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」。

駆
け
抜
け
た
私
の
肩
が
が
っ
と
掴
ま
れ
、
し
ま
っ
た
、
と
思
う
ま

も
な
く
上
代
先
生
の
笑
顔
が
見
え
た
。「
何
を
そ
ん
な
に
慌
て
て

い
る
の
」、
上
代
先
生
は
、
私
の
髪
の
乱
れ
を
直
し
始
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
は
私
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
。

だ
が
こ
の
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
後
れ
毛
と
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一
九
五
四
（
昭
和
29
）
年
、
新
制
八
回
生
と
し
て
日
本
女
子
大

学
文
学
部
国
文
学
科
に
入
学
、
再
び
目
白
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
帰
っ

て
き
た
私
が
、
ま
ず
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
コ
ー
ラ
ス
部
に
入
る

こ
と
だ
っ
た
。
新
入
生
歓
迎
会
で
歌
っ
た
四
年
生
の
格
好
よ
さ
に

つ
ら
れ
て
、
四
〇
名
も
の
八
回
生
が
コ
ー
ラ
ス
部
に
雪
崩
れ
込
ん

だ
の
で
あ
る
。
部
室
は
講
堂
（
現
・
成
瀬
記
念
講
堂
）
の
屋
根
裏

に
あ
り
、
私
た
ち
は
一
日
の
大
半
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
。
心
を
こ

め
て
歌
う
こ
と
が
い

か
に
大
切
か
を
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
指
揮
者
の
木
下

保
先
生
だ
っ
た
。

日
本
女
子
大
学
合

唱
団
の
始
ま
り
は

一
九
三
二（
昭
和
７
）

年
に
遡
る
。
当
時
の

校
長
・
井
上
秀
先
生

の
お
勧
め
で
合
唱
団

は
生
ま
れ
、
東
京
音

楽
学
校
（
現
・
東
京

藝
術
大
学
音
楽
学

部
）
教
授
、
澤
崎
定

か
っ
た
、
で
も
私
が
な
か
な
か
現
れ
な
い
の
で
外
出
な
さ
っ
た
、

と
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
お
宅
に
う
か
が
っ
た
こ
と
を
ご
存

知
の
先
生
は
、「
あ
な
た
た
ち
が
ち
ゃ
ん
と
用
件
を
話
さ
な
い
か

ら
、
生
徒
に
余
計
な
心
配
を
か
け
て
し
ま
っ
た
、
悪
い
こ
と
を
し

た
」
と
、
秘
書
の
先
生
を
お
叱
り
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
私
は

い
よ
い
よ
申
し
訳
な
く
、
し
か
し
生
徒
を
気
に
か
け
て
く
だ
さ
る

上
代
先
生
に
い
よ
い
よ
憧
れ
た
。

合
唱
団
に
か
け
た
青
春

一
九
四
八
（
昭
和
23
）
年
四
月
、
私
は
日
本
女
子
大
学
附
属
中

学
に
入
学
し
た
。
日
本
の
敗
戦
か
ら
ま
だ
三
年
も
経
っ
て
い
な
い

頃
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
は
三
年
間
を
通
し
て
東
組
、
こ
の
間
に
私
の

基
礎
が
培
わ
れ
て
い
っ
た
と
思
う
。
一
二
歳
か
ら
欠
か
さ
ず
眺
め

た
建
学
者
の
三
綱
領
は
ご
く
自
然
に
身
に
つ
き
、
こ
の
三
つ
の
教

え
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
は
今
も
っ
て
な
い
、
と
言
い
切
る
こ
と
が

で
き
る
。
大
勢
の
優
秀
で
善
良
な
級
友
た
ち
と
の
付
き
合
い
は
、

絶
え
る
こ
と
な
く
七
〇
年
近
く
も
続
い
て
い
る
。
一
九
五
一
年
に

は
そ
ろ
っ
て
附
属
高
校
へ
進
学
し
、
西
生
田
通
い
が
始
ま
っ
た
。

あ
ま
り
勉
強
は
し
な
か
っ
た
が
、
手
当
り
次
第
に
本
を
読
ん
だ
。

西
生
田
の
自
然
は
美
し
く
、
と
り
わ
け
雪
の
朝
の
光
景
は
忘
れ
ら

れ
な
い
。
す
で
に
進
み
ゆ
く
道
を
決
め
て
い
た
友
も
あ
っ
た
が
、

私
は
あ
れ
も
こ
れ
も
と
好
奇
心
を
募
ら
せ
る
毎
日
だ
っ
た
。

コーラス部の仲間と（中央が筆者）
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之
先
生
を
指
揮
者
に
お
迎
え
し
た
。
澤
崎
先
生
の
お
供
や
時
に
代

理
で
来
校
さ
れ
た
の
が
、
門
下
生
の
木
下
先
生
で
あ
る
。
澤
崎
先

生
亡
き
あ
と
、
木
下
先
生
は
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
合
唱
団
の
指
揮

者
で
あ
り
指
導
者
だ
っ
た
。「
最
初
に
接
し
た
ほ
ぼ
三
〇
名
の
部

員
は
技
術
的
に
は
幼
稚
だ
っ
た
が
、
文
化
人
と
し
て
の
誇
り
高
い

学
生
た
ち
だ
っ
た
」
と
、
先
生
は
後
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

に
「
こ
の
伝
統
と
教
養
と
気
品
に
満
ち
、
近
い
将
来
、
立
派
な
社

会
人
に
な
る
人
々
の
合
唱
団
に
は
、
事
情
の
許
す
限
り
蔭
の
力
に

な
り
た
い
」
と
も
記
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

学
外
演
奏
会
の
実
現

合
唱
団
が
学
外
で
演
奏
会
を
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
九
五
六
年
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
年
、
上
代
た
の
先
生
が
第
六
代

学
長
に
就
任
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
に
コ
ー
ラ
ス
部
員
た
ち
は
弛
ま

ず
練
習
を
重
ね
て
い
た
の
で
、
外
部
の
人
々
に
も
聴
い
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
は
年
毎
に
高
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
学
校
の
方

針
で
願
い
は
な
か
な
か
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
学
生
た

ち
の
希
望
は
た
だ
素
通
り
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。教
授
会
、

桜
楓
会
、
学
生
自
治
会
な
ど
、
学
園
全
体
の
協
力
態
勢
が
徐
徐
に

整
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

成
瀬
仁
蔵
先
生
生
誕
百
年
祭
の
前
年
に
あ
た
る
時
期
と
、
上
代

新
学
長
就
任
が
相
俟
っ
て
、
つ
い
に
長
年
の
夢
が
実
現
し
た
。

一
九
五
六
年
五
月
三
一
日
、
日
本
女
子
大
学
合
唱
団
第
一
回
演
奏

会
が
、
神
宮
外
苑
の
日
本
青
年
館
で
幕
を
上
げ
た
の
だ
。
三
年
生

だ
っ
た
私
は
四
年
生

の
奮
闘
を
目
の
あ
た

り
に
、
下
働
き
の
仕

事
を
懸
命
に
は
た
し

た
。上
代
先
生
は「
学

生
達
は
美
し
い
合
唱

芸
術
の
中
に
自
己
を

成
長
さ
せ
、
更
に
大

き
な
調
和
を
生
み
出

す
こ
と
に
精
進
を
つ

づ
け
て
ま
い
り
ま
し

た
」
と
、
第
一
回
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
書
い

て
く
だ
さ
っ
た
。
当

時
の
学
生
新
聞
に
よ

れ
ば
、
上
代
先
生
の

お
考
え
の
基
本
は

〝
皆
と
い
っ
し
ょ
に

や
る
こ
と
〟だ
っ
た
。

そ
れ
は
私
た
ち
に

第１回演奏会
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と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
み
ん
な
と
一
緒
に
歩
く

喜
び
と
充
実
の
時
を
求
め
、
翌
年
に
は
日
本
初
演
の
曲
も
加
え
て

第
二
回
演
奏
会
を
挙
行
、
以
来
昨
二
〇
一
四
年
ま
で
に
五
九
回
の

定
期
演
奏
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
男
声
か
混
声
が
主
流
の
合
唱
界

に
女
声
が
分
け
入
り
、
ま
だ
レ
パ
ー
ト
リ
ー
も
少
な
い
女
声
合
唱

の
世
界
に
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
た
、
と
い
う
評
価
に
勇
気
づ
け

ら
れ
意
気
込
み
も
新
た
に
、
営
営
と
歌
い
つ
づ
け
た
何
代
に
も
わ

た
る
部
員
た
ち
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る
。
現
在
の
部
員
数
は
時
代

の
推
移
に
つ
れ
て
ぐ
っ
と
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
澄
ん
だ

歌
声
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

一
九
六
四
（
昭
和
39
）
年
に
は
木
下
先
生
の
還
暦
を
契
機
に
、

Ｏ
Ｇ
部
員
が
力
を
合
わ
せ
て
桜
楓
合
唱
団
を
結
成
、
昨
年
一
〇
月

に
発
足
五
〇
周
年
を
迎
え
た
。
桜
楓
会
専
属
の
合
唱
団
で
は
な
い

け
れ
ど
、
み
ん
な
で
名
称
を
考
え
て
い
る
と
、
ご
く
自
然
に
こ
の

名
前
が
出
て
き
た
。
桜
楓
合
唱
団
の
指
揮
者
も
、
一
九
八
二
年
に

逝
去
さ
れ
る
ま
で
木
下
先
生
が
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
草
創

期
を
担
っ
た
一
人
で
は
あ
る
が
、
現
在
は
Ｂ
会
員(

サ
ポ
ー
ト
会

員)

と
な
っ
て
先
輩
後
輩
に
声
援
を
送
っ
て
い
る
。

髙
野
悦
子
さ
ん
の
こ
と

人
生
の
転
機
が
訪
れ
て
一
九
七
五
（
昭
和
50
）
年
の
夏
、
私
は

岩
波
ホ
ー
ル
の
ド
ア
を
叩
き
、
映
画
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
総
支
配
人
の
髙
野
悦
子
さ
ん
が
母
校
の
先
輩
と
知
っ
た

の
は
、
入
社
し
て
か
ら
で
あ
る
。
私
は
運
が
よ
か
っ
た
の
だ
。
あ

る
日
、岩
波
ホ
ー
ル
で
ば
っ
た
り
お
会
い
し
た
中
谷
貞
子
先
生
は
、

私
た
ち
を
親
身
に
な
っ
て
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
合
唱
団
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
だ
っ
た
。そ
し
て
髙
野
さ
ん
の
学
生
時
代
の
寮
監
で
あ
り
、

保
証
人
で
も
あ
っ
た
。
学
外
の
研
究
活
動
で
帰
り
が
遅
く
な
る
髙

野
さ
ん
を
、
中
谷
先
生
は
い
つ
も
提
灯
を
か
ざ
し
な
が
ら
、
寮
の

門
前
で
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
。
小
柄
な
中
谷
先
生
と

長
身
の
髙
野
さ
ん
、
そ
れ
に
夜
更
け
の
提
灯
の
淡
い
光
、
ま
る
で

映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
見
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
て
同
じ
恩
師
を
も

つ
髙
野
さ
ん
と
私
の
、
二
人
三
脚
の
長
い
歩
み
が
始
ま
っ
た
。

岩
波
ホ
ー
ル
の
名
画
発
掘
上
映
運
動
〈
エ
キ
プ
・
ド
・
シ
ネ
マ
〉

も
、
一
九
八
五
（
昭
和
60
）
年
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
東
京
国
際
女

性
映
画
祭
も
、
大
学
時
代
の
延
長
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
同
じ

方
向
を
む
い
て
、
み
ん
な
一
緒
に
脇
目
も
ふ
ら
ず
に
や
る
の
だ
。

も
っ
と
も
、
大
学
の
卒
業
式
が
終
わ
り
、
長
い
行
列
を
つ
く
っ
て

校
庭
で
保
護
者
と
共
に
先
生
が
た
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
と
き
、

上
代
先
生
も
ク
ラ
ス
リ
ー
ダ
ー
の
青
木
生
子
先
生
も
、
他
の
ど
の

先
生
も
私
を
褒
め
て
く
だ
さ
る
の
は
コ
ー
ラ
ス
の
こ
と
ば
か
り

で
、
学
問
に
つ
い
て
は
何
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
と
、
母
は
す

こ
ぶ
る
機
嫌
が
悪
か
っ
た
。
で
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
日

本
女
子
大
学
コ
ー
ラ
ス
部
卒
業
な
の
だ
か
ら
。
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髙
野
さ
ん
が
他
界
し
て
二
年
が
経
ち
、
私
も
長
老
の
域
に
近
づ

き
つ
つ
あ
る
今
、
し
か
し
周
り
を
見
渡
せ
ば
母
校
の
後
輩
た
ち
の

な
ん
と
多
く
の
女
性
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
か
。
岩
波
ホ
ー
ル
で

は
中
学
、
高
校
、
大
学
国
文
科
と
私
の
直
系
の
下
級
生
、
二
五
回

生
の
石
井
淑
子
さ
ん
が
頑
張
っ
て
い
る
。
映
画
界
に
は
私
が
最
大

の
期
待
を
寄
せ
る
女
性
監
督
が
生
ま
れ
た
。
住
居
学
科
五
二
回
生

の
石
山
友
美
さ
ん
で
あ
る
。「
成
瀬
先
生
の
教
え
、
特
に
〝
共
同

奉
仕
〟
を
刷
り
込
ま
れ
た
か
い
が
あ
っ
て
か
、
異
様
に
結
束
力
が

強
い
の
が
日
本
女
子
大
生
の
特
徴
」、
と
書
い
た
石
山
さ
ん
の
文

章
を
み
つ
け
た
時
に
は
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
全
く
そ
の

通
り
で
あ
る
。
昨
年
の
暮
か
ら
二
カ
月
余
り
〈
小
さ
な
ホ
ー
ル
の

物
語
─
高
野
悦
子
の
シ
ネ
マ
ラ
イ
フ
─
〉
と
い
う
素
敵
な
展
覧
会

が
、
竹
中
工
務
店
ギ
ャ
ラ
リ
ー
エ
ー
ク
ワ
ッ
ド
で
開
催
さ
れ
た
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
主
任
学
芸
員
の
岡
部
三
知
代
さ
ん
が
、
住
居
学
科
で

学
ん
だ
三
九
回
生
と
知
っ
た
時
の
嬉
し
さ
も
ま
た
一
入
だ
っ
た
。

心
の
ゆ
き
と
ど
い
た
手
づ
く
り
の
催
事
だ
っ
た
。
六
四
回
生
で
現

在
、
大
学
院
史
学
専
攻
二
年
目
の
是
恒
香
琳
さ
ん
も
、
私
が
嘱
望

し
て
や
ま
な
い
一
人
で
あ
る
。
正
義
感
の
固
ま
り
の
よ
う
な
是
恒

さ
ん
は
、
斬
新
か
つ
真
っ
当
な
エ
ッ
セ
イ
を
女
性
誌
に
毎
月
発
表

し
て
い
る
。

わ
れ
ら
が
大
先
輩
・
平
塚
ら
い
て
う
は
、
い
っ
さ
い
の
女
性
運

動
は
平
和
運
動
を
も
っ
て
完
結
す
る
、
と
述
べ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
心
理
学
者
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
思
想
に
天
啓
を
受
け
た
と
い
う
。

青
木
生
子
先
生
を
製
作
者
に
お
願
い
し
、〈
平
塚
ら
い
て
う
の
記

録
映
画
を
つ
く
る
会
〉
を
学
内
外
の
女
性
た
ち
み
ん
な
で
組
織
し

て
、「
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た　

平
塚
ら
い
て
う
の
生
涯
」

（
羽
田
澄
子
監
督
）
を
完
成
さ
せ
た
の
は
二
〇
〇
一
（
平
成
13
）

年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
製
作
資
金
を
集
め
る
た
め
の
事
務
局
は

史
学
科
の
六
回
生
、山
田
よ
し
恵
さ
ん
（
故
人
）
の
お
宅
だ
っ
た
。

沢
山
の
人
々
か
ら
寄
付
申
し
込
み
の
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
。
よ

し
恵
さ
ん
の
夫
の
山
田
洋
次
監
督
が
、
電
話
口
で
応
対
し
て
く
だ

さ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
女
性
が
力
強
く
前
進
す
る
足
音

を
聴
き
な
が
ら
、
ら
い
て
う
は
心
ひ
そ
か
に
呟
く
。「
よ
し
た
と

え
そ
れ
が
担
々
と
一
筋
に
続
く
解
放
の
道
で
な
く
、
ど
ん
な
に
困

難
に
試
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
私
は
永
久
に
失
望
し
な
い

で
し
ょ
う
」。
ら
い
て
う
の
言
葉
で
映
画
は
終
わ
る
。
上
代
先
生

に
お
目
に
か
け
た
か
っ
た
と
し
み
じ
み
思
う
。

�

（
一
九
五
八
年
文
学
部
国
文
学
科
卒
業　

お
お
た
け　

よ
う
こ
）
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護
所
の
設
営
に
素
早
く
し
か
も
的
確
に
対
応
し
た
人
物
と
思
わ
れ

る
、
桜
楓
会
託
児
所
保
母
主
任
丸
山
千
代
（
明
治
42
年
卒
業
、
教

育
学
部
六
回
生
）
に
つ
い
て
、
是
非
詳
し
い
話
を
聞
か
せ
て
欲
し

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

保
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
、
か
つ
て
桜
楓
会
託
児
所
を
背
負

い
社
会
的
に
活
躍
し
た
丸
山
千
代
だ
が
、
今
そ
の
名
を
知
る
卒
業

生
は
少
な
い
。
ま
し
て
学
生
な
ら
尚
更
で
あ
る
。
だ
が
思
い
が
け

ず
学
生
の
竹
中
さ
ん
か
ら
、忘
れ
ら
れ
た
そ
の
名
を
聞
か
さ
れ
た
。

思
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
前
の
『
桜
楓
会
八
十
年
史
』
編
纂

は
じ
め
に

忘
れ
ら
れ
な
い
出
会
い
か
ら
、
す
で
に
一
年
半
ば
か
り
が
過
ぎ

た
。そ

の
日
、
私
は
本
学
住
居
学
科
の
平
田
京
子
教
授
か
ら
、
卒
論

指
導
に
当
っ
て
い
る
四
年
生
の
竹
中
庸
子
さ
ん
を
紹
介
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
や
や
緊
張
し
た
面
持
ち
の
彼
女
は
、
私
と
の

面
会
の
主
旨
を
丁
寧
に
こ
う
説
明
し
た
。
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
が

「
桜
楓
会（

１
）と
日
本
女
子
大
学
が
行
っ
た
関
東
大
震
災
発
生
後
の
救

援
活
動
の
研
究
」
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
救
援
活
動
、
特
に
児
童
救

時
代
を
切
り
拓
く
卒
業
生

桜
楓
会
託
児
所
保
母
主
任　

丸
山
千
代

山
中　

裕
子
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代
に
翻
弄
さ
れ
た
事
実
を
探
っ
て
み
た
。
世
の
中
に
千
代
の
活
躍

を
紹
介
し
た
文
献
は
数
冊
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
偏
っ
た
事
実
誤

認
の
も
の
も
散
見
す
る
。
一
方
、
本
学
社
会
福
祉
学
科
が
纏
め
た

も
の
は
数
点（
４
）、
現
存
す
る
資
料
を
多
く
持
つ
桜
楓
会
は
、
意
外
に

も
皆
無
に
ひ
と
し
い
。
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
学
内
に
残
る
貴
重
な
資

料
を
掘
り
起
こ
し
拾
い
上
げ
て
、
特
に
前
半
の
二
〇
年
余
り
を
桜

楓
会
と
共
に
未
踏
の
道
を
歩
ん
だ
丸
山
千
代
の
希
望
と
栄
光
、
だ

が
苦
節
の
半
生
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

増
え
続
け
る
貧
困
層
に
無
策
の
現
実

（
略
）
彼
等
の
巣
窟
に
入
る
。
殆
ど
光
線
も
入
ら
ざ
る
べ
き
路

地
長
屋
は
、
往
々
三
畳
一
間
に
五
、六
人
も
住
ま
う
有
様
な
り
。

か
な
た
の
家
に
は
、
髪
ま
ば
ら
に
、
骨
と
皮
ば
か
り
な
る
老
婆

む
し
ろ
の
上
に
寝
ね
た
る
か
と
み
れ
ば
、手
足
片
輪
な
る
男
の
、

板
の
間
に
い
ざ
る
あ
り
。（
略
）
う
す
ぐ
ら
き
片
隅
に
う
ず
く

ま
る
女
、
土
に
這
う
乳
飲
み
子
、
泣
き
声
、
怒
鳴
る
声
、
呻
き

声
、
鼻
を
つ
く
臭
い
、
誠
に
生
き
な
が
ら
の
地
獄
な
り
。（
略
）

『
週
報
』
に
紹
介
さ
れ
た
「
世
の
さ
ま
ざ
ま　

貧
民
窟
の
半
日（

５
）」

は
、
上
野
に
近
い
東
京
市
下
谷
区
万
年
町
の
貧
し
い
暮
ら
し
を

綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
暮
ら
し
は
明
治
末
期
に

は
市
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
は
日
清
、
日

露
両
戦
争
に
勝
利
し
て
富
国
強
兵
を
掲
げ
、
産
業
を
奨
励
し
て
一

の
た
め
古
い
資
料
を
漁
っ
て
い
た
時
に
、『
家
庭
週
報（
２
）』（

以
下
『
週

報
』）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
が
時
代
に
先
駆
け
、
桜
楓
会
が
貧

民
街
に
開
所
し
た
託
児
所
の
ニ
ュ
ー
ス
、
そ
し
て
保
母
主
任
の
丸

山
千
代
が
拓
い
た
貧
し
い
子
供
達
の
託
児
教
育
と
そ
の
現
場
を

綴
っ
た
「
託
児
所
の
日
記（

３
）」

の
記
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
私

自
身
の
桜
楓
会
に
対
す
る
評
価
を
根
底
か
ら
覆
す
き
っ
か
け
と
な

り
、
以
後
、
千
代
の
生
き
方
に
無
関
心
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
貧

民
あ
る
い
は
細
民
と
よ
ば
れ
た
人
々
の
た
め
に
、
我
を
忘
れ
身
を

粉
に
し
て
託
児
事
業
に
献
身
し
た
姿
を
、
卒
業
生
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
願
う
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
。

細
々
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
あ
る
種
の
使
命
感
を
も
っ
て
千

代
の
足
跡
を
追
う
私
に
と
っ
て
、
一
年
半
前
の
あ
の
日
、
竹
中
さ

ん
が
示
し
た
千
代
へ
の
強
い
関
心
は
、
と
り
わ
け
意
味
深
い
格
別

の
感
慨
だ
っ
た
。
や
が
て
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
完
成
し

た
卒
業
論
文
で
、
彼
女
は
関
東
大
震
災
直
後
の
母
校
や
桜
楓
会
の

突
出
し
た
救
援
活
動
の
陰
に
は
、
桜
楓
会
託
児
所
で
の
豊
富
な
経

験
を
持
つ
丸
山
千
代
の
先
導
的
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
実
証
し
た
。
数
あ
る
千
代
の
功
績
の
中
で
、
新
鮮
な
着
眼
と

成
果
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

丸
山
千
代
の
活
動
は
、
前
半
の
桜
楓
会
託
児
所
に
勤
務
し
た
時

代
と
、
後
半
の
聾
唖
教
育
が
中
心
の
福
祉
事
業
家
と
し
て
の
時
代

に
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
、
こ
の
移
行
期
に
お
い
て
桜
楓
会
や
千
代
が
時
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挙
に
近
代
国
家
を
目
指
し
た
時
代
だ
っ
た
。
貧
し
い
農
村
か
ら
都

会
へ
、
職
を
求
め
て
人
々
は
大
都
会
に
集
中
し
た
が
、
戦
争
の
不

況
は
失
業
者
を
急
増
し
、
瞬
く
間
に
貧
富
の
格
差
を
生
み
出
し
た

の
で
あ
る
。桜
楓
会
は
巣
窟
の
惨
状
を
重
大
な
社
会
問
題
と
捉
え
、

慈
善
事
業
の
必
要
性
を
留
岡
幸
助
の
話
と
し
て
『
週
報
』
に
連
載

す
る
な
ど（

６
）、

会
員
の
関
心
を
促
し
て
対
策
を
模
索
し
た
。
そ
こ
ま

で
貧
民
救
済
に
力
を
入
れ
る
の
に
は
、
実
は
訳
が
あ
っ
た
。

少
し
時
を
遡
る
が
、本
学
創
立
者
の
成
瀬
仁
蔵
が
一
八
九
〇（
明

治
23
）
年
に
留
学
し
た
米
国
で
見
聞
し
た
も
の
は
、
こ
の
社
会
的

格
差
が
生
み
出
し
た
悲
惨
な
状
況
を
、
ま
さ
に
救
済
す
る
事
業
で

あ
っ
た
。
恩
師
タ
ッ
カ
ー
牧
師（

７
）
が
設
立
に
関
与
し
た
ア
ン
ド
ー

バ
ー
・
ハ
ウ
ス
、
シ
カ
ゴ
に
あ
る
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ
ム
ス
の
ハ
ル
・

ハ
ウ
ス
な
ど
で
は
既
に
救
済
の
慈
善
事
業
が
行
わ
れ
、
滞
米
中
の

成
瀬
が
こ
う
し
た
施
設
を
視
察
し
た
こ
と
は
日
記
か
ら
も
推
測
さ

れ
る（

８
）。

留
学
中
の
日
記
に
成
瀬
は
、「
吾
天
職
、
教
員
に
あ
ら
ず
、

牧
師
に
あ
ら
ず
、
学
者
に
あ
ら
ず
。
社
会
改
良
者
な
り
。
女
子
教

導
者
な
り
…
…
」（
一
八
九
一
年
二
月
二
〇
日
）
と
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
一
年
後
に
は
「
吾
生
涯
の
目
的
」
を
「
日
本
社
会
を
救
ふ

に
あ
り
と
す
」
と
し
、
そ
の
準
備
と
し
て
「
女
子
教
育
、
社
会
改

良
、
結
社
、
貧
民
救
助
…
…
」（
一
八
九
二
年
一
月
一
四
日
）
を

挙
げ
、
自
国
の
貧
困
に
た
い
す
る
強
い
危
機
意
識
を
も
っ
て
、
ひ

そ
か
に
期
す
る
思
い
を
記
し
て
い
る
。

留
学
か
ら
戻
っ
た
成
瀬
の
驚
く
ほ
ど
精
力
的
な
行
動
は
、
そ
れ

か
ら
僅
か
一
〇
年
後
の
一
九
〇
一
（
明
治
34
）
年
の
本
校
創
立
を

実
現
さ
せ
た
。
だ
が
、
日
本
社
会
の
貧
困
は
何
も
解
決
さ
れ
な
い

ど
こ
ろ
か
、
野
放
し
状
態
で
あ
っ
た
。
同
窓
会
と
は
い
え
、
社
会

貢
献
の
使
命
を
自
ら
に
課
す
桜
楓
会
が
、
も
は
や
待
っ
た
な
し
の

決
断
を
迫
ら
れ
る
ほ
ど
の
惨
状
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
折
し
も
欧
米

視
察
よ
り
帰
国
し
た
井
上
秀（
９
）桜
楓
会
幹
事
長
は
「
家
計
が
苦
し
く

て
も
、
手
足
ま
と
い
の
乳
幼
児
が
あ
り
、
出
る
に
出
ら
れ
な
い
労

働
者
の
妻
の
共
稼
ぎ（

1
0
）」

を
支
援
し
な
け
れ
ば
貧
困
は
解
決
し
な
い

と
述
べ
、
社
会
部（
1
1
）の

仕
事
と
し
て
託
児
事
業
に
乗
り
出
す
決
意
を

固
め
る
。
そ
し
て
保
母
主
任
の
白
羽
の
矢
は
、
突
然
丸
山
千
代
に

当
っ
た
。
そ
の
時
千
代
、
二
五
歳
。
桜
楓
会
も
千
代
も
、
使
命
感

が
先
行
す
る
不
安
と
覚
悟
の
船
出
で
あ
っ
た
。

恵
ま
れ
た
生
い
立
ち
か
ら
没
落
へ

丸
山
千
代
は
一
八
八
七
（
明
治
20
）
年
五
月
二
八
日
、
山
形
県

米
沢
市
で
生
ま
れ
た
。

父
丸
山
孝
一
郎
と
母
ほ
の
と
の
間
の
六
人
兄
姉
妹
の
三
女
で

あ
っ
た
が
、
両
親
が
血
族
結
婚
だ
っ
た
こ
と
か
ら
五
人
姉
妹
の
う

ち
姉
ま
つ
と
妹
い
と
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
聾
唖
の
障
害
を
背
負
っ

て
い
た
。
物
心
付
い
た
頃
に
、
千
代
は
本
能
的
に
自
身
の
天
職
を

悟
っ
た
よ
う
だ
。
耳
の
不
自
由
な
不
幸
な
姉
妹
達
の
杖
に
な
る
と
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心
に
誓
い
、
子
ど
も
ら
し
く
歌
う
こ
と
も
音
楽
を
聴
く
こ
と
も
し

な
か
っ
た
。
た
と
え
姉
妹
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
平
等
で
は
な
い

残
酷
な
現
実
を
幼
い
な
が
ら
に
自
覚
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
年
、

幼
く
し
て
貧
困
と
向
き
合
う
子
供
の
世
界
に
身
を
投
じ
た
誘
因

は
、
千
代
自
身
の
重
い
宿
命
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

父
孝
一
郎
は
な
か
な
か
進
取
の
気
に
富
む
才
人
だ
っ
た
ら
し

く
、
維
新
後
は
欧
米
の
学
問
を
修
め
教
育
事
業
を
興
し
、
更
に
米

沢
藩
直
営
の
米
沢
製
糸
機
械
会
社
の
社
長
に
就
任
。
国
会
が
開
設

さ
れ
る
や
初
の
議
員
に
選
ば
れ
て
い
る
。
千
代
の
斬
新
な
独
創
性

や
時
に
は
頑
固
な
指
導
性
は
父
ゆ
ず
り
と
い
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に

父
は
最
も
千
代
を
信
頼
し
、
互
い
に
良
き
理
解
者
で
あ
っ
た
と
い

う
。
と
こ
ろ
で
、
丸
山
家
は
代
々
が
米
沢
藩
主
上
杉
家
に
仕
え
る

家
臣
で
あ
っ
た
。
千
代
を
良
く
知
る
牧
賢
一
の
記
述
に
「
先
生
は

幼
少
の
時
か
ら
厳
し
い
父
母
の
膝
下
で
武
家
の
家
風
で
あ
る
質
実

剛
健
、
質
素
倹
約
、
勤
労
第
一
の
し
つ
け
を
受
け（

1
2
）」た

と
あ
り
、

千
代
は
貧
し
さ
に
め
げ
ぬ
辛
抱
強
さ
を
持
ち
、
だ
が
時
に
は
贅
沢

が
許
さ
れ
る
生
い
立
ち
で
あ
っ
た
。
恵
ま
れ
た
家
庭
、
そ
し
て
後

に
学
ん
だ
日
本
女
子
大
学
校
の
一
流
の
教
育
、
こ
の
双
方
か
ら
千

代
は
何
が
本
物
か
を
学
び
、
そ
の
影
響
は
託
児
所
で
の
質
の
高
い

教
育
の
実
践
に
繋
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。

利
発
な
千
代
は
米
沢
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
、
父
の
勧
め
も

あ
っ
て
一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
に
理
科
系
の
教
育
学
部
を
新
設

し
た
日
本
女
子
大
学
校
に
進
学
す
る
。
入
学
し
た
教
育
学
部
第
二

部
（
通
称
博
物
科
）（
1
3
）は

教
員
養
成
を
目
指
し
た
学
部
で
必
修
科
目

に
は
生
理
衛
生
や
心
理
学
が
あ
っ
た
。
か
ね
て
よ
り
聾
唖
教
育
を

目
指
す
千
代
は
特
に
人
体
の
機
能
に
興
味
を
持
ち
、
入
学
時
か
ら

目
標
を
見
据
え
た
真
剣
な
勉
学
の
日
々
で
あ
っ
た
。
普
段
は
口
数

が
少
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
無
口
で
人
付
き
合
い
が
苦
手
な

千
代
が
、
姉
妹
の
た
め
の
将
来
に
つ
い
て
は
周
囲
に
熱
く
語
っ
て

お
り
、
そ
れ
だ
け
一
途
な
真
剣
さ
が
伝
わ
る
。
上
級
に
な
る
と
保

育
教
授
法
、
教
育
学
、
児
童
研
究
の
授
業
が
加
わ
り
、
後
に
予
想

も
し
な
か
っ
た
保
育
事
業
に
係
わ
る
千
代
の
学
問
的
素
地
は
、
こ

の
時
の
勉
学
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

千
代
の
運
命
を
定
め
た
も
の
は
、
無
論
不
幸
な
姉
妹
の
存
在

だ
っ
た
が
、
他
に
も
う
一
つ
、
そ
れ
は
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
教
育

で
あ
っ
た
。
成
瀬
が
初
め
て
「
大
学
拡
張
」
の
言
葉
を
用
い
て
、

そ
の
何
た
る
か
を
明
確
に
し
た
の
は
、
第
五
回
卒
業
式
（
明
治
41

年
）
の
告
辞
で
あ
る

（
1
4
）。「

卒
業
は
始
業
で
あ
る
」、
ま
さ
に
今
日
の

生
涯
学
習
を
先
取
り
し
た
言
葉
に
続
け
て
、次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
今
後
の
大
学
は
貴
賎
貧
富
の
別
な
く
、
男
女
の
区
別
な
く
、
す

べ
て
の
国
民
に
拡
大
せ
ら
る
る
も
の
で
あ
る

（
1
5
）」。

す
な
わ
ち
「
今

日
ま
で
本
校
で
養
い
来
た
り
し
大
学
生
活
を
家
庭
に
、
社
会
に
、

学
校
に
拡
大
す
る
事
が
出
来
な
け
れ
ば
、
到
底
そ
の
望
み
を
達
す

る
事
は
出
来
ぬ
」
と
、
授
か
っ
た
教
育
を
社
会
に
生
か
す
道
、
実
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践
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
た
。
列
席
し
た
千
代
に
は
、
殊
に

身
近
な
問
題
と
し
て
心
に
響
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
不
幸
な
姉
妹
に

捧
げ
る
人
生
の
目
標
は
、
社
会
に
向
け
て
拡
張
さ
れ
て
こ
そ
意
義

が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
だ
。
中
嶌
邦
著
『
成
瀬
仁
蔵
』
に

よ
れ
ば
、「
大
学
拡
張
の
実
践
の
場
と
し
て
託
児
所
を
開
設
し
た

（
1
6
）」

と
あ
り
、
成
瀬
は
こ
の
時
、
す
で
に
数
年
後
の
託
児
事
業
を
視
野

に
入
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
大
事
な
担
い
手
に
な
ろ
う
と

は
思
い
も
し
な
か
っ
た
千
代
、
二
年
生
の
春
で
あ
る
。

翌
一
九
〇
九
（
明
治
42
）
年
、
女
子
教
育
の
重
み
と
希
望
を
抱

い
て
千
代
は
六
回
生
と
し
て
卒
業
し
た
。
級
友
大
橋
広（
1
7
）が

勧
め
る

一
般
小
学
校
で
の
経
験
が
必
要
と
の
忠
告
に
従
い
、
逸
る
気
持
ち

を
抑
え
て
逗
子
小
学
校
に
奉
職
し
た
。
し
か
し
僅
か
三
ヶ
月
で
腎

臓
病
を
患
い
、や
む
な
く
米
沢
に
戻
る
。こ
の
疾
患
は
持
病
と
な
っ

て
千
代
を
悩
ま
せ

た
。や

が
て
癒
え
た

千
代
は
、
父
が
社

長
の
米
沢
製
糸
機

械
会
社
に
働
く
女

工
二
五
〇
余
名

の
、
取
締
役
と
し

て
再
就
職
す
る
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）年
の
『
桜
楓
会
通
信（
1
8
）』

三
八
号
に
掲
載

さ
れ
た
千
代
の
手
記
は
、
無
知
と
貧
困
の
中
で
育
ち
、
過
酷
な
労

働
に
従
事
す
る
女
工
達
と
進
ん
で
寝
食
を
共
に
し
、
そ
の
生
活
改

善
に
取
り
組
む
自
ら
の
姿
を
綴
っ
て
い
る
。
人
間
ら
し
い
「
同
情

心
、
公
徳
心
」
に
欠
け
る
彼
女
達
の
精
神
面
に
気
を
配
り
、「
夜

で
も
都
合
の
つ
く
限
り
、
部
屋
に
招
い
て
雑
談
の
内
に
種
々
な
教

育
を
試
み
」、
そ
の
結
果
「
有
志
相
集
っ
て
夜
学
を
開
き
、
且
つ

雑
誌
（
少
女
世
界
、
婦
女
界
、
家
庭
）
を
喜
ん
で
読
み
ま
す
」
と
、

大
学
拡
張
の
教
え
を
早
く
も
実
践
し
た
自
信
を
覗
か
せ
る
。
こ
の

体
験
は
後
の
託
児
教
育
の
貴
重
な
下
地
と
な
り
、
原
点
で
も
あ
っ

た
。そ

れ
か
ら
数
年
後
、
千
代
の
身
の
上
に
思
い
が
け
な
い
運
命
が

訪
れ
る
。
そ
れ
は
政
治
家
と
し
て
多
忙
な
父
の
突
然
の
死
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
思
わ
ぬ
借
金
が
丸
山
家
に
残
っ
た
。
父
と
意
見
が
合

わ
な
い
兄
は
す
で
に
家
を
離
れ
、
母
と
姉
妹
三
人（

1
9
）の

面
倒
と
家
計

の
重
荷
は
若
い
千
代
の
双
肩
に
か
か
っ
た
。
恵
ま
れ
た
人
生
が
一

転
、
住
む
家
も
な
い
没
落
の
境
遇
に
千
代
自
身
が
身
を
置
く
こ
と

に
な
る
。

折
も
折
、
ど
ん
底
の
千
代
の
許
に
届
い
た
の
が
、
桜
楓
会
託
児

所
主
任
の
要
請
だ
っ
た
。
聾
唖
事
業
の
希
望
を
捨
て
き
れ
な
い
千

代
は
、
辞
退
を
決
意
し
て
米
沢
か
ら
上
京
す
る
が
、
幹
事
長
井
上

秀
や
大
橋
広
の
再
三
の
説
得
に
抗
し
き
れ
ず
、
や
む
な
く
受
諾
す

丸山千代（1909 年）
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る
。
託
児
教
育
も
聾
唖
教
育
も
共
に
社
会
の
弱
者
救
済
で
あ
る
こ

と
が
、
千
代
を
納
得
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
年
号
が
変
わ
っ
た
大

正
元
年
一
一
月
、
千
代
は
単
身
上
京
し
て
直
ち
に
場
所
選
定
な
ど

の
任
務
に
就
き
、
目
白
幼
稚
園
で
オ
ル
ガ
ン
の
練
習
や
千
代
紙
の

折
り
方
な
ど
を
教
わ
り
、
そ
し
て
慌
し
く
迎
え
た
託
児
所
の
開
所

で
あ
っ
た
。

貧
民
街
に
で
き
た
桜
楓
会
託
児
所

時
は
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
二
七
日
、
場
所
は
小
石
川

区
久
堅
町
八
九
番
地
に
あ
る
氷
川
下
細
民
部
落
の
庭
つ
き
長
屋
一

軒
（
六
畳
二
間
、
四
畳
、
三
畳
）
の
借
家
が
、
初
の
桜
楓
会
託
児

所
で
あ
っ
た
。
主
任
丸
山
千
代
、
助
手
一
名
を
保
母
と
し
て
設
備

も
人
手
も
未
だ
不
十
分
な
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

開
所
当
時
の
主
な
規
則
を
要
約
す
る
と
、

１
）
当
所
は
桜
楓
会
が
監
督
し
、
子
供
が
手
ま
と
い
の
為
に
働

く
こ
と
の
出
来
ぬ
人
々
の
子
供
を
預
か
り
、
お
守
を
し
て
上

げ
る
所
で
す
。

２
）
預
か
る
子
ど
も
の
数
は
、
当
分
の
内
二
〇
人
を
限
り
と
し

ま
す
。

３
）
預
か
る
子
ど
も
の
年
齢
は
、
満
二
歳
以
上
六
歳
以
下
と
し

ま
す
。

４
）
預
か
る
時
間
は
毎
日
夏
は
朝
六
時
、
冬
は
朝
七
時
か
ら
。

夕
方
は
夏
冬
共
に
六
時
ま
で
。

５
）
毎
月
一
日
と
一
五
日
は
休
み
。
外
に
盆
と
正
月
が
休
み
で

す
。

６
）
預
け
る
時
は
、
連
れ
て
く
る
人
が
金
一
銭
五
厘（
2
0
）と
お
弁
当

と
を
持
っ
て
く
る
こ
と
。
当
所
は
此
の
内
五
厘
を
児
童
の
貯

金
に
し
て
他
を
「
お
や
つ
」
代
と
し
ま
す
。

７
）
子
供
を
頼
ん
で
い
る
人
の
為
に
毎
月
一
回
一
日
に
会
を
開

く
の
で
、
成
る
べ
く
出
て
く
る
こ
と
。

千
代
は
「
託
児
所
の
日
記
」（『
週
報
』
二
三
一
号
）
に
開
所
の

日
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
こ
の
様
な
有
難
い
事
は
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
れ
か
ら
は
助
か
り

ま
す
、
一
銭
五
厘
持
っ
て
参
り
ま
し
た
が
外
に
い
く
ら
程

…
…
」「
い
い
え
こ
の
外
に
は
い
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
と
内

儀
さ
ん
達
は
さ
も
さ
も
不
思
議
な
人
助
け
と
で
も
感
じ
た
ら
し

く
互
い
に
顔
見
合
わ
せ
る
。（
略
）
ど
う
ぞ
お
頼
み
申
し
ま
す

と
丁
寧
に
挨
拶
し
て
内
儀
さ
ん
達
は
帰
っ
て
行
っ
た
。
さ
あ
、

子
供
等
は
泣
く
わ
泣
く
わ
。
中
に
も
体
格
の
弱
そ
う
な
子
供
は

尚
更
母
親
の
後
を
慕
っ
て
止
ま
な
い
。（
略
）
二
、三
の
子
は
数

時
間
殆
ど
泣
き
通
し
で
あ
っ
た
。

当
時
、
全
国
の
公
営
託
児
所
は
ゼ
ロ
、
私
営
で
も
二
五
ヶ
所
程

で（
2
1
）、
こ
の
種
の
事
業
は
日
本
に
於
い
て
は
未
だ
稀
で
あ
っ
た
ば
か

り
か
、
注
目
す
べ
き
は
規
則
１
が
示
す
、
開
所
当
初
か
ら
女
性
の
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就
労
支
援
を
目
的
の
第
一
に
据
え
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
成

瀬
が
目
指
し
た
家
庭
改
良
か
ら
社
会
改
良
へ
の
明
確
な
展
望
が
あ

り
、
単
な
る
一
時
的
子
守
り
託
児
と
は
違
う
教
育
的
構
想
は
、
開

所
早
々
か
ら
世
間
の
期
待
と
そ
の
行
方
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る

（
2
2
）。

規
則
６
の
お
や
つ
代
一
銭
は
当
時
で
も
破
格
に
安
く
、

そ
の
日
暮
ら
し
の
親
が
買
い
食
い
す
る
子
供
に
毎
日
与
え
て
い
た

五
〜
六
銭
よ
り
少
額
と
な
り
、
無
料
に
等
し
い
託
児
所
に
母
親
達

は
大
喜
び
、
ま
ず
ま
ず
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

手
探
り
の
日
々
が
始
ま
る
。
ま
ず
銭
湯
な
ど
滅
多
に
行
け
な
い

子
供
達
の
汚
い
手
足
を
洗
っ
て
家
に
入
れ
、
毛
虱
が
一
杯
の
ボ
サ

ボ
サ
の
髪
を
す
き
、
耳
垂
れ
の
膿
を
拭
き
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
や
腫
れ

物
に
薬
を
塗
っ
て
や
る
の
が
日
課
と
な
る
。
子
供
達
は
生
ま
れ
て

か
ら
絵
を
描
い
た
こ
と
が
な
く
、
一
般
の
子
が
好
む
お
絵
か
き
や

唱
歌
に
興
味
を
示
す
の
は
数
人
、
赤
色
以
外
の
色
も
知
ら
な
い
。

障
子
の
桟
に
よ
じ
登
り
、
ハ
ダ
シ
の
ま
ま
家
に
上
が
り
、
下
水
に

わ
ざ
と
足
を
入
れ
た
り
、
ボ
ー
フ
ラ
を
し
ゃ
く
っ
て
口
に
入
れ
よ

う
と
す
る
。
粗
相
の
始
末
と
汚
れ
た
衣
類
の
洗
濯
に
掛
か
り
き
り

の
日
も
あ
っ
た
。
が
、
千
代
は
忙
し
い
合
間
も
日
記
を
書
き
綴
っ

て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の
中
の
一
文
で
あ
る
（『
週
報
』

第
三
八
一
号
）。

「
秀
ち
ゃ
ん
、元
禄
の
着
物
は
ど
う
し
た
の
と
言
う
と
、あ
の
ね
、

父
さ
ん
が
雨
が
降
っ
て
い
る
の
で
お
金
儲
け
て
来
な
い
の
よ
。
元

禄
の
袂
の
着
物
は
ね
、
お
倉
に
入
っ
て
い
る
の
。
ア
タ
イ
の
お
べ

べ
は
こ
れ
き
り
な
の
、
と
言
っ
て
毎
日
汗
と
垢
に
に
じ
ん
だ
な
り

で
来
る
」。
ま
た
、
病
気
の
夫
を
抱
え
子
連
れ
で
行
商
す
る
母
は
、

と
う
と
う
田
舎
に
戻
る
決
心
を
し
「
…
何
と
お
礼
を
申
し
上
げ
て

よ
ろ
し
い
か
、
決
し
て
こ
の

ご
恩
は
わ
す
れ
ま
せ
ん
、
と

二
円
五
〇
銭
の
貯
金
を
手
に

し
て
、
五
厘
ず
つ
の
が
、
ま

あ
、
こ
ん
な
に
沢
山
に
な
り

ま
し
た
の
で
す
か
」
と
信
じ

ら
れ
な
い
様
子
。
着
替
え
も

な
い
境
遇
に
「
…
さ
ぞ
肩
身

が
せ
ま
い
だ
ろ
う
。
弟
嫁
か

ら
な
ん
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う

と
想
像
す
る
さ
え
悲
し
い
」

と
そ
の
行
く
末
を
案
じ
、
託

児
規
則
の
日
々
の
貯
金
が
一

家
の
困
窮
に
役
立
っ
た
、
と

記
し
た
。
こ
う
し
た
事
業
の

成
果
を
報
告
す
る
の
に
は
、

次
の
よ
う
な
事
情
が
推
察
さ

れ
る
。

小石川区久堅町の託児所（1913 年）
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つ
ま
り
、
こ
の
託
児
事
業
は
貧
困
に
喘
ぐ
人
々
の
た
め
の
急
務

で
あ
り
、
事
業
者
で
あ
る
桜
楓
会
の
年
間
予
算
の
他
に
多
く
の
同

情
と
寄
付
を
授
か
る
こ
と
が
初
動
時
か
ら
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
。

千
代
は
小
ま
め
に
日
記
を
投
稿
し
、
託
児
所
の
様
子
を
報
告
し
て

感
謝
す
る
と
共
に
、
さ
ら
な
る
協
力
を
仰
い
で
い
る
。『
週
報
』

だ
け
で
も
五
〇
余
編
を
数
え
、
多
忙
な
千
代
の
熱
意
と
努
力
が
窺

え
る
。
ま
た
寄
付
依
頼
の
記
事
が
頻
繁
に
載
る
一
方
で
、
金
品
寄

贈
者
の
芳
名
一
覧
も
併
せ
て
紙
上
や
総
会
議
事
録
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。大
口
の
篤
志
家
三
井
寿
天
子（

2
3
）や
そ
の
他
大
勢
の
桜
楓
会
員
・

支
部
・
回
生
な
ど
が
定
期
的
に
支
援
、
ま
た
大
人
に
混
じ
っ
て
、

寮
生
や
附
属
の
生
徒
達
の
カ
ン
パ
が
度
々
散
見
さ
れ
る
。
奉
仕
の

精
神
は
本
校
の
教
育
に
は
顕
著
に
あ
り
、
学
園
一
丸
の
支
え
が
不

可
欠
な
事
業
だ
と
い
う
事
を
、
千
代
自
身
が
一
番
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

開
所
か
ら
一
年
、「
母
校
の
製
菓
部（

2
4
）か

ら
送
っ
て
頂
い
た
甘
い

パ
ン
の
屑
を
子
供
達
は
珍
し
げ
に
お
い
し
い
、
お
い
し
い
と
い
っ

て
頂
く
。
甘
い
よ
、
先
生
も
食
べ
て
ご
覧
と
無
理
に
口
に
入
れ
て

く
れ
る
」。
お
昼
に
な
る
と
「
姉
さ
ん
兄
さ
ん
達
は
豆
ま
め
し
く
、

ご
飯
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
あ
た
い
独
り
で
と
け
た
の
、
と
自

慢
し
な
が
ら
（
お
弁
当
の
）
風
呂
敷
と
る
子
が
段
々
多
く
な
る
の

が
楽
し
み
で
あ
る
」。
千
代
と
幼
子
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
情
景
、
だ

が
千
代
の
躾
は
な
か
な
か
厳
し
か
っ
た
。
自
分
の
事
は
自
分
で
や

る
習
慣
を
付
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
下
働
き
の
お
ば
さ
ん
の
手
助

け
を
抑
え
、
独
り
で
出
来
る
ま
で
心
を
鬼
に
し
て
見
守
っ
た
。
こ

の
頃
の
日
記
に
は
、
独
身
で
育
児
経
験
の
な
い
千
代
が
、
幼
子
の

あ
ど
け
な
い
し
ぐ
さ
や
優
し
い
気
持
ち
に
和
ま
さ
れ
、
日
増
し
に

愛
お
し
さ
が
深
ま
る
様
子
が
、
行
間
か
ら
溢
れ
て
い
る
。

思
い
き
っ
て
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
式
保
育
法
を
導
入

子
ど
も
達
は
心
身
共
に
見
違
え
る
よ
う
に
活
き
活
き
と
し
て
よ

い
子
に
な
っ
た
。
千
代
は
「
仲
間
に
同
情
し
た
り
人
に
な
つ
い
た

り
す
る
処
は
普
通
家
庭
の
子
ど
も
よ
り
も
勝
っ
て
お
り
ま
す
か

ら
、
教
育
の
致
し
方
で
ど
ん
な
よ
い
人
に
も
す
る
事
が
出
来
る
だ

ろ
う
と
信
じ
ま
す

（
2
5
）」

と
、
豊
明
幼
稚
園
が
取
り
入
れ
た
モ
ン
テ
ッ

ソ
リ
式
保
育
法（
2
6
）を
開
所
僅
か
一
年
で
始
め
る
。
画
期
的
保
育
法
を

日
本
で
最
初
に
導
入
し
た
託
児
所
と
し
て
世
間
の
注
目
を
浴
び
、

そ
の
功
績
は
高
く
そ
し
て
永
く
評
価
さ
れ
た
。

こ
の
導
入
に
は
武
市
綾
子（
2
7
）の

助
言
と
協
力
が
欠
か
せ
な
か
っ

た
。
二
人
は
共
に
教
育
法
を
熱
心
に
研
究
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

積
極
的
に
取
り
組
む
。
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
七
月
、
広
岡
郁

子
よ
り
二
五
円
の
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
教
具
一
式
が
寄
贈
さ
れ
た

（
2
8
）。

だ

が
知
識
や
感
情
表
現
に
お
い
て
「
貧
児
と
中
流
社
会
の
児
童
と
の

相
違
」
が
危
惧
さ
れ
、未
知
の
挑
戦
へ
の
不
安
は
拭
え
な
か
っ
た
、

と
武
市
は
記
す（

2
9
）。
結
果
は
「
貧
児
が
特
別
に
欠
陥
が
あ
る
点
や
特
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別
に
発
達
し
て
い
る
点
を
見
出
す
こ
と
」
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

「
独
立
心
が
習
慣
的
に
で
き
て
い
る
」
こ
と
に
気
付
く
。
放
任
さ

れ
他
に
依
存
す
る
も
の
が
な
い
た
め
の
逞
し
さ
だ
ろ
う
が
、
一
方

で
こ
の
子
達
が
規
則
正
し
く
教
育
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
続
で
き

る
か
が
懸
念
さ
れ
た
。
し
か
し「
心
配
は
徒
労
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」

