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西村陽平と子どもたち-作品がうまれる時
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火 土

附属豊明幼稚園５歳児作品

桜楓学園こども造形教室児童作品

展示ポスター「死者の書」

「古代社会」 「天平の甍」

西村陽平と子どもたち
──作品がうまれる時

2018年1月16日（火）～3月3日（土）

本学名誉教授で造形作家の西村陽平の個展
を開催。併せて西村氏が指導した附属豊明
幼稚園・JWUほうめいこどもクラブ・桜
楓学園こども造形教室のこどもたちの作品
も展示した。
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成
瀬
記
念
館
の
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ

日
本
女
子
大
学
学
長
代
行

成
瀬
記
念
館
館
長 

大 

場 

昌 

子　
　
　

　
来
年
二
〇
一
九
年
は
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
先
生
の
没
後
一
〇
〇
年
目
を
迎
え
ま
す
。
私
立
大
学
は
つ
ね
に
建
学
の
精
神

に
立
ち
返
り
、
そ
の
精
神
に
基
づ
い
た
教
育
を
行
っ
て
い
る
か
自
省
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
創
立
者
の
一
〇
〇
回

忌
と
い
う
節
目
は
、
そ
の
意
識
を
高
め
る
絶
好
の
機
会
で
す
。

本
学
成
瀬
記
念
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、「
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（http://w

w
w
.jw
u.ac.jp/unv/facilities	

/naruse_m
em
orial/publication_list/

）
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
開
く
と
、『
成
瀬
記
念
館
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
、『
日

本
女
子
大
学
史
資
料
集
』、『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
て
、
い
つ
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

同
館
の
学
芸
員
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
成
瀬
先
生
の
自
筆
史
料
（
日
記
や
手
帳
類
）
も
順
次
手
作
業
で
電
子
化
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
限
ら
れ
た
マ
ン
パ
ワ
ー
の
中
で
、
作
業
に
は
相
当
の
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
近
い
将
来
現

物
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
、
成
瀬
先
生
の
自
筆
が
パ
ソ
コ
ン
上
で
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
想
像
す
る
だ
け
で
嬉
し
く
な
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
は
様
々
な
機
関
が
所
蔵
資
料
や
史
料
を
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
（
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
と
い
う
表
記
も
併
用
さ
れ

て
い
ま
す
）
で
公
開
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
国
立
公
文
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
、
日
本
国
憲
法
を
含
め
、

電
子
化
さ
れ
た
多
種
多
様
な
資
料
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
向
上
と
と
も
に
こ
う
し
た

地
道
な
作
業
が
進
む
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
わ
ざ
わ
ざ
所
蔵
機
関
に
足
を
運
ば
な
く
て
も
、
た
や
す
く
過
去
と
向
き

あ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

巻
頭
言
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そ
こ
で
『
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
）』
を
開
い
て
み

ま
す
と
、
明
治
二
九
年
七
月
一
七
日
か
ら
明
治
三
〇
年
一
〇
月
三
日
ま
で
、
お
よ
び
明
治
三
一
年
五
月
一
日
か
ら
明
治

三
二
年
七
月
一
六
日
ま
で
の
成
瀬
先
生
お
よ
び
廣
岡
浅
子
氏
の
動
向
を
は
じ
め
、
〇
月
〇
日
に
誰
が
本
学
設
立
の
賛
成

員
を
承
諾
し
た
と
い
っ
た
こ
と
や
、
た
と
え
ば
明
治
二
九
年
八
月
七
日
に
は
「
大
和
大
瀧
村　

土
倉
庄
三
郎
氏
へ
書
状　

差
出
人
廣
岡
夫
人
代
筆
新
田
」
と
あ
る
よ
う
に
、
手
紙
の
や
り
取
り
ま
で
も
含
め
た
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
事

実
の
み
の
記
録
で
は
あ
り
ま
す
が
、
毎
日
絶
え
間
な
く
、
文
字
通
り
東
奔
西
走
し
て
設
立
活
動
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

た
様
子
が
行
間
か
ら
十
分
に
汲
み
取
れ
ま
す
。
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
日
誌
を
読
み
、
本
学
設
立
が
刻
々
と
実
現

に
近
づ
く
ま
で
の
日
々
を
追
う
こ
と
で
、
成
瀬
先
生
の
強
固
な
信
念
と
そ
れ
を
支
え
た
人
々
の
輪
の
大
き
さ
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

成
瀬
記
念
館
は
多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
こ
の
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
時
代
と
と
も
に
よ

り
大
き
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

二
〇
一
八
年
六
月
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随 想 ずいそう
成
瀬
記
念
館
分
館
（
旧
成
瀬
仁

蔵
住
宅
）
移
築
修
理
工
事
の

記
録
映
画
製
作

菅
原　

重
成

私
が
成
瀬
仁
蔵
先
生
を
知
っ
た
の
は
、

豊
明
幼
稚
園
で
の
撮
影
で
「
成
瀬
先
生
も

笑
っ
て
る　

笑
っ
て
る
」
い
う
歌
詞
＊
を

聴
い
た
時
で
す
。
一
〇
〇
年
以
上
経
っ
て

も
園
児
た
ち
に
歌
い
継
が
れ
愛
さ
れ
る
先

生
は
ど
ん
な
に
優
し
い
方
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
、
そ
の
人
柄
に
と
て
も
興
味
を
抱
き

ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、成
瀬
記
念
館
分
館
・

旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
（
以
後
分
館
）
の
解
体
・

組
立
工
事
記
録
映
画
製
作
の
お
話
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
撮
影
が
始
ま
る
前
に
成
瀬

記
念
館
の
学
芸
員
さ
ん
か
ら
「
現
状
の
住

宅
（
分
館
）
を
見
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
お

誘
い
を
い
た
だ
き
、
中
に
入
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
静
か
な
佇
ま
い
な
が
ら
も

諸
所
に
成
瀬
先
生
の
教
育
に
掛
け
る
情
熱

が
窺
え
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
大
学
校

の
校
舎
が
見
渡
せ
た
で
あ
ろ
う
二
階
に
上

が
っ
て
み
る
と
、
書
見
台
前
に
立
ち
優
し

く
学
生
た
ち
に
微
笑
む
成
瀬
先
生
が
今
で

も
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
私
に
は

思
え
ま
し
た
。

果
た
し
て
解
体
工
事
は
二
〇
一
五
年
二

月
に
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
記
録
映
画
製

作
に
は
二
つ
の
目
的
が
設
定
さ
れ
ま
し

た
。
ひ
と
つ
は
解
体
・
組
立
て
工
事
が
理

解
で
き
る
記
録
映
画
作
品
と
し
て
仕
上
げ

る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
工
事
の
工
程
の

す
べ
て
を
高
精
細
の
動
画
素
材
に
残
し
て

ア
ー
カ
イ
ブ
化
す
る
こ
と
で
し
た
。
こ
の

二
つ
は
全
く
性
質
の
異
な
る
も
の
で
す
。

劇
場
映
画
で
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
も

作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
編
集

を
行
い
ま
す
。
こ
の
編
集
と
は
思
い
入
れ

の
あ
る
カ
ッ
ト
を
切
り
捨
て
る
作
業
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
は
一
つ
の
カ
ッ
ト

を
選
ば
な
く
て
は
作
品
が
成
立
し
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
引
き
算
の
考
え
方
で
す
。
一

方
ア
ー
カ
イ
ブ
は
と
い
う
と
選
択
肢
が
多

い
ほ
ど
価
値
が
増
し
ま
す
の
で
撮
影
素
材

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

ち
ら
は
足
し
算
の
考
え
方
で
す
。
こ
の
相

反
す
る
二
つ
の
目
的
を
有
す
る
撮
影
は
必

然
的
に
撮
影
回
数
が
増
え
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
解
体
編
の
撮
影
は
二
〇
一

五
年
二
月
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
二
日
の

間
で
延
べ
三
二
回
、
組
立
て
編
は
二
〇
一

六
年
一
月
一
二
日
か
ら
二
〇
一
七
年
六
月

二
九
日
の
間
で
延
べ
六
八
回
と
合
計
で
一

〇
〇
回
を
数
え
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
撮
影

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
こ
れ
だ
け
の
撮
影
回
数

モニターをチェックする菅原さん
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随 想 ずいそう
は
過
去
に
経
験
の
な
い
多
さ
で
し
た
。
撮

影
し
た
素
材
は
五
〇
時
間
を
超
え
大
容
量

の
６
Ｔ
Ｂ
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
が
満
杯
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
で
す
。

撮
影
す
る
に
あ
た
っ
て
ひ
と
つ
だ
け
決

め
ご
と
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
工
事

関
係
者
へ
撮
影
の
た
め
に
工
程
の
調
整
や

段
取
り
を
お
願
い
し
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
た
だ
ひ
た
す
ら
待
つ
こ
と
に
徹
し

て
撮
影
す
る
。
こ
れ
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
を
制
作
す
る
と
き
の
私
の
持
論
で

す
。
待
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
自
ず
と
良
い

画
が
撮
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。以
前「
最

後
の
鷹
匠
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
番
組
を
制
作
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
鷹
匠
の
相
棒
の
イ
ヌ
ワ
シ
が
我
々

ス
タ
ッ
フ
と
カ
メ
ラ
に
慣
れ
る
ま
で
何
度

も
山
形
県
は
月
山
の
麓
の
村
に
通
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
す
。
猛
禽
類
に
我
々
の

思
い
が
通
じ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
思

う
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
が
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
現
場
な
の
で
す
。

待
つ
こ
と
で
の
失
敗
も
当
然
の
こ
と
な

が
ら
あ
り
ま
し
た
。
組
立
て
工
事
が
始
ま

り
、
俯
瞰
が
撮
影
で
き
る
場
所
か
ら
毎
回

定
点
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
基
礎
か

ら
柱
・
梁
が
立
ち
上
り
、
小
屋
組
み
が
組

ま
れ
、
瓦
が
葺
か
れ
て
完
成
ま
で
の
一
連

を
同
じ
画
角
で
見
せ
る
の
が
狙
い
で
し
た

が
、
途
中
で
素
屋
根
が
掛
か
っ
て
俯
瞰
で

は
工
事
の
様
子
が
撮
影
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
工
程
表
に
は

素
屋
根
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
明
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
の
で
そ
れ
を
私
が
読
み
解
け
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
今
回
の
膨
大
な
撮
影
素
材
の
中
か

ら
私
が
好
き
な
シ
ョ
ッ
ト
を
選
ぶ
と
し
た

ら
、
や
は
り
待
つ
こ
と
で
撮
影
で
き
た

カ
ッ
ト
が
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
の
で
ご

紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
、和
室
土
壁
の
解
体
シ
ー
ン
で
す
。

工
事
が
始
ま
る
前
に
被
写
体
と
な
る
壁
で

構
図
を
決
め
て
待
っ
て
い
ま
し
た
。
解
体

が
始
ま
る
と
私
の
予
想
を
超
え
る
土
埃
で

前
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
不
味
い
、
カ
メ
ラ
が
危
な
い
。
そ

の
時
フ
レ
ー
ム
の
ほ
ぼ
中
央
に
ハ
ン
マ
ー

が
フ
レ
ー
ム
イ
ン
し
て
壁
を
砕
き
始
め
ま

し
た
。
心
の
中
で
「
や
っ
た
～
」
と
叫
ん

で
い
ま
し
た
。
声
を
出
す
と
カ
メ
ラ
の
マ

イ
ク
が
音
を
拾
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で

…
。
通
常
は
精
密
機
器
で
あ
る
カ
メ
ラ
を

粉
塵
が
飛
び
交
う
状
況
に
持
ち
込
む
こ
と和室土壁の解体
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随 想 ずいそう
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
撮
影
後
、
カ
メ
ラ

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
も
ち
ろ
ん
で
し
た
。

次
に
、
基
礎
に
柱
を
立
て
る
シ
ー
ン
で

す
。
こ
こ
で
は
最
近
話
題
の
タ
イ
ム
ラ
プ

ス
と
い
う
手
法
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま

し
た
。イ
ン
タ
ー
バ
ル
撮
影
と
も
呼
ば
れ
、

長
時
間
の
工
事
経
過
を
短
時
間
で
見
ら
れ

る
よ
う
に
定
点
で
撮
影
す
る
の
で
す
。
朝

ま
だ
柱
が
立
っ
て
い
な
い
状
態
で
構
図
を

決
め
て
、
ほ
と
ん
ど
の
柱
が
立
ち
並
ぶ
午

後
ま
で
の
時
間
で
収
録
し
ま
し
た
。
長
時

間
か
け
た
撮
影
の
再
生
時
間
は
た
っ
た
一

分
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト

は
最
後
に
柱
の
全
て
が
画
角
に
バ
ラ
ン
ス

よ
く
収
ま
っ
て
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
結
果
と
し
て
一
日
か
け
た
撮
影
は
無

駄
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
安
堵
し
ま
し

た
。最

後
に
、
二
階
の
洋
風
書
斎
の
漆
喰
壁

の
仕
上
げ
シ
ー
ン
で
す
。
漆
喰
壁
は
白
い

世
界
で
変
化
が
分
か
り
づ
ら
い
の
で
少
し

長
め
に
撮
影
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
映

像
か
ら
は
ど
う
見
て
も
変
わ
り
の
な
い
白

い
漆
喰
を
塗
り
重
ね
て
い
る
だ
け
な
の
で

す
が
、
も
う
一
度
塗
り
始
め
た
と
こ
ろ
か

ら
漆
喰
を
塗
る
音
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。

今
ま
で
ざ
ら
ざ
ら
と
鳴
っ
て
い
た
音
が
し

な
く
な
っ
た
の
で
す
。「
そ
う
か
！ 

こ

れ
が
一
番
上
に
塗
ら
れ
る
仕
上
げ
の
漆
喰

な
の
だ
」
と
音
の
情
報
か
ら
気
付
く
こ
と

が
で
き
た
お
気
に
入
り
の
カ
ッ
ト
で
す
。

こ
れ
ら
の
撮
影
素
材
を
使
っ
て
日
本
女

子
大
学
住
居
学
科
是
澤
研
究
室
の
み
な
さ

ん
と
協
働
で
仕
上
げ
る
こ
と
に
な
り
「
受

け
継
が
れ
る
一
二
〇
年　

移
築
修
理
工
事

か
ら
紐
解
く
、成
瀬
記
念
館
分
館
の
歩
み
」

と
い
う
作
品
が
完
成
し
ま
し
た
。

今
回
の
記
録
映
画
製
作
で
お
世
話
に

な
っ
た
全
て
の
み
な
さ
ま
に
心
か
ら
感
謝

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

	

＊
豊
明
幼
稚
園
の
歌
か
ら

（
有
限
会
社
え
び
探　

	

す
が
は
ら　

し
げ
な
り
）

リ
カ
レ
ン
ト
に
つ
い
て

茂
木　

知
子

二
〇
〇
七
年
、
文
部
科
学
省
委
託
事
業

と
し
て
「
日
本
女
子
大
学
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
シ
ス
テ
ム
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
当

時
の
英
文
学
科
教
授
、
ソ
ー
ン
ト
ン
不
破

直
子
先
生
（
後
に
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所

長
、
現
在
名
誉
教
授
）
の
ご
尽
力
に
よ
る

も
の
で
し
た
。
今
で
は
ご
く
普
通
に
用
い

ら
れ
る
「
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
」
と
い
う
言

葉
を
、
日
本
の
大
学
で
最
初
に
使
っ
た
の

は
、
日
本
女
子
大
学
で
し
た
。

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
シ
ス
テ
ム
が
設
置
さ

れ
た
背
景
に
は
、
大
卒
求
人
倍
率
が
一
倍

に
満
た
な
い
長
い
就
職
氷
河
期
が
続
い
た

後
で
、
一
時
的
に
求
人
倍
率
が
二
倍
に

戻
っ
た
結
果
、
採
用
抑
制
を
長
く
続
け
て

き
た
企
業
で
は
社
内
の
年
齢
構
成
が
偏
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随 想 ずいそう
り
、
新
卒
者
に
対
す
る
新
人
教
育
を
行
う

余
裕
は
な
く
、
入
社
後
三
年
以
内
の
離
職

率
の
高
さ
が
社
会
問
題
と
な
る
と
い
う
状

況
が
あ
り
ま
し
た
。
ソ
ー
ン
ト
ン
不
破
直

子
先
生
は
当
時
、
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
構
築

の
難
し
さ
を
痛
感
さ
れ
、「
社
会
人
女
性

の
学
び
と
再
就
職
を
一
体
化
し
た
教
育
課

程
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
働
き
か
け
ら
れ

た
の
で
す
。
昨
年
の
一
一
月
に
開
催
し
た	

一
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
先
生

が
「
一
〇
年
経
っ
た
今
も
女
性
活
躍
と
は

言
え
な
い
現
状
が
あ
る
」
と
講
演
な
さ
い

ま
し
た
。出
席
さ
れ
た
内
閣
府
の
方
が「
圧

巻
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ほ
ど
の
気
概
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
こ
の
事
業
を
推

進
す
る
使
命
の
重
要
性
を
痛
感
し
ま
し

た
。二

〇
一
〇
年
に
は
、
当
時
の
第
一
二
代

学
長
蟻
川
芳
子
先
生
、後
藤
祥
子
先
生（
第

一
一
代
学
長
）、
第
二
代
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
所
長
新
見
肇
子
先
生
ほ
か
に
よ
る
会

議
で
、
委
託
期
間
終
了
後
の
二
〇
一
一
年

度
よ
り
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
管
事
業
と

し
て
継
続
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し

た
。「
学
び
直
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
始
め

た
全
国
一
三
六
大
学
の
な
か
で
、
最
終
的

に
事
業
を
継
続
し
た
の
は
、
本
学
の
み
で

し
た
。こ
の
会
議
で
の
決
定
が
な
さ
れ
ず
、

ま
た
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
大
震
災
に
よ

る
社
会
不
安
の
時
期
に
事
業
を
断
念
し
て

い
た
な
ら
、
い
ま
国
を
挙
げ
て
取
り
組
む

「
社
会
人
の
学
び
直
し
」
の
女
性
支
援
は
、

基
盤
を
失
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
四

〇
才
以
上
の
転
職
あ
る
い
は
子
育
て
に
よ

る
ブ
ラ
ン
ク
を
も
つ
主
婦
の
学
び
直
し
の

効
果
は
難
し
い
と
い
う
、
通
念
的
な
発
想

の
ま
ま
推
移
し
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た

労
働
力
不
足
解
消
へ
の
対
応
も
、
後
手
に

回
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

本
学
が
事
業
を
継
続
し
た
大
き
な
理
由

に
、
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
先
生
の
「
生
涯
教

育
」
の
理
念
が
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
七

年
に
修
了
し
た
第
一
八
回
生
製
作
の
記
念

ア
ル
バ
ム
の
最
終
頁
に
は
、
成
瀬
先
生
が

説
い
た
生
涯
教
育
の
真
髄
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
一
三
代
学
長
佐
藤
和
人
先
生

は
、
成
瀬
先
生
の
生
誕
一
五
〇
年
記
念
誌

『
あ
な
た
は
天
職
を
見
つ
け
た
か
』
に
記

さ
れ
る
「
抑
も
教
育
の
目
的
は
、
人
の
品

格
を
作
る
に
あ
り
」「
立
派
な
人
格
と
は

毎
日
新
し
い
人
間
に
生
れ
変
る
人
で
あ

る
。
生
涯
を
進
歩
の
過
程
と
し
、
新
し
い

知
識
を
求
め
、
生
き
た
経
験
を
積
み
、
幾

歳
に
な
っ
て
も
青
年
の
様
な
旺
な
精
神
を

以
て
益
々
奮
闘
し
て
境
遇
を
開
い
て
行
く

人
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
を
、
修
了
式
の

祝
辞
に
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
修
了
生
ら
は

大
き
な
感
銘
を
受
け
、
そ
の
理
念
を
グ

ル
ー
プ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
共
有
し
ま
し
た
。
再

就
職
先
や
、
家
族
と
の
関
係
に
悩
み
を
抱

え
た
と
き
に
こ
れ
を
読
み
返
し
、
自
身
を

鼓
舞
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
成
瀬
先
生

の
理
念
は
本
学
の
卒
業
生
の
み
な
ら
ず
、

広
く
女
性
を
支
え
続
け
て
い
ま
す
。

私
が
リ
カ
レ
ン
ト
を
担
当
し
た
の
は
、

二
〇
一
三
年
七
月
か
ら
で
す
。
そ
の
頃
は
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随 想 ずいそう
年
度
内
に
二
回
、
入
学
機
会
が
あ
り
、
入

学
・
修
了
式
も
二
回
ず
つ
開
催
、
年
間
四

回
も
校
歌
を
歌
う
部
署
が
あ
る
こ
と
に
驚

き
な
が
ら
、
歌
う
た
び
ご
と
に
、
す
が
す

が
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

「
社
会
人
の
再
教
育
」
で
大
切
な
こ
と

は
、
受
講
生
の
教
育
内
容
へ
の
満
足
度
、

そ
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
信
頼
度
、
そ
の

根
幹
を
支
え
る
設
置
理
念
だ
と
考
え
ま

す
。
社
会
環
境
、
経
済
状
況
が
変
化
し
、

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
（
高
頭
麻
子
先

生
、
坂
本
清
恵
先
生
）、
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
課
程
主
任
（
増
子
富
美
先
生
、
松
梨
久

仁
子
先
生
）
を
中
心
に
、
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
委
員
会
を
開
催
し
、
三
年
に
わ
た
っ
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
し
ま
し
た
。
第
一

回
生
か
ら
全
入
学
者
の
履
修
実
績
、
ま
た

修
了
生
ア
ン
ケ
ー
ト
を
分
析
し
て
検
討
を

重
ね
ま
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
ク
、
介
護
、
子

育
て
、
障
害
を
も
つ
お
子
さ
ん
と
の
関
わ

り
、
離
婚
、
配
偶
者
の
死
亡
、
転
職
、
氷

河
期
就
職
な
ど
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
も
つ
対
象
へ
の
社
会
人
教
育
の
難

し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在

も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
、
社
会
人

女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
社
会
へ
参
加
し

続
け
活
躍
を
す
る
た
め
の
教
育
」
と
い
う

目
的
は
、
設
置
当
初
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

女
性
・
高
年
齢
・
高
学
歴
と
い
う
、
再
就

職
支
援
が
難
し
い
条
件
が
揃
っ
て
し
ま
っ

た
受
講
生
で
し
た
が
、
積
極
的
に
学
ん
だ

（
履
修
平
均
３
４
６
・
５
時
間
）
優
秀
な

人
材
は
必
ず
活
躍
し
、
新
卒
採
用
と
は
別

の
意
義
が
あ
る
と
信
じ
、
企
業
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
続
け
ま
し
た
。
就
職
氷
河
期
に

お
い
て
さ
え
採
用
計
画
ど
お
り
に
人
材
を

確
保
で
き
た
企
業
は
一
握
り
で
あ
っ
た
も

の
の
、
採
用
に
当
た
り
、
企
業
内
に
コ
ン

セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
が

続
き
ま
し
た
が
、
徐
々
に
リ
カ
レ
ン
ト
教

育
課
程
に
興
味
を
示
す
企
業
が
増
え
て
き

ま
し
た
。

二
〇
一
五
年
に
「
女
性
活
躍
推
進
法
」

が
国
会
で
成
立
以
後
、
新
聞
、
Ｔ
Ｖ
、
雑

誌
等
の
取
材
が
続
い
て
い
ま
す
。少
子
化
、

労
働
力
不
足
、
海
外
競
争
の
激
化
と
、
社

会
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
も
あ

り
、
当
課
程
が
優
秀
な
潜
在
的
人
材
の
社

会
復
帰
を
実
現
す
る
点
に
注
目
が
集
ま
り

ま
し
た
。
当
課
程
の
企
業
説
明
会
は
、
今企業合同説明会 2017 年
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随 想 ずいそう

年
一
四
回
目
を
開
催
し
、
見
学
を
含
め
て

四
八
社
と
参
加
企
業
も
着
実
に
増
え
、「
人

材
の
宝
庫
」、難
し
い
と
さ
れ
て
き
た
「
高

学
歴
女
性
の
再
就
職
支
援
」
の
成
功
例
と

評
価
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
六
年
に
は
文
部
科
学
省
「
職
業