ば
か
り
か
、
一
般
と
比
較

し
て
「
倍
な
い
し
二
倍
の

長
時
間
の
作
業
に
従
事
し

て
、
猶
興
味
の
尽
き
ぬ
有

様
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
経

験
は
、
千
代
に
貧
し
く
と

も
子
供
に
本
性
の
違
い
が

な
い
こ
と
を
確
信
さ
せ
、

一
般
幼
児
並
の
教
育
を
ス

タ
ー
ト
す
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。
後
年
知
能
検
査

も
行
い
、
可
能
性
へ
の
期

待
は
さ
ら
に
増
大
す
る
。

一
九
一
四（
大
正
３
）年�

九
月
一
四
日
、
突
然
の
水

害
に
襲
わ
れ
た
。
近
く
の

川
が
氾
濫
、
千
代
は
咄
嗟

に
託
児
所
を
避
難
民
に
開
放
し
て
芋
や
着
替
え
を
提
供
し
た
。
一

方
悪
臭
の
汚
水
の
中
を
託
児
の
安
否
を
尋
ね
、
み
や
げ
の
ビ
ス

ケ
ッ
ト
を
持
っ
て
尋
ね
歩
い
た
。
千
代
の
捨
て
身
の
行
動
は
称
賛

と
共
に
た
ち
ま
ち
遠
方
に
も
広
が
り
、
生
活
困
窮
者
か
ら
の
入
所

申
込
み
が
絶
え
な
い
状
況
が
続
く
。

桜
楓
会
は
託
児
所
の
増
設
を
迫
ら
れ
、
井
上
幹
事
長
は
未
だ
財

政
的
な
不
足
、
不
備
の
中
で
一
時
は
会
の
基
本
金
を
借
用
す
る
覚

悟
を
し
た
と
明
か
す
。
そ
の
矢
先
「
昭
憲
皇
太
后
陛
下
の
諒
闇
に

際
し
、
御
大
葬
に
使
用
さ
れ
た
代
々
木
葬
場
殿
の
一
部
を
御
下
賜

の
恩
命
に
接
し
た
の
で
、
畏
れ
多
い
こ
と
な
が
ら
こ
れ
を
託
児
所

に
使
用
す
る
事
と
な
り
、
東
京
府
下
巣
鴨
宮
下
町
１
６
０
２
番
地

に
建
築
す
る
事
と
な
っ
た
（
3
0
）」。

が
、
改
築
費
は
難
し
い
。
桜
楓
会

は
「
慈
善
事
業
と
は
言
え
、
い
つ
迄
か
社
会
の
同
情
者
の
寄
付
に

ば
か
り
俟
つ
こ
と
は
わ
が
会
の
本
意
と
す
る
処
で
は
あ
り
ま
せ

ぬ（
3
1
）」、

何
故
な
ら
「
わ
が
会
が
経
験
に
も
経
済
に
も
乏
し
い
力
を

割
い
て
こ
の
託
児
所
事
業
を
経
営
し
た
の
も
、
こ
の
救
い
の
泉
を

求
む
る
人
々
が
日
々
に
多
く
、
日
々
に
生
い
立
っ
て
行
く
次
代
の

国
民
が
そ
の
生
活
の
苦
し
い
為
に
あ
た
ら
そ
こ
な
わ
れ
て
行
く
の

を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
為
で
あ
り
ま
す

（
3
2
）」
と
の
決
意
を

示
し
、
会
員
の
善
意
を
仰
ぐ
。
そ
こ
で
開
か
れ
た
慈
善
音
楽
会
は

錚
々
た
る
一
流
の
洋
楽
、邦
楽
の
演
奏
家
を
招
い
て
一
九
一
四（
大

正
三
）
年
一
二
月
一
二
、一
三
日
の
両
日
、
上
野
の
奏
楽
堂
で
盛

モンテッソリ教具の応用（1914 年）
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大
に
挙
行
さ
れ
た
。
成
功
を
実
感
し
た
成
瀬
は
次
の
巻
頭
言
「
希

望
あ
る
門
出
」
を
『
週
報
』
二
九
九
号
に
寄
せ
て
い
る
。

（
略
）
こ
の
催
し
が
動
機
と
な
っ
て
、
従
来
の
託
児
所
が
発
展

す
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
後
、
将
に
我
が
国
に
必
要
と
な
る
べ

き
労
働
者
児
童
教
育
、
及
び
そ
の
家
庭
改
善
の
事
業
が
益
々
拡

張
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
桜
楓
会
の
大
な
る
使
命
が
全
う
せ
ら
れ

る
こ
と
と
、（
略
）益
々
こ
う
い
う
事
業
に
興
味
を
向
け
ら
れ
て
、

そ
の
発
展
を
助
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る
の
で
あ
る
。

（
略
）　

精
力
的
な
活
動
を
近
隣
に
も
拡
大

新
築
の
桜
楓
会
巣
鴨
託
児
所
は
府
下
北
豊
島
郡
巣
鴨
字
宮
下
町

一
六
〇
二
番
地
の
長
屋
部
落
に
完
成
し
た
。
一
九
一
五（
大
正
４
）

年
五
月
三
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
。
借
地
一
三
〇
坪
に
六
三
坪
の
建

物
、
建
材
は
総
て
御
下
賜
の
用
材
が
使
わ
れ
、
工
費
は
先
の
音
楽

会
の
収
益
を
当
て
、
会
は
自
力
で
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
年
、
東
京
府
よ
り
恩
賜
金
が
下
付
さ
れ
（
以
後
継
続
）、
初
め

て
公
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
事
業
に
弾
み
が
つ
い
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
い

（
3
3
）。

定
員
は
二
〇
人
か
ら
八
〇
人
に
増
え
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
の
光
景
を
日
記
か
ら
紹
介
し
よ
う
（『
週
報
』

第
三
四
九
号
）。
国
ち
ゃ
ん
の
兄
ち
ゃ
ん
は
弟
を
託
児
所
に
送
り

届
け
て
か
ら
、
一
度
帰
っ
て
ま
た
戻
っ
て
き
た
。

（
略
）
兄
ち
ゃ
ん
は
わ
か
め
の
よ
う
な
着
物
を
着
て
ブ
ラ
ン
コ

に
捕
ま
っ
て
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。「
何
故
学
校
休
む
の
」
と

聞
く
と
唯
笑
っ
て
い
る
。
母
が
死
ん
だ
後
は
着
物
の
手
入
れ
を

し
て
く
れ
る
人
が
な
い
。（
略
）
つ
い
こ
の
間
大
橋
様
か
ら
頂

い
た
袖
な
し
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
、
大
急
ぎ
で
呼
ん
で
下
の
ボ
ロ

ボ
ロ
を
か
ら
げ
て
上
に
着
せ
た
。（
略
）
兄
さ
ん
は
俄
か
に
威

勢
が
出
た
。
さ
あ
、
学
校
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
な
ま
け
る
と
あ

な
た
の
好
き
な
軍
人
に
な
れ
ま
せ
ん
よ
、
と
言
っ
て
聞
か
せ
る

と
、
反
り
身
に
な
っ
て
走
っ
て
行
く
。

兄
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
学
校
に
行
か
ず
に
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る 巣鴨託児所（1919 年）
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子
、
兄
弟
の
子
守
り
で
学
校
に
行
け
な
い
子
、
家
の
た
め
に
働
か

さ
れ
て
い
る
子
、
こ
う
し
た
未
就
学
児
の
増
加
を
肌
で
感
じ
る
日

常
に
、
千
代
は
託
児
の
兄
弟
も
、
そ
の
友
達
も
、
い
や
貧
し
い
子

総
て
の
未
来
を
気
遣
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
母
親

の
目
線
で
あ
る
。
果
た
し
て
活
動
は
次
第
に
託
児
所
以
外
に
も
、

豊
か
な
広
が
り
を
み
せ
始
め
る
。

子
供
達
は
唱
歌
や
遊
戯
を
上
手
に
披
露
し
、「
コ
ド
モ
会
」
に

は
近
所
の
友
達
を
招
待
す
る
よ
う
に
な
る
。
千
代
は
「
親
の
会
」

を
作
り
、
衛
生
的
で
健
康
な
生
活
指
導
を
す
る
一
方
、
医
師
に
よ

る
健
康
相
談
、
週
二
回
の
入
浴
、
寄
贈
の
ミ
シ
ン
を
使
っ
た
簡
易

服
の
縫
製
な
ど
、
親
代
わ
り
の
助
力
を
惜
し
ま
な
い
。
身
の
上
相

談
や
代
筆
も
引
き
受
け
た
。
さ
ら
に
公
開
講
座
を
開
き
、
理
学
博

士
を
招
い
て
ハ
エ
が
媒
介
す
る
伝
染
病
チ
フ
ス
の
予
防
を
指
導

し
、
ま
た
あ
る
時
は
逓
信
省
の
役
人
に
よ
る
「
簡
易
保
険
の
話
」

を
聞
か
せ
、
自
前
で
用
意
し
た
貯
金
箱
を
銘
々
に
渡
し
て
貯
蓄
の

大
切
さ
を
教
え
た
。
こ
う
し
た
教
育
的
指
導
の
他
に
、
娯
楽
に
乏

し
い
人
々
に
健
全
な
楽
し
み
も
提
供
し
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は

活
動
写
真
の
上
映
会
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
だ
っ
た
り
、
ま
た
会
員
か

ら
の
寄
贈
本
を
親
達
に
夜
間
貸
し
出
す
、
読
書
倶
楽
部
の
開
設
で

あ
っ
た
り
し
た
。
格
安
の
古
着
バ
ザ
ー
は
人
々
を
こ
ざ
っ
ぱ
り
し

た
身
な
り
に
変
え
、
評
判
を
聞
い
た
近
隣
住
民
は
託
児
所
の
催
し

に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
付
帯
事
業
は
託
児
家
庭
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
、
周
囲

の
貧
困
層
に
も
波
及
す
る
隣
保
事
業
に
発
展
拡
大
し
、
千
代
は
独

創
的
な
発
想
を
次
々
に
具
体
化
し
て
い
く
。
人
々
に
寄
り
添
う
積

極
的
な
活
動
は
や
が
て
行
政
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
新
設
の
東

京
府
慈
善
事
業
協
会
か
ら
千
代
は
「
保
育
分
科
会
の
主
査（

3
4
）」

に
任

命
さ
れ
た
。
一
歩
も
二
歩
も
先
ん
じ
た
民
間
の
事
業
従
事
者
と
し

て
の
重
用
は
、
託
児
事
業
へ
の
高
い
評
価
の
証
だ
っ
た
。
国
は
貧

民
対
策
に
や
っ
と
着
手
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
七
（
大
正
６
）
年
一
〇
月
一
日
、
東
京
を
襲
っ
た
有
名

な
大
暴
風
雨
は
死
者
・
行
方
不
明
合
わ
せ
て
一
二
〇
〇
名
の
惨
事

で
あ
っ
た
。
桜
楓
会
は
東
京
府
慈
善
協
会
に
協
力
し
て
深
川
な
ど

四
ヶ
所
の
罹
災
地
に
臨
時
託
児
所
を
設
置
し
た
。
三
年
前
の
洪
水

で
活
躍
を
し
た
千
代
は
直
ち
に
救
援
の
指
揮
を
任
さ
れ
、
会
は
奉

仕
と
金
品
の
寄
付
を
呼
び
か
け
た
。
こ
の
素
早
い
行
動
は
世
論
を

喚
起
し
て
、
中
央
省
庁
の
厚
い
信
頼
を
確
実
な
も
の
に
し
た
の
で

あ
る
。
託
児
所
の
要
望
が
益
々
高
ま
る
中
、
桜
楓
会
は
第
二
託
児

所
建
設
に
踏
み
切
っ
た
。
東
京
府
は
臨
時
の
助
成
金
の
他
に
多
額

の
補
助
金
を
、
内
務
省
か
ら
は
奨
励
金
（
以
後
継
続
）
が
支
給
さ

れ
、
一
方
会
や
地
方
支
部
は
著
名
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
久
野
久
子
の
慈

善
音
楽
会
な
ど
を
開
催
し
、
学
内
外
が
一
体
の
協
力
体
制
で
臨
ん

だ
。
が
、
託
児
事
業
に
大
い
な
る
希
望
と
期
待
を
抱
い
て
い
た
成

瀬
は
、着
々
と
準
備
が
進
む
一
九
一
九
（
大
正
８
）
年
三
月
四
日
、
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完
成
を
待
た
ず
つ
い
に
永
眠
。貧
困
下
に
生
き
る
人
々
の
明
日
を
、

娘
達
に
託
し
て
旅
立
っ
た
。

慈
善
事
業
の
理
想
と
現
実

明
け
て
一
九
二
〇
（
大
正
９
）
年
一
月
六
日
、
桜
楓
会
第
二
託

児
所
と
し
て
府
下
日
暮
里
元
金
杉
下
り
一
五
九
二
番
地
に
日
暮
里

託
児
所
が
完
成
し
た
。
東
京
府
慈
善
協
会
が
救
済
事
業
で
建
設
し

た
日
暮
里
の
長
屋
式
小
住
宅
の
一
角
、
二
一
三
坪
を
優
先
的
に
借

り
受
け
た
。
巨
額
の
建
築
費
を
か
け
た
六
六
坪
の
理
想
的
な
建
物

に
見
学
者
は
絶
え
ず
、
実
際
全
国
で
も
四
指
に
入
る
優
れ
た
託
児

所
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た

（
3
5
）。

幸
い
に
も
、
隣
保
事
業
を
行
う
公
共

の
愛
隣
館
が
近
く
に
あ
り
、
図
ら
ず
も
経
費
の
軽
減
に
繋
が
り
、

千
代
は
両
所
の
主
任
を
兼
務
し
た
。

翌
一
九
二
一
（
大
正
10
）
年
九
月
、
開
校
時
の
成
瀬
案
が
「
時

期
尚
早
」
と
し
て
退
け
ら
れ
た
社
会
事
業
学
部
は
、
そ
の
遺
志
を

継
い
だ
第
二
代
校
長
麻
生
正
蔵
の
手
で
創
設
が
実
現
し
た
。
託
児

所
は
学
生
の
実
習
の
現
場
と
な
り
、
児
童
保
全
科
卒
業
生
は
後
に

派
遣
さ
れ
て
就
職
し
千
代
を
助
け
、
以
後
保
育
の
世
界
で
保
母
と

し
て
活
躍
し
た
者
は
多
い
。

同
じ
く
一
〇
月
、
巣
鴨
託
児
所
内
に
東
京
支
部
と
新
卒
の
一
八

回
生
が
協
力
し
て
桜
楓
女
子
夜
学
校
が
開
校
す
る
。
こ
れ
は
桜
楓

会
の
年
度
目
標
で
あ
る
「
児
童
問
題
」
研
究
に
つ
い
て
、
東
京
支

部
が
貧
児
は
障
害
児
と
同
じ
特
殊
児
童
で
あ
り
、
特
別
の
救
済
が

必
要
で
あ
る
と
結
論
。
そ
こ
で
、
辛
い
労
働
を
強
い
ら
れ
る
女
工

や
女
中
奉
公
の
少
女
達
に
、
教
養
の
場
を
与
え
た
い
と
し
て
実
現

に
漕
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
翌
年
の
三
月
に
は
託
児
所
出
身
者
に

中
学
志
願
者
一
名
、
女
学
校
志
願
者
二
名
、
そ
し
て
夜
学
校
入
学

者
数
名
を
出
し
、
開
校
に
向
け
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
千
代
は

「
託
児
所
を
出
て
か
ら
も
指
導
し
、
一
人
前
に
な
る
ま
で
見
届
け

ね
ば
、
託
児
所
の
働
き
も
徹
底
し
な
い

（
3
6
）」

と
、
生
涯
学
習
を
視
野

に
新
た
な
意
欲
を
み
せ
る
。だ
が
理
想
に
対
し
て
現
実
は
厳
し
く
、

揺
れ
る
心
境
が
窺
え
る
千
代
の
記
述
が
あ
る
。

建設中の日暮里託児所（1919 年 10 月）

日暮里小住宅開所式の日（1920 年 1 月 26 日）
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（
略
）
数
年
前
は
た
だ
美
し
き
精
神
的
情
緒
の
も
と
に
、
給
料

な
ど
元
よ
り
眼
中
に
な
く
、
し
か
も
一
人
半
前
も
二
人
前
も
朝

か
ら
夜
ま
で
黙
々
と
し
て
従
事
し
て
き
た
者
も
、
や
は
り
そ
の

使
命
を
全
う
す
る
に
は
研
究
も
必
要
、
休
養
も
相
当
に
し
、
し

こ
う
し
て
精
神
的
食
餌
も
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
略
）
こ
れ
ら

の
自
分
の
生
活
と
研
究
と
仕
事
と
、
こ
の
三
つ
の
調
和
を
計
る

に
は
、自
然
、人
を
増
や
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
略
）
こ
の
問
題
を
、

こ
れ
か
ら
の
保
育
経
営
者
は
如
何
取
り
扱
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

（
略
）

こ
れ
は
一
九
二
一
（
大
正
10
）
年
一
月
号
の
『
幼
児
教
育
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
託
児
所
の
実
際
」
の
一
部
で
、
慈
善
事
業
の
現
状

と
心
身
の
行
き
詰
ま
り
、
そ
の
対
策
を
「
単
に
、
従
事
者
の
自
ら

開
拓
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
言
う
も
の
の
、社
会
の
世
論
に
よ
っ
て
、

一
層
、
適
切
に
解
決
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
指
摘
。
活
動
に
意

欲
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
経
営
難
に
陥
る
慈
善
事
業
へ
の
、
事
実

上
の
警
鐘
で
あ
る
。
も
は
や
善
意
や
同
情
だ
け
で
は
解
決
不
能
な

現
実
を
厳
し
く
捉
え
、
社
会
事
業
で
欧
米
に
遅
れ
た
日
本
の
行
政

が
、
現
場
の
千
代
た
ち
に
粉
骨
砕
身
を
押
し
付
け
て
い
る
現
状
、

そ
の
事
実
を
き
わ
め
て
印
象
付
け
る
レ
ポ
ー
ト
と
い
え
る
。

い
つ
も
髪
を
無
造
作
に
ひ
っ
詰
め
、
質
素
な
木
綿
の
着
物
姿
で

篤
志
家
を
訪
ね
て
金
策
に
苦
労
す
る
千
代
に
は
、
そ
の
飾
ら
ぬ
ひ

た
む
き
な
人
柄
に
魅
せ
ら
れ
た
、
多
く
の
善
意
の
支
え
が
あ
り
、

な
か
で
も
西
園
寺
新
子
は
強
力
な
賛
同
者
で
あ
っ
た
。
本
校
評
議

員
で
あ
り
公
爵
西
園
寺
公
望
を
父
に
持
ち
、
五
歳
で
佛
英
和
女
学

校
の
寄
宿
舎
に
入
り
、
後
に
本
校
附
属
高
女
に
転
入
、
聡
明
な
近

代
女
性
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。
彼
女
は
託
児
事
業
を
深
く
理
解
し

て
物
心
両
面
で
惜
し
み
な
い
支
援
を
し
た
篤
志
家
の
一
人
で
も
あ

る
。
六
人
の
子
供
と
共
に
し
ば
し
ば
託
児
所
を
訪
れ
、
一
九
一
九

（
大
正
８
）
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
会
に
は
、
父
公
望
に
同
行
し
た
欧

州
視
察
の
疲
労
も
あ
っ
て
体
調
不
良
の
と
こ
ろ
、
風
邪
を
引
い
た

長
女
に
代
わ
っ
て
楽
し
い
余
興
を
用
意
し
て
み
ん
な
を
喜
ば
せ

た
。
そ
れ
か
ら
僅
か
二
週
間
後
、
風
邪
か
ら
肺
炎
を
併
発
、
帰
ら

ぬ
人
と
な
っ
た
。
享
年
三
四
、『
週
報
』
五
四
九
号
は
三
ペ
ー
ジ

を
追
悼
号
に
割
き
、
千
代
は
手
記
「
託
児
所
の
慈
母
」
を
綴
っ
て

衝
撃
の
喪
失
感
に
涙
し
た
。
師
成
瀬
を
失
い
、
今
ま
た
最
大
の
理

解
者
を
亡
く
し
、
敬
愛
す
る
二
人
の
死
は
、
千
代
に
と
っ
て
深
い

絶
望
と
苦
難
の
前
兆
に
も
思
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
果
し
て
、
厳
し

い
試
練
の
時
代
が
待
ち
受
け
て
い
た
。

関
東
大
震
災
後
の
託
児
所

一
九
二
三
（
大
正
12
）
年
九
月
一
日
、
関
東
大
地
震
が
東
京
を

直
撃
。
千
代
は
急
ぎ
巣
鴨
託
児
所
に
駆
け
つ
け
子
供
達
の
安
否
を

確
認
。
発
生
か
ら
四
日
目
に
や
っ
と
日
暮
里
に
辿
り
着
く
。
被
害

が
大
き
い
建
物
は
避
難
民
で
溢
れ
、
直
ち
に
子
供
達
の
消
息
を
尋
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ね
歩
く
。
一
方
発
生
か
ら
一
九
日
目
に
桜
楓
会
は
、
東
京
市
に
協

力
し
て
上
野
の
山
に
児
童
救
護
所
を
設
営
。
昨
年
本
誌
で
発
表
さ

れ
た
未
発
表
資
料
「
震
災
善
後
録
」
に
よ
れ
ば
、「
井
上
氏
、
出

野
氏
、
丸
山
氏
は
市
の
社
会
局
へ
救
護
事
業
の
打
ち
合
わ
せ
に
出

向
」
と
記
さ
れ
、
会
役
員
と
行
動
を
共
に
す
る
千
代
の
姿
が
あ
っ

た
。
体
験
を
買
わ
れ
、
大
い
に
活
躍
し
た
事
実
は
、
先
の
竹
中
さ

ん
が
卒
論
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

千
代
の
日
記
「
震
災
後
の
託
児
所
」
に
、こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。

「
実
に
此
の
度
深
く
感
じ
た
の
は
、
役
所
に
婦
人
が
入
っ
て
お
っ

た
ら
と
思
う
事
で
あ
り
ま
す
。
親
切
な
手
が
も
っ
と
早
く
行
き

渡
っ
て
お
っ
た
ら
と
思
い
ま
す

（
3
7
）」。

鋭
い
こ
の
指
摘
に
耳
を
傾
け

た
役
人
が
、
い
た
だ
ろ
う
か
。
女
性
蔑
視
の
社
会
へ
の
厳
し
い
眼

差
し
は
、
男
性
に
負
け
な
い
能
力
で
行
動
す
る
千
代
の
意
見
だ
か

ら
こ
そ
、
価
値
が
あ
る
。
大
胆
な
行
動
に
比
べ
て
は
に
か
み
屋
と

い
わ
れ
た
千
代
が
み
せ
た
的
確
な
批
判
は
、
と
り
わ
け
頼
も
し
く

思
え
る
の
で
あ
る
。

暫
く
の
間
、
千
代
は
親
を
失
く
し
た
幼
児
を
託
児
所
に
引
き
取

り
、
不
眠
不
休
の
日
々
を
過
ご
す
。
や
が
て
近
隣
の
強
い
希
望
で

巣
鴨
託
児
所
は
何
と
か
託
児
を
再
開
す
る
。
働
き
手
の
長
屋
の
母

親
達
に
と
っ
て
、
今
や
託
児
所
は
家
計
を
支
え
る
必
要
不
可
欠
な

存
在
と
な
り
、
本
格
的
な
復
興
修
理
が
急
が
れ
た
。

震
災
の
翌
年
、
大
掛
か
り
な
修
理
が
終
わ
っ
た
日
暮
里
託
児
所

が
再
開
す
る
。
そ
の
次
の
年
に
は
新
た
に
隣
接
し
た
土
地
一
〇
八

坪
を
借
入
し
た
巣
鴨
の
増
改
築
一
一
一
坪
が
完
成
し
た
。
巨
額
の

費
用
捻
出
の
た
め
に
会
は
後
援
音
楽
会
を
は
じ
め
映
画
会
、
舞
踊

会
（
日
舞
と
邦
楽
の
昼
夜
公
演
）
を
次
々
に
主
催
し
、
他
に
宮
内

省
な
ど
政
府
機
関
の
援
助
に
も
助
け
ら
れ
て
以
前
に
も
増
し
て
快

適
な
建
物
が
完
成
し
た
。
と
は
い
え
、
震
災
の
物
価
高
騰
で
、
累

積
赤
字
が
続
く
中
で
の
土
地
借
入
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
完
成
後
の
巣
鴨
の
付
帯
事
業
が
以
前
よ
り
一
段
と
活
発
化
し

た
こ
と
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
隣
保
事
業
の
拡
充
を
視
野
に
入
れ

た
計
画
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

震
災
で
入
学
希
望
者
が
激
減
し
て
一
時
閉
鎖
し
た
桜
楓
女
子
夜

学
校
は
、
少
女
だ
け
で
な
く
広
く
勤
労
男
女
の
た
め
の
桜
楓
会
巣

鴨
夜
学
校
と
し
て
、
震
災
か
ら
二
年
後
の
一
九
二
五
（
大
正
14
）

年
に
所
内
で
再
開
し
た
。
主
任
に
内
務
省
社
会
局
の
牧
賢
一
を
迎

え
、
教
師
に
は
大
学
の
若
手
の
先
生
ほ
か
、
常
に
三
〇
〜
四
〇
名

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
生
が
協
力
し
、
働
く
若
者
に
学
ぶ
場
が
与
え

ら
れ
た
。
か
つ
て
成
瀬
は
学
寮
で
働
く
少
女
達
に
「
夜
学
会
」
を

作
っ
て
提
供
し
た
が
、
そ
の
理
念
が
時
を
経
て
形
を
変
え
、
所
内

に
継
承
さ
れ
た
の
は
意
義
深
い
。
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付
帯
か
ら
隣
保
事
業
、
そ
し
て
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
へ

千
代
は
、
就
学
し
た
託
児
の
た
め
に
復
習
会
を
開
き
、
日
曜
学

校
を
作
っ
て
開
放
し
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
貧
し
い
地
域
住
民
に
拡

大
し
て
隣
保
事
業
を
展
開
し
て
い
く
。
激
務
に
伴
い
千
代
の
許
に

は
支
援
の
青
年
達
が
集
ま
っ
て
き
た
。
東
京
帝
大
、
慶
大
、
早
大
、

東
洋
大
、
美
大
、
日
女
大
な
ど
多
く
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
子

供
達
や
夜
学
生
の
面
倒
を
引
き
受
け
、ま
た
、か
つ
て
世
話
に
な
っ

た
託
児
所
出
身
の
若
者
達
、
夜
学
校
在
学
の
労
働
者
ま
で
が
、
千

代
の
「
信
念
に
溢
れ
た
捨
て
身
の
活
動
に
魅
せ
ら
れ
、
鞭
撻
さ
れ

て
情
熱
的
に
働
い
た

（
3
8
）」。

帝
大
生
の
中
原
賢
治（

3
9
）が

中
心
の
復
習
会
は
多
い
時
は
九
〇
名
近

く
が
参
加
し
た
。
勉
強
以
外
に
も
明
治
神
宮
、
戸
山
ヶ
原
、
植
物

園
等
に
度
々
遠
足
を
行
い
、
ま
た
「
野
村
は
な
子
氏
よ
り
蓄
音
機

と
レ
コ
ー
ド
の
寄
贈
を
受
け
」、
託
児
所
は
最
高
に
居
心
地
の
良

い
棲
家
と
な
り
、
地
域
の
中
心
と
も
な
っ
た
。
千
代
は
「
み
ん
な

託
児
所
を
我
が
家
の
よ
う
に
親
し
み
、懐
か
し
が
っ
て
お
り
ま
す
」

と
桜
楓
会
総
会
で
報
告
す
る
が
、
実
際
子
供
達
の
中
に
は
「
不
良

性
の
も
の
も
変
態
性
の
も
の
も
入
っ
て
来
て
凶
暴
に
近
い
位
に
暴

れ
廻
り
、喧
嘩
は
絶
え
ず
、器
具
や
硝
子
は
壊
す
」
有
様
で
も
あ
っ

た
。
が
、
ど
ん
な
時
も
、
誰
に
で
も
「
何
と
か
し
て
や
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
」
と
一
心
の
千
代
は
、
手
が
掛
か
る
暴
れ
ん
坊
の
子
供
達
を

見
す
て
な
か
っ
た
。「
先
生
方
に
は
毎
晩
が
涙
と
闘
い
」で
あ
り「
挫

け
ん
と
す
る
心
を
鞭
う
っ
て
祈
っ
て
お
り
」、
な
か
で
も
環
境
が

そ
う
さ
せ
る
「
い
け
な
い
子
ほ
ど
可
愛
い
も
の
で
す
」
と
心
の
内

も
覗
か
せ
、「
お
も
い
が
け
な
い
魂
の
み
の
り
を
見
聞
き
す
る
時

に
は
、
託
児
所
の
経
費
不
足
と
い
う
苦
い
こ
と
も
忘
れ
る
程
」
と

ひ
た
す
ら
子
供
の
成
長
だ
け
を
信
じ
て
い
る
（
4
0
）。

こ
う
し
た
巣
鴨
の
隣
保
事
業
は
、
前
述
し
た
市
営
隣
保
館
が
近

く
に
あ
る
日
暮
里
と
は
違
い
、
近
隣
の
貧
困
層
を
丸
抱
え
す
る
、

そ
れ
だ
け
忍
耐
力
と
資
金
を
要
す
る
活
動
だ
っ
た
。
し
か
し
学
生

や
働
く
若
者
の
真
摯
な
奉
仕
に
支
え
ら
れ
、
彼
ら
を
中
心
に
地
域

の
た
め
の
本
格
的
な
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
後
述
す
る
巣
鴨
託
児
所
の
理
不
尽
な
閉
鎖
は
、
あ
る
い

は
彼
ら
の
活
発
な
行
動
が
誘
発
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
治
安
維
持
法

の
発
令
に
よ
る
、
当
時
の
極
め
て
厳
し
い
思
想
取
締
り
が
、
実
は

気
付
か
ぬ
内
に
忍
び
寄
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
が

間
も
な
く
現
実
と
な
る
日
を
、
誰
が
予
想
し
た
だ
ろ
う
。

震
災
か
ら
四
年
目
の
あ
る
日
、
二
〇
坪
の
災
害
用
簡
易
組
立
式

ハ
ウ
ス
が
篤
志
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
。
日
暮
里
の
改
築
、
巣
鴨
の

増
築
に
多
額
の
出
費
が
嵩
ん
だ
桜
楓
会
は
設
営
費
を
出
す
余
裕
が

な
く
、
そ
こ
で
学
生
や
若
者
達
は
僅
か
な
所
持
金
を
出
し
合
い
、

七
百
円
余
の
借
財
と
寄
付
を
調
達
し
て
多
摩
川
縁
に
キ
ャ
ン
プ
小

屋
を
建
て
「
西
窓
洞
」
と
名
付
け
た
。
別
荘
の
よ
う
な
憩
い
の
家

の
完
成
は
、
み
ん
な
の
心
に
家
族
以
上
の
連
帯
感
を
育
み
、
同
時
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に
計
画
の
成
功
は
自
ら
切
り
拓
く
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
、
堅
い

結
束
の
親
睦
会
「
西
窓
会
」
の
誕
生
に
繋
が
っ
た
。
や
が
て
組
織

化
さ
れ
た
「
西
窓
会
」
は
、
託
児
所
で
の
附
帯
事
業
に
「
自
己
の

生
命
を
見
出
し
て
よ
き
働
き
を
し
た
い
」
と
願
う
、
意
欲
的
な
集

合
体
に
成
長
す
る
。

一
九
二
八
（
昭
和
３
）
年
四
月
六
日
付
の
『
週
報
』
は
驚
き
を

も
っ
て
報
じ
た
。
東
京
市
社
会
局
が
市
営
の
大
塚
託
児
所
建
設
の

土
地
決
定
を
、
近
接
し
た
巣
鴨
託
児
所
に
極
秘
に
し
た
上
、
局
長

以
下
の
真
相
説
明
が
い
ず
れ
も
曖
昧
な
責
任
逃
れ
で
あ
っ
た
事

実
、
そ
し
て
一
方
的
な
市
か
ら
の
通
告
で
桜
楓
会
が
託
児
事
業
の

変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
上
に
、
事
実
無
根
の
「
損
害
賠
償
な
い

し
補
償
」
の
要
求
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
事
実
、
さ
ら
に
日
刊
紙
に

「
誇
大
な
る
誤
謬
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
為
に
」
会
の
名
誉
が
傷

つ
け
ら
れ
た
事
実
、こ
れ
ら
一
年
余
り
の
市
当
局
と
の
交
渉
を『
週

報
』
九
三
一
号
は
一
頁
を
割
い
て
詳
細
に
報
告
し
、
会
員
の
公
正

な
理
解
を
求
め
た
。

（
略
）
同
一
地
区
内
に
公
私
重
複
し
て
こ
れ
を
設
く
る
が
如
き

は
、
市
経
済
の
上
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
ま
た
、
社
会
政
策
の

上
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
的
を
逸
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
、

桜
楓
会
託
児
所
一
箇
の
問
題
で
は
な
く
、
今
後
、
広
く
一
般
民

間
社
会
事
業
に
関
す
る
と
こ
ろ
、
す
こ
ぶ
る
大
な
る
も
の
あ
る

（
略
）

と
国
策
に
も
た
じ
ろ
が
ぬ
異
例
の
抗
議
文
で
あ
る
。
直
ち
に
会
は

善
後
策
を
講
じ
た
が
、市
の
回
答
は
の
ら
り
く
ら
り
と
定
ま
ら
ず
、

や
む
な
く
提
示
し
た
「
職
業
婦
人
の
寄
宿
舎
」
の
譲
歩
案
も
宙
に

浮
い
た
ま
ま
進
展
せ
ず
、
次
第
に
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
。

上
記
の
日
刊
紙
の
事
実
無
根
や
誤
謬
の
記
事
は
、一
九
二
八（
昭

和
３
）
年
三
月
一
一
日
付（

4
1
）の

東
京
朝
日
新
聞
や
東
京
日
日
新
聞
な

ど
各
紙
が
一
斉
に
掲
載
し
た
。
主
な
見
出
し
は
「
一
度
も
使
用
さ

れ
ず　

建
腐
れ
の
大
塚
託
児
所　

桜
楓
会
か
ら
の
文
句
に
恐
れ
を

な
し
て
」「
井
上
女
史
の
一
に
ら
み
に　

大
弱
り
の
不
開
の
家
」「
七

萬
円
の
託
児
場
を　

建
放
し
て
立
腐
れ
に　

女
子
大
学
の
井
上
秀

子
女
史
に
脅
さ
れ
」
等
、
市
当
局
の
計
画
ミ
ス
の
攻
撃
先
が
い
つ

の
間
に
か
桜
楓
会
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
記
事
の
内
容
は
「
若
し

大
塚
託
児
所
を
開
所
す
る
な
ら
損
害
賠
償
を
要
求
す
る
、
と
ま
で

開
き
直
る
始
末
に
、
…
相
手
は
女
で
あ
る
と
持
て
余
し
」、「
桜
楓

会
の
如
き
営
利
的
に
経
営
せ
る
も
の
に
何
の
遠
慮
を
要
す
る
ぞ
、

寧
ろ
挑
戦
し
て
開
所
す
べ
し
、
と
の
強
硬
論
が
盛
ん
」
等
々
。
会

の
慈
善
事
業
を
営
利
的
経
営
と
誤
認
す
る
よ
う
な
、
お
粗
末
な
市

予
算
委
員
会
だ
っ
た
よ
う
だ
。　

一
方
事
情
を
知
っ
た
託
児
所
内
の
「
西
窓
会
」
に
集
う
青
年
達
、

そ
し
て
近
隣
の
親
達
か
ら
は
閉
鎖
に
反
対
す
る
猛
烈
な
抗
議
と
嘆

願
が
桜
楓
会
に
寄
せ
ら
れ
た
。
存
続
を
希
望
す
る
彼
等
は
、
会
が

成
り
行
き
不
透
明
な
現
状
を
考
慮
し
て
一
時
中
止
し
た
夜
学
校
の
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生
徒
募
集
を
再
開
、
現
場
の
千
代
は
当
然
両
者
の
板
ば
さ
み
に

な
っ
た
。「
千
代
先
生
は
、
桜
楓
会
側
か
ら
は
売
国
奴
か
の
如
き

非
難
と
叱
責
を
受
け（

4
2
）」

た
と
の
牧
の
記
述
も
あ
り
、
千
代
の
苦
悩

の
程
は
い
か
ば
か
り
か
。
無
償
で
働
く
青
年
達
が
掲
げ
る
学
問
の

一
灯
を
、
決
し
て
消
す
訳
に
い
か
な
い
と
の
思
い
に
加
え
て
、
若

者
の
一
途
な
真
情
は
千
代
を
一
層
奮
い
立
た
せ
た
の
だ
ろ
う
。
非

難
に
も
中
傷
に
も
た
じ
ろ
が
ず
、
千
代
は
総
会
で
彼
等
の
熱
意
を

懸
命
に
説
明
し
て
理
解
を
求
め
た
。
そ
の
後
「
西
窓
会
」
の
青
年

達
か
ら
は
、
託
児
事
業
と
既
に
生
徒
を
募
集
し
た
夜
学
校
の
事
業

を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
た
い
旨
の
強
い
要
望
が
あ
り
、
会
は
事
情

や
む
な
し
と
し
て
翌
一
九
二
九
年
二
月
ま
で
、
建
物
の
無
償
貸
与

を
誓
約
し
た
。
が
、
さ
ら
な
る
延
期
申
し
入
れ
が
あ
り
折
衝
は
困

難
を
極
め
、
混
迷
が
続
い
た
。

波
紋
を
投
げ
た
巣
鴨
第
一
託
児
所
の
閉
鎖

一
九
二
九
（
昭
和
４
）
年
四
月
一
二
日
の
第
二
六
回
総
会
は
、

巣
鴨
託
児
所
を
す
で
に
前
年
七
月
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
し
た
、
と

報
告
し
た
。
建
物
使
用
の
代
替
案
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
の
突
然
の

閉
鎖
で
あ
っ
た
。「
西
窓
会
」
と
の
交
渉
の
行
方
に
つ
い
て
の
説

明
も
要
領
を
得
ず
、「
い
づ
れ
決
定
の
上
御
通
信
申
し
上
げ
度
く
」

の
言
葉
で
報
告
を
終
え
て
い
る
。
一
九
四
二
（
昭
和
17
）
年
に
刊

行
さ
れ
た
『
日
本
女
子
大
学
校
四
拾
年
史
』
に
は
「
昭
和
三
年
巣

鴨
第
一
託
児
所
に
近
接
し
て
東
京
市
設
託
児
所
が
設
置
さ
れ
る
事

に
な
っ
た
の
で
、
当
託
児
所
は
そ
の
目
的
を
変
更
し
、
専
ら
職
業

婦
人
の
寄
宿
舎
と
し
て
指
導
に
当
た
る
事
と
し
て
、一
時
閉
鎖
し
、

日
暮
里
第
二
託
児
所
に
合
併
」
と
あ
る
。

閉
所
後
の
千
代
は
一
九
三
三
（
昭
和
８
）
年
に
引
退
す
る
ま
で

日
暮
里
託
児
所
の
保
母
主
任
を
引
き
続
き
務
め
た
。
引
退
に
際
し

桜
楓
会
は「
一
時
閉
鎖
中
の
巣
鴨
旧
託
児
所
と
金
一
封
を
贈
っ
た
」

と
発
表
し
た
が
、
一
九
二
八
（
昭
和
３
）
年
か
ら
五
年
間
も
閉
鎖

中
と
は
、
俄
か
に
信
じ
難
い
。
そ
こ
で
、
昭
和
八
年
当
時
の
『
週

報
』（
第
一
一
八
二
号
、
六
月
一
六
日
）
を
丹
念
に
読
む
と
、
興

味
深
い
事
実
が
浮
か
ん
で
き
た
。
千
代
が
六
月
七
日
の
送
別
会
席

上
で
贈
呈
さ
れ
た
巣
鴨
の
建
物
は
間
違
い
な
く
「
一
時
閉
鎖
中
の

も
の
」
だ
と
但
し
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
千
代

は
引
退
に
あ
た
り
「
巣
鴨
に
於
け
る
現
在
西
窓
学
園
が
社
会
事
業

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
営
み
つ
つ
あ
り
ま
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

旧
桜
楓
会
託
児
所
の
建
物
を
頂
戴
致
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
（
傍
点
筆
者
）」
と
の
挨
拶
状
を
各
方
面
に
出

し
て
お
り
、
建
物
が
閉
鎖
中
で
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に

そ
の
挨
拶
状
は
、
牧
に
よ
っ
て
翌
七
月
の
一
般
誌
に
公
表
さ
れ

（
4
3
）、

半
ば
公
然
の
事
実
と
な
っ
た
。
建
物
使
用
を
巡
る
両
者
に
は
事
実

上
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
の
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が

正
し
い
の
か
、
そ
の
答
え
は
思
い
が
け
な
く
明
か
さ
れ
た
。

一
九
五
七
（
昭
和
32
）
年
に
本
学
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
社
会
福
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祉
』
第
四
集
に
、巣
鴨
託
児
所
閉
鎖
後
「
…
地
元
の
要
求
に
応
え
、

千
代
氏
は
中
原
氏
や
そ
の
他
学
生
と
共
に
桜
楓
会
に
運
動
し
、
麻

生
第
二
代
校
長
の
理
解
を
経
て
一
切
の
事
業
を
継
続
し
西
窓
学
園

と
名
づ
け
た
」
と
す
る
井
上
秀
桜
楓
会
理
事
長
談
話
が
そ
れ
で
あ

る
。
な
ぜ
真
相
が
永
く
語
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

理
由
の
一
つ
は
、
総
会
で
売
国
奴
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
千
代
へ
の
、
一
部
桜
楓
会
内
部
の
批
判
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
千
代
は
物
欲
に
淡
白
で
経

理
に
頓
着
が
な
く
、
熱
烈
な
支
持
者
が
い
る
一
方
で
、
事
業
を
思

い
つ
き
で
拡
大
し
、
桜
楓
会
の
財
政
ま
で
圧
迫
し
て
、
遂
に
は
若

者
た
ち
の
言
い
な
り
に
な
り
、
屋
台
を
乗
っ
取
ら
れ
た
、
と
の
批

判
も
あ
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

社
会
事
業
部
を
開
設
し
た
校
長
麻
生
は
、
千
代
の
業
績
を
高
く

評
価
し
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
当
時
は
成
瀬
の
遺
言
で
あ
る
総

合
大
学
の
新
設
に
心
血
を
注
い
で
い
た
。
多
額
の
募
金
は
不
況
に

も
か
か
わ
ら
ず
卒
業
生
の
熱
意
で
達
成
さ
れ
た
が
、
逆
に
託
児
所

へ
の
関
心
は
薄
れ
て
い
っ
た
。
苦
境
の
千
代
を
気
遣
う
麻
生
の
気

持
ち
は
温
情
と
な
り
、
千
代
に
よ
る
個
人
的
な
西
窓
学
園
経
営
を

認
め
た
上
で
、
そ
の
事
実
を
公
表
し
な
い
事
が
内
外
に
余
計
な
刺

激
を
与
え
な
い
と
す
る
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
孫
の
麻

生
誠
氏
に
よ
れ
ば
、
祖
父
は
恩
師
新
島
襄
に
似
て
、
思
想
問
題
で

官
憲
に
追
わ
れ
て
い
る
学
生
を
自
宅
に
入
れ
て
共
に
生
き
る
道
を

話
し
合
う
よ
う
な
熱
血
教
育
者
だ
っ
た
と
、
い
み
じ
く
も
語
っ
て

い
る
。

推
察
さ
れ
る
理
由
の
二
つ
目
は
、
一
九
二
五
（
大
正
14
）
年
に

公
布
さ
れ
た
治
安
維
持
法
や
一
九
二
八
（
昭
和
３
）
年
の
特
別
高

等
警
察
機
関
（
特
高
）
の
新
設
に
代
表
さ
れ
る
不
気
味
な
力
の
存

在
で
あ
る
。
同
じ
昭
和
三
年
に
は
東
京
女
子
大
生
六
人
が
秘
密
結

社
員
と
目
さ
れ
取
り
調
べ
を
受
け
る
事
件
が
あ
り
、
力
の
制
裁
は

学
生
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
特
に
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
労
働
者
階

級
の
台
頭
で
、
学
生
や
夜
学
校
の
勤
労
青
年
達
が
多
く
出
入
り
す

る
巣
鴨
託
児
所
は
、危
険
分
子
の
温
床
と
誤
解
さ
れ
、当
局
に
マ
ー

ク
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
西
窓
学
園
で
も
千
代
を

補
佐
し
た
主
事
の
牧
は
「
帝
大
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
な
ど
と
共
に
社
会

運
動
と
赤
色
弾
圧
の
旋
風
に
流
さ
れ
る
」
体
験
を
し
た
と
い
う

（
4
4
）。

思
想
取
締
り
を
強
化
す
る
国
策
が
、
東
京
市
営
の
託
児
所
建
設
に

便
乗
し
て
、
巣
鴨
託
児
所
の
閉
鎖
を
画
策
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。
そ
う
考
え
る
と
好
意
的
だ
っ
た
市
社
会

局
の
ま
る
で
掌
を
返
し
た
よ
う
な
不
誠
実
、
不
明
瞭
な
先
の
対
応

の
説
明
が
つ
く
し
、『
週
報
』
が
交
渉
の
行
方
を
記
事
に
で
き
な

か
っ
た
こ
と
の
説
明
も
つ
く
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
井
上
談
話
で
は
閉
鎖
の
原
因
を
「
経
済
的

運
営
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
確
か

に
託
児
所
は
累
積
赤
字
を
抱
え
て
い
た
が
、
一
方
の
母
体
で
あ
る
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桜
楓
会
は
一
九
二
〇
（
大
正
９
）
年
に
「
社
団
法
人
」
格
を
取
得
、

会
計
士
を
置
く
健
全
な
事
業
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
存
す
る
総

会
の
収
支
報
告
書
や
出
納
帳
か
ら
も
判
然
と
す
る
。
従
っ
て
託
児

事
業
が
破
綻
を
視
野
に
入
れ
る
程
危
機
的
だ
っ
た
と
は
考
え
難

い
。
他
方
、
牧
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
詳
し
い
こ
と
を
云
う
の
は
憚

る
が
、
昭
和
三
年
、
桜
楓
会
が
種
々
な
内
部
理
由
に
よ
っ
て
巣
鴨

託
児
所
の
閉
鎖
を
宣
言
し
た
」
と
あ
り
、
先
に
述
べ
た
会
内
部
の

一
部
千
代
批
判
も
含
め
、
種
々
の
理
由
が
あ
っ
た
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
全
て
が
経
営
難
に
集
約
さ
れ
て
今
日
の
通
説
と
な
っ
て
い

る
。
金
融
恐
慌
の
世
に
経
営
難
は
、
誰
も
が
容
易
に
納
得
で
き
る

理
由
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

様
々
な
内
部
事
情
に
揺
れ
る
中
、
桜
楓
会
は
信
頼
す
る
千
代
と

学
生
達
に
運
営
を
一
任
す
る
こ
と
で
託
児
事
業
の
継
続
を
図
っ

た
。
す
で
に
閉
鎖
か
ら
八
七
年
、
混
沌
と
し
た
記
録
を
透
か
し
て

見
え
て
き
た
の
は
、
荒
々
し
い
時
代
の
潮
流
に
巻
き
込
ま
れ
た
託

児
事
業
の
存
続
を
第
一
に
し
た
苦
渋
の
決
断
の
た
め
に
、
真
実
が

語
れ
な
か
っ
た
時
代
の
怖
さ
で
あ
る
。

報
道
「
孤
老
〝
ス
ラ
ム
の
母
〟」
の
叙
勲

「
心
身
共
に
疲
れ
た
か
ら
暫
く
休
養
の
時
を
与
え
ら
れ
た
い
」

と
の
千
代
の
日
暮
里
託
児
所
主
任
引
退
を
報
じ
た
の
は
、
一
九
三�

三
（
昭
和
８
）
年
の
「
丸
山
千
代
子
さ
ん
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う

（
4
5
）」

の
記
事
で
あ
っ
た
。「
去
り
ゆ
く
姉
を
惜
し
む
者
は
ひ
と
り
わ
が

桜
楓
会
の
み
で
は
な
く
、
二
十
年
間
姉
を
慈
母
と
仰
い
だ
労
働
ま

ち
の
お
か
み
さ
ん
達
、
そ
し
て
姉
に
育
て
ら
れ
た
沢
山
の
兄
妹
達

で
あ
ろ
う
」
と
そ
の
献
身
に
対
し
、
桜
楓
会
は
先
の
記
述
の
通
り

元
巣
鴨
託
児
所
の
建
物
と
金
一
封
を
贈
り
、
永
年
の
功
績
に
深
謝

し
た
。
苦
楽
を
共
に
し
た
母
も
聾
唖
の
姉
も
す
で
に
こ
の
世
を
去

り
、
四
六
歳
に
な
っ
た
千
代
は
、
残
っ
た
妹
い
と
の
た
め
に
「
ろ

う
あ
婦
人
の
家
」
を
そ
の
後
創
設
し
、
障
害
者
の
職
業
教
育
に
も

取
り
組
む
が
、
経
営
は
常
に
苦
し
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
第
二

次
世
界
大
戦
は
千
代
の
夢
を
容
赦
な
く
打
ち
砕
き
、
学
園
は

一
九
四
五
（
昭
和
20
）
年
、
戦
火
に
よ
り
日
暮
里
託
児
所
と
共
に

焼
失
。
幸
い
難
を
逃
れ
た
千
代
は
、
数
名
の
聾
唖
女
性
を
連
れ
て

故
郷
の
米
沢
に
帰
る
。
が
、
す
で
に
安
心
し
て
身
を
寄
せ
る
所
は

な
く
敗
戦
の
一
年
後
に
焦
土
の
東
京
に
戻
る
。

悲
願
の
学
園
再
興
を
期
し
て
縁
者
を
尋
ね
ま
わ
る
日
々
、
あ
る

日
訪
問
先
で
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
、
社
会
福
祉
施
設
「
浴
風
園
」

に
入
園
。
そ
し
て
七
七
歳
に
な
っ
た
一
九
六
四
（
昭
和
39
）
年
に

勳
五
等
宝
冠
章
を
授
与
さ
れ
た
。
一
一
月
三
日
付
朝
日
新
聞
は
、

叙
勲
の
喜
び
を
病
床
で
語
る
千
代
を
「
孤
老
〝
ス
ラ
ム
の
母
〟」

の
見
出
し
で
紹
介
し
た
。
私
財
を
投
じ
て
社
会
事
業
に
尽
く
し
た

千
代
が
、
今
は
生
活
保
護
の
医
療
扶
助
を
受
け
「
大
部
屋
の
ベ
ッ

ド
に
起
き
上
が
る
の
が
や
っ
と
」
の
不
遇
な
身
で
あ
る
、
と
の
報
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道
は
社
会
に
シ
ョ
ッ
ク

を
与
え
た
。

手
許
に
栄
誉
あ
る
叙

勲
の
日
の
写
真
が
あ

る
。
病
と
は
い
え
車
椅

子
の
千
代
の
顔
に
笑
顔

は
な
い
。
喜
び
の
表
情

も
窺
え
な
い
。
そ
の
こ

わ
ば
っ
た
不
屈
の
面
差

し
は
、
一
体
何
を
語
ろ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
か
ら
僅
か
三

年
後
の
一
九
六
七
（
昭

和
四
二
）
年
四
月
一
二
日
、
朝
日
新
聞
夕
刊
の
訃
報
記
事
は
「
丸

山
ち
よ
さ
ん
、
元
社
会
事
業
家
、
十
一
日
午
後
六
時
四
十
分
、
杉

並
区
浴
風
園
病
院
で
肝
硬
変
の
た
め
死
去
、七
九
歳
」
と
伝
え
た
。

敬
慕
す
る
ミ
ス
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス

（
4
6
）の
影
響
で
、
困
難
に
直
面
し
た

時
は
必
ず
祈
り
に
救
い
を
求
め
て
き
た
千
代
は
、
在
園
中
に
カ
ソ

リ
ッ
ク
に
入
信
し
た
。
告
別
式
は
神
父
の
司
式
に
よ
り
好
き
だ
っ

た
賛
美
歌
が
流
れ
る
な
か
、
多
く
の
教
え
子
に
見
守
ら
れ
、
妹
い

と
が
眠
る
多
摩
霊
園
に
葬
ら
れ
た
。

そ
の
苦
難
の
人
生
を
思
う
時
、
苛
酷
な
時
代
が
際
立
つ
。
僅
か

七
歳
で
日
清
戦
争
、
そ
の
生
涯
で
四
度
、
う
ち
二
度
の
世
界
大
戦

に
遭
遇
し
た
。
そ
し
て
関
東
大
震
災
や
世
界
大
恐
慌
に
よ
る
経
済

の
困
窮
、
さ
ら
に
労
働
運
動
、
思
想
弾
圧
、
軍
国
主
義
な
ど
の
激

動
下
を
、必
死
に
生
き
抜
い
た
千
代
。
そ
の
千
代
が
遺
し
た
も
の
、

そ
れ
は
弱
者
へ
の
無
償
の
愛
と
救
済
の
道
で
あ
っ
た
。
千
代
は
行

政
に
先
ん
じ
て
活
動
を
牽
引
し
た
が
、
時
代
は
慈
善
か
ら
公
的
救

済
事
業
へ
と
転
換
し
た
。
し
か
し
、
慈
善
の
枠
を
遥
か
に
超
え
た

千
代
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
的
取
り
組
み
に
こ
そ
、
新
た
な
社
会
事
業

の
萌
芽
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
桜
楓
会
あ
っ
て

の
千
代
、
だ
が
、
千
代
な
く
し
て
託
児
所
の
発
展
は
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
師
成
瀬
の
委
託
に
応
え
た
、
身
を
削
る
よ
う
な
無
私
一
筋

の
一
生
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
の
街
で
お
お
く
の
子
ら
の
母
で
あ
っ
た
、
丸
山
ち
よ
先
生

（
4
7
）

　
　
　
　
　

灘
尾
好
吉（
4
8
）の
筆
に
よ
る
千
代

の
顕
彰
碑
は
、
昔
懐
し
い
都
電

荒
川
線
の
通
る
Ｊ
Ｒ
大
塚
駅
の

側
の
、
細
い
路
地
を
く
ね
く
ね

と
曲
が
り
な
が
ら
進
ん
だ
小
さ

な
小
さ
な
遊
び
場
、「
南
大
塚

叙勲の日（1964 年 11 月 3 日）　『社会福祉』№ 15 より転載

顕彰碑
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一
丁
目
児
童
遊
園
」
の
一
隅
に
あ
っ
た
。「
こ
の
街
」
と
は
こ
こ

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
一
丁
目
、
一
〇
〇
年
前
に
桜
楓
会
巣
鴨
託

児
所
が
あ
っ
た
辺
り
だ
。碑
は
千
代
が
永
眠
し
た
二
年
後
の
秋
に
、

文
字
通
り
母
と
慕
っ
た
託
児
所
や
西
窓
学
園
出
身
の
教
え
子
ら
の

手
で
建
立
さ
れ
た
。

碑
か
ら
遠
く
な
い
若
草
保
育
園
に
、創
立
者
の
「
あ
い
ち
ゃ
ん
」

こ
と
九
七
歳
の
武
居
あ
い
子
を
訪
ね
た
の
は
七
年
前
の
こ
と
、
彼

女
は
「
千
代
先
生
が
歌
の
好
き
な
私
の
才
能
を
認
め
て
く
だ
さ
っ

た
」
と
声
を
弾
ま
せ
て
話
し
て
く
れ
た
。「
先
生
か
ら
有
名
な
兼

常
清
佐

（
4
9
）先

生
を
紹
介
さ
れ
住
み
込
み
で
働
き
、
ピ
ア
ノ
の
手
ほ

ど
き
を
受
け
た
お
陰
で
保
育
学
校
の
試
験
に
合
格
し
た
」と
い
う
。

「
私
も
先
生
の
よ
う
に
な
ろ
う
」
と
決
心
し
た
の
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
「
千
代
先
生
の
ひ
た
む
き
な
生
き
方
を
目
の
当
た
り
に

育
っ
た
か
ら
」
と
少
女
の
よ
う
に
目
を
輝
か
せ
た
。

そ
の
あ
い
ち
ゃ
ん
も
、
三
年
前
に
没
し
た
。
二
人
の
魂
は
、
顕

彰
碑
が
あ
る
遊
び
場
で
今
も
昔
と
変
わ
ら
ず
元
気
な
幼
子
の
声
を

聞
き
な
が
ら
き
っ
と
、
語
り
合
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
愛
す
る

子
供
達
の
夢
を
奪
う
戦
争
も
、
貧
困
も
決
し
て
許
し
て
は
な
ら
な

い
と
…
。

�

（
一
九
六
一
年
文
学
部
国
文
学
科
卒
業 

や
ま
な
か 

ひ
ろ
こ
）

（
１
） 日
本
女
子
大
学
校
・
日
本
女
子
大
学
の
同
窓
会
だ
が
、
校
長
成
瀬

の
教
育
を
具
現
化
し
、
親
睦
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
社
会
的
視
野
と

実
践
を
目
指
し
た
活
動
体
。
一
九
〇
四
（
明
治
37
）
年
四
月
一
〇

日
、
第
一
回
卒
業
式
の
翌
日
に
第
一
回
総
会
を
開
く
。
会
長
は
成

瀬
校
長
。

（
２
） 桜
楓
会
の
機
関
紙
と
し
て
一
九
〇
四
（
明
治
37
）
年
六
月
二
五
日

に
創
刊
。
第
一
回
卒
業
生
を
は
じ
め
刊
行
は
す
べ
て
女
性
の
手
に

よ
り
、
半
世
紀
に
わ
た
り
文
字
通
り
週
刊
紙
と
し
て
貴
重
な
情
報

を
提
供
し
た
。
終
刊
は
一
九
五
一
（
昭
和
26
）
年
、
一
六
三
三
号

を
も
っ
て
『
桜
楓
新
報
』
に
バ
ト
ン
を
渡
し
た
。

（
３
）  

千
代
が
託
児
所
に
つ
い
て
書
い
た
日
記
は
『
家
庭
週
報
』
第
二

三
一
号
（
一
九
一
三
年
七
月
一
八
日
）
か
ら
断
続
的
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
本
稿
で
は
す
べ

て
を
「
託
児
所
の
日
記
」
に
統
一
し
た
。

（
４
） ①
「
日
本
女
子
大
学
桜
楓
会
託
児
所
と
丸
山
千
代
女
史
」『
社
会

福
祉
』
第
四
集
（
日
本
女
子
大
学
家
政
学
会
・
社
会
福
祉
学
研
究

会
、一
九
五
七
年
）　

②
社
会
福
祉
学
科
50
年
史
編
纂
委
員
会
「
日

本
女
子
大
学
社
会
福
祉
学
科
50
年
史（
一
）─
前
史
」『
社
会
福
祉
』

第
15
号（
日
本
女
子
大
学
社
会
福
祉
学
科
、一
九
七
二
年
）　

③「
桜

楓
会
託
児
所
と
そ
の
実
践
」『
日
本
女
子
大
学
社
会
福
祉
学
科
五

十
年
史
』（
日
本
女
子
大
学
社
会
福
祉
学
科
五
十
年
史
編
纂
委
員

会
、
一
九
八
一
年
）。
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（
５
） 『
家
庭
週
報
』
第
二
五
号
（
一
九
〇
五
年
六
月
三
日
）、
四
頁
。

（
６
） 留
岡
幸
助
談
「
公
益
事
業
と
社
会
の
発
展
」『
家
庭
週
報
』
第
二

〇
〇
号
〜
二
〇
三
号
（
一
九
一
二
年
一
一
月
一
日
、
一
五
日
、
二

九
日
、一
二
月
一
三
日
）。留
岡
幸
助（
一
八
六
四
─
一
九
三
四
年
）、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
。
同
志
社
大
学
卒
業
後
渡
米
。
帰
国
し
て
巣
鴨
に

家
庭
学
校
を
開
校
し
て
不
良
少
年
の
教
育
に
専
心
。
代
表
的
著
述

『
慈
善
問
題
』(
明
治
31
年)

は
社
会
事
業
の
古
典
と
い
わ
れ
た
。

（
７
） W

illiam
 Jew

ett T
ucker 

（
一
八
三
九
─
一
九
二
六)

、
成
瀬
が

滞
米
中
、
最
も
恩
顧
を
受
け
た
師
。
社
会
学
者
・
神
学
者
と
し
て

ア
ン
ド
ー
バ
ー
神
学
校
の
中
心
的
人
物
で
あ
り
、
社
会
改
良
の
先

導
者
。

（
８
） 成
瀬
は
一
八
九
〇
（
明
治
23
）
年
か
ら
一
八
九
四
（
明
治
27
）
年

ま
で
、
米
国
に
留
学
。
世
界
的
視
野
に
立
つ
人
生
の
目
的
探
し
の

日
々
を
綴
っ
た
、貴
重
な
日
記
を
遺
す
。
そ
の
一
部
は
翻
刻
さ
れ
、

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
第
一
巻
（
日
本
女
子
大
学
、
一
九
七
四
年
）

及
び
『
成
瀬
先
生
伝
』（
桜
楓
会
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）  （
一
八
七
五
─
一
九
六
三
年
）。
本
校
第
四
代
校
長
。
家
政
学
部

一
回
生
と
し
て
卒
業
。
桜
楓
会
初
代
幹
事
長
に
選
出
さ
れ
、
一
九

二
〇
年
の
社
団
法
人
改
組
以
降
は
理
事
長
。

（
10
） 『
井
上
秀
先
生
』（
社
団
法
人
桜
楓
会
出
版
・
編
集
部
、
一
九
七
三

年
）、
七
四
二
頁
（『
女
性
教
養
』
よ
り
転
載
）。

（
11
） 桜
楓
会
研
究
部
の
一
つ
。
会
員
は
家
庭
部
・
教
育
部
・
社
会
部
の

い
ず
れ
か
に
所
属
し
、
テ
ー
マ
を
決
め
て
研
究
を
続
け
た
。
他
に

事
業
と
し
て
の
実
業
部
も
置
か
れ
た
。

（
12
） 牧
賢
一
『
丸
山
先
生
の
生
涯
』(

一
九
六
九
年)

、
二
頁
。
牧
賢
一

（
一
九
〇
四
─
一
九
七
六
年
）。
社
会
事
業
家
。
一
九
二
五
（
大
正

一
四
）
年
に
桜
楓
会
巣
鴨
託
児
所
に
就
職
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）

年
か
ら
千
代
を
助
け
、
主
事
と
し
て
西
窓
学
園
に
勤
務
。
一
九
三

五
年
中
央
社
会
事
業
協
会
に
転
じ
、
戦
後
は
全
国
社
会
福
祉
協
議

会
初
代
事
務
局
長
。「
シ
ャ
キ
ョ
ウ
の
神
様
」
と
い
わ
れ
た
。

（
13
） 一
九
〇
六
（
明
治
39
）
年
四
月
二
七
日
、
六
五
名
の
入
学
者
を
迎

え
て
開
校
。
既
に
あ
っ
た
家
政
学
部
、
国
文
学
部
、
英
文
学
部
に

次
い
だ
。

（
14
） 青
木
生
子
『
い
ま
を
生
き
る　

成
瀬
仁
蔵
─
女
子
教
育
の
パ
イ
オ

ニ
ア
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
〇
一
頁
。

（
15
） 成
瀬
仁
蔵
「
大
学
拡
張
」『
家
庭
週
報
』
第
一
四
〇
号
（
一
九
〇

八
年
四
月
二
〇
日
）、
二
頁
。

（
16
） 中
嶌
邦
『
成
瀬
仁
蔵
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
五
九

頁
。

（
17
） （
一
八
八
二
─
一
九
七
三
）。
本
学
第
五
代
学
長
。
英
文
学
部
卒
業

後
、
千
代
と
同
じ
教
育
学
部
第
二
部
博
物
科
に
進
学
。
千
代
と
同

期
の
六
回
生
と
し
て
卒
業
、
直
ち
に
桜
楓
会
幹
事
に
就
任
。

（
18
） 一
九
〇
五
（
明
治
38
）
年
か
ら
一
九
一
三
年
ま
で
発
行
さ
れ
た
桜
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が
大
切
で
あ
る
と
し
た
。『
週
報
』
が
初
め
て
紹
介
し
た
の
は
麻

生
正
蔵
「
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
─
女
史
教
育
法
『
児
童
の
家
』」
第
二

〇
七
号
〜
二
一
〇
号
。
本
稿
で
の
呼
称「
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
」は『
日

本
女
子
大
学
学
園
辞
典
』
に
準
じ
た
。

（
27
） （
一
八
八
九
─
一
九
四
二
）。
愛
媛
県
出
身
。
附
属
高
等
女
学
校
、

英
文
学
部
六
回
生
と
し
て
卒
業
後
は
、
桜
楓
会
教
育
部
で
モ
ン

テ
ッ
ソ
リ
を
研
究
し
、
短
期
間
だ
が
保
母
と
し
て
豊
明
幼
稚
園
に

勤
務
。
開
所
し
た
桜
楓
会
託
児
所
で
丸
山
千
代
を
補
佐
し
た
。
幼

児
教
育
に
つ
い
て
の
翻
訳
、『
家
庭
週
報
』
へ
の
投
稿
多
数
、『
青

鞜
』
に
も
作
品
を
発
表
。
結
婚
（
吉
賀
姓
）
後
は
、
理
想
の
「
私

立
家
庭
幼
稚
園
」
を
創
設
す
る
が
、
五
一
歳
で
没
す
。
経
営
者
は

変
わ
っ
た
が
綾
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
賛
同
す
る
者
た
ち
に
引
き
継
が

れ
、
世
田
谷
区
の
最
も
古
い
幼
稚
園
と
し
て
現
存
。

（
28
） 丸
山
千
代
子
「
託
児
所
よ
り
」『
家
庭
週
報
』
第
二
七
九
号
（
一

九
一
四
年
七
月
一
七
日
）、
六
頁
。
広
岡
郁
子
は
広
岡
信
五
郎
・

浅
子
（
本
学
創
立
発
起
人
・
評
議
員
）
夫
妻
の
姪
、一
九
一
三
（
大

正
二
）
年
家
政
学
部
卒
業
、
後
に
本
校
評
議
員
。

（
29
） 武
市
綾
子
「
桜
楓
会
託
児
所
に
於
け
る
経
験
」『
家
庭
週
報
』
第

二
九
六
・
二
九
七
・
二
九
九
〜
三
〇
三
号
（
一
九
一
四
年
一
二
月

四
日
・
一
一
日
・
一
八
日
・
一
九
一
五
年
一
月
一
日
・
一
五
日
・

二
二
日
・
二
九
日
）。

（
30
） 『
日
本
女
子
大
学
校
四
拾
年
史
』（
一
九
四
二
年
）、
四
八
八
─
四

楓
会
機
関
誌
の
一
つ
。
支
部
の
情
報
、
会
員
の
消
息
を
よ
り
多
く

詳
細
に
伝
え
た
。

（
19
） 次
女
は
既
に
嫁
ぎ
、
聾
唖
の
姉
妹
と
末
の
妹
う
め
の
三
人
。

（
20
） ア
ン
パ
ン
、
豆
腐
が
一
銭
、
大
福
が
五
厘
（
明
治
末
か
ら
大
正
初

め
）。

（
21
） 河
合
隆
平
・
髙
橋
智
「
戦
間
期
日
本
に
お
け
る
保
育
要
求
の
大
衆

化
と
国
民
的
保
育
運
動
の
成
立
─
保
育
要
求
の
な
か
の
保
育
困
難

児
問
題
を
中
心
に
─
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要　

第
一
部
門　

教

育
科
学　

第
五
五
集
』（
二
〇
〇
四
年
二
月
）、
四
八
七
頁
。

（
22
） 大
塚
楠
男
「
託
児
場
の
開
設
」『
新
女
界
』
第
五
巻
七
号
（
一
九

一
三
年
七
月
一
日
）、
六
九
頁
。

（
23
） （
一
八
六
五
─
一
九
四
一
年
）
三
井
三
郎
助
の
継
室
。
創
立
発
起

人
の
一
人
で
、
一
九
〇
五
年
の
桜
楓
館
建
築
費
を
寄
付
。
桜
楓
会

託
児
所
の
育
成
・
運
営
に
尽
力
し
た
篤
志
家
。

（
24
） 桜
楓
会
事
業
部
の
中
の
実
業
部
六
部
（
雑
貨
、
書
籍
、
銀
行
、
製

菓
、
園
芸
、
牧
畜
）
の
一
つ
。
当
時
珍
し
か
っ
た
菓
子
パ
ン
は
売

れ
行
き
上
々
、
託
児
所
に
時
折
差
し
入
れ
が
あ
っ
た
。

（
25
） 丸
山
千
代
子
「
桜
楓
会
託
児
所
に
て
」『
桜
楓
会
通
信
』
第
四
四

号
（
一
九
一
三
年
一
〇
月
一
日
）、
八
〇
頁
。

（
26
） イ
タ
リ
ア
の
マ
リ
ア
・
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
教

具
や
教
育
法
に
基
づ
く
幼
児
保
育
の
総
称
。教
師
は
環
境
を
整
え
、

子
供
を
よ
く
観
察
し
な
が
ら
自
由
な
自
己
活
動
を
援
助
す
る
こ
と
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八
九
頁
。

（
31
） 「
桜
楓
会
慈
善
音
楽
会
趣
意
」『
家
庭
週
報
』
第
二
九
五
号
（
大
正

三
年
一
一
月
二
七
日
）、
二
頁
。

（
32
） 同
右
、
巻
頭
言
「
泉
へ
導
け
」。

（
33
） 「
畏
き
恩
賜
金
の
用
途　

わ
が
託
児
所
の
光
栄
」『
家
庭
週
報
』
第

三
五
四
号
（
一
九
一
六
年
二
月
一
八
日
）。
ご
即
位
ご
大
礼
記
念

と
し
て
全
国
府
県
に
下
賜
さ
れ
た
恩
賜
金
の
う
ち
、
東
京
府
の
交

付
先
と
し
て
救
済
事
業
七
八
団
体
の
一
つ
に
選
ば
れ
た
。
以
後
毎

年
二
月
一
一
日
に
は
名
目
を
変
え
つ
つ
増
額
さ
れ
、
公
的
資
金
の

助
成
は
続
い
た
。

（
34
） 牧
賢
一「
ス
ラ
ム
に
お
け
る
保
育
所
の
誕
生
と
発
展
」『
保
育
の
友
』

（
一
九
五
九
年
六
月
号
）、
一
九
頁
。 

 

（
35
） 注
４
①
、
九
〇
頁
。

（
36
） 「
託
児
所
よ
り
」『
家
庭
週
報
』
第
六
五
四
号
（
一
九
二
二
年
三
月

一
〇
日
）。

（
37
） 丸
山
千
代
子
「
震
災
後
の
託
児
所
よ
り
」『
家
庭
週
報
』
第
七
二

五
号
（
一
九
二
三
年
一
〇
月
一
九
日
）、
一
三
頁
。

（
38
） 牧
賢
一
『
丸
山
先
生
の
生
涯
』（
一
九
六
九
年
）、
六
頁
。

（
39
） 元
井
上
秀
校
長
秘
書
、
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授
。
学
生
時
代
か

ら
託
児
事
業
に
関
心
を
持
ち
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
千
代
を
助

け
る
。
巣
鴨
閉
鎖
反
対
を
仲
間
と
共
に
直
訴
す
る
た
め
井
上
校
長

に
面
会
。
そ
の
後
校
長
秘
書
と
し
て
採
用
さ
れ
、
永
く
日
本
女
子

大
学
に
勤
務
。

（
40
） 『
桜
楓
会
総
会
報
告
』（
大
正
14
年
度
・
15
年
度
）。
野
村
は
な
子（
一

八
八
八
─
一
九
六
八
）
一
九
一
〇
年
教
育
学
部
卒
業
、
野
村
胡
堂

夫
人
。
親
友
の
上
代
タ
ノ
第
六
代
学
長
を
助
け
、
図
書
館
建
設
な

ど
で
多
額
の
寄
附
。
人
望
厚
く
教
育
に
関
心
が
高
か
っ
た
。

（
41
） 『
家
庭
週
報
』
九
三
一
号
で
は
、
日
刊
紙
の
掲
載
日
を
三
月
一
日

と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
三
月
一
一
日
。

（
42
） 牧
賢
一
「
丸
山
千
代
女
史
を
語
る
」『
幼
児
の
教
育
』
七
月
号
（
フ

レ
ー
ベ
ル
館
、
一
九
三
三
年
）、
五
五
頁
。

（
43
） 同
右
、
五
一
頁
。

（
44
） 前
掲
牧
賢
一
「
ス
ラ
ム
に
お
け
る
保
育
所
の
誕
生
と
発
展
」、
一

七
頁
。

（
45
） 『
家
庭
週
報
』
第
一
一
七
九
号
（
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
）、
七

頁
。

（
46
） Elinor Gladys Philipps

（
一
八
七
二
─
一
九
六
五)

。
英
国
で

牧
師
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
卒
業
。
一
九
〇

三
年
か
ら
四
〇
年
近
く
を
本
校
英
文
学
部
教
授
と
し
て
、
ま
た
暁

星
寮
の
寮
監
と
し
て
指
導
に
当
た
り
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い

て
の
影
響
を
千
代
に
与
え
た
。『
週
報
』
で
母
国
女
子
大
学
生
の

奉
仕
活
動
や
ロ
ン
ド
ン
市
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
を
紹
介
し
て
い

る
。

（
47
） 丸
山
千
代
に
は
、
ち
よ
、
ま
た
は
千
代
子
の
署
名
が
あ
る
が
、
本
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稿
の
記
述
で
は
『
日
本
女
子
大
学
学
園
辞
典
』
に
準
じ
千
代
に
統

一
し
た
。

（
48
） （
一
八
九
九
─
一
九
九
四
）。
政
治
家
。
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
会

長
と
し
て
、
社
会
福
祉
の
充
実
に
努
め
る
。
そ
の
関
係
で
牧
賢
一

と
親
交
が
深
く
、
顕
彰
碑
の
揮
毫
を
引
き
受
け
た
と
思
わ
れ
る
。

（
49
） （
一
八
八
五
─
一
九
五
七
）。
音
楽
評
論
家
。『
家
庭
週
報
』
に
「
音

楽
の
聞
き
方　

芸
術
の
世
界
に
入
る
心
の
予
備
」第
三
九
二
号（
一

九
一
六
年
一
一
月
一
七
日
）、「
ピ
ア
ノ
の
詩
人
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

シ
ョ
パ
ン
）」
第
三
九
三
号
（
同
二
四
日
）
な
ど
西
洋
音
楽
の
解

説
を
執
筆
。
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子
大
学
校
の
援
助
者
─
」『
大
正
期
の
女
性
雑
誌
』（

２
）、「

実
業
家　

広
岡
浅
子
─
日
本
女
子
大
学
校
の
援
助
者
─
」『
成
瀬
仁
蔵
研
究

会　

活
動
の
記
録
（
16
）』
（
３
）

を
発
表
さ
れ
た
。
古
川
氏
の
著
作
は
、

小
説
仕
立
て
の
形
で
、
明
治
・
大
正
期
を
力
強
く
生
き
た
女
性
実

業
家
広
岡
浅
子
の
人
生
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。ま
た
高
橋
氏
は
、

三
井
文
庫
の
資
料
等
を
用
い
、
広
岡
浅
子
の
生
き
方
、
す
な
わ
ち

女
性
の
自
立
を
訴
え
続
け
た
姿
が
、
三
井
家
の
家
族
関
係
に
根
ざ

す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
貴
重
な
考
察
を
行
い
新
た
な
浅
子

は
じ
め
に

日
本
女
子
大
学
の
創
立
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
広
岡
浅
子

は
、
数
多
く
の
文
章
を
『
日
本
女
子
大
学
校
学
報
』『
家
庭
週
報
』

『
婦
人
新
報
』『
婦
人
週
報
』『
婦
女
新
聞
』『
新
女
界
』『
花
紅
葉
』

な
ど
に
書
き
残
し
た
。
こ
う
し
た
資
料
を
も
と
に
、
古
川
智
映
子

氏
は
『
小
説　

土
佐
堀
川
─
女
性
実
業
家
・
広
岡
浅
子
の
生
涯
』

（
１
）

を
、
さ
ら
に
高
橋
阿
津
美
氏
は
「
実
業
家　

広
岡
浅
子
─
日
本
女

未
発
表
資
料
35

成
瀬
記
念
館
収
蔵
資
料
の
う
ち
成
瀬
仁
蔵
宛
広
岡
浅
子
書
簡
は
、夫
信
五
郎
と
の
連
名
の
も
の
を
含
め
、

こ
れ
ま
で
に
二
〇
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。『
成
瀬
記
念
館
』
№
27
（
二
〇
一
二
年
七
月
一
〇
日
発
行
）
に

掲
載
し
た
一
通
に
続
い
て
、
こ
こ
で
は
未
発
表
の
広
岡
浅
子
書
簡
の
う
ち
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年

三
月
三
一
日
付
お
よ
び
四
月
一
二
日
付
の
二
通
を
掲
載
す
る
。
こ
の
二
通
を
含
め
、
二
〇
一
六
年
一
月
よ

り
広
岡
浅
子
お
よ
び
加
島
屋
関
係
の
書
簡
等
を
紹
介
す
る
「
女
子
大
学
校
創
立
の
恩
人　

広
岡
浅
子
展
」

の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
。
書
簡
の
翻
刻
に
先
立
ち
、
そ
の
背
景
と
な
る
広
岡
浅
子
と
成
瀬
仁
蔵
お
よ
び

日
本
女
子
大
学
校
創
立
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

広
岡
浅
子
と
そ
の
時
代
─
日
本
女
子
大
学
校
へ
の
夢
─

吉
良　

芳
恵
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三
井
高
益
の
四
女
と
し
て
生
ま
れ
た
（
幼
名
は
照
、
以
下
浅
子
と

記
す
）。
二
歳
で
大
坂
土
佐
堀
の
両
替
商
兼
諸
国
取
引
米
問
屋
加

島
屋
久
右
衛
門
正
饒
の
次
男
広
岡
信
五
郎
の
許
嫁
と
な
り
、
慶
応

元
年
、
一
七
歳
で
嫁
い
だ
。
幕
末
維
新
の
変
革
の
中
、
浅
子
は
大

坂
で
第
二
の
人
生
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

嫁
ぎ
先
の
加
島
家
は
、
大
阪
一
、二
の
豪
商
で
、
維
新
後
も
米

の
取
引
を
行
い
、
明
治
天
皇
の
江
戸
行
幸
で
は
、
三
井
八
郎
右
衛

門
・
小
野
善
右
衛
門
と
と
も
に
、
金
穀
御
用
（
会
計
方
）
を
引
き

受
け
て
い
る
。
浅
子
の
夫
信
五
郎
は
加
島
屋
の
分
家
と
し
て
商
事

部
門
（
広
岡
商
会
）
を
担
当
し
て
い
た
と
い
う
が
、
能
や
文
楽
な

ど
を
愛
す
趣
味
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
経
営
は
手
代
に
任
せ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
浅
子
は
維
新
期
の
経
済
変
動
に

伴
う
加
島
屋
の
立
て
直
し
に
奔
走
、加
島
銀
行
の
経
営
に
携
わ
り
、

さ
ら
に
大
同
生
命
保
険
会
社
の
創
業
に
参
画
し
た
。
夫
信
五
郎
も

後
に
大
阪
株
式
取
引
所
の
理
事
や
尼
崎
紡
績
会
社
の
初
代
社
長
と

な
る
が
、
浅
子
が
そ
れ
を
実
質
的
に
支
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
二
人
の
間
の
一
人
娘
亀
子
は
、
東
京
帝
国
大
学
出
身
で
子

爵
一
柳
家
の
次
男
恵
三
と
結
婚
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
、

恵
三
は
浅
子
か
ら
経
営
（
大
同
生
命
第
二
代
社
長
）
を
引
き
継
い

で
い
る（

４
）。

と
こ
ろ
で
浅
子
は
自
身
を
語
る
際
、
学
問
は
な
い
と
記
す
こ
と

が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
男
子
の
よ
う
な
学
問
を
受
け
ら
れ
な

像
を
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
浅
子
の
生
き
方
や
人
物
像
に
せ
ま
る

に
は
、
経
済
人
と
し
て
の
分
析
、
と
り
わ
け
大
坂
の
豪
商
と
し
て

名
高
い
加
島
屋
に
嫁
い
だ
浅
子
が
、
幕
末
維
新
期
の
家
業
の
不
振

等
（
大
名
貸
し
の
処
理
問
題
等
）
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
、
そ
の

立
て
直
し
に
邁
進
し
た
か
、ま
た
危
険
を
承
知
で
「
冒
険
的
事
業
」

で
あ
る
炭
鉱
（
筑
豊
の
潤
野
炭
鉱
〈
後
の
二
瀬
炭
鉱
〉）
を
買
収

し
ど
の
よ
う
な
経
営
を
行
っ
た
の
か
な
ど
、
重
要
な
課
題
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
広
岡
浅
子
の
経
営
能
力
の
分
析
が
進
め

ば
、
そ
の
中
で
培
わ
れ
た
彼
女
の
人
生
哲
学
（
思
想
）
と
、
女
性

の
変
革
や
女
子
教
育
の
実
現
を
め
ざ
し
た
彼
女
の
闘
い
が
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

現
段
階
で
は
こ
う
し
た
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

本
稿
で
は
来
年
一
月
に
予
定
す
る
展
示
の
準
備
と
し
て
、
彼
女
が

生
き
た
時
代
や
そ
の
中
で
形
成
さ
れ
た
女
性
観
を
中
心
に
、
彼
女

が
日
本
女
子
大
学
校
の
創
設
に
ど
の
よ
う
な
夢
を
も
ち
、
そ
の
実

現
に
む
け
て
成
瀬
仁
蔵
に
協
力
し
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

豪
商
の
家
に
生
ま
れ
る

広
岡
浅
子
は
、
一
八
四
九
（
嘉
永
二
）
年
一
〇
月
一
八
日
、
京

都
油
之
小
路
出
水
の
豪
商
三
井
家
（
小
石
川
三
井
家
）
六
代
当
主
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か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
三
井
家
の
娘
は
お
稽
古
ご
と
な
ど
一
通

り
の
教
養
は
身
に
つ
け
て
い
た
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
稽
古
ご
と

は
浅
子
の
肌
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、兄
弟
達
の
書
物（「
大
学
」

「
論
語
」
等
）
を
よ
く
読
み
、
ま
た
広
岡
家
に
嫁
い
だ
後
も
、
漢

学
儒
学
な
ど
を
勉
強
し
た
と
い
う
。
一
三
歳
の
時
か
ら
、「
男
の

す
る
事
を
し
て
は
い
け
」
な
い
と
い
う
風
潮
に
疑
問
を
も
ち
、
後

年
、
男
女
の
「
脳
力
や
胆
力
」
に
格
別
の
相
異
は
な
い
と
断
言
す

る
な
ど
、
浅
子
は
独
学
で
学
問
を
し
つ
つ
、
男
女
間
の
差
別
に
挑

み
続
け
、
そ
の
力
を
つ
け
て
い
っ
た（

５
）。

浅
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
観

そ
こ
で
ま
ず
始
め
に
、
浅
子
が
新
聞
や
雑
誌
に
発
表
し
た
女
性

観
な
ど
、
彼
女
の
考
え
方
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
列
記
し
て
み
よ

う）
6
（

。●
家
庭
に
入
る
女
性
は
、
一
種
の
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

す
べ
き
で
あ
る
。

●
子
供
は
「
国
民
」
と
し
て
教
育
せ
よ
。

●
主
婦
に
一
番
欠
け
て
い
る
の
は
経
済
思
想
で
、
社
会
経
済
や

国
家
経
済
の
現
状
を
知
ら
な
い

●
女
性
に
は
高
等
教
育
が
必
要
で
あ
る
。
奴
隷
扱
い
さ
れ
て
き

た
の
は
「
無
智
」
の
た
め
で
あ
り
、「
台
所
番
・
小
守
・
従
順
」

で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
は
誤
り
。
物
品
扱
い
さ
れ
、
軽
蔑

さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
実
力
と
品
性
を
み
が
く
た
め
に
も
、

経
験
談
等
を
交
換
す
べ
き
で
あ
る
。

●
婦
人
の
「
屈
従
生
活
」
や
「
籠
城
生
活
」
は
、
結
果
と
し
て

「
国
家
」
の
発
展
、
進
運
を
阻
害
す
る
。

●
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
西
洋
婦
人
の
活
躍
に
比
較
し
て
、
日

本
婦
人
に
は
独
立
し
た
人
格
と
価
値
と
自
由
が
あ
る
か
疑
問

で
あ
る
。

●
富
豪
や
高
位
高
官
と
結
婚
す
る
女
性
の
「
寄
生
生
活
」
は
男

子
の
力
を
減
殺
す
る
。

●
婦
人
は
「
親
や
夫
に
よ
つ
て
価
値
」
が
定
ま
る
わ
け
で
は
な

い
。「
智
徳
」
を
磨
い
て
、
自
ら
の
人
格
を
高
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

●
男
子
と
競
争
す
る
の
で
は
な
く
、
女
子
の
長
所
（
細
か
い
注

意
が
行
き
届
く
こ
と
な
ど
）
を
発
揮
し
、
婦
人
と
し
て
「
社

会
国
家
」
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
。

●
「
賢
母
良
妻
」
と
い
う
の
み
で
「
社
会
国
家
」
に
貢
献
す
る

人
は
少
な
い
。

●
婦
人
問
題
や
婦
人
の
教
育
に
お
い
て
も
、
婦
人
自
身
は
対
岸

の
火
災
視
し
、
男
子
が
論
じ
て
い
て
恥
ず
か
し
い
。

●
英
国
の
婦
人
参
政
権
運
動
は
過
激
暴
挙
、
し
か
し
信
仰
の
上

に
築
い
た
精
神
で
獲
得
し
よ
う
と
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ア
メ
リ
カ
で
は
数
州
で
参
政
権
を
得
て
い
る
。

●
キ
リ
ス
ト
教
は
他
の
宗
教
と
異
な
り
、婦
人
を
認
め
て
い
る
。

な
ど
な
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
無
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
総
じ
て
、
女
性
が
一
段
低
い
者
と
さ
れ
て
き
た
不
合

理
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
気
概
が
感
じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ

う
し
た
姿
勢
は
実
業
界
で
男
子
と
競
い
あ
う
こ
と
に
よ
り
育
ま
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
浅
子
の
性
格
に
つ
い
て
、
日
本
女
子
大
学
校
評
議

員
で
あ
っ
た
大
隈
重
信
は
そ
の
追
悼
文
で
、「
其
の
境
遇
に
あ
ま

り
満
足
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
事
は
事
実
で
あ
り
ま
し
た
。
殊
に
当

時
の
風
俗
習
慣
は
浅
子
夫
人
の
趣
味
、
思
想
に
あ
は
な
か
つ
た
事

で
あ
り
ま
せ
う
。
け
れ
ど
も
一
旦
親
の
定
め
た
約
束
に
従
つ
て
其

の
婚
約
の
あ
る
広
岡
家
に
嫁
し
て
後
は
家
の
た
め
、良
人
の
た
め
、

母
と
し
て
子
の
た
め
に
実
に
世
間
稀
有
の
賢
婦
人
で
あ
り
ま
し

た
。
又
其
の
成
し
た
る
仕
事
は
実
に
男
子
も
及
ば
ぬ
偉
業
で
あ
り

ま
し
た
。・
・
・
或
る
一
部
分
の
人
か
ら
は
多
少
誤
解
も
受
け
ま

し
た
が
」

（
７
）

と
述
べ
て
い
る
。
大
隈
夫
人
が
浅
子
の
よ
き
理
解
者
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
大
隈
は
浅
子
の
真
情
を
理
解

す
る
一
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
の
忌
憚
な
い
追
悼
文
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

浅
子
と
成
瀬
仁
蔵
、
そ
し
て
日
本
女
子
大
学
校
創
設

加
島
家
の
経
営
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
浅
子
の
も
と
に
は
、

数
々
の
人
が
学
校
設
立
計
画
へ
の
助
力
を
求
め
て
き
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
浅
子
は
「
主
義
」
が
異
な
る
と
断
り
、一
八
九
六
（
明

治
二
九
）
年
に
「
あ
る
人
」（
奈
良
の
豪
農
土
倉
庄
三
郎
）
の
紹

介
で
来
訪
し
た
梅
花
女
学
校
校
長
の
成
瀬
仁
蔵
か
ら『
女
子
教
育
』

の
恵
贈
を
受
け
た
。
も
と
も
と
女
子
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て

い
た
浅
子
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
本
を
三
回
読
み
、
感
銘
を
う
け

た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
浅
子
は
、
国
家
の
進
歩
発
達
に
女
子
教
育

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
女
子
高
等
教
育
機
関
の
創
設
を

計
画
し
て
い
た
成
瀬
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う（
８
）。

こ
う
し
て
浅
子
の
支
援
が
始
ま
っ
た
。

成
瀬
と
の
出
会
い
後
の
姿
は
、
成
瀬
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い

る
二
〇
通
の
広
岡
浅
子
書
簡
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
女
子

大
学
校
の
「
発
起
人
組
織
」
の
急
務
に
つ
い
て
記
し
た
一
八
九
六

年
（
明
治
二
九
）
六
月
一
五
日
付
の
書
簡
は
、『
成
瀬
記
念
館
』

№
27
（
二
○
一
二
年
）
に
す
で
に
翻
刻
・
掲
載
し
た
の
で
、
本
稿

で
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
三
月
三
一
日
付
と
同
年
四
月

一
二
日
付
の
書
簡
を
末
尾
に
翻
刻
・
紹
介
す
る
（
翻
刻
協
力
・
北

野
剛
）。
な
お
こ
の
二
通
の
書
簡
か
ら
は
、
大
同
生
命
保
険
会
社

設
立
に
い
た
る
過
程
や
、
成
瀬
の
紹
介
で
入
社
し
た
社
員
の
勤
務
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報
告
、娘
亀
子
の
婿
養
子
の
紹
介
を
成
瀬
に
依
頼
し
た
こ
と
な
ど
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
が
判
明
す
る
。
浅
子
と
成

瀬
は
種
々
の
相
談
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
日
本
女
子
大
学
校
の
創
立
に
お
い
て
、
浅
子
の
実
家

で
あ
る
三
井
家
の
協
力
が
多
大
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
浅
子
は
、
仲
の
よ
か
っ
た
義
弟
三
井
三
郎
助
や
三
井
家
総
代

か
ら
多
額
の
援
助
や
学
校
用
地
と
し
て
の
目
白
台
五
五
○
○
坪
の

土
地
の
寄
贈
を
引
き
出
し
て
い
る
。

一
九
○
○
（
明
治
三
三
）
年
、
日
本
女
子
大
学
校
の
東
京
で
の

開
校
が
確
定
し
、
一
九
○
一
年
に
創
立
を
み
た
が
、
浅
子
が
評
議

員
に
な
る
の
は
一
九
○
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
他
の
評

議
員
は
、
岩
倉
具
定
、
岩
崎
弥
之
助
、
蜂
須
賀
茂
韶
、
土
倉
庄
三

郎
、
大
隈
重
信
、
大
倉
孫
兵
衛
、
岡
部
長
職
、
樺
山
資
紀
、
成
瀬

仁
蔵
、
村
山
龍
平
、
久
保
田
譲
、
児
島
惟
謙
、
麻
生
正
蔵
、
西
園

寺
公
望
、
北
畠
治
房
、
三
井
八
郎
右
衛
門
、
三
井
三
郎
助
、
渋
沢

栄
一
、
広
瀬
実
栄
、
森
村
市
左
衛
門
、
住
友
吉
左
衛
門
で
、
女
性

は
浅
子
一
人
で
あ
る（

９
）。
ま
た
浅
子
は
、成
瀬
の
理
想
に
基
づ
い
て
、

卒
業
生
の
団
体
で
あ
る
桜
楓
会
の
組
織
化
を
指
導
し
、
有
給
役
員

を
置
い
て
基
本
金
を
募
集
す
る
な
ど
手
腕
を
発
揮）

（1
（

、
一
九
○
六
年

に
桜
楓
会
補
助
団
の
発
起
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
幹
事
を

つ
と
め
、さ
ら
に
軽
井
沢
三
泉
寮
の
設
立
で
も
援
助
を
お
し
ま
ず
、

名
誉
寮
監
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
浅
子
が
大
学
校
の
創
設
資
金
と
し
て
寄
付
し
た
金
額
を

『
学
報
』（
第
一
号
）、『
家
庭
週
報
』（
第
二
五
号
）、『
日
本
女
子

大
学
校
寄
付
金
簿
』
か
ら
追
っ
て
み
よ
う
。
如
何
に
高
額
の
寄
付

を
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

●
創
立
運
動
開
始
よ
り
一
九
○
三
（
明
治
三
六
）
年
六
月
二
二

日
ま
で
：
五
五
○
○
円

※
こ
の
間
は
広
岡
信
五
郎
名
義
で
寄
付
を
し
て
い
る
。
六

月
段
階
の
創
立
資
金
寄
付
金
総
額
は
一
八
万
五
四
七
七

円
六
五
銭
で
、
最
高
の
寄
付
金
額
は
三
井
家
総
代
三
井

八
郎
右
衛
門
の
三
万
二
四
四
八
円
で
あ
る
。

●
一
九
○
四
（
明
治
三
七
）
年
：
三
○
○
○
円

●
一
九
○
六
（
明
治
三
九
）
年
：
二
万
円

●
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
：
一
万
五
○
○
○
円
（
五
ヶ
年

賦
）

な
お
、
日
本
女
子
大
学
校
の
創
立
後
は
、
実
践
倫
理
や
教
育
学

な
ど
を
聴
講
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
面
白
か
っ
た
の

は
、
商
売
を
し
て
き
た
関
係
も
あ
り
心
理
学
で
あ
っ
た
と
記
す）

（（
（

。

し
か
し
晩
年
は
東
京
で
暮
ら
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
特
に
キ
リ

ス
ト
教
受
洗
後
）、
以
前
ほ
ど
女
子
大
学
校
へ
足
を
運
ぶ
こ
と
は

な
く
な
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
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愛
国
婦
人
会
と
浅
子

次
に
浅
子
は
愛
国
婦
人
会
の
運
動
に
も
参
画
し
、『
婦
女
新
聞
』

に
寄
稿
す
る
な
ど
そ
の
論
陣
を
は
っ
て
い
た
の
で
み
て
お
こ
う）

（1
（

。

な
お
愛
国
婦
人
会
と
は
、一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
に
奥
村
五
百

子
が
設
立
し
た
、軍
事
後
援
や
軍
隊
慰
問
を
目
的
と
す
る
団
体
で
、

上
流
階
級
の
サ
ロ
ン
的
性
格
が
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
日
露
戦

争
開
始
の
一
九
○
四
（
明
治
三
七
）
年
、
五
六
歳
と
な
っ
た
浅
子

は
家
督
を
女
婿
広
岡
恵
三
に
譲
り
、
愛
国
婦
人
会
の
授
産
事
業
や

矯
風
会
、
青
年
会
等
社
会
事
業
に
邁
進
し
た）

（1
（

。

こ
の
頃
の
浅
子
の
女
性
観
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従

来
の
女
子
の
職
業
は
遊
戯
に
属
す
る
も
の
が
多
く
発
展
が
な
い
と

指
摘
し
、
職
業
と
は
男
子
の
領
分
で
あ
り
、
婦
人
の
職
業
は
そ
の

補
遺
、
内
職
と
す
る
考
え
方
が
強
い
と
み
て
い
た
。
た
と
え
ば
愛

国
婦
人
会
の
実
業
部
計
画
で
も
、
雑
貨
部
・
書
籍
部
・
銀
行
部
・

園
芸
部
等
を
設
置
し
て
も
発
展
が
な
く
、
顧
客
等
に
甘
ん
じ
た
休

眠
状
態
に
あ
る
と
批
判
し
、
次
の
よ
う
な
婦
人
の
職
業
論
を
展
開

し
た
。
従
来
女
子
は
工
場
な
ら
工
女
（
手
足
）
と
し
て
、
工
業
物

産
の
過
半
が
女
子
の
手
に
な
っ
て
き
た
が
、
今
後
は
教
育
あ
る
婦

人
が
事
業
の
計
画
者
に
な
る
こ
と
が
大
切
で
、
意
匠
の
案
出
な
ど

「
頭
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
不
明
瞭
な
家
政
学
等
を

詰
め
込
み
、
社
会
を
見
る
眼
も
な
く
、
物
の
価
値
を
判
断
す
る
知

識
も
乏
し
い
よ
う
で
は
、
夫
の
事
業
の
助
け
手
と
し
て
も
不
適
当

で
あ
る
と
し
て
、
数
の
観
念
を
養
う
た
め
に
実
務
に
携
わ
る
こ
と

の
重
要
性
を
説
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
一
○
年
前
に
大
阪
愛
国

婦
人
会
で
遺
族
の
た
め
の
授
産
場
を
設
置
し
た
際
、
遊
戯
に
な
ら

な
い
よ
う
に
注
意
し
、「
進
歩
発
展
」
さ
せ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。

遺
族
に
ミ
シ
ン
を
習
わ
せ
、
巡
査
や
郵
便
局
、
電
気
局
、
軍
人
等

の
服
を
商
売
人
と
競
争
し
て
請
け
負
っ
た
こ
と
、
裁
ち
屑
の
利
用

方
法
や
日
常
の
賄
の
買
い
方
を
研
究
し
卸
買
を
す
る
こ
と
で
相
応

の
資
産
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
授
産
場
で
拵
え
た
も
の
は
持
ち
が
よ

く
品
質
が
確
か
だ
と
信
用
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
具

体
的
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
無
学
」
の
女
性
に
は
、
毎

朝
就
業
前
の
三
○
分
、
算
術
・
読
み
方
・
修
身
等
を
教
え
、
貯
金

な
ど
を
さ
せ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
上
州
や
信
州
で
の
養
蚕
調
査
を

ふ
ま
え
、
朝
鮮
で
の
養
蚕
事
業
の
展
開
を
考
え
て
土
地
の
選
定
も

し
た
と
い
う
。
朝
鮮
在
住
の
日
本
婦
人
や
朝
鮮
婦
人
等
に
働
く
場

所
を
用
意
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
浅
子
は
、
婦
人
が
殖
産
的

に
な
る
こ
と
は
「
富
国
の
原
因
」
と
な
り
、
婦
人
の
知
識
養
成
に

も
な
る
と
考
え
て
い
た
。
帝
国
日
本
と
い
う
枠
の
中
で
の
発
想
で

は
あ
る
が
、
浅
子
の
立
脚
点
が
女
性
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う）

（1
（

。
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国
家
、
社
会
、
挙
国
一
致

と
こ
ろ
で
近
代
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
々
の
心
を
最
も

縛
っ
た
の
は
、
国
家
と
い
う
概
念
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
が
国

際
社
会
の
中
で
自
立
化
す
る
た
め
に
も
国
民
意
識
を
強
化
す
る
必

要
が
あ
り
、
浅
子
も
そ
の
意
識
を
強
く
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
一
端
は
、
日
露
戦
争
時
に
、
人
や
社
会
を
動
か
し

婦
人
の
改
良
を
計
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
」
へ
の
義
務
を
果
た

そ
う
と
考
え
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
日
露
戦
争
後
は
欧
米

の
強
国
と
「
商
売
」
の
戦
い
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
。
さ

ら
に
世
界
戦
争
へ
の
序
幕
認
識
も
も
っ
て
お
り
、
列
強
国
に
対
し

劣
っ
て
い
る
の
は
軍
備
や
商
工
業
で
は
な
く
、
婦
人
の
知
識
、
地

位
で
あ
る
と
し
て
、
婦
人
の
教
育
の
必
要
性
を
説
い
た
。
帝
国
日

本
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
浅
子
が
生
き
る
経
済
社
会
、
つ
ま

り
物
質
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
女
性
力
で
あ
る
と
し
て
、
理
想
的

な
配
偶
者
を
育
て
て
国
家
社
会
へ
の
貢
献
を
期
待
し
た
の
で
あ

る）
（1
（

。
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
中
で
の
女
子
大
学
講
義
録
の
発
刊

に
際
し
て
も
、
会
員
に
、「
進
歩
」
に
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に

訴
え
、「
国
家
」
は
若
者
、
男
子
、
女
子
、
老
年
だ
け
で
な
く
、

全
員
が
責
任
を
分
か
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
「
挙
国
一
致
」
の
実
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た）

（1
（

。

こ
こ
に
は
浅
子
の
国
際
認
識
の
一
端
が
み
え
る
。
浅
子
の
女
性

の
自
立
観
は
、
そ
の
時
代
と
連
動
し
変
転
し
、
国
家
へ
の
収
斂
度

が
高
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
新
し
い
女
」
の
登
場
と
浅
子

浅
子
は
、一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
三
日
の
『
読
売
新
聞
』

に
、
女
性
の
生
き
方
を
三
区
分
し
た
文
章
「
大
別
し
た
三
種
」
を

載
せ
て
い
る
。「
婦
人
付
録
」の
登
場
を
記
念
し
て
編
集
さ
れ
た「
発

展
記
念
号
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
念
号
に
は

浅
子
の
ほ
か
に
、
大
隈
重
信
「
喜
ぶ
べ
き
進
化
」
や
中
川
謙
二
郎

「
上
流
の
婦
人
に
」、
島
田
三
郎
「
分
を
乱
る
な
」、
花
井
卓
蔵
「
男

性
化
の
傾
向
」、
浮
田
和
民
「
自
制
忍
耐
の
徳
」、
三
谷
民
子
「
意

義
あ
る
生
活
」、
宮
田
修
「
心
身
の
充
実
」、
鳩
山
春
子
「
力
の
自

覚
」、
島
村
抱
月
「
自
由
に
大
胆
に
」
な
ど
も
掲
載
さ
れ
た
。
成

田
龍
一
氏
は
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』）

（1
（

の
中
で
、
こ
の
企
画
が
女

性
達
に
新
た
な
家
庭
像
を
「
中
流
」
と
重
ね
な
が
ら
提
供
し
た
と

分
析
す
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
の
一
九
一
一
年
九
月
、
平
塚
ら
い
て

う
は
『
青
鞜
』
創
刊
号
に
「
元
始
、女
性
は
実
に
太
陽
で
あ
っ
た
」

で
始
ま
る
評
論
を
発
表
し
、
青
鞜
社
に
は
日
本
女
子
大
学
校
の
卒

業
生
達
が
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
一
三
年

一
月
、「
新
ら
し
い
女
」
が
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
、「
良
妻

賢
母
」
主
義
と
の
闘
い
が
始
ま
る
。
浅
子
の
文
章
は
、
こ
う
し
た
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動
き
に
対
す
る
彼
女
な
り
の
対
応
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
左
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
日
本
の
女
子
は
旧
い
習
慣
を
繰
り
返
し
、
進
歩
し
よ
う
と

も
発
展
し
よ
う
と
も
考
え
て
い
な
い
が
、
少
数
は
三
方
向
へ
そ
れ

ぞ
れ
歩
み
を
始
め
て
い
る
と
記
し
た
。
三
方
向
の
第
一
は
、「
欧

化
熱
、
所
謂
ハ
イ
カ
ラ
主
義
」
で
、
精
神
的
な
欧
化
を
無
視
し
、

物
質
文
明
を
主
張
す
る
な
ど
、
深
い
も
の
が
な
い
。
第
二
は
、「
飛

上
が
り
主
義
」
で
、「
新
し
き
女
と
か
囚
は
れ
ざ
る
女
」
と
い
っ

て
「
自
由
を
叫
び
」「
男
女
同
権
を
主
張
」
す
る
女
性
達
で
あ
る
。

し
か
し
「
進
化
し
た
思
想
で
は
な
く
、
退
化
し
た
人
生
で
あ
る
。

極
端
な
る
自
然
主
義
の
崇
拝
者
に
し
て
、
人
間
と
し
て
の
徳
も
、

婦
人
と
し
て
の
価
直
も
無
視
し
た
る
野
蛮
の
状
態
、即
ち
動
物
化
」

と
い
う
べ
き
様
で
、「
各
自
進
歩
的
女
性
で
あ
る
と
高
慢
す
る
者

等
で
あ
る
」
と
激
し
い
口
調
で
批
判
し
た
。
第
三
は
、「
改
善
主

義
者
」
で
、
男
子
の
我
が
儘
や
社
会
の
腐
敗
を
憂
え
、
家
庭
社
会

の
改
善
や
子
女
の
養
育
の
た
め
に
忍
耐
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
努
力
は
狭
い
範
囲
に
止
ま
り
、「
社
会
に
も
国
家
に
も
何
等
の

影
響
を
及
ぼ
す
事
が
出
来
」
ず
、
改
善
事
業
も
何
ら
効
果
が
な
い

と
断
じ
た
。
さ
ら
に
こ
の
三
方
向
は
い
ず
れ
も
、
世
界
の
婦
人
に

比
較
し
て
「
幼
稚
」
で
あ
る
た
め
、
現
代
婦
人
は
も
う
少
し
積
極

的
な
方
面
に
覚
醒
し
て
も
ら
い
た
い
と
し
て
、
敬
虔
の
念
、
宗
教

心
、
信
仰
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
。
浅
子
は
既
に
キ
リ

ス
ト
教
を
受
洗
し
て
い
た
た
め
か
、
信
仰
心
に
よ
る
進
歩
を
説
く

の
み
で
あ
っ
た）

11
（

。

民
本
主
義
と
ア
ジ
ア
観

と
こ
ろ
で
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
了
す
る
前
浅
子
は
、
男
女
間

の
競
争
が
起
こ
る
と
予
測
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
大
戦
中

の
英
仏
等
で
、
後
方
勤
務
と
し
て
国
内
に
残
っ
た
婦
人
が
あ
ら
ゆ

る
職
業
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
「
見

え
ざ
る
一
つ
の
思
潮
」
と
と
ら
え
、
低
い
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た

婦
人
が
、
人
間
と
し
て
男
子
と
同
等
に
な
る
一
大
思
潮
に
触
れ
る

こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
、
ド
イ
ツ
の
敗
戦
も
こ
の
視
点
か
ら
と

ら
え
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
唱
え
た
一

大
思
潮
を
、
軍
国
主
義
で
は
な
く
、
民
本
主
義
（
互
い
の
幸
福
を

増
し
、
公
平
な
神
の
恩
寵
を
受
け
る
）
と
と
ら
え
て
い
た
。
浅
子

は
、
婦
人
に
と
っ
て
の
民
本
主
義
を
、
軍
国
主
義
よ
り
理
解
さ
れ

や
す
く
婦
人
が
世
に
行
う
に
適
わ
し
い
思
潮
と
理
解
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
教
育
の
要
求
や
政
治
上
の
権
利
獲
得
も
必

要
だ
が
、
権
威
を
振
る
う
た
め
で
は
な
く
、
常
に
全
人
類
の
幸
福

を
増
進
し
、
和
平
維
持
の
愛
の
事
業
の
手
段
で
あ
る
べ
き
だ
と
す

る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。
浅
子
が
こ
う
し
た
一

大
思
潮
に
婦
人
界
の
曙
光
を
み
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）

1（
（

。
し
か
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し
、
も
う
一
つ
の
思
潮
で
あ
る
階
級
へ
の
視
点
は
み
ら
れ
な
い
。

一
方
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
の
論
考
で
は
、
日
米
間
で

重
要
な
こ
と
は
、
中
国
に
対
す
る
日
本
の
態
度
で
あ
る
と
い
う
視

点
を
提
示
し
て
い
る
。
世
界
各
国
が
中
国
へ
の
「
誘
掖
指
導
」
に

尽
力
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
は
「
恰
も
高
利
貸
し
の
や
う
な

不
親
切
な
事
が
多
く
、
只
無
尽
蔵
の
彼
の
地
の
天
産
物
を
掘
り
出

さ
う
と
か
」、
中
国
人
を
圧
迫
し
て
「
そ
の
権
利
や
土
地
を
我
が

物
に
し
や
う
と
か
急
せ
る
の
み
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
こ
う
し
た

対
応
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
ド
イ
ツ
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま

「
我
利
の
念
」
が
増
長
す
れ
ば
米
国
は
だ
ま
っ
て
お
ら
ず
、「
恰
も

人
類
の
敵
、
民
本
主
義
の
敵
と
云
つ
て
、
独
逸
に
宣
戦
し
た
や
う

に
、
我
が
国
に
向
つ
て
最
後
の
手
段
」
に
訴
え
る
可
能
性
が
あ
る

と
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
日
本
人
は
米
国
の
制
裁
を
恐
れ
る
前
に

ま
ず
恥
と
す
べ
き
で
あ
り
、
中
国
内
地
に
入
り
込
む
「
野
心
満
々

た
る
男
」
や
「
チ
ャ
ン
コ
ロ
」
な
ど
と
蔑
称
を
用
い
る
日
本
人
を

非
難
し
た）

11
（

。
浅
子
は
中
国
へ
の
日
本
の
侵
略
を
認
識
し
批
判
し
て

い
た
の
で
あ
る
。キ
リ
ス
ト
教
に
受
洗
し
た
こ
と
に
よ
り
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
弊
害
に
陥
る
こ
と
か
ら
逃
れ
、
国
家
の
枠
を
超
え
う