実
践
力
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」、
厚
生
労
働

省
「
専
門
実
践
教
育
訓
練
講
座
」
に
採
択

さ
れ
、企
業
の
寄
付
授
業
も
増
え
ま
し
た
。

各
省
庁
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
続
き
「
女

性
が
働
き
続
け
る
こ
と
、
社
会
人
の
学
び

の
効
果
、
再
就
職
の
課
題
」
を
伝
え
、
一

〇
月
、
一
二
月
に
は
内
閣
官
房
働
き
方
改

革
実
現
推
進
室
主
催
「
働
き
方
改
革
に
関

す
る
総
理
と
現
場
と
の
意
見
交
換
会
（
第

一
＆
四
回
）」
に
修
了
生
、
受
講
生
、
そ

し
て
私
が
出
席
す
る
機
会
を
持
ち
ま
し

た
。
安
倍
首
相
や
加
藤
内
閣
府
特
命
担
当

大
臣
、
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
を
囲
ん
で
、

受
講
生
、
修
了
生
は
当
課
程
の
教
育
効
果

や
就
職
支
援
の
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
、

伸
び
や
か
に
、
そ
し
て
切
実
な
想
い
を
語

り
ま
し
た
。
私
は
準
備
段
階
か
ら
当
課
程

を
深
く
理
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
官
僚
の

方
々
が
見
守
る
中
で
緊
張
し
、
少
々
冷
静

さ
に
欠
け
な
が
ら
、
現
状
と
課
題
、
そ
し

て
そ
の
根
拠
を
伝
え
る
こ
と
に
集
中
し
ま

し
た
。
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
高
さ
、
メ
デ
ィ

ア
の
多
さ
に
つ
い
て
坂
本
所
長
や
修
了
生

と
語
り
合
い
な
が
ら
、
首
相
官
邸
を
後
に

し
た
日
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま

す
。二

〇
一
七
年
に
内
閣
府
男
女
共
同
参
画

局
「
女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
賞
」
を
受

賞
し
、
坂
本
所
長
が
首
相
官
邸
で
行
わ
れ

た
受
賞
式
に
出
席
、
そ
し
て
同
日
、
同
所

長
が
登
壇
さ
れ
た
「
男
女
共
同
参
画
社
会

づ
く
り
に
向
け
て
の
全
国
会
議
」
で
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説「
あ
さ
が
き
た
」

の
脚
本
家
大
森
美
香
氏
も
講
演
さ
れ
、
内

閣
府
が
「
今
日
は
日
本
女
子
大
Ｄ
ａ
ｙ
で

す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、
記
念
す
べ

き
日
と
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
八
年
に
は
、
政
府
に
お
い
て
日

内閣府男女共同参画局「平成 29 年度女性のチャレンジ支援賞」授賞式後の集合写真。
2 列目中央は坂本生涯学習センター所長。
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随 想 ずいそう
本
に
お
け
る
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
が
本
格
的

に
検
討
さ
れ
、
内
閣
官
房
人
生
一
〇
〇
年

時
代
構
想
推
進
室
に
よ
る
茂
木
大
臣
の
視

察
、
文
部
科
学
省
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
名
古

屋
で
行
わ
れ
た
日
本
経
済
新
聞
社
主
催
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
坂
本
所
長
が
講
演
、

本
学
に
は
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
役
割
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
学
は
、
通
信
教
育
課
程
、
リ
カ
レ
ン

ト
教
育
の
設
置
に
よ
っ
て
新
た
な
循
環
を

起
し
、
社
会
人
を
受
け
入
れ
、
女
性
に
関

わ
る
社
会
の
変
化
に
敏
感
に
反
応
し
て
い

る
大
学
で
す
。
設
置
一
〇
年
を
経
て
、
リ

カ
レ
ン
ト
教
育
事
業
の
担
当
と
し
て
、
そ

し
て
ひ
と
り
の
卒
業
生
と
し
て
、
誇
り
に

思
い
ま
す
。

（
通
信
教
育
・
生
涯
学
習
事
務
部

生
涯
学
習
課　

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
課
程	

 

担
当
課
長	

も
ぎ　

と
も
こ
）

あ
り
が
と
う
楓
寮

小
澤　

あ
つ
み

一
九
六
六
年
、
日
本
女
子
大
学
楓
寮
は

西
生
田
敷
地
内
に
開
寮
し
ま
し
た
。
一
九

七
六
年
か
ら
は
附
属
高
等
学
校
の
寮
と
な

り
ま
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
四
月
、
西
生

田
敷
地
内
に
人
間
社
会
学
部
開
学
と
共

に
、
大
学
と
附
属
高
等
学
校
の
共
同
利
用

の
寮
と
し
て
現
在
に
至
り
、
つ
い
に
二
〇

一
九
年
三
月
末
で
五
三
年
間
の
寮
舎
が
閉

寮
と
な
り
ま
す
。

楓
寮
は
自
然
環
境
に
は
最
大
に
恵
ま
れ

た
寮
舎
で
す
。建
物
は
居
室
の
棟
と
食
堂
・

浴
室
の
棟
で
構
成
さ
れ
老
朽
化
は
進
ん
で

い
ま
す
が
、
土
台
の
安
定
感
を
感
じ
さ
せ

る
建
物
で
す
。玄
関
前
に
は
銀
杏
、栗
、梅
、

金
木
犀
の
大
木
が
そ
び
え
立
ち
、
食
堂
の

前
に
は
寮
の
名
称
と
な
っ
て
い
る
楓
の
大

木
が
目
を
引
き
ま
す
。

春
先
の
早
朝
、
鶯
の
お
ぼ
つ
か
な
い
鳴

き
声
が
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。ま
た
、

キ
ジ
バ
ト
の
デ
ー
デ
ー
ポ
ッ
ポ
ー
の
鳴
き

声
も
知
り
ま
し
た
。
桜
が
散
り
新
入
寮
生

も
寮
生
活
に
慣
れ
た
こ
ろ
に
は
、
新
緑
の

ま
ぶ
し
い
候
と
な
り
、
寮
か
ら
の
通
学
生

活
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
祝
日
も
な
い
梅 食堂前の紅葉した楓の木
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随 想 ずいそう
雨
シ
ー
ズ
ン
は
、
寮
舎
内
の
湿
度
も
う
な

ぎ
上
り
と
な
り
、
歓
迎
し
な
い
虫
た
ち
も

老
朽
化
し
た
建
物
の
隙
間
を
い
ち
早
く
発

見
し
て
、
活
発
に
寮
舎
内
に
無
断
侵
入
し

ま
す
が
、
発
見
と
同
時
に
、
寮
生
の
鋭
い

悲
鳴
が
寮
舎
内
に
響
き
渡
り
、
速
攻
で
撃

沈
と
な
り
無
断
侵
入
を
許
し
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
シ
ー
ズ
ン
で
も
、
寮
外
の
通
路
の
色

鮮
や
か
な
紫
陽
花
が
、
私
た
ち
の
気
持
ち

を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
ま
す
。

う
っ
と
う
し
い
季
節
も
過
ぎ
、
木
々
の

隙
間
か
ら
こ
ぼ
れ
る
日
の
光
が
厳
し
い
光

線
と
な
っ
て
若
い
寮
生
の
肌
を
攻
撃
し
始

め
る
初
夏
の
候
に
は
、
鶯
の
綺
麗
な
鳴
き

声
に
も
聞
き
飽
き
、
夏
休
み
が
待
ち
遠
し

い
日
々
と
な
っ
て
き
ま
す
。
蝉
し
ぐ
れ
に

暑
さ
も
増
加
し
ま
す
が
、
室
内
で
は
高
原

の
よ
う
な
涼
し
い
風
を
時
た
ま
感
じ
な
が

ら
の
日
々
で
す
。
楽
し
か
っ
た
夏
季
休
暇

も
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
、
帰
寮
し
て

ま
た
日
々
の
生
活
が
ス
タ
ー
ト
す
る
候

は
、
ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
き
声
も
終
わ
り
に
近

づ
き
ま
す
。
金
木
犀
の
気
持
ち
良
い
香
り

を
楽
し
む
穏
や
か
な
時
間
は
無
情
に
も
は

か
な
く
、
か
ぐ
わ
し
く
な
い
ぎ
ん
な
ん
の

香
り
を
強
制
的
に
嗅
が
さ
れ
る
日
々
は
非

常
に
長
く
続
き
ま
す
。
肌
寒
さ
と
共
に
イ

チ
ョ
ウ
や
栗
の
木
の
葉
が
ひ
ら
ひ
ら
舞
い

落
ち
る
候
に
な
り
、
見
上
げ
る
と
鮮
や
か

な
黄
色
の
イ
チ
ョ
ウ
の
葉
の
奥
に
は
真
っ

青
な
空
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
深
紅
の
つ

ば
き
や
白
や
ピ
ン
ク
の
山
茶
花
が
咲
き
始

め
る
こ
ろ
に
は
寒
さ
は
し
っ
か
り
と
行
き

渡
り
ま
す
。
食
堂
前
の
も
み
じ
の
大
木
も

今
年
（
二
〇
一
七
年
）
は
き
れ
い
に
紅
葉

し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
寮
生
の
視
界

に
し
っ
か
り
と
入
る
の
は
ゴ
ミ
出
し
の
と

き
で
す
。
大
き
な
ゴ
ミ
袋
を
提
げ
て
食
堂

の
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
た
と
き
で
す
か
ら
、
寒

さ
に
身
震
い
し
な
が
ら
手
元
に
は
ゴ
ミ

袋
、
目
を
上
げ
た
先
に
は
美
し
さ
が
広
が

り
、
何
と
も
チ
グ
ハ
グ
で
す
が
、
現
実
的

な
世
界
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
建
物
の
周
囲
で
は
珍
入
者
も
い

ま
す
。
た
ぬ
き
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
で
す
。
寮

舎
の
外
周
防
犯
カ
メ
ラ
の
ブ
ザ
ー
が
時
た

ま
鳴
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
動

物
が
無
断
で
通
過
し
て
い
き
ま
す
が
大
目

に
見
て
許
可
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
近

頃
断
り
な
く
出
没
す
る
ア
ラ
イ
グ
マ
だ
け

は
凶
暴
な
た
め
罠
を
し
か
け
て
い
る
よ
う

で
す
。
こ
ん
な
自
然
環
境
下
で
寮
生
活
は

営
ま
れ
て
い
ま
す
。
得
難
い
自
然
環
境
で

す
！寮

生
活
、
特
に
高
校
寮
生
の
生
活
時
間

の
連
絡
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
ハ
ン
ド
タ

イ
プ
の
マ
リ
ン
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。
伝
統

と
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
重
厚
感
い
っ
ぱ
い
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随 想 ずいそう
の
も
の
で
す
。
起
床
時
・
就
寝
時
に
鳴
ら

す
マ
リ
ン
ベ
ル
の
音
色
は
様
々
で
す
。
ベ

ル
の
振
り
方
が
う
ま
い
人
の
音
色
は
、
ド

イ
ツ
の
ド
レ
ス
デ
ン
教
会
の
よ
う
に
カ
ラ

ン
・
コ
ロ
ン
と
余
裕
と
余
韻
が
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
せ
っ
か
ち
な
人
の
音
色
は
横
浜

山
手
教
会
の
よ
う
な
カ
ラ
ン
・
カ
ラ
ン
で

す
。
緊
張
と
怖
さ
と
重
さ
を
感
じ
な
が
ら

振
る
と
、
音
色
で
は
な
く
、
正
に
音
と
い

う
よ
り
も
騒
音
で
す
。
ガ
ン
ゴ
ン
ガ
シ
ャ

ン
（
！
！
！
！
！
！
！
）
の
連
続
で
最
後

に
は
ベ
ル
を
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
た
時
の
ゴ

ト
ン
（
…
…
）
！
で
閉
め
ま
す
。

二
〇
一
七
年
度
の
寮
生
は
、
高
校
生
九

名
、
大
学
生
三
九
名
の
四
八
名
で
年
度
末

を
迎
え
ま
し
た
。
高
校
生
と
大
学
生
の
居

室
は
フ
ロ
ア
ー
が
別
で
、
食
事
時
間
も
異

な
り
、
生
活
時
間
も
違
う
た
め
、
寮
内
で

の
交
流
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

二
〇
一
八
年
度
末
閉
寮
の
た
め
、
高
校

寮
生
は
新
入
生
の
入
寮
が
な
い
た
め
人
数

は
減
り
ま
し
た
が
、
そ
の
分
分
担
仕
事
が

増
え
、
慣
れ
る
ま
で
に
四
苦
八
苦
し
な
が

ら
の
二
〇
一
七
年
度
の
ス
タ
ー
ト
で
し

た
。
ま
た
今
年
度
は
三
人
退
寮
し
二
名
入

寮
し
ま
し
た
。
高
校
寮
生
の
場
合
、
退
寮

生
は
家
族
と
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
明
る
く
退
寮
し
て
い
き
ま
す
。
入
寮
生

は
逆
に
家
族
と
離
れ
る
た
め
に
寂
し
そ
う

で
す
が
、
迎
え
る
寮
生
側
は
歓
迎
ム
ー
ド

い
っ
ぱ
い
と
な
り
ま
す
。
寮
生
の
人
数
は

減
っ
た
と
い
っ
て
も
先
輩
の
存
在
は
大
き

く
、
緊
張
す
る
上
下
関
係
は
存
続
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
同
学
年
で
の
横
の
つ

な
が
り
は
穏
や
か
で
ほ
っ
こ
り
し
ま
す
。

大
学
寮
生
は
三
九
名
で
、
ほ
と
ん
ど
が

一
年
次
と
二
年
次
の
二
人
部
屋
で
す
。
二

〇
一
七
年
度
は
途
中
退
寮
も
な
く
、
学
年

間
の
隔
た
り
は
少
な
く
和
や
か
で
す
。二
、

三
月
は
退
寮
者
の
引
越
し
シ
ー
ズ
ン
で
慌

た
だ
し
く
寂
し
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

寮
生
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
部
屋
が
す

ご
い
状
態
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

も
外
出
時
に
は
皆
、
綺
麗
に
着
飾
っ
て
い

き
ま
す
。
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
感
心

し
ま
す
！
各
部
屋
の
収
納
家
具
が
少
な
い

の
が
一
因
で
し
ょ
う
が
、
整
理
整
頓
の
学

習
は
却
下
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

西
生
田
の
楓
寮
生
活
、
恵
ま
れ
た
自
然

環
境
を
痛
感
で
き
る
の
は
、
私
達
人
生
半

ば
過
ぎ
の
世
代
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
自
分
の
将
来
の
目
標
を
模
索
す
る
若

い
寮
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
然
環
境
を

愛
で
る
心
の
余
裕
は
ま
だ
な
い
で
し
ょ

う
。
駅
か
ら
遠
く
、
山
道
を
超
え
な
い
と

い
け
な
い
の
で
大
根
足
に
な
る
な
ど
の
不

満
や
不
便
性
が
優
先
し
、
意
識
し
な
い
、

目
に
入
ら
な
い
自
然
環
境
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
生
の
中
で
一

番
敏
感
で
多
感
で
あ
り
勉
学
の
期
間
で
あ

る
こ
の
数
年
間
を
、
人
工
的
な
騒
音
を
逃

れ
、
本
当
の
自
然
環
境
下
で
過
ご
せ
た
こ

と
は
、
個
人
の
成
長
過
程
に
お
い
て
、
無

意
識
で
あ
っ
て
も
情
緒
的
に
有
意
義
で

あ
っ
た
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
西
生
田
の

こ
の
敷
地
内
で
の
寮
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
体
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随 想 ずいそう
験
で
き
た
環
境
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
楓
寮
生
活
が
維
持
で
き
た

こ
と
は
、
料
理
長
・
管
理
人
を
は
じ
め
と

す
る
寮
の
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
寮
生
活
を

導
き
、
見
守
っ
て
下
さ
っ
た
附
属
高
校
校

長
先
生
や
寮
委
員
長
の
先
生
は
じ
め
事
務

室
の
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
大
学
学
生
課
ス

タ
ッ
フ
の
方
々
等
々
、
多
く
の
メ
ン
バ
ー

の
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
深
謝
し
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
年
老
い
て
も
ど
っ
し
り

と
構
え
て
い
る
こ
の
楓
寮
建
物
そ
の
も
の

に
も
感
謝
と
お
疲
れ
様
で
す
！

二
〇
一
八
年
度
は
楓
寮
生
活
最
後
の
一

年
で
す
が
、
縁
あ
っ
て
遭
遇
で
き
た
こ
と

に
感
謝
し
、
寮
生
、
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
大

事
に
こ
の
一
年
を
過
ご
し
て
、
日
本
女
子

大
学
楓
寮
生
活
に
幕
を
下
ろ
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
楓
寮　

Ａ
Ｄ
兼
務
寮
監　

	

お
ざ
わ　

あ
つ
み
）

開寮の頃の楓寮
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成
瀬
記
念
館
分
館
（
以
下
、
分
館
と
記
す
）
は
、
こ
の
た
び

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
よ
り
三
か
年
に
わ
た
っ
て
移
築
修
理

工
事
が
行
わ
れ
、
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
六
月
二
〇
日
に
竣

工
し
た
。
移
築
が
行
わ
れ
た
直
接
的
理
由
は
、
不
忍
通
り
（
環
状

第
４
号
線
）
の
拡
幅
に
よ
っ
て
、
旧
敷
地
と
建
物
の
一
部
が
、
都

市
計
画
道
路
の
予
定
地
に
重
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

一
、
事
業
の
概
要

分
館
は
成
瀬
先
生
生
前
の
面
影
を
伝
え
る
住
居
と
し
て
貴
重
な

価
値
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
女
子
大
学
に
現
存
す
る
最
古

の
建
物
で
あ
り
、
ま
た
文
化
財
建
造
物
で
あ
る
た
め
、
移
築
修
理

の
計
画
は
、
綿
密
な
調
査
と
方
針
策
定
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
。

事
業
に
あ
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
・
文
京
区
・
大
学
担
当
者
か

ら
な
る「
成
瀬
記
念
館
分
館
移
築
検
討
協
議
会
」が
二
〇
一
三（
平

成
二
五
）
年
度
よ
り
組
織
さ
れ
、
移
築
先
敷
地
の
選
定
や
、
修
理

成
瀬
記
念
館
分
館
は
、
日
本
女
子
大
学
（
日
本
女
子
大
学
校
）

が
創
立
さ
れ
た
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
、
大
学
構
内
に
お

け
る
教
師
館
（
教
師
用
住
宅
）
の
一
つ
と
し
て
建
設
さ
れ
、
大
学

創
立
者
で
初
代
校
長
を
務
め
た
成
瀬
仁
蔵
先
生
が
、
没
年
の

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
ま
で
居
住
し
て
い
た
建
物
で
あ
る
。
成

瀬
先
生
生
誕
百
年
に
あ
た
る
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
に
「
成

瀬
記
念
館
」
と
命
名
さ
れ
、
そ
の
後
、
現
在
の
成
瀬
記
念
館
が
で

き
た
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
か
ら
は
「
成
瀬
記
念
館
分
館

4

4

」

と
な
り
、
現
在
ま
で
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
。

大
学
創
立
時
の
建
物
で
現
存
す
る
も
の
は
、
こ
の
成
瀬
記
念
館

分
館
一
棟
の
み
で
あ
り
、「
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
（
日
本
女
子
大
学

成
瀬
記
念
館
分
館
）」
と
い
う
名
称
で
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）

年
に
文
京
区
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
保
存
家
具
一
四
点
も
、
建
物
に
付
属
す
る
も
の
と
し
て
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
を
「
付

つ
け
た
り

指
定
」
と
い
う
）。

報
告

成
瀬
記
念
館
分
館
の
移
築
修
理
工
事
に
つ
い
て

石
川　

秀
樹
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な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
建
築
基
準
法
の
適
用
除
外
（
第
３
条
第

１
項
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
）
と
い
う
制
度
が
あ
り
、
建

物
の
保
存
状
態
に
一
定
の
処
置
を
施
す
こ
と
で
、
昔
の
ま
ま
の
姿

で
建
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
今
回
は
、
消
防
設
備
の
設
置
、

耐
震
補
強
と
構
造
補
強
、
周
囲
の
フ
ェ
ン
ス
を
低
く
し
て
危
険
察

知
を
容
易
に
す
る
こ
と
等
を
条
件
と
し
て
、
こ
の
指
定
を
受
け
た

う
え
で
工
事
が
行
わ
れ
た
。

二
、
工
事
の
概
要

今
回
の
工
事
は
、分
館
の
移
築
修
理（
全
解
体
移
築
修
理
工
事
）、

外
構
（
庭
）
の
整
備
、
お
よ
び
消
防
設
備
（
動
力
消
防
ポ
ン
プ
・

地
下
貯
水
層
）
の
設
置
等
が
行
わ
れ
た
。

建
物
は
一
旦
す
べ
て
解
体
し
、
各
部
材
を
補
修
、
あ
る
い
は
交

換
し
た
う
え
、
移
築
先
の
新
敷
地
に
お
い
て
再
度
組
み
立
て
た
。

解
体
・
組
立
と
も
に
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ず
に
作
業
が
行
え
る
よ

う
、
旧
敷
地
（
解
体
）
と
新
敷
地
（
組
立
）
の
双
方
に
、
建
物
全

体
を
覆
う
素す

屋や

根ね

（
仮
設
上
屋
）
を
設
営
し
た
（
図
20
・
38
）。

解
体
工
事
は
、事
前
に
す
べ
て
の
部
材
に
番
付
札
を
取
り
付
け
、

詳
細
な
調
査
と
写
真
撮
影
を
行
い
な
が
ら
、
二
〇
一
五
（
平
成

二
七
）年
六
月
か
ら
約
三
か
月
か
け
て
実
施
さ
れ
た（
図
21
～
25
）。

解
体
し
た
古
材
は
第
二
学
生
ホ
ー
ル
（
除
却
予
定
建
物
）
に
保
管

し
（
図
26
）、
そ
こ
で
再
調
査
を
行
っ
て
最
終
的
な
仕
様
を
決
定

方
針
な
ど
の
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
。
ま
た
解
体
前
に
詳
細
な
実
測

調
査
、
仕
様
調
査
、
お
よ
び
耐
震
診
断
が
行
わ
れ
、
移
築
修
理
の

実
施
設
計
に
耐
震
補
強
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

移
築
先
の
新
敷
地
は
、正
門
付
近
の
遊
歩
道
（「
泉
プ
ロ
ム
ナ
ー

ド
」）
に
面
す
る
見
通
し
の
よ
い
場
所
が
選
定
さ
れ
た
。
移
築
前

の
旧
敷
地
は
奥
ま
っ
た
目
立
た
な
い
場
所
に
あ
り
、
全
体
が
高
い

垣
根
や
塀
で
囲
わ
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
た
が
、
今
回
の
移

築
を
機
に
文
化
財
の
積
極
的
な
利
活
用
を
図
り
、
建
物
を
広
く
公

開
し
、
か
つ
学
内
の
景
観
に
活
か
す
こ
と
が
期
さ
れ
、
こ
の
地
が

選
ば
れ
た
。

ま
た
分
館
は
、
二
階
の
お
よ
そ
半
分
（
洋
風
書
斎
・
書
斎
書
庫
・

寝
室
板
間
）
が
、
成
瀬
先
生
存
命
中
に
増
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
住
居
学
科
・
鈴
木
賢
次
先
生
ほ
か
の
研
究
に
よ
り
明
ら

か
と
な
っ
て
い
た
。
一
般
に
文
化
財
の
修
復
に
お
い
て
は
、
後
世

の
改
変
箇
所
を
当
初
形
式
に
復
原
す
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
る

が
、
今
回
の
工
事
で
は
、
建
物
の
復
原
年
代
を
成
瀬
先
生
没
年
の

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
設
定
し
、
二
階
増
築
後
の
姿
を
維
持

し
て
、
そ
の
後
の
改
変
箇
所
を
大
正
期
の
姿
に
復
原
す
る
方
針
と

な
っ
た
。

な
お
分
館
は
明
治
期
に
建
設
さ
れ
た
建
物
で
あ
り
、
現
在
の
建

築
基
準
法
に
合
致
し
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
文
化
財
建

造
物
の
仕
様
を
、
現
行
法
規
に
合
わ
せ
て
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
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し
た
後
、
再
用
す
る
古
材
の
補
修
に
取
り
か
か
っ
た
。

古
材
補
修
は
非
常
に
根
気
の
い
る
作
業
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の

部
材
の
傷
ん
だ
部
分
を
削
り
取
り
、
そ
の
か
た
ち
に
合
わ
せ
て
別

の
木
材
で
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
矧は

ぎ

木き

あ
る
い
は
埋う

め

木き

と
い
う
。
特
に
柱
の
場
合
は
、腐
朽
し
た
根
元
を
切
り
取
っ
て
、

新
し
い
材
を
金か

な

輪わ

継つ

ぎ
と
い
う
複
雑
な
仕
口
で
継
ぐ
処
置
が
行
わ

れ
、
こ
れ
を
根ね

継つ

ぎ
と
い
う
（
図
27
）。
ま
た
腐
朽
破
損
や
歪
み

の
た
め
再
用
で
き
な
い
材
は
、
新
規
木
材
に
交
換
し
、
古
材
の
寸

法
・
形
状
・
仕
口
を
写
し
取
っ
て
、
全
く
同
じ
部
材
を
作
成
す
る

（
図
28
）。
こ
う
し
た
作
業
は
、
主
要
部
分
だ
け
で
も
大
工
二
人
で

半
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
。

一
方
、
新
敷
地
で
の
作
業
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
着
手
し
た
。

既
存
の
植
え
込
み
等
を
撤
去
し
て
敷
地
を
造
成
（
図
29
）
し
た
後
、

泉
山
館
側
の
敷
地
を
一
部
掘
削
し
て
、
ま
ず
消
防
用
の
地
下
貯
水

層
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
）
を
建
設
し
た
（
図
30
）。

そ
の
後
、
建
物
下
の
地
中
に
、
構
造
補
強
と
し
て
厚
さ
三
〇
㎝

の
耐
圧
盤
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
）
を
打
設
し
た
（
図
31
）。