る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

評
価
を
め
ぐ
っ
て

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
一
四
日
、
浅
子
は
麻
布
区
材
木

町
の
別
邸
で
亡
く
な
っ
た
。
六
九
歳
（
満
年
齢
）
で
あ
っ
た
。『
基

督
教
世
界
』（
一
月
二
三
日
号
）
は
、
二
一
日
に
執
行
さ
れ
た
神

田
青
年
会
館
に
お
け
る
告
別
式
で
の
宮
川
経
輝
牧
師
の
追
悼
辞
を

掲
載
し
た
。
そ
の
中
で
宮
川
は
、
浅
子
が
一
九
○
九
（
明
治

四
二
）
年
頃
よ
り
一
切
の
私
交
を
絶
ち
修
養
を
続
け
、
受
洗
後
の

変
化
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
あ
と
、
直
ら
な

か
っ
た
点
が
二
つ
あ
る
と
披
露
し
た
。
第
一
が
「
す
き
き
ら
ひ
の

あ
る
こ
と
な
り
。
す
け
ば
全
く
す
き
、
き
ら
へ
ば
見
向
き
も
せ
ざ

る
こ
と
」、
第
二
は
「
人
を
批
評
す
る
こ
と
な
り
」
と
し
て
、「
こ

の
二
つ
は
如
何
に
忠
告
す
る
も
容
易
に
之
を
取
り
去
る
こ
と
を
得

ざ
り
き
」
と
、
そ
の
個
性
が
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
遺

体
は
大
阪
に
送
ら
れ
、
二
三
日
土
佐
堀
青
年
会
館
で
葬
儀
が
執
行

さ
れ
た）

11
（

。
成
瀬
仁
蔵
の
紹
介
で
宮
川
牧
師
に
師
事
し
て
い
た
浅
子

は
、
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
一
二
月
、
大
阪
教
会
で
受
洗
し
、

そ
の
後
は
「
温
柔
円
満
」
な
人
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
宮
川
牧
師
と
は
、
女
子
教
育
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
熊
本
バ

ン
ド
の
一
人
で
、
日
本
組
合
基
督
教
会
の
指
導
者
で
あ
る
。
海
老

名
弾
正
、
小
崎
弘
道
と
共
に
組
合
教
会
の
三
元
老
の
一
人
と
い
わ

れ
た）

11
（

。
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『
婦
人
週
報
』
も
小
橋
三
四
子
の
追
悼
文
を
掲
載
、
浅
子
を
次

の
よ
う
に
評
し
た
。
剛
情
で
世
間
や
人
を
恐
れ
ず
、
善
悪
正
邪
の

意
見
を
直
言
す
る
た
め
、
言
葉
が
心
よ
り
過
激
に
失
す
る
こ
と
が

あ
る
。し
か
し
心
情
は
公
明
正
大
で
私
心
が
な
く
、「
国
家
と
人
類
」

の
た
め
に
身
を
挺
し
て
働
き
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
て
か
ら
は

修
養
の
重
要
性
に
気
付
い
た
。
し
か
し
浅
子
の
真
情
を
理
解
す
る

者
は
お
ら
ず
、
ま
た
一
種
の
「
狂
気
」
が
あ
っ
た
た
め
迫
害
を
受

け
た
こ
と
も
あ
り
、
世
に
迎
合
で
き
な
い
言
語
動
作
は
事
勿
れ
主

義
の
人
々
を
脅
か
し
た
、
と
そ
の
個
性
へ
の
愛
惜
の
辞
が
述
べ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
狂
気
」
と
は
、
炭
鉱
業
に
進
出
し
た
際

に
「
狂
人
」
扱
い
さ
れ
た
と
浅
子
自
身
が
述
べ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

『
婦
女
新
聞
』
も
一
月
二
四
日
号
の
社
説
で
浅
子
の
死
去
と
そ

の
功
績
を
報
じ
た
。
ま
ず
、浅
子
の
社
会
事
業
へ
の
貢
献
と
し
て
、

第
一
に
、
日
本
女
子
大
学
校
創
立
に
際
し
成
瀬
仁
蔵
の
最
初
の
後

援
者
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
は
、
愛
国
婦
人
会
大
阪
支
部
を
事
業

的
に
独
立
さ
せ
た
こ
と
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
「
女
史
は
有
名
な
る

剛
情
の
人
で
あ
っ
た
。
一
た
び
言
ひ
出
し
た
以
上
は
誰
が
何
と
言

つ
て
も
貫
か
な
い
で
は
止
ま
な
ん
だ
。
此
の
剛
情
は
、
時
に
癇
癪

と
な
つ
て
破
裂
し
、
時
に
幼
児
の
駄
々
を
捏
ね
る
が
如
く
傍
人
を

困
ら
せ
た
。天
下
に
恐
る
べ
き
人
も
憚
る
べ
き
人
も
無
い
女
史
は
、

如
何
な
る
場
合
に
も
自
我
を
立
て
通
す
こ
と
を
得
て
、
之
を
至
当

の
権
利
と
信
じ
て
居
た
。
こ
の
剛
情
な
る
自
我
心
、
負
け
じ
魂
、

強
大
な
る
意
志
力
是
が
女
史
を
し
て
、
事
業
を
も
成
功
せ
し
め
た

の
で
あ
る
が
、
然
も
奮
闘
時
代
を
過
ぎ
て
か
ら
後
の
女
史
は
、
意

力
の
み
で
は
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
ん
だ
。
剛
情
を
立
て
通
し

た
後
に
却
つ
て
寂
寥
を
感
ず
る
に
至
つ
た
」
と
、
そ
の
人
柄
を
述

べ
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
で
「
剛
情
比
な
か
り
し
一
老
媼
は

神
の
前
の
従
順
な
る
婢
と
化
し
、
普
通
の
場
合
に
は
殆
ど
別
人
の

観
あ
る
ま
で
に
至
つ
た
」
と
追
悼
し
た
。
ま
た
福
島
貞
子
は
、
浅

子
自
身
が
「
私
の
過
去
は
全
く
家
の
犠
牲
だ
つ
た
。
私
個
人
と
し

て
は
不
幸
な
淋
し
い
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し

た
。女
性
が
家
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
に
反
対
し
続
け
た
背
景
に
は
、

こ
う
し
た
自
身
の
境
遇
へ
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
披
露
し
た
の

で
あ
る）

11
（

。

ま
た
同
年
六
月
二
八
日
、
広
岡
浅
子
の
追
悼
会
が
日
本
女
子
大

学
校
講
堂
で
開
か
れ
た
が
、
そ
の
壇
上
で
麻
生
正
蔵
も
、
浅
子
が

自
身
の
こ
と
を
「
一
種
特
別
な
変
り
も
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
一

般
の
婦
人
の
手
本
に
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
「
男
性
的
の
所
が
あ

つ
た
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

と
こ
ろ
で
受
洗
後
の
『
婦
女
新
聞
』
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）

年
一
月
三
日
号
に
は
、「
ち
ぐ
さ
」
な
る
人
物
の
「
広
岡
家
の
後
室
」

と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
、「
女
子
大
学
の
母
」
と
し
て
の
姿
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
女
史
は
、機
嫌
の
よ
い
時
、話
題
が
心
に
叶
っ
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た
時
は
、
話
の
切
先
が
鋭
く
、
責
め
励
ま
す
調
子
も
激
し
く
、
そ

の
人
の
全
身
に
自
分
の
精
神
を
打
ち
込
ま
な
い
で
は
止
ま
な
い
熱

烈
な
様
子
を
み
せ
、
大
抵
の
人
は
泣
か
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
思
想
の
幼
稚
な
人
や
、
智
識
に
飢
え
た
貧
し
い

人
に
は
女
史
か
ら
何
等
得
る
所
は
な
い
が
、
学
問
を
し
て
い
て
も

「
バ
ネ
の
利
か
ぬ
人
」
を
刺
戟
す
る
師
と
な
り
、
世
の
辛
酸
を
な

め
尽
く
し
た
者
の
友
と
し
て
は
、
真
に
得
難
い
貴
い
人
で
も
あ
る

と
述
べ
た
。
女
史
の
烈
し
い
小
言
は
、
身
を
切
ら
れ
る
ほ
ど
つ
ら

く
、
二
度
と
会
う
ま
い
と
思
う
事
も
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
又
引
き

つ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
何
を
い
っ
て
も
ダ
メ
だ
と
見
抜
か
れ
た
時

は
浅
子
は
冷
か
に
な
る
と
、
そ
の
冷
徹
さ
も
記
し
た
。
そ
し
て
、

一
年
位
会
わ
な
い
と
懐
か
し
い
が
、
手
に
す
が
る
ほ
ど
に
は
慣
れ

親
し
む
こ
と
は
で
き
ず
、
犯
し
が
た
い
一
種
の
威
厳
を
覚
え
る
。

君
子
と
か
聖
人
と
か
い
う
「
徳
の
人
」
で
は
な
く
、
大
丈
夫
や
偉

傑
と
い
う
べ
き
「
力
の
人
」
で
あ
る
と
、
評
価
し
た
。
し
か
し
、

男
性
の
中
に
も
女
史
の
よ
う
な
力
の
人
は
沢
山
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
浅
子
を
常
に
敬
服
す
る
の
は
、「
誰
に
師
事
せ
ら
れ
る
で
も

な
く
、
何
の
宗
教
に
も
偏
ら
ず
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
、
真

に
独
立
独
行
で
・
・
・
あ
れ
だ
け
の
人
格
を
練
り
あ
げ
あ
れ
だ
け

の
困
難
な
事
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
し
、「
長

い
年
月
、
非
常
に
困
難
な
事
柄
と
時
代
と
に
遭
遇
し
な
が
ら
、
何

時
も
正
し
く
自
己
を
守
り
通
し
て
、
他
の
圧
迫
や
障
碍
に
屈
せ
ず

遂
に
其
の
主
義
目
的
を
貫
か
れ
」
た
こ
と
、「
女
史
の
皮
相
だ
け

を
見
た
人
は
、
薄
情
だ
と
か
傲
慢
だ
と
か
」
非
難
す
る
が
「
決
し

て
薄
情
で
は
な
く
、
寧
ろ
天
下
を
憂
ひ
人
類
を
お
思
ひ
に
な
る
処

は
、
熱
烈
な
る
感
情
家
」
で
、「
女
史
の
情
は
、
固
き
意
志
と
修

養
さ
れ
た
る
理
性
と
に
よ
つ
て
其
の
焔
を
収
め
、
偶
々
情
の
働
き

を
見
る
時
は
、
悉
く
理
性
の
薪
に
よ
つ
て
燃
や
し
た
も
の
」
ゆ
え

誤
解
を
受
け
る
と
分
析
、
し
か
も
「
人
に
物
質
を
与
へ
る
事
を
一

種
の
罪
悪
の
や
う
に
思
つ
て
」
い
る
よ
う
で
、
様
子
が
傲
慢
に
見

え
る
の
は
、「
怒
濤
に
堪
へ
た
大
岩
の
や
う
な
御
境
遇
が
然
ら
し

め
た
の
と
・
・
・
人
の
意
を
迎
へ
る
や
う
な
事
を
お
好
み
に
な
ら

な
い
為
め
、
交
際
を
世
渡
り
の
一
大
資
格
の
や
う
に
思
ひ
な
れ
た

人
の
眼
に
、
自
ら
さ
う
映
ず
る
の
で
あ
ら
う
・
・
・
大
き
く
太
い

人
格
の
一
部
に
、
細
か
い
人
情
の
機
微
に
突
き
入
る
や
う
な
点
が

付
け
加
へ
ら
れ
ま
し
た
な
ら
、
恐
ら
く
は
明
治
の
女
性
史
を
飾
る

べ
き
一
流
の
婦
人
」
に
な
っ
た
と
、
浅
子
を
敬
服
す
る
一
人
と
し

て
の
複
雑
な
思
い
を
述
べ
た
。
平
塚
ら
い
て
う
が
抱
い
た
嫌
悪
感

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
と
対
峙
す
る
立
場
や
性
格
な
ど
に

よ
っ
て
、
浅
子
の
姿
は
違
っ
て
み
え
た
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。

ま
た
村
岡
花
子
の
「
夏
の
お
も
い
で
」
に
は
、「
日
本
女
子
大

学
の
創
立
に
力
を
つ
く
し
た
関
係
上
、
日
本
女
子
大
学
の
卒
業
生

を
大
変
に
か
わ
い
が
っ
た
。
秘
書
も
卒
業
生
で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ

の
事
業
を
し
て
い
る
人
た
ち
な
ど
も
後
援
し
て
い
た
。そ
う
い
う
、
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連
中
を
夏
の
休
み
に
二
の
岡
の
別
荘
へ
よ
ん
で
講
義
を
聞
く
恩
恵

（
？
）
に
浴
さ
せ
た
」
と
あ
り
、
日
本
女
子
大
学
校
と
の
関
係
に

深
い
も
の
が
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

11
（

。

お
わ
り
に

以
上
、
広
岡
浅
子
が
残
し
た
文
章
な
ど
を
も
と
に
、
彼
女
が
明

治
・
大
正
期
と
い
う
時
代
に
ど
の
よ
う
に
生
き
、
ど
の
よ
う
な
思

想
を
育
ん
だ
の
か
、
概
観
し
て
み
た
、
人
は
自
身
が
生
き
た
時
代

や
境
遇
等
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
あ
る
い
は
影
響
を
受
け
る
。
浅

子
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
「
国
家
」、
そ
し
て
「
国
民
」
と
い
う
枠

の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
女
性
自
身

を
変
え
た
い
と
い
う
強
い
意
志
を
も
っ
て
お
り
、
時
代
の
変
化
に

対
処
し
続
け
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
第
一
は
、
封
建
遺
制
で
あ
る
家
父
長
制
の
中
で
、
男
女
間

の
差
別
と
闘
い
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、一
八
九
八（
明

治
三
一
）
年
施
行
の
民
法
に
よ
り
、
家
父
長
的
家
族
制
度
（
い
わ

ゆ
る
「
家
」
制
度
）
が
成
立
し
た
こ
と
な
ど
に
対
し
て
は
何
も
書

き
残
し
て
い
な
い
。
第
二
は
、
日
露
戦
争
前
後
は
「
国
民
」
意
識

が
強
く
働
い
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
者
と
な
っ
て
か
ら
の
第
一
次

世
界
大
戦
期
に
は
、
中
国
へ
の
侵
略
に
つ
い
て
自
覚
す
る
な
ど
一

定
の
国
際
的
認
識
を
も
ち
、
女
性
の
権
利
に
つ
い
て
も
新
た
な
地

平
を
開
く
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
総

力
戦
時
代
の
到
来
を
予
想
し
、「
挙
国
一
致
」
を
説
く
人
で
も
あ
っ

た
。
第
三
は
、
徹
底
的
に
実
務
経
験
や
経
営
観
念
の
重
要
性
を
説

い
た
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
は
、
愛
国
婦
人
会

や
桜
楓
会
の
運
営
方
法
に
も
現
れ
て
お
り
、「
新
し
い
女
」
達
と

は
異
な
る
点
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
は
、
進
歩
、
発
展
史
観
の
人

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
残
し
た
資
料
か
ら
は
、
時

代
と
い
う
制
約
の
中
で
、
女
性
が
自
立
し
て
生
き
る
こ
と
の
困
難

さ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
克
服
に
立
ち
向
か
っ
た
人
の
強

さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

�

（
成
瀬
記
念
館
主
事 

史
学
科
教
授 

き
ら 

よ
し
え
）

（
注
）                                    

（
１
） 古
川
智
映
子
『
小
説　

土
佐
堀
川
─
女
性
実
業
家
・
広
岡
浅
子
の

生
涯
』
潮
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。

（
２
） 高
橋
阿
津
美
「
実
業
家　

広
岡
浅
子
─
日
本
女
子
大
学
校
の
援
助

者
─
」『
大
正
期
の
女
性
雑
誌
』
近
代
女
性
文
化
史
研
究
会
、
大

空
社
、
一
九
九
六
年
。

（
３
） 高
橋
阿
津
美
「
実
業
家　

広
岡
浅
子
─
日
本
女
子
大
学
校
の
援
助

者
─
」『
成
瀬
仁
蔵
研
究
会　

活
動
の
記
録
（
16
）』（
一
社
）
日

本
女
子
大
学
教
育
文
化
振
興
桜
楓
会
、
二
○
一
五
年
。
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（
４
） 邦
光
史
郎「
ピ
ス
ト
ル
を
懐
に
坑
夫
と
起
臥
し
た
女
傑
広
岡
浅
子
」

『
歴
史
読
本　

伝
記
シ
リ
ー
ズ
15　

明
治
・
大
正
を
生
き
た
15
人

の
女
た
ち
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
○
年
四
月
。

（
５
） 広
岡
浅
子「
余
と
本
校
と
の
関
係
を
述
べ
て
生
徒
諸
子
に
告
ぐ（
明

治
三
十
六
年
二
月
講
話
）」『
日
本
女
子
大
学
校
学
報
』
第
一
号
、

一
九
〇
三
年
七
月
。

（
６
） 広
岡
浅
子
「
家
庭
部
員
の
猛
省
を
促
す
」『
花
紅
葉
』
第
六
号
、

一
九
○
八
年
。「
家
庭
部
大
会
・
広
夫
人
の
御
話
」『
花
紅
葉
』
第

八
号
、
一
九
一
○
年
。
広
岡
浅
子
「
磨
か
れ
た
二
つ
の
人
格　

国

家
中
堅
の
覚
醒
を
促
す
」『
婦
人
週
報
』
第
三
巻
第
四
二
号
、
一

九
一
七
年
一
○
月
。
広
岡
浅
子
「
信
仰
と
婦
人
」『
新
女
界
』
第

七
巻
第
六
号
、
一
九
一
五
年
六
月
。

（
７
） 大
隈
重
信「
天
性
偉
大
な
広
岡
夫
人
」『
家
庭
週
報
』第
五
二
四
号
、

一
九
一
九
年
七
月
一
一
日
。

（
８
） 前
掲
「
余
と
本
校
と
の
関
係
を
述
べ
て
生
徒
諸
子
に
告
ぐ
（
明
治

三
十
六
年
二
月
講
話
）」。

（
９
） 『
日
本
女
子
大
学
校
四
拾
年
史
』
日
本
女
子
大
学
校
、
一
九
四
二

年
四
月
。

（
10
） 井
上
秀
子
「
頻
々
と
至
る
死
の
教
訓　

嗚
呼
広
岡
浅
子
刀
自
」『
家

庭
週
報
』
第
五
○
一
号
、
一
九
一
九
年
一
月
二
四
日
。

（
11
） 広
岡
浅
子
「
余
は
女
子
大
学
講
義
を
如
何
に
し
て
学
び
つ
ゝ
あ
る

か
」『
家
庭
』
第
一
巻
第
四
号
、
一
九
〇
九
年
七
月
。

（
12
） 広
岡
恵
三「
一
言
御
挨
拶
に
代
へ
て
」『
家
庭
週
報
』第
五
二
四
号
、

一
九
一
九
年
七
月
一
一
日
。

（
13
） 前
掲
「
ピ
ス
ト
ル
を
懐
に
坑
夫
と
起
臥
し
た
女
傑
広
岡
浅
子
」。

（
14
） 守
屋
東
「
吊
故
広
岡
浅
子
女
史
」『
婦
人
新
報
』
第
二
五
九
号
、

一
九
一
九
年
二
月
一
○
日
。

（
15
） 広
岡
浅
子
「
女
子
の
職
業
に
就
て
の
卑
見
」『
新
女
界
』
第
四
巻

第
五
号
、
一
九
一
二
年
五
月
一
日
。

（
16
） 「
来
賓
演
説　

広
岡
夫
人
の
お
話
」『
花
紅
葉
』
第
一
号
、
一
九
○

五
年
五
月
。

（
17
） 「
広
岡
浅
子
氏
談
片
」『
家
庭
週
報
』
第
九
号
、
一
九
○
四
年
一
○

月
一
五
日
。「
会
員
は
社
会
の
感
化
力
た
れ　

広
岡
夫
人
の
御
話
」

『
花
紅
葉
』
第
二
号
、
一
九
○
六
年
二
月
。「
談
叢　

広
岡
浅
子
氏

の
談
」『
家
庭
週
報
』
第
八
九
号
、
一
九
○
七
年
一
月
一
九
日
。

（
18
） 

前
掲
「
余
は
女
子
大
学
講
義
を
如
何
に
し
て
学
び
つ
ゝ
あ
る
か
」。

（
19
） 成
田
龍
一
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
○
○
七
年
。

（
20
） 広
岡
浅
子
「
大
別
し
た
三
種
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
四
年
四
月

三
日
。

（
21
） 広
岡
浅
子
「
こ
れ
か
ら
の
勝
利
者　

愛
を
以
て
互
に
仕
へ
よ
」『
婦

人
週
報
』
第
五
巻
第
二
号
、
一
九
一
九
年
一
月
一
○
日
。

（
22
） 広
岡
浅
子「
隣
邦
支
那
に
対
す
る
日
本
婦
人
の
責
任
」『
婦
人
週
報
』

第
五
巻
第
三
号
、
一
九
一
九
年
一
月
一
七
日
。

（
23
） 「
噫
、
広
岡
浅
子
刀
自
」『
基
督
教
世
界
』
第
一
八
四
○
号
、
一
九
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一
九
年
一
月
二
三
日
。「
広
岡
浅
子
女
史
永
眠
」『
婦
女
新
聞
』
第

九
七
五
号
、
一
九
一
九
年
一
月
二
四
日
。

（
24
） 広
岡
浅
子
「
一
人
一
評
」『
婦
人
週
報
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九

一
六
年
二
月
二
五
日
。
前
掲
「
吊
故
広
岡
浅
子
女
史
」。

（
25
） 「「
天
国
は
近
づ
け
り
」
広
岡
浅
子
刀
自
を
悼
む
」『
婦
人
週
報
』

第
五
巻
第
三
号
、
一
九
一
九
年
一
月
。

（
26
） 社
説
「
奮
闘
的
女
傑
広
岡
女
史
」『
婦
女
新
聞
』
第
九
七
五
号
、

一
九
一
九
年
一
月
二
四
日
。
福
島
貞
子
「
耳
に
残
る
御
声
─
広
岡

後
室
の
御
霊
前
へ
─
」『
婦
女
新
聞
』
同
第
九
七
五
号
。

（
27
） 麻
生
正
蔵
「
広
岡
浅
子
刀
自
を
憶
ひ
て
」『
家
庭
週
報
』
第
五
二

四
号
、
一
九
一
九
年
七
月
一
一
日
。

（
28
） ち
ぐ
さ
「
広
岡
家
の
後
室
」『
婦
女
新
聞
』
第
六
○
七
号
、
一
九

一
二
年
一
月
三
日
。

（
29
） 村
岡
花
子
「
随
筆　

夏
の
お
も
い
で
」『
父
母
教
室
』
第
八
号
、

全
日
本
教
育
父
母
会
議
、
一
九
六
四
年
。
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書
簡
１　

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
三
月
三
一
日

文
略
候
。
日
々
御
繁
務
之
事
奉
存
候
。
岩
崎
、
土
倉
氏
出
京
無
之

ニ
付
未
開
会
無
之
由
、岩
崎
氏
帰
京
之
后
早
々
御
開
会
相
成
候
趣
、

就
て
は
大
坂
之
諸
氏
へ
御
相
談
之
必
用
ニ
て
御
上
坂
之
由
御
手
続

キ
之
次
第
ハ
拝
顔
之
節
拝
承
可
仕
候
。
○
当
方
各
事
業
モ
未
視
ル

ヘ
キ
結
果
ハ
無
之
候
得
共
漸
々
改
良
ヲ
加
え
進
取
之
方
針
ニ
向

ツ
ヽ
有
之
候
。
松
本
、
白
神
へ
過
日
書
面
ヲ
以
テ
方
今
当
家
諸
般

之
事
業
之
模
様
予
メ
申
遣
シ
、
併
シ
テ
東
京
之
方
針
ヲ
尋
遣
、
尚

両
人
之
異
見
并
彼
レ
等
ノ
欠
点
ヲ
申
遣
し
候
（
気
永
ク
シ
テ
進
取

ノ
気
乏
）。
未
何
等
之
答
も
無
之
候
。
一
応
其
書
面
御
読
ニ
相
成

候
ハ
ヽ
方
今
ノ
模
様
予
メ
御
承
知
被
下
候
事
と
存
候
。

○
養
子
之
義
ニ
付
御
繁
務
中
種
々
御
配
慮
之
段
奉
厚
謝
候
。
○
先

生
御
世
話
被
下
候
人
員
ハ
何
レ
モ
皆
今
日
之
処
ニ
て
結
果
宜
敷

候
。

中
川
右
欠
点
モ
ア
レ
ト
モ
兎
ニ
角
責
任
ヲ
以
テ
事
ヲ
為
シ
、
只
一

部
分
之
事
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
全
般
之
事
常
ニ
頭
ニ
ア
リ
、
今
日
ニ
テ
ハ

我
意
志
ヲ
了
承
シ
タ
ル
ガ
如
シ
。

宮
崎
実
ニ
勉
強
人
熱
心
人
ナ
リ
。
商
売
好
ナ
リ
。
少
シ
間
モ
休
マ

ズ
表
裏
ナ
シ
。
只
ヲ
シ
ム
ラ
ク
ワ
学
力
ナ
キ
為
メ
秩
序
立
タ
ズ
纏

リ
悪
キ
ガ
欠
点
ナ
リ
。
是
レ
モ
追
々
欠
点
ヲ
改
メ
候
様
可
致
候

ハ
ヽ
亦
得
難
キ
一
人
之
ハ
タ
ラ
キ
手
ナ
リ
。

一
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、
ひ
ら
か
な
、
カ
タ

カ
ナ
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。
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有
坂
ハ
存
外
秩
序
相
立
チ
随
分
熱
心
ニ
御
座
候
。
今
日
ニ
テ
ハ
商

売
気
モ
余
程
出
来
我
意
志
モ
了
解
セ
シ
様
子
ニ
テ
一
般
之
事
ニ
気

ヲ
付
候
様
相
成
、
追
々
申
聞
候
ハ
ヽ
開
明
ノ
商
人
ニ
相
成
ヘ
キ
カ

ト
楽
居
候
。
只
欠
点
ハ
苦
労
シ
ラ
ズ
故
金
遣
ア
ラ
ク
（
自
分
ノ
手

元
）
シ
テ
何
事
モ
ム
ダ
ナ
事
多
カ
ラ
ン
ト
存
候
。
是
レ
モ
追
々
金

モ
ウ
ケ
ハ
中
々
六
ツ
ヶ
敷
物
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
り
候
ハ
ヽ
改
心
出

来
候
事
と
存
候
。
兎
ニ
角
当
時
ハ
責
任
ヲ
重
シ
人
ノ
事
ト
セ
ズ
熱

心
ニ
注
意
致
居
候
間
御
安
神
被
下
候
。

新
田
ハ
追
々
勝
手
モ
分
リ
忠
実
ニ
シ
テ
一
部
ヲ
任
ス
ニ
ハ
実
ニ
欠

点
無
之
候
様
相
成
候
。
併
シ
意
見
ニ
至
リ
テ
ハ
極
小
サ
シ
。
一
部

之
主
任
タ
ル
ベ
シ
。

右
四
人
共
多
少
欠
点
ハ
有
之
候
モ
兎
ニ
角
何
レ
モ
信
用
出
来
各
其

長
所
ヲ
仕
用
セ
バ
将
来
望
ア
リ
当
家
ニ
於
テ
ノ
利
益
少
ナ
ラ
ス
ト

存
候
。

予
テ
先
生
御
心
配
之
件
ニ
付
予
メ
今
日
之
処
ノ
成
跡

（
マ
マ
）

ヲ
御
報
告
申

置
候
。
幸
ニ
御
休
神
被
為
在
度
候
。

方
今
ハ
小
子
取
リ
居
候
処
ハ
毎
日
午
前
八
時
ニ
ハ
必
出
店
、
午
后

四
時
或
ハ
五
時
ニ
帰
宅
、
夜
ニ
入
り
教
場
へ
折
々
出
掛
ケ
居
候
。

不
精
神
者
ハ
厳
重
ノ
大
目
玉
ヲ
食
ハ
シ
、
忠
実
者
ハ
能
愛
シ
亦
賞

与
ス
。
此
半
季
間
ニ
ハ
店
員
ノ
気
風
ヲ
一
新
シ
得
ル
ノ
考
ニ
御
座

候
。
○
商
業
学
校
生
今
度
四
人
雇
入
レ
候
。
何
レ
モ
成
跡
宜
候
ニ

付
追
々
実
地
ニ
馴
候
ハ
ヽ
大
ニ
利
益
ト
存
候
。
○
予
テ
御
承
知
之
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商
業
部
ニ
居
候
渡
辺
ハ
実
ニ
精
神
家
ニ
テ
、
朝
モ
早
ク
出
勤
シ
イ

ツ
テ
モ
何
成
其
用
事
ヲ
シ
テ
居
リ
、
亦
誰
レ
カ
物
ヲ
云
イ
付
テ
モ

快
々
ト
シ
テ
子
供
ノ
様
ナ
事
て
も
い
や
そ
う
ニ
せ
す
、
然
リ
ト
テ

亦
商
売
之
事
も
漸
々
熱
心
ニ
テ
宮
崎
、
有
坂
ヨ
リ
習
、
亦
多
用
ナ

ル
時
ハ
言
付
ズ
ト
モ
夜
業
モ
シ
テ
居
リ
、
亦
用
向
ヲ
他
人
ニ
云
付

ル
様
ナ
事
ハ
聊
モ
無
之
、
小
使
ヲ
遣
テ
モ
能
キ
用
て
も
自
分
ニ
出

て
行
忠
実
熱
心
ナ
ル
故
、
今
日
ニ
テ
ハ
宮
崎
、
有
坂
留
主
中
之
用

向
ハ
出
来
候
様
覚
候
。
外
国
通
信
同
電
信
等
も
差
支
無
之
様
相
成

候
故
、
昨
日
金
拾
円
ヲ
賞
与
セ
シ
。
宮
崎
、
加
輪
上
等
も
実
ニ
勉

強
熱
心
者
ナ
リ
ト
感
心
致
居
候
。
人
ハ
見
掛
ニ
ヨ
ラ
ヌ
者
、
只
忠

実
熱
心
ナ
ラ
ハ
人
よ
り
先
ニ
物
モ
覚
ラ
レ
ル
ト
存
候
。
色
々
御
咄

も
御
座
候
得
共
長
文
ニ
付
又
之
便
リ
ニ
致
候
。　

匆
々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
子　
　

 

成
瀬
先
生

此
渡
辺
ハ
御
承
知
之
通
リ
知
者
ナ
ラ
サ
ル
モ
熱
心
ト
忠
実
ト
ニ
テ

他
ノ
者
ヨ
リ
事
ヲ
早
ク
覚
間
ニ
合
人
ト
ナ
リ
タ
リ
。
於
亀
於
蔦
ニ

御
序
之
節
御
申
聞
し
有
タ
シ
。

〔
欄
外
〕
明
治
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
。
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書
簡
２　

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
四
月
一
二
日

其
後
モ
相
変
ら
す
御
繁
務
之
御
事
奉
万
謝
候
。
大
学
校
委
員
会
は

未
御
開
相
成
不
申
哉
。
岩
崎
氏
モ
土
倉
氏
モ
既
ニ
在
京
之
由
御
報

道
有
之
候
得
共
、
各
自
要
用
モ
御
座
候
事
故
未
御
手
順
相
付
不
申

ト
存
候
。
爰
ニ
大
阪
ニ
て
有
ル
学
校
長
（
私
立
ニ
て
学
識
モ
無
愚

者
、
予
御
察
ア
ラ
ン
）
此
比
有
法
方
ヲ
以
テ
奇

（
マ
マ
）

附
金
募
集
之
計
画

ア
リ
。
其
法
タ
ル
ヤ
五
ヶ
年
間
ニ
テ
三
拾
万
円
集
ル
法
ノ
由
、
承

リ
タ
ル
処
ニ
ヨ
レ
ハ
略
ホ
小
子
出
案
ニ
似
タ
リ
。
併
シ
返
済
或
ハ

花
ク
シ
等
ノ
法
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
先
構
金
ノ
如
キ
仕
組
に
て
、
出
金

者
ハ
一
文
モ
損
セ
ズ
出
金
仕
安
キ
法
ノ
由
、
未
発
表
セ
サ
ル
故
原

案
書
ノ
如
何
ナ
ル
哉
ハ
実
見
セ
ザ
ル
モ
、
友
人
ヨ
リ
承
リ
タ
ル
処

ニ
ヨ
レ
ハ
遠
カ
ラ
ス
募
集
ニ
着
手
ノ
由
ニ
御
座
候
。
追
々
色
々
考

候
者
モ
御
座
候
ニ
付
後
レ
テ
ハ
如
何
ト
存
候
。
万
々
御
如
才
モ
無

之
義
ニ
ハ
候
得
共
、
折
角
御
熱
心
種
々
御
苦
心
ノ
御
事
業
余
り

延
々
ニ
相
成
テ
ハ
愚
者
ニ
先
ン
ゼ
ラ
レ
ル
恐
レ
ア
ラ
サ
ル
カ
、
小

子
之
意
見
ハ
元
来
先
生
ト
ハ
取
ル
ベ
キ
法
方
ニ
付
テ
異
ナ
リ
候
ニ

付
只
先
生
ニ
御
任
セ
申
上
候
故
今
更
彼
是
申
上
候
義
ニ
ハ
無
之
候

得
共
、
聞
込
候
ニ
付
御
算

（
マ
マ
）

考
迄
ニ
愚
意
申
上
候
迄
ニ
御
座
候
。
○

井
上
秀
子
ヨ
リ
承
リ
候
御
繁
務
、
亀
子
養
子
之
義
ニ
付
彼
是
御
配

慮
之
由
御
厚
意
之
段
奉
厚
謝
候
。
○
御
繁
用
之
中
当
事
業
ニ
付
テ

モ
常
々
御
心
頭
ニ
被
為
置
彼
ノ
横
浜
縮
緬
輸
出
之
件
御
申
越
戴
難
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有
、尤
右
等
ハ
組
入
候
法
方
ニ
依
リ
テ
ハ
将
来
望
ア
ラ
ン
ト
存
候
。

拝
顔
ナ
ラ
テ
ハ
事
実
盡
ヲ
不
得
候
ニ
付
文
略
致
、
閑
ヲ
得
候
ハ
ヽ

出
京
之
節
万
事
御
咄
承
り
御
相
談
願
候
心
算
ニ
御
座
候
。
○
ア
ル

カ
リ
ー
ハ
全
先
生
之
御
盡
力
ニ
ヨ
リ
将
来
余
程
望
有
之
商
業
ニ
御

座
候
。
既
ニ
四
回
ノ
注
文
ヲ
致
候
。
第
一
回
第
二
回
ノ
分
ハ
未
荷

着
無
之
モ
既
ニ
売
買
約
出
来
候
次
第
ニ
て
、
尚
月
々
約
速

（
マ
マ
）

ノ
注
文

モ
続
々
有
之
候
次
第
ニ
テ
有
坂
モ
本
気
ニ
ナ
リ
大
勉
強
売
捌
ニ
盡

力
罷
在
候
次
第
ニ
御
座
候
。
麻
生
氏
へ
も
宜
御
礼
御
申
述
置
被
下

候
。
夫
レ
ニ
付
て
も
外
国
へ
手
ヲ
付
候
事
実
ニ
急
務
ト
存
居
、
日

夜
其
意
心
頭
ヲ
不
離
時
気
遅
レ
サ
ル
様
ト
山
々
存
候
得
共
、
小
子

今
日
之
有
様
一
歩
モ
外
出
ス
ル
不
能
、
只
小
子
中
真
ニ
有
リ
テ
東

西
ニ
目
ヲ
付
命
ヲ
為
ス
ノ
必
要
益
以
欠
ベ
カ
ラ
サ
ル
次
第
ニ
御
座

候
。
お
蔭
ヲ
以
進
歩
ハ
余
程
目
覚
敷
迄
店
員
一
同
相
成
居
候
。
朝

ハ
私
八
時
三
十
分
必
出
勤
、
夕
刻
迄
店
ニ
居
リ
大
事
モ
小
事
モ
必

不
聞
之
事
無
之
、
夜
ハ
学
問
ノ
見
聞
等
ヲ
為
シ
、
日
曜
ハ
各
支
店

ノ
者
等
要
件
ヲ
以
テ
来
店
ス
ル
者
ヲ
接
シ
、
主
儀
ヲ
以
テ
化
セ
シ

メ
進
歩
セ
シ
ム
ル
様
或
ハ
サ
ト
シ
或
ハ
シ
カ
リ
終
日
閑
ナ
シ
。
店

員
モ
怠
慢
者
亦
悪
気
之
者
等
ノ
黜
陟
ヲ
正
シ
、
追
々
学
生
ヲ
入
レ

改
良
ニ
改
良
ヲ
加
へ
進
歩
ニ
趣
様
一
意
赴
務
致
候
故
外
部
ニ
運
動

ス
ル
ノ
余
暇
無
之
候
得
共
、
内
部
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
メ
外
ニ
向
フ
ノ

御
計
ニ
有
之
候
。
中
川
ハ
今
尚
名
古
屋
ニ
滞
在
、
尤
一
寸
一
両
日

帰
店
セ
シ
モ
重
テ
出
張
為
致
候
必
要
有
之
、
当
時
名
古
屋
ニ
て
一
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事
業
計
画
中
ナ
リ
。日
々
報
告
ヲ
以
テ
夫
々
打
合
、電
信
ニ
て
夫
々

命
令
致
候
。
先
生
阪
地
ニ
御
出
之
比
ト
ナ
ラ
当
時
事
業
ノ
取
リ
方

進
歩
ノ
度
ハ
随
分
変
化
致
候
ト
存
候
。
中
川
モ
一
寸
中
帰
リ
セ
シ

時
驚
キ
居
候
迄
皆
々
ハ
ゲ
シ
ク
勉
強
致
整
理
相
付
申
候
。
其
か
わ

り
ニ
ハ
随
分
病
人
か
出
来
マ
ス
。
我
事
ト
一
所
ニ
日
々
ノ
事
業
ヲ

取
ル
者
ハ
随
分
ク
タ
ヒ
レ
マ
ス
。
中
山
之
如
キ
ハ
何
分
田
舎
者
故

余
程
困
リ
候
ト
被
存
候
。
併
シ
相
か
わ
ら
す
実
意
ハ
御
座
候
得
共

追
マ
ク
ラ
レ
テ
斗
リ
居
リ
升
。
併
年
ヨ
リ
テ
モ
進
歩
セ
ね
ハ
ナ
ラ

ヌ
、
然
ラ
サ
レ
ハ
青
年
ニ
馬
鹿
ニ
サ
レ
ル
道
理
ヲ
申
聞
、
修
行
中

ノ
心
得
ニ
テ
繁
ヲ
忍
隠
セ
ヨ
ト
申
付
御
座
候
。
我
事
ハ
益
々
無
病

ニ
テ
聊
ノ
苦
モ
感
シ
不
申
、
理
事
ト
支
配
人
ト
職
務
ヲ
併
シ
テ
致

候
モ
尚
余
暇
ア
ル
心
持
致
候
。
六
十
才
迄
ハ
大
丈
夫
ト
此
節
感
有

之
候
。
幸
ニ
御
休
神
ア
リ
タ
シ
。
色
々
御
面
談
申
度
義
モ
種
々
有

之
候
得
共
余
り
長
文
ニ
付
後
便
ニ
残
候
。
匆
々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
子　

 

成
瀬
先
生　

親
展

麻
生
君
へ
宜
御
伝
被
下
候
。
東
京
支
店
々
員
亦
白
神
等
ニ
ハ
可
成

進
歩
ノ
御
咄
被
下
候
。
田
舎
者
ク
ツ
〳
〵
ニ
て
困
リ
入
候
。
咄
ト

カ
長
相
談
ハ
止
メ
テ
未
出
来
上
リ
タ
ル
者
テ
無
イ
マ
ダ
〳
〵
修
行

中
ナ
リ
。出
来
上
リ
タ
ル
者
ト
自
信
セ
ヌ
様
呉
々
御
教
示
願
度
候
。

青
年
等
ト
友
ニ
共
ニ
事
業
ヲ
取
リ
少
時
間
も
手
ヲ
ム
ナ
シ
ク
セ
ヌ
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事
ヲ
御
申
付
被
下
候
。
考
テ
モ
余
リ
明
案
ハ
出
マ
セ
ヌ
ト
存
候
。

只
々
モ
ソ
ツ
ト
勉
強
力
ヲ
養
コ
ト
必
要
、
随
分
田
舎
者
ハ
怠
慢
放

任
甚
敷
候
。

〔
欄
外
〕
明
治
三
十
二
年
四
月
十
二
日

〔
註
〕
封
筒
表　

東
京
日
本
橋
区
川
瀬
石
町
十
八 

白
神
與
七
方　

成
瀬
仁
蔵
先
生　

親
展
。
同
消
印　

三
十
二
年
四
月
十
三
日
。
封

筒
裏　

大
阪
市
西
区
土
佐
堀
壱
丁
目　

広
岡
脩
竹 

四
月
十
二

日
。
同
消
印　

三
十
二
年
四
月
十
四
日
。
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す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
始
め
に
其
の
理
想
を
申
し
て
お
く
な
ら

ば
、
御
婦
人
の
生
活
と
云
ふ
も
の
を
、
も
少
し
幸
福
に
、
も
少
し

美
麗
に
、
も
少
し
自
身
に
満
足
の
行
く
様
に
し
た
い
。

婦
人
の
生
活
に
対
す
る
理
想

今
日
あ
な
た
方
と
是
非
達
し
て
見
た
い
、
協
力
し
て
実
現
し
て

見
た
い
と
思
ふ
の
は
、
我
々
の
生
活
、
殊
に
御
婦
人
の
生
活
に
関

未
発
表
資
料
36

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
資
料
を
順
次
発
表
す
る
。
今
回
は
講
話
二
編
で
あ
る
。

式
日
、
始
業
式
、
終
業
式
な
ど
行
事
の
折
の
、
ま
た
実
践
倫
理
の
成
瀬
校
長
の
講
話
を
、
丹
念
に
記
録　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
カ
ー
ボ
ン
を
は
さ
ん
で
浄
書
さ
れ
、
各
々
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ

た
ノ
ー
ト
に
は
、
成
瀬
自
身
に
よ
る
訂
正
、
加
筆
の
跡
が
残
る
。
な
お
、

一
、
表
記
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
書
き
の
原
文
筆
記
を
平
仮
名
表
記
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字

を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
字
を
統
一
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。

一
、
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
註
を
、
一
部
見
出
し
と
し
た
。

成
瀬
仁
蔵
講
話　

1
大
学
部
第
二
、三
学
年
に
て 
─
明
治
四
十
四
年
七
月
五
日
─
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し
ま
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

そ
こ
で
、
其
の
論
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
と
、
所
々
に
使
う
て

あ
る
六
か
し
い
語
に
つ
い
て
今
日
少
し
お
話
し
ま
す
れ
ば
、
生
活

の
高
調
、
及
び
其
の
生
活
の
高
調
に
至
る
道
は
何
で
あ
る
か
、
如

何
に
す
れ
ば
其
の
高
調
に
達
す
る
こ
と
を
得
る
か
と
云
ふ
こ
と
に

つ
い
て
、
簡
短
に
述
べ
よ
ー
と
思
ひ
ま
す
。

我
々
の
生
活
は
律
動
で
あ
る

我
々
の
生
活
は
律
動
で
あ
る
。
広
く
は
宇
内
の
進
化
、
又
は
人

間
の
歴
史
は
音
調
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
学
理
も
音
楽
も
美
術

も
宗
教
も
、
同
意
致
し
て
証
明
す
る
所
で
あ
る
。
其
の
証
明
、
其

の
訳
は
今
日
は
申
し
ま
せ
ん
。
寧
ろ
論
文
の
中
に
論
じ
て
あ
り
ま

す
夫
れ
よ
り
も
奥
に
あ
る
意
を
話
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

我
々
の
生
活
は
複
雑
で
、
抑
揚
、
高
低
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

我
々
の
生
活
は
単
調
で
は
い
け
な
い
。
複
雑
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
変
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
変
化
は
抑
揚
、
高
低
、
動

揺
、
波
瀾
が
必
要
で
あ
る
。
其
の
抑
揚
、
高
低
、
動
揺
、
波
瀾
が
、

時
と
空
間
と
の
関
係
よ
ろ
し
き
を
得
て
、
真
の
人
生
の
調
和
が
起

る
と
云
ふ
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
今
日
最
も

生
活
に
は
波
瀾
、
進
歩
が
必
要
で
あ
る

そ
こ
へ
行
く
に
は
、
も
少
し
有
効
に
、
も
少
し
美
麗
に
、
も
少

し
幸
福
に
、
そ
し
て
、
も
少
し
あ
な
た
の
生
活
が
進
歩
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
、
長
く
あ
な
た
方
と
共
同
生
活
を
経
験
致

し
ま
し
た
所
に
よ
り
ま
す
と
、
御
婦
人
の
生
活
は
余
り
単
調
で
あ

る
。
余
り
繰
り
返
し
事
が
多
い
。
余
り
感
情
の
上
に
、
動
機
の
上

に
小
さ
い
衝
突
、
細
か
い
軋
轢
が
免
れ
ん
様
で
あ
る
。
も
少
し
あ

な
た
の
生
活
が
有
効
に
な
り
、
美
に
な
り
、
多
趣
味
に
豊
穣
に
な

る
に
は
、
も
少
し
仕
方
に
高
低
が
あ
り
、
波
瀾
が
あ
り
、
進
歩
が

あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
ふ
。

生
活
の
高
調

そ
こ
で
、
私
は
是
れ
に
つ
い
て
自
分
に
試
験
的
に
大
分
行
う
て

見
ま
し
た
こ
と
を
、
此
に
て
丁
度
夏
お
別
れ
す
る
前
に
、
あ
な
た

方
の
御
参
考
に
呈
し
た
い
。
あ
な
た
方
が
夏
お
帰
り
に
な
る
に
つ

い
て
、
私
がL

ife

五
号
に
書
き
ま
し
た
こ
と
は
、
生
活
の
調
律

と
で
も
訳
し
ま
し
ょ
ー
か
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
生
活
の
高
調
、
若

く
は
生
活
の
高
潮
と
書
い
て
も
宜
し
い
。併
し
其
の
深
い
考
へ
を
、

到
底
短
い
論
文
に
顕
し
尽
く
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。
故
に
、
其
の
論

文
を
組
み
立
つ
る
為
に
使
ひ
ま
し
た
材
料
、
及
び
生
活
に
実
験
致
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私
が
申
し
た
い
こ
と
は
、
其
の
高
調
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
大
波

瀾
と
云
ふ
所
に
あ
る
。
此
の
波
瀾
と
言
ひ
ま
し
ょ
ー
か
、
高
調
と

言
ひ
ま
し
ょ
ー
か
、
強
度
と
言
ひ
ま
し
ょ
ー
か
、
其
の
最
も
高
く

進
み
、
最
も
深
く
達
し
、
最
も
強
く
緊
張
す
る
と
云
ふ
、
之
れ
が

あ
な
た
方
の
生
活
に
欠
け
て
居
る
。
其
の
為
に
、も
一
つ
の
変
化
、

も
一
つ
の
進
化
、
も
一
つ
の
向
上
、
も
一
つ
の
生
れ
か
は
り
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。
病
気
が
治
ら
ん
の
も
、風
が
改
ま
ら
ん
の
も
、

実
力
が
も
一
つ
出
来
な
い
の
も
、
生
活
の
高
調
と
云
ふ
こ
と
が
出

来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
之
れ
は
、長
い
間
の
経
験
に
よ
っ
て
、そ
ー

云
ふ
結
論
を
拵
へ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

高
調
と
は
人
格
の
深
さ
と
広
さ
と
が
最
高
度
に
達
し
た
こ
と

を
言
ふ
の
で
あ
る

そ
こ
で
此
の
高
調
に
達
す
る
、
極
度
に
届
く
と
云
ふ
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
人
間
の
究
極
の
目
的
は
、
其
処
に
達
し
よ
ー
と
云
ふ

こ
と
で
あ
る
。
其
の
高
調
と
云
ふ
こ
と
は
、
之
れ
を
人
格
の
発
揮

と
か
、
力
の
緊
張
と
か
、
意
志
の
集
中
と
か
、
有
頂
点
に
達
し
た

状
態
と
か
、
熱
心
と
か
、
誠
心
一
到
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の
詞
を
以

て
表
す
の
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
之
れ
を
分
類
し
て
申
す
な
ら
ば
、

人
格
の
深
さ
と
広
さ
と
の
最
高
度
に
達
し
た
こ
と
を
申
す
の
で
あ

る
。
之
れ
迄
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
高
調
と
は
高
度
の
深
さ
に
達
し

た
こ
と
を
申
す
の
で
あ
る
が
、
併
し
今
日
の
研
究
の
結
果
を
申
す

な
ら
ば
、
高
度
と
広
度
と
の
融
合
を
以
て
出
来
た
も
の
で
、
之
れ

を
我
々
は
、C

onscious

意
識
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

其
の
意
識
に
は
様
々
の
階
級
が
あ
る
。
其
の
一
番
上
に
あ
る
も

の
が
人
格
、
或
はC

onscious

の
表
皮
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
夫
れ

か
ら
其
の
次
の
深
さ
、
又
其
の
次
の
深
さ
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。

其
の
深
さ
を
英
語
でIntensity

と
申
し
ま
す
。Intensity

と
は
、

熱
な
ら
ば
熱
の
非
常
な
高
度
に
達
し
た
も
の
を
言
ふ
の
で
あ
る
。

其
の
拡
が
り
をE

xtensity

と
言
ふ
。
我
々
のC

onscious

に
は
広

さ
と
深
さ
と
あ
っ
て
、
其
の
拡
が
り
は
物
質
で
あ
る
。
其
の
物
質

の
拡
が
り
は
、
我
々
の
身
体
に
し
て
も
神
経
の
末
端
に
あ
る
。
表

皮
の
一
番
上
に
あ
る
も
の
は
感
覚
で
あ
る
。
故
に
此
の
表
面
は
、

人
格
の
末
端
は
、
四
囲
の
境
遇
と
接
触
し
て
居
る
。
直
接
に
反
応

し
て
居
る
。
之
れ
が
人
格
の
拡
が
り
、
大
き
さ
で
あ
る
。
人
格
の

深
さ
と
云
ふ
の
は
、Tim

e

の
関
係
で
あ
る
。
永
続
の
関
係
で
あ
る
。

寧
ろIntensity

と
は
、
長
い
間
の
経
験
が
積
み
上
げ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
故
に
、
我
々
の
人
格
の
深
さ
は
先
祖
か
ら
数
代
、
或
は

数
十
年
代
続
い
て
居
る
処
の
力
で
あ
る
。
故
に
寧
ろ
此
の

Intensity

と
云
ふ
の
は
、
時
間
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
日
我
々
が
人
格
を
養
成
す
る
、
又
は
知
識
を
貯
へ

る
習
慣
を
養
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
全
く
此
の
人
格
の
深
さ
を
強
め

る
こ
と
と
、
人
格
の
拡
が
り
を
増
す
と
云
ふ
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
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で
あ
る
。
横
に
拡
げ
て
行
く
関
係
と
、
縦
に
深
く
経
験
を
強
め
て

行
く
と
云
ふ
、
此
の
二
つ
の
関
係
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
人
生
の
生
活
は
、
其
の
両
関
係
が
常
に
動
揺
し
、
常
に

変
化
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
其
の
や
ま
な
い
活
動
、
や
ま
な

い
変
化
の
調
子
が
人
生
で
あ
る
。
故
に
、人
生
に
は
何
時
も
高
低
、

波
瀾
が
絶
え
な
い
の
で
あ
る
。

何
人
と
雖
も
、
此
の
高
低
、
動
揺
、
波
瀾
は
免
れ
な
い
の
み
な

ら
ず
、
之
れ
が
あ
る
可
き
筈
で
あ
る
が
、
只
其
の
生
活
に
大
波
瀾

の
起
こ
る
人
と
小
波
瀾
の
起
こ
る
人
と
あ
る
。
私
が
今
、
高
調
の

経
験
が
い
る
と
言
ふ
の
は
、
其
の
大
波
瀾
が
起
こ
る
よ
ー
な
力
が

い
る
と
云
ふ
こ
と
で
、
御
婦
人
の
生
活
は
小
波
が
起
こ
る
に
過
ぎ

な
い
、
表
皮
の
動
揺
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
ふ
。
夫

れ
で
あ
る
か
ら
、
大
人
物
が
出
来
な
い
所
以
で
あ
る
。
御
婦
人
も

興
味
あ
る
生
活
、
も
少
し
幸
福
な
る
生
活
、
自
分
も
人
も
感
心
す

る
美
を
発
揮
す
る
に
は
、
も
少
し
大
き
な
る
波
瀾
が
起
こ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
之
れ
を
海
に
譬
ふ
る
な
ら
ば
、
上
は
只
海
に
な
っ
て
居

る
。
併
し
此
の
下
は
、
幾
百
丈
、
幾
千
丈
い
っ
て
居
る
か
わ
か
ら

な
い
の
で
あ
る
。
大
波
の
高
さ
は
非
常
に
高
く
大
き
く
う
つ
け
れ

ど
も
、
其
の
力
は
非
常
に
深
い
所
か
ら
起
こ
っ
て
、
深
さ
は
測
り

知
る
べ
か
ざ
る
、
当
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

夫
れ
で
我
々
の
生
活
の
高
調
も
、
全
人
格
の
上
に
其
の
変
化
を

及
ぼ
し
関
係
を
つ
け
る
こ
と
に
し
な
い
と
、
浅
薄
な
る
人
間
、
薄

弱
な
る
人
間
に
陥
っ
て
了
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
ゝ
で

Intensity

と
言
へ
ば
、
情
の
浅
い
処
はSenses

と
言
ひ
、
深
い
処

はE
m

otion

と
言
ふ
の
で
あ
る
。
目
に
見
、
耳
に
聞
き
、
口
に
食

す
る
如
き
は
浅
い
も
の
で
あ
る
が
、
情
緒
と
か
情
操
と
か
云
ふ
こ

と
は
深
い
処
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。此
のE

m
otion

は
長
い
間
、

古
い
経
験
を
積
み
重
ね
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
ー
云
ふ
経
験

が
現
場
の
感
じ
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
、
一
緒
に
其
処
に
現
れ
て
来

る
の
で
あ
る
。
我
々
が
物
を
見
て
直
ぐ
わ
か
る
、
鳥
で
あ
る
、
虫

で
あ
る
と
わ
か
る
の
は
古
い
経
験
で
あ
っ
て
、
夫
れ
が
感
情
の
世

界
に
入
っ
て
感
ず
る
の
で
あ
る
。

其
の
感
じ
の
強
い
人
がIntensity

の
深
い
人
で
あ
る
。
た
と
へ

ば
愛
な
ら
ば
、
ほ
ん
と
ー
に
熱
誠
の
籠
っ
た
深
い
愛
で
あ
っ
て
欲

し
い
。
面
白
い
な
ら
ば
、其
の
楽
み
が
非
常
に
深
い
の
が
宜
し
い
。

其
の
例
を
言
へ
ば
、髪
を
ぬ
い
た
よ
り
も
歯
を
ぬ
い
た
方
が
痛
い
。

又
、
夜
の
行
灯
の
光
り
よ
り
も
、
昼
の
日
光
の
方
が
強
い
と
云
ふ
。

併
し
其
の
刺
激
ば
か
り
で
は
、
私
共
の
感
情E

m
otion

は
き
ま
ら

な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
応
で
古
い
処
の
感
情
経
験
が
呼
び

起
こ
さ
れ
て
始
め
て
き
ま
る
の
で
あ
る
。
又
、
私
共
が
高
調
に
達

す
る
と
云
ふ
の
は
、
深
い
処
の
感
情
が
其
処
に
動
い
て
、
其
の
感

情
の
熱
度
が
非
常
に
強
く
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
起
こ
ら
ぬ
。
そ
こ

で
、
私
共
の
最
も
深
い
処
の
情
が
起
っ
て
現
れ
て
来
る
も
の
と
考

へ
て
も
、
間
違
ひ
で
は
な
い
の
で
す
。
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そ
こ
で
、
私
共
の
日
頃
か
ら
修
養
し
学
問
し
て
、
自
分
の
力
を

育
て
ゝ
行
く
と
云
ふ
こ
と
が
も
一
つ
根
本
に
達
し
て
行
か
ね
ば
、

も
一
つ
高
調
に
達
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
此

の
間
か
ら
の
事
に
結
び
つ
け
て
、
力
の
発
揮
、
人
格
の
救
助
と
云

ふ
こ
と
に
つ
い
て
考
へ
て
欲
し
い
。

記
憶
力
の
必
要

あ
な
た
方
の
学
問
、
あ
な
た
方
の
修
養
と
云
ふ
こ
と
が
、
只
人

格
の
表
皮
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
も
少
し
深
い
根
底
に
達
し
た
い
と

思
ふ
。
そ
こ
で
詞
を
か
へ
て
言
へ
ば
、
力
の
保
存
、
之
れ
に
必
要

な
も
の
は
記
憶
力
で
あ
る
。
あ
な
た
方
学
生
と
し
て
、
新
知
識
を

貯
へ
、
新
習
慣
を
作
っ
て
行
く
上
に
、
此
の
記
憶
力
と
云
ふ
も
の

が
非
常
に
大
切
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
、
日
本
の
人
は
外
国
語
を
学

ぶ
外
に
も
漢
学
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
古
い
国
語
を
も
覚
え
ね

ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
訳
で
あ
る
か
ら
、
覚
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
沢

山
あ
る
。
然
る
に
、
そ
ー
云
ふ
も
の
を
一
番
浅
い
処
の
表
皮
の
間

に
貯
へ
て
あ
る
。
之
れ
が
非
常
に
不
経
済
で
あ
る
。
あ
な
た
方
は

夫
れ
を
一
番
深
い
所
の
根
に
持
っ
て
行
っ
て
、
植
え
つ
け
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
な
た
の
人
格
の
中
に
、
永
久
保
存
せ
ら
る
ゝ
処

に
貯
へ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
永
久
の
蔵
は
何
処
に
あ
る
か

と
云
ふ
と
、
表
皮
で
は
な
い
。
第
二
、
第
三
の
深
い
処
に
関
係
を

つ
け
て
、
其
の
要
素
と
化
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
に
二
つ
あ
っ
て
、
記
憶
力
のE

xtensity

と
記
憶
力
の

Intensity

と
あ
る
。
記
憶
力
のE

xtensity

と
は
画
で
あ
る
、
像
で

あ
る
。
画
の
よ
ー
な
拡
が
り
で
あ
っ
て
、之
れ
を
鸚
鵡
的
と
言
ふ
。

第
二
のIntensity

と
云
ふ
深
さ
の
あ
る
記
憶
力
は
、
之
れ
を

H
abit

と
言
ふ
。
之
れ
は
同
化
力
か
ら
出
来
て
居
る
。
私
共
の
中

に
あ
る
処
の
傾
向
、
銘
々
の
中
に
あ
る
処
の
天
才
は
先
祖
か
ら
の

も
の
で
、
或
る
人
は
之
れ
を
人
類
的
記
憶
力
と
言
ふ
。
其
の
人
類

的
蓄
積
で
あ
っ
て
、
永
く
失
は
れ
な
い
処
の
記
憶
で
あ
っ
て
、
此

の
二
つ
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
我
々
が
日
々
学
ぶ
処
の
新
知
識
を
全
人
格
に
結
び
つ

け
て
、
一
度
得
た
な
ら
ば
決
し
て
失
ふ
事
の
な
い
様
に
保
存
し

よ
ー
と
思
ふ
な
ら
ば
、
之
れ
迄
の
経
験
に
結
び
つ
け
て
、
あ
な
た

の
学
ぶ
知
識
は
皆
仮
説
と
し
て
帰
納
的
方
法
に
よ
っ
て
取
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
夫
れ
を
一
々
事
実
に
徴
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次

に
は
比
較
力
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
得
た
概
念
を
比
較
し
て
、
関
係

を
つ
け
た
の
を
推
理
と
言
ふ
。
知
識
が
知
識
と
し
て
止
ま
っ
て
は

だ
め
で
あ
る
。
其
の
主
義
、
理
想
が
実
際
に
適
応
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
之
れ
が
即
ち
演
繹
で
あ
る
。
斯
う
云
ふ
意
識
の
階
段
を

経
て
、
表
皮
の
像
か
ら
し
て
、
行
為
の
習
慣
と
な
っ
て
生
活
に
応

用
し
た
な
ら
ば
、
之
れ
は
始
め
て
人
格
的
に
織
り
な
さ
れ
た
所
の

も
の
で
あ
る
。そ
ー
し
て
之
れ
が
い
ろ
い
ろ
の
感
動
と
な
る
か
ら
、
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忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
一
度
印
象
し
た
な
ら
ば
、
決
し
て

失
ふ
こ
と
は
な
い
。
之
れ
が
、
我
が
力
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
が

出
来
る
一
番
有
効
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
之
れ
に
よ
っ
て
、
又
人

格
を
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

構
成
力
の
必
要

次
に
は
構
成
力
、
即
ち
知
識
の
構
成
力
で
あ
る
。
之
れ
を
名
づ

け
て
、英
語
で
はIdea

と
申
し
ま
す
。Idea

は
、又
之
れ
を
観
念
、

或
は
思
想
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

此
のIdea

は
ど
ー
云
ふ
も
の
か
と
云
ふ
と
、
つ
ま
り
形
式
を

拵
へ
た
に
過
ぎ
な
い
。
や
は
り
心
に
描
い
た
処
の
一
つ
の
画
に
過

ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
が
、
未
だ
構
成
だ
け
で
は
力
に
は
な
ら
ぬ
。

K
now
ledge	is	pow

er

西
洋
の
諺
に
、K

now
ledge� is� pow

er

と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
。

此
のIdea

は
何
か
構
成
さ
れ
て
筋
肉
に
表
ら
は
れ
て
来
る
も
の
、

五
官
に
影
響
を
起
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
れ
は
意

識
の
小
波
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ー
一
つ
、
之
れ
が

深
く
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
格
のIntensity

に
結
び
つ

い
て
、
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
知
識
が
理
想
と
云
ふ
も
の

に
な
っ
て
来
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
拵
へ
た
法
則
、
主
義
、

又
は
規
則
と
云
ふ
も
の
に
鋳
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
向
ふ
に
か
ゝ
っ

て
居
る
処
の
形
に
必
ず
達
し
て
行
く
、
其
の
階
段
に
は
必
ず
自
分

が
達
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
、
其
の
形
式
に
必
ず
自
分
が
は
ま
り

込
む
、
夫
れ
を
実
現
す
る
と
云
ふ
非
常
な
欲
望
、
熱
心
が
起
り
、

精
神
が
活
動
し
て
来
る
。
夫
れ
を
さ
し
て
理
想
と
言
ふ
。
其
処
に

達
し
な
け
れ
ば
我
々
の
知
識
は
死
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、到
底
、

大
波
瀾
を
起
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
の
理
想
は
強
度
のIntensity

で
あ
る

そ
こ
で
理
想
と
は
、
我
々
の
最
も
強
度
な
るIntensity

の
活
動

す
る
状
態
を
申
す
の
で
あ
る
。
其
の
理
想
が
出
来
、
其
の
目
的
に

従
っ
て
我
々
が
活
動
し
て
行
く
こ
と
を
、
人
格
を
発
現
す
る
と
言

ふ
。
品
性
を
養
ふ
と
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
理
想
が
、
即
ち

我
々
の
目
的
で
あ
り
ま
す
。

目
的
は
、
即
ち
私
共
が
客
観
的
の
外
の
境
遇
に
向
う
て
居
る
、

我
々
の
は
る
か
向
ふ
に
か
け
て
居
る
処
の
一
種
の
目
的
物
で
あ

る
。其
の
目
的
物
に
向
っ
て
居
る
所
の
知
識
と
名
づ
け
る
も
の
は
、

私
共
の
深
い
処
、Subconsciousness

の
中
に
あ
る
。
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自
重
心
の
必
要

又
、
其
の
根
に
あ
る
主
観
の
方
か
ら
見
る
所
の
力
が
働
い
て
居

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
れ
を
指
し
て
、Self- m

aking� atittude

自

作
的
態
度
と
言
ふ
べ
き
も
の
。
其
の
自
作
的
態
度
のE

ssence

は

何
か
と
云
ふ
と
、
自
重
心Self- respect

で
あ
る
。
此
の
自
重
心

と
は
、
我
が
中
に
在
る
人
格
的
価
値
、
我
が
真
価
値
を
自
分
で
認

め
る
力
。
私
は
是
れ
だ
け
が
出
来
る
、
自
分
は
斯
う
云
ふ
人
間
で

あ
る
、
是
れ
だ
け
の
事
が
出
来
る
と
云
ふ
価
値
を
認
め
る
。
是
れ

は
、
た
と
へ
人
か
ら
誤
解
を
受
け
よ
ー
と
、
悪
く
言
は
れ
よ
ー
と
、

自
分
に
は
ど
れ
だ
け
の
徳
が
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
認
め
る
。
是

れ
程
尊
い
も
の
は
な
い
。
之
れ
が
出
来
ず
に
、
自
分
で
自
分
を
信

ず
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
に
、人
が
ど
ー
し
て
認
め
て
く
れ
よ
ー
か
。

自
分
で
自
分
が
認
め
ら
る
ゝ
力
、
自
分
で
自
分
の
価
値
が
認
め
ら

る
ゝ
力
、
是
れ
程
尊
い
も
の
は
な
い
。
自
分
の
中
に
非
常
に
尊
い

も
の
が
潜
ん
で
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
是
れ

程
勇
気
を
与
へ
る
も
の
は
な
い
。
是
れ
程
よ
い
暗
示
を
与
へ
る
も

の
は
な
い
。
是
れ
程
深
い
信
仰
の
起
こ
る
も
の
は
な
い
。
私
共
が

非
常
に
深
い
大
洋
の
よ
ー
な
意
識
界
に
大
波
を
起
こ
す
も
の
は
、

一
つ
は
高
調
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
此
の
自
重
心
で
あ
る
。

此
の
自
奮
力
で
あ
る
。
之
れ
が
、
私
は
あ
な
た
方
御
婦
人
に
よ
ほ

ど
欠
け
易
い
、
自
分
の
中
に
あ
る
価
値
を
認
め
に
く
い
、
又
、
い

ろ
い
ろ
毀
誉
褒
貶
に
由
っ
て
自
分
の
価
値
ま
で
も
消
し
易
い
と
思

ふ
。
夫
れ
で
、
私
が
あ
な
た
方
に
望
む
処
は
、
自
分
で
自
分
の
力

を
養
ふ
よ
ー
に
な
さ
る
こ
と
。
之
れ
が
最
も
よ
く
力
を
保
存
す
る

方
法
で
あ
り
、又
最
も
よ
く
力
を
発
展
す
る
方
法
で
あ
る
と
思
ふ
。

理
想
の
二
方
面

又
、
理
想
に
は
二
方
面
あ
っ
て
、Personal� idea

とSocial�
idea

、
即
ち
人
格
的
理
想
と
社
会
的
理
想
と
が
あ
っ
て
、
此
の
二

つ
が
融
合
致
し
ま
し
て
始
め
て
深
い
人
物
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。
併
し
、
私
は
之
れ
を
さ
し
て
、
世
界
的
理
想
と
申
す
の
で
あ

り
ま
す
。（
人
格
的
理
想
と
社
会
的
理
想
とSubconsciousness

と
共
同
し
て
出
来
た
も
の
）
即
ち
、
此
の
地
球
の2/ 3

を
包
ん
で

居
る
処
の
太
洋
の
広
さ
、
深
さ
の
人
格
と
申
し
ま
す
。
併
し
、
人

間
は
夫
れ
だ
け
で
は
満
足
は
出
来
ま
せ
ん
。
猶
其
の
太
洋
を
一
層

深
い
海
に
通
じ
て
高
調
に
達
す
る
。
之
れ
を
宇
内
と
云
ふ
、
其
の

宇
内
の
広
さ
に
拡
げ
る
。
之
れ
を
さ
し
て
、
宗
教
的
生
活
と
言
ふ

の
で
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
申
し
ま
し
た
理
想
は
、
人
格
的
か
ら
社
会
的
に
拡
が
り

ま
し
て
、
其
の
深
さ
も
個
人
意
志
か
ら
社
会
意
志
迄
、
深
入
り
を

致
し
ま
し
た
。
今
度
は
、
其
の
以
上
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。
即
ち

全
体
の
関
係
で
、
是
れ
迄
の
も
の
は
部
分
と
部
分
と
の
関
係
で
あ
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り
ま
し
た
が
、
此
の
上
は
、
部
分
と
全
体
の
関
係
を
つ
け
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
目
的
は
宇
宙
の
目
的
で
、
其
の
意
志
は

神
の
意
志
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
其
の
理
想
は
宇
宙
の
真
、
善
、

美
の
極
致
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
の

感
情
と
意
志
と
が
融
和
し
て
出
来
て
居
る
処
の
最
大
の
意
志
、
目

的
に
自
分
を
捧
げ
る
。
其
の
為
に
自
分
を
忘
れ
る
。
之
れ
が
即
ち
、

健
全
な
る
強
固
な
る
意
志
で
あ
り
、
健
全
な
る
強
固
な
る
人
格
で

あ
る
。
即
ち
、
宇
内
と
云
ふ
も
ー
一
層
深
い
処
の
海
に
通
じ
た
も

の
で
あ
り
、
其
の
目
的
に
か
な
ふ
処
の
人
道
と
か
愛
と
か
云
ふ
其

の
傾
き
に
全
身
を
捧
げ
る
。
其
の
完
全
の
為
に
全
く
己
をD

evote

す
る
。
之
れ
が
即
ち
、
我
々
の
言
ふ
処
の
全
人
格
で
あ
る
。
其
の

愛
、
其
の
信
、
総
て
の
融
合
し
て
居
る
処
の
宇
宙
の
意
志
に
己
を

D
evote

す
る
。
汝
の
「
御
心
を
成
さ
せ
給
へ
」、
其
の
意
志
に
全

く
自
分
をD

evote

す
る
。
之
れ
が
、
昔
か
ら
数
世
紀
間
に
を
り

を
り
現
る
ゝ
偉
人
で
あ
り
ま
す
。

S
elf-devotion

此
のSelf- devotion

、
己
れ
を
捧
げ
る
、
己
が
な
く
な
る
、
只
、

目
的
、
理
想
と
言
ふ
か
、
或
は
全
体
と
言
ひ
ま
す
か
、
我
々
が
つ

ま
り
自
分
と
最
も
深
く
、
即
ち
無
限
に
深
い
処
のC

onscious

、

無
限
に
大
き
い
処
の
全
体
と
云
ふ
も
の
と
関
係
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
夫
れ
に
真
に
融
合
す
る
。
之
れ
が
何
も
言
へ
な
い
処
、
殆
ん

ど
自
他
が
わ
か
ら
な
い
、
自
分
と
云
ふ
も
の
が
忘
れ
ら
れ
て
了
う

処
の
境
涯
、
之
れ
を
高
調
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
之
れ
が
太
陽
の
高

いE
ther

の
如
き
、
或
はA

stral� light

の
如
き
、
深
い
所
の
太
洋

の
波
が
活
動
致
し
ま
す
る
。
活
動
の
間
に
出
来
る
処
の
高
い
波
、

之
れ
を
さ
し
て
人
生
の
高
調
と
申
し
ま
す
。

夫
れ
で
、
此
の
深
いC

onsciousness

を
日
頃
か
ら
養
う
て
お

か
ね
ば
、
到
底
深
い
処
へ
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
修
養

が
只
表
皮
の
間
に
止
ま
っ
て
居
る
な
ら
ば
、
其
の
活
動
は
小
波
の

如
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
夫
れ
で
、
も
ー
一
つ
大

き
い
波
を
立
て
る
、
も
一
つ
高
い
波
を
立
て
る
。
此
の
平
坦
な
る

国
に
生
れ
て
、
此
に
大
波
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
将
来
の
進
歩
、

確
信
を
望
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
於
て
、又
我
々
其
の
一
要
素
を
作
ら
う
と
思
ふ
処
の
、

又
学
生
諸
君
が
重
ん
じ
て
居
る
様
な
高
い
波
は
、
あ
な
た
方
銘
々

で
は
、
一
人
だ
け
で
は
到
底
斯
く
の
如
き
大
波
は
立
て
ら
れ
ん
と

云
ふ
事
で
あ
る
。
之
れ
が
わ
か
る
や
否
や
歴
史
を
研
究
致
し
ま
し

て
、
如
何
な
る
強
さ
、
如
何
な
る
拡
が
り
を
以
て
、
斯
く
の
如
き

波
を
立
つ
る
に
は
、
限
り
な
き
深
さ
と
限
り
な
き
拡
が
り
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
。
つ
ま
り
一
言
で
要
点
を
申
す
な
ら
ば
、
度
々

繰
り
返
へ
さ
れ
た
処
の
人
生
に
経
験
さ
れ
、
進
歩
さ
れ
た
高
潮
か

ら
な
れ
る
凡
て
の
人
類
と
、
今
あ
る
処
の
人
類
と
が
最
大
の
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E
xtensity

で
あ
る
。そ
ー
し
て
、一
万
年
の
過
去
と
未
来
と
に
由
っ

て
出
来
る
処
のE

xtensity

とIntensity

と
が
調
和
さ
れ
て
、
始

め
て
高
調
を
な
し
得
る
と
思
ふ
。

我
が
国
に
も
、
我
が
学
校
に
も
、
桜
楓
会
に
も
、
銘
々
其
の
高

調
に
達
す
る
処
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
、
到
底
此
の
大
波
は
起
ら

な
い
。
其
の
時
代
の
精
神
、
宇
内
の
潮
流
が
、
も
ー
一
層
高
調
に

達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

類
似
の
法
則
と
接
続
の
法
則

其
の
高
調
を
作
る
一
要
素
と
し
て
は
、
過
去
と
云
ふ
も
の
が
あ

る
。
過
去
は
何
か
と
云
へ
ば
、
や
は
りIntensity
とE

xtensity

と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
且
つ
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
其
の
再
現

に
は
二
つ
あ
っ
て
、
類
似
の
法
則
と
接
続
の
法
則
と
で
あ
る
。
此

の
新
ら
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
が
結
び
つ
い
た
関
係
が
明
ら
か

で
な
い
と
、
記
憶
は
呼
び
起
さ
れ
ぬ
。
又
、
接
続
の
方
は
、
其
の

時
の
高
調
、
其
の
時
の
自
分
と
、
其
の
時
の
境
遇
と
が
適
合
し
た

の
で
、
其
の
通
り
の
こ
と
が
保
存
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
ー
し
て
現

在
の
知
覚
と
共
に
呼
び
起
さ
れ
て
、
我
々
の
今
日
の
意
識
が
出
来

て
来
る
。
又
、
長
く
続
い
て
居
る
宇
宙
と
此
の
社
会
と
が
適
合
す

る
。
其
の
反
応
で
あ
る
未
来
と
は
何
で
あ
る
か
。
や
は
り
我
々
の

古
い
経
験
と
現
在
の
実
感
と
が
結
び
つ
い
て
、
之
れ
が
創
造
せ
ら

れ
て
将
来
の
自
我
が
あ
り
、
将
来
の
境
遇
が
あ
る
。
其
の
間
の
適

合
が
将
来
で
あ
る
。
故
に
今
の
力
、
今
の
感
覚
は
皆
、
過
去
か
ら

出
来
た
も
の
で
あ
る
。

其
の
目
的
は
即
ち
将
来
で
あ
る
。
故
に
今
日
の
我
々
は
過
去
、

現
在
、
未
来
が
一
つ
に
な
っ
て
活
動
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
其
の

過
去
、
現
在
、
未
来
、
凡
て
の
自
我
の
協
同
か
ら
出
来
た
も
の
と
、

此
の
宇
宙
と
の
適
合
か
ら
出
来
た
処
の
思
想
、
感
情
、
情
緒
、
或

は
喜
び
、
幸
福
、
満
足
と
云
ふ
も
の
、
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の

が
、
之
れ
が
人
間
の
真
価
値
で
あ
る
。
故
に
、
個
人
個
人
ば
か
り

で
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
私
共
が
只
単
に
皮
相
の
働
き
を
し
て

居
り
、
又
只
狭
い
処
の
自
我
に
満
足
し
て
居
る
な
ら
ば
出
来
ぬ
こ

と
で
、
此
の
広
い
天
と
地
と
又
社
会
と
融
合
し
て
、
共
通
的
働
き

が
出
来
て
始
め
て
高
調
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
此
の
意

味
は
深
重
で
あ
っ
て
、
到
底
詞
に
は
言
ひ
表
せ
な
い
の
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
凡
そ
の
処
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、
銘
々
で
深
く
研
究
し

て
、
此
の
高
調
に
達
す
る
こ
と
が
、
将
に
十
年
を
終
へ
て
十
一
年

を
迎
へ
る
其
の
夏
の
時
に
於
て
、
誠
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思

ふ
。
故
に
、
校
の
内
外
に
あ
る
に
拘
ら
ず
私
共
が
出
来
る
だ
け
高

調
に
達
し
て
、
愉
快
な
る
音
楽
を
奏
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
御

婦
人
に
は
未
だ
そ
れ
が
出
来
に
く
い
の
で
あ
る
。
ど
ー
か
、
皆
さ

ん
が
野
蛮
時
代
か
ら
来
て
居
る
小
波
瀾
に
妨
げ
ら
る
ゝ
こ
と
な

く
、最
高
調
に
お
達
し
な
さ
る
こ
と
を
希
望
致
す
の
で
あ
り
ま
す
。
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修
養
上
最
も
大
切
な
る
こ
と
は
自
分
を
知
る
こ
と
な
り

皆
さ
ん
か
ら
経
験
を
一
々
聞
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
只

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
聞
い
て
、
大
体
の
事
実
を
判
断
し
た
ら
よ
か

ろ
ー
。
先
づ
修
養
を
す
る
に
も
、力
を
養
ふ
に
も
大
切
な
こ
と
は
、

自
分
が
わ
か
る
、
自
分
の
価
値
が
ほ
ん
と
に
わ
か
る
、
自
分
の
内

に
あ
る
も
の
、
又
自
分
の
内
か
ら
出
て
行
く
も
の
が
ほ
ん
と
に
わ

か
る
と
云
ふ
こ
と
。
之
れ
が
誠
に
大
切
な
こ
と
で
、
之
れ
が
自
分

の
力
を
出
す
と
か
、
又
自
分
を
圧
迫
し
、
き
ず
つ
け
る
と
云
ふ
こ

と
も
あ
る
の
で
す
が
、
中
々
見
分
け
悪
い
の
で
あ
る
。
其
の
訳
に

も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
夫
れ
は
今
こ
ゝ
で
申
さ
な
い
。

其
の
現
れ
方
に
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
を
自
重
心
と
か
自
敬
と
か

言
ひ
、
其
の
反
対
の
者
を
自
暴
自
棄
と
か
言
ふ
の
で
あ
る
。
あ
な

た
方
の
問
題
に
自
覚
と
云
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
其
の
要
素

は
や
は
り
自
尊
、
自
敬
で
あ
る
。
併
し
、
人
に
褒
め
ら
る
ゝ
と
云

ふ
こ
と
も
時
に
は
間
違
ひ
が
あ
っ
て
、
価
値
以
上
に
思
は
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
お
あ
い
そ
う
に
言
は
る
ゝ
と
わ
か
っ
て
居
っ
て

も
、
何
や
ら
嬉
し
い
様
に
感
ず
る
こ
と
も
あ
ろ
ー
。
又
、
其
の
反

対
に
、
全
く
な
い
こ
と
を
企
て
ゝ
居
る
よ
ー
に
言
は
れ
た
り
、
陰

で
伝
は
っ
て
居
る
と
か
云
ふ
こ
と
を
大
層
心
配
す
る
人
も
あ
る
け

れ
ど
も
、
世
の
毀
誉
褒
貶
に
よ
っ
て
浮
い
て
見
た
り
沈
ん
で
見
た

り
、
夫
れ
が
た
め
に
喜
ん
で
見
た
り
失
望
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

る
。
け
れ
ど
も
、た
と
ひ
人
か
ら
あ
な
た
方
が
誤
解
せ
ら
れ
て
も
、

夫
れ
は
一
大
事
と
云
ふ
程
の
こ
と
は
な
い
。
ほ
ん
と
に
大
切
な
こ

と
は
、
自
分
の
内
に
価
値
が
あ
る
か
な
い
か
、
ほ
ん
と
に
徳
が
あ

る
か
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
。
夫
れ
よ
り
他
に
問
題
は
何
に
も
な
い

の
で
あ
る
。
自
分
で
自
分
の
事
を
感
心
し
、
自
分
で
自
分
の
力
を

満
足
す
る
。
人
に
知
っ
て
貰
ふ
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
は
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之
れ
に
由
っ
て
居
る
、之
れ
が
自
分
の
価
値
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、

之
れ
が
一
番
大
切
で
あ
り
ま
す
。

自
分
に
は
何
も
力
が
な
い
の
に
心
と
違
っ
た
事
を
言
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
噂
を
立
て
ゝ
、
人
か
ら
ち
や
ほ
や
言
は
れ
て
喜
ん
で
居
る

人
が
あ
る
。
之
れ
は
う
ぬ
ぼ
れ
で
あ
る
。
う
ぬ
ぼ
れ
、
高
慢
は
根

治
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
も
人
に
吹
聴
す
る
必
要
は
な
い
。
ほ

ん
と
に
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
は
自
然
に
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
学
生
の
中
に
あ
り
が
ち
な
弊
は
う
ぬ
ぼ
れ
で
あ
る
。
も
ー
一

つ
御
婦
人
に
あ
り
が
ち
な
欠
点
は
自
暴
自
棄
で
あ
る
。
自
分
で
自

分
を
軽
蔑
し
、
自
分
で
自
分
を
捨
て
ゝ
居
る
。
斯
う
云
ふ
こ
と
で

は
力
が
出
よ
ー
が
な
い
。
此
の
う
ぬ
ぼ
れ
に
も
陥
ら
ず
、
自
暴
自

棄
に
も
な
ら
ぬ
、
ほ
ん
と
にSelf- respect

が
出
来
た
か
ど
ー
か
。

其
の
出
来
る
と
云
ふ
こ
と
が
、完
全
無
欠
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
が
、

此
の
二
つ
を
反
省
な
さ
っ
て
、
ほ
ん
と
の
所
を
聞
き
た
い
の
で
あ

り
ま
す
。

・
自
敬
の
出
来
る
人
は
…
…
…

・
自
暴
自
棄
に
な
り
易
い
と
思
ふ
人
は
…
…
…

・
う
ぬ
ぼ
れ
心
を
抑
へ
る
こ
と
に
骨
が
折
れ
る
と
思
ふ
人
は

…
…
…

も
ー
一
つ
、
実
行
と
云
ふ
こ
と
。
会
な
ど
で
団
体
と
共
に
修
養

す
る
こ
と
な
ど
は
喜
ば
ぬ
人
が
あ
る
。
昔
か
ら
我
が
国
で
は
、
高

僧
と
云
ふ
よ
ー
な
人
は
深
山
へ
入
っ
て
一
人
で
行
な
ど
を
す
る
こ

と
が
あ
る
。
之
れ
が
ほ
ん
と
ー
で
あ
る
と
云
ふ
よ
ー
に
思
ふ
こ
と

が
あ
る
。
此
の
点
に
つ
い
て
は
私
、
余
程
申
し
た
つ
も
り
で
あ
る

が
、
私
共
の
実
践
躬
行
と
云
ふ
こ
と
は
確
か
に
道
徳
的
行
為
で
あ

る
。
之
れ
を
二
つ
に
し
て
、
個
人
と
し
て
の
行
為
と
、
人
に
対
す

る
行
為
と
あ
る
。
斯
う
分
け
て
言
ふ
け
れ
ど
も
、
実
際
は
そ
ー
二

つ
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
に
余
り
関
係
の
な
い
、
只

一
人
で
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
此
の
間
死
に
ま
し
た
、
数
千
否
数
十
万
と
云
ふ
人
を

動
か
し
た
ム
ー
デ
ー
と
云
ふ
よ
ー
な
人
が
、
会
堂
へ
入
る
前
に
は

三
時
間
或
は
五
時
間
、
人
に
面
会
を
謝
絶
し
て
祈
っ
た
と
云
ふ
。

夫
れ
は
何
の
為
め
で
あ
る
か
。
只
自
分
の
為
め
で
は
な
い
。
如
何

に
す
れ
ば
、
人
を
救
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
。
此
の
国
、
こ
の
迷
う

て
居
る
聖
霊
、
之
れ
を
救
は
ん
が
為
め
で
あ
る
。
人
で
あ
る
。
人

の
為
に
動
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
も
山
に
登
っ
て
、
或

は
人
の
知
ら
ぬ
所
で
深
く
祈
ら
れ
た
の
は
皆
、
人
の
為
め
で
あ
り

ま
す
。

釈
尊
は
自
分
の
大
き
な
宮
殿
も
あ
っ
た
、
僕
婢
も
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
夫
れ
を
悉
く
捨
て
た
の
は
何
の
為
め
で
あ
る
か
。
遍
く
天

下
の
衆
生
を
済
度
せ
ん
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
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団
体
と
個
人

私
が
一
人
で
部
屋
に
居
る
、
一
人
で
修
養
を
し
て
居
る
、
夫
れ

は
何
で
あ
る
か
。
我
が
国
の
将
来
、
我
が
国
御
婦
人
、
此
の
多
く

の
あ
な
た
方
銘
々
の
事
、
又
は
共
に
働
い
て
居
る
人
々
の
こ
と
で

も
っ
て
、
頭
は
み
た
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
な
い
の
で

あ
る
。
夫
れ
で
団
体
か
ら
離
れ
た
個
人
と
云
ふ
も
の
は
な
い
の
で

あ
る
。知

識
と
実
行

も
ー
一
つ
、
知
識
と
実
行
、
或
は
理
想
と
実
際
、
之
れ
が
一
致

し
に
く
い
と
云
ふ
考
へ
、
之
れ
は
非
常
な
間
違
ひ
で
あ
る
。
あ
な

た
の
頭
の
中
に
之
れ
を
す
る
と
云
ふ
考
へ
な
し
に
、
一
つ
の
行
ひ

が
出
来
る
で
あ
ろ
ー
か
。
あ
な
た
方
が
大
学
に
入
ろ
ー
と
云
ふ
志

な
し
に
、
身
体
が
此
の
校
へ
来
る
か
ど
ー
か
。
頭
に
考
へ
な
く
し

て
出
来
る
行
ひ
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
精
神
が
あ
っ
て
行

ひ
が
な
い
と
云
ふ
筈
が
な
い
。
精
神
と
か
理
想
と
か
考
へ
と
か
云

ふ
も
の
は
、
や
は
り
行
ひ
の
一
部
で
あ
る
。
否
、
精
神
の
要
素
で

あ
る
。
夫
れ
を
別
々
の
も
の
の
様
に
考
へ
る
の
は
誤
り
で
あ
り
ま

す
。
斯
う
云
ふ
こ
と
は
、
只
詞
が
あ
な
た
方
を
迷
は
せ
て
居
り
は

し
な
い
か
と
思
ふ
。
故
に
こ
の
三
つ
の
こ
と
を
、
よ
く
弁
へ
て
お

い
て
欲
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

文
科

殊
に
私
の
喜
ぶ
の
は
文
科
で
あ
る
。
之
れ
は
私
が
二
年
に
も
申

し
ま
し
た
が
、
文
科
は
今
年
は
経
済
上
の
都
合
で
外
か
ら
の
募
集

は
致
し
ま
せ
ん
で
、
普
通
予
科
か
ら
お
入
り
に
な
っ
た
方
で
一
部

が
出
来
た
の
で
あ
る
。

文
科
と
云
ふ
も
の
は
、
こ
の
十
年
間
に
、
此
の
学
校
で
言
ふ
ほ

ん
と
ー
の
価
値
を
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
若
し
こ
の

力
が
団
体
の
働
き
に
も
個
人
の
行
為
に
も
表
れ
た
な
ら
ば
、
た
と

ひ
世
間
が
ど
ー
言
は
う
と
も
挽
回
す
る
こ
と
は
敢
て
難
く
は
な

い
。
是
非
ど
ー
し
て
も
こ
の
力
を
養
は
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
心

な
さ
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
喜
ぶ
所
で
あ
り
ま
す
。

英
文
科

次
に
英
文
科
も
、
今
は
誠
に
数
の
上
か
ら
小
さ
く
な
っ
て
居
り

ま
す
が
、
英
文
科
の
一
年
及
び
予
科
と
云
ふ
も
の
が
責
任
の
重
い

こ
と
を
自
重
な
さ
っ
て
、
仮
令
力
は
弱
く
と
も
母
校
の
た
め
に
、

国
の
た
め
に
救
ふ
所
の
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
決
心
し
て
頂

き
た
い
。
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山
縣
公
、
井
上
公
、
桂
公
と
云
ふ
よ
ー
な
、
私
の
国
で
も
小
身

な
人
が
、
あ
れ
ま
で
に
立
身
を
し
た
の
み
な
ら
ず
、
何
か
と
り
所

が
あ
る
。
夫
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
己
を
捧
げ
た
か
ら
で
あ
る
。

我
々
も
、
及
ば
ず
な
が
ら
一
身
を
国
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
其

の
時
に
力
が
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
学
力
も
確
か
に
其
の
時
進
ん

だ
の
で
す
。
日
露
の
大
戦
に
、
我
が
国
は
ど
ー
し
て
勝
っ
た
か
。

殆
ん
ど
全
滅
と
云
ふ
時
に
、
乃
木
大
将
の
率
う
る
軍
隊
が
決
死
の

戦
ひ
を
し
て
、
旅
順
を
陥
れ
た
の
で
あ
る
。

英
文
科
が
少
人
数
の
中
で
己
を
組
に
捧
げ
た
か
ら
、
力
が
つ
か

ぬ
と
云
ふ
の
は
誤
り
で
あ
る
。
其
の
為
め
に
、
あ
な
た
の
力
は
つ

い
た
の
で
あ
る
。
人
格
が
磨
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
そ
の

決
心
が
つ
い
た
な
ら
ば
、
確
か
に
文
学
部
も
英
文
学
部
も
非
常
な

る
力
が
現
は
る
ゝ
の
で
あ
る
。
併
し
一
方
に
は
、
同
情
に
堪
へ
な

い
の
で
あ
る
。
故
に
全
体
が
之
れ
を
助
け
、
之
れ
を
育
て
ゝ
、
少

し
の
よ
い
こ
と
を
賞
揚
し
、
少
し
の
よ
い
こ
と
を
自
認
し
て
、
全

体
が
力
を
合
し
て
本
校
の
主
義
に
叶
ふ
て
お
立
ち
に
な
る
な
ら

ば
、
必
ら
ず
全
級
が
奮
ふ
の
で
あ
る
。

殊
に
喜
び
ま
す
の
は
、
予
科
の
泥
谷
と
云
ふ
生
徒
は
尿
毒
症
に

か
ゝ
っ
て
、
昏
睡
状
態
に
陥
っ
て
医
師
も
殆
ん
ど
匙
を
投
げ
た
の

で
、
我
々
も
非
常
に
心
配
致
し
ま
し
た
が
、
幸
に
蘇
っ
て
救
は
れ

ま
し
た
。
之
れ
は
誠
に
幸
で
あ
る
。
ど
ー
か
お
互
に
身
心
共
に
健

全
に
な
っ
て
、
総
て
組
が
復
活
す
る
よ
ー
に
、
皆
さ
ん
で
気
を
つ

け
て
、
共
同
し
て
進
み
た
い
と
云
ふ
こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
。
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二
〇
一
四
年
度
業
務
日
誌

成
瀬
記
念
館
二
〇
一
四
年
度
・
活
動
の
記
録

４
・
１	

「
新
任
教
員
の
集
い
」
参
加
者
見
学
（
成

瀬
記
念
講
堂
も
）、
主
事
他
説
明

４
・
２	

西
生
田
記
念
室
、
大
学
入
学
式
に
つ
き

開
室
、
見
学
者
34
名

４
・
８	

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
・
西
生
田
）

４
・
９	

桜
楓
会
成
瀬
仁
蔵
研
究
会
24
名
見
学

（
分
館
も
）、
講
師
岸
本

４
・
16	

毎
日
新
聞
社
、
新
発
見
資
料
「
平
塚
ら

い
て
う
実
践
倫
理
答
案
」
を
取
材
、
４
月
17
日

朝
刊
に
掲
載
。
成
瀬
仁
蔵
と
「
実
践
倫
理
」
展

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

４
・
19
㈯ 

西
生
田
記
念
室
、
創
立
記
念
式
典
に

つ
き
開
室
、
見
学
者
27
名

４
・
22	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
40
名
見
学
、
説
明

４
・
24	

こ
と
ぶ
き
鍋
横
会
19
名
見
学
。
図
書
館

ス
タ
ッ
フ
、
成
瀬
文
庫
の
分
類
変
更
の
遡
及
入

力
開
始

４
・
26
㈯ 

「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
」
に
つ
き

平
常
通
り
開
館
、
見
学
者
1
4
6
名
、
分
館

見
学
者
53
名

５
・
９	

西
生
田
記
念
室
、
教
育
学
科
学
生
25
名
、

教
員
１
名
、
授
業
で
見
学

５
・
14	

附
属
中
学
校
１
年
生
2
5
1
名
見
学

（
分
館
も
）

５
・
19	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
40
名
及
び
教
員
１
名
見
学
、
説
明

５
・
22	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス
学
生
ス
タ
ッ
フ
51
名
見
学
、
説
明
（
分
館

は
外
観
の
み
）

５
・
23	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
13
名
及
び
教
員
１
名
見
学
、
説
明

５
・
24	

銃
砲
一
斉
検
査

５
・
27	

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）。
入
学
課

か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
（
１
校
）
54

名
及
び
教
員
２
名
見
学
、
説
明

５
・
28	
附
属
中
学
校
P
T
A
（
目
白
キ
ャ
ン

パ
ス
め
ぐ
り
委
員
）
４
名
見
学
（
分
館
も
）

５
・
30	

空
調
機
取
替
え
工
事

６
・
６	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
20
名
及
び
教
員
１
名
見
学
、
説
明

６
・
10	

附
属
中
学
校
図
書
室
に
高
村
智
恵
子
の

紙
絵
の
写
真
12
点
貸
出
、
６
月
20
日
返
却
。
西

生
田
記
念
室
ラ
ウ
ン
ジ
、
雨
に
よ
る
浸
水

６
・
13	

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

６
・
14
㈯ 

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
オ
ー

プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
た
め
特
別
開
室
、
12
名
見
学

６
・
15
㈰ 

「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た
め

特
別
開
館
、
見
学
者
1
5
6
名

６
・
16	

成
瀬
記
念
館
運
営
委
員
会
（
本
年
度
第

１
回
）。
分
館
特
別
公
開
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

６
・
17	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
12
名
及
び
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

西
生
田
記
念
室
、
収
蔵
庫
空
調
機
修
理

６
・
20	

西
生
田
記
念
室
、
防
災
設
備
点
検

６
・
23
㈪ 

成
瀬
仁
蔵
生
誕
記
念
日
に
つ
き
特
別

開
館
、
見
学
者
31
名
。
分
館
特
別
公
開
、
説
明
、

見
学
者
51
名

６
・
24	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
36
名
見
学
、
説
明

６
・
30	

収
蔵
資
料
目
録
用
写
真
撮
影

７
・
４	

第
４
回
成
瀬
記
念
館
分
館
移
築
検
討
協

議
会

７
・
７	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
19
名
及
び
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

雑
誌
『
東
京
人
』
分
館
を
取
材
、
９
月
号
に
掲

載
７
・
８	

西
生
田
記
念
室
、
収
蔵
庫
空
調
機
修
理
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７
・
９	
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
６
名
及
び
教
員
１
名
見
学
、
説
明

７
・
10	
火
災
報
知
器
交
換

７
・
14	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
49
名
見
学
、
説
明
。
空
調
機
修
理

７
・
16	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
19
名
見
学
、
説
明
。
明
治
大
学
リ

バ
テ
ィ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー
16
名
見
学
、
説
明

７
・
17	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
47
名
及
び
教
員
２
名
見
学
、
説
明

７
・
28	

本
年
度
当
館
受
入
れ
予
定
の
博
物
館
実

習
生
３
名
と
事
前
打
合
せ

７
・
31	

消
防
設
備
点
検
（
成
瀬
記
念
館
分
館
）

８
・
１	

電
動
書
架
定
期
点
検
。
消
防
設
備
点
検

（
成
瀬
記
念
館
）

８
・
２
㈯ 

「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た
め

延
長
開
館
、
見
学
者
１
８
８
名

８
・
３
㈰ 

西
生
田
記
念
室
、「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
」
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者

3
0
6
名

８
・
６	

消
防
設
備
点
検
（
講
堂
地
下
倉
庫
）。

首
都
圏
私
立
公
立
中
学
高
校
理
科
教
員
６
名
見

学
、
説
明

８
・
13	

秋
の
展
示
の
た
め
三
綱
領
オ
リ
ジ
ナ
ル

を
額
装

８
・
19	

消
防
点
検

８
・
26
〜
９
・
２ 

博
物
館
実
習
（
住
居
学
科
１

名
、
文
化
学
科
２
名
）

９
・
４	

「
日
本
女
子
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

９
・
６
㈯ 

附
属
豊
明
幼
稚
園
入
園
説
明
会
、
附

属
豊
明
小
学
校
学
校
見
学
相
談
会
、
附
属
中
学

校
・
高
等
学
校
説
明
会
の
た
め
特
別
開
館
、
見

学
者
２
７
８
名

９
・
14
㈰ 

「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た
め

特
別
開
館
、
見
学
者
1
4
6
名

９
・
19	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
35
名
見
学
、
説
明

９
・
20
㈯　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

９
・
25	
分
館
移
築
前
公
開
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

９ 

・
26	
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
40
名
及
び
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

９
・
30	

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
め
ぐ
り
」
の
下
見
の
た
め
18
名
見
学
、
説
明

（
分
館
・
講
堂
も
）

10
・
３	

文
京
区
区
民
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
）
分
館
を
取
材

10
・
４
㈯
〜
５
日
㈰ 

西
生
田
記
念
室
、
十
月
祭

に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
20
名

10
・
10　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
９
名
見
学
、
説
明

10
・
15	

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
め
ぐ
り
」
の
た
め
１
１
３
名
見
学
（
分
館
も
）

10
・
16	

『
収
蔵
資
料
目
録
』
２
０
０
０
部
納
品
。

「
戦
時
下
の
青
春
展
」
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

10
・
18
㈯
〜
19
㈰ 

目
白
祭
に
つ
き
平
常
通
り
開

館
、見
学
者
合
計
７
０
９
名
（
分
館
２
９
２
名
）。

西
生
田
記
念
室
、
日
女
祭
に
つ
き
平
常
通
り
開

室
、
見
学
者
合
計
32
名

10
・
20	

附
属
豊
明
小
学
校
３
年
生
１
１
５
名
及

び
教
員
２
名
見
学
（
分
館
も
）

10
・
21	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
84
名
見
学
、
説
明

10
・
22	

次
回
展
示
の
た
め
会
場
施
工

10
・
25
㈯
〜
26
㈰ 

西
生
田
記
念
室
、
も
み
じ
祭

に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
73
名

10
・
28	

展
示
オ
ー
プ
ン（
目
白
）。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、「
戦

時
下
の
青
春
展
」
を
取
材
、
３
時
の
ニ
ュ
ー
ス

で
放
映
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
も

掲
載

10
・
29	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
18
名
見
学
、
説
明

10
・
30	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
65
名
見
学
、
説
明
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11
・
５	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
11
名
見
学
、説
明
。
東
京
新
聞
、「
戦

時
下
の
青
春
展
」
を
取
材
、
11
月
26
日
朝
刊
に

掲
載

11
・
８
㈯ 
西
生
田
記
念
室
、
附
属
高
等
学
校
説

明
会
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
４
名

11
・
13	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
38
名
見
学
、
説
明

11
・
15	

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
説
明
会

に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
６
名

11
・
17
㈪ 

博
物
館
実
習
の
授
業
で
施
設
見
学
、

学
生
18
名
、
教
員
１
名
。
入
学
課
か
ら
依
頼
の

大
学
見
学
の
高
校
生
（
１
校
）
13
名
見
学
、
説

明
11
・
18	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
14
名
及
び
教
員
２
名
見
学
、
説
明

11
・
19	

大
も
み
の
木
航
空
写
真
・
ビ
デ
オ
撮
影

11
・
26	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
13
名
見
学
、
説
明

11
・
27	

第
５
回
成
瀬
記
念
館
分
館
移
築
検
討
協

議
会

11
・
28	

「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」
宣
伝
物
納

品
12
・
２	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
50
名
見
学
、
説
明

12
・
５	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
５
名
見
学
、
説
明

12
・
８	

西
生
田
成
瀬
講
堂
運
用
委
員
会
に
出
席

（
岸
本
）

12
・
13
㈯ 

「
入
試
相
談
会
」
の
た
め
延
長
開
館
、

見
学
者
44
名

12
・
15	

「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス

12
・
17	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
11
名
見
学
、
説
明

12
・
18	

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
４

（
於　

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
）
に
参
加

12
・
20
㈯ 

「
平
和
の
集
い
」
の
た
め
延
長
開
館
、

見
学
者
37
名

１
・
５	

読
売
新
聞
、「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」

を
取
材
、
１
月
13
日
夕
刊
に
掲
載

１
・
６	

毎
日
新
聞
、「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」

を
取
材
、
１
月
９
日
朝
刊
に
掲
載

１
・
７	
「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」
図
録
（
１

０
０
０
部
）
納
品

１
・
15	

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

１
・
19	

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
あ
さ
が
来

た
」
チ
ー
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
来
校

１
・
23	

朝
日
新
聞
、「
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」

を
取
材
、
２
月
18
日
朝
刊
に
掲
載

１
・
24	

西
生
田
記
念
室
、
附
属
豊
明
小
学
校
音

楽
会
（
於　

西
生
田
成
瀬
講
堂
）
に
つ
き
特
別

開
室
、
見
学
者
58
名

１
・
26	

文
京
区
の
文
化
財
パ
ト
ロ
ー
ル
、
分
館

家
具
の
所
在
確
認
の
た
め
来
館

１
・
27	

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）。
大
同
生

命
広
報
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
の
件
で
来

校
１
・
29	

成
瀬
先
生
告
別
講
演
記
念
瞑
想
会
に
て

主
事
・
吉
良
芳
恵
教
授
講
演
（「
成
瀬
記
念
館

の
30
年
」）

２
・
１
〜
３ 

入
試
期
間
中
11
時
よ
り
14
時
の
間
、

受
験
生
付
添
者
見
学
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
合
計
74
名

２
・
６	

分
館
移
築
前
撮
影

２
・
７
㈯ 

関
口
裕
子
さ
ん
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

開
催

２
・
12
〜
13　

分
館
移
築
前
撮
影

２
・
14
㈯ 

関
口
裕
子
さ
ん
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

開
催
。
西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
新
入
生

保
護
者
会
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
83
名

２
・
19	

西
生
田
記
念
室
、
事
務
室
空
調
機
修
理

２
・
23	

消
防
設
備
点
検

３
・
２	

消
防
設
備
点
検
（
分
館
）

３
・
４	

創
立
者
命
日
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学
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者
33
名

３
・
11	
電
動
書
架
定
期
点
検

３
・
20	
展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
記
念
室
）。

西
生
田
記
念
室
、
大
学
卒
業
式
の
た
め
特
別
開

室
、
見
学
者
51
名

３
・
28
㈯ 

「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た
め

特
別
開
館
、
見
学
者
１
１
０
名

二
〇
一
四
年
度
の
成
瀬
記
念
館
運
営
委
員

 

佐
藤
和
人
館
長
（
学
長
）、
石
川
孝
重
家
政
学

部
長
、
永
村
眞
文
学
部
長
／
成
瀬
記
念
館
担
当

理
事
、
山
田
忠
彰
人
間
社
会
学
部
長
、
吉
井
彰

理
学
部
長
、
川
上
清
子
家
政
学
部
通
信
教
育
課

程
長
、
伊
ケ
崎
大
理
教
養
特
別
講
義
１
委
員
会

委
員
長
、
佐
藤
克
志
教
養
特
別
講
義
２
委
員
会

委
員
長
、
島
崎
恒
藏
図
書
館
長
、
三
神
和
子
総

合
研
究
所
所
長
、
大
沢
真
知
子
現
代
女
性
キ
ャ

リ
ア
研
究
所
所
長
、
高
頭
麻
子
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
所
長
、
真
橋
美
智
子
附
属
中
高
担
当
理
事

（
副
学
長
）、大
場
昌
子
附
属
幼
小
担
当
理
事（
副

学
長
）、後
藤
祥
子
桜
楓
会
理
事
長（
６
月
ま
で
）

蟻
川
芳
子
桜
楓
会
理
事
長
（
６
月
よ
り
）、
吉

良
芳
恵
成
瀬
記
念
館
主
事
、

二
〇
一
四
年
度
成
瀬
記
念
館
構
成
メ
ン
バ
ー

 

館
長
・
佐
藤
和
人
、
主
事
・
吉
良
芳
恵
、
館
員
・

岸
本
美
香
子
（
主
任
）、
杉
崎
友
美
、
非
常
勤
・

梅
原
裕
香
、
大
門
泰
子
、
加
藤
き
よ
み
、
小
林

芳
子
（
４
月
〜
６
月
）、
佐
久
間
妙
美
（
７
月

よ
り
）、高
橋
未
沙
、宮
内
量
子
、山
本
文
子
（
５

月
よ
り
）

博
物
館
実
習

　

二
〇
一
四
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
二
五
回
）

は
、八
月
二
六
日
（
火
）
か
ら
九
月
二
日
（
火
）

ま
で
の
六
日
間
の
日
程
で
行
っ
た
。
実
習
生
は

住
居
学
科
一
名
、
文
化
学
科
二
名
で
、
企
画
展

「
開
館
30
周
年
記
念　

蔵
出
し　

日
本
女
子
大

学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
の
準
備
に
参
加
し
た
。

　

実
習
生
は
成
瀬
記
念
講
堂
や
分
館
、
雑
司
ヶ
谷

霊
園
を
め
ぐ
り
本
学
の
歴
史
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

当
館
設
立
以
来
の
収
蔵
品
の
中
か
ら
興
味
あ
る

資
料
を
選
び
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
作
成
、
展
示

コ
ー
ナ
ー
の
一
部
分
を
担
当
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

展
示
作
業
等
の
学
芸
員
の
基
本
的
な
業
務
を
体

験
し
た
。

業
務
統
計

開
館
日
数　

目
白　
　

一
八
〇
日

　
　
　
　
　

西
生
田　

一
四
五
日

入
館
者
数　

目
白　
　

約
六
八
〇
〇
人

　
　
　
　
　

西
生
田　

約
一
五
〇
〇
人

資
料
提
供

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供　

	

九
四
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供	

一
五
件

そ
の
他

○
『
成
瀬
記
念
館
2
0
1
4　

№
29
』
の
発
行　

２
０
０
０
部

○
成
瀬
記
念
館
展
示
の
ご
案
内（
２
０
１
４
年
度
）

の
制
作　

３
０
０
０
部

○
『
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館　

収
蔵
資
料
目

録
１　

旧
成
瀬
記
念
室
資
料
』
の
発
行
２
０
０

０
部

○
図
録
『
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
』
の
発
行　

 