こ
れ
は
建
物
全
体
を
厚
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
盤
の
上
に
建
て
る
こ
と

に
よ
り
、
沈
下
や
歪
み
を
抑
止
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
り
、
柱
や

土
台
の
下
に
見
え
る
礎
石
（
玉
石
・
布ぬ

の

石い
し

）
は
、
す
べ
て
こ
の
耐

圧
盤
の
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。ま
た
外
周
部
の
礎
石（
布
石
）は
、

移
築
前
は
房
州
石
（
房
総
半
島
産
の
凝
灰
岩
）
と
い
う
柔
ら
か
い

石
を
用
い
た
地じ

覆ふ
く

石い
し

で
あ
っ
た
が
、
材
質
が
非
常
に
脆も

ろ

い
た
め
、

今
回
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
布
基
礎
に
置
き
換
え
た
。
さ
ら
に

そ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
外
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
、
旧
地
覆
石
を

薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
て
見
え
掛
か
り
部
分
に
張
り
付
け
た
。

基
礎
工
事
完
了
後
、
二
〇
一
六
年
六
月
よ
り
木
工
事
の
組
立
に

着
手
し
、ま
ず
土
台
を
敷
き
、柱
を
建
て
、桁
と
梁
を
か
け
た
（
図

32
～
34
）。
軸
部
の
組
立
で
あ
り
、
こ
れ
を
建た

て

方か
た

（
あ
る
い
は
建た

て

前ま
え

）
と
い
う
。
今
回
は
、
腐
朽
破
損
の
た
め
、
九
本
の
柱
を
新
規

材
に
交
換
し
た
（
通
し
柱
四
本
、
一
階
四
本
、
二
階
一
本
）。

ま
た
修
理
前
に
は
、
柱
の
上
・
下
に
土
台
や
梁
が
な
い
脆
弱
な

部
分
が
み
ら
れ
た
た
め
、
構
造
補
強
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に

は
補
強
地
覆（
足あ

し

固が
た
めの
一
種
）や
補
強
梁
を
新
た
に
挿
入
し
た（
図

41
・
42
）。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
壁
が
耐
震
上
有
効
に
は

た
ら
く
こ
と
に
な
る
。

建
方
完
了
後
は
小
屋
組
の
組
立
を
行
い
、
小
屋
束
を
建
て
、
母も

屋や

・
棟む

な

木ぎ

を
の
せ
、
垂た

る

木き

を
か
け
、
野の

地じ

板い
た

を
張
っ
て
屋
根
の
下

地
を
設
け
た
（
図
35
・
36
）。
一
般
に
小
屋
組
に
棟
木
を
取
り
付

け
る
こ
と
を
上

じ
ょ
う

棟と
う

と
い
い
、
そ
の
頃
に
上
棟
式
が
行
わ
れ
る
。
分

館
で
は
二
〇
一
六
年
八
月
二
五
日
に
上
棟
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

続
い
て
屋
根
工
事
に
着
手
し
、
改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ル
ー
フ
ィ

ン
グ
と
い
う
強
力
な
防
水
紙
を
野
地
板
全
体
に
貼
っ
た
う
え
（
図

37
）、
銅
板
と
瓦
を
葺
き
、
約
二
か
月
か
け
て
屋
根
の
主
要
部
分
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が
完
了
し
た
（
図
39
）。

壁
工
事
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
九
月
に
着
手
し
た
。
分

館
の
壁
は
二
種
類
あ
り
、
竹た

け

小こ

舞ま
い

下
地
に
よ
る
和
風
の
真し

ん

壁か
べ

（
一

階
全
域
、
二
階
書
斎
・
寝
室
）
と
、
木き

摺ず
り

下
地
に
よ
る
洋
風
の
大お

お

壁か
べ

（
洋
風
書
斎
・
書
斎
書
庫
）
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
真
壁
よ
り
始

め
、
竹
小
舞
を
約
一
か
月
か
け
て
掻か

き
、
屋
根
に
瓦
が
の
っ
た

一
〇
月
よ
り
荒あ

ら

壁か
べ

塗
り
に
取
り
か
か
っ
た
。
壁
塗
り
を
瓦
葺
き
の

後
に
行
う
の
は
、
瓦
の
重
量
で
建
物
が
引
き
締
ま
っ
た
状
態
に

な
っ
て
か
ら
塗
ら
な
い
と
、
あ
と
で
壁
に
歪
み
が
生
じ
る
た
め
で

あ
る
。

左
官
の
工
程
は
複
雑
で
工
期
も
長
い
。
真
壁
の
方
は
、
予
め
一

月
に
土
を
運
び
込
ん
で
切
り
藁
を
混
ぜ
て
寝
か
せ
て
お
き
（
図

44
）、九
月
に
竹
小
舞
掻
き
（
図
45
）、一
〇
月
よ
り
荒
壁
塗
り
（
図

46
）、
裏う

ら

撫な

で
、
裏
返
し
塗
り
、
貫ぬ

き

伏ぶ

せ
（
図
47
）、
底そ

こ

埋う

め
、
斑む

ら

直な
お

し
、
中
塗
り
（
図
48
）
を
経
て
、
竣
工
直
前
の
二
〇
一
七
年
五

月
に
仕
上
げ
漆
喰
塗
り
を
完
了
し
た
（
図
49
）。

一
方
、大
壁
の
方
は
、二
〇
一
六
年
一
一
月
に
着
手
し
、木
摺
（
図

50
）
を
打
ち
付
け
た
後
、
生き

漆じ
っ

喰く
い

擦こ
す

り
、
尺
ト
ン
ボ
（
補
強
の
繩
）

伏
せ
込
み
（
図
51
）、
斑
直
し
、
中
塗
り
を
経
て
、
こ
れ
も

二
〇
一
七
年
五
月
に
仕
上
げ
漆
喰
塗
り
を
完
了
し
た
（
図
54
・
55
）。

洋
風
書
斎
の
天
井
中
心
飾
り
（
円
形
の
装
飾
）
は
、
旧
材
を
木

摺
下
地
ご
と
大
ば
ら
し
解
体
（
組
ん
だ
状
態
の
ま
ま
取
り
は
ず
す

こ
と
）
し
て
保
管
し
、
こ
れ
を
再
度
取
り
付
け
て
補
修
を
施
し
た

（
図
52
）。
コ
ー
ニ
ス
の
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
繰く
り

型が
た

・
蛇じ

ゃ

腹ば
ら

）
は
、

旧
材
の
サ
ン
プ
ル
に
合
わ
せ
て
作
成
し
た
型
を
漆
喰
に
当
て
、
こ

れ
を
横
引
き
（
蛇
腹
型
引
き
）
し
て
仕
上
げ
た
（
図
53
）。

な
お
今
回
は
、
壁
下
地
に
重
要
な
耐
震
補
強
を
施
し
て
い
る
。

耐
震
診
断
の
結
果
、
二
階
に
耐
震
要
素
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
た
め
、
二
階
の
六
か
所
の
壁
下
地
に
、「
耐
震
小
舞
」

と
い
う
厚
さ
約
三
㎝
の
板
を
二
枚
貼
り
合
わ
せ
た
厚
板
壁
を
採
用

し
た
（
図
43
）。

ま
た
二
階
の
床
下
に
も
構
造
補
強
と
し
て
合
板
を
打
ち
付
け
た

が
、
一
般
に
文
化
財
の
構
造
補
強
・
耐
震
補
強
と
い
う
も
の
は
、

こ
の
よ
う
に
床
下
・
天
井
裏
・
壁
内
部
な
ど
の
見
え
な
い
部
分
に

施
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
歴
史
的
意
匠
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

壁
工
事
と
平
行
し
て
、
各
部
の
造
作
（
床
・
天
井
・
敷
鴨
居
）

を
進
め
、
各
種
設
備
を
取
り
付
け
、
最
後
に
建
具
と
畳
を
搬
入
し
、

建
物
の
工
事
は
二
〇
一
七
（
平
成
二
九
）
年
六
月
に
完
了
し
た
。

三
、
分
館
の
沿
革
と
建
築
的
特
質

①
創
建
当
初

日
本
女
子
大
学
校
の
建
設
は
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
の

秋
頃
に
着
手
さ
れ
、
約
半
年
ほ
ど
の
工
期
で
、
翌
一
九
〇
一
年
の
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春
に
完
成
し
、
四
月
二
〇
日
に
開
校
式
を
む
か
え
た
。

創
建
当
初
の
建
物
は
、
校
舎
二
棟
（
大
学
部
・
高
等
女
学
校
）、

理
科
教
室
、
寮
舎
二
棟
、
教
師
館
三
棟
な
ど
で
あ
っ
た
。
校
舎
の

方
は
屋
根
に
ド
ー
マ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
（
屋
根
窓
）
を
冠
し
た
左
右

対
称
の
堂
々
た
る
洋
風
建
築
で
あ
っ
た
が
、
寮
と
教
師
館
は
、
瓦

葺
き
、
下し

た

見み

板い
た

張
り
に
よ
る
和
風
の
建
物
で
あ
っ
た
（
図
11
）。

建
築
監
督
と
し
て
設
計
を
監
修
し
た
の
は
、
学
校
建
築
に
精
通

し
た
文
部
省
技
師
久く

留る

正ま
さ

道み
ち

（
上
野
の
奏
楽
堂
の
設
計
者
）
で
あ

り
、
ま
た
三
井
財
閥
の
営
繕
に
い
た
横よ

こ

河か
わ

民た
み

輔す
け

（
旧
三
井
本
館
の

設
計
者
）
も
設
計
に
関
与
し
て
い
た
。
一
方
、
工
事
を
請
け
負
っ

た
の
は
、
校
舎
は
赤
神
善
三
郎
と
い
う
大
工
で
あ
り
、
理
科
教
室

と
寮
舎
は
清
水
組
（
現
・
清
水
建
設
）
が
担
当
し
た
。
教
師
館
も

お
そ
ら
く
清
水
組
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

教
師
館
は
同
じ
間
取
り
の
建
物
が
三
棟
建
て
ら
れ
た
が
、
う
ち

一
棟
は
開
校
時
に
寮
舎
と
し
て
転
用
さ
れ
、
ま
も
な
く
音
楽
教
室

（
一
階
）
と
病
院
（
二
階
）
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
教

師
館
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
二
棟
の
み
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
北

西
隅
の
一
棟
を
校
長
宅
と
し
て
、
成
瀬
先
生
が
居
住
し
た
。

②
分
館
の
増
改
築

教
師
館
は
教
師
が
日
常
的
に
生
活
す
る
場
と
し
て
、
明
治
中
期

頃
の
一
般
的
な
和
風
住
宅
の
形
式
で
建
て
ら
れ
た
。
し
か
し
成
瀬

先
生
は
そ
こ
に
洋
風
の
要
素
を
持
ち
込
み
な
が
ら
、
何
度
も
増
改

築
を
繰
り
返
し
て
い
き
、
分
館
は
次
第
に
和
洋
折
衷
の
不
思
議
な

建
物
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。

創
建
当
初
の
各
部
屋
は
、
当
時
一
般
の
住
宅
と
同
じ
よ
う
に
障

子
と
雨
戸
し
か
な
く
、
縁
側
は
吹
き
さ
ら
し
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ

へ
ま
ず
ガ
ラ
ス
戸
を
建
て
て
、
二
階
書
斎
の
縁
を
屋
内
化
し
た
。

そ
し
て
背
面
側
の
平
屋
部
分
の
瓦
屋
根
上
に
、
板
塀
で
囲
ま
れ
た

広
い
ベ
ラ
ン
ダ
（
露
台
）
を
造
っ
た
（
現
存
せ
ず
）（
図
12
）。
現

在
の
洋
風
書
斎
が
あ
る
場
所
で
あ
り
、
こ
こ
は
か
つ
て
屋
根
の
上

の
ベ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ
た
。

次
に
二
階
寝
室
の
脇
に
板
の
間（
寝
室
板
間
）を
増
築
し
た（
図

6
・
13
）。
成
瀬
先
生
は
こ
の
寝
室
板
間
を
「
朝
の
書
斎
」
と
呼
び
、

起
床
後
に
こ
こ
で
読
書
を
す
る
の
が
日
課
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時

に
二
階
の
正
面
側
に
も
、
手
摺
付
き
の
広
い
ベ
ラ
ン
ダ
（
図
16
）

を
造
り
（
現
存
せ
ず
）、
こ
の
ベ
ラ
ン
ダ
へ
出
る
た
め
の
洋
風
ド

ア
（
片
引
戸
）
を
寝
室
板
間
に
設
け
た
（
ド
ア
は
現
存
）。

同
じ
頃
、
二
階
書
斎
の
脇
に
は
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
（
天
窓
）
付
き

の
書
庫
（
書
斎
書
庫
）
が
増
築
さ
れ
、
三
方
の
壁
全
体
に
書
棚
を

造
り
付
け
た
（
図
8
・
14
）。

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
背
面
の
ベ
ラ
ン
ダ
を
取
り
払
い
、
平

屋
の
屋
根
と
小
屋
組
を
撤
去
し
て
、
現
在
の
洋
風
書
斎
が
増
築
さ

れ
た
。
ダ
ブ
ル
ハ
ン
グ
ウ
イ
ン
ド
ウ
（
上
げ
下
げ
窓
）
に
ベ
ネ
チ

ア
ン
ブ
ラ
イ
ン
ド
（
鎧
戸
）
を
取
り
付
け
た
、
天
井
の
高
い
純
洋
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風
の
部
屋
で
あ
る
（
図
7
・
15
）。

古
い
二
階
書
斎
も
畳
を
撤
去
し
て
板
の
間
と
し
、
和
洋
折
衷
の

部
屋
に
改
修
さ
れ
た
（
図
8
）。
ま
た
一
階
八
畳
も
縁
境
の
障
子

を
撤
去
し
て
、
座
敷
と
縁
を
一
続
き
の
広
間
と
し
、
外
側
に
ガ
ラ

ス
戸
を
建
て
た
。
さ
ら
に
襖
を
洋
風
ド
ア
に
取
り
替
え
て
、
こ
れ

も
和
洋
折
衷
の
部
屋
と
な
っ
た
（
図
9
）。

分
館
の
増
築
は
、
ほ
と
ん
ど
が
書
斎
関
係
で
あ
り
、
読
書
と
思

索
の
空
間
を
充
実
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
ベ
ラ
ン
ダ
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
り
、
正
面
ベ
ラ
ン
ダ
は
成
瀬
先
生
の
思
索
と
植

物
観
察
と
天
体
観
測
の
場
で
あ
っ
た
（
こ
の
ベ
ラ
ン
ダ
は
関
東
大

震
災
で
破
損
し
、
現
在
は
な
い
）。

但
し
建
築
の
構
造
と
し
て
は
、
か
な
り
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な

手
法
で
二
階
を
増
築
し
て
い
る
た
め
、
時
を
経
て
柱
は
傾
き
、
床

は
沈
み
、
各
所
に
相
当
の
歪
み
が
生
じ
て
い
た
（
図
19
）。
今
回

の
道
路
拡
幅
に
起
因
す
る
移
築
修
理
は
、こ
の
建
物
に
と
っ
て
は
、

か
え
っ
て
幸
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四
、
復
原
と
整
備

建
物
を
昔
の
か
た
ち
に
戻
す
こ
と
を
「
復
原
」
と
い
い
、
今
後

の
保
存
や
維
持
管
理
の
た
め
、
や
む
を
得
ず
一
部
を
変
更
す
る
こ

と
を
「
整
備
」
と
い
う
。
ま
た
後
世
に
改
変
さ
れ
た
箇
所
を
そ
の

ま
ま
維
持
す
る
こ
と
を
「
現
状
踏
襲
」
と
い
う
。
今
回
の
工
事
で

は
、
主
に
建
具
、
壁
仕
上
げ
、
霧き

り

避よ
け

庇び
さ
し（
窓
の
上
の
小
庇
）、
照

明
器
具
等
の
復
原
を
行
い
、
便
器
な
ど
衛
生
機
器
に
つ
い
て
は
、

復
原
・
整
備
・
現
状
踏
襲
を
使
い
分
け
た
。

一
階
の
ガ
ラ
ス
戸
は
多
く
が
戦
後
に
交
換
さ
れ
て
い
た
が
、
は

ず
さ
れ
た
古
い
ガ
ラ
ス
戸
一
〇
枚
が
、
外
便
所
の
中
に
保
管
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
寸
法
や
金
具
痕
跡
を
調
査
し
て
、
も
と
の
位

置
を
割
り
出
し
、
再
用
あ
る
い
は
参
照
す
る
こ
と
で
、
初
期
の
建

具
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
八
畳
縁
・
六
畳
縁
・
台
所
・
裏

口
）（
図
56
・
57
）。
ま
た
隅
の
四
畳
半
で
は
、
ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー

取
り
付
け
に
伴
っ
て
改
修
さ
れ
た
ボ
ー
ド
壁
の
下
か
ら
、
古
い
ガ

ラ
ス
戸
が
発
見
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
を
再
用
し
た
（
図
58
）。

一
階
の
壁
は
、
昭
和
後
期
に
流
行
し
た
新
建
材
の
繊
維
壁
が
全

体
に
塗
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
す
べ
て
当
初
の
漆
喰
壁
に
復
し

た
。
八
畳
脇
の
便
所
は
、
壁
に
近
年
の
化
粧
ボ
ー
ド
が
張
ら
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
も
撤
去
し
た
。

霧
避
庇
は
後
世
に
鉄
板
平ひ

ら

葺ぶ

き
に
改
修
さ
れ
て
い
た
が
、
当
初

は
板
金
を
葺
か
な
い
板い

た

庇び
さ
しで

、
板
と
板
の
間
に
雨
が
入
ら
な
い
よ

う
、
目
板
と
い
う
棒
状
の
材
が
、
板
の
継
ぎ
目
の
上
に
取
り
付
け

ら
れ
て
い
た
。
今
回
は
各
所
の
霧
避
庇
を
、
こ
の
目
板
付
き
板
庇

の
形
状
に
復
原
し
た
が
、
恒
久
的
な
維
持
保
存
の
た
め
、
こ
れ
に

銅
板
を
被
せ
て
整
備
し
た
（
銅
板
瓦
棒
葺
き
）（
図
40
）。

照
明
器
具
は
昭
和
の
蛍
光
灯
を
廃
し
て
、
古
写
真
か
ら
陣
笠
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セ
ー
ド
と
花
型
セ
ー
ド
の
裸
電
球
に
復
し
た
（
図
59
）。
ま
た
六

畳
の
床
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
古
い
木
台
（
天
井
の
台
座
）
を
一
部

再
用
し
、
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
（
天
井
の
接
続
ボ
ッ
ク
ス
）
は
昔
風
の
碍が

い

子し

製
に
復
し
た
。
ま
た
吊
り
下
げ
コ
ー
ド
の
長
さ
を
調
節
す
る
轆ろ

く

轤ろ

玉だ
ま

も
復
原
し
た
。

三
か
所
の
便
所
は
、
当
初
は
い
ず
れ
も
汲
み
取
り
式
で
あ
っ
た

が
、
昭
和
中
期
に
水
洗
便
器
に
交
換
さ
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
一
部

が
更
新
さ
れ
て
い
た
。
今
回
は
、
外
便
所
の
み
を
汲
み
取
り
式
に

復
原
し
（
図
60
）、
汲
み
取
り
便
器
と
地
中
に
残
存
し
て
い
た
便

壷
（
瓶か

め

に
漆
喰
塗
り
）
を
復
し
た
。
六
畳
脇
便
所
の
大
便
器
・
小

便
器
・
手
洗
器
は
昭
和
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
レ
ト
ロ
な
ハ
イ
タ

ン
ク
式
の
木
製
水
槽
な
ど
、
す
で
に
現
在
で
は
な
か
な
か
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
汲
み
取
り
に
は

復
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
衛
生
機
器
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
現
状
踏
襲

し
た
（
図
61
）。
但
し
配
管
は
せ
ず
に
、
見
学
用
と
し
た
た
め
水

は
流
れ
な
い
。
一
方
、
八
畳
脇
便
所
は
、
昭
和
後
期
に
大
・
小
便

所
を
一
室
に
繋
げ
、
小
便
器
が
撤
去
さ
れ
、
大
便
器
も
洋
風
便
器

に
交
換
さ
れ
て
い
た
。
今
回
は
建
物
利
活
用
上
の
措
置
と
し
て
、

八
畳
脇
便
所
を
実
際
に
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
現
代
的
な
洋
風

便
器
を
整
備
し
た
（
図
62
）。

五
、
外
構
に
つ
い
て

建
物
移
築
に
伴
い
、
立
地
と
敷
地
形
状
が
変
わ
っ
た
た
め
、
外

構
（
庭
）
に
関
し
て
は
、
移
築
前
の
旧
状
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
移

築
先
敷
地
の
状
況
に
応
じ
た
整
備
を
施
し
た
。
ま
た
見
学
お
よ
び

防
災
上
の
見
地
か
ら
、
建
物
が
周
囲
か
ら
よ
く
見
え
る
こ
と
を
期

し
た
た
め
、
旧
敷
地
を
囲
っ
て
い
た
高
さ
六
尺
の
建
仁
寺
垣
（
図

17
）
や
門
扉
は
復
旧
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
替
え
て
、
生
垣
を
伴

う
四
目
垣
（
当
初
か
ら
分
館
の
庭
に
存
し
た
形
式
）
で
、
低
い
垣

根
を
外
周
に
整
備
し
た
（
図
63
～
65
）。
生
垣
に
は
成
瀬
先
生
が

愛
し
た
ム
ベ
（
ア
ケ
ビ
科
の
蔓つ

る

植
物
）
の
蔓
草
を
採
用
し
た
。
ま

た
移
築
前
の
建
仁
寺
垣
の
趣
を
伝
え
る
た
め
、
高
さ
三
尺
の
低
い

建
仁
寺
垣
を
、
旧
位
置
の
一
部
の
み
に
復
旧
し
た
（
図
63
）。
但

し
維
持
管
理
の
た
め
、
竹
類
は
す
べ
て
樹
脂
製
と
し
た
。

植
栽
は
移
築
前
敷
地
に
あ
っ
た
樹
種
を
選
択
し
、
八
畳
前
庭
に

ヤ
マ
モ
ミ
ジ
・
ツ
バ
キ
・
モ
ク
セ
イ
、
六
畳
前
庭
に
ド
ウ
ダ
ン
ツ

ツ
ジ
・
ヒ
サ
カ
キ
・
ツ
バ
キ
の
中
木
を
植
え
、
玄
関
前
に
は
サ
ザ

ン
カ
を
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
、
小
さ
な
灌
木
と
し
て
植
え
た
。

ま
た
移
築
前
に
存
し
た
石
碑
と
石
仏
も
移
設
し
、
周
囲
に
ア
ジ
サ

イ
と
シ
ダ
を
あ
し
ら
っ
た
（
図
64
）。

な
お
植
栽
一
式
と
垣
根
一
式
は
、
い
ず
れ
も
目
白
会
の
寄
贈
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

�

（
文
化
財
工
学
研
究
所
取
締
役
主
任
研
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員�
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い
し
か
わ 

ひ
で
き
）
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柿こ
け
ら

板
の
墨
書（
職
人
の
落
書
き
）と

�

二
階
増
築
年
代

　
今
回
の
工
事
中
、
旧
棟
二
階
（
書
斎
・
寝

室
部
分
）
の
小
屋
を
解
体
し
た
廃
材
の
中
か

ら
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
四
月
二
三

日
付
の
墨
書
が
記
さ
れ
た
柿

こ
け
ら

板
が
発
見
さ
れ

た
。
こ
の
柿
板
は
、
か
つ
て
屋
根
下
地
〔
土ど

居い

葺
き
（
と
ん
と
ん
葺
き
）〕
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
代
か
ら

二
階
増
築
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
洋
風
書
斎
、
も
し
く
は
旧
棟
と
洋
風
書

斎
の
接
続
部
（
高
所
）
に
葺
か
れ
て
い
た
も

の
が
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
の
屋
根

葺
き
替
え
時
（
土
居
葺
き
解
体
時
）
に
取
り

は
ず
さ
れ
て
、
旧
棟
の
小
屋
裏
に
落
下
し
、

そ
の
ま
ま
遺
存
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
墨
書
の
内
容
は
、
増
築
時
の
職
人
が
記
し

た
落
書
き
で
あ
り
、
愛
知
県
北
設し
た
ら楽

郡
豊
根

村
大
字
下
黒
川
の
木
挽
職
工
、
佐
藤
吉
左
衛

門
（
二
七
才
）
の
名
が
み
ら
れ
る
。
裏
面
に

は
和
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
若
い
職
人

が
、
女
子
大
学
校
で
の
作
業
中
に
思
い
を
募

ら
せ
て
い
た
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
恋
の
歌

と
も
、
あ
る
い
は
職
人
仲
間
が
将
来
に
再
会

を
期
す
る
歌
と
も
、
双
方
に
解
釈
で
き
る
内

容
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
こ
の
柿
板
墨
書
に
よ
り
、
洋
風
書
斎