１
０
０
０
部　

ポ
ス
タ
ー
３
０
０
枚　

ポ
ス
ト

カ
ー
ド
２
０
０
０
枚

博
物
館
実
習
生
受
入
れ
（
３
名
）
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研
修
等
参
加
（
研
究
会
：
全
国
大
学
史
資
料
協
議

会
東
日
本
部
会
２
０
１
４
年
度
総
会
、そ
の
他
：

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
、
展
示
見
学
な
ど
）

資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・
媒
体
変
換

　
　
二
〇
一
四
年
度
展
示
一
覧

〔
成
瀬
記
念
館
〕

４
・
８
〜
６
・
７

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　

成
瀬
仁
蔵
と
「
実
践
倫
理
」
展

６
・
13
〜
７
・
30

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　

─
軽
井
沢
た
て
も
の
史
展

９
・
20
〜
10
・
19

開
館
30
周
年
記
念　

蔵
出
し

　

日
本
女
子
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

10
・
28
〜
12
・
20

戦
時
下
の
青
春
展

１
・
15
〜
３
・
４

シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟（
７
）

　

関
口
裕
子
染
色
作
品
展

〔
西
生
田
記
念
室
〕

４
・
８
〜
５
・
20

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　

成
瀬
仁
蔵
と
「
住
」
展

５
・
27
〜
７
・
30

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　

─
軽
井
沢
た
て
も
の
史
展

９
・
24
〜
12
・
19

激
動
の
時
代
を
生
き
て

　

─
高
良
と
み
展

１
・
27
〜
３
・
３

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展
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展
示
の
記
録
（
二
〇
一
四
年
度
）

●
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

　
成
瀬
仁
蔵
と
「
実
践
倫
理
」
展

2014.4.8（火）
～ 6.7（土）

　

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は
成
瀬
自

身
が
教
鞭
を
と
り
、
最
も
重
視
し
た
課
目
で
あ
る

「
実
践
倫
理
」
を
取
り
上
げ
た
。「
実
践
倫
理
」
は

本
学
独
自
の
課
目
で
あ
り
、
現
在
は
「
教
養
特
別

講
義
」
と
名
称
が
変
っ
て
い
る
が
現
代
ま
で
受
け

継
が
れ
る
講
義
で

あ
る
。
学
校
教
育

を
「
生
涯
進
歩
発

達
す
る
た
め
の
方

法
を
学
ぶ
場
所
」

と
考
え
た
成
瀬
は
、

学
生
に
幾
度
も
レ

ポ
ー
ト
を
課
し
、

自
ら
考
え
、
意
見

を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
た
。
展
示
で
は
、
実
際
の

講
義
を
筆
記
し
た
講
話
筆
記
録
、
最
近
の
資
料
調

査
で
発
見
さ
れ
た
平
塚
ら
い
て
う
や
宮
澤
ト
シ
の

答
案
な
ど
を
紹
介
し
た
。

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

軽
井
沢
た
て
も
の
史
展

目　白
6.13（金）～7.30（水）
および 8.7,14,21,28

西生田
5.27（火）～7.30（水）

および 8.3

　

軽
井
沢
夏
季
寮
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た

め
の
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、
三
泉

寮
の
歴
史
と
軽
井
沢
に
建
て
ら
れ
た
学
寮
。　

　

日
本
で
初

め
て
の
夏
期

寮
と
し
て
建

設
さ
れ
た
三

泉
寮
の
増
改

築
の
歴
史
を

紹
介
す
る
と

と
も
に
、
軽

井
沢
に
次
々

と
建
設
さ
れ

た
東
京
女
子

大
学
、
専
修
大
学
、
日
本
大
学
、
東
京
女
学
館
大

学
、
実
践
女
子
大
学
、
東
洋
英
和
女
学
院
を
は
じ

め
と
す
る
学
寮
を
紹
介
し
た
。
展
示
に
際
し
、
各

大
学
か
ら
寮
の
写
真
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
提
供

い
た
だ
い
た
。

開
館
30
周
年
記
念

蔵
出
し

　
日
本
女
子
大
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

9.20（土）
～10.19（日）

　

一
〇
月
一
八
日
で
開
館
三
〇
年
と
な
る
の
に
合

わ
せ
て
、
通
常
の
企
画
展
で
は
展
示
す
る
機
会
の

少
な
い
資
料
を
中
心
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
を
開
催

し
た
。「
三
綱
領
」
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
成
瀬
の
遺
品

で
あ
る
日
本

刀
、
サ
ー
ベ

ル
、
鉄
砲
、

森
村
豊
明
会

の
大
倉
孫
兵

衛
か
ら
贈
ら

れ
た
オ
ー
ル

ド
・
ノ
リ
タ

ケ
、
三
綱
領

の
複
製
の
た

め
に
撮
ら
れ

平塚らいてう自筆答案

展示風景

展示風景
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た
写
真
の
ガ

ラ
ス
乾
板
な

ど
、
約
七
〇

点
を
出
品
し

た
。
本
展
の

準
備
に
は
博

物
館
実
習
生

も
加
わ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
自

分
で
選
ん
だ

出
品
資
料
に

つ
い
て
調
べ
て
解
説
を
つ
け
、
実
際
に
ケ
ー
ス
に

並
べ
て
展
示
を
行
っ
た
。

戦
時
下
の
青
春

10.28（火）
～12.20（土）

　

一
九
九
五
年
に
実
施
し
た
「
太
平
洋
戦
争
と
日

本
女
子
大
学
（
校
）
学
生
生
活
」
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
結
果
の
再
分
析
を
基
に
し
た
展
示
。「
日
中
戦

争
期
」、「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
」、「
戦
時
下

の
学
生
生
活
」
の
三
部
構
成
と
し
、
戦
時
下
の
写

真
や
本
学
が
中
心
と
な
っ
て
開
催
し
た
戦
時
家
庭

経
済
展
覧
会
で
上
演
さ
れ
た
大
人
紙
芝
居
、
学
徒

出
陣
壮
行
会

で
持
た
れ
た

校
旗
、
エ
プ

ロ
ン
も
ん
ぺ
、

戦
時
下
に
記

さ
れ
た
日
記
、

学
園
に
関
す

る
防
空
関
係

公
文
書
な
ど

を
展
示
し
た
。

ま
た
、
本
館

と
し
て
は
初

の
試
み
で
あ

る
体
験
型
展
示
を
取
り
入
れ
、
防
空
壕
体
験
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
た
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
熱
心
に
見

学
し
た
り
、
防
空
壕
の
暗
さ
に
驚
く
学
生
の
姿
も

み
ら
れ
、
盛
況
で
あ
っ
た
。

シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟（
7
）
―

　
　
関
口
裕
子
染
色
作
品
展

2015.1.15（木）
～ 3.4（水）

　

造
形
芸
術
の
分
野
で
活
躍
す
る
卒
業
生
を
紹
介

す
る
シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟
第
七
弾
と
し
て
関
口
裕

子
氏
の
染
色
作
品
を
紹
介
し
た
。

　

関
口
裕
子
氏
は
、日
本
女
子
大
学
附
属
中
学
校
・

高
等
学
校
を
経
て
、
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
生

活
芸
術
科
（
住
居
専
攻
）
に
進
学
（
新
制
一
〇
回

生
）。
卒
業
後
、
絵
更
紗
を
故
竹
田
十
路
に
、
ロ

ウ
ケ
ツ
染
め
、
友
禅
染
め
を
大
澤
敏
氏
に
師
事
。

一
九
九
八
年
太
平
洋
美
術
会
展
に
初
入
選
、
二
〇

〇
五
年
に
会
員
と
な
り
、
現
在
に
至
る
。
会
期
中

は
、
関
口
氏
に
よ
る
二
回
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

を
開
催
。
展
示
で
は
、
染
色
作
品
約
四
〇
点
に
加

え
、
代
表
的
な
染
色
技
法
で
あ
る
「
い
も
版
」
の

作
品
制
作
の
工
程
を
パ
ネ
ル
で
展
示
、
作
品
が
で

き
る
ま
で
の
映
像
を
上
映
し
た
。
繰
り
返
し
見
学

に
訪
れ
る
人
も
多
く
、
好
評
で
あ
っ
た
。

博物館実習生が担当した展示

大人紙芝居

ギャラリートーク
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●
西
生
田
記
念
室

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

　
成
瀬
仁
蔵
と
「
住
」

2014.4.8（火）
～ 5.20（火）

　

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
生
き
方
を
様
々
な
切
り
口

か
ら
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は
、
本
学

の
住
教
育
に
焦
点
を
当
て
た
。

　

ア
メ
リ
カ
留
学
時
代
か
ら
住
環
境
に
関
心
を
抱

い
て
い
た
成
瀬
は
、
本
学
設
立
時
か
ら
家
政
学
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
住
教
育
を
取
り
入
れ
た
。
そ
こ

で
本
展
で
は
、
そ
の
住
教
育
を
よ
り
充
実
さ
せ
た

家
政
学
部
卒
業
生
の
井
上
秀（
の
ち
第
四
代
校
長
）

を
始
め
と
す
る
教
授
陣
を
紹
介
、
講
義
で
使
用
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
や

図
面
等
を
展
示
し
、

さ
ら
に
一
九
〇
一

（
明
治
三
四
）
年

に
建
て
ら
れ
た
成

瀬
の
住
ま
い
で

あ
っ
た
成
瀬
記
念

館
分
館
を
紹
介
し

た
。

激
動
の
時
代
を
生
き
て
―

 
 
 
 
 

高
良
と
み
展

2014.9.24（水）
～12.19（金）

　

本
学
卒
業
生
で
、
平
和
活
動
家
と
し
て
活
躍
し

た
高
良
と
み
の
生
涯
を
紹
介
す
る
展
示
。
と
み
は
、

イ
ン
ド
の
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
や
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ダ
ム

ス
な
ど
国
際
的
で
幅
広
い
人
脈
を
持
ち
、
敗
戦
後

は
女
性
初
の
参
議
院
議
員
と
し
て
一
九
五
二
年
、

国
交
未
成
立

の
ソ
連
に
渡

り
シ
ベ
リ
ア

捕
虜
収
容
所

を
視
察
、
翌

年
に
は
中
国

で
在
華
邦
人

帰
国
交
渉
に

あ
た
る
な
ど
、

世
界
を
股
に

か
け
て
活
動
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
っ
て
は
、
と
み
の

御
息
女
で
あ
る
高
良
留
美
子
氏
よ
り
多
大
な
ご
協

力
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た

い
。

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま

2015.1.27（火）
～ 3.3（火）

　

毎
年
恒
例
と
な
っ
た
「
お
ひ
な
さ
ま
展
」。
日

本
女
子
大
学
の
学
寮
や
、
卒
業
生
宅
な
ど
で
飾
ら

れ
て
き
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
雛
人
形
を
展
示

し
た
。

　

七
段
飾
り

や
市
松
人
形

の
ほ
か
、
牛

若
丸
と
弁
慶
、

浦
島
太
郎
や

高
砂
な
ど
、

当
時
ひ
な
人

形
と
一
緒
に

飾
ら
れ
て
い

た
人
形
も
紹
介
。
ま
た
今
回
は
箪
笥
、
針
箱
な
ど

の
お
道
具
類
を
多
数
紹
介
し
た
。

明桂寮の台所

身の回りの品々

タゴール掛軸

明桂寮のおひなさま
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成
瀬
記
念
館
開
館
三
〇
周
年
特
集成

瀬
記
念
館
と
共
に
三
〇
年 

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

井
上 

潤
…
115

成
瀬
記
念
館
開
館
三
〇
年
に
寄
せ
て 

……
…
…
…
…
…
…
…
…

西
山　

伸
…
119

開
館
の
頃 

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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成
瀬
記
念
館
と
共
に
三
〇
年

�

井
上　

潤

軌
を
一
に
す
る

ま
ず
は
、
開
館
三
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
た
い
。

実
は
、
成
瀬
記
念
館
が
開
館
し
て
か
ら
の
三
〇
年
の
歩
み
は
、
私
自
身
の
博
物
館
人
と
し
て
の
生
活
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。

元
々
、
日
本
近
代
史
を
プ
ロ
パ
―
と
す
る
者
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
渋
沢
栄
一
を
専
門
に
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
私
が
、
人
物
を
記
念
す
る
博
物
館
で
の
事
業
活
動
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
て
な
い
ま
ま
、
一
九
八
四
年
四
月
に
、

渋
沢
史
料
館
学
芸
員
と
し
て
博
物
館
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
〇
年
の
年
月
は
、
成
瀬
記
念
館

の
成
長
と
共
に
、
貴
館
か
ら
も
刺
激
を
受
け
つ
つ
私
自
身
が
成
長
し
て
き
た
過
程
な
の
で
あ
る
。

共
に
歩
ん
で
き
た
こ
の
三
〇
年
を
振
り
返
り
つ
つ
、
多
く
の
学
び
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
、
そ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
、

お
祝
い
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
た
い
。

「
博
物
館
」
と
し
て
の
確
認
・
再
認
識

一
つ
は
、成
瀬
記
念
館
が
博
物
館
相
当
施
設
の
認
可
を
受
け
る
経
緯
に
あ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
渋
沢
史
料
館
は
、

成
瀬
記
念
館
よ
り
少
し
先
行
し
て
一
九
八
二
年
一
一
月
に
登
録
博
物
館
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
と
い
う
経
緯
も

あ
っ
て
、
博
物
館
相
当
施
設
を
目
指
す
に
あ
た
り
、
そ
の
手
続
き
方
法
や
、
そ
の
準
備
を
は
じ
め
と
し
て
、
認
可
を
受
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け
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
、
反
対
に
受
け
る
制
約
等
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
司
書
の
秋
山
倶
子
さ
ん
が
来

館
さ
れ
、
学
芸
員
と
し
て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
も
ち
ろ
ん
大
学
内
で
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た
方
々
に
よ
る
検

討
も
な
さ
れ
て
い
た
か
と
思
う
が
、
元
々
図
書
館
が
起
点
と
な
り
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
先
行
す
る
博

物
館
の
現
場
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
堅
実
な
考
え
方
・
進
め
方
に
、
刺
激
を
受
け
た
。

そ
し
て
、
博
物
館
運
営
に
つ
い
て
、
単
に
大
学
で
の
講
義
か
ら
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
情
報
等
か
ら
学
び
、
そ
れ
な
り

の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
学
芸
員
と
な
っ
て
間
も
な
い
私
を
信
用
し
、
接
し
て
も
ら
え
た
こ
と
は
大
き
な
喜

び
で
あ
っ
た
。
強
く
責
任
感
を
感
じ
、
正
確
な
情
報
を
整
理
し
お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
経
験
は
、
改
め
て
「
博
物

館
」
と
い
う
も
の
を
追
認
で
き
、
私
自
身
の
成
長
の
大
き
な
糧
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
小
橋
安
紀
子
さ
ん
が
、

学
芸
員
の
資
格
取
得
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
ご
報
告
を
受
け
、
本
格
的
に
動
き
出
し
た
こ
と
に
、
自
分
の
こ
と
の
よ

う
に
嬉
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

ま
た
、
成
瀬
記
念
館
は
、
施
設
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
日
本
女
子
大
学
の
そ
し
て
成
瀬
仁
蔵
の
理
念
・
精
神
を
よ
く

伝
え
て
い
る
が
、
大
学
の
歴
史
と
同
時
に
そ
の
理
念
・
精
神
を
示
す
基
と
な
る
資
史
料
を
受
け
継
が
せ
る
術
に
つ
い
て

も
問
わ
れ
た
。
た
だ
、
空
調
機
器
が
備
え
ら
れ
た
収
蔵
庫
で
は
な
い
が
、
古
来
の
校
倉
造
り
の
工
法
に
よ
る
設
備
を
整

え
、
十
分
に
保
存
に
対
す
る
意
識
が
行
届
い
て
い
た
こ
と
を
お
聞
き
し
た
の
と
、
長
年
の
図
書
館
で
の
経
験
に
加
え
て
、

博
物
館
と
し
て
、
資
史
料
を
ど
の
よ
う
に
整
理
、
保
管
す
る
の
か
を
尋
ね
ら
れ
た
が
、
そ
の
資
史
料
の
保
存
・
管
理
に

真
摯
に
立
ち
向
か
わ
れ
る
姿
勢
に
、
新
米
学
芸
員
と
し
て
、
施
設
・
設
備
よ
り
前
に
、
資
史
料
に
向
か
う
姿
勢
、
博
物

館
事
業
に
対
す
る
一
本
通
っ
た
強
固
な
理
念
の
大
切
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
渋
沢
史
料
館
は
、
旧
渋
沢
邸
に
残
る
大
正
期
の
建
物
を
主
た
る
施
設
と
し
て
運
営
し
、
保
存
環
境
、
整
理
状

況
で
同
様
に
悩
み
、
模
索
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
、
資
料
整
理
・
保
存
の
こ
と
に
関
し
て
良
き
事
例
と
し
て
お
話
出

来
な
か
っ
た
が
、
個
人
的
な
経
験
値
か
ら
、
自
館
で
も
目
指
し
た
い
方
向
性
等
に
つ
い
て
お
伝
え
し
た
。
少
々
熱
を
こ

め
す
ぎ
た
か
な
？
と
、
い
ま
だ
反
省
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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戯
曲
「
目
白
の
雪
の
日
」
と
の
出
会
い

次
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
日
本
女
子
大
学
校
の
卒
業
生
・
大
村
嘉
代
子
作
の
戯
曲
「
目
白
の
雪
の
日
」
を
、
写
真
を

織
り
交
ぜ
た
朗
読
劇
と
し
て
ビ
デ
オ
化
す
る
に
あ
た
り
、
脚
本
に
目
を
通
し
、
事
実
の
確
認
等
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
渋
沢
栄
一
に
つ
い
て
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
学
ば
ね
ば
と
い
う
思
い
を
強
く
思
っ
て
い
た
時
期
に
、
こ
の
戯
曲
を

通
じ
て
栄
一
と
女
子
教
育
と
の
関
係
の
一
端
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
あ
く
ま
で
も
創
作
劇
で
は
あ
る
が
、
日
本
女

子
大
学
校
創
立
に
向
け
て
の
成
瀬
、
渋
沢
等
の
熱
き
議
論
か
ら
成
瀬
校
長
の
告
別
講
演
翌
日
ま
で
の
様
子
が
描
か
れ
て

お
り
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
子
教
育
に
対
す
る
考
え
方
、
学
校
設
立
・
運
営
に
関
係
す
る
人
々
の
強
い
想
い
、
寄

宿
舎
を
は
じ
め
と
し
て
学
園
生
活
の
様
子
が
よ
く
理
解
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
確
認
の
た
め
に
、
改
め
て
関
係

資
料
に
目
を
通
し
た
上
で
、
こ
の
戯
曲
に
触
れ
た
お
か
げ
で
、
当
時
の
女
子
教
育
の
実
態
が
実
感
こ
も
る
か
た
ち
で
学

ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。

女
子
教
育
を
考
え
、
伝
え
る

お
伝
え
し
た
い
こ
と
は
山
の
よ
う
に
あ
る
が
、
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、
二
〇
〇
二
年
に
、
私
が
主
担
当
者
と
し
て

開
催
し
た
渋
沢
史
料
館
企
画
展
「『
女
大
学
』
か
ら
女
子
大
学
へ
―
渋
沢
栄
一
の
女
子
教
育
へ
の
思
い
」
に
多
大
な
る

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
調
査
の
段
階
で
の
資
料
閲
覧
、
貴
重
な
写
真
・
文
書
類
を
は
じ
め
、
大
き
な
額
、

教
育
掛
図
や
、
顕
微
鏡
等
展
示
に
供
す
る
資
料
の
ご
提
供
、
そ
し
て
、
図
録
等
に
掲
載
す
る
た
め
の
資
料
撮
影
に
際
し

て
は
、
資
料
に
よ
っ
て
は
展
示
室
で
の
撮
影
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
り
、
本
来
な
ら
ば
無
理
な
お
願
い
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
ご
快
諾
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
感
謝
に
絶
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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関
連
事
業
と
し
て
、
成
瀬
記
念
講
堂
と
合
わ
せ
て
の
記
念
館
見
学
会
、
ビ
デ
オ
「
目
白
の
雪
の
日
」
の
上
映
会
、
中

嶌
邦
先
生
の
講
演
会
、
後
藤
祥
子
先
生
に
も
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
討
論
会
等
を
企
画
し
、
展
示
と
あ
わ
せ
て
、
単
に
女

子
教
育
の
歴
史
を
振
り
返
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
む
け
て
求
め
ら
れ
る
女
性
像
や
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
育
成
す
る

に
あ
た
っ
て
の
「
女
子
大
学
の
も
つ
意
義
」
を
考
え
る
内
容
と
し
た
。
こ
れ
ら
関
連
事
業
す
べ
て
に
お
い
て
も
惜
し
み

な
い
ご
協
力
を
い
た
だ
け
た
の
で
あ
る
。

近
年
、
自
ら
の
講
演
の
中
で
、
渋
沢
栄
一
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
話
す
際
に
、
日
本
女
子
大
学
校
に
つ
い
て
も
、
自

然
科
学
や
体
育
の
授
業
に
力
を
い
れ
て
い
た
こ
と
等
を
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
飛
鳥
山
の
渋
沢
邸
で
行
わ
れ
た
第

一
回
目
の
運
動
会
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
時
の
写
真
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
残
る
事
実
を
お
伝
え
し
た
り
、「
世
に

飛
び
出
す
」
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
受
け
た
こ
と
で
、
二
〇
〇
二
年
の
企
画
展
の
際
に
は
、
二
つ
折
り
で
開
け
る
と
自
転
車

に
乗
っ
た
日
本
女
子
大
学
校
の
生
徒
が
飛
び
出
す
招
待
券
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
実
際
に
当
時
、
自
転
車
競
技
で
使
用
し

て
い
た
自
転
車
を
、
展
示
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
各
地
を
く
ま
な
く
探
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
お
伝
え
し
て
い

る
。
そ
の
時
の
経
験
も
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
良
き
思
い
出
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
自
身
、
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
を
通
し
て
成
瀬
仁
蔵
と
い
う
大
教
育
者
の
指
導
・

薫
陶
を
受
け
て
成
長
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
、
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

こ
の
先
四
〇
年
、
五
〇
年
、
一
〇
〇
年
と
発
展
し
続
け
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
い
る
。

�

（
渋
沢
史
料
館
館
長　

い
の
う
え　

じ
ゅ
ん
）
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成
瀬
記
念
館
開
館
三
〇
年
に
寄
せ
て

�

西
山　

伸

大
学
関
係
者
な
ら
ば
皆
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
日
本
の
大
学
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
来
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な

い
「
大
学
改
革
」
の
嵐
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
改
革
の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
が
「
大
学
の
個

性
」
で
あ
る
。
私
が
い
る
大
学
を
含
め
て
、
国
立
大
学
の
ほ
と
ん
ど
は
文
教
政
策
の
動
向
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
た
と
い

う
事
情
が
あ
っ
て
、
も
と
も
と
明
確
な
建
学
の
理
念
な
ど
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
し

た
大
学
に
と
っ
て
み
れ
ば
今
に
な
っ
て
「
大
学
の
個
性
」
を
打
ち
出
す
の
は
簡
単
で
は
な
い
。

し
か
し
、
日
本
女
子
大
学
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
心
配
は
な
い
。
日
本
で
最
初
の
本
格
的
な
女
子
高
等
教
育
機
関

で
あ
り
、
戦
後
改
革
期
に
も
初
の
女
子
大
学
設
置
に
あ
た
っ
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
。
い
わ
ば
女
子
高
等
教
育
の

パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
り
、リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
と
、「
信
念
徹
底
」「
自

発
創
生
」「
共
同
奉
仕
」
の
三
標
語
に
象
徴
さ
れ
る
建
学
の
理
念
。
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
個
性
を
も
っ
て
い
る
大

学
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
大
学
の
個
性
も
、
伝
え
て
い
く
媒
体
が
な
け
れ
ば
年
月
と
共
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
組
織
が

歩
ん
で
き
た
軌
跡
を
し
っ
か
り
と
残
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
現
在
お
よ
び
未
来
に
伝
え
て
い
く
、
そ
れ
こ
そ
が
ア
ー
カ
イ

ヴ
ズ
の
役
割
な
の
だ
。

日
本
女
子
大
学
に
お
け
る
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
、
成
瀬
記
念
館
が
開
館
三
〇
年
を
迎
え
た
。
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ

た
い
。
成
瀬
記
念
館
も
ま
た
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
大
学
史
展
示
の
先
駆
者
で
あ
る
。
私
も
、

自
分
の
大
学
で
歴
史
展
示
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
見
学
に
訪
れ
、
資
料
の
豊
富
さ
と
よ
く
考
え
ら
れ
た
展
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示
内
容
に
感
嘆
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

充
実
し
た
展
示
の
背
景
に
は
、
貴
重
な
資
料
の
蓄
積
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
（
そ
の
蓄
積
は
、
昨
年
成
瀬
記
念

館
が
刊
行
し
た
『
収
蔵
資
料
目
録
１　

旧
成
瀬
記
念
室
資
料
』
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
資

料
に
つ
い
て
の
地
道
な
調
査
研
究
が
不
可
欠
な
の
は
同
業
者
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。

資
料
の
重
視
と
い
う
姿
勢
も
、今
も
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
『
日
本
女
子
大
学
史
資
料
集
』
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

少
し
前
の
こ
と
に
な
る
が
大
学
創
立
百
年
で
編
ま
れ
た
『
日
本
女
子
大
学
学
園
事
典
』
と
い
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
業
績
も
、

資
料
重
視
あ
っ
て
の
こ
と
と
拝
察
す
る
。

私
の
所
属
す
る
大
学
文
書
館
よ
り
も
は
る
か
に
先
輩
で
あ
る
成
瀬
記
念
館
に
対
し
て
、
要
望
な
ど
言
え
る
立
場
に
な

い
が
、
あ
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
沿
革
史
の
編
纂
で
あ
る
。
日
本
女
子
大
学
に
は
、
戦
前
以
来
の
沿
革
史
編
纂
の
伝

統
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
充
実
し
た
資
料
の
数
々
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
も
頼
り
に
さ
れ
る
よ
う
な
沿
革
史

を
編
纂
で
き
る
条
件
は
整
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ち
ょ
っ
と
蛇
足
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
誌
『
成
瀬
記
念
館
』
収
載
の
業
務
日
誌
を
見
る
だ
け
で
、
成
瀬
記
念
館

が
い
か
に
学
内
で
重
ん
じ
ら
れ
、
ま
た
館
員
の
皆
さ
ん
が
多
忙
で
あ
る
か
分
か
る
。
今
後
と
も
な
お
一
層
の
発
展
を
心

か
ら
お
祈
り
す
る
。

�

（
京
都
大
学
大
学
文
書
館
教
授　

に
し
や
ま　

し
ん
）
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開
館
の
頃

�

青
木　

生
子
（
談
）

成
瀬
記
念
館
が
創
立
さ
れ
た
三
〇
年
前
、
私
は
学
長
に
な
り
た
て
で
し
た
。
も
う
、
そ
ん
な
歳
月
に
な
る
の
で
す
ね

─
。
創
立
に
当
た
り
、
記
念
館
は
女
子
大
学
の
中
心
と
な
る
こ
と
が
相
応
し
い
と
考
え
、
ま
ず
、
母
校
愛
に
燃
え
て
い

る
諸
先
輩
の
ご
意
見
を
聞
い
て
歩
き
ま
し
た
。
男
性
の
入
館
は
決
し
て
認
め
な
い
、
ト
イ
レ
も
作
ら
な
い
と
お
っ
し
ゃ

る
方
も
中
に
は
い
ら
し
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

母
校
に
と
っ
て
、
女
子
教
育
の
研
究
こ
そ
が
一
番
大
切
で
あ
り
、
突
き
詰
め
る
と
前
身
の
「
女
子
教
育
研
究
所
」
に

行
き
着
き
、
そ
こ
か
ら
発
展
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
（
注
・
女
子
教
育
研
究
所
の
前
身
は
「
成
瀬
先
生
研
究
会
」）。
広

い
意
味
で
の
女
子
教
育
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
も
通
用
す
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
尽
き
な
い
問
題
で
す
。

み
ん
な
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。大
い
に
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
多
く
あ
り
ま
す
。当
時
流
行
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
論
な
ど
も
、
女
子
大
で
あ
る
か
ら
こ
そ
本
質
論
的
に
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。
偏
ら
な
い
女
子
教
育
の

本
質
は
、
女
子
大
の
研
究
に
相
応
し
く
、
そ
の
舵
取
り
を
し
て
欲
し
い
と
願
い
ま
し
た
。

今
も
思
い
出
す
の
は
学
長
時
代
に
、
他
大
学
の
学
長
先
生
方
が
話
さ
れ
た
言
葉
で
す
。「
建
学
の
精
神
は
あ
っ
て
も

無
き
が
ご
と
し
」
と
い
う
の
が
、
大
方
の
学
長
の
正
直
な
本
音
で
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
「
う
ち
は
違
う
！
」
と
忘
れ

が
た
い
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。「
信
念
徹
底
」「
自
発
創
生
」「
共
同
奉
仕
」
─
人
間
と
し
て
成
長
す
る
た
め
の
本
質
の

総
て
が
、
こ
の
建
学
の
教
え
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
本
心
か
ら
私
は
、
記
念
館
の
仕
事
を
「
自
分
た
ち
で
出
来
る
」「
自

分
た
ち
で
や
ら
ね
ば
」
と
思
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

「
建
学
の
精
神
に
立
ち
帰
っ
て
明
日
へ
の
飛
躍
を
！
」
と
事
に
当
っ
て
私
は
述
べ
て
き
ま
し
た
。
成
瀬
記
念
館
が
今

後
も
そ
の
使
命
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

�

（
第
九
代
日
本
女
子
大
学
学
長
・
初
代
成
瀬
記
念
館
館
長　

あ
お
き　

た
か
こ
）
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開
館
三
〇
年
に
寄
せ
て

�

中
嶌　

邦

一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
一
〇
月
一
八
日
、
成
瀬
記
念
講
堂
で
落
成
式
を
行
い
、
成
瀬
記
念
館
の
前
で
開
館
式
が

催
さ
れ
た
。
日
本
女
子
大
学
創
立
八
〇
周
年
の
記
念
事
業
の
一
つ
で
あ
り
、
開
館
ま
で
紆
余
曲
折
の
御
苦
労
が
あ
っ
た

青
木
生
子
学
長
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
の
お
姿
を
、
感
慨
深
く
拝
見
し
て
い
た
。
お
だ
や
か
な
光
の
み
ち
た
日
で
あ
っ
た
。

記
念
館
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
記
念
館
を
ど
の
よ
う
な
施
設
に
す
る
か
、
当
時
は
あ
ま
り
例
が
な
く
、
手

さ
ぐ
り
の
状
況
で
は
じ
ま
っ
た
。
開
館
の
た
め
の
展
示
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
活
動
に
、
専
任
の
秋
山
倶
子
さ
ん
を
中
心

に
ほ
ん
の
少
し
の
非
常
勤
を
加
え
て
、
夜
お
そ
く
ま
で
か
か
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。
記
念
館
を
、
固
定
的
で
い
つ
の
間

に
か
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
変
化
が
な
い
と
い
う
場
に
し
た
く
な
い
、
い
つ
も
何
か
生
き
生
き
と
し
た
雰
囲
気
の
あ
る
記

念
館
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
成
瀬
記
念
館
で
は
、
生
花
が
飾
ら
れ
て
い
て
新
鮮
な
豊
か
な
何
か
し
ら
を
得
る
も

の
を
提
供
し
た
い
、
附
属
校
か
ら
大
学
ま
で
在
校
生
在
学
生
は
勿
論
で
あ
る
が
、
卒
業
生
が
母
校
を
訪
ね
て
き
て
、
必

ず
足
を
運
ん
で
み
た
い
記
念
館
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
。

以
来
、
三
〇
年
の
月
日
の
速
さ
に
驚
く
が
、
初
め
の
願
い
を
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
保
っ
て
い
た
だ
け
て
い
る
こ
と
は
嬉

し
い
。

目
白
と
西
生
田
の
記
念
館
及
び
成
瀬
仁
蔵
住
宅
（
成
瀬
記
念
館
分
館
）
を
か
か
え
て
、
展
示
や
公
開
を
重
ね
て
き
て

い
る
活
動
が
、『
成
瀬
記
念
館
』
の
冊
子
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
展
示
は
毎
年
そ
の
年
の
記
念
と
な
る
事
項
に
合
わ

せ
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
事
前
に
計
画
を
た
て
て
い
た
り
、
卒
業
生
の
中
に
社
会
的
に
活
躍
さ
れ
て
来
た
方
を
と
り
あ
げ

た
り
、
変
化
に
富
ん
だ
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
三
〇
年
の
丁
度
そ
の
最
中
に
、
日
本
女
子
大
学
創
立
百
年
が
あ
り
、
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目
白
と
西
生
田
で
「
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
と
共
に
歩
ん
だ
人
々
展
」
を
行
っ
た
し
、
成
瀬
記
念
講
堂
を
生
か
し
て
、
日
本

女
子
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
の
特
別
展
を
開
催
し
て
い
る
。「
成
瀬
記
念
講
堂
─
未
来
を
夢
見
て
こ
こ
に
集
う
」
の
展

示
は
、
新
聞
で
も
紹
介
さ
れ
、
約
三
千
人
の
見
学
者
が
訪
れ
た
。
同
時
に
記
念
刊
行
物
と
し
て
『
日
本
女
子
大
学
学
園

事
典
─
創
立
１
０
０
年
の
軌
跡
』『
年
表　

日
本
女
子
大
学
の
１
０
０
年
』
を
出
版
、こ
れ
ら
に
は
、全
学
園
を
あ
げ
て
、

ま
た
関
係
者
や
卒
業
生
の
多
く
の
方
々
の
助
力
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
現
在
も
何
か
と
役
立
っ
て
い
る
と
聞
く
と
、
こ

れ
に
か
か
わ
っ
た
一
員
と
し
て
感
謝
に
た
え
な
い
。

そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
毎
年
夏
の
博
物
館
学
芸
員
養
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
参
加
す

る
学
生
の
感
想
を
よ
む
と
、
改
め
て
母
校
の
歴
史
を
再
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
印
象
深
い
も
の
が
あ
る
。
学

生
や
卒
業
生
の
意
見
も
も
っ
と
聞
い
て
み
た
い
思
い
が
あ
る
。

昨
年
は
春
と
秋
に
二
つ
の
展
示
が
学
外
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
一
つ
は
成
瀬
仁
蔵
の
行
っ
た
実
践
倫
理
の
講
義
と
そ

れ
を
聞
い
た
当
時
の
学
生
、
平
塚
明
（
後
の
ら
い
て
う
）
や
宮
澤
ト
シ
（
宮
澤
賢
治
の
妹
）
ら
の
答
案
の
発
見
と
展
示

が
、
四
月
の
毎
日
新
聞
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
下
に
学
生
で
あ
っ
た
卒
業
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
基
礎
と
し
た
「
戦
時
下
の
青
春
」
の
紹
介
が
東
京
新
聞
の
一
一
月
に
の
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
学
外
の
方
の
来

館
が
ふ
え
た
と
聞
く
。
二
つ
の
展
示
と
も
〝
今
〟
の
課
題
が
来
館
者
を
よ
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
、
記
念
館
の
刊
行
物
も
多
い
。
資
料
集
や
展
示
に
対
応
す
る
図
録
な
ど
が
出
版
さ
れ
、
研
究
に
役
立
ち
新
し

い
展
望
が
開
け
る
基
礎
資
料
で
あ
る
。
成
瀬
記
念
館
の
も
つ
資
料
の
豊
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

刊
行
物
と
し
て
は
毎
年
出
版
を
重
ね
て
き
た
『
成
瀬
記
念
館
』
の
冊
子
は
魅
力
が
あ
る
。
日
本
女
子
大
の
歴
史
の
さ

ま
ざ
ま
の
歩
み
と
か
局
面
が
語
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

成
瀬
記
念
講
堂
と
対
置
し
て
、
正
門
の
す
ぐ
そ
ば
に
建
つ
成
瀬
記
念
館
は
、
日
本
女
子
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
と

し
て
今
後
も
期
待
さ
れ
る
も
の
は
大
き
い
。

そ
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
建
学
の
精
神
で
あ
り
、
そ
の
継
承
と
発
展
で
あ
る
。『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
全
三
巻
、
全
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巻
併
せ
る
と
三
千
頁
の
大
冊
で
あ
る
が
、
著
作
集
に
洩
れ
た
講
話
の
類
も
漸
次
『
成
瀬
記
念
館
』
の
冊
子
や
別
冊
で
公

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
近
代
日
本
に
あ
っ
て
先
駆
的
な
教
育
を
主
張
し
、
実
践
し
た
成
瀬
仁
蔵
像
を
問
う
と
、
現
在
は
勿

論
、
ま
だ
未
来
に
実
現
す
べ
き
課
題
が
満
ち
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
基
底
に
展
開
す
る
思
想
も
再
認
識
す
る
余
地
が
あ

り
、
現
代
に
お
い
て
魅
力
的
な
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
一
九
〇
一
（
明
治
34
）
年
の
創
立
以
来
、
百
年
余
の
精
神
の
継
承
も
変
化
も
再
認
識
す
る
時
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。

日
本
女
子
大
学
に
は
残
念
な
が
ら
他
大
学
に
あ
る
資
料
館
や
学
園
史
研
究
を
推
進
す
る
機
関
が
な
い
。
成
瀬
記
念
館

が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
内
な
る
精
神
が
自
ら
外
に
現
れ
る
時
代
を
刺
戟
す
る
記
念

館
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

�

（
成
瀬
記
念
館
初
代
主
事
・
名
誉
教
授　

な
か
じ
ま　

く
に
）
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刊行物名 発行年

図録 シリーズ“創る”（6）福井貞子絵絣展 ₂₀₁₂． ₁

図録 故郷を愛す、国を愛す、世界を愛す 上代タノ ₂₀₁₃． ₁

図録 阿部次郎をめぐる手紙展 ₂₀₁₃． ₉

図録 激動の時代を生きて 高良とみ ₂₀₁₄． ₁

図録 シリーズ“創る”（7）関口裕子染色作品展 ₂₀₁₅． ₁

ビデオ 女子大学創立八十周年記念式典を迎えて（編集） 1986

スライド 日本女子大学のいまむかし 1986

ビデオ 日本女子大学校寮舎生活・昭和7年（再編集） 1986

ビデオ 日本女子大学成瀬記念館 1988

ビデオ 丘の春秋（創立25周年記念映画・再編集） 1988

ビデオ 建物は語る 日本女子大学の90年 1991

ビデオ 日本女子大学の今昔 1993

ビデオ 日本女子大学の今昔（改訂） 2009

ＤＶＤ 故郷を愛す、国を愛す、世界を愛す ─ 上代タノ 2013

ＤＶＤ 激動の時代を生きて ─ 高良とみ 2014

ＤＶＤ 文京区指定有形文化財 成瀬記念館分館（旧成瀬仁蔵住宅） 2014
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刊行物名 発行年

日本女子大学校資料集 5－4 日本女子大学校規則〔大正4－8年〕 ₂₀₁₂． ₃． ₂₃

日本女子大学校資料集 5－5 日本女子大学校規則〔大正9－12年〕 ₂₀₁₃． ₃． ₆

日本女子大学校資料集 5－6 日本女子大学校規則〔大正13－昭和2年3月〕 ₂₀₁₄． ₃． ₁

日本女子大学史資料集 6 新制日本女子大学成立関係資料
 〔GHQ／SCAP文書を中心に〕 ₂₀₀₀． ₃． ₃₀

日本女子大学史資料集 7 日本女子大学校 大学本科・高等学部関係資料 ₂₀₀₁． ₃． ₃₁

日本女子大学史資料集 8 日本女子大学附属高等学校詳細年表（1948-2002） ₂₀₀₃． ₆． ₃₀

日本女子大学史資料集 9 日本女子大学校通信教育関係資料 ₂₀₀₅． ₃． ₃₁

日本女子大学史資料集 10－1 
 東京都公文書館所蔵 日本女子大学関係資料〔1900-1916〕 ₂₀₀₇． ₃． ₃₁

実践倫理講話筆記 明治37・38年度 ₂₀₀₉． ₉． ₃₀

実践倫理講話筆記 明治39年度 ₂₀₀₄． ₆． ₃₀

実践倫理講話筆記 明治40年度 ₂₀₀₅． ₃． ₃₁

実践倫理講話筆記 明治41年度 ₂₀₀₇． ₃． ₃₁

実践倫理講話筆記 明治42年度 ₂₀₁₂． ₃． ₃₁

実践倫理講話筆記 大正4年度 ₂₀₀₁． ₃． ₃₁

実践倫理講話筆記 大正5・6年度 ₂₀₀₂． ₉． ₃₀

日本女子大学成瀬記念館収蔵資料目録 1 旧成瀬記念室資料 ₂₀₁₄． ₁₀． ₁₈

図録 大橋了介展─日本女子大学校・パリを描く─ ₁₉₈₈． ₁

図録 荻太郎展 ₁₉₉₀． ₁

図録 浮田克躬肖像画展 ₁₉₉₃． ₁

図録 荻太郎と亀本信子・山口都展 ₁₉₉₅． ₁

図録 柳敬助・八重夫妻展  ₁₉₉₆． ₁

図録 シリーズ“創る”（1）「松江美枝子・ジュウリーの世界」展 ₁₉₉₆． ₁₀

図録 「平塚らいてう と その学友」展によせて
 無限生成―らいてう・博史― ₁₉₉₇． ₁₀

図録 「平塚らいてう と その学友／らいてう・博史」展によせて
 無限生成―らいてう・博史― ₁₉₉₈． ₉

図録 シリーズ“創る”（2）宮地房江・染の粋 ₁₉₉₈． ₁₀

図録 「安房直子・メルヘンの世界」展 ₁₉₉₉． ₁₀

図録 未来を夢みてここに集う 創立100周年記念特別展示・記録集 ₂₀₀₂． ₃． ₃₀

図録 女子大生が演じたシェイクスピア劇 ₂₀₀₆． ₁

図録 シリーズ“創る”（4）山口都絵画展 ₂₀₀₇． ₁

図録 シリーズ“創る”（5）多田牧子組紐展 ₂₀₀₈． ₁
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成瀬記念館刊行物（1985 ～ 2014年度）�

 

刊行物名 発行年

成瀬記念館〔逐次〕 1985～

展示と記録〔逐次〕 1992～1996

日本女子大学学園史ニュース〔逐次〕 1998～2005

成瀬仁蔵研究文献目録（女子教育研究所と共同） 1984． ₁₀． ₁₈

麻生正蔵著作目録 1989． ₃． ₃₁

年表 日本女子大学の90年 ₁₉₉₁． ₄． ₂₀

麻生正蔵著作集 ₁₉₉₂． ₃． ₃₁

成瀬仁蔵著作目録 ₂₀₀₀． ₃． ₃₁

日本女子大学学園事典 ₂₀₀₁． ₁₂． ₁

年表 日本女子大学の100年 ₂₀₀₁． ₁₂． ₁

澤山保羅 ₂₀₀₁． ₁₂． ₁

写真が語る日本女子大学の100年 ₂₀₀₄． ₁₂． ₂₅

あなたは天職を見つけたか ₂₀₀₈． ₆． ₂₃

日本女子大学成瀬記念講堂 ₂₀₀₈． ₆． ₂₃
JWU 1901-2011 A History in Photographs ₂₀₁₁． ₁₁

成瀬記念館講演集（一） 歌に生きる＜長澤美津＞ ₁₉₉₁． ₉． ₁₁

成瀬記念館講演集（二） 人形たちとくらし <増淵宗一> ₁₉₉₂． ₁₁． ₂₈

成瀬記念館講演集（三）浮田克躬の絵を語る
 ―修復者の立場から <山領まり> ₁₉₉₃． ₁₁． ₁

成瀬記念館講演集（四）インドネシアの布
  ―絣を求めて <好本照子>・インドネシアの染と織 <小笠原小枝> ₁₉₉₄． ₆． ₁

成瀬記念館講演集（五） とかしとメッシュ <松江美枝子> ₁₉₉₇． ₁₁． ₁₅

成瀬記念館講演集（六） 平塚らいてうを語る<中嶌邦・小林登美枝> ₂₀₀₀． ₃． ₃₀

日本女子大学史資料集 1 日本女子大学校創立事務所日誌（一）（二） ₁₉₉₅． ₃． ₃₁

日本女子大学史資料集 2 日本女子大学校創立事務所日誌（三） ₁₉₉₅． ₈． ₃₁

日本女子大学史資料集 3 日本女子大学校創立事務所日誌（四） ₁₉₉₇． ₃． ₃₁

日本女子大学史資料集 4 日本女子大学校創立事務所日誌人名索引 ₂₀₀₄． ₃． ₃₁

日本女子大学史資料集 5 日本女子大学校規則〔明治33年〕 ₁₉₉₈． ₃． ₁₅

日本女子大学校資料集 5－2 日本女子大学校規則〔明治35－42年〕 ₁₉₉₉． ₃． ₁₅

日本女子大学校資料集 5－3 日本女子大学校規則〔明治43－大正3年〕 ₂₀₁₁． ₃． ₁₀
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年度 展示タイトル 会期

2012年度

シリーズ「天職に生きる」 成瀬仁蔵と長州の男たち 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─軽井沢いまむかし展 5月 ～ ₇月

高村智恵子紙絵写真展※ 9月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2013年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と自然科学教育 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─戦時下の三泉寮展 5月 ～ ₇月

故郷を愛す 国を愛す 世界を愛す─上代タノ展※ 9月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 2月

2014年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と「住」 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─軽井沢たてもの史 5月 ～ ₇月

激動の時代を生きて 高良とみ展 9月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月
※博物館実習生の実習教材とする
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年度 展示タイトル 会期

2004年度

成瀬仁蔵 その生涯展─“帰一”の思想を共にした人々 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─“健康の泉”─展 6月 ～ ₇月

桜楓会百周年記念桜楓樹の実り展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2005年度

成瀬仁蔵 その生涯展─生涯学習への取り組み 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─もう一つの夏季寮─展 5月 ～ ₇月

スポーツの秋！ 日本女子大学の運動会展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2006年度

成瀬仁蔵 その生涯展─平和への提言 4月 ～ 5月

日本女子大学軽井沢三泉寮百周年記念展─大もみの木の下で 6月 ～ ₇月

附属豊明小学校・幼稚園・成瀬記念講堂百周年記念展
 ─豊明百年の浪漫展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

200₇年度

成瀬仁蔵 その生涯展─教え子から見た成瀬像 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─家庭生活の研究展 6月 ～ ₇月

日本女子大学と国際交流展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

200₈年度

日本女子大学創立者 成瀬仁蔵 生誕₁₅₀年記念展
 天職に生きる（前期） 4月 ～ ₇月

日本女子大学創立者 成瀬仁蔵生誕₁₅₀年記念展
 天職に生きる（後期）※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2009年度

成瀬仁蔵 その生涯展─永劫（とわ）に生く 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─詩聖タゴールの来訪展 6月 ～ ₇月

写真展 西生田キャンパスの風景 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2010年度

シリーズ「天職に生きる」 成瀬仁蔵と「食」 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三泉寮と三井家展 6月 ～ ₇月

人間社会学部開設₂₀周年記念展 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2011年度

シリーズ「天職に生きる」 成瀬仁蔵と「服」 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─附属豊明小学校「夏の学校」展 6月 ～ ₇月

日本女子大学の国際交流展※ 9月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月
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成瀬記念館西生田記念室（西生田）展示一覧　1996年6月（開室）～2015年3月
年度 展示タイトル 会期

1996年度

講堂落成記念特別展 西生田成瀬講堂への道
 ─西生田キャンパスの歴史（以下略） 6月 ～

“三つの泉”を汲みに─軽井沢夏季寮の生活─展  6月 ～ ₇月

“太平洋戦争下の青春”
 ─日本女子大学卒業生・附属高等女学校卒業生は語る─展※ 10月 ～ 12月

明治・大正・昭和の雛人形─所蔵品より─展 1月 ～ 3月

199₇年度

成瀬仁蔵 その生涯展─出郷・受洗・牧師時代 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─詩聖タゴールと三泉寮─展※ 6月 ～ ₇月

本学所蔵絵画から 歴史を語る肖像画展 9月 ～ 12月

明治・大正・昭和のひな人形─所蔵品から展 1月 ～ 3月

199₈年度

成瀬仁蔵 その生涯展─アメリカ留学時代 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─高良とみと三泉寮─展 6月 ～ ₇月

平塚らいてうとその学友／らいてう・博史展※ 9月 ～ 12月

明治・大正・昭和の雛人形─所蔵品から展 1月 ～ 3月

1999年度

成瀬仁蔵 その生涯展─日本女子大学創設運動の時代 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─探訪 軽井沢の歴史─展 5月 ～ ₇月

安房直子・メルヘンの世界展※ 9月 ～ 12月

明治・大正・昭和のひな人形─所蔵品から展 1月 ～ 3月

2000年度

成瀬仁蔵 その生涯展─日本女子大学の開校 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三井家の人々と三泉寮─展 5月 ～ ₇月

₂₁世紀に飛躍する日本女子大学人間社会学部─₁₀周年記念展※ 9月 ～ 12月

明治・大正・昭和の雛人形展 1月 ～ 3月

2001年度
日本女子大学創立₁₀₀周年記念 成瀬仁蔵を助けた人々展（₁） 4月 ～ ₇月

日本女子大学創立₁₀₀周年記念 成瀬仁蔵を助けた人々展（₂）※ 9月 ～ 3月

2002年度

成瀬仁蔵 その生涯展─明治期の日本女子大学校 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─詩聖 タゴールと三泉寮─展 5月 ～ ₇月

一つの彫刻から 成瀬先生胸像をめぐって
 制作者高村光太郎と写真でみる智恵子の紙絵展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月

2003年度

成瀬仁蔵 その生涯展─女子教育研究“毎月会”を起こす  4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三泉寮 たてもの史─展 6月 ～ ₇月

日本女子大学・同志社女子大学 学生交流記念
 成瀬仁蔵と新島襄が蒔いた種展※ 10月 ～ 12月

日本女子大学のおひなさま展 1月 ～ 3月
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年度 展示タイトル 会期

200₈年度

日本女子大学創立者 成瀬仁蔵 生誕₁₅₀年記念展
 天職に生きる（前期） 4月 ～ ₇月

日本家政学会創立六〇周年記念展
 日本女子大学 家政学の歩み 5月 ～ ₈月

日本女子大学創立者 成瀬仁蔵 生誕₁₅₀年記念展
 天職に生きる（後期） 9月 ～ 12月

成瀬仁蔵 墨書展 1月 ～ 3月

2009年度

シリーズ「天職に生きる」 成瀬仁蔵と「食」 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─詩聖タゴールの来訪展 5月 ～ ₈月

成瀬記念館開館₂₅周年記念展※ 9月 ～ 12月

館内整備のため休館 1月 ～ 3月

2010年度

シリーズ「天職に生きる」 成瀬仁蔵と「服」 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三泉寮と三井家展 5月 ～ ₈月

目白キャンパスの変遷※ 9月 ～ 12月

『青鞜』創刊₁₀₀周年記念展『青鞜』と日本女子大学 1月 ～ 3月

2011年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と長州の男たち 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─附属豊明小学校「夏の学校」展 5月 ～ ₈月

日本女子大学の国際交流展 9月 ～ 12月

シリーズ“創る”（₆）福井貞子絵絣展 1月 ～ 3月

2012年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と自然科学教育 4月 ～ 6月
同時開催  ミニ展示 タゴールと日本女子大学 4月 ～ 6月

軽井沢夏季寮の生活─軽井沢いまむかし展 6月 ～ ₈月

理学部開設₂₀周年記念展※ 9月 ～ 12月

故郷を愛す 国を愛す 世界を愛す 上代タノ展 1月 ～ 3月

2013年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と「住」 4月 ～ 6月

軽井沢夏季寮の生活─戦時下の三泉寮 6月 ～ ₈月

阿部次郎をめぐる手紙展 9月 ～ 12月

激動の時代を生きて 高良とみ展 1月 ～ 3月

2014年度

シリーズ「天職に生きる」成瀬仁蔵と「実践倫理」 4月 ～ 6月

軽井沢夏季寮の生活─軽井沢たてもの史 6月 ～ ₈月

開館₃₀周年記念 蔵出し 日本女子大学コレクション展※ 9月 ～ 10月

戦時下の青春 10月 ～ 12月

シリーズ“創る”（₇）関口裕子染色作品展 1月 ～ 3月
※博物館実習生の実習教材とする



−132− (47)

年度 展示タイトル 会期

2001年度

日本女子大学創立₁₀₀周年記念
 成瀬仁蔵と共に歩んだ人々展（₁） 4月 ～ ₈月

同時開催  さくらナースリー₃₀周年記念展（於ロビー） 6月 ～ ₈月

日本女子大学創立₁₀₀周年記念
 成瀬仁蔵と共に歩んだ人々展（₂）
＊同時に成瀬記念講堂を展示場とする特別展示を開催

9月 ～ 3月

2002年度

成瀬仁蔵 その生涯展─帰一の思想を共にした人々 4月 ～ 6月

日本女子大学理学部十周年記念展（₁） 6月 ～ ₈月

日本女子大学理学部十周年記念展（₂） 9月 ～ 12月

館内整備のため休館 1月 ～ 3月

2003年度

成瀬仁蔵 その生涯展─生涯学習への取りくみ 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三泉寮 たてもの史展 5月 ～ ₈月

日本女子大学・同志社女子大学学生交流記念
成瀬仁蔵と新島襄が蒔いた種展 9月 ～ 12月

荻太郎 子どもの世界展 1月 ～ 3月

2004年度

成瀬仁蔵 その生涯展─平和への提言 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活 ─“健康の泉”展 5月 ～ ₈月

桜楓会百周年記念 桜楓樹の実り展 9月 ～ 12月

2004年度
同時開催  成瀬記念館₂₀周年記念─浦辺鎮太郎展 10月 ～ 12月

シリーズ“創る”（₃）
 All About Paper Toys 安座上 真紀子₂₀年の軌跡展 1月 ～ 3月

2005年度

成瀬仁蔵 その生涯展─教え子から見た成瀬像 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活 ─もう一つの夏季寮展 5月 ～ ₈月