の
増
築
年
代
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）

年
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
次
の

よ
う
な
仮
説
も
併
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
仮
に
こ
の
柿
板
が
、
屋
根
葺
き
替
え
時
に

自
然
に
落
下
し
た
も
の
で
は
な
く
、
墨
書
を

発
見
し
た
何
者
か
が
、
人
為
的
に
旧
棟
小
屋

内
へ
（
低
い
位
置
か
ら
高
い
位
置
へ
）
移
動

し
た
も
の
で
あ
れ
ば
事
情
が
違
っ
て
く
る
。

そ
の
場
合
、
こ
の
柿
板
墨
書
は
、
洋
風
書
斎

に
先
行
し
て
増
築
さ
れ
た
寝
室
板
間
、
も
し

く
は
書
斎
書
庫
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
浮

上
す
る
。

　
洋
風
書
斎
の
増
築
工
事
は
、
少
な
く
と
も

数
か
月
の
工
期
が
必
用
で
あ
り
、
そ
の
間
、

住
居
と
し
て
使
用
で
き
な
い
期
間
も
存
し
た

と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
成
瀬
先
生
が
長

期
間
不
在
で
あ
っ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
欧
米

へ
約
半
年
間
外
遊
し
た
一
九
一
二
（
明
治

四
五
）
年
〜
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
に
、

洋
風
書
斎
が
増
築
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、

年
譜
の
う
え
か
ら
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
前
述
の
よ
う
に
、
柿
板
墨
書
の
人
為
的
な

移
動
と
い
う
特
殊
な
仮
定
が
必
用
で
あ
る
た

め
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
洋
風
書
斎
の
増
築

年
代
を
墨
書
が
示
す
一
九
一
一
（
明
治

四
四
）年
と
し
、今
後
の
研
究
に
期
し
て
い
る
。

表

裏

中

��

□

����

山 二

��

十

���

七

����

才 愛
知
県
北
設
楽
郡

　

豊
根
村
大
字
下
黒
川

　
　

木
挽
職
工

　
　
　

佐
藤
吉
左
衛
門

　
　
　

明
治
四
拾
四
年
四
月
廿
三
日

今
こ
ゝ
に
て

　

か
な
し
き
別
れ

す
る
と
て
も

　

又
合
時
ぞ

　
　

あ
る
ぞ
楽
日
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図1　正面

図8　2階　書斎
畳敷の部屋を和洋折衷に改修。右奥は
書庫。

図3　右背側面

図6　2階　寝室
成瀬先生ご逝去の部屋。左は寝室板間（「朝の書斎」）。

図7　2階　洋風書斎
成瀬先生の第 2 の書斎として増築された純洋風の部屋。

図4　左背側面 図5　鳥瞰

図2　左正側面

図9　1階　八畳
縁の障子を撤去して 1 室に改修。

図10　1階　中央四畳半
左は裏口、右奥は隅四畳半。

　竣工写真

- 9 -

図11　創建当初
明治 34（1901）年。

図17　移築前　正面
高い建仁寺垣に囲まれている。

図15　洋風書斎
大橋了介による油絵。大正 13（1924）年。

図14　書庫の成瀬先生 図16　正面ベランダ
成瀬先生告別講演の日に撮影。

図18　移築前　背面（不忍通り側）
不忍通り拡幅のため移築された。

図19　移築前の建物歪み
激しい傾斜がみられる。

図12　2階増築前
明治後期頃。背面ベランダがみられる。

図13　2階増築後
大正 8（1919）年頃。正面ベランダがみられる。

背面ベランダ

附属高等女学校 教師館 寮舎教師館
（校長宅）

正面ベランダ

寝室板間

古写真

今回修理前（移築前）
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図20　外部足場・素屋根設営
解体用の仮設足場と仮設屋根。

図 23　小屋組解体
野地板・垂木を撤去した状態。

図 26　解体材格納（保存小屋）
第 2 学生ホール（除却予定建物）を利用。

図 29　敷地造成
現在の敷地を造成。

図21　屋根解体
瓦葺きの解体。瓦は再用する。

図 24　軸部解体
1 階床組を残した状態。

図 27　古材補修（柱の根継ぎ）
腐朽した柱の根元を新規材に交換し、
金輪継ぎで継ぐ。

図 30　地下貯水槽
消防ポンプ用の貯水槽を地下に建設。

図 22　壁解体
壁土と竹小舞を撤去した状態。

図 25　木部解体完了
土台を撤去し、礎石のみの様態。

図 28　新規材加工
再用できない部材は新規材に交換し、
古材と同じ寸法・形状・仕口に加工。

図 31　耐圧盤・布基礎・礎石
厚さ 30cm の鉄筋コンクリート耐圧盤
のうえに礎石を据える。

解　体

部材保管・補修・加工

敷地造成・貯水槽・基礎

- 11 -

図 32　土台据え・建方準備
土台を据えて、柱を並べ、建方の準備
をする。

図 35　小屋組
小屋組・野垂木が完了した状態。

図 38　素屋根
建方の後、屋根・左官・造作組立用の
仮設屋根設置。

図 41　補強地覆
土台がない部分に設置。

図 33　建方　1 階柱・2 階床梁
長い柱は 1 〜 2 階を貫く通し柱。

図 36　野地板
瓦葺きの屋根下地完了。

図 39　屋根完了
瓦葺きと銅板葺き。

図 42　補強梁
梁がない部分に設置。

図 34　建方　2 階柱・桁・小屋梁
2 階梁組が完了した状態。

図 37　下葺き（防水紙）
改質アスファルトルーフィング。

図 40　霧避庇
目板葺き板庇の形状に復原し、銅板葺
きで整備。

図 43　耐震小舞
耐震補強のため厚さ約 3cm の板を 2 枚
貼り合わせた板壁を壁下地として設置。

建方〜屋根

構造補強・耐震補強
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図 44　土練り
第 2 学生ホール脇にプールを作り、土
に切藁を混ぜて長期間寝かせておく。

図 47　貫伏せ
貫廻りの補強。この後、底埋めと斑直
しをして厚さを整える。

図 50　木摺下地
一部のみ木摺が斜めに打たれているの
は、修理前の仕様に倣ったもの。

図 53　コーニス　蛇腹型引き
繰型の型を作り、横に引いて仕上げる。

図 45　竹小舞下地
骨となる間渡穴を柱に差し込んで、小
舞竹を並べ、縄で絡める。

図 48　中塗り

図 51　下塗り　尺トンボ伏せ込み
生漆喰を擦りつけ、尺トンボを打っ
て砂漆喰で伏せ込む。

図 54　仕上げ漆喰

図 46　荒壁塗り
貫と同一面まで荒壁を塗る。乾燥後、
裏側に裏返し塗りを行う。

図 49　仕上げ漆喰

図 52　天井中心飾り
大ばらし解体した旧材を取り付け、周
囲を塗って補修する。

図 55　天井

壁工事　真壁（竹小舞下地）

壁工事　大壁（木摺下地）

a. 修理前（中古建具）

a. 修理前（壁）

a. 修理前（寮の建具を転用）b. 竣工（復原）

b. 解体中（壁中に旧建具） c. 竣工（復原）

b. 竣工（復原）
図 56　八畳縁の建具
保管されていた旧建具（明治末期頃）を再用して復原。

図 61　六畳脇便所
昭和レトロの衛生機器を再用して現状踏襲。

図 58　隅四畳半の建具
ボード下地の壁の中に残存していた旧建具（明治末期頃）を再用して復原。

図 57　裏口の建具
保管されていた旧建具（明治後期）を再用して復原。

a. 大便器・小便器・手洗器図 60　外便所
汲み取り式に復原。床下に
便壷（漆喰塗りの瓶）。

図 59　六畳照明器具
陣笠セードの裸電球に復
原。

図 62　八畳脇便所
実際に使用できる便所とし
て現代的な便器を整備。

b. 木製ハイタンク

図 63　玄関前の建仁寺垣
建仁寺垣は成を低くして旧状の一部の
みを再現。竹類は樹脂製を採用。

図 64　八畳前庭と石碑・石仏
旧敷地に存した飛石・景石・石碑・石
仏を移設。

図 65　消防ポンプ収納箱
動力消防ポンプとホースを収納。地下
貯水槽の上に設置。

建具・照明器具

衛生機器

外構
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は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
記
録
映
画
の
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
、
羽

田
さ
ん
も
抵
抗
し
た
が
、
劇
映
画
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
も
、
作

家
の
努
力
に
違
い
は
な
い
と
髙
野
さ
ん
は
譲
ら
な
い
。
こ
う
し
て

上
映
し
た
「
薄
墨
の
桜
」
は
立
ち
見
席
の
観
客
も
出
る
ほ
ど
の
大

成
功
で
、
そ
の
後
の
羽
田
さ
ん
の
新
し
い
道
を
切
り
拓
い
て
い
っ

た
の
で
あ
る（

（
（

。羽
田
さ
ん
は
こ
の
日
も
そ
ん
な
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
。

上
映
後
、
二
人
で
タ
ク
シ
ー
に
乗
り
、
髙
野
さ
ん
が
入
院
し
て

い
る
文
京
区
千
駄
木
の
病
院
へ
向
か
っ
た
。
面
会
禁
止
の
報
が
だ

い
ぶ
前
か
ら
出
て
い
た
の
で
、
羽
田
さ
ん
は
長
い
こ
と
髙
野
さ
ん

髙
野
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
日
の
こ
と

二
〇
一
三
年
二
月
九
日
、
私
は
記
録
映
画
監
督
の
羽
田
澄
子
さ

ん
と
午
前
中
か
ら
行
動
を
共
に
し
て
い
た
。
高
円
寺
駅
近
く
の
劇

場
で
羽
田
さ
ん
の
映
像
詩
「
薄
墨
の
桜
」（
一
九
七
七
年
）
が
上

映
さ
れ
、
羽
田
さ
ん
が
挨
拶
を
す
る
。

「
薄
墨
の
桜
」
は
長
年
、
岩
波
映
画
製
作
所
の
社
員
だ
っ
た
羽

田
さ
ん
の
、
初
め
て
の
自
主
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
を

岩
波
ホ
ー
ル
で
上
映
し
よ
う
と
乗
り
出
し
た
の
が
髙
野
さ
ん
だ
っ

た
。
記
録
映
画
を
、
入
場
料
を
支
払
っ
て
も
ら
っ
て
上
映
し
た
の

時
代
を
切
り
拓
く
卒
業
生

髙
野
悦
子
︱
︱
世
界
の
名
画
を
発
掘
・
上
映
す
る

大
竹　

洋
子

髙
野
悦
子
さ
ん
は
日
本
女
子
大
学
新
制
一
回
社
会
福
祉
学
科
卒
業
生
、
岩
波
ホ
ー
ル
の
総
支
配

人
と
し
て
著
明
な
人
物
で
あ
る
。
男
性
ば
か
り
の
興
行
の
世
界
で
女
性
劇
場
支
配
人
の
パ
イ
オ
ニ

ア
と
し
て
仕
事
を
し
て
き
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
功
労
賞
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
功
労
賞
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
な

ど
数
々
の
外
国
の
賞
を
受
賞
し
た
ほ
か
に
、
国
内
で
は
ブ
ル
ー
リ
ボ
ン
賞
、
菊
地
寛
賞
、
芸
術
選

奨
文
部
大
臣
賞
な
ど
を
受
賞
し
、二
〇
〇
四
年
に
は
文
化
功
労
者
に
認
定
さ
れ
た（

1
（

。（
成
瀬
記
念
館
）
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そ
の
日
の
こ
と
を
よ
く
憶
え
て
い
る
。
あ
れ
か
ら
38
年
の
月

日
を
、
私
は
髙
野
さ
ん
と
一
緒
に
同
じ
方
向
を
め
ざ
し
て
歩

い
て
き
た
。

　

髙
野
さ
ん
は
ど
ん
な
人
か
と
訊
ね
ら
れ
れ
ば
、
私
は
「
深

慮
遠
謀
の
人
で
す
」
と
言
う
。
一
見
て
き
ぱ
き
と
物
事
を
進

め
、
単
刀
直
入
な
人
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
非
常
に
思

慮
深
い
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
恐
ろ
し
い
く
ら
い
努
力
す
る
人

だ
っ
た
。

　

岩
波
ホ
ー
ル
の
ス
タ
ッ
フ
が
集
ま
り
、
も
し
叶
え
ら
れ
る

な
ら
ど
の
時
代
に
戻
り
た
い
か
と
話
し
合
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
髙
野
さ
ん
は
即
座
に
「
イ
デ
ッ
ク
（
パ
リ
高
等
映
画
学

院
）
を
卒
業
し
た
日
」
と
答
え
た
。
パ
リ
で
学
ん
だ
日
々
は

そ
れ
ほ
ど
大
変
だ
っ
た
の
だ
と
、
私
は
し
み
じ
み
思
っ
た
。

　

深
慮
遠
謀
の
一
方
、
前
進
し
つ
づ
け
る
人
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
前
進
が
得
意
な
髙
野
さ
ん
な
の
で
、
車
の
運
転
で
は

笑
い
出
し
た
く
な
る
ほ
ど
バ
ッ
ク
が
苦
手
だ
っ
た
。

　

映
画
の
上
映
を
通
し
て
女
性
の
存
在
意
義
を
し
っ
か
り
把

握
し
、「
す
べ
て
の
女
性
運
動
は
平
和
運
動
を
も
っ
て
帰
結

す
る
」
と
い
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
思
想
家
エ
レ
ン
・
ケ

イ
の
言
葉
を
座
右
の
銘
に
し
て
い
た
。
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
影

響
を
大
き
く
受
け
た
平
塚
ら
い
て
う
は
、
髙
野
さ
ん
の
母
校

の
先
輩
で
あ
る
。

に
会
え
ず
に
い
た
が
、
今
日
は
何
が
な
ん
で
も
病
院
に
行
く
と
言

い
張
り
、
あ
と
五
分
も
す
れ
ば
着
く
と
い
う
時
に
私
の
携
帯
電
話

が
鳴
っ
た
。
岩
波
ホ
ー
ル
の
石
井
淑
子
さ
ん（

（
（

か
ら
だ
っ
た
。「
今
、

髙
野
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
」。

こ
の
ま
ま
病
院
へ
行
っ
て
も
よ
い
の
か
と
私
は
躊
躇
し
た
。
し

か
し
羽
田
さ
ん
は
決
然
と
し
て
言
っ
た
。「
行
き
ま
し
ょ
う
」。
病

室
の
前
で
は
髙
野
さ
ん
の
姪
の
岩
波
律
子
さ
ん（

（
（

が
驚
い
た
顔
で

「
呼
ん
だ
？�

髙
野
さ
ん
が
呼
ん
だ
？
」。
羽
田
さ
ん
は
後
日
、
そ

の
シ
ョ
ッ
ク
は
な
ん
と
言
え
ば
よ
い
か
解
ら
な
い
、
と
書
い
て
い

る
。
私
は
半
月
ば
か
り
前
に
髙
野
さ
ん
に
会
っ
て
い
た
。
鈍
感
な

私
は
髙
野
さ
ん
が
亡
く
な
る
な
ど
夢
に
も
思
わ
ず
、「
あ
な
た
は

そ
こ
で
一
人
で
話
し
て
い
て
ね
、
私
は
眠
る
か
ら
」
と
い
う
髙
野

さ
ん
の
傍
ら
で
、こ
れ
が
最
後
だ
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
。「
仕

様
が
な
い
な
あ
。
も
っ
と
元
気
を
出
し
て
く
れ
な
く
て
は
」
と
心

の
中
で
呟
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

数
日
後
、
私
は
「
毎
日
新
聞
」
に
髙
野
さ
ん
へ
の
追
悼
文
を
記

し
た
。

　

髙
野
悦
子
さ
ん
は
ペ
イ
ズ
リ
ー
文
様
を
ほ
ど
こ
し
た
濃
い

黄
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着
て
い
た
。
友
人
に
紹
介
さ
れ
て
、

岩
波
ホ
ー
ル
の
ド
ア
を
た
た
い
た
１
９
７
５
年
夏
の
こ
と
で

あ
る
。
ペ
イ
ズ
リ
ー
は
母
の
好
き
な
柄
だ
っ
た
か
ら
、
私
は
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映
画
「
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た�

︱�

平
塚
ら
い
て

う
の
生
涯
」（
２
０
０
１
年
、
羽
田
澄
子
監
督
）
の
製
作
に

精
魂
を
か
た
む
け
、
母
校
・
日
本
女
子
大
学
に
平
塚
ら
い
て

う
賞
が
創
設
さ
れ
る
土
台
を
築
い
た
。
女
性
は
他
の
光
に

よ
っ
て
輝
く
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
内
面
か
ら
輝
く
の
だ
と

宣
言
し
た
ら
い
て
う
の
思
想
を
、
髙
野
さ
ん
は
映
画
人
生
の

折
々
に
実
践
し
た
。
85
年
に
誕
生
し
た
東
京
国
際
女
性
映
画

祭
（
旧
称
・
国
際
女
性
映
画
週
間
）
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
、「
映

像
が
女
性
で
輝
く
と
き
」
と
し
た
の
も
そ
の
表
れ
だ
っ
た
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
旧
都
ク
ラ
ク
フ
に
日
本
美
術
技
術
博
物
館

が
完
成
し
た
の
は
、
94
年
11
月
の
こ
と
で
あ
る
。
87
年
に
受

け
た
京
都
賞
の
賞
金
の
す
べ
て
を
基
金
に
、
ア
ン
ジ
ェ
イ
・

ワ
イ
ダ
監
督
が
提
唱
し
た
こ
の
博
物
館
建
設
の
た
め
の
募
金

運
動
を
、髙
野
さ
ん
は
一
手
に
引
き
受
け
て
東
奔
西
走
し
た
。

岩
波
ホ
ー
ル
の
全
員
と
そ
の
観
客
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
、
運

動
の
輪
は
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

身
を
挺
し
て
祖
国
の
歴
史
を
描
き
つ
づ
け
る
ワ
イ
ダ
監
督

を
応
援
し
、
心
か
ら
尊
敬
し
た
髙
野
さ
ん
の
一
番
の
悲
し
み

は
、
病
に
阻
ま
れ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
行
け
な
く
な
っ
た
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
死
を
、
私
は
な
ん
と
い
っ
て
ワ
イ
ダ
さ
ん
夫

妻
に
伝
え
れ
ば
よ
い
か
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
さ
ん
に
、
ア

ニ
エ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ダ
さ
ん
に
、
ヘ
ル
マ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
＝
ブ

ラ
ー
ム
ス
さ
ん
に
、
ど
う
報
告
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

長
い
あ
い
だ
の
苦
し
み
や
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
臨
終
を

迎
え
た
姿
は
、
そ
れ
は
美
し
か
っ
た
。
髙
野
さ
ん
は
逝
っ
て

し
ま
っ
た
。
2
月
9
日
午
後
2
時
41
分
、
岩
波
ホ
ー
ル
創
立

45
周
年
の
記
念
日
だ
っ
た
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
危
篤

の
数
日
を
、
力
の
限
り
耐
え
抜
い
た
の
だ
。「
髙
野
さ
ん
、

よ
く
が
ん
ば
り
ま
し
た
ね
。
で
も
か
っ
こ
よ
す
ぎ
ま
す
よ
」

と
私
は
言
っ
た
。

�

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
二
月
一
八
日

髙野悦子さん
（写真提供：岩波ホール）
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ご
家
族
の
こ
と

髙
野
さ
ん
は
一
九
二
九
年
五
月
二
九
日
、
父
・
與よ

さ
く作

と
母
・
柳

り
ゅ
う

の
三
女
と
し
て
、
旧
満
州
（
現
・
中
国
東
北
部
）
大
石
橋
で
誕
生
。

長
女
淳
子
、
次
女
光
子
と
女
の
子
が
続
い
た
か
ら
、
父
は
今
度
は

男
の
子
に
違
い
な
い
と
楽
し
み
に
待
っ
て
い
た
の
に
、
ま
た
女
の

子
が
生
ま
れ
て
落
胆
の
あ
ま
り
、
一
層
の
こ
と
悦
ん
で
し
ま
え
と

ば
か
り
に
悦
子
と
名
づ
け
た
そ
う
で
あ
る
。
父
は
南
満
州
鉄
道
株

式
会
社
（
満
鉄
）
の
技
師
で
、
鉄
道
線
路
の
敷
設
に
大
き
な
成
果

を
あ
げ
た
人
物
で
あ
る
。
実
は
映
画
監
督
の
山
田
洋
次
さ
ん
の
父

上
も
満
鉄
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
、
こ
ち
ら
は
車
輛
設
計
を
専
門
と
さ

れ
て
い
た
。
山
田
さ
ん
は
髙
野
さ
ん
の
お
別
れ
会
の
弔
辞
の
な
か

で
、
父
か
ら
「
髙
野
與
作
さ
ん
と
い
う
魅
力
的
な
先
輩
が
い
る
と

い
う
こ
と
を
前
か
ら
き
い
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
本

の
植
民
地
・
満
州
で
育
っ
た
と
い
う
自
覚
を
も
つ
髙
野
さ
ん
と
山

田
さ
ん
は
、
良
く
も
悪
く
も
共
通
の
想
い
に
つ
な
が
れ
た
同
志
の

よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
た（

（
（

。

後
年
、
長
姉
の
淳
子
さ
ん
（
故
人
）
は
、
岩
波
書
店
後
継
者
の

岩
波
雄
二
郎
さ
ん
と
、
次
姉
の
光
子
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
日
本

文
学
研
究
家
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
リ
ガ
ス
さ
ん
と
結
婚
し
た
。

敗
戦
間
近
い
一
九
四
五
年
五
月
、
父
に
連
れ
ら
れ
て
富
山
県
下

新
川
郡
山
田
村
（
現
・
黒
部
市
）
に
母
、
二
人
の
姉
と
共
に
日
本

に
帰
っ
た
髙
野
さ
ん
た
ち
の
生
活
は
大
変
厳
し
か
っ
た
。
家
族
を

送
り
届
け
る
や
そ
の
ま
ま
満
州
に
戻
っ
た
父
は
三
年
間
も
消
息
を

絶
っ
た
。
母
の
髪
は
み
る
み
る
う
ち
に
真
っ
白
に
な
っ
た
。
山
田

村
は
父
の
出
身
地
で
、
母
も
富
山
県
の
出
身
だ
が
、
父
と
母
の
郷

里
は
同
じ
富
山
で
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
富
山
県
に
は
呉
羽

山
と
い
う
さ
し
て
高
く
は
な
い
山
が
あ
り
、
そ
の
山
を
は
さ
ん
で

呉
西
と
呉
東
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
母
の
生
家
、
呉
西
の
福
岡
町

は
加
賀
百
万
石
の
領
地
で
あ
り
、
代
々
庄
屋
を
務
め
る
裕
福
な
家

に
母
は
生
ま
れ
た
が
、
女
性
も
学
問
を
身
に
つ
け
た
ほ
う
が
よ
い

と
い
う
兄
の
奨
め
で
、
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
（
後
の
奈
良
女

子
大
学
）
に
学
ん
だ
。
一
方
、
父
は
富
山
十
万
石
の
山
田
村
の
、

決
し
て
豊
か
で
は
な
い
農
家
に
生
ま
れ
た
。
勉
強
が
し
た
か
っ
た

父
は
家
出
を
し
、
苦
学
を
し
な
が
ら
石
川
県
立
金
沢
第
一
中
学
校

に
入
っ
た
あ
と
、
旧
制
第
四
高
等
学
校
に
進
学
し
た
。

母
は
卒
業
後
、
金
沢
女
子
師
範
学
校
と
金
沢
第
二
高
等
女
学
校

で
教
鞭
を
と
り
、
か
な
り
高
額
の
収
入
を
得
て
い
た
。
二
人
を
引

き
合
わ
せ
た
の
は
後
に
〝
雪
の
博
士
〟
と
し
て
高
名
を
馳
せ
た
中

谷
宇
吉
郎
さ
ん
で
、母
と
は
幼
友
達
で
あ
り
父
の
学
友
で
あ
っ
た
。

「
父
親
が
死
ん
で
学
費
が
な
い
髙
野
を
助
け
て
や
っ
て
ほ
し
い
」

と
中
谷
さ
ん
か
ら
頼
ま
れ
、
母
は
父
に
は
名
を
隠
し
て
毎
月
学
費

を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が
て
こ
れ
が
父
の
知
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
ひ
と
悶
着
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
結
局
父
は
母
の
援
助
で
東

京
帝
国
大
学
を
卒
業
、
一
九
二
五
年
、
二
人
は
満
州
へ
渡
っ
た
。
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父
は
母
よ
り
三
歳
年
下
だ
っ
た
。

大
学
を
卒
業
し
た
父
は
す
ぐ
に
満
鉄
に
就
職
し
、
仕
事
柄
、
転

勤
が
多
か
っ
た
。
教
職
を
続
け
た
か
っ
た
母
は
子
育
て
も
あ
っ
て

と
て
も
働
け
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
専

業
主
婦
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
髙
野
さ
ん
が
残
念
そ
う
に
話
し

て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
後
日
、
戦
時
下
で
殆
ど
勉
強
を

し
て
い
な
い
髙
野
さ
ん
の
将
来
を
心
配
し
、
ご
自
分
の
大
切
な

品
々
を
売
っ
て
学
費
を
用
意
し
て
日
本
女
子
大
へ
進
学
さ
せ
た
こ

と
、
パ
リ
の
映
画
大
学
に
入
り
た
い
と
い
う
髙
野
さ
ん
を
、
父
を

説
得
し
て
渡
仏
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
な
ど
か
つ
て
の
母
の
想
い

が
、
娘
の
希
望
を
積
極
的
に
叶
え
応
援
し
つ
づ
け
た
こ
と
に
見
事

に
つ
な
が
っ
て
い
る（

（
（

。

髙
野
さ
ん
の
外
見
は
母
親
似
で
、
性
格
は
父
親
ゆ
ず
り
だ
っ
た

と
思
う
。
豪
快
で
統
率
力
に
秀
で
た
父
を
髙
野
さ
ん
は
大
好
き

だ
っ
た
。
母
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
娘
を
甘
や
か
す
と
い
う
感
じ

は
な
く
、
か
つ
て
務
め
た
教
師
の
面
影
の
強
い
女
性
だ
っ
た
。
し

か
し
先
に
父
を
失
い
、
母
と
の
二
人
暮
ら
し
が
長
く
な
っ
た
髙
野

さ
ん
の
介
護
と
親
孝
行
は
驚
く
ば
か
り
だ
っ
た
。

日
本
女
子
大
学
へ
入
学

満
州
か
ら
富
山
県
に
引
き
揚
げ
た
髙
野
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
県
立

魚
津
高
等
女
学
校
に
編
入
し
、
魚
津
弁
と
い
う
独
特
な
方
言
を
使

う
級
友
た
ち
と
、
晩
年
ま
で
親
し
い
関
係
を
続
け
た
。
一
九
四
六

年
三
月
魚
津
高
女
を
卒
業
。そ
の
頃
に
見
た
ア
メ
リ
カ
映
画「
キ
ュ

リ
ー
夫
人
」
は
、
髙
野
さ
ん
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
女
性
も

社
会
的
な
仕
事
を
通
じ
て
す
ば
ら
し
い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
、
自
分
も
何
か
打
ち
込
め
る
仕
事
を
し
よ
う
と
懸
命
に
考
え
、

同
年
四
月
に
日
本
女
子
大
学
校
の
生
活
科
学
科
に
入
学
し
た
。
し

か
し
四
八
年
四
月
に
女
子
大
が
旧
制
専
門
学
校
か
ら
新
制
大
学
に

改
組
さ
れ
た
の
を
機
に
、
家
政
学
部
社
会
福
祉
学
科
に
転
科
し

た（
（
（

。
上
京
後
に
見
聞
し
た
戦
後
日
本
の
高
揚
し
た
波
の
な
か
で
、

社
会
科
学
へ
の
関
心
を
高
め
、
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
は
い
よ
い
よ
燃
え
上
が
っ
て
い
た
。

南
博
先
生
、
そ
し
て
映
画
へ

社
会
福
祉
学
科
で
学
び
始
め
た
髙
野
さ
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら

帰
国
し
た
ば
か
り
の
社
会
心
理
学
者
・
南
博
先
生
の
授
業
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た（

（
（

。
そ
し
て
こ
こ
で
〝
映
画
〟
と
出
会
っ
た
の
で

あ
る
。
は
じ
め
は
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
、「
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
映
画
」
が
、
社
会
福
祉
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か

不
審
に
思
っ
た
。
し
か
し「
福
祉
を
小
さ
く
考
え
て
は
い
け
な
い
。

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
人
を
助
け
る
の
も
福
祉
だ
が
、
健
康

な
人
を
楽
し
ま
せ
る
娯
楽
も
福
祉
だ
」
と
先
生
は
教
え
る（

（
（

。
娯
楽

は
英
語
で
リ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
、
即
ち
リ
・
ク
リ
エ
イ
ト
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の
一
言
で
た
ち
ま
ち
挫
折
す
る（

（1
（

。
髙
野
さ
ん
の
心
は
日
本
が
駄
目

な
ら
フ
ラ
ン
ス
が
あ
る
と
フ
ラ
ン
ス
留
学
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。

フ
ラ
ン
ス
留
学

一
九
五
八
年
に
東
宝
を
退
社
し
て
パ
リ
に
渡
っ
た
も
の
の
、
実

は
フ
ラ
ン
ス
語
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
。
髙
野
さ
ん
が
め
ざ
し
た

の
は
パ
リ
の
高
等
映
画
学
院
・
イ
デ
ッ
ク
（ID

H
E

C

、
現FE

M
IS

）

で
あ
る
。
イ
デ
ッ
ク
は
一
九
四
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
映
画
の
振
興
を

目
的
に
創
設
さ
れ
た
、
映
画
の
技
術
を
専
門
的
に
学
ぶ
学
校
と
い

う
こ
と
ま
で
は
知
っ
て
い
た
が
、
一
八
課
目
も
の
試
験
を
フ
ラ
ン

ス
語
で
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。

外
国
人
に
は
特
別
の
計
ら
い
が
あ
る
だ
ろ
う
と
暢
気
に
構
え
て
い

た
の
だ
が
、そ
れ
は
入
学
規
則
書
が
読
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
に
帰
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
周

囲
の
人
々
の
反
対
を
押
し
の
け
て
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
。

毎
日
泣
い
て
い
る
髙
野
さ
ん
に
「
あ
な
た
が
自
分
で
決
め
た
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、あ
な
た
が
頑
張
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
」

と
母
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
髙
野
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
覚
え

よ
う
と
決
心
し
た
の
は
、
セ
ー
ヌ
河
の
ほ
と
り
で
犬
に
吠
え
ら
れ

た
時
だ
そ
う
で
あ
る
。い
く
ら
追
い
払
っ
て
も
迫
っ
て
く
る
犬
に
、

通
り
が
か
り
の
男
性
が
何
か
言
う
と
す
ぐ
に
犬
は
逃
げ
て
い
っ

た
。
そ
の
時
、
あ
あ
こ
の
国
は
犬
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
が
わ
か
る
、

＝
再
創
造
で（

（1
（

、
映
画
は
見
る
人
に
新
し
い
活
力
を
も
た
ら
せ
る
の

だ
、
と
先
生
は
巧
み
に
説
き
、
俄
然
興
味
を
持
っ
た
髙
野
さ
ん
は

た
ち
ま
ち
映
画
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。

南
博
先
生
は
一
橋
大
学
で
も
講
義
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の

南
ゼ
ミ
に
日
本
女
子
大
学
の
学
生
が
加
わ
り「
社
会
調
査
委
員
会
」

が
発
足
し
た
。
研
究
会
は
一
年
後
に
は
「
社
会
心
理
研
究
所
」
と

改
名
し
、
機
関
誌
『
社
会
心
理
』
を
定
期
的
に
発
行
す
る
に
至

る（
（（
（

。
髙
野
さ
ん
た
ち
が
行
な
っ
た
の
は
映
画
館
の
観
客
調
査
と
上

映
作
品
の
分
析
だ
っ
た
。「
真
空
地
帯
」「
ひ
め
ゆ
り
の
塔
」「
雲

流
る
る
果
て
に
」「
君
の
名
は
」
な
ど
を
調
査
・
分
析
。
他
の
研

究
グ
ル
ー
プ
の
テ
ー
マ
、
ラ
ジ
オ
・
新
聞
・
出
版
・
流
行
歌
・
婦

人
問
題
等
と
並
ん
で
活
発
な
研
究
活
動
を
つ
づ
け
て
い
っ
た
。
当

時
の
日
本
映
画
界
は
黄
金
期
に
あ
り
、
次
々
に
名
作
が
生
ま
れ
る

毎
日
を
、
髙
野
さ
ん
は
二
つ
の
お
弁
当
を
も
っ
て
映
画
館
に
通
い

つ
め
成
果
を
あ
げ
た（

（1
（

。

大
学
卒
業
後
、
一
九
五
二
年
に
東
宝
株
式
会
社
の
製
作
本
部
文

芸
部
に
入
社
、
こ
こ
で
も
学
生
時
代
の
続
編
と
も
い
う
べ
き
製
作

企
画
調
査
を
受
け
持
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
映
画
製
作
の

企
画
を
立
て
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
す
る
部
署
・
製
作
本
部
で
働
い
た

こ
と
が
、
結
果
的
に
は
髙
野
さ
ん
を
次
の
人
生
に
引
き
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。
自
分
も
映
画
を
作
っ
て
み
た
い
、
そ
れ
に
は
撮
影
所

へ
配
置
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
と
希
望
を
も
つ
が
、「
女
は
駄
目
」
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と
髙
野
さ
ん
は
気
づ
い
た
、
と
い
う
落
語
の
落
ち
の
よ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
髙
野
さ
ん
は
持
っ
て
い
る
。
髙
野
さ
ん
の
猛
勉
強
が
始

ま
っ
た
。
す
で
に
二
九
歳
に
な
っ
て
い
た
髙
野
さ
ん
に
は
つ
ら
い

日
々
だ
っ
た
が
、
二
か
月
後
の
あ
る
日
、
最
初
は
鳥
の
囀
り
に
し

か
聞
こ
え
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
地
下
鉄
の
中
で
人
の
声
に

変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
思
い
を
し
て
、
努
力
を
し
て
、
髙
野
さ
ん
は
イ
デ
ッ
ク

の
試
験
に
最
下
位
の
成
績
で
入
学
し
た
。
そ
し
て
三
年
間
の
学
校

生
活
を
真
剣
に
過
ご
し
、
最
優
秀
学
生
の
一
人
と
な
っ
て
卒
業
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
、
学
校
の
玄
関
ホ
ー
ル
に
あ
る
世
界
地
図

に
は
、
卒
業
生
四
八
番
目
の
国
と
し
て
〝
日
本
〟
の
上
に
日
の
丸

の
旗
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う（

（1
（

。

信
念
の
芽
生
え

フ
ラ
ン
ス
ま
で
や
っ
て
来
て
も
、
イ
デ
ッ
ク
の
監
督
科
に
女
性

は
髙
野
さ
ん
一
人
だ
け
だ
っ
た
。
加
え
て
ス
パ
ル
タ
教
育
で
鳴
ら

す
イ
デ
ッ
ク
で
、
同
級
生
は
若
い
男
性
ば
か
り
。
そ
れ
で
も
耐
え

ぬ
い
た
の
に
、
極
度
の
疲
労
に
よ
る
低
血
圧
で
医
師
か
ら
二
か
月

間
の
静
養
を
命
じ
ら
れ
、
出
席
日
数
が
足
り
な
く
な
っ
た
髙
野
さ

ん
は
二
年
生
に
進
級
で
き
な
く
な
っ
た
。
即
ち
落
第
で
あ
る
。
こ

う
い
う
辛
い
経
験
を
プ
ラ
ス
に
変
え
て
ゆ
く
の
が
髙
野
さ
ん
の
身

上
で
、
一
年
生
を
二
回
や
れ
ば
同
級
生
は
二
倍
に
な
る
、
フ
ラ
ン

ス
語
も
上
達
し
て
い
る
、
髙
野
さ
ん
の
イ
デ
ッ
ク
生
活
は
み
る
み

る
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

卒
業
製
作
も
卒
業
論
文
も
最
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
た
。
卒
業
製

作
は
短
編
映
画
「
広
島
の
娘
」
で
あ
る
。
日
本
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
週
刊
誌
の
実
話
を
基
に
考
え
つ
い
た
も
の
だ
が
、
広
島
の
原
爆

投
下
か
ら
も
う
一
六
年
も
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
ま
だ
後
遺

症
で
死
ぬ
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
理
解
で
き
な
い
外
国
人

と
、
髙
野
さ
ん
は
激
し
く
や
り
あ
っ
た（

（1
（

。
髙
野
さ
ん
の
正
義
感
の

発
露
で
あ
り
、原
爆
を
人
々
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
髙
野
さ
ん
の
、

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
く
こ
と
に
な
る
女
性
運
動
と
平
和
運
動
へ
の

信
念
の
芽
生
え
だ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
残
っ
て
仕
事
を
す
る
の
に
充
分
な
資
格
を
得
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
髙
野
さ
ん
は
日
本
に
帰
っ
て
き
た
。
一
九
六
二
年

の
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
ッ
ク
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
た
ち
か
ら
日
本
の

伝
統
芸
術
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
も
、
髙
野
さ
ん
は
充
分
な
返
事

が
で
き
な
か
っ
た
。
国
際
人
に
な
る
た
め
に
は
自
国
の
文
化
を
勉

強
し
な
け
れ
ば
、
髙
野
さ
ん
は
そ
う
決
心
し
た
の
で
あ
る
。

帰
国
し
て
か
ら
の
六
年

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
四
年
た
ら
ず
の
不
在
の
間
に
、
日
本
映

画
界
の
衰
退
は
著
し
く
、
テ
レ
ビ
が
勢
い
を
増
し
て
い
た
。
無
名

の
女
性
が
分
け
入
る
隙
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
髙
野
さ
ん
は
テ
レ
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ビ
ド
ラ
マ
に
挑
戦
し
た
。脚
本
家
か
ら
演
出
家
へ
の
道
も
拓
け
た
。

し
か
し
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
映
画
監
督
に
な
る
一
歩
手
前
で
足

を
掬
わ
れ
た
。
イ
デ
ッ
ク
時
代
に
訪
れ
て
好
き
に
な
っ
た
ポ
ル
ト

ガ
ル
を
舞
台
に
、
脚
本
も
出
来
上
が
っ
て
い
た
日
本
ポ
ル
ト
ガ
ル

合
作
映
画
「
鉄
砲
物
語
」
の
企
画
が
盗
作
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

失
意
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
丁
度
そ
の
頃
、
岩
波
ホ
ー
ル
が

完
成
し
た
。
一
九
六
八
年
二
月
九
日
に
幕
を
あ
げ
た
岩
波
ホ
ー
ル

は
、
始
め
は
多
目
的
ホ
ー
ル
で
、
貸
し
ホ
ー
ル
も
行
っ
て
い
た
。

そ
し
て
髙
野
さ
ん
は
開
幕
初
日
か
ら
総
支
配
人
だ
っ
た
。
ホ
ー
ル

の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
り
義
兄
に
あ
た
る
岩
波
雄
二
郎
さ
ん
の
抜
擢
人

事
で
あ
る
。
髙
野
さ
ん
は〝
よ
い
こ
と
な
ら
何
を
や
っ
て
も
よ
い
〟

と
い
う
岩
波
さ
ん
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た（

（1
（

。

岩
波
ホ
ー
ル
の
運
営
責
任
者
に
な
っ
た
も
の
の
、
髙
野
さ
ん
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
〈
ホ
ー
ル
開

き
〉
で
の
作
家
・
野
上
彌
生
子
さ
ん
の
祝
辞
が
、
そ
の
迷
い
を
吹

き
飛
ば
し
た
。

神
田
の
こ
の
一
角
の
ホ
ー
ル
を
、
学
問
、
文
化
、
芸
術
の
、

可
愛
い
小
さ
い
が
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
な
独
特
な
花
園
に
育

て
あ
げ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
瞬
間
、
目
の
前
の
岩
波
ホ
ー
ル
が
一
変

し
た
。
二
三
二
席
し
か
な
い
殺
風
景
な
空
気
に
虹
が
か
か
っ
て
き

た
と
、
髙
野
さ
ん
は
後
に
述
懐
し
て
い
る（

（1
（

。

ま
た
岩
波
ホ
ー
ル
創
立
一
〇
周
年
の
折
に
、
英
文
学
者
・
中
野

好
夫
先
生
が
ホ
ー
ル
の
会
報
『
友
』
に
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
文
章

に
も
大
い
に
励
ま
さ
れ
た
。

（
前
略
）
悦
子
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
自
愛
し
て
が
ん
ば
り
な

さ
い
。
と
に
か
く
一
〇
年
間
、
創
業
の
困
難
を
や
り
ぬ
い
て

き
た
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
う
簡
単
に
つ
ぶ
れ
る
こ
と
は
絶
対

に
な
い
は
ず
．

ヴ
ィ
ヴ
ァ
、
エ
ツ
コ
ク
ン（

（1
（

！

こ
の
と
き
の
髙
野
さ
ん
の
嬉
し
そ
う
な
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
先
生
方
や
友
人
の
支
援
を
受
け
、
懸
命
に

働
く
ホ
ー
ル
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
に
岩
波
ホ
ー
ル
は
成
長
し
て
い
っ

た
。

カンヌ国際映画祭（1993年5月）
右は筆者（写真提供：岩波ホール）
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エ
キ
プ
・
ド
・
シ
ネ
マ

多
目
的
ホ
ー
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
内
外
の
名
作
映
画
講
座
、
学

術
講
座
、音
楽
シ
リ
ー
ズ
、古
典
、民
俗
芸
能
シ
リ
ー
ズ
等
が
次
々

に
成
功
、
岩
波
ホ
ー
ル
の
名
を
世
に
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が

次
第
に
映
画
の
上
映
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
髙
野
さ
ん
が

映
画
人
間
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
二
月
、世
界
の
名
画
を
発
掘
上
映
す
る
〈
エ
キ
プ
・

ド
・
シ
ネ
マ
〉
運
動
、
通
称
エ
キ
プ
が
誕
生
し
た（

11
（

。
エ
キ
プ
と
い

う
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
仲
間
（
同
志
）
を
意
味
す
る
。
髙
野
さ
ん

の
最
大
の
仲
間
は
日
本
映
画
界
の
女
性
パ
イ
オ
ニ
ア
、
川
喜
多
か

し
こ
さ
ん
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
岩
波
ホ
ー
ル
は
映
画
の
ロ
ー
ド

シ
ョ
ー
劇
場
と
な
り
、
髙
野
さ
ん
は
元
祖
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
エ
キ
プ
の
上
映
作
品
は
二
〇
一
八
年
七
月
現
在
で
、

五
七
か
国
二
四
九
本
に
な
る
。
上
映
日
数
の
多
い
も
の
を
あ
げ
る

と
、
宋
家
の
三
姉
妹
（
香
港
）、
八
月
の
鯨
（
ア
メ
リ
カ
）、
森
の

中
の
淑
女
た
ち
（
カ
ナ
ダ
）、
眠
る
男
／
父
と
暮
せ
ば
（
日
本
）、

芙
蓉
鎮
／
山
の
郵
便
配
達
（
中
国
）
で
、「
宋
家
の
三
姉
妹
」
は

四
六
週
も
上
映
し
た
。
ほ
か
に
も
大
地
の
う
た
（
イ
ン
ド
）、
ね

む
の
木
の
詩
が
き
こ
え
る
／
早
池
峰
の
賦
（
日
本
）、
ピ
ロ
ス
マ

ニ
（
ジ
ョ
ー
ジ
ア
）、
家
族
の
肖
像
／
木
靴
の
樹
（
イ
タ
リ
ア
）、

旅
芸
人
の
記
録
（
ギ
リ
シ
ャ
）、
大
理
石
の
男
／
木
洩
れ
日
の
家

で
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）、
落
穂
拾
い
（
フ
ラ
ン
ス
）、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
家
（
韓
国
）、
母
た
ち
の
村
（
セ
ネ
ガ
ル
）
な
ど
が
観
客
の
話

題
を
集
め
た
。ど
の
作
品
に
も
語
り
つ
く
せ
な
い
思
い
出
が
あ
る
。

女
性
に
対
す
る
視
点

か
つ
て
柳や

な
ぎ
ま
さ
こ

真
沙
子
と
い
う
映
画
評
論
家
が
い
た
。
あ
ま
り
知
ら

れ
て
は
い
な
い
が
、
髙
野
さ
ん
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。
先
に
記

し
た
「
社
会
心
理
研
究
所
」
時
代
に
用
い
た
名
前
で
、
映
画
雑
誌

に
女
性
に
つ
い
て
の
論
文
を
発
表
し
て
い
た
。
柳
は
言
う
ま
で
も

な
く
母
上
の
柳
さ
ん
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を

使
っ
て
「
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
の
研
究
」「
怪
奇
映
画
と
観
客
」「
女
性

観
客
層
の
研
究
」「
美
空
ひ
ば
り
の
十
年
と
そ
の
役
割
」
な
ど
を

執
筆
し
た（

1（
（

。
一
方
で
は
本
名
髙
野
悦
子
で
日
本
の
母
も
の
映
画
の

分
析
も
行
い
、
い
ず
れ
〝
母
も
の
〟
は
日
本
社
会
の
変
化
に
つ
れ

て
消
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
、
と
予
見
も
し
て
い
る（

11
（

。

髙
野
さ
ん
の
女
性
に
対
す
る
視
点
は
こ
の
頃
か
ら
全
く
揺
る
ぎ

が
な
い
。女
性
観
客
に
比
し
て
映
画
会
社
の
遅
れ
が
問
題
で
あ
る
、

と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
と
意
志
は
後
に
、
岩
波

ホ
ー
ル
の
上
映
作
品
や
一
九
八
五
年
に
始
ま
っ
た
東
京
国
際
女
性

映
画
祭（

11
（

の
誕
生
に
一
直
線
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
自
ら
が
体
験
し

た
映
画
監
督
へ
の
夢
の
挫
折
が
、
映
画
界
で
働
く
女
性
た
ち
に
向

け
た
強
力
な
応
援
歌
と
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
。
美
空
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ひ
ば
り
に
つ
い
て
は
、
歌
、
映
画
共
に
ひ
ば
り
の
成
長
を
喜
び
そ

の
真
価
を
表
し
て
「
大
衆
に
夢
と
、
楽
し
み
を
与
え
る
偉
大
な
人

と
生
長
し
た
」
と
声
援
を
送
っ
て
い
る
。

踊
り
の
好
き
な
人
だ
っ
た

二
〇
〇
〇
年
五
月
三
〇
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
旧
都
ク
ラ
ク
フ
に

設
立
し
た
日
本
美
術
技
術
博
物
館
、
愛
称M

anghha

の
ホ
ー
ル

で
韓
国
舞
踊
を
披
露
し
た
。
前
日
に
髙
野
さ
ん
は
七
一
歳
に
な
っ

た
。
ク
ラ
ク
フ
の
町
じ
ゅ
う
に
白
い
衣
を
ま
と
っ
た
髙
野
さ
ん
の

ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
舞
台
は
大
成
功
を
収
め
、
髙
野
さ

ん
を
〝
女
神
〟
と
呼
ん
で
い
た
ワ
イ
ダ
夫
妻（

11
（

は
、
公
演
後
の
パ
ー

テ
ィ
ー
で
ク
ラ
ク
フ
の
民
族
衣
裳
を
贈
り
、
出
席
者
全
員
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ソ
ン
グ
「
百
年
生
き
ろ
！
」
を
歌
っ
た
。

髙
野
さ
ん
の
生
涯
最
良
の
日
だ
っ
た
。

韓
国
舞
踊
の
指
導
者
に
推
奨
さ
れ
た
韓
国
現
代
創
作
舞
踊
の
第

一
人
者
・
金キ
ム

梅メ

子ジ
ャ

さ
ん
は
、
髙
野
さ
ん
に
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
せ
、

全
身
を
じ
っ
と
観
察
し
て
か
ら
「
お
教
え
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ

て
く
だ
さ
っ
た
。
髙
野
さ
ん
の
七
〇
歳
の
手
習
い
が
始
ま
っ
た
。

日
本
舞
踊
の
稽
古
も
し
て
い
た
し
、
仕
事
で
赴
い
た
キ
ュ
ー
バ
で

は
寸
暇
を
惜
し
ん
で
サ
ル
サ
も
習
っ
て
い
た
。
で
も
韓
国
舞
踊
が

も
っ
と
も
相
応
し
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
そ
の
韓
国
舞
踊
好
き

は
、「
伝
説
の
舞
姫　

崔
承
喜
︱
金
梅
子
が
追
う
民
族
の
心
」（
藤

原
智
子
監
督　

二
〇
〇
〇
年
）
に
結
実
す
る（

11
（

。

モ
ダ
ン
ダ
ン
サ
ー
の
ア
キ
コ
・
カ
ン
ダ
は
附
属
中
学
校
か
ら
日

本
女
子
大
学
で
学
び
、
ア
キ
コ
の
二
人
の
姉
も
日
本
女
子
大
学
の

出
身
で
あ
る
。
ア
キ
コ
の
舞
台
を
見
た
髙
野
さ
ん
は
「
こ
の
人
は

天
才
ね
。
記
録
に
残
し
ま
し
ょ
う
」
と
即
座
に
言
っ
た
。
程
な
く

完
成
し
た
「
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
︱
あ
る
ダ
ン
サ
ー
の
肖
像
︱
」（
羽
田

澄
子
監
督　

一
九
八
五
年
）。
そ
の
続
編
「
そ
し
て
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

は
…
～
あ
る
ダ
ン
サ
ー
の
肖
像
～
」（
二
〇
一
二
年
）
の
撮
影
中

に
羽
田
さ
ん
は
ア
キ
コ
の
死
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
二
本
は
東