スポーツの秋！ 日本女子大学の運動会展 9月 ～ 12月

女子大生が演じたシェイクスピア劇展 1月 ～ 3月

2006年度

成瀬仁蔵 その生涯展─不治の病と“死の研究” 4月 ～ 5月

日本女子大学軽井沢三泉寮百周年記念展 ─大もみの木の下で 5月 ～ ₈月

附属豊明小学校・幼稚園・成瀬記念講堂百周年記念展
 ─豊明百年の浪漫展 9月 ～ 12月

シリーズ“創る”（₄）山口 都 絵画展 1月 ～ 3月

200₇年度

成瀬仁蔵 その生涯展─永劫（とわ）に生く 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活 ─家庭生活の研究展 5月 ～ ₈月

日本女子大学と国際交流展 9月 ～ 12月

シリーズ“創る”（₅）伝統の美と先端技術 多田 牧子 組紐展 1月 ～ 3月
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年度 展示タイトル 会期

1994年度

写真による軽井沢三泉寮の紹介 6月 ～ 9月

〈家庭週報〉の歴史 ─‘桜楓会’創設₉₀年にちなんで─展 10月 ～ 12月

日本女子大学・住居学科〈絵画デッサン〉教室の現在まで
 ─荻太郎と亀本信子・山口都─展 1月 ～ 3月

1995年度

成瀬仁蔵 その生涯展─日本女子大学創設運動の時代（₁） 3月 ～ 6月

シリーズ・日本女子大学の卒業生（₁）
 上代タノと平和運動─書簡を中心に 6月 ～ ₈月

写真による軽井沢三泉寮の紹介 6月 ～ ₈月

戦後₅₀年 戦時下の青春─日本女子大学卒業生は語る─ 10月 ～ 12月

柳 敬助・八重夫妻─共に歩んだ肖像画家と女性編集者 1月 ～ 3月

1996年度

成瀬仁蔵 その生涯展─日本女子大学創設運動の時代（₂） 3月 ～ 5月

“三つの泉”を汲みに─軽井沢夏季寮の生活─展 6月 ～ ₈月

シリーズ“創る”（₁）松江美枝子ジュウリーの世界展 10月 ～ 12月

本館所蔵絵画から─歴史を語る肖像画展 1月 ～ 3月

199₇年度

成瀬仁蔵 その生涯展─日本女子大学の開校 3月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─高良とみと三泉寮─展 6月 ～ ₈月

シリーズ・日本女子大学の卒業生（₂）
 平塚らいてうとその学友 展 10月 ～ 12月

館内塗装工事のため休館 1月 ～ 3月

199₈年度

新制家政学部成立の軌跡展 4月 ～ 6月

軽井沢夏季寮の生活─探訪 軽井沢の歴史─展 6月 ～ ₈月

シリーズ“創る”（₂）宮地房江・染の粋 展 10月 ～ 12月

絵画の中のキャンパス風景─成瀬記念館所蔵品より─展 1月 ～ 3月

成瀬仁蔵 その生涯展─明治期の日本女子大学校 3月 ～

1999年度

成瀬仁蔵 その生涯展─明治期の日本女子大学校 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─三井家の人々と三泉寮─展 6月 ～ ₈月
同時開催  日本女子大学通信教育の₅₀年 ₇月 ～ ₈月

シリーズ・日本女子大学の卒業生（₃）安房直子・メルヘンの世界展 10月 ～ 12月

“住む”から生まれるカタチ
₂₀₀₀年日本女子大学住居学科作品展 1月 ～ 3月

2000年度

成瀬仁蔵 その生涯展─「毎月会」の成立 4月 ～ 5月

軽井沢夏季寮の生活─詩聖タゴールと三泉寮─展 5月 ～ ₈月

プレ日本女子大学₁₀₀周年 歌詞と写真でつづる うた・₁₀₀年展 9月 ～ 12月

プレ日本女子大学₁₀₀周年 成瀬仁蔵墨書展 1月 ～ 3月
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年度 展示タイトル 会期

通信教育のあゆみ─
 日本女子大学通信教育の₄₀年を祝って─展（再展示） ₇月 ～ 9月

19₈9年度
附属高等女学校の春秋展

ミニ展示  本学に学んだ人たち─明星の閨秀歌人・茅野雅子─  10月 ～ 12月

荻 太郎展（絵画展）─ヒューマニズムの世界─ 1月 ～ 3月

成瀬記念館所蔵の墨書展 その二
 ─成瀬仁蔵・森村市左衞門─ 3月

1990年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₅）
 ─渋沢栄一─ 4月 ～ 5月

創立₉₀周年記念 新学部人間社会学部誕生
 ─西生田 その過去と現在─展 5月 ～ 9月

日本女子大学の歴史（₃）戦時下から戦後へ
 ─井上校長・大橋学長時代─展（再展示） 10月 ～ 12月

近代短歌の系譜─日本女子大学に学んだ歌人たち─展 1月 ～ 3月

成瀬記念館所蔵の墨書展 その三
 ─成瀬仁蔵・渋沢栄一─ 3月

1991年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₆）
 ─西園寺公望─ 4月 ～ 5月

日本女子大学の歴史（₄）女子高等教育進展の時
 ─上代・有賀・道 学長の時代─展（再展示） 5月 ～ 9月

女子大学は 今 ─日本女子大学創立九十周年にちなんで─展
ミニ展示  写真展・日本女子大学さくらナースリー₂₀周年を祝して 10月 ～ 12月

曽祖母からの贈りもの ─くらしを伝える雛人形たちと衣裳展 1月 ～ 3月

成瀬記念館所蔵の墨書展 その四  ─成瀬仁蔵・西園寺公望─ 3月

1992年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₇）
 ─麻生正蔵 4月 ～ 6月

日本女子大学・自然科学教育の₉₀年
 ─理学部の開設にちなんで─展 6月 ～ 12月

心の軌跡─浮田克躬肖像画展 1月 ～ 3月

1993年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₈）
 ─森村グループ─ 3月 ～ ₈月

写真による軽井沢三泉寮の紹介 6月 ～ ₈月

学寮は語る─日本女子大学寮の₉₂年─展 9月 ～ 12月

新収蔵品紹介 好本コレクション 布と面展 1月 ～ 3月

1994年度
成瀬仁蔵 その生涯展─アメリカ留学時代（₁₈₉₀～₁₈₉₃年） 3月 ～ 6月

成瀬仁蔵を助けた人々（₉）E. P. ヒューズ
 ─英国女子高等教育のパイオニア─展 6月 ～ 9月
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成瀬記念館（目白）展示一覧　19₈4年10月（開館）～2015年3月
年度 展示タイトル 会期

19₈4年度
開館記念特別展 成瀬仁蔵の生涯、創立期の日本女子大学校 10月 ～ 12月

成瀬仁蔵遺墨展 1月 ～ 3月

19₈5年度

成瀬仁蔵 その生涯展 3月 ～ 4月

日本女子大学校の一回生展─明治₃₇年卒業─ 5月 ～ ₇月

成瀬仁蔵 その生涯展（再展示） ₇月 ～ 9月

日本女子大学の歴史（₂）
大正デモクラシー期の日本女子大学校展 10月 ～ 12月

成瀬記念館所蔵絵画小展 同時展示・長田喜和「校内風景」 1月 ～ 3月

19₈6年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₁）
 ─内海忠勝・土倉庄三郎・広岡浅子─ 3月 ～ 4月

祝 創設八十周年
日本女子大学附属豊明小学校・豊明幼稚園のあゆみ展 5月 ～ ₇月

大正デモクラシー期の日本女子大学校展（再展示） ₇月 ～ 9月

日本女子大学の歴史（₃）戦時下から戦後へ
 ─井上校長・大橋学長時代─展

ミニ展示  本学に学んだ人たち─宮沢賢治の妹・トシ─
10月 ～ 12月

日本女子大学附属豊明小学校・幼稚園児童・園児作品展 1月 ～ 2月

19₈₇年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₂）
 ─三井三郎助・寿天子─ 3月 ～ 5月

軽井沢 三泉寮の₈₀年展 5月 ～ 9月

日本女子大学の歴史（₄）女子高等教育進展の時
   ─上代・有賀・道学長の時代展

ミニ展示  本学に学んだ人たち─網野 菊─
10月 ～ 12月

大橋了介展─日本女子大学校・パリを描く─ 1月 ～ 3月

19₈₈年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₃）
 ─大隈重信─ 3月 ～ 5月

日本女子大学の歴史（₁）黎明期の女子高等教育─本学の創立展 5月 ～ 9月

通信教育のあゆみ─日本女子大学通信教育の₄₀年を祝って─展 10月 ～ 12月

きものから洋服へ─日本女子大学の服装史─展 1月 ～ ３月

成瀬記念館所蔵の墨書展 その一
 ─成瀬仁蔵・麻生正蔵・長井長義─ 3月

19₈9年度

成瀬仁蔵 その生涯展 附・成瀬仁蔵を助けた人々（₄）
 ─森村市左衞門─ 4月 ～ 5月

日本女子大学の歴史（₂）
 大正デモクラシー期の日本女子大学校展 5月 ～ ₇月
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1998年
1月 百周年記念出版物出版準備開始
『日本女子大学学園史ニュース』創刊号発行（第7号 <05年6月 >まで発行）

1999年 9月 附属豊明幼稚園入園選考説明会につき開館（以後、毎年）

2000年
2月 大学入試期間中、受験生付き添い者向けに開館（以後、毎年）
3月『成瀬仁蔵著作目録』発行

2001年

3月『実践倫理講話筆記 大正四年度ノ部』発行（以後、随時）

11月
『日本女子大学学園事典�─創立100年の軌跡』『年表�日本女子大学の100年』『澤
山保羅』発行

12月

日本女子大学創立100周年記念特別展示�<21世紀の教育をひらく>「成瀬記念
講堂─未来を夢みてここに集う」展 成瀬記念講堂にて開催。常設展示「講堂─
その建築と変遷」／「講堂─歴史の中の人々」 企画展示�第1期「掛け図にみる
明治の理科教育」第2期「女性史をひらく�─本学図書館所蔵の貴重図書より」第
3期「一つの彫刻から 成瀬先生胸像をめぐって�─制作者高村光太郎と写真で
みる智恵子の紙絵」

2002年

1月 Japan Women’s University A Centennial History発行 
9月 ㈳日本女子大学教育文化振興桜楓会百周年記念「桜楓樹の実り」展 開催
12月 桜楓会設立百周年記念式典につき特別開館
『写真が語る日本女子大学の100年�─そして21世紀をひらく』発行

2006年 7月
軽井沢町との合同展示、旧三笠ホテルにて開催／三泉寮ロビーに展示パネル設
置

2007年

9月 小石川消防署より「消防マル優認定証」交付される
10月 分館、「文京区指定有形文化財」に認定される

山口県主催「長州・大江戸スタンプラリー」に協力し特別開館

11月
「文京ミューズネットフェスタ2007」（於：文京シビックセンター）の合同展示
に参加（同年6月の文京ミューズネット立ち上げから参加）

12月 桜楓会主催「成瀬仁蔵生誕150年記念講演会」につき特別開館

2008年

6月
創立者生誕150年記念誌『あなたは天職を見つけたか』『日本女子大学成瀬記念
講堂』『写真で見る成瀬仁蔵�その生涯』発行／成瀬仁蔵生誕150年記念式典につ
き特別開館

9月
現代女性キャリア研究所、成瀬記念館１階奥への移転決まる（場所明け渡し準
備開始）

11月
山口県ひとづくり財団の依頼により山口市良城小学校において成瀬仁蔵につい
て講演

2010年
1月
全国大学史資料協議会東日本部会主催「全国大学史展 日本の大学─その成立
と社会」（於・明治大学博物館特別展示室）に参加

12月 文京ミューズネットミニコンサートを成瀬記念講堂で開催
2011年 11月 JWU 1901-2011 A History in Photographs�発行
2013年 5月 第一回成瀬記念館分館移築検討協議会開催（以後、随時）
2014年 10月 開館30年を迎える。『収蔵資料目録１ 旧成瀬記念室資料』発行
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成瀬記念館略年表

1980年 4月
桜楓会総会にて母校創立80周年に際し成瀬記念館建設を要望することを決定
学校法人日本女子大学理事会にて創立80周年記念事業実行委員会の設置を承認

1982年 9月 学校法人日本女子大学理事会において成瀬記念館建設大要承認される

1984年 10月
成瀬記念館開館。開館記念特別展「成瀬仁蔵の生涯、創立期の日本女子大学校」
開催

1985年

4月 附属中学校一年生見学（以後、毎年）／桜楓会総会につき特別開館（以後、毎年）
6月 附属中学校保護者見学（以後、毎年）
7月 附属豊明小学校児童見学（以後、随時）
8月 夏期スクーリングにつき開館（以後、毎年）

1985年 11月『成瀬記念館1985�№１』発行、現在30号まで既刊

1987年
1月 大学史連絡協議会に参加（以後、随時）
6月 関東地区大学史連絡協議会設立総会に参加。常任校となる（以後、随時）

1989年
3月『麻生正蔵著作目録』発行
4月 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会研究会に参加（以後、随時）

1990年
1月 東京都教育委員会より「博物館相当施設」として認可される
4月 西生田キャンパス九十年館内に西生田展示室開室
8月 博物館実習生受入（以後、毎年）

1991年

3月 創立者命日（3月4日）につき特別開館（以後、毎年）
4月『年表�日本女子大学の90年』発行／創立記念日につき特別開館（以後、毎年）
9月『成瀬記念館講演集（一）�長澤美津�─歌に生きる─』発行（以後、随時）
10月 目白祭につき特別開館（以後、毎年）

1992年
4月『麻生正蔵著作集』発行／『展示と記録』創刊号発行（5号〈96年9月〉まで発行）
6月 ビデオ「建物は語る�日本女子大学の90年」制作
8月 大学進学相談会につき特別開館（以後、随時）

1994年 7月 教特１委員会より依頼されたビデオ「日本女子大学の今昔」制作

1995年
3月
『日本女子大学史資料集第一 日本女子大学校創立事務所日誌（一）（二）』発行
（以後、随時）

4月 旧女子教育研究所のスペース及び図書が移管される

1996年

3月 西生田成瀬講堂内に西生田記念室を開室。九十年館内の西生田展示室を閉室
※大学卒業式・入学式・創立記念式等学園行事に際しては、西生田記念室を特
別開室

4月
新任教員の集い、新入寮生オリエンテーション、桜楓会ホームカミングデーに
つき開館（以後、毎年）

1997年 4月 オープンキャンパスにつき特別開館（以後、毎回）
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山口都
日本女子大学・住居学科〈絵画デッサン〉教室
の現在まで 荻太郎と亀本信子・山口都 展 №
11 口絵◆記憶の都市を求めて 山口都 絵画展 
№ 22 口絵

山本欽
「家庭週報」を担った人達―すぎし面影（小笠
原節子） № 13（27～32頁）

吉敷
吉敷探訪（鈴木一夫） №11（9～11頁）◆夢
塾 成瀬仁蔵を学んだ子どもたち（藤田辰夫） 
№ 24（6～8頁）

理科教育
顕微鏡・動植物標本器械目録 № 4 口絵◆日本
女子大学の理科教育―一葉のスナップ写真から

（今島実） № 10（6～7頁）◆顕微鏡の思い出
（館岡孝） № 4（6～8頁）

理学部
成瀬仁蔵先生の構想と理学部（湯浅明） № 7（7

～9頁）◆自然科学教育の100年 展 № 18 口
絵◆理学部十周年に思う（小尾欣一） № 18（6

～8頁）◆丹下ウメ先生の教えを胸に（村岡全
子） № 22（19～26頁）◆目白の理系女子物語 
№ 28 口絵◆理学部開設二〇年周年に思う（今
市涼子） № 28（9～11頁）

留学生
日本女子大学と中国（久保田文次） №14（12

～14頁）◆旧制時代における本学への留学生 
附 日本女子大学校留学生名簿（大門泰子） 
№ 27（49～70頁）

ロックフェラー
家政学研究科設置に向けて上代タノがロックフェ
ラー財団に要請した支援（蟻川芳子） № 27（35

～48頁）
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道喜美代
道喜美代先生との出会い（江澤郁子） № 18（23

～30頁）

三井家
日本女子大学と三井家―「軽井沢別邸」の保
存の可能性の問題と小山市の「小石川三井家
資料」（増淵宗一） № 25（41～70頁）

三井三郎助
日本女子大学三泉寮の創設（中嶌邦） № 4（28

～40頁）

三井高修
三泉寮百周年を記念して 三井高修「成瀬仁蔵
首像」と廣子夫人「成瀬仁蔵肖像画」―没後十
年の追悼競作（増淵宗一） №21（14～37頁）

宮沢賢治・トシ
宮沢トシ「真実ノ為ノ勇進」―日本女子大時代
の求道性を中心に―（山根知子） № 11（44～
64頁）◆断想・宮澤賢治―福祉と「法華経」（吉
田久一） № 12（6～9頁）◆宮沢トシと成瀬仁
蔵―「実践倫理講話」筆記録を中心に（山根
知子） № 15（25～43頁）◆宮澤トシの卒業証
書（山根知子） № 26（14～24）◆宮澤トシの「実
践倫理」答案─成瀬校長の導きとトシの心の軌
跡・思索の跡（山根知子）№ 30（11～41頁）

宮地房江
「宮地房江・染の粋」展 № 15 口絵◆美しいと
きをクリエイトする宮地先生―「宮地房江・染の
粋」展によせて（千葉よう子） № 15（6～7頁）

宮本美沙子
宮本美沙子先生の思い出（黒瀬優子） № 29（8

～10頁）

ムーディ
日本女子大学三泉寮の創設（中嶌邦） № 4（28

～40頁）◆成瀬仁蔵のアメリカ留学の故地を訪
ねて（影山礼子）№ 10（84～69頁）

『目白の雪の日』
祖母・母・子三代、女子大学に学んで（出渕
敬子） № 1（6～9頁）◆「目白の雪の日」と私
たちの歴史（小森美巳） № 24（12～15頁）◆「目
白の雪の日」との3年（小森美巳） № 9（8～
10頁）

森戸辰男
森戸辰男文庫のこと（上村美紗子） №16（12

～14頁）

森村市左衞門
男爵 森村市左衞門 № 5 口絵◆祖父森村市左
衞門の思い出（大島澄） № 5（9～11頁）

柳敬助
成瀬記念館所蔵絵画小展―同時展示・長田喜
和「校内風景」― № 2口絵◆柳敬助・八重 
夫妻 展―共に歩んだ肖像画家と女性編集者― 
№ 12 口絵◆精神的律動の諧和を表す絵 № 28 
口絵

柳八重
第一回生 卒業証書 № 8 口絵◆母のこと（柳文
治郎） № 8（7～9頁）◆柳敬助・八重 夫妻 
展―共に歩んだ肖像画家と女性編集者― № 12 
口絵◆柳八重関係資料 № 12 口絵

山川登美子
山川登美子の葉書 № 10 口絵
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附属高等女学校
附属高女の思い出（佐野俶） № 6（10～12頁）
◆成瀬仁蔵講話 1 高等女学校修身講話会ニ
テ―明治四十二年一月十一日 2 第三学年ニテ
ノ御話―明治四十二年一月十三日 №15（18～
24頁）

附属中学校
母校とともに72年 その2・附属中学校設立の頃

（河村サダ） № 10（45～52頁）◆附属中学校・
高等学校の学校週五日制に寄せて 五日制になっ
て（下村由紀子） № 15（13～15頁）◆附属
中学校のクラス授業におけるヴァイオリン教育（横
溝修二） № 20（8～11頁）

附属豊明小学校
「祝創設八十周年 日本女子大学附属豊明小学
校 豊明幼稚園のあゆみ」展 № 2 口絵◆豊明
小学校、成瀬校長の思い出（田中博次） №１（9

～11頁）◆豊明小学校創設八十周年を祝って
（友沢桂子） № 2（6～７頁）◆日本女子大学附
属豊明小学校 初代主任 河野清丸（友沢桂
子） № 3（30～41）◆新校舎のこと―豊明プロ
ポーザル方式―（功刀俊文） № 14（9～11頁）
◆附属豊明小学校のリトミック（湯浅弘子） № 21

（8～10頁）◆日本女子大学附属豊明小学校・
幼稚園 成瀬記念講堂 百周年記念 豊明 
百年の浪漫（岸本美香子） № 21（62～78頁）

附属豊明幼稚園
豊明幼稚園創設八十周年を祝って（細矢静子） 
№ 2（8～9頁）◆日本女子大学附属豊明幼稚
園 初代主任 甲賀ふじ（前典子） № 2（26

～41頁）◆土と遊び、土を語らせる―豊明幼稚
園の子どもたちの作品から―（西村陽平） № 19

（6～8頁）◆附属豊明幼稚園の百周年に思うこ
と（前典子） № 21（10～13頁）◆日本女子大

学附属豊明小学校・幼稚園 成瀬記念講堂 
百周年記念 豊明 百年の浪漫（岸本美香子） 
№ 21（62～78頁）◆附属豊明幼稚園新園舎
落成 № 26 口絵◆豊明幼稚園 落成式を前に
して思うこと―様 な々思いを受け継いで新園舎―
（永田陽子） № 26（6～8頁）◆傾斜地に寄り
添い、子供の成長に寄り添う建築―豊明幼稚園
とさくらナースリーの改築に参画して―（篠原聡
子） № 26（25～34頁）

平和
平和のために生きる（高良とみ） № 2（42～49頁）
◆平和研究と日本女子大学（杉森長子） № 12

（12～14頁）◆成瀬仁蔵の平和思想と女性へ
の提言（中嶌邦） № 19（37～45頁）◆日本女
子大学の一貫教育における実践的平和教育～
小笠原サマースクール～（生野聡） № 28（15

～17頁）

松浦正泰
成瀬先生の体育観を具象化した人々（馬場哲
雄） № 3（10～11頁）

松江美枝子
「松江美枝子・ジュウリーの世界」展 №13 口絵

松野加寿子
『家庭週報』を担った人達―すぎし面（小笠原
節子） № 13（27～32頁）

丸山千代
桜楓会託児所保母主任 丸山千代（山中裕子）
№ 30（47～71頁）

三田庸子
更生・福祉事業に生きて（三田庸子） № 3（42

～49頁）
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『日本教会費自給論』
紹介『日本教会費自給論』 № 10（35～44頁）

『ニューヨークタイムズ』
成瀬仁蔵インタビュー『ニューヨークタイムズ』
1912年11月10日（川端康雄） № 26（72～52

頁）

梅花学園
「成瀬仁蔵を取り巻く人々」展について（遠藤トモ） 
№ 17（8～10頁）

原口鶴子
「心理学者 原口鶴子の青春」映画製作にこめ
た思い（泉悦子） № 22（8～10頁）

ヒューズ，エリザベス　P．
エリザベス P．ヒューズ―成瀬仁蔵を助けた英
国女子教育のパイオニア（白井堯子） № 9（46

～57頁）◆日英交流と明治期の女子高等教育
―放送大学講義で成瀬仁蔵を語る（白井堯子） 
№ 21（38～52頁）◆ E.P.ヒューズの English 
Literature for Japanese Studentsと成瀬仁蔵

（白井堯子） № 27（14～34頁）

平井章
母 平井章のこと（平井卓郎） № 10（6～7頁）

平塚らいてう
「平塚らいてう と その学友」展 № 14 口絵◆偉
大なる先輩との交わりから―あの二つの指輪の行
方は？（三枝佐枝子） № 19（26～36頁）◆『青
鞜』と日本女子大学 № 26 口絵◆新発見史料

「平塚らいてう」の答案を読み解く―成瀬仁蔵の
「実践倫理」講義の答案の概要から考える（中
嶌邦） № 29（34～50頁）

広岡浅子
成瀬仁蔵宛 広岡浅子書簡 明治二九年六月
一五日 № 27（80～84頁）◆広岡浅子とその
時代─日本女子大学校への夢─（吉良芳恵）
№ 30（72～92頁）

弘津千代
姉 弘津千代のこと（弘津友三郎） № 4（8～
9頁）

フィリップス
大学本科と私の半生（藤澤英子） №14（70～
80頁）◆ E.G.フィリップスと日本女子大学校―残
された書簡を中心に（白井堯子） № 17（30～
58頁）◆日英交流と明治期の女子高等教育―
放送大学講義で成瀬仁蔵を語る（白井堯子） 
№ 21（38～52頁）

福井貞子
福井貞子 絵絣展 № 27 口絵

服装
「きものから洋服へ―日本女子大学校の服装史
―」展 № 5 口絵◆日本女子大学の服装史（佐々
井啓） № 5（32～44頁）

附属高等学校
短歌・俳句と高校教育（綾野道江） № 12（10

～11頁）◆附属中学校・高等学校の学校週五
日制に寄せて 五日制のめざすもの（小林基男） 
№ 15（15～17頁）◆零（ゼロ）からの出発―
草創期の附属高校（西生田校）―（小林すみ
江） № 15（44～49頁）◆アフガニスタン女性教
育支援に取り組んで（田中若代） № 18（8～11

頁）◆附属高等学校に創立者の教育理想をみる
（井上光） № 20（11～13頁）
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二十六日 № 17（16～22頁）◆成瀬仁蔵講話 
研究科生並ビニ卒業生ノ為メニ―明治三十八年
三月二十九日 № 18（15～22頁）◆成瀬仁蔵
講和 始業式ニ於テ―明治三十八年四月十二
日 № 19（17～25頁）◆成瀬仁蔵講話 1 新
入生ノ入学式ニ於て―明治三十八年四月二十
一日 2 一学年実践倫理講話―明治三十八年
四月二十四日 № 20（20～29頁）◆成瀬仁蔵
講話 1 体育ニ就キテ―明治三十八年五月一
日 2 第二学年倫理講話―明治三十八年五月
五 日 № 21（53～61頁 ） ◆ 成 瀬 仁 蔵 講
話 1 通学生総会ニ於テ―明治三十八年五月
五日 2 第三学年実践倫理講話 № 22（39～
45頁）◆成瀬仁蔵講話 1 第一学年 実践倫
理―明治三十八年五月八日 2 第三学年 倫理
学―明治三十八年五月十日 № 23（95～102頁）
◆成瀬仁蔵講話 1 桜楓会例会ニ於テ―明治
三十八年五月十四日 2 第三学年倫理学―明
治三十八年五月二十四日 3 第二学年 倫理
講話―明治三十八年五月二十六日 № 24（30

～39頁）◆成瀬仁蔵講話 1 始業式ニテ―明
治四十二年四月十三日 2 大学部新入生歓迎
会ニテ―明治四十二年四月十七日 № 25（71～
80頁）◆成瀬仁蔵講話 1 四十二年度計画発
表会―明治四十ニ年四月十八日 2 第一学年
にて―明治四十二年四月二十四日 № 26（42～
51）◆成瀬仁蔵講話 1 第一学年に於て―明
治四十三年五月十四日 2 春期運動会批評会
後にて―明治四十三年五月二十一日 № 27（78

～79頁）◆成瀬仁蔵講話 大学部全体の為に
―明治四十四年三月二十二日 № 28（31～40

頁）◆成瀬仁蔵講話 大学部全体の御話―明
治四十四年五月三十一日 № 29（51～59頁）
◆成瀬仁蔵講話 1 大学部二、三学年にて─
明治四十四年七月五日 2 第一学年生まとめの
会─明治四十四年七月九日 № 30（93～105

頁）

成瀬文庫
〝成瀬蔵書〟より（石川松太郎） № 1（4～6頁）
◆成瀬文庫のＮ・Ｅ・Ｄ（亀山健吉） № 2（4～
5頁）◆社会学的世界の解読―「成瀬文庫」
について―（山本鎮雄） № 4（4～6頁）

新島襄
日本女子大学と同志社 成瀬仁蔵と新島襄が
蒔いた種（本井康博） № 17（10～13頁）

西生田
西生田校地草創の頃（木下けい） № 6（8～9

頁）◆成瀬記念館西生田記念室の開設にあた
って（宮本美沙子） № 12（4～5頁）◆「西生
田成瀬講堂」によせて（北川定男） № 13（6～
8頁）◆零（ゼロ）からの出発―草創期の附属
高校（西生田校）―（小林すみ江） № 15（44

～49頁）◆生田の森の四季（大塚泰弘） № 24

（9～12頁）◆女子大の森の保全について（関
口文彦） № 28（12～14頁）

仁科節
仁科節日記（その1） 大正七年十二月二十九
日―大正八年一月三日 № 2（20～25頁）◆仁
科節日記（その2） 大正八年一月十五日―二
月五日 № 3（24～29頁）◆仁科節日記（その3） 
大正八年二月六日―二月二十五日 № 4（20～
27頁）◆仁科節日記（その4） 大正八年二月
二十六日―三月四日 № 5（22～31頁）◆仁科
節日記（補遺）・成瀬校長の病床に侍して〔大
正八年三月三日―四日〕 № 6（23～27頁）◆「家
庭週報」を担った人達―すぎし面影（小笠原節
子） № 13（27～32頁）

新渡戸稲造
上代タノと新渡戸稲造―上代タノ書簡を中心に

（島田法子） № 13（75～54頁）
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分館の思い出（守屋良子）№ 30（6～8頁）

成瀬記念講堂
父 田辺淳吉と成瀬記念講堂（岩田礼子） № 14

（6～8頁）◆成瀬記念講堂―未来を夢みてここ
に集う № 17 口絵◆私の成瀬講堂物語（後藤
久） № 21（6～8頁）◆日本女子大学附属豊
明小学校・幼稚園 成瀬記念講堂 百周年記
念 豊明 百年の浪漫（岸本美香子） № 21（62

～78頁）◆成瀬記念講堂―設計者のこと、震
災復旧のこと、、保存修復のことなど（松波秀子） 
№ 22（46～55頁）

成瀬仁蔵
成瀬先生と“真面目”（稲沼史） № 2（50～52頁）
◆成瀬先生の思い出（野村郁子） № 2（52～
54頁）◆成瀬先生と聖書（今村晋） № 5（8～
9頁）◆先覚者としての成瀬先生の教育思想（唐
澤富太郎） № 6（28～41頁）◆成瀬仁蔵のア
メリカ留学の故地を訪ねて（影山礼子） № 10（84

～69頁）◆成瀬仁蔵先生の教育観（宮本美
沙子） № 16（4～5頁）◆成瀬仁蔵の誕生日の
謎（島田法子） № 17（23～29頁）◆現代に生
きる創立者の願い（後藤祥子） № 21（4～5頁）
◆創立者生誕百五十年に向けて（後藤祥子） 
№ 22（4～5頁）◆成瀬仁蔵のワードローブ（間
瀬登茂子） № 22（56～71頁）◆教え子から見
た成瀬像（永田彩子）№ 22（72～83頁）◆
創立者生誕一五〇年記念諸行事に寄せて（後
藤祥子） № 23（6～9頁）◆成瀬仁蔵の「帰一」
に基づく宗教的人間形成論（大森秀子） № 23

（18～45頁）◆成瀬仁蔵の英語による講演とそ
の記録（新井明） № 23（46～57頁）◆成瀬
仁蔵と近代日本の写真師たち―成瀬仁蔵肖像写
真を中心に（増淵宗一） № 23（103～130頁）
◆成瀬仁蔵の結婚と離婚―親族関係からのアプ
ローチ（大門泰子） № 23（131～150頁）◆成

瀬仁蔵の死に際しての受容と信念（佐藤和人） 
№ 29（4～5頁）

成瀬仁蔵講話
成瀬仁蔵講話 1 快楽ト克己、興味ト困難、愛
と犠牲ノ関係 第一学年ニ於テ─明治四十一
年六月二十六日 2 夏季寮ノ計畫ニツキテ 第
三学年ニ於テ─明治四十一年七月八日 № 1（12

～26頁）◆成瀬仁蔵講話 終業式ニ於テ─明
治四十一年七月十日 № 2（10～19頁）◆成瀬
仁蔵講話 1 第三学年ニ於テノ御話（体育ニ
就テ）─明治四十一年十月廿一日 2 第一学
年ニ於テ─明治四十一年十月卅一日 № 3（12

～23頁）◆成瀬仁蔵講話 第一学年ニ於テ─
明治四十一年十一月七日 № 4（10～19頁）◆
成瀬仁蔵講話 第三学年ニ於テ─明治四十一
年十一月十八日 № 5（14～21頁）◆成瀬仁蔵
講話 1 運動会ノ批評─明治四十一年十一月
廿四日 2 正会員ニ於テ─明治四十一年十二
月六日 № 6（13～22頁）◆成瀬仁蔵講話 第
三学年ニテノ御話─明治四拾一年拾二月九日 
№ 7（12～22頁）◆成瀬仁蔵講話 桜楓会例
会ニ於テ─明治四拾一年拾二月十三日 № 8（16

～22頁）◆成瀬仁蔵講話 第一学年ニ於テ─
明治四十一年十二月十九日 № 9（14～22頁）
◆成瀬仁蔵講話 大学部全体ノ為ニ № 11（15

～30頁）◆成瀬仁蔵講話 尋問会ニ於テ №
12（15～23頁）◆成瀬仁蔵講話 新年祝賀
式―明治四十二年一月一日 № 13（20～26頁）
◆成瀬仁蔵講話 第三学期始業式ニ於テ―明
治四十二年一月八日 № 14（19～25頁）◆成
瀬仁蔵講話 1 高等女学校修身講話会ニテ―
明治四十二年一月十一日 2 第三学年ニテノ御
話―明治四十二年一月十三日 № 15（18～24

頁）◆成瀬仁蔵講話 終業式ニ於テ―明治三
十八年三月二十五日 № 16（15～21頁）◆成
瀬仁蔵講話 お別れの会―明治三十八年三月
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～26頁）◆国立女性教育会館企画展示「女
性科学者の誕生～チャレンジした女性たち～」

（西村昭子） № 25（6～8頁）◆眞島利行日記
と黒田チカ資料にみえる丹下ウメ（永田英明） №
29（8～10頁）

通信教育
通信教育創設の頃（竹中はる子） № 5（12～
13頁）◆通信教育学生時代―知的飢餓感から
の解放・学ぶことの歓び（生田千恵子） № 15（52

～63頁）◆日本女子大学の伝統としての「生
涯学習」―『日本女子大学通信教育関係資料』
を刊行して（安井育代） № 20（80～96頁）

辻きよ
丹下ウメ先生の教えを胸に（村岡全子） № 22（19

～26頁）

津田梅子
日英交流と明治期の女子高等教育―放送大学
講義で成瀬仁蔵を語る（白井堯子） № 21（38

～52頁）

塘茂太郎
義父 塘茂太郎の思い出（塘茂子） № 13（14

～19頁）

同志社
同志社女学校と大橋広（坂本清音） № 20（14

～19頁）◆日本女子大学と同志社 成瀬仁蔵
と新島襄が蒔いた種（本井康博） №17（10～
13頁）

東北大学
東北帝国大学と女子学生（永田英明） № 17（13

～15頁）

中村佐喜子
私の大学本科の頃（中村佐喜子） № 11（70～
79頁）

長澤美津
長澤美津氏に聞く № 6（42～57頁）

成瀬記念館
成瀬記念館開館特別展 № 1口絵◆成瀬記念
館に思う（木下法也） № 3（4～5頁）◆成瀬
記念館の階段（宮本美沙子） № 9（4～5頁）
◆成瀬記念館開館十周年にあたって（宮本美
沙子） № 10（4～5頁）◆記念館と赤煉瓦（森
本正一） № 10（93～95頁）◆成瀬記念館へ
の想いと願い（一番ケ瀬康子）№ 10（100～
102頁）◆成瀬記念館の役割に思う（中嶌邦） 
№ 10（103～105頁）◆成瀬記念館西生田記
念室の開設にあたって（宮本美沙子） №12（4

～5頁）◆成瀬記念館で学ぶ（土屋莊次） №
15（11～13頁）◆成瀬記念館開館二十周年
記念展示 成瀬記念館と設計者・浦辺鎮太郎

（岸本美香子） № 19（46～55頁）◆成瀬記念
館の二十周年を祝して（松崎彰） № 19（73～
74頁）◆日本女子大学の大学史および大学史
活動のこと（鈴木秀幸） № 19（75～77頁）◆
開館二十周年によせて（桑尾光太郎） № 19（78

～79頁）◆成瀬記念館開館の頃、そして未来
へ（秋山倶子） № 19（80～89頁）◆成瀬記
念館開館三〇年に寄せて（西山伸）№ 30（119

～120頁）◆成瀬記念館と共に三〇年（井上潤）
№ 30（115～118頁）◆開館の頃（青木生子）
№ 30（121頁）

成瀬記念館分館
成瀬先生の住まい（鈴木賢次） № 9（11～13頁）
◆本学職員としての成瀬記念館分館の思い出

（石垣典子） № 19（11～13頁）◆成瀬記念館
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№ 7（59～63頁）◆戦時下の一学生として（師
岡愛子） № 11（65～69）◆アンケート「太平
洋戦争と日本女子大学（校）学生生活」につ
いて（成瀬記念館） № 12（24～41頁）◆回
想 敗戦直後の学生生活（横山陽子） № 15（8

～10頁）◆私の学生時代と「信州戦争展」（平
田広子） № 16（10～12頁）◆戦時下における
歌集『茶の花』・『白埴』の誕生―付 『茶の花』
翻刻―（濱田美枝子） № 29（14～33頁）

雑司ヶ谷
企画展「江戸時代に生まれた庶民信仰の空間
―音羽と雑司ヶ谷―」（永村眞） № 26（9～11

頁）◆キャンパスにしたい雑司ヶ谷界隈（薬袋
奈美子） № 29（10～13頁）

体育
成瀬先生の体育観を具象化した人々（馬場哲
雄） № 3（10～11頁）◆日本女子大学と体育（馬
場哲雄） № 10（10～12頁）◆成瀬仁蔵と健康
教育（佐藤和人） № 18（31～38頁）◆成瀬
仁蔵講話 体育ニ就キテ―明治三十八年五月
一日 № 21（53～59頁）◆成瀬仁蔵の考えた

「食」と健康（德野裕子） № 23（85～94頁）

大学院
道喜美代先生との出会い（江澤郁子） № 18（23

～30頁）◆家政学研究科設置に向けて上代タ
ノがロックフェラー財団に要請した支援 № 27（蟻
川芳子）（35～48頁）

大学昇格
展示「新制家政学部 成立の軌跡」によせて―
大学昇格とＧＨＱ資料（成瀬記念館） № 14（26

～60頁）◆学生時代の思い出（鈴木和子） №
14（65～69頁）

大学本科
大学本科の頃（武藤静子） № 9（58～62頁）
◆私の大学本科の頃（中村佐喜子） № 11（70

～79頁）◆高等学部・大学本科に学んで（丹
野はな） № 12（56～57頁）◆高等学部並びに
大学本科のこと（上村悦子） № 12（58～64頁）
◆大学本科と私の半生（藤沢英子） № 14（70

～80頁）◆大学本科時代を回顧して（黒川淳
子） № 16（49～59頁）

高月千代
母、千代（1回生）を語る（高月東一） № 3（6

～8頁）

高村智恵子
高村智恵子書簡 № 9 口絵

タゴール
平和のために生きる（高良とみ） № 2（42～49頁）
◆「軽井沢三泉寮の80年」展 № 3 口絵◆タ
ゴールのことなど（青木生子） № 4（2～3頁）
◆はるかなるえにし（青木生子） № 8（4～6頁）
◆高良とみの遺稿と成瀬記念館（高良留美子） 
№ 14（15～18頁）◆成瀬仁蔵はタゴールをどう
理解したか（吉江久彌） № 16（22～43頁）

多田牧子
多田牧子 組紐展 № 23 口絵

田辺淳吉
父 田辺淳吉と成瀬記念講堂（岩田礼子）№
14（6～8頁）◆成瀬記念講堂―設計者のこと、
震災復旧のこと、保存修復のことなど（松波秀子） 
№ 22（46～55頁）

丹下ウメ
丹下ウメ先生の教えを胸に（村岡全子） № 22（19
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―成瀬仁蔵の「実践倫理」講義の答案の概要
から考える（中嶌邦） № 29（34～50頁）◆宮
澤トシの「実践倫理」答案─成瀬校長の導きと
トシの心の軌跡・思索の跡（山根知子）№ 30（11

～41頁）

渋沢栄一
渋沢栄一の女子教育支援 そして、女子教育へ
の思い（井上潤） № 18（12～14頁）

生涯学習・生涯教育
成瀬先生の生涯教育論（辻功） № 9（6～8頁）
◆成瀬仁蔵先生と生涯学習（宮本美沙子） №
11（4～6頁）◆創立百周年の記念事業の一つ

「生涯学習総合センター」の実現に期待（宮本
美沙子） № 14（4～5頁）◆日本女子大学の伝
統としての「生涯学習」―『日本女子大学通
信教育関係資料』を刊行して（安井育代） №
20（80～96頁）

上代タノ
上代タノと新渡戸稲造―上代タノ書簡を中心に

（島田法子） № 13（75～54頁）◆上代タノ先
生に学ぶ（原育子） № 27（6～8頁）◆家政
学研究科設置に向けて上代タノがロックフェラー
財団に要請した支援（蟻川芳子） № 27（35～
48）頁◆上代先生のご遺品整理（松本晴子） 
№ 28（6～8頁）◆上代先生と日本女子大学合
唱団（大竹洋子）№ 30（42～46頁）

食
成瀬仁蔵と健康教育（佐藤和人） № 18（31～
38頁）◆成瀬仁蔵の考えた「食」と健康（德
野裕子） № 23（85～94頁）

『女子教育』
成瀬仁蔵著『女子教育』の中国版と近代中国

における役割について（大浜慶子）№ 19（56

～62頁）

『女子大学週報』
柳八重関係資料 № 12 口絵

白井規矩郎
成瀬先生の体育観を具象化した人々（馬場哲
雄） № 3（10～11頁）◆日本女子大学と体育（馬
場哲雄） № 10（10～12頁）

新庄学園（広島県）
広島県新庄学園訪問記―成瀬校長の蒔いた種
―（後藤祥子） № 27（10～13頁）

鈴木ひでる
薬学一筋の姉鈴木ひでる（鈴木香代） № 8（65

～76頁）◆継ぎの当たった割烹着と女性科学者
（蟻川芳子） № 25（4～5頁）◆国立女性教育
会館企画展示「女性科学者の誕生～チャレンジ
した女性たち～」（西村昭子） № 25（6～8頁）
◆鈴木ひでるの世界に生きて（飯田枝美） № 25

（9～11頁）

生誕記念日
成瀬仁蔵の誕生日の謎（島田法子） № 17（23

～29頁）

青鞜
『青鞜』と日本女子大学 № 26 口絵

関口裕子
関口裕子染色作品展 № 30 口絵

戦争
更生・福祉事業に生きて（三田庸子） № 3（42

～49頁）◆三年八か月の大戦争（広田寿子） 
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著作一覧 № 2（39～41頁）

高等学部
大学本科の頃（武藤静子） № 9（58～62頁）
◆私の大学本科の頃（中村佐喜子） № 11（70

～79頁）◆高等学部・大学本科に学んで（丹
野はな） № 12（56～57頁）◆高等学部並びに
大学本科のこと（上村悦子） № 12（58～64頁）
◆大学本科と私の半生（藤沢英子） № 14（70

～80頁）◆大学本科時代を回顧して（黒川淳
子） № 16（49～59頁）

河野清丸
日本女子大学附属豊明小学校初代主任河野清
丸（友沢桂子） №3（30～41頁）◆河野清丸
略歴，著作  № 3（71～68頁）

高良とみ
平和のために生きる（高良とみ） № 2（42～49頁）
◆高良とみの遺稿と成瀬記念館（高良留美子） 
№ 14（15～18頁）◆激動の時代を生きて―高
良とみ展 № 29 口絵

五味保義
五味保義先生のこと、「ゆりの木」のことなど（実
藤恒子） № 7（10～11頁）

『今後の女子教育』
成瀬仁蔵『今後の女子教育』―学生と共に読む

（青木生子） № 2（52～53頁）

澤山保羅
成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in Japan”―沢山
保羅牧師の生涯とその事業について № 7（23

～44頁）◆成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in 

Japan”―沢山保羅牧師の生涯とその事業につい
て（2） № 8（23～47頁）◆成瀬仁蔵著 “A 

Modern Paul in Japan”―沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（3） № 9（23～45頁）◆成
瀬仁蔵著 “A Modern Paul in Japan”―沢山保
羅牧師の生涯とその事業について（4） № 10（13

～44頁）◆成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in 

Japan”―沢山保羅牧師の生涯とその事業につい
て（5） № 11（31～43頁）◆”A Modern Paul 

in Japan” 成瀬仁蔵著『沢山保羅―現代日本
のパウロ―』の成立をめぐって（新井明） № 12（42

～54頁）

三綱領
三綱領の書かれた日について―二月二十八日執
筆に対する疑問―（石川ムメ） № 4（41～51頁）
◆自発創生（柴崎武夫） № 6（6～7頁）◆生
誕一五〇年記念 成瀬仁蔵墨書展 № 24 口絵

三泉寮
「軽井沢三泉寮の80年」展 № 3 口絵◆日本女
子大学三泉寮の創設（中嶌邦） № 4（28～40

頁）◆三泉寮百周年を記念して 三井高修「成
瀬仁蔵首像」と廣子夫人「成瀬仁蔵肖像画」
―没後十年の追悼競作（増淵宗一） № 21（14

～37頁）◆生誕一五〇年記念 成瀬仁蔵墨書
展 № 24 口絵

シェイクスピア劇
英文学科第十一回シェイクスピア劇 関連資料 
№ 20 口絵◆英語劇「お気に召すまま」の上演

（一九五三年）（英文学科新制四回生） № 20（44

～79頁）◆女子大生が演じたシェイクスピア劇 
№ 21 口絵

実践倫理
宮沢トシと成瀬仁蔵―「実践倫理講話」筆記
録を中心に（山根知子） № 15（25～43頁）◆
新発見史料「平塚らいてう」の答案を読み解く
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～14頁）

家政学部
展示「新制家政学部 成立の軌跡」によせて―
大学昇格とＧＨＱ資料（成瀬記念館） № 14（26

～60頁）◆家政学部被服学科（大野静枝） 
№ 14（61～64頁）◆道喜美代先生との出会い

（江澤郁子） № 18（23～30頁）◆日本女子大
学校の家政学教育―「家政学概論」の講義か
ら―（佐々井啓） № 22（27～38頁）◆家政学
部の拠点・桜楓家政研究館（木下けい） № 24

（56～64頁）

合唱団
上代先生と日本女子大学合唱団（大竹洋子） №
30（42～46頁）

『家庭週報』
『家庭週報』の変遷（小川美保） № 7（45～
58頁）◆桜楓会『家庭週報』の思い出（小笠
原節子） № 8（61～64頁）◆『家庭週報』を
担った人達―すぎし面影（小笠原節子） № 13

（27～32頁）

亀本信子
日本女子大学・住居学科〈絵画デッサン〉教室
の現在まで 荻太郎と亀本信子・山口都 展 №
11 口絵

軽井沢
軽井沢―昔・中仙道の宿場 今世界のパラダイ
ス―（野見山不二） № 3（8～10頁）◆軽井
沢の自然に囲まれて（三輪信江） № 16（44～
48頁）◆日本女子大学と三井家―「軽井沢別
邸」の保存の可能性の問題と小山市の「小石
川三井家資料」（増淵宗一） № 25（41～70頁）

『軽井沢山上の生活』
「軽井沢山上の生活」の詩について―原詩を尋
ねて―（上）（片桐芳雄） № 28（62～41頁）
◆「軽井沢山上の生活」の詩について―原詩
を尋ねて―（下）（片桐芳雄） № 29（83～67頁）

関東大震災
成瀬記念講堂─設計者のこと、震災復旧のこと、
保存修復のことなど（松波秀子） № 22（46～
55頁）◆「大正拾弐年九月一日 震災善後録 
記録係」 № 29（60～66頁）

帰一協会
成瀬先生とのふれあいの中で（今岡信一良） №
1（28～33頁）

ギルマン夫人
成瀬仁蔵とギルマン夫人（山内惠） № 25（15

～27頁）

クリスタル・マクミラン
平和研究と日本女子大学（杉森長子） № 12（12

～14頁）

黒板さき
はは 黒板さきと日本女子大学校（永井路子） №
8（9～11頁）

健康
→体育

校歌
校歌のことなど（原田夏子） № 13（8～11頁）

甲賀ふじ
日本女子大学附属豊明幼稚園初代主任甲賀ふじ

（前典子） № 2（26～38頁）◆甲賀ふじ略歴，
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ウェルズリー女子大学
成瀬先生とウェルズリー女子大学（影山礼子） 
№ 13（12～14頁）

浮田克躬
成瀬記念館所蔵絵画小展―同時展示・長田喜
和「校内風景」― № 2口絵◆心の軌跡―浮
田克躬肖像展 № 9 口絵

浦辺鎮太郎
不易流行（青木生子） № 7（4～6頁）◆記念
館と赤煉瓦（森本正一） № 10（93～95頁）◆
成瀬記念館開館二十周年記念展示 成瀬記念
館と設計者・浦辺鎮太郎（岸本美香子） № 19（46

～55頁）

桜楓会
桜楓会「家庭週報」の思い出（小笠原節子） 
№ 8（61～64頁）◆桜楓会設立百周年に想う（藤
枝修子） № 19（8～10頁）◆成瀬先生生誕一
五〇年を迎えて 桜楓会の取り組み（大槻弥栄
子） № 23（16～17頁）◆成瀬仁蔵から託され
た桜楓会の使命（山本和代） № 23（58～73頁）

桜楓家政研究館
家政学部の拠点・桜楓家政研究館（木下けい） 
№ 24（56～64頁）

桜楓会託児所
桜楓会託児所保母主任 丸山千代（山中裕
子） № 30（47～71頁）

大橋広
成瀬仁蔵先生と大橋廣先生（湯浅明） № 11（7

～9）◆大学本科時代を回顧して（黒川淳子） 
№ 16（49～59頁）◆同志社女学校と大橋広（坂
本清音） № 20（14～19頁）

大橋了介
日本女子大学校を描いた大橋了介 № 2（56～
59頁）◆佐伯祐三と大橋了介（浅野徹） № 3（50

～53頁）◆大橋了介展―日本女子大学校・パ
リを描く― № 4 口絵

大村嘉代子
祖母・母・子三代、女子大学に学んで（出渕
敬子） № 1（6～9頁）◆「目白の雪の日」との
3年（小森美巳） № 9（8～10頁）

荻太郎
荻太郎先生に聞く № 5（56～73頁）◆荻太郎
展 ヒューマニズムの世界 № 6 口絵◆荻太郎展
によせて № 6（58～59頁）◆日本女子大学・
住居学科〈絵画デッサン〉教室の現在まで 荻
太郎と亀本信子・山口都 展 № 11 口絵◆荻太
郎 子どもの世界 展 № 19 口絵◆荻先生の思い
出（山口都） № 25（12～14頁）◆附属豊明
幼稚園新園舎落成 № 26 口絵

長田喜和
成瀬記念館所蔵絵画小展―同時展示・長田喜
和「校内風景」― № 2口絵◆長田喜和〝校
内風景〟展を見て № 2（49頁）◆長田先生を
お偲びして（鹿野澄子） № 11（12～14頁）

絵画
佐伯祐三と大橋了介（浅野徹） № 3（50～53頁）
◆荻太郎先生に聞く № 5（56～73頁）

学寮
学寮の思い出―寮生として寮監として（石塚昌
子） № 20（30～42頁）

何香凝
日本女子大学と中国（久保田文次） №14（12
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人名件名索引

A Modern Paul in Japan
成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in Japan”－沢山保
羅牧師の生涯とその事業について― № 7（23

～44頁 ） ◆ 成 瀬 仁 蔵 著 “A Modern Paul in 

Japan”－沢山保羅牧師の生涯とその事業につい
て（2）― № 8（23～47頁）◆成瀬仁蔵著 “A 

Modern Paul in Japan”－沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（3）― № 9（23～45頁）
◆成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in Japan”―沢山
保羅牧師の生涯とその事業について（4）― №
10（13～34頁 ） ◆ 成 瀬 仁 蔵 著“A Modern 

Paul in Japan”－沢山保羅牧師の生涯とその事業
について（5）― № 11（31～43頁）◆成瀬仁
蔵著 “A Modern Paul in Japan” 成瀬仁蔵著『沢
山保羅―現代日本のパウロ―』の成立をめぐって

（新井明） № 12（42～54頁）

O Lord! Correct Me
O Lord! Correct Meのルーツを辿る（出渕敬子）
№ 23（74～84頁）

安座上真紀子
All About Paper Toys 安座上真紀子 20年の
軌跡展 № 20 口絵

麻生正蔵
成瀬先生の体育観を具象化した人々（馬場哲
雄） № 3（10～11頁）◆祖父麻生正蔵のこと（麻
生誠） № 8（11～14頁）◆人情如山彦（岩橋

ヨシ） № 15（50～51頁）

アフガニスタン女性教育支援
アフガニスタン女性教育支援に取り組んで（田中
若代） № 18（8～11頁）

阿部次郎
阿部次郎をめぐる手紙展 № 29 口絵

網野菊
偉大なる先輩との交わりから―あの二つの指輪の
行方は？（三枝佐枝子） № 19（26～36頁）

安房直子
大学本科と私の半生（藤澤英子） №14（70～
80頁）◆「安房直子・メルヘンの世界」展 №
16 口絵◆「安房直子・メルヘンの世界」展に
寄せて（乗田令子） № 16（6～7頁）

一宮道子
回想 校歌のことなど（原田夏子） №13（8～11頁）

市村今朝蔵
軽井沢の自然に囲まれて（三輪信江） № 16（44

～48頁）

今岡信一良
成瀬先生とのふれあいの中で（今岡信一良） №
1（28～33頁）
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師岡愛子　もろおか　あいこ
〈私と日本女子大学〉戦時下の一学生として 
№ 11（65～69頁）