京
国
際
女
性
映
画
祭
の
第
一
回
と
二
七
年
後
の
最
終
回

（
二
〇
一
二
年
）で
上
映
し
た
。「
女
性
映
画
祭
は〝
伝
説
〟に
な
っ

た
」、
と
評
価
さ
れ
た
の
は
二
つ
の
「
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
」
の
お
か
げ

2005年5月、クラクフの町中に貼りめぐら
されたポスター。韓国舞踊を舞う髙野さん
 （写真提供：岩波ホール）
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で
あ
る
。

長
い
あ
い
だ
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
演
出
を
つ
づ
け
、
七
七
歳
で
映

画
監
督
に
挑
戦
し
た
せ
ん
ぼ
ん
よ
し
こ
さ
ん
の
「
赤
い
鯨
と
白
い

蛇
」（
二
〇
〇
五
年
）。
主
演
の
香
川
京
子
さ
ん
と
せ
ん
ぼ
ん
さ
ん

は
テ
レ
ビ
の
脚
本
家
時
代
か
ら
の
髙
野
さ
ん
の
友
人
で
、
戦
争
を

決
し
て
忘
れ
ま
い
と
す
る
、
女
性
な
ら
で
は
の
本
当
に
よ
い
作
品

だ
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
に
文
化
功
労
者
に
認
定
さ
れ
た
お
祝
い
の

会
で
、髙
野
さ
ん
は
母
校
の
校
歌
を
歌
っ
て
ほ
し
い
と
注
文
し
た
。

私
も
そ
の
草
創
に
加
わ
っ
た
桜
楓
会
合
唱
団
（
日
本
女
子
大
学
合

唱
団（

11
（

の
Ｏ
Ｇ
コ
ー
ラ
ス
団
）
の
出
番
で
あ
る
。
一
遍
で
校
歌
が
大

好
き
に
な
っ
た
香
川
さ
ん
は
今
も
私
た
ち
に
言
う
。「
日
本
の
文

化
を
お
こ
す
使
命
が
あ
る
ん
で
し
ょ
」
と（

11
（

。

還
暦
を
迎
え
た
一
九
八
九
年
、
髙
野
さ
ん
は
シ
ネ
マ
君
と
結
婚

し
た
。
仲
間
た
ち
が
仕
組
ん
だ
パ
ー
テ
ィ
の
座
興
だ
っ
た
が
、
中

に
は
本
気
に
す
る
人
、
驚
き
の
あ
ま
り
椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
る
人

も
い
た
。
シ
ネ
マ
君
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
映
画
評
論
家
の

淀
川
長
治
さ
ん
で
あ
る
。
こ
の
日
を
境
に
髙
野
さ
ん
の
服
装
は
赤

一
色
に
な
っ
た
。

印
象
深
い
映
画
の
数
々

ド
イ
ツ
の
女
性
監
督
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
フ
ォ
ン
・
ト
ロ
ッ
タ

さ
ん
の
「
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
」（
一
九
八
五
年
）
を
、

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
映
画
祭
で
髙
野
さ
ん
は
身
を
震
わ
せ
て
選
ん

だ
。
血
の
ロ
ー
ザ
と
怖
れ
ら
れ
て
い
た
ロ
ー
ザ
が
平
和
を
望
み
、

武
力
蜂
起
に
抵
抗
し
、
獄
舎
の
庭
に
小
さ
い
花
壇
を
つ
く
っ
て
拘

禁
の
日
を
耐
え
ぬ
い
た
優
し
い
女
性
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
観
客

の
誰
も
が
感
動
し
た（
11
（

。
社
会
学
者
の
鶴
見
和
子
さ
ん
は
、
ホ
ー
ル

開
き
の
野
上
彌
生
子
さ
ん
の
言
葉
を
髙
野
さ
ん
と
ホ
ー
ル
の
ス

タ
ッ
フ
が
肝
に
銘
じ
て
守
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ロ
ー
ザ
の
小
さ
い
花

壇
は
「
可
愛
い
ち
い
さ
い
花
園
」
と
響
き
あ
う
の
だ
と
、
ホ
ー
ル

創
立
二
〇
周
年
の
『
友
』
に
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
。

同
じ
く
ド
イ
ツ
の
女
性
監
督
ヘ
ル
マ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
＝
ブ
ラ
ー

ム
ス
さ
ん
は
、
作
曲
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
一
族
で
、
彼

女
の
「
ド
イ
ツ
・
青
ざ
め
た
母
」（
一
九
八
〇
年
）
は
、
戦
争
シ
ー

ン
を
描
く
こ
と
な
く
戦
争
の
無
益
さ
を
告
発
し
た
秀
作
で
あ
る
。

た
び
た
び
来
日
し
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
さ
ん
と
私
は
「
ブ
ラ
ー
ム
ス
の

子
守
う
た
」
を
一
緒
に
歌
う
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。
髙
野
さ

ん
逝
去
の
報
を
受
け
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
さ
ん
か
ら
、
す
ぐ
に
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
が
届
き
「
ベ
ル
リ
ン
と
東
京
で
、
髙
野
さ
ん
に
向
け
て
毎

日
〝
子
守
う
た
〟
を
歌
い
ま
し
ょ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
ブ
ラ
ー
ム
ス
さ
ん
も
そ
の
翌
年
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
約
束
を
守
っ
て
こ
の
五
年
間
、
空
の
上
で
笑
い
な
が
ら
見
て

い
る
で
あ
ろ
う
あ
の
背
高
の
二
人
を
想
い
つ
づ
け
な
が
ら
毎
夜
欠

か
さ
ず
歌
っ
て
い
る
。
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日
本
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
合
作
映
画
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た

い
。「
鉄
砲
物
語
」
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
あ
と
、
髙
野
さ
ん
は

イ
デ
ッ
ク
の
同
級
生
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
パ
ウ
ロ
・
ロ
ー
シ
ャ
監

督
作
品「
恋
の
浮
島
」（
一
九
八
二
年
）の
日
本
側
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

を
つ
と
め
た
。
故
国
を
離
れ
日
本
の
徳
島
で
孤
独
死
を
と
げ
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
作
家
・
モ
ラ
エ
ス
の
物
語
は
評
論
家
・
加
藤
周
一
さ

ん
の
絶
賛
を
得
る
ほ
ど
の
名
作
と
な
っ
た
。

髙
野
さ
ん
に
は
楽
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
沢
山
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝

の
テ
レ
ビ
小
説
で
髙
野
さ
ん
を
主
人
公
に
と
い
う
話
が
出
た
ら
し

い
が
、
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
舞
台
が
広
す
ぎ
る
こ

と
、
何
よ
り
問
題
な
の
は
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
ら
な
い
こ
と
だ

と
聞
い
て
み
ん
な
で
大
笑
い
し
た
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
も
よ
い
か
ら
見
た
か
っ
た
と
思
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
女
性
監
督
ア
ニ
エ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ダ
さ
ん
、
名
女
優

で
女
性
映
画
祭
の
恩
人
ジ
ャ
ン
ヌ
・
モ
ロ
ー
さ
ん
、
セ
ネ
ガ
ル
の

監
督
ウ
ス
マ
ン
・
セ
ン
ベ
ー
ヌ
さ
ん
た
ち
と
の
交
流
の
記
憶
は
、

髙
野
さ
ん
と
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
に
と
っ
て
大
切
な
宝
物
で
あ
る
。

私
た
ち
は
多
く
の
こ
と
を
こ
の
人
々
か
ら
学
ん
だ
。

髙
野
さ
ん
は
「
あ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
は
あ
な
た
」
と
い
う
歌
が

好
き
だ
っ
た
。
歌
詞
の
一
節
「
町
は
今
眠
り
の
中　

あ
の
鐘
を
鳴

ら
す
の
は
あ
な
た　

人
は
み
な
悩
み
の
中　

あ
の
鐘
を
鳴
ら
す
の

は
あ
な
た
」
と
い
う
〝
あ
な
た
〟
は
、
私
た
ち
み
ん
な
に
向
け
た

も
の
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
、
気
が
つ
い
た
。〝
あ
な
た
〟

は
髙
野
さ
ん
自
身
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
、
あ
の
鐘
は
一
生
を
か
け

て
自
分
が
鳴
ら
す
、
と
い
う
強
い
意
志
の
表
明
だ
っ
た
の
だ
と
。

（
一
九
五
八
年
文
学
部
国
文
学
科
卒
業　

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・

�

元
岩
波
ホ
ー
ル
企
画
室
長　

お
お
た
け　

よ
う
こ
）

注　

本
文
中
の
注
の
挿
入
・
作
成
は
成
瀬
記
念
館
（
大
門
泰
子
）

が
お
こ
な
っ
た

（
1
）	ほ
か
に
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
功
労
勲
章
、
キ
ュ
ー
バ
友
好
メ
ダ
ル
、
日

本
映
画
テ
レ
ビ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
協
会
特
別
賞
、
エ
イ
ボ
ン
女
性

年
度
賞
女
性
大
賞
、
川
喜
多
賞
、
勲
三
等
瑞
宝
章
、
正
四
位
旭
日

重
光
賞
（
二
〇
一
三
年
二
月
九
日
没
後
追
贈
）
な
ど
多
数
の
受
賞
・

受
章
が
あ
る
。　

（
2
）	髙
野
悦
子
『
心
に
ひ
び
く
映
画
︱
興
行
の
世
界
に
創
造
を
︱
』（
岩

波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
№
138　

一
九
八
九
年
）
三
五
・
三
六
頁

（
3
）	日
本
女
子
大
学
新
制
25
回
国
文
学
科
卒
業
生
。
髙
野
さ
ん
の
信
任

も
あ
つ
く
、
秘
書
と
し
て
働
い
た
。

（
4
）	長
姉
淳
子
さ
ん
と
岩
波
雄
二
郎
さ
ん
夫
妻
の
長
女
で
現
在
岩
波
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ホ
ー
ル
の
支
配
人
。
兄
の
力
さ
ん
は
同
ホ
ー
ル
の
オ
ー
ナ
ー
を
つ

と
め
て
い
る
。

（
5
）	『
友　

IW
A
N
A
M
I	H
all	

№
378 

髙
野
悦
子
追
悼
号
』（
二
〇
一
三

年
七
月
）。
髙
野
さ
ん
は
著
書
『
黒
龍
江
へ
の
旅
』（
新
潮
社　

一

九
八
六
年
）
で
満
州
へ
の
思
い
を
綴
っ
て
い
る
。

（
6
）	岩
波
ホ
ー
ル
時
代
、
筆
者
は
ご
両
親
の
係
で
も
あ
っ
た
。
髙
野
さ

ん
が
カ
ン
ヌ
や
ベ
ル
リ
ン
等
の
国
際
映
画
祭
に
出
張
し
て
い
る

間
、
文
京
区
弥
生
の
髙
野
家
を
訪
れ
て
、
お
茶
や
お
菓
子
を
ご
一

緒
し
た
。
仲
の
よ
い
ご
夫
婦
で
、病
弱
な
妻
を
優
し
く
助
け
る
夫
、

悠
然
と
し
て
い
る
妻
、
そ
ん
な
ご
両
親
の
許
で
、
髙
野
さ
ん
は
岩

波
ホ
ー
ル
の
仕
事
を
成
功
さ
せ
た
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。

（
7
）	一
九
四
六
年
四
月
に
日
本
女
子
大
学
校
（
旧
制
）
へ
入
学
し
た
者

の
う
ち
希
望
者
が
一
九
四
八
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
日
本
女
子
大

学
（
新
制
）
の
二
年
生
と
な
り
、
一
九
五
一
年
三
月
に
新
制
一
回

生
と
し
て
卒
業
し
た
。
社
会
福
祉
学
科
は
一
九
二
一
年
創
設
の
社

会
事
業
学
部
が
前
身
で
、
家
政
学
部
第
三
類
、
家
政
学
部
管
理
科

と
名
称
を
変
え
、
新
制
大
学
発
足
時
は
家
政
学
部
の
一
学
科
で

あ
っ
た
。

（
8
）	一
九
四
七
～
五
一
年
度
に
「
社
会
調
査
」「
社
会
心
理
学
」
の
授

業
を
担
当
し
た
。

（
9
）	『
み
ど
り
会
ニ
ュ
ー
ス 

92
号
』（
日
本
女
子
大
学
社
会
福
祉
学
科

卒
業
生
の
会　

二
〇
〇
一
年
三
月
）

（
10
）	『
桜
楓
新
報 

629
号
』（
日
本
女
子
大
学
同
窓
会
新
聞　

二
〇
〇
五

年
三
月
）

（
11
）	社
会
心
理
研
究
所
が
母
体
の
一
つ
と
な
っ
て
、
一
九
八
二
年
に
日

本
心
理
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
、
南
が
所
長
と
な
っ
た
。

（
12
）	『
日
本
女
子
大
学
教
養
特
別
講
義
第
十
五
集　

日
本
を
み
つ
め
る

た
め
に
』（
一
九
八
一
年
）
三
〇
頁

（
13
）	『
友　

IW
A
N
A
M
I		H
all	

№
321
』（
一
九
九
九
年
四
月
）　

三
頁

（
14
）	髙
野
悦
子
『
私
の
シ
ネ
マ
宣
言
』（
一
九
九
二
年　

朝
日
新
聞
社
）

三
九
～
四
四
頁

（
15
）
髙
野
悦
子
『
シ
ネ
マ
人
間
紀
行
』（
一
九
八
二
年　

毎
日
新
聞
社
）

八
二
～
八
六
頁

（
16
）	『
私
の
シ
ネ
マ
宣
言
』
四
六
・
四
七
頁

（
17
）	髙
野
悦
子
『
岩
波
ホ
ー
ル
と
〈
映
画
の
仲
間
〉』（
二
〇
一
三
年　

岩
波
書
店
）
五
頁

（
18
）	『
シ
ネ
マ
人
間
紀
行
』
一
二
二
頁

（
19
）	『
友　

IW
A
N
A
M
I	H
all	

№
109
』（
一
九
七
八
年
二
月
）

（
20
）	『
日
本
を
み
つ
め
る
た
め
に
』
三
九
頁

（
21
）	順
に
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
№
141
（
一
九
五
六
年
三
月
）、
№
181
（
一

九
五
七
年
七
月
）、
№
187
（
一
九
五
七
年
一
〇
月
）、
№
202
（
一
九

五
八
年
四
月
）

（
22
）	「
日
本
母
性
愛
映
画
の
分
析
（
共
同
研
究
）│
│ 

「
母
も
の
」
は

何
故
泣
く
の
か
泣
か
せ
る
の
か
│
│
」（『
映
画
評
論
』
一
九
五
一
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年
五
月
号
）

（
23
）	「
国
連
婦
人
の
一
〇
年
」
に
あ
た
る
一
九
八
五
年
の
第
一
回
か
ら

二
〇
一
二
年
ま
で
二
五
回
開
催
さ
れ
た
。「
世
界
の
女
性
監
督
の

紹
介
」
と
「
日
本
の
女
性
監
督
の
輩
出
」
の
目
標
を
掲
げ
、
髙
野

悦
子
さ
ん
が
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
つ
と
め
、
筆
者
は

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
つ
と
め
た
。
上
映
本
数
は
三
〇
二
本
、
参
加
は

四
二
か
国
、
出
品
監
督
は
一
五
九
人
。
詳
細
は
『
第
二
五
回
東
京

国
際
女
性
映
画
祭
フ
ィ
ナ
ー
レ　

映
像
が
女
性
で
輝
く
と
き
』
参

照
。
髙
野
さ
ん
と
親
し
く
励
ま
し
あ
っ
た
仲
で
あ
っ
た
土
井
た
か

子
さ
ん
（
政
治
家
・
故
人
）、
赤
松
良
子
さ
ん
（
現
日
本
ユ
ニ
セ

フ
協
会
会
長
）
も
映
画
祭
に
は
欠
か
さ
ず
出
席
し
て
い
た
。
土
井

さ
ん
は
、
映
画
「
若
き
日
の
リ
ン
カ
ー
ン
」
に
感
激
し
て
弁
護
士

を
志
し
、
京
都
女
子
大
か
ら
同
志
社
大
学
に
学
士
入
学
し
た
経
歴

を
も
つ
。
一
方
、
赤
松
さ
ん
は
一
九
八
五
年
の
男
女
雇
用
機
会
均

等
法
の
成
立
に
尽
力
し
た
人
で
、
髙
野
さ
ん
の
お
別
れ
の
会
で
弔

辞
を
述
べ
て
い
る
。
三
人
は
男
性
社
会
の
な
か
で
数
少
な
い
立
場

に
お
か
れ
た
女
性
同
士
の
友
情
を
育
ん
だ
。

（
24
）	ワ
イ
ダ
監
督
は
二
〇
一
六
年
一
〇
月
九
日
に
急
逝
。
遺
作『
残
像
』

は
二
〇
一
七
年
六
月
に
岩
波
ホ
ー
ル
で
上
映
さ
れ
た
。

（
25
）	藤
原
智
子
監
督
は
羽
田
澄
子
監
督
と
並
ぶ
日
本
の
優
れ
た
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
作
家
。

（
26
）	大
竹
洋
子
「
上
代
先
生
と
日
本
女
子
大
学
合
唱
団
」（『
成
瀬
記
念

館
№
30
』　

二
〇
一
五
年
）

（
27
）	日
本
女
子
大
学
校
歌
の
歌
詞
に
「
こ
こ
に
生
ま
れ
て
日
本
の
文
化

を
お
こ
す
使
命
あ
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

（
28
）	ト
ロ
ッ
タ
監
督
の
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
」（
二
〇
一
二
年
）

の
エ
キ
プ
上
映
は
髙
野
さ
ん
の
没
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
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森
林
が
占
め
て
い
る
（
平
成
三
〇
年
三
月
現
在（

（
（

）。
吉
野
は
古
来

よ
り
「
修
験
道
の
聖
地
」
と
呼
ば
れ
、
京
の
都
に
程
近
く
、
濃
い

霧
と
清
浄
な
空
気
に
満
た
さ
れ
た
山
々
に
は
、
か
つ
て
中
央
を
追

わ
れ
た
後
醍
醐
天
皇
や
源
義
経
な
ど
、
多
く
の
落
人
た
ち
の
「
隠

れ
の
里
」
と
い
う
伝
説
も
ま
た
残
さ
れ
て
い
る
。

翁
は
こ
の
村
の
大
滝
に
一
八
四
〇
（
天
保
一
一
）
年
に
生
ま
れ

た
。
祖
は
、
南
北
朝
時
代
に
活
躍
し
た
武
将
の
一
人
、
楠
木
正
成

の
三
男
、
楠
木
正
儀
と
い
わ
れ
る
。
父
・
庄
右
衛
門
と
母
・
京み

や
この

間
に
生
ま
れ
、
幼
名
を
丈
之
助
と
い
い
、
一
六
歳
で
庄
三
郎
と
改

名
し
て
、
一
三
代
目
当
主
を
継
い
だ（

（
（

。
二
六
歳
で
妻
・
寿ひ

さ

子こ

を
娶め

と

り
、
そ
の
間
に
六
男
五
女
を
も
う
け
た（

（
（

。
こ
の
頃
に
は
す
で
に
庄

三
郎
の
名
は
、吉
野
の
名
林
業
家
と
し
て
世
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
。

は
じ
め
に

「
死
に
ざ
ま
は
生
き
ざ
ま
」
と
言
わ
れ
る
。
本
稿
の
主
人
公
は

成
瀬
仁
蔵
が
景
仰
し
、
そ
の
永
別
の
風
景
を
、「
吉
野
の
森
林
の

中
に
…
…
山
の
姿
、
水
の
流
れ
、
鳥
の
聲こ
え

、
蟲
の
音
が
一
々
翁お

う

の

美
し
い
人
格
の
上
に
意
味
あ
る
も
の
ゝ
や
う
に
思
は
れ
て
感
慨
深

か
ら
し
め
た（

１
（」
と
書
き
記
し
た
人
物
で
あ
る
。
名
を
土ど

倉ぐ
ら

庄し
ょ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

（
以
後
、「
土
倉
翁
」、「
庄
三
郎
翁
」、「
翁
」
と
表
記
）
と
い
う
。

土
倉
翁
は
奈
良
県
吉
野
郡
川
上
村
の
「
富
豪
の
林
業
家
」
と
し
て

名
を
馳
せ
、
数
々
の
偉
業
を
遺
し
て
、
そ
の
由
緒
あ
る
山
あ
い
の

村
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

川
上
村
は
、
奈
良
盆
地
や
和
歌
山
平
野
を
潤
す
吉
野
川
の
上
流

に
位
置
し
、
人
口
一
四
五
五
人
、
面
積
約
二
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル（

（
（

、
内
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
世
界
屈
指
の
人
工
林
と
言
わ
れ
る

「
吉
野
の
豪
傑�

土
倉
庄
三
郎��

 
 
 

─
貫
い
た
南
朝
遺
臣
の
矜
持
と
勤
王
精
神
─
」

井
上　

信
子

シリーズ
日本女子大学の
恩人 1
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豪
傑（

９
（」
と
も
称
さ
れ
た
。
翁
は
ま
た
、
国
家
有
用
の
人
材
育
成
を

目
し
た
教
育
活
動
へ
の
寄
付
も
惜
し
ま
ず
、
一
九
〇
一
年
（
明
治

三
四
年
）、
国
内
初
の
組
織
的
な
女
子
高
等
教
育
機
関
、
す
な
わ

ち
日
本
女
子
大
学
校
が
誕
生
す
る
折
、
三
井
家
と
同
じ
く
多
大
な

資
金
援
助
に
よ
っ
て
設
立
に
寄
与
さ
れ
た
。

　二　

土
倉
庄
三
郎
翁
と
成
瀬
仁
蔵
の
出
会
い

土
倉
翁
と
成
瀬
の
親
交
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
の
大

阪
梅
花
女
学
校
に
て
成
瀬
が
主
任
教
師
で
あ
っ
た
時
期
に
遡
る
。

開
校
し
た
ば
か
り
の
梅
花
女
学
校
に
、
翁
が
自
分
の
娘
四
人
を
含

め
た
女
子
六
人
を
預
け
る
た
め
来
訪
し
た
の
だ
が
、
顔
を
合
わ
せ

た
成
瀬
に
「
ど
う
か
こ
の
子
供
達
を
頼
み
ま
す
。
尤
も
、
こ
の
子

供
達
は
初
め
て
家
を
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ら
ず
淋
し
く
も
な

り
悲
し
く
な
つ
て
郷
里
に
帰
り
た
く
な
つ
た
り
又
親
へ
の
手
紙
な

ど
も
何
を
書
く
か
知
れ
な
い
か
ら
手
紙
は
一い

ち

應お
う

先
生
が
目
を
通
し

て
下
さ
つ
て
か
ら
投
函
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
伝
え
た
上
で
、「
帰

り
た
い
な
ど
と
申
し
た
ら
厳
し
く
叱
つ
て
下
さ
い
」
と
頼
ん
で

去
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
女
子
教
育
に
つ
い
て
翁
と
成
瀬
が
語
っ

た
最
初
の
日
で
あ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。

な
お
子
女
の
入
学
を
き
っ
か
け
に
、
翁
は
運
営
資
金
に
苦
慮
し

て
い
た
梅
花
女
学
校
へ
一
〇
〇
円
（
現
価
値
二
〇
〇
万
円
）
の
寄

付
を
行
っ
た
の
だ
が（

（（
（

、
こ
う
し
た
信
者
外
か
ら
の
寄
付
金
と
自
給

一　

土
倉
庄
三
郎
翁
の
貢
献 　

 
翁
は
、
産
業
が
著
し
い
発
展
期
を
迎
え
た
明
治
の
日
本
に
あ
っ

て
、
若
き
日
よ
り
頭
角
を
現
し
、
私
財
を
投
じ
て
川
上
村
内
外
の

イ
ン
フ
ラ
を
整
備
拡
充
し
、
吉
野
木
材
を
日
本
中
に
安
定
供
給
し

て
莫
大
な
財
を
成
し
、
林
業
に
よ
る
富
国
を
首
唱
し
、
自
由
民
権

運
動
の
旗
頭
で
あ
っ

た
板
垣
退
助
の
洋
行

に
総
額
二
万
円
（
現

価
値
四
億
円
）
を
寄

付
し
、
日
本
立
憲
政

党
新
聞
社
の
設
立
に

も
資
本
金
の
大
部
分

を
負
っ
て
活
動
を
支

援
し
た（

６
（。

こ
れ
ら
に
よ
り
、

翁
は
板
垣
を
し
て

「
土
倉
は
財
あ
り
義

あ
り（

７
（」と

言
わ
し
め
、

「
自
由
民
権
運
動
の

台
所
は
大
和
に
あ

り（
８
（」
と
謳
わ
れ
、
ま

た
別
名
を
「
吉
野
の

山林視察中の土倉翁（前列中央）  （成瀬匡章氏蔵）
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主
義
精
神
の
対
立
を
巡
り
、
学
内
の
意
見
が
衝
突
し
た
結
果
、

一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
成
瀬
は
同
女
学
校
を
辞
職
す
る
に

至
る（

（1
（

。
そ
の
後
、
成
瀬
は
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
か
ら
一
八�

九
四
（
明
治
二
七
）
年
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
と
女
子
教
育
を
学
ぶ
た

め
渡
米
、
帰
国
後
に
『
女
子
教
育
』
を
出
版
し
、
本
格
的
に
日
本

女
子
大
学
校
創
立
の
運
動
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
改
め
て
土
倉
翁

の
住
ま
う
川
上
村
を
訪
ね
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

三　

土
倉
庄
三
郎
翁
と
日
本
女
子
大
学
校
創
設

成
瀬
の
語
る
計
画
に
耳
を
傾
け
た
翁
は
す
ぐ
さ
ま
「
大
賛
成
で

あ
る
。
私
の
考
へ
は
あ
な
た
の
考

か
ん
が
へと

一
致
し
て
居
る
か
ら
ど
う
か

お
や
り
下
さ
い
、
私
は
發
起
人
に
な
り
ま
す（

（1
（

」
と
力
強
い
言
葉
と

共
に
三
井
家
令
嬢
の
廣
岡
浅
子
氏
を
紹
介
く
だ
さ
り
、
後
日
、
そ

れ
ぞ
れ
五
〇
〇
〇
円
（
現
価
値
一
億
円
）
を
ご
寄
付
く
だ
さ
っ
た
。

折
し
も
不
況
の
時
代
、
成
功
す
る
確
約
も
な
い
「
女
子
高
等
教

育
機
関
の
設
立
」
と
い
う
成
瀬
の
大
望
に
対
し
、
世
間
の
反
応
は

決
し
て
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
を
知
っ
た
土
倉

翁
が
、
仮
に
失
敗
に
帰
す
事
態
に
な
る
な
ら
ば
、
援
助
者
か
ら
の

寄
付
金
は
必
ず
返
済
を
保
証
す
る
こ
と
、
加
え
て
「
そ
れ
等ら

に
關

く
わ
ん

す
る
費
用
は
い
く
ら
か
ゝ
ら
う
と
も
自
分
と
廣
岡
夫
人
と
で
引
受

け
や
う（

（1
（

」�

と
実
質
的
な
後
見
に
立
つ
こ
と
で
、
有
力
者
の
賛
助
獲

得
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
大
学
創
設
運
動
に
関
わ
る
諸
経
費
を
委
ね
ら
れ
た
成

瀬
で
あ
る
が
、
あ
る
と
き
病
を
得
て
伏
せ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
土

倉
翁
が
見
舞
い
に
訪
れ
た
。
そ
こ
で
翁
が
目
の
当
た
り
に
し
た
の

は
「
漸
く
膝
を
容
れ
る
ば
か
り
の
小
さ
な
部
屋
に
、
垢
の
つ
い
た

夜
具
を
か
け
て
寝
て
」
お
り
、
非
常
に
疲
弊
し
て
痩
せ
衰
え
た
成

瀬
の
姿
で
あ
っ
た（

（1
（

。
既
に
幾
千
円
と
い
う
莫
大
な
資
金
が
手
元
に

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
国
家
須
要
の
事
業
に
対
し
て
捧

げ
ら
れ
た
資
金
で
あ
り
、
一
銭
た
り
と
も
自
己
一
身
の
安
逸
の
為

に
は
用
い
ま
い
と
す
る
成
瀬
の
誠
実
無
私
な
姿
に
、
翁
は
落
涙
を

禁
じ
得
な
か
っ
た
と
い
う（

（1
（

。

成
瀬
曰
く
「
揺
籃
中
ノ
保
姆
タ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ
（
ゆ
り
か
ご
の

赤
ん
坊
に
対
す
る
保
姆
の
愛（

（1
（

）」
の
よ
う
な
支
援
に
後
押
し
さ
れ
、

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
日
本
女
子
大
学
校
は
開
校
し
た
。

梅花女学校時代の成瀬（1879年）
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そ
の
際
に
も
翁
は
創
立
委
員
と
し
て
援
助
下
さ
り
、
逝
去
さ
れ
る

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
ま
で
本
学
の
評
議
員
を
務
め
上
げ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

当
時
、
土
倉
翁
が
寮
生
を
前
に
説
か
れ
た
話
が
記
録
に
残
さ
れ

て
い
る
。
談
話
の
中
で
翁
は
、
幾
つ
か
の
女
学
校
へ
の
風
潮
批
判

を
混
じ
え
る
一
方
、
し
か
し
日
本
女
子
大
学
校
は
、
真
に
、
わ
が

国
の
将
来
を
託
す
る
に
足
る
人
材
が
育
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
太

鼓
判
を
押
し
、
ま
た
今
日
の
日
本
女
子
大
学
校
は
盛
大
に
な
っ
て

い
る
が
、
実
は
こ
の
成
功
を
見
る
ま
で
に
は
、
創
立
者
・
成
瀬
仁

蔵
が
女
子
の
為
、
国
家
の
為
、
人
類
の
為
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
、

艱
難
辛
苦
を
耐
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
を
末
永
く
忘
れ
ず
偉
大
な
教
訓
と
し
て
学
ん
で
欲
し
い（

（1
（

旨
を

語
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
資
金
面
の
み
な
ら
ず
、
精
神
面
に
お
い
て
も
格

別
の
厚
意
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
土
倉
翁
の
存
在
が
、
よ
う
や
く
歩

み
始
め
た
本
学
に
と
っ
て
ど
れ
程
の
拠
所
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に

難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
卓
越
し
た
経
営
手
腕
で
知
ら
れ
た
翁

が
、
女
子
大
学
創
設
と
い
う
先
例
の
な
い
取
組
み
に
対
し
、
な
ぜ

長
年
に
わ
た
る
物
心
両
面
の
力
添
え
を
し
て
下
さ
っ
た
の
か
。
そ

の
理
由
を
改
め
て
考
え
た
時
、
ひ
と
つ
に
土
倉
と
成
瀬
、
両
者
の

志
の
一
致
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

四 

土
倉
庄
三
郎
翁
と
成
瀬
仁
蔵
の
人
生
哲
学
─
教
育
百
年
の
計
─

土
倉
家
は
当
時
三
井
家
と
比
肩
す
る
富
豪
で
あ
っ
た
。
翁
は
当

時
の
現
有
財
産
で
あ
っ
た
一
〇
〇
万
円
（
現
価
値
二
〇
〇
億
円
）

を
い
か
な
る
用
途
に
使
う
か
に
関
し
て
、「
之
を
三
分
し
て
三
十

萬
圓
は
祖
業
相
傅
の
爲
め
子
孫
に
譲
る
と
し
、
他
の
三
十
萬
圓
は

國
家
有
用
の
事
業
に
使
用
し
、
残
り
三
十
萬
圓
は
凡
百
の
教
育
事

業
に
供
せ
ん
と
欲
す（

11
（

」
︱
︱�

つ
ま
り
三
分
割
し
、
三
分
の
一
は

子
孫
に
残
し
、
も
う
三
分
の
一
は
国
家
有
用
の
事
業
に
使
い
、
残

り
の
三
分
の
一
は
教
育
事
業
に
使
い
た
い
と
明
言
し
、
こ
れ
を
実

践
さ
れ
た
。

成
瀬
の
『
天
職
』
に
ま
つ
わ
る
有
名
な
一
節
に
は
、「
吾
天
職

ハ
婦
人
ヲ
高
め
徳
ニ
進
ま
せ
、
力
と
智
識
鍊
達
を
豫あ

た

え
、�

ア
イ
デ

ア
ル
ホ
ー
ム
ヲ
造
ら
せ
人
情
を
敦
シ
、
國
ヲ
富
し
、
家
ヲ
富
し
、

人
ヲ
幸
ニ
し
、
病
よ
り
貧
よ
り
救
ヒ
、
永
遠
の
生
命
を
得
さ
せ
、

罪
を
亡
ボ
シ
、
理
想
的
社
會
ヲ
造
ル
ニ
ア
リ（

1（
（

」
と
あ
る
。
職
業
も

立
場
も
異
な
れ
ど
、
人
間
と
し
て
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と

い
う
人
生
哲
学
に
お
い
て
両
者
は
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
翁
は
か
ね
が
ね
当
時
の
学
校
に
つ
い
て
憂
慮
を
抱
き
、

「
唯た

だ

知
識
を
注
入
す
る
こ
と
ば
か
り
骨
を
折
つ
て
、
良
心
を
啓
發

す
る
と
か
、
品
性
を
陶
冶
す
る
と
か
、
人
物
と
い
ふ
も
の
を
養
成

す
る
點て

ん

に
至
つ
て
は
、
概
し
て
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
」
お
り
、
そ
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の
よ
う
な
有
様
で
は
「
自
分
の
子
ど
も
を
教
育
す
る
に
不
都
合
な

ば
か
り
で
は
な
い
、
国
家
将
来
の
た
め
に
甚
だ
憂
ふ
べ
き
こ
と
で

あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
訪
問
し
た
成
瀬
の
語
る
教

育
観
、
さ
ら
に
『
女
子
教
育
』
を
読
ん
だ
時
、
そ
の
人
間
形
成
の

肝
要
な
部
分
が
漏
ら
さ
ず
書
か
れ
て
い
た
の
で
感
激
し
、
廣
岡
夫

人
と
と
も
に
支
援
下
さ
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。　

人
間
形
成
（
教
育
）
と
は
、一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
の
「
教

育
基
本
法
」
公
布
当
時
か
ら
「
第
一
条�

教
育
の
目
的
：
教
育
は
、

人
格
の
完
成
を
目
指
し
［
後
略
］」
と
冒
頭
に
明
記
さ
れ
、
二
〇�

〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
改
定
を
経
て
も
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く

残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
現
代
に
お
い
て
も
未
だ

模
索
の
止
ま
ぬ
根
源
的
か
つ
永
続
的
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
は
る
か
一
世
紀
も
前
に
そ
れ
を
見
据
え
て
い
た
者
同
士
が
出

会
い
、
互
い
の
理
想
に
感
応
し
た
結
果
、
翁
は
吉
野
杉
を
「
百
年

の
計
」
を
以
っ
て
生
育
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
成
瀬
の
語
る
女
子
教

育
の
百
年
後
の
精
華
を
信
じ
て
見
守
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

「
爾じ

来ら
い

何
に
つ
け
て
も
土
倉
さ
ん
と
こ
の
学
校
と
は
深
い
関
係

を
以
て
今
日
の
校
風
を
築
い
て
来
た
の
で
あ
り
ま
し
て
こ
の
校
風

の
一
要
素
に
は
必
ず
や
土
倉
さ
ん
の
人
格
が
織
り
こ
ま
れ
て
そ
の

意
志
が
現
に
継
承
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す（

11
（

」
と
、
成
瀬
は

述
懐
し
て
い
る
。

五　

土
倉
庄
三
郎
翁
と
吉
野
林
業

翁
の
人
生
に
戻
ろ
う
。
翁
が
生
涯
を
賭
け
て
発
展
さ
せ
た
「
吉

野
林
業
」
の
歴
史
は
古
い
。
も
と
も
と
吉
野
山
の
寺
院
建
立
の
た

め
重
宝
さ
れ
、
室
町
時
代
に
木
材
の
需
要
が
増
え
た
の
を
機
に
造

林
が
進
み
、
秀
吉
の
直
轄
領
と
な
っ
た
際
に
は
大
阪
城
や
伏
見
城

の
建
築
材
と
し
て
も
使
わ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
江
戸
中
期
に
な

り
吉
野
へ
「
樽
つ
く
り
」
の
技
術
が
入
っ
た
こ
と
で
盛
期
を
迎
え

た
。
そ
の
特
色
は
、
密
植
に
よ
り
節
が
な
く
、
年
輪
が
密
で
真
っ

す
ぐ
な
樹
木
に
育
て
、多
間
伐
（
一
五
年
間
隔
で
伐
採
）
に
よ
り
、

太
さ
に
応
じ
て
様
々
な
用
途
︱
︱
一
五
年
目
の
樹
木
は
稲
を
干
す

台
、
三
〇
年
目
は
工
事
現
場
の
足
場
、
四
〇
～
五
〇
年
目
は
床
柱
。

端
材
は
割
り
箸
・
蒲
鉾
板
・
経
木
・
マ
ッ
チ
棒
︱
︱
に
用
い
て
す

べ
て
を
活
用
す
る
こ
と
等
に
あ
る
。

土
倉
翁
の
「
経
営
手
腕
」
は
、
ま
ず
一
つ
に
樹
木
の
価
値
が
高

騰
し
た
明
治
期
の
時
流
を
見
逃
さ
ず
、
二
つ
に
、
吉
野
林
業
の
密

植
、
多
間
伐
と
い
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
上
質
に
育
て
た
樹
木
を
太

さ
ご
と
に
商
品
化
し
、木
材
の
廃
棄
率
を
引
き
下
げ
た
。
三
つ
は
、

材
木
の
安
定
供
給
で
あ
る
。
河
川
の
改
修
や
道
路
の
開
削
に
よ
っ

て
、
吉
野
か
ら
木
材
の
大
量
の
搬
出
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
四

つ
は
、
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品（

11
（

や
奈
良
公
園
へ
の
植
林（

11
（

で
全
国

に
吉
野
木
材
を
Ｐ
Ｒ
し
、
そ
の
価
値
を
効
率
よ
く
知
ら
し
め
て
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い
っ
た
。
吉
野
山
の
千
本
桜
を
保
護
し
た
の
も
翁
で
あ
っ
た（

11
（

。
ま

さ
し
く
「
情
報
と
流
通
を
制
し
た
近
代
林
業
の
パ
イ
オ
ニ
ア（

11
（

」
と

言
え
よ
う
。

と
く
に
、
奈
良
公
園
で
は
「
原
生
林
を
伐
採
後
に
杉す

ぎ

桧ひ
の
きを

植
林

し
て
連
続
的
永
久
収
入
を
得
る
」
林
業
経
営
を
提
案
し（

11
（

、
成
功
さ

せ
た
こ
と
が
、
後
の
富
国
殖
林
思
想
形
成
の
一
助
と
な
っ
た（

11
（

。

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
『
吉
野
林
業
全
書
』、
翌
年
『
林

政
意
見
』
を
刊
行
し
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
『
再
ビ
林
政

ノ
刷
新
ヲ
論
ズ
』
を
発
表
し
、
そ
こ
で
は
「
若も

し
主
務
大
臣
に
し

て
未
だ
森
林
の
利
益
を
詳
知
せ
す
と
す
れ
ば
幸
い
に
吾
人
の
言
を

聽
か
れ
よ
。
又
知
て
之
を
顧
み
す
と
す
れ
ば
請
ふ
吾
人
に
其
理
由

を
詳
示
せ
ら
れ
よ
（
原
文
旧
字
体（

11
（

）」
と
政
府
の
林
政
に
対
す
る

苛
立
ち
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
翁
は
「
富
国
殖
林�

殖
林
救
国
説（

1（
（

」

と
い
う
「
理
想
」
を
抱
い
て
各
地
を
遊
説
し
た
。
こ
の
「
殖
」
が

「
植
」
で
は
な
く
、
利
殖
を
生
む
「
殖
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

注
意
さ
れ
た
い
。
戦
争
は
勝
て
ど
も
軍
事
費
・
人
員
の
損
失
は
多

大
で
、
国
家
の
損
失
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
原
野
を

拓
い
て
林
政
に
力
を
注
げ
ば
、
莫
大
な
富
を
築
き
や
が
て
国
力
が

増
強
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
山
県
有
朋
が
大
い
に
こ
の
説
に

賛
同
し
、
翁
の
還
暦
祝
い
に
「
樹
喜
王
」
の
号
を
贈
っ
て
い
る（

11
（

。

六　

 

土
倉
庄
三
郎
翁
と
教
育　

 
 

 
 

 

―
西
太
后
に
愛
さ
れ
た
次
女
・
政
子
―

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
、「
学
制
」
が
発
布
さ
れ
、
義
務
教

育
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
大
滝
で
は
翁
の
多
額
の
寄
付
に
よ
り

七
六
年
に
大
滝
小
学
校
が
出
発
し
、八
二
年
に
私
学
校
「
芳
水
館
」

が
新
た
に
開
校
し
た
。
こ
れ
は
長
男
鶴
松
の
た
め
の
私
学
校
で

あ
っ
た
が
、
教
育
内
容
の
充
実
が
評
判
を
呼
び
、
郷
里
の
青
少
年

の
た
め
に
正
式
に
門
戸
の
開
か
れ
た
私
立
中
学
校
へ
と
移
行
し
た

も
の
で
あ
る（

11
（

。

実
は
翁
自
身
は
正
式
に
学
問
を
修
め
て
お
ら
ず
、
自
ら
が
感
じ

た
困
難
や
不
自
由
な
思
い
を
し
な
い
よ
う
に（

11
（

、
と
の
我
が
子
に
対

す
る
願
い
か
ら
、並
々
な
ら
ぬ
教
育
熱
心
な
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

そ
し
て
土
倉
家
六
男
五
女
は
い
ず
れ
も
嗜
み
・
教
養
・
学
問
を

十
二
分
に
学
べ
る
環
境
を
与
え
ら
れ
た
。

次
男
・
三
男
の
同
志
社
入
学
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
八
八
〇

年
に
四
女
ま
で
が
大
阪
梅
花
女
学
校
に
入
学
し
て
い
る
。
設
立
間

も
な
い
女
学
校
に
娘
た
ち
を
預
け
る
土
倉
翁
の
判
断
と
は
、
成
瀬

の
目
か
ら
見
て
も
「
今
の
人
が
洋
行
す
る
こ
と
よ
り
も
尙
大
し
た

こ
と
」
で
あ
り
、「
女
子
教
育
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
寧
ろ
反は

ん

對た
い

の

多
い
時
に
も
係
ら
ず
、
大
和
の
奥
か
ら
卒そ

っ

先せ
ん

（
※
原
文
マ
マ
）
し

て
そ
の
子
女
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
と
い
う
ふ
こ
と
さ
へ
非
常
な

英
断
で
あ
る（

11
（

」
と
感
銘
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
土
倉
家
の
子
女
た
ち
は
後
に
同
志
社
女
学
校
に
転
校
し

た
。
次
女
・
政
子
は
ア
メ
リ
カ
で
七
年
間
の
留
学
生
活
を
過
ご
し
、

帰
国
後
に
外
務
省
欧
米
局
長
・
内
田
康
哉
（
後
の
外
務
大
臣
）
の

妻
と
な
り
清
国
に
移
住
し
た
。
列
国
の
外
交
官
夫
人
の
多
く
が
通

訳
を
介
す
る
中
で
、
英
仏
独
の
ほ
か
清
国
語
を
習
得
し
た
語
学

力（
11
（

、
上
品
で
出
過
ぎ
な
い
振
舞
い
が
、
西
太
后
に
「
日
本
人
は
わ

れ
ら
と
と
て
も
よ
く
似
て
お
る（

11
（

」
と
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

園
遊
会
の
日
な
ど
は
「
太
后
陛
下
は
、
内
田
公
使
夫
人
の
こ
と
を

大
変
に
礼
儀
正
し
い
方
だ
と
と
て
も
賞
め
て
お
ら
れ
、
お
会
い
す

る
の
を
い
つ
も
大
変
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た（

11
（

」
と
い
っ
た
様
子
が

女
官
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
両
者
の
親
交
は
個
人
的
な
場
面
に
留
ま
ら
ず
、
日

露
戦
争
と
い
う
政
治
的
局
面
に
お
い
て
も
影
響
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
戦
争
末
期
の
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年�
奉
天
会
戦
、
ロ

シ
ア
軍
の
包
囲
を
目
指
し
て
進
む
日
本
軍
だ
っ
た
が
、
途
中
で
清

国
の
定
め
る
中
立
地
帯
を
横
切
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
の

外
交
官
が
の
ち
に
土
倉
家
へ
密
か
に
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

日
本
軍
の
進
軍
を
清
政
府
が
黙
認
し
た
の
は
、
政
子
に
よ
る
西
太

后
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う（

11
（

。
日
露
戦
争
前

に
は
「
中
国
（
※
原
文
マ
マ
）
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
が
、
両

国
は
中
国
の
領
土
で
戦
う
だ
ろ
う
し
［
中
略
］
な
ん
ら
か
の
形
で

清
国
が
損
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ（

11
（

」
と
懸
念
を
隠

さ
な
か
っ
た
西
太
后
の
言
を
踏
ま
え
る
と
、
政
子
と
の
逸
話
が
真

実
で
あ
る
な
ら
ば
、
破
格
の
厚
遇
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

七 

土
倉
家
の
衰
微

時
は
移
り
、
明
治
末
期
、
土
倉
翁
は
「
国
の
た
め�

人
の
た
め

と
は
思
え
ど
も�

成
す
こ
と
ご
と
に
あ
や
ま
り
し
か
な
」
と
い
う

歌
を
詠
ん
で
い
る（

1（
（

。
ど
こ
と
な
く
無
常
観
の
漂
う
こ
の
一
首
は
、

当
時
ま
も
な
く
古
希
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
翁
に
降
り
掛
か
っ

た
夥

お
び
た
だし

い
苦
難
を
思
う
と
、そ
の
悲
痛
な
心
境
が
一
層
偲
ば
れ
る
。

末
広
が
り
に
繁
栄
を
続
け
る
と
思
わ
れ
て
い
た
土
倉
家
だ
が
、
後

世
の
「
大
和
の
山
奥
を
以
て
身
を
置
き
志
を
伸
ば
す
に
小
な
り
と

し
、
出
て
ゝ
都
會
の
群
英
と
交
を
結
び
、
大
に
四
方
經
營
の
氣
焰

を
吐
く（

11
（

」
と
い
う
人
物
評
通
り
、
跡
継
ぎ
と
し
て
乳
母
日
傘
で
育

て
た
長
男
・
鶴
松
が
夢
見
た
の
は
、
山
林
事
業
で
は
な
く
中
国
大

陸
で
の
成
功
で
あ
っ
た
。
山
林
王
と
し
て
盤
石
の
地
位
を
築
き
上

げ
た
父
・
庄
三
郎
を
超
え
よ
う
と
血
気
に
逸
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
他
の
男
兄
弟
に
先
ん
じ
て
台
湾
で
林
業
・
水
力
発
電
等
で
堅
実

な
成
果
を
挙
げ
て
い
た
次
男
・
龍
次
郎（

11
（

へ
の
対
抗
心
が
遠
因
で

あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
鶴
松
は
、
水
牛
の
革
を
高
品

質
な
牛
革
の
ご
と
く
加
工
す
る
技
術
を
謳
っ
た
「
擬ぎ

革か
く

」
事
業
を

初
め
と
し
、
現
実
的
な
構
想
を
欠
い
た
ま
ま
数
多
く
の
事
業
を
立

ち
上
げ
、
企
て
の
数
だ
け
失
敗
を
重
ね
続
け
た（

11
（

。
莫
大
な
損
失
の



−51−

補
填
の
た
め
銀
行
か
ら
高
利
の
借
入
を
行
っ
た
際
、
父
に
も
無
断

で
抵
当
に
差
し
出
し
た
の
は
、
一
族
の
収
入
基
盤
で
あ
る
豊
か
な

山
林
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
「
財
産
」
は
差
し
押
さ
え

ら
れ
、
土
倉
家
は
経
済
的
に
衰
退
の
一
途
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

八 

土
倉
家
の
「
家
訓
」（
家
憲
）

財
産
は
使
え
ば
減
る
の
が
も
の
の
道
理
で
あ
る
。
だ
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
翁
は
国
の
た
め
、
人
の
た
め
に
私
財
を
投
げ
打
っ
て

貢
献
さ
れ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
？�
翁
の
魂
に
刻
み
込
ま
れ

た
「
何
か
」
に
心
を
寄
せ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
家
訓
を
取
り
挙

げ
る
。

『
土
倉
家
の
家
憲（

11
（

』
は
（
一
）「
須
く
恭
謙
遜
譲
な
る
べ
し
」、

す
な
わ
ち
控
え
め
に
、
そ
し
て
他
者
を
敬
う
と
い
う
心
構
え
か
ら

始
ま
り
、（
二
）「
主
人
は
一
家
の
模
範
な
れ
ば
他
に
先
ち
て
ヨ
リ

多
く
勤
勞
せ
よ
」
と
あ
る
。
次
項
は
土
倉
家
に
お
い
て
最
も
重
要

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、（
三
）「
公
共
慈
善
に
對た

い

し
て
は
決
し
て

人
後
に
落お

つ

る
勿な

か

れ
」
で
あ
る
。

土
倉
庄
三
郎
の
父
・
庄
右
衛
門
氏
に
は
、
丁
稚
小
僧
を
伴
っ
て

近
郷
へ
外
出
し
た
時
も
、
人
目
が
な
く
な
る
五
社
峠
に
差
し
掛
か

る
頃
に
は
背
か
ら
荷
物
を
外
し
て
や
り
、
肩
代
わ
り
し
て
年
少
の

丁
稚
を
労
わ
っ
た
話
や
、
飢
饉
に
襲
わ
れ
た
村
々
に
は
各
戸
の
人

数
を
調
べ
た
上
で
、上
市
か
ら
米
穀
を
継
続
的
に
届
け
さ
せ
た
話
、

さ
ら
に
泥
棒
に
当
座
の
生
活
費
を
持
た
せ
て
改
悛
を
誓
わ
せ
た
と

い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る（
11
（

。慈
徳
の
人
物
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
父
の
背
を
見
て
育
ち
、
林
業
に
お
い
て
も
一
五
歳
か
ら
伝
来