ヤ
安井育代　やすい　いくよ

〈資料紹介〉日本女子大学の伝統としての「生
涯学習」―『日本女子大学史資料集第九 日
本女子大学校通信教育関係資料』を刊行して
―№ 20（80～96頁）

柳文治郎　やなぎ　ぶんじろう
〈随想〉母のこと № 8（7～9頁）

山内惠　やまうち　めぐみ
〈研究ノート〉成瀬仁蔵とギルマン夫人 № 25（15

～27頁）

山口都　やまぐち　みやこ
〈随想〉新しい出発 № 22（6～8頁）◆荻先
生の思い出 № 25（12～14頁）

山中裕子　やまなか　ひろこ
〈Bloom as a leader. 時代を切り拓く卒業生〉桜
楓会託児所保母主任 丸山千代 № 30（47

～71頁）

山根知子　やまね　ともこ
〈研究〉宮沢トシ「真実ノ為ノ勇進」―日本女
子大時代の求道性を中心に― № 11（44～64

頁）◆「宮沢トシと成瀬仁蔵―「実践倫理講話」
筆記録を中心に― № 15（25～41頁）◆〈研
究ノート〉宮澤トシの卒業証書 № 26（14～24

頁）◆〈新資料紹介〉宮澤トシの「実践倫理」
答案―成瀬校長の導きとトシの心の軌跡― №
30（11～41頁）

山本和代　やまもと　かずよ
〈創立者からのメッセージ〉成瀬仁蔵から託され
た桜楓会の使命 № 23（58～73頁）

山本鎮雄　やまもと　しずお
〈随想〉社会学的世界の解読―「成瀬文庫」
について № 4（4～6頁）

山領まり　やまりょう　まり
〈修復レポート〉百年館壁面の「龍の図」を修
復して № 17（59～62頁）

湯浅明　ゆあさ　あきら
〈随想〉成瀬仁蔵先生の構想と理学部 № 7（7

～9頁）◆成瀬仁蔵先生と大橋廣先生 № 11

（7～9頁）

湯浅弘子　ゆあさ　ひろこ
〈随想〉附属豊明小学校のリトミック №21（8

～10頁）

横溝修二　よこみぞしゅうじ
〈随想〉附属中学校のクラス授業におけるヴァイオ
リン教育 № 20（8～11頁）

横山陽子　よこやま　ようこ
〈随想〉回想 敗戦直後の学生生活 № 15（8

～10頁）

吉江久彌　よしえ　ひさや
〈研究ノート〉成瀬仁蔵はタゴールをどう理解した
か № 16（22～43頁）

吉田久一　よしだ　きゅういち
〈随想〉断想・宮澤賢治―福祉と「法華経」 
№ 12（6～9頁）
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（8～9頁）

マ
間瀬登茂子　ませ　ともこ

〈調査報告〉成瀬仁蔵のワードローブ № 22（56

～71頁）

松崎彰　まつざき　あきら
成瀬記念館の二十周年を祝して № 19（73～
74頁）

松波秀子　まつなみ　ひでこ
〈研究ノート〉成瀬記念講堂―設計者のこと、震
災復旧のこと、保存修復のことなど № 22（46

～55頁）

松本晴子　まつもと　せいこ
〈随想〉上代先生のご遺品整理 № 28（6～8頁）

前典子　まえ　のりこ
〈研究〉日本女子大学附属豊明幼稚園初代主任
甲賀ふじ №2（26～38頁）◆〈随想〉附属豊
明幼稚園の百周年に思うこと №21（10～13頁）

増淵宗一　ますぶち　そういち
〈研究〉三泉寮百周年を記念して 三井高修「成
瀬仁蔵首像」と廣子夫人「成瀬仁蔵肖像画」
―没後十年の追悼競作 № 21（14～37頁）
◆成瀬仁蔵と近代日本の写真師たち―成瀬仁蔵
肖像写真を中心に № 23（103～130頁）◆〈報
告〉日本女子大学と三井家 「軽井沢別邸」の
保存の可能性の問題と小山市の「小石川三井
家資料」 № 25（41～70頁）

三田庸子　みた　つねこ
〈聞きがき〉更生・福祉事業に生きて № 3（42

～49頁）

薬袋奈美子　みない　なみこ
〈随想〉キャンパスにしたい雑司ヶ谷界隈 № 29

（10～13頁）

宮本美沙子　みやもと　みさこ
成瀬記念館の階段 № 9（4～5頁）◆成瀬記
念館開館十周年にあたって № 10（4～5頁）
◆成瀬仁蔵先生と生涯学習 №11（4～6頁）
◆成瀬記念館西生田記念室の開設にあたって 
№ 12（4～5頁）◆本学の百周年 № 13（4

～5頁）◆創立百周年の記念事業の一つ 「生
涯学習総合センター」の実現に期待 № 14（4

～5頁）◆「百年館」と桜 № 15（4～5頁）
◆成瀬仁蔵先生の教育観 № 16（4～5頁）

三輪信江　みわ　のぶえ
〈私と日本女子大学〉軽井沢の自然に囲まれて 
№ 16（44～48頁）

武藤静子　むとう　しずこ
〈私と日本女子大学〉大学本科の頃 № 9（58

～62頁）

村岡全子　むらおか　まさこ
〈私と日本女子大学〉丹下ウメ先生の教えを胸に 
№ 22（19～26頁）

本井康博　もとい　やすひろ
〈随想〉日本女子大学と同志社 成瀬仁蔵と新
島襄が蒔いた種 № 17（10～13頁）

森本正一　もりもと　しょういち
記念館と赤煉瓦 № 10（93～95頁）

守屋良子　もりや　よしこ
〈随想〉成瀬記念館分館の思い出 № 30（6～
8頁）
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西村昭子　にしむら　あきこ
〈随想〉国立女性教育会館企画展示「女性科
学者の誕生～チャレンジした女性たち～」 № 25

（6～8頁）

西村陽平　にしむらようへい
〈随想〉土と遊び、土を語らせる―豊明幼稚園
の子どもたちの作品から― № 19（6～8頁）

西山伸　にしやま　しん
成瀬記念館開館三〇年に寄せて № 30（119

～120頁）

野見山不二　のみやま　ふじ
〈随想〉軽井沢―昔・中仙道の宿場 今・世界
のパラダイス № 3（8～10頁）

野村郁子　のむら　いくこ
〈思い出〉成瀬先生の思い出 № 2（52～54頁）

乗田令子　のりた　れいこ
〈随想〉「安房直子・メルヘンの世界」展に寄せ
て № 16（6～7頁）

ハ
馬場哲雄　ばば　てつお

〈随想〉成瀬先生の体育観を具象化した人  々
№ 3（10～11頁）◆日本女子大学と体育 № 10

（10～12頁）

濱田美枝子　はまだ　みえこ
〈研究〉戦時下における歌集『茶の花』・『白埴』
の誕生―付 『茶の花』翻刻― №29（14～33頁）

早見一十一　はやみ　いそい
〈聞きがき〉「人格第一、技術これにつぐ」をモッ
トーに美容界に生きて № 5（45～53頁）

原育子　はら　いくこ
〈随想〉上代タノ先生に学ぶ № 27（6～8頁）

原田夏子　はらだ　なつこ
〈随想〉回想 校歌のことなど № 13（8～11頁）

平井卓郎　ひらい　たくろう
〈随想〉母 平井章のこと № 10（6～7頁）

平田広子　ひらた　ひろこ
〈随想〉私の学生時代と「信州戦争展」 № 16

（10～12頁）

広田寿子　ひろた　ひさこ
〈私と女子大学〉三年八か月の大戦争 № 7（59

～63頁）

弘津友三郎　ひろつ　ともさぶろう
〈随想〉姉 弘津千代のこと № 4（8～9頁）

福井貞子　ふくい　さだこ
〈随想〉絵絣展、藍に生きて № 27（8～10頁）

藤枝修子　ふじえだ　しゅうこ
〈随想〉桜楓会設立百周年に想う № 19（8～
10頁）

藤澤英子　ふじさわ　ひでこ
〈聞きがき〉大学本科と私の半生 №14（70～
80頁）

藤田辰夫　ふじた　たつお
〈随想〉夢塾 成瀬仁蔵を学んだ子どもたち 
№ 24（6～8頁）

細矢静子　ほそや　しずこ
〈随想〉豊明幼稚園創設八十周年を祝って№ 2
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中嶌邦　なかじま　くに
〈研究〉日本女子大学三泉寮の創設 № 4（28

～39頁）◆〈研究〉女子大学の現在―「女
子大学は今」 展によせて № 8（48～60頁）
◆成瀬記念館の役割に思う № 10（103～105

頁）◆〈研究ノート〉成瀬仁蔵の平和思想と女
性への提言 № 19（37～45頁）◆〈新資料
紹介〉新発見資料「平塚らいてう」の答案を読
み解く―成瀬仁蔵の「実践倫理」講義の概要
から考える― № 29（34～45頁）◆開館三〇
年に寄せて № 30（122～124頁）

永田彩子　ながた　あやこ
〈展示と記録〉日本女子大学のおひなさま №
18（39～50頁）◆教え子から見た成瀬像 №
22（72～83頁）

永田英明　ながた　ひであき
〈随想〉東北帝国大学と女子学生 № 17（13

～15頁）◆眞島利行日記と黒田チカ資料にみえ
る丹下ウメ № 29（6～7頁）

永田陽子　ながた　ようこ
〈随想〉豊明幼稚園 落成式を前にして思うこと
―様々な思いを受け継いで新園舎へ― № 26

（6～8頁）

中村佐喜子　なかむら　さきこ
〈聞きがき〉私の大学本科の頃 № 11（70～79

頁）

中村輝子　なかむら　てるこ
〈随想〉日本女子大学と桜 № 19（13～16頁）

永村眞　ながむら　まこと
〈随想〉企画展「江戸時代に生まれた庶民信仰
の空間―音羽と雑司ヶ谷―」 № 26（9～11頁）

成瀬記念館　なるせきねんかん
成瀬仁蔵研究文献補遺（その1） № 1（58～
52頁）◆成瀬仁蔵研究文献補遺（その2） 
№ 2（71～67頁）◆甲賀ふじ略歴・著作一覧 
№ 2（39～41頁）◆河野清丸略歴・著作 №
3（71～68頁）◆〈中間報告〉アンケート「太
平洋戦争と日本女子大学（校）学生生活」に
ついて № 12（24～41頁）◆〈資料探訪〉
展示「新制家政学部 成立の軌跡」によせて
―大学昇格とGHQ 資料 № 14（26～60頁）

成瀬仁蔵　なるせ　じんぞう
〈資料紹介・翻訳〉“A Modern Paul in Japan”―
沢山保羅牧師の生涯とその事業について № 7

（23～44頁）◆ “A Modern Paul in Japan”―沢
山保羅牧師の生涯とその事業について（2） №
8（23～47頁）◆ “A Modern Paul in Japan”―
沢山保羅牧師の生涯とその事業について（3） 
№ 9（23～45頁）◆ “A Modern Paul in Japan”

―沢山保羅牧師の生涯とその事業について（4） 
№ 10（13～44頁）◆ “A Modern Paul in Japan”

―沢山保羅牧師の生涯とその事業について（5） 
№ 11（31～43頁）◆〈未発表資料 成瀬仁蔵
講話〉人名件名索引「成瀬仁蔵講話」を参照

仁科節　にしな　みさお
〈未発表資料〉仁科節日記（その1） 大正七
年十二月二十九日―大正八年一月三日№ 2（20

～25頁）◆仁科節日記（その2） 大正八年一
月十五日―二月五日 № 3（24～29頁）◆仁
科節日記（その3） 大正八年二月六日―二月
二十五日 № 4（20～27頁）◆仁科節日記（そ
の4） 大正八年二月二十六日―三月四日 № 5

（22～31頁）◆仁科節日記（補遺）・成瀬校長
の病床に侍して〔大正八年三月三日―四日〕 
№ 6（23～27頁）
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関口裕子　せきぐち　ひろこ
〈随想〉「シリーズ〝作る〟（7）関口裕子 染色
作品展」を終えて № 30（8～10頁）

関口文彦　せきぐち　ふみひこ
〈随想〉女子大の森の保全について № 28（12

～14頁）

タ
高月東一　たかつき　とういち

〈随想〉母、千代（1回生）を語る № 3（6～
8頁）

竹中はる子　たけなか　はるこ
〈随想〉通信教育創設の頃 № 5（12～13頁）

多田牧子　ただ　まきこ
〈随想〉組物・組紐に思うこと № 23（13～15頁）

館岡孝　たておか　たか
〈随想〉顕微鏡の思い出 № 4（6～8頁）
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綾野道江　あやの　みちえ
〈随想〉短歌・俳句と高校教育 № 12（10～
11頁）

新井明　あらい　あきら
〈資料紹介〉成瀬仁蔵著 “A Modern Paul in 

Japan” 成瀬仁蔵著『沢山保羅―現代日本のパ
ウロ―』の成立をめぐって № 12（42～54頁）
◆〈講話〉三綱領について―軽井沢の自然の
なかで № 22（11～18頁）◆〈「講話」後日譚〉
成瀬仁蔵の英語による講演とその記録 № 23

（46～57頁）◆〈書評〉大森秀子著『多元的
宗教教育の成立過程』 № 24（28～29頁）

蟻川芳子　ありかわ　よしこ
歴史的資料に魅せられて № 24（4～5頁）◆
継ぎの当たった割烹着と女性科学者 № 25（4

～5頁）◆三綱領との出会い № 26（4～5頁）
◆創立一二〇周年に向けて新たな日本女子大
学を目指す № 27（4～5頁）◆〈資料探訪〉
家政学研究科設置に向けて上代タノがロックフェ
ラー財団に要請した支援 № 27（35～48頁）

飯田枝美　いいだ　えみ
〈随想〉鈴木ひでるの世界に生きて № 25（9

～11頁）

石垣典子　いしがき　のりこ
〈随想〉本学職員としての成瀬記念館分館の思
い出 № 19（11～13頁）

石川松太郎　いしかわ　まつたろう
〈随想〉“成瀬蔵書”より № 1（4～6頁）

石川ムメ　いしかわ　むめ
〈研究〉三綱領の書かれた日について―二月二
十八日執筆に対する疑問 № 4（41～51頁）

石塚昌子　いしづか　まさこ
〈日本女子大学と私〉学寮の思い出―寮生として
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№ 30　2015
口絵

シリーズ“創る”（7） 関口裕子染色作品展
関口裕子「ムスティエ・サント・マリ」

巻頭言
成瀬記念館三〇周年記念号に寄せて

        佐藤和人   ₄
随想

成瀬記念館分館の思い出   守屋良子   ₆
「シリーズ“創る”（7）関口裕子 

染色作品展」を終えて   関口裕子   ₈
新資料紹介

宮澤トシの「実践倫理」答案
─成瀬校長の導きとトシの心の軌跡─
        山根知子   ₁₁

日本女子大学と私
上代先生と日本女子大学合唱団

        大竹洋子   ₄₂
Bloom as a leader. 時代を切り拓く卒業生

桜楓会託児所保母主任 丸山千代
        山中裕子   ₄₇

未発表資料 35
広岡浅子とその時代
 ─日本女子大学校への夢─

        吉良芳恵   ₇₂
成瀬仁蔵宛広岡浅子書簡
 明治三二年三月三一日
 明治三二年四月一二日

未発表資料 36
成瀬仁蔵講話 1 大学部二、三学年にて

─明治四十四年七月五日 ₉₃
成瀬仁蔵講話 2 第一学年生まとめの会
 ─明治四十四年七月九日   ₁₀₂

二〇一四年業務日誌   ₁₀₆
展示の記録（成瀬記念館／西生田記念室）

      ₁₁₁
成瀬記念館開館三〇周年特集

成瀬記念館と共に三〇年 井上潤   ₁₁₅
成瀬記念館開館三〇年に寄せて

      西山伸   ₁₁₉
開館の頃   青木生子（談）   ₁₂₁
開館三〇年に寄せて   中嶌邦   ₁₂₂

「成瀬記念館」総目次／
執筆者索引／人名件名索引
 1 ～ 30 号（1985 ～ 2015）   ₁₇₇

成瀬記念館略年表   ₁₃₇
成瀬記念館・

西生田記念室展示一覧   ₁₃₅
成瀬記念館刊行物   ₁₂₇
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№ 28　2013
口絵

理学部開設 20 周年記念展
―目白の理

リ ケ ジ ョ

系女子物語
参考図版 精神的律動の諧和を表す絵

成瀬仁蔵の依頼により柳敬助が本の
 挿絵を模写したもの

巻頭言
成瀬仁蔵先生に立ち返りつつ、前を向く

        佐藤和人   ₄
随想

上代先生のご遺品整理   松本晴子   ₆
理学部開設二〇周年に思う   今市涼子   ₉
女子大の森の保全について   関口文彦   ₁₂

日本女子大学の一貫教育における
実践的平和教育～小笠原
サマースクール～   生野 聡   ₁₅

研究ノート
成瀬仁蔵の実践倫理にみる神智学

        大森秀子   ₁₈
未発表資料　32

成瀬仁蔵講話 1 大学部全体の為に
―明治四十四年三月二十二日   ₃₁

研究ノート
「軽井沢山上の生活」の詩について

―原詩を尋ねて―（上）   片桐芳雄   ₆₂
二〇一二年度活動の記録   ₆₃
二〇一二年度展示の記録   ₆₈

№ 29　2014
口絵

阿部次郎をめぐる手紙展
激動の時代を生きて―高良とみ展
巻頭言

成瀬仁蔵の死に際しての受容と信念
          佐藤和人   ₄

随想
眞島利行日記と黒田チカ資料にみえる

丹下ウメ   永田英明   ₆
宮本美沙子先生の思い出   黒瀬優子   ₈
キャンパスにしたい雑司ヶ谷界隈

        薬袋奈美子   ₁₀
研究

戦時下における歌集『茶の花』・
『白埴』の誕生―付 『茶の花』翻刻―
        濱田美枝子   ₁₄

新資料紹介
新発見資料「平塚らいてう」の答案を読み

解く 
―成瀬仁蔵の「実践倫理」講義の
概要から考える―   中嶌 邦   ₃₄

未発表資料　33　
成瀬仁蔵講話 1 大学部全体の御話

―明治四十四年五月三十一日   ₅₁
未発表資料　34
「大正拾弐年九月一日 

震災善後録 記録係」   ₆₀
研究ノート
「軽井沢山上の生活」の詩について 

―原詩を尋ねて―（下）  片桐芳雄   ₈₃
二〇一三年度活動の記録   ₈₄
二〇一三年度展示の記録    ₈₉
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随想
豊明幼稚園 落成式を前にして思うこと 

―様々な思いを受け継いで新園舎へ―
        永田陽子   ₆

企画展「江戸時代に生まれた
庶民信仰の空間―音羽と雑司ヶ谷―」
        永村 眞   ₉

もっと書架があったらいいのに…
―中嶌邦先生の蔵書をいただいて―
        大門泰子   ₁₁

研究ノート
宮澤トシの卒業証書   山根知子   ₁₄
建物紹介

傾斜地に寄り添い、子供の成長に寄り添う建
築
―豊明幼稚園とさくらナースリーの
改築に参画して―   篠原聡子   ₂₅

資料探訪
成瀬仁蔵の実践倫理講話

―『実践倫理講話筆記（明治三十七・
十八年度ノ部）』を読む―
        片桐芳雄   ₃₅

未発表資料　29
成瀬仁蔵講話 1 四十二年度計画発表会  

―明治四十二年四月十八日―   ₄₂
成瀬仁蔵講話 2 第一学年にて

―明治四十二年四月二十四日―   ₄₈
資料紹介

成瀬仁蔵インタビュー
―『ニューヨークタイムズ』
1912 年 11 月 10 日   川端康雄   ₇₂

二〇一〇年度活動の記録   ₇₃
二〇一〇年度展示の記録   ₇₉

№ 27　2012
口絵

シリーズ“創る”（６）
藍に生きて 福井貞子 絵絣展 

創立一一〇周年記念出版物
巻頭言

創立一二〇周年に向けて
新たな日本女子大学を目指す
        蟻川芳子   ₄

随想
上代タノ先生に学ぶ   原 育子   ₆
絵絣展、藍に生きて   福井貞子   ₈
広島県新庄学園訪問記

―成瀬校長の蒔いた種―   後藤祥子   ₁₀
研究ノート

E・P・ヒューズの English Literature for
Japanese Students と成瀬仁蔵
        白井堯子   ₁₄

資料探訪
家政学研究科設置に向けて上代タノが

ロックフェラー財団に要請した支援
         蟻川芳子   ₃₅

調査報告
旧制時代における本学への留学生

附 日本女子大学校留学生名簿
           大門泰子   ₄₉
未発表資料　30

成瀬仁蔵講話 1 第一学年に於て
―明治四十三年五月十四日―   ₇₁

成瀬仁蔵講話 2 春期運動会批評会後にて
―明治四十三年五月二十一日―   ₇₈

未発表資料　31
成瀬仁蔵宛広岡浅子書簡 

明治二九年六月一五日   ₈₀
二〇一一年度活動の記録   ₈₅
二〇一一年度展示の記録   ₉₀
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「目白の雪の日」と私たちの歴史
        小森美巳   ₁₂

探訪
八回生・津田治子さんを訪ねて 

創立者の肖像画（二）   功力俊文   ₁₆
書評

大森秀子著『多元的宗教教育の成立過程』
        新井 明   ₂₈

未発表資料　27
成瀬仁蔵講話 1 桜楓会例会ニ於テ 

―明治三十八年五月十四日―   ₃₀
成瀬仁蔵講話 2 第三学年倫理学 

―明治三十八年五月二十四日   ₃₃
成瀬仁蔵講話 3 第二学年 倫理講話 

―明治三十八年五月二十六日   ₃₆
感想文

創立者成瀬仁蔵 生誕一五〇年を迎えて
―日本女子大学・各附属校園より
寄せられた声   ₄₀

遺稿
家政学部の拠点・桜楓家政研究館

        木下けい   ₅₆
二〇〇八年度活動の記録   ₆₅
二〇〇八年度展示の記録   ₇₀

№ 25　2010
口絵
「成瀬記念館 開館二五周年記念展」
追悼 荻 太郎 先生
巻頭言

継ぎの当たった割烹着と
女性科学者   蟻川芳子   ₄

随想
国立女性教育会館企画展示
「女性科学者の誕生～チャレンジした
女性たち～」   西村昭子   ₆

鈴木ひでるの世界に生きて   飯田枝美   ₉
荻先生の思い出   山口 都   ₁₂
研究ノート

成瀬仁蔵とギルマン婦人   山内 惠   ₁₅
建物紹介

日本女子大学附属豊明幼稚園
        小川信子   ₂₈

報告
日本女子大学と三井家

―「軽井沢別邸」の保存の可能性の
問題と小山市の「小石川三井家資料」
        増淵宗一   ₄₁

未発表資料　28
成瀬仁蔵講話 1 始業式ニテ

―明治四十二年四月十三日   ₇₁
成瀬仁蔵講話 2 

大学部新入生歓迎会ニテ
―明治四十二年四月十七日   ₇₈

二〇〇九年度活動の記録   ₈₁
二〇〇九年度展示の記録   ₈₇

№ 26　2011
口絵

附属豊明幼稚園新園舎落成
『青鞜』創刊一〇〇周年記念展

「『青鞜』と日本女子大学」

巻頭言
三綱領との出会い   蟻川芳子   ₄
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調査報告
成瀬仁蔵のワードローブ   間瀬登茂子   ₅₆

展示と記録
教え子から見た成瀬像   永田彩子   ₇₂

二〇〇六・二〇〇七年度活動の記録   ₈₄
展示の記録（二〇〇七年一月～十二月）

        ₉₀

№ 23　2008 成瀬仁蔵生誕 150 年記念号
口絵

成瀬仁蔵生誕一五〇年記念展
「天職に生きる」・記念行事

シリーズ“創る”（5）伝統の美と先端技術 
多田牧子 組紐展

巻頭言
創立者生誕一五〇年記念諸行事に寄せて

        後藤祥子   ₆
随想

長州・大江戸スタンプラリー
        河村浩一   ₁₀

組物・組紐に思うこと   多田牧子   ₁₃
成瀬先生生誕一五〇年を迎えて 

桜楓会の取り組み   大槻弥栄子   ₁₆
研究

成瀬仁蔵の「帰一」に基づく
宗教的人間形成論   大森秀子   ₁₈

「講話」後日譚 
成瀬仁蔵の英語による講演とその記録
        新井 明   ₄₆

創立者からのメッセージ
成瀬仁蔵から託された桜楓会の使命

        山本和代   ₅₈

研究ノート
O Lord ! Correct Me のルーツを辿る

        出渕敬子   ₇₄
成瀬仁蔵の考えた「食」と健康

        徳野裕子   ₈₅
未発表資料　26

成瀬仁蔵講話 1 第一学年 実践倫理 
―明治三十八年五月八日   ₉₅

成瀬仁蔵講話 2 第三学年 倫理学
―明治三十八年五月十日   ₉₉

研究
成瀬仁蔵と近代日本の写真師たち 

―成瀬仁蔵肖像写真を中心に
        増淵宗一   ₁₀₃

調査報告
成瀬仁蔵の結婚と離婚 

―親族関係からのアプローチ
       大門泰子   ₁₃₁

展示と記録
日本女子大学と国際交流 展

        岸本美香子   ₁₅₁
二〇〇七年度活動の記録   ₁₇₃
展示の記録（二〇〇八年一月～三月）

        ₁₇₅

№ 24　2009
口絵

生誕一五〇年記念「成瀬仁蔵墨書展」
巻頭言

歴史的資料に魅せられて   蟻川芳子   ₄

随想
夢塾 成瀬仁蔵を学んだ子どもたち

        藤田辰夫   ₆
生田の森の四季   大塚泰弘   ₉
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№ 21　2006
口絵

女子大生が演じたシェイクスピア劇 展
巻頭言

現代に生きる創立者の願い   後藤祥子   ₄
随想

私の成瀬講堂物語   後藤 久   ₆
附属豊明小学校のリトミック

   湯浅弘子   ₈
附属豊明幼稚園の百周年に思うこと

   前 典子   ₁₀
研究

三泉寮百周年を記念して 三井高修
「成瀬仁蔵首像」と廣子夫人「成瀬仁蔵
肖像画」―没後十年の追悼競作
   増淵宗一   ₁₄

報告
日英交流と明治期の女子高等教育 

―放送大学講義で成瀬仁蔵を語る
   白井堯子   ₃₈

未発表資料　24
成瀬仁蔵講話 1 

体育ニ就キテ
―明治三十八年五月一日   ₅₃

成瀬仁蔵講話 2 
第二学年倫理講話
―明治三十八年五月五日   ₆₀

展示と記録
日本女子大学附属豊明小学校・幼稚園 

成瀬記念講堂 百周年記念
豊
ほうめい

明百年の浪漫展   岸本美香子   ₆₂
二〇〇五・二〇〇六年度活動の記録   ₇₉
展示の記録（二〇〇六年一月～十二月）

        ₈₈

№ 22　2007
口絵

シリーズ“創る”（4）
記憶の都市を求めて 山口 都 絵画展

巻頭言
創立者生誕百五十年に向けて

        後藤祥子   ₄
随想

新しい出発   山口 都   ₆
「心理学者 原口鶴子の青春」

映画製作にこめた思い   泉 悦子   ₈
講話

三綱領について―軽井沢の自然のなかで
        新井 明   ₁₁

私と日本女子大学
丹下ウメ先生の教えを胸に   村岡全子   ₁₉

報告
日本女子大学校の家政学教育 

―「家政学概論」の講義から―
        佐々井 啓   ₂₇

未発表資料　25
成瀬仁蔵講話 1 

通学生総会ニ於テ 
―明治三十八年五月五日   ₃₉

成瀬仁蔵講話 2 
第三学年 実践倫理講話 
―明治三十八年五月六日   ₄₃

研究ノート
成瀬記念講堂 ―設計者のこと、

震災復旧のこと、保存修復のことなど
        松波秀子   ₄₆
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本学職員としての成瀬記念館
分館の思い出   石垣典子   ₁₁

日本女子大学と桜   中村輝子   ₁₃
未発表資料　22

成瀬仁蔵講和 始業式ニ於テ
―明治三十八年四月十二日   ₁₇

寄贈資料に寄せて
偉大なる先輩との交わりから

―あの二つの指輪の行方は？―
        三枝佐枝子   ₂₆

研究ノート
成瀬仁蔵の平和思想と女性への提言

        中嶌 邦   ₃₇
展示と記録

成瀬記念館開館二十周年記念展示 
成瀬記念館と設計者・浦辺鎮太郎
        岸本美香子   ₄₆

資料紹介
成瀬仁蔵著『女子教育』の中国語版と

近代中国における役割について
        大浜慶子   ₅₆

二〇〇三年度活動の記録
成瀬記念館 開館二十周年特集

成瀬記念館の二十周年を祝して
        松崎 彰   ₇₃

日本女子大学の大学史および
大学史活動のこと   鈴木秀幸   ₇₅

開館二十周年によせて   桑尾光太郎   ₇₈
成瀬記念館会館の頃、そして未来へ

        秋山倶子   ₈₀
「成瀬記念館」総目次・

執筆者索引・人名件名索引   ₁₃₁
成瀬記念館この 10 年（'94 年以降）   ₁₀₉

№ 20　2005
口絵

安座上 真紀子 二十年の軌跡 展
英文学科第十一回シェイクスピア劇関連資料

巻頭言
新たな時代における記念館の役割

        後藤祥子   ₄
随想

ペーパートーイの二十年
        安座上真紀子   ₆

附属中学校のクラス授業における
ヴァイオリン教育   横溝修二   ₈

附属高等学校に創立者の教育理想をみる
        井上 光   ₁₁

交流
同志社女学校と大橋 広   坂本清音   ₁₄
未発表資料　23

成瀬仁蔵講話 1 新入生ノ入学式ニ於テ
―明治三十八年四月二十一日   ₂₀

成瀬仁蔵講話 2 一学年実践倫理講和
―明治三十八年四月二十四日   ₂₄

日本女子大学と私
学寮の思い出―寮生として寮監として―

        石塚昌子   ₃₀
記録

英語劇「お気に召すまま」の上演
（一九五三年）
   英文学科新制四回生   ₄₀

資料紹介
日本女子大学の伝統としての「生涯学習」

―『日本女子大学史資料集第九 日本女子
大学校通信教育関係資料』を刊行して―
        安井育代   ₈₀

二〇〇四年度活動の記録   ₉₇
展示の記録（二〇〇五年一月～十二月）

        ₁₀₂
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№ 17　2001・2002
口絵

日本女子大学創立百周年記念特別展示
巻頭言

創立百年を超えて   後藤祥子   ₆
随想
「成瀬仁蔵を取り巻く人々」展について

   遠藤トモ   ₈
日本女子大学と同志社 

成瀬仁蔵と新島襄が蒔いた種
   本井康博   ₁₀

東北帝国大学と女子学生   永田英明   ₁₃
未発表資料　20

成瀬仁蔵講話 お別れの会 
―明治三十八年三月二十六日   ₁₆

研究ノート
成瀬仁蔵の誕生日の謎   島田法子   ₂₃

資料探訪
E・G・フィリップスと

日本女子大学校―残された書簡を中心に  
        白井堯子   ₃₀

修復レポート
百年館壁面の「龍の図」を修復して

        山領まり   ₅₉
記念館見学記
「成瀬仁蔵 その生涯―明治期の

日本女子大学校」展を観て   ₆₅
成瀬記念館 2000, 2001 年度

活動の記録   ₆₉

№ 18　2003
口絵

日本女子大学理学部十周年記念
自然科学教育の百年 展

巻頭言
温故知新   後藤祥子   ₄

随想
理学部十周年に思う   小尾欣一   ₆
アフガニスタン女性教育支援に

取り組んで   田中若代   ₈
渋沢栄一の女子教育支援 そして、

女子教育への思い   井上 潤   ₁₂

未発表資料　21
成瀬仁蔵講話

研究科生並ビニ卒業生ノ為メニ
―明治三十八年三月二十九日   ₁₅

日本女子大学と私
道 喜美代先生との出会い   江澤郁子   ₂₃
創立者からのメッセージ
成瀬仁蔵と健康教育   佐藤和人   ₃₁
展示と記録

日本女子大学のおひなさま   永田彩子   ₃₉
2002 年度活動の記録   ₅₁

№ 19　2004
口絵

荻 太郎 子どもの世界 展
巻頭言

開館二十周年を迎えて   後藤祥子   ₄

随想
土と遊び、土を語らせる

―豊明幼稚園の子どもたちの作品から―
   西村陽平   ₆

桜楓会設立百周年に想う   藤枝修子   ₈
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№ 15　1999
口絵

シリーズ“創る”（2）宮地房江・染の粋 展
巻頭言
「百年館」と桜   宮本美沙子   ₄
随想

美しいときをクリエイトする宮地先生
 ―「宮地房江・染の粋」展によせて

        千葉よう子   ₆
回想 敗戦直後の学生生活   横山陽子   ₈
成瀬記念館で学ぶ   土屋莊次   ₁₁
附属中学校・高等学校の学校五日制に寄せて

 五日制になって   下村由紀子   ₁₃
 五日制のめざすもの   小林基男   ₁₅
未発表資料　18

成瀬仁蔵講話 1 高等女学校修身講話会ニ
テ―明治四十二年一月十一日   ₁₈

成瀬仁蔵講話 2 第三学年ニテノ御話

―明治四十二年一月十三日   ₂₂
研究

宮沢トシと成瀬仁蔵
―「実践倫理講話」筆記録を中心に
    山根知子   ₂₅

私と日本女子大学
零（ゼロ）からの出発

―草創期の附属高校（西生田校）
   小林すみ江   ₄₄

思い出を語る
人情如山彦   岩橋ヨシ   ₅₀
聞きがき

通信教育学生時代 
―知的飢餓感からの解放・
学ぶことの歓び   生田千恵子   ₅₂

成瀬記念館 '98 年度活動の記録   ₆₄

№ 16　2000
口絵

安房直子・メルヘンの世界 展
巻頭言

成瀬仁蔵先生の教育観   宮本美沙子   ₄
随想
「安房直子・メルヘンの世界」展に寄せて

        乗田令子   ₆
日本女子大学周辺のフィールドワーク

        伊藤寿和   ₈
私の学生時代と「信州戦争展」

        平田広子   ₁₀
森戸辰男文庫のこと   上村美紗子   ₁₂
未発表資料　19

成瀬仁蔵講話 終業式ニ於テ
―明治三十八年三月二十五日   ₁₅

研究ノート
成瀬仁蔵はタゴールをどう理解したか

   吉江久彌   ₂₂
私と日本女子大学

軽井沢の自然に囲まれて   三輪信江   ₄₄
聞きがき

大学本科時代を回顧して   黒川淳子   ₄₉
記念館見学記   ₆₀
成瀬記念館 '99 年度活動の記録   ₆₁
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№ 13　1997
口絵

シリーズ“創る”（1） 
松江美枝子・ジュウリーの世界 展

巻頭言
本学の百周年   宮本美沙子   ₄

随想
「西生田成瀬講堂」によせて

   北川定男   ₆
回想 校歌のことなど   原田夏子   ₈
成瀬先生とウェルズリー女子大学

   影山礼子   ₁₂
義父 塘 茂太郎の思い出

   塘 茂子   ₁₄

未発表資料　16
成瀬仁蔵講話 新年祝賀式

―明治四十二年一月一日   20
私と日本女子大学
「家庭週報」を担った人達

―すぎし面影   小笠原節子   ₂₇
聞きがき

いのち・環境を守って 鳥取県連合婦人会
50 年のあゆみとともに
        近藤久子   ₃₃

成瀬記念館 '96 年度活動の記録   ₄₅
研究

上代タノと新渡戸稲造―上代タノ書簡を
中心に   島田法子   ₇₅

№ 14　1998
口絵

平塚らいてうとその学友展
巻頭言

創立百周年の記念事業の一つ
「生涯学習総合センター」の実現に期待
   宮本美沙子   ₄

随想
父 田辺淳吉と成瀬記念講堂

   岩田礼子   ₆
新校舎のこと ―豊明プロポーザル

方式   功力 俊文   ₉
日本女子大学と中国   久保田文次   ₁₂
高良とみの遺稿と成瀬記念館

   高良留美子   ₁₅
未発表資料　17

成瀬仁蔵講話 第三学期始業式ニ於テ
―明治四十二年一月八日    ₁₉

資料探訪
展示「新制家政学部 成立の軌跡」に

よせて ―大学昇格と GHQ 資料
   成瀬記念館   ₂₆

私と日本女子大学
家政学部被服学科に所属して

   大野静枝   ₆₁
学生時代の思い出   鈴木和子   ₆₅
聞きがき

大学本科と私の半生   藤澤英子   ₇₀
成瀬記念館 '97 年度活動の記録   ₈₁
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№ 11　1995
口絵

日本女子大学・住居学科 
＜絵画デッサン＞教室の現在まで 
荻 太郎と亀本信子・山口 都展

巻頭言
成瀬仁蔵先生と生涯学習

   宮本美沙子   ₄
随想

成瀬仁蔵先生と大橋廣先生
   湯浅 明   ₇

吉敷探訪   鈴木一夫   ₉
長田先生をお偲びして   鹿野澄子   ₁₂
未発表資料　14

成瀬仁蔵講話 大学部全体ノ為ニ    ₁₅

資料紹介・翻訳
成瀬仁蔵著 “A modern Paul inJapan”

―沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（5）   ₃₁

研究
宮沢トシ「真実ノ為ノ勇進」

―日本女子大時代の求道性を中心に―
   山根知子   ₄₄

私と日本女子大学
戦時下の一学生として   師岡愛子   ₆₅
聞きがき

私の大学本科の頃   中村佐喜子   ₇₀
記念館見学記   ₈₀
成瀬記念館 '94 年度活動の記録   ₈₃
女子教育研究所 '94 年度活動の記録   ₉₄

№ 12　1996
口絵

柳 敬助・八重 夫妻展
―共に歩んだ肖像画家と女性編集者―

巻頭言
成瀬記念館西生田記念室の

開設にあたって   宮本美沙子   ₄
随想

断想・宮澤賢治
―福祉と『法華経』   吉田久一   ₆

短歌・俳句と高校教育   綾野道江   ₁₀
平和研究と日本女子大学   杉森長子   ₁₂
未発表資料　15

成瀬仁蔵講話 尋問会ニ於テ   ₁₅
中間報告

アンケート「太平洋戦争と日本女子学（校）
学生生活」について   成瀬記念館   ₂₄

資料紹介
成瀬仁蔵著 “A modern Paul in Japan”

成瀬仁蔵著『沢山保羅―現代日本の
パウロ―』の成立をめぐって
        新井 明   ₄₂

私と日本女子大学
高等学部・

大学本科に学んで   丹野はな   ₅₆
高等学部並びに

大学本科のこと   上村悦子   ₅₈
記念館見学記   ₂₃･₅₅
成瀬記念館 '95 年度活動の記録   ₆₆
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№ 9　1993
口絵

心の軌跡 ―浮田克躬肖像画展
寄贈品より 高村智恵子書簡
巻頭言

成瀬記念館の階段   宮本美沙子   ₄
随想

成瀬先生の生涯教育論   辻 功   ₆
「目白の雪の日」との 3 年   小森美巳   ₈
成瀬先生の住まい   鈴木賢次   ₁₁
未発表資料　13

成瀬仁蔵講話 第一学年ニ於テ   ₁₄
資料紹介・翻訳

成瀬仁蔵著 “A modern Paul in Japan”

―沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（3）   ₂₃

資料探訪
エリザベス Ｐ . ヒューズ ―成瀬仁蔵を

助けた英国女子教育のパイオニア
   白井堯子   ₄₆

私と日本女子大学
大学本科の頃   武藤静子   ₅₈
聞きがき

母校と共に 72 年 その 1   河村サダ   ₆₃
博物館実習を終えて―実習生の感想   ₇₅
成瀬記念館 '92 年度活動の記録   ₇₆
女子教育研究所 '92 年度活動の記録   ₈₆

№ 10　1994
口絵

好本コレクション「布と面」展
寄贈品より 山川登美子葉書
巻頭言

成瀬記念館十周年にあたって
   宮本美沙子   ₄

随想
母 平井章のこと   平井卓郎   ₆
日本女子大学の理科教育―一葉の

スナップ写真から   今島 実   ₇
日本女子大学と体育   馬場哲雄   ₁₀
資料紹介・翻訳

成瀬仁蔵著 “A modern Paul in Japan”

―沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（4）   ₁₃

附・紹介『日本教会費自給論』   ₃₅
聞きがき

母校と共に 72 年 その 2・
附属中学校設立の頃   河村サダ   ₄₅

記念館見学記   ₅₃･₆₈
成瀬記念館 '93 年度活動の記録   ₅₆
女子教育研究所 '93 年度活動の記録   ₆₆
資料探訪

成瀬仁蔵のアメリカ留学の
故地を訪ねて   影山礼子   ₈₄

成瀬記念館開館十周年特集
開館十周年によせて   青木生子   ₈₇
記念館と赤煉瓦   森本正一   ₉₃
限りない心の安らぎと糧   木下けい   ₉₆
成瀬記念館への

想いと願い   一番ヶ瀬康子   ₁₀₀
成瀬記念館の役割に思う   中嶌 邦   ₁₀₃

「成瀬記念館」総目次
1 ～ 10（1985 ～ 1994）   ₁₂₅

執筆者索引    ₁₂₁
人名件名索引   ₁₁₇
成瀬記念館この 10 年   ₁₁₅
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№ 7　1991
口絵

近代短歌の系譜 ―日本女子大学に学んだ
歌人たち 展より

成瀬仁蔵書簡
巻頭言

不易流行   青木生子   ₄
随想

成瀬仁蔵先生の構想と理学部
   湯浅 明   ₇

五味保義先生のこと、
「ゆりの木」のことなど   実藤恒子   ₁₀

未発表資料　11
成瀬仁蔵講話

第三学年ニテノ御話   ₁₂

資料紹介・翻訳
成瀬仁蔵著“A Modern Paul in Japan”

―澤山保羅牧師の生涯と
その事業について   ₂₃

研究ノート
「家庭週報」の変遷   小川美保   ₄₅
私と女子大学

三年八か月の大戦争   広田寿子   ₅₉
聞きがき

継続は力なりをモットーに
地域活動に生きる   大町久世   ₆₄

成瀬記念館 西生田キャンパスで
“展示”を見て    ₇₃

成瀬記念館 '90 年度活動の記録    ₇₅
女子教育研究所 '90 年度活動の記録   ₈₄

№ 8　1992
口絵

曽祖母からの贈りもの―
くらしを伝える雛人形たちと衣裳展より

第一回生卒業証書
巻頭言

はるかなる えにし   青木生子   ₄
随想

母のこと   柳 文治郎   ₇
はは 黒板さきと日本女子大学校

   永井路子   ₉
祖父麻生正蔵のこと   麻生 誠   ₁₁
卒業生アンケートによせて   小川信子   ₁₄
未発表資料　12

成瀬仁蔵講話 桜楓会例会ニ於テ   ₁₆

資料紹介・翻訳
成瀬仁蔵著“A modern Paul in Japan”

―沢山保羅牧師の生涯と
その事業について（2）   ₂₃

研究
女子大学の現在 ―「女子大学は今」展

によせて   中嶌 邦   ₄₈
私と日本女子大学

桜楓会「家庭週報」の思い出
        小笠原節子   ₆₁

聞きがき
薬学一筋の姉鈴木ひでる

        鈴木 香代   ₆₅
成瀬記念館・展示を見て   ₇₇
成瀬記念館 '91 年度活動の記録    ₈₁
女子教育研究所 '91 年度活動の記録   ₉₀
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№ 5　1989
口絵
「きものから洋服へ」展より 
食器
成瀬仁蔵書簡
油彩「男爵森村市左衞門」
巻頭言

成瀬記念館創設五周年を迎えて
        青木生子   ₆

随想
成瀬先生と聖書   今村 晋   ₈
祖父森村市左衞門の思い出

        大島 澄   ₉
通信教育創設の頃   竹中はる子   ₁₂
未発表資料　8

成瀬仁蔵講話 第三学年ニ於テ   ₁₄
未発表資料　9

仁科 節日記（その四）   ₂₂

研究
日本女子大学の服装史   佐々井 啓   ₃₂

聞きがき
「人格第一、技術これにつぐ」

をモットーに美容界に生きて
        早見一十一   ₄₅

日本女子大学校の思い出 断章
        伊藤なを   ₅₄

成瀬記念館絵画展によせて
荻 太郎先生に聞く

        聞き手 小川信子   ₅₆
成瀬記念館を訪れて   ₇₄
成瀬記念館 '88 年度の記録   ₇₆
女子教育研究所 '88 年度の記録   ₈₄

№ 6　1990
口絵

荻 太郎展より
成瀬仁蔵「安息日論」
巻頭言

静謐な空間   青木生子   ₄
随想

自発創生   柴崎武夫   ₆
西生田校地草創の頃   木下けい   ₈
附属高女の思い出   佐野 俶   ₁₀
未発表資料　10

成瀬仁蔵講話
１ 運動会ノ批評   ₁₃
２ 正会員ニ於テ   ₁₇
仁科 節日記（補遺）・

成瀬校長の病床に侍して   ₂₃

講話
先覚者としての成瀬先生の教育思想

        唐沢富太郎   ₂₈
成瀬記念館近代短歌展開催に当って

長澤美津氏に聞く
       聞き手 清部千鶴子   ₄₂
荻 太郎展によせて   ₅₈
聞きがき

母校への想いを子に孫に
        豊田ちやう   ₆₂

今も心に残る名講義   金丸 操   ₆₅
成瀬記念館 '89 年度活動の記録   ₆₇
女子教育研究所 '89 年度活動の記録    ₇₆
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成瀬先生の思い出   野村郁子   ₅₂
紹介

日本女子大学校を描いた大橋了介   ₅₆
長田喜和“校内風景”展を見て   ₄₉
成瀬記念館を訪れて・豊明小学校児童   ₅₅

成瀬記念館 '85 年度活動の記録    ₆₀
女子教育研究所 '85 年度活動の記録   ₆₆
成瀬仁蔵研究文献目録補遺（その 2）   ₇₁

№ 3　1987
口絵

成瀬記念館展示より
成瀬仁蔵書簡

巻頭言
母恋い   青木生子   ₂

随想
成瀬記念館に思う   木下法也   ₄
母，千代（1 回生）を語る   高月東一   ₆
軽井沢―昔・中仙道の宿場 今・

世界のパラダイス   野見山不二   ₈
成瀬先生の体育観を具象化した人々

        馬場哲雄   ₁₀
未発表資料　4

成瀬仁蔵講話
 1 第三学年ニ於テノ御話   ₁₂

 2 第一学年ニ於テ   ₁₈
未発表資料　5

仁科 節日記（その二）   ₂₄
研究

日本女子大学附属豊明小学校 
初代主任 河野清丸   友沢桂子   ₃₀

聞きがき
更正・福祉事業に生きて   三田庸子   ₄₂
紹介

佐伯祐三と大橋了介   浅野 徹   ₅₀
成瀬記念館を訪れて・大学部学生   ₅₄
成瀬記念館 '86 年度活動の記録   ₅₈
女子教育研究所 '86 年度活動の記録   ₆₆
河野清丸略歴・著作   ₆₈

№ 4　1988
口絵

大橋了介展より
顕微鏡によせて

巻頭言
タゴールのことなど   青木生子   ₂

随想
社会学的世界の解読 ─「成瀬文庫」について

         山本鎮雄   ₄
顕微鏡の思い出   館岡 孝   ₆
姉 弘津千代のこと   弘津友三郎   ₈
未発表資料　6

成瀬仁蔵講話 第一学年ニ於テ   ₁₀

未発表資料　7
仁科 節日記（その三）   ₂₀

研究
日本女子大学三泉寮の創設

        中嶌 邦   ₂₈
三綱領の書かれた日について―2 月 28 日

執筆に対する疑問   石川ムメ   ₄₁
聞きがき

女子教育ひと筋に生きて
        石村伎倶美   ₅₂

大橋了介によせて   ₆₀
成瀬記念館 '87 年度活動の記録   ₆₂
女子教育研究所 '87 年度活動の記録   ₇₀
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№１　1985
口絵

成瀬記念館開館特別展
巻頭言

発刊に寄せて    青木生子   ₂
随想
“成瀬蔵書より”   石川松太郎   ₄
祖母・母・子三代、女子大学に学んで

        出渕敬子   ₆
豊明小学校，成瀬校長の思い出

        田中博次   ₉
未発表資料　1

成瀬仁蔵講話
1 快楽ト克己，興味ト困難，

愛ト犠牲ノ関係   ₁₂
2 夏季寮ノ計畫ニツキテ   ₁₈
訪問インタビュー

成瀬先生とのふれあいの中で
        今岡信一良   ₂₈

聞きがき
日 “々自発創生”に生きて   田村なか   ₃₄

成瀬記念館を訪れて（1）（2）   ₂₇，₄₁
成瀬記念館規則・案内   ₄₂
女子教育研究所 '84 年度活動の記録   ₄₄
成瀬記念館 '84 年度活動の記録   ₄₆
成瀬仁蔵研究文献目録補遺（その 1）   ₅₈

№ 2　1986
口絵

成瀬記念館展示より
巻頭言

成瀬仁蔵『今後の女子教育』 ―
一学生と共に読む   青木生子   ₂

随想
成瀬文庫の N・E・D   亀山健吉   ₄
豊明小学校創設八十周年を祝って

        友沢桂子   ₆
豊明幼稚園創設八十周年を祝って

        細矢静子   ₈

未発表資料　2
成瀬仁蔵講話 終業式に於て   ₁₀

未発表資料　3
仁科 節日記（その一）   ₂₀
研究

日本女子大学附属豊明幼稚園
初代主任 甲賀ふじ   前 典子   ₂₆

聞きがき
平和のために生きる   高良とみ   ₄₂
思い出

成瀬先生と“真面目”   稲沼 史   ₅₀

「成瀬記念館」総目次	／執筆者索引／人名件名索引
１～ 30（1985 ～ 2015）

総 目 次
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※無断転載、複製はご遠慮ください

■
成
瀬
記
念
館
よ
り

昨
年
度
は
、
三
つ
の
大
き
な
企
画
展
示
を
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
「
開
館

30
周
年
記
念　

蔵
出
し　

日
本
女
子
大
学
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
」
で
す
。
創
立
八
〇
周
年
記
念
事
業
と

し
て
一
九
八
四
年
一
○
月
に
開
館
し
た
成
瀬
記
念

館
の
貴
重
な
宝
物
を
展
示
し
ま
し
た
（
成
瀬
先
生

遺
品
の
初
公
開
）。
ま
た
開
館
当
時
収
蔵
し
て
い

た
資
料
に
つ
い
て
も
、『
収
蔵
資
料
目
録
１　

旧

成
瀬
記
念
室
資
料
』
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
二
つ
目
が
「
戦
時
下
の
青
春
展
」
で
す
。

こ
の
展
示
は
、
戦
時
期
の
大
学
部
・
附
属
高
等
女

学
校
に
在
籍
し
て
い
た
方
々
に
対
し
、
一
九
九
五

年
（
戦
後
五
○
年
記
念
）
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
時
下
の
学

園
生
活
や
勤
労
動
員
生
活
な
ど
を
描
く
だ
け
で
な

く
、
戦
争
や
平
和
に
つ
い
て
の
意
識
な
ど
も
分
析

の
対
象
に
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
そ
の
成
果
を
ま
と

め
る
予
定
で
す
。
三
つ
目
が
「
シ
リ
ー
ズ
〝
創
る
〟

（
７
）
関
口
裕
子
染
色
作
品
展
」
で
す
。
色
彩
、

文
様
、
技
法
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
そ
の
「
伸
び
や

か
さ
」（
小
笠
原
小
枝
本
学
名
誉
教
授
）
が
あ
ふ

れ
る
展
示
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
展
示
後
、
素
晴

ら
し
い
作
品
「
ム
ス
テ
ィ
エ
・
サ
ン
ト
・
マ
リ
」

を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
学
の
宝
物
が
ま

た
一
つ
増
え
た
こ
と
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

な
お
展
示
図
録
を
ご
希
望
の
方
は
、
成
瀬
記
念

館
ま
で
ご
連
絡
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 （
吉
良
）

『
成
瀬
記
念
館
』
30
号
を
記
念
し
て
デ
ザ
イ
ン

を
一
新
し
ま
し
た
。
表
紙
と
カ
ッ
ト
を
手
掛
け
る

の
は
、
雑
司
が
谷
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
る
画
家
・

装
画
家
の
武
藤
良
子
さ
ん
で
す
。
今
年
秋
か
ら
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
は
、本
学
創
立
発
起
人
・

評
議
員
と
し
て
草
創
期
の
学
園
を
支
え
た
広
岡
浅

子
が
モ
デ
ル
の
「
あ
さ
が
来
た
」
に
決
定
。
一
月

か
ら
広
岡
浅
子
展
を
開
催
し
ま
す
。 

（
岸
本
）

創
立
者
成
瀬
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
、
成
瀬
記
念

館
分
館
の
移
築
が
決
ま
り
ま
し
た
。
移
築
後
の
公

開
に
つ
い
て
は
未
定
で
す
が
、
多
く
の
方
に
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

（
杉
崎
）

昨
年
度
は
、
戦
後
五
〇
年
を
契
機
に
戦
時
下
に

在
学
し
て
い
た
卒
業
生
を
対
象
に
し
た
「
戦
争
ア

ン
ケ
ー
ト
」の
再
分
析
を
行
い
、「
戦
時
下
の
青
春
」

展
を
開
催
し
ま
し
た
。
新
し
い
体
験
型
展
示
と
し

て
防
空
壕
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
な
ど
、
新
し

い
こ
と
に
挑
戦
す
る
機
会
を
頂
き
、
充
実
し
た
一

年
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 
（
高
橋
）

二
〇
一
五
年
七
月
二
三
日

編
集
・
発
行

 

日
本
女
子
大
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成
瀬
記
念
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８
６
８
１

　

東
京
都
文
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目
白
台
二
─
八
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〇
三
） 

五
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三
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