の
技
法
を
父
か
ら
継
承
し
続
け
た
庄
三
郎
翁
で
あ
る
。

さ
ら
に
（
四
）「
一
家
相
和
し
て
相
信
じ
て
共
に
家
業
を
励
め
」、

そ
の
上
で
（
五
）「
自
ら
儲も

う

く
可べ

き
金
の
三
分
は
人
に
儲
け
さ
せ

よ
」、
そ
し
て
（
六
）「
祖
先
を
敬
し
父
母
に
孝
な
れ
」
と
あ
る
。

こ
の
「
父
母
に
孝
な
れ
」
は
、
翁
と
庄
右
衛
門
氏
に
よ
っ
て
体
現

さ
れ
た
以
下
の
逸
話
が
伝
わ
る
。

老
境
に
入
っ
た
庄
右
衛
門
氏
は
森
林
を
見
て
歩
く
の
を
唯
一
の

楽
し
み
と
し
て
い
た
が
、
足
腰
が
弱
っ
て
か
ら
は
籠
で
移
動
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
野
山
の
急
勾
配
に
駕
籠
か
き
が
息
を
切

ら
せ
て
い
る
の
を
見
か
ね
、息
子
の
庄
三
郎
翁
に
「
私
を
お
ぶ
り
、

山
林
を
巡
っ
て
く
れ
」
と
願
い
出
る
。
そ
の
ま
ま
道
々
に
談
笑
し

よ
う
で
は
な
い
か
と
語
る
父
の
気
持
ち
を
息
子
は
汲
み
、十
数
年
、

共
に
育
ん
だ
森
林
と
渓
谷
を
、
父
親
を
背
負
っ
て
歩
い
た
そ
う
で

あ
る
。
決
し
て
楽
な
道
程
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
父

の
喜
色
溢あ

ふ

る
ゝ
を
見
て
、
己
の
労
を
忘
れ
し（

11
（

」
と
い
う
。

そ
し
て
（
七
）「
子
弟
の
教
育
を
重
ん
じ
智
を
研み

が

き
徳
を
修
め

し
め
よ
」
だ
が
、
こ
れ
は
実
子
へ
の
教
育
の
み
な
ら
ず
、
村
内
へ

の
子
ど
も
達
の
教
育
環
境
整
備
の
面
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
。
一
九�

一
六
（
大
正
五
）
年
に
京
都
の
御
大
典
式
場
拝
観
に
川
上
村
か
ら
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小
学
校
生
徒
七
〇
〇
名
が
旅
行
し
た
際
、
翁
は
「
京
都
へ
行
く
に

つ
い
て
は
又
何
か
と
費
用
も
か
ゝ
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
ら
」
と
し

て
一
人
に
つ
き
一
円
（
現
価
値
二
万
円
）
ず
つ
全
員
に
、
そ
れ
も

大
事
に
な
ら
ぬ
よ
う
学
校
に
直
接
預
け
て
送
り
出
し
た
と
い
う（

11
（

。�

そ
し
て
（
八
）「
勤
儉
質
素
を
旨
と
し
徳
を
履ふ

ん
で
他
を
化
せ
よ
」、

こ
の
「
履
ん
で
」
と
い
う
の
は
「
そ
の
よ
う
に
行
動
し
て
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。「
他
を
化
せ
よ
」と
は「
周
囲
を
感
化
し
な
さ
い
」

で
あ
り
、「
立
派
な
行
い
を
し
て
人
に
影
響
を
与
え
、
心
を
良
き

方
向
へ
変
え
さ
せ
な
さ
い
」で
あ
る
。
翁
の
一
生
を
振
り
返
れ
ば
、

家
訓
を
遵
守
し
、
生
を
全
う
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
自
由
民
権
運
動
の
全
盛
期
、「
自
由
民
権
運
動
の
金
を
と

り
に
く
る
御
客
が
無
暗
に
多
か
っ
た（

11
（

」
と
村
人
の
目
に
映
っ
た
よ

う
に
、
土
倉
家
「
伝
来
の
善
心
」
を
利
用
せ
ん
と
す
る
輩
が
存
在

し
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
翁
は
人

物
を
峻
別
し
て
そ
れ
相
応
に
待
遇
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す

る
。
翁
は
借
金
の
返
済
に
は
厳
し
く
、
利
息
を
一
分
も
負
け
ず
、

け
じ
め
を
つ
け
る
人
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

九 

土
倉
家
の
「
出
自
」
―
南
朝
遺
臣
中
の
遺
臣
―

翁
の
生
き
ざ
ま
を
思
う
時
、
川
上
村
が
後
南
朝
の
地
で
あ
り
、

翁
に
は
そ
の
郷
士
た
る
勤
王
精
神
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
想
い
を

馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

川
上
村
神
之
谷
・
金
剛
寺
に
今
も
奉
ら
れ
る
こ
の
歴
史
的
遺
跡

を
手
掛
か
り
に
、
翁
の
生
涯
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
た
と
感
ぜ
ら

れ
る
「
愛
郷
心
」
と
「
国
益
の
た
め
の
献
身
性
」、
そ
の
源
流
が

ど
こ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、川
上
村
「
後
南
朝
伝
説
」

の
紹
介
と
と
も
に
紐
解
い
て
ゆ
き
た
い
。

「
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
年
）
に
、
南
北
朝
合
一
が
な
さ
れ
た

際
に
、南
朝
と
北
朝
は
交
代
で
皇
位
に
つ
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
約
束
は
守
ら
れ
ず
南
朝
の
皇
子
た
ち
は
命
を
狙
わ
れ

て
吉
野
に
逃
れ
た
。
そ
の
後
、
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
年
）
に
北

朝
方
の
赤
松
家
一
党
に
よ
っ
て
、
南
朝
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
自
天

王
（
尊た
か

秀ひ
で

王お
う

）
は
若
く
し
て
悲
し
い
最
期
を
遂
げ
た
。
そ
の
惨
事

を
伝
え
聞
い
た
川
上
郷
士
た
ち
は
赤
松
家
一
党
か
ら
自
天
王
の
御

首
を
取
り
返
し
、
金
剛
寺
に
手
厚
く
葬
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
自

天
王
の
御
首
を
奪
い
返
し
た
川
上
郷
士
の
雄
志
は
代
々
語
り
継
が

れ
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
年
）
か
ら
五
〇
〇
年
以
上
、
毎
年
二

月
五
日
に
、
遺
品
の
兜
（
重
要
文
化
財
）
な
ど
を
拝
す
る
朝
拝
式

が
行
わ
れ
て
い
る（

1（
（

」（「
奈
良
県
川
上
村
『
朝
拝
式
』」
の
一
部
分

を
改
変
）。
後
南
朝
は
断
絶
し
、
南
北
朝
の
動
乱
は
終
焉
を
迎
え

た
が
、
現
代
で
も
川
上
郷
で
は
「
な
ん
て
お
さ
ま
（
南
帝
王
様
）」

と
し
て
尊
崇
の
念
は
深
い（

11
（

。

翁
の
祖
先
は
、
赤
松
一
家
か
ら
自
天
王
（
尊
秀
王
）
の
首
を
奪

い
返
し
た
南
朝
一
番
筋
の
臣
下
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
川
上
精
神
の

そ
ん
し
ゅ
う
お
う
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中
心
た
る
尊
秀
王
は
即
ち
翁
の
守

ま
も
り

本ほ
ん

尊ぞ
ん

に
し
て
、
翁
は
あ
く
ま
で

南
朝
遺
臣
中
の
遺
臣
た
り
、
翁
一
生
を
通
す
る
公
共
心
も
畢
竟
是

れ
五
百
年
間
連
綿
た
る
南
朝
魂
の
發
現
に
外
な
ら
ず（

11
（

」
な
の
で
あ

る
。
生
前
、
親
交
の
深
か
っ
た
者
た
ち
が
翁
に
感
じ
た
印
象
と
し

て
口
に
す
る
の
は
、「
勤
王
精
神
」「
愛
郷
心
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

成
瀬
は
「
土
倉
庄
三
郎
翁
は
大
和
國
吉
野
郡
川
上
村
大
瀧
と
云

所
に
在
る
五
百
年
以
前
か
ら
の
舊

き
ゅ
う

家
で
、
か
の
南
北
朝
時
代
に
、

畏
く
も
後
醍
醐
天
皇
が
行
在
所
を
吉
野
に
置
か
せ
ら
れ
た
時
か
ら

土
倉
家
は
そ
の
土
地
の
人
々
と
共
に
南
朝
の
爲
に
忠
勤
を
励
ん
だ

家
の
中
で
も
最
も
優
れ
た
豪
家
で
あ
り
ま
し
た
。
庄
三
郎
翁
は
そ

う
い
ふ
家
の
裔
で
も
あ
り
土
地
柄
が
既
に
さ
う
い
ふ
風
な
歴
史
を

持
つ
た
場
所
で
あ
る
か
ら
、［
中
略
］
そ
の
一
生
を
一
貫
し
た
翁

の
性ひ

と
と
な
り格と
い
ふ
も
の
は
眞
に
昔
な
が
ら
の
誠
心
に
充
ち
た
而
も
そ

れ
は
近
代
化
し
た
尊
王
愛
國
の
實じ

つ

を
以
て
現
は
さ
れ
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る（

11
（

。

一
〇 

翁
の
葬
儀

晩
年
の
翁
は
、
特
に
家
業
の
面
で
多
く
の
憂
き
目
に
遭
い
な
が

ら
も
、
川
上
村
で
長
男
鶴
松
の
残
し
た
孫
六
人
の
面
倒
を
見
、
森

林
の
学
び
に
訪
れ
る
者
を
指
導
す
る
合
間
、
囲
碁
と
読
書
に
耽
る（

11
（

と
い
う
静
か
な
余
生
を
送
っ
た
。
そ
し
て
一
九
一
七
（
大
正
六
）

年
七
月
一
九
日
、
七
七
歳
で
翁
は
逝
去
さ
れ
た
。

川
上
村
に
は
、
江
戸
中
期
か
ら
浄
土
宗
の
信
仰
が
あ
る
。
浄
土

宗
は
法
然
上
人
の
「
た
だ
ひ
た
す
ら
に
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
の
念

仏
を
唱
え
よ
」、
な
ぜ
な
ら
阿
弥
陀
は
「
念
仏
を
唱
え
る
者
は
必

ず
救
う
」
と
約
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
御
教
え
の
も
と
に

唱
え
続
け
る
信
仰
で
あ
る
。土
倉
翁
は
逝
去
さ
れ
る
一
年
前
に「
五

重
相
伝
」
を
受
戒
し（
11
（

、
念
仏
の
方
法
を
習
い
、
信
仰
を
深
め
る
行

を
修
め
た
。
そ
し
て
五
重
相
伝
を
受
け
ら
れ
た
者
だ
け
が
、
戒
名

に
「
誉
」
と
い
う
字
を
戴
く
こ
と
が
出
来
る
。
戒
名
は
「
樹じ

ゅ

善ぜ
ん

院い
ん

教き
ょ
う

誉よ

寿じ
ゅ

山ざ
ん

明み
ょ
う

道ど
う

大だ
い

居こ

士じ

」
で
あ
る
。

二
二
日
に
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
目
白
か
ら
山
坂
越
え
て
参
列
し

た
成
瀬
は
、「
翁
の
葬
儀
」
と
題
し
て
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る
。

「
翁
の
葬
儀
は
や
は
り
浄
土
宗
の
式
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
。

生
前
の
知
人
・
朋
友
が
そ
の
葬
列
に
加
わ
っ
て
念
仏
を
唱
え
な
が

ら
菩
提
寺
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
村
の
老
若
男
女
が
立
ち
並
ん
で

心
か
ら
永
別
の
礼
を
も
っ
て
見
送
っ
て
い
た
。
皆
、
大
方
は
泣
い

て
い
た
。
そ
の
情
の
純
朴
な
様
、
し
か
も
実
に
静
粛
で
、
最
も
真

摯
な
態
度
を
し
て
い
た
。こ
の
宗
教
的
気
分
と
い
う
も
の
に
感
じ
、

『
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
ラ
イ
フ
さ
え
あ
れ
ば
形
式
は
何
に
依
っ

て
も
よ
い
も
の
だ
』
と
感
ぜ
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
吉
野

の
森
林
の
う
ち
に
、
七
七
年
の
生
涯
を
送
っ
た
土
倉
翁
の
、
こ
う

し
た
意
義
あ
る
終
焉
の
日
々
を
見
送
り
つ
つ
行
く
と
、
そ
の
山
の
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姿
、
水
の
流
れ
、
鳥
の
聲
、
蟲
の
音
が
一
々
翁
の
美
し
い
人
格
の

上
に
意
味
の
あ
る
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
て
、
感
慨
深
か
ら
し
め

た（
11
（

」（
筆
者
要
約
）。

筆
者
は
成
瀬
の
こ
の
文
章
に
触
れ
た
時
、
道
元
の
和
歌
を
連
想

し
た
。

「
峰
の
い
ろ　

谷
の
ひ
び
き
も　

皆
な
が
ら　

わ
が
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

の
声
と
姿
と（

11
（

」
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
元
が
京
都
の
宇
治
に
興
聖
寺

を
開
創
し
た
折
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
、
山
の
色
は
釈
迦
の
清
ら
か
な

姿
を
、
谷
の
ひ
び
き
、
す
な
わ
ち
谷
川
の
流
れ
る
音
は
釈
迦
が
説

法
を
さ
れ
る
時
の
声
を（
想
起
さ
せ
る
）、と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。

我
々
人
間
が
名
誉
や
地
位
や
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
、
肉
体
と
精
神

を
超
越
す
る
な
ら
ば
、
自
然
も
惜
し
み
な
く
そ
の
深
奥
を
表
し
、

実
は
そ
れ
は
人
間
存
在
の
「
本
来
の
面
目（

11
（

」
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

翁
の
葬
儀
か
ら
二
年
後
の
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
に
廣

岡
浅
子
氏
が
、そ
し
て
三
月
に
成
瀬
仁
蔵
が
鬼
籍
の
人
と
な
っ
た
。

そ
の
四
〇
年
後
の
一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
、
伊
勢
湾
台
風
で

土
倉
屋
敷
は
崩
壊
し
た
。「
洪
水
を
免
れ
た
文
書
の
中
に
板
垣
退

助
の
礼
状
と
洋
行
費
用
の
領
収
書
が
発
見
さ
れ
た
。
板
垣
は
そ
の

手
紙
の
中
で
、
積
年
の
志
を
果
た
せ
る
、
と
感
謝
を
示
し
、
領
収

書
に
は『
板
垣
退
助
洋
行
費
ト
シ
テ
御
出
金
被く
だ
さ
れ下

正
ニ
領
収
候
也
』

と
あ
っ
た
。
本
証
書
に
よ
り
三
井
家
が
出
資
し
た
と
い
う
定
説
が

覆
さ
れ
た（

11
（

」（
筆
者
要
約
）
と
い
う
。
実
は
、
翁
は
壮
年
の
頃
、

資
金
援
助
の
み
な
ら
ず
自
由
民
権
運
動
そ
の
も
の
に
参
加
し
て
い

た
。
翁
は
「
日
本
立
憲
政
党
に
六
万
円
（
現
価
値
一
二
億
円
）
を

寄
付
し
た
と
の
報
道
も
あ
り
、
加
入
し
て
会
計
監
督
に
就
き
、
演

壇
に
立
っ
て
『
自
由
の
説
民
権
の
論
』
に
つ
い
て
熱
弁
を
振
る
っ

た（
1（
（

」
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に
板
垣
退
助
ら
が
、

民
衆
が
選
挙
で
選
ん
だ
議
員
が
参
加
す
る
議
会
、
す
な
わ
ち
国
会

の
開
設
を
要
求
す
る
「
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
」
を
提
出
し
て
始

ま
っ
た
自
由
民
権
運
動
は
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
、
伊

藤
博
文
に
よ
り
一
〇
年
後
の
国
会
開
設
を
約
束
し
た
「
国
会
開
設

の
勅
諭
」
が
出
さ
れ
、
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
に
実
現
し
て

実
を
結
ん
だ
。

晩
年
に
か
け
て
土
倉
翁
は
私
財
の
多
く
を
喪
失
し
た
が
、
板
垣

退
助
お
よ
び
自
由
民
権
運
動
へ
の
支
援
に
よ
り
、
民
衆
と
と
も
に

「
自
由
」
と
「
民
主
主
義
」、
そ
し
て
「
国
会
開
設
」
を
勝
ち
取
る

と
い
う
偉
業
に
大
役
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
一
二
〇
年
た
っ
た
い

ま
も
こ
の
運
動
は
、「
新
し
い
社
会
づ
く
り
を
、
人
任
せ
に
せ
ず
、

自
分
た
ち
の
手
で
や
り
遂
げ
よ
う
と
し
た
点
に
自
由
民
権
運
動
の

特
徴
が
あ
り
、・
・『
新
し
い
社
会
』
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、

歴
史
の
な
か
の
自
由
民
権
運
動
を
冷
静
に
見
つ
め
て
ゆ
き
た
い（

11
（

」
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旨
の
価
値
が
あ
る
。

翁
が
晩
年
を
穏
や
か
に
過
ご
さ
れ
た
理
由
は
、
わ
が
国
の
皇
統

を
守
り
続
け
た
一
番
筋
の
遺
臣
と
し
て
、
日
本
国
の
た
め
の
偉
業

を
支
え
得
た
と
い
う
安
堵
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
現
世
の
こ

と
の
「
一
切
は
皆
苦
」、
実
体
の
な
い
「
諸
法
無
我
」
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
移
ろ
う
「
諸
行
無
常
」
で
あ
る
と
い
う
、
仏
教

の
三
つ
の
「
理
」
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
ま
た
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
、
阿
弥
陀
仏
に
導
か
れ
て
西
方

浄
土
に
至
り
、
悟
り
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
方
、
成
瀬
は
晩
年
に
、「
様
々
な
宗
教
や
思
想
の
調
和
・
交

流
を
目
的
と
し
た
『
帰
一
協
会
』
を
結
成
し
、
日
記
の
中
で
自
ら

の
天
職
を
『
社
会
改
良
者
』
で
あ
る（

11
（

」（
筆
者
要
約
）
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
私
が
六
十
年
か
ゝ
っ
て
畢
生
の
努
力
を
以
て
築
き
上

げ
た
私
の
靈
體
即
ち
私
の
品
格
は
、
靈
の
宮
は
永
久
に
亡
び
な
い

の
で
あ
り
ま
す（

11
（

」「
永
遠
不
朽
の
生
命
と
は
畢
竟
価
値
の
永
続
保

存
に
外
な
ら
ぬ（

11
（

」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
る
。
成
瀬
も
誠
実
無

私
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
「『
個
人
の
価
値
』
が
究
極
の

高
み
に
至
っ
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
の
仁
愛
、
釈
迦
の
大
慈
悲
の
よ
う

な
永
遠
無
久
の
価
値
と
出
会
い
、
こ
こ
ま
で
に
達
す
れ
ば
生
命
と
い

う
も
の
は
永
遠
で
あ
る（

11
（

」（
筆
者
要
約
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
成
瀬
は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
一
月
に
告
別
講
演

を
行
い
、
三
月
、「
永と

劫わ

に
生い

」っ
た（

11
（

。

偉
大
な
お
ふ
た
り
の
「
霊
」
の
行
方
は
異
な
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
後
世
を
生
き
る
我
々
を
、
そ
の
生
き
ざ
ま
に
よ
っ
て

感
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
お
ふ
た
り
は
限
り
な
く
我
々

の
「
師
」
で
あ
る
。
と
も
に
翁
の
生
き
ざ
ま
に
触
れ
、
吉
野
に
向

か
っ
た
筆
者
の
ゼ
ミ
生
た
ち
は
、「
日
本
女
子
大
学
を
誇
り
に
思

い
」「
三
綱
領
に
血
が
通
っ
た
」
こ
と
を
、
翁
の
お
位
牌
に
手
を

合
わ
せ
て
伝
え
た
。
そ
し
て
、「『
人
の
た
め
に
』
と
い
う
言
葉
が

か
ら
だ
に
入
っ
て
き
ま
し
た
」
と
筆
者
に
告
げ
て
、
ひ
と
り
ひ
と

り
思
い
定
め
た
道
に
歩
を
進
め
た（
11
（

。
か
く
い
う
筆
者
も
、「
本
学

創
立
に
あ
た
る
成
瀬
の
艱
難
辛
苦
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
偉
大

な
教
訓
と
せ
よ
」
と
い
う
翁
の
お
言
葉
を
、
た
だ
「
創
立
者
の
臥が

薪し
ん

嘗し
ょ
う

胆た
ん

を
忘
れ
る
な
か
れ
」
と
受
け
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

お
ふ
た
り
の
ご
生
涯
に
触
れ
た
今
は
、「
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越
え

て
、
天
職
に
お
け
る
新
た
な
道
を
切
り
拓
き
、
社
会
を
変
え
る
の

は
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
な
の
だ
」
の
洞
察
を
得
た
。
こ
れ
ら
こ
そ

が
土
倉
庄
三
郎
翁
と
成
瀬
仁
蔵
が
「
百
年
の
計
」
を
抱
い
て
育
て

よ
う
と
さ
れ
た
、「
感
化
の
教
育
」
に
よ
る
人
間
形
成
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
が
受
け
継
ぎ
、
次
世
代
に
手
渡
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ

う
。
翁
の
教
育
に
対
す
る
悠
大
な
眼
差
し
が
永と

こ

久し
え

に
本
学
に
注
が

れ
、
そ
の
ご
意
志
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て

止
ま
な
い
。

註
）
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
、
目
白
の
桜
楓
館
に
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て
開
催
さ
れ
た
「
成
瀬
仁
蔵
先
生
生
誕
記
念
日
の
集
い
」
に
お
い

て
、「
山
林
王
・
土
倉
庄
三
郎
翁
︱
理
想
・
経
営
・
愛
︱
」
と
題

し
て
講
演
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

謝
辞　

川
上
村
の
皆
様
、
と
く
に
松
本
博
行
様
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

芳
水
塾
）、
木
村
全
邦
様
・
成
瀬
匡
章
様
（
森
と
水
の
源
流
館
）、

春
増
薫
様
（
村
議
会
議
員
・
林
業
家
）、
辻
谷
達
雄
様
（
杣そ

ま

人び
と

）、

古
瀬
順
啓
様
（
龍
泉
寺
ご
住
職
）、
吉
野
か
わ
か
み
社
中
様
、
川
上

村
役
場
様
、
栗
山
忠
昭
村
長
様
に
は
、
講
演
・
執
筆
へ
の
全
面
的

な
ご
協
力
、
ま
た
学
生
へ
の
格
別
な
お
導
き
を
頂
き
ま
し
た
。
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、
本
稿
は
田
中
淳
夫
様
の
『
森

と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男�

山
林
王
・
土
倉
庄
三
郎
の
生
涯
』

（
二
〇
一
二
年
）
か
ら
多
く
の
ご
示
唆
を
頂
き
、
ま
た
直
に
資
料
の

ご
紹
介
、
お
励
ま
し
も
頂
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
教
育
学
科
教
授

�

い
の
う
え　

の
ぶ
こ
）
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15
）	前
掲
書
『
家
庭
週
報
』
第
四
二
六
号
。

（
16
）	前
掲
書
『
成
瀬
先
生
伝
』
一
九
二
頁
。

（
17
）	前
掲
書
『
成
瀬
先
生
伝
』
一
九
三
頁
。

（
18
）	佐
藤
藤
太
編
『
土
倉
庄
三
郎
：
病
臥
、
弔
慰
、
略
歴
』（
非
売
品
、

一
九
一
七
年
）、
一
二
頁
。

（
19
）	『
家
庭
週
報
』
第
一
三
号
（
一
九
〇
四
年
一
二
月
一
〇
日
）。

（
20
）	実
業
之
日
本
社
編
『
当
代
の
実
業
家
人
物
の
解
剖
』（
実
業
之
日

本
社
、
一
九
〇
三
年
）、
八
三
頁
。

（
21
）	『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集	

第
一
巻
』（
日
本
女
子
大
学
、一
九
七
四
年
）、

五
〇
四
頁
。

（
22
）	前
掲
書
『
成
瀬
先
生
伝
』
一
九
一
─
一
九
二
頁
。

（
23
）	前
掲
書
『
家
庭
週
報
』
第
四
二
六
号
。

（
24
）	松
波
秀
実
『
明
治
林
業
史
要
』（
大
日
本
山
林
会
、一
九
一
九
年
）、

二
二
〇
─
二
二
一
頁
。

（
25
）	奈
良
公
園
史
編
集
委
員
会
編
『
奈
良
公
園
史
［
本
編
］』（
奈
良
県
、

一
九
八
二
年
）、
一
六
七
頁
。

（
26
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
六
四
─
一
六
六
頁
。

（
27
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
一
〇
八
─
一
〇
九
頁
。

（
28
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
一
七
─
一
一
八
頁
。

（
29
）	並
松
信
久
「
土
倉
庄
三
郎
の
富
国
殖
林
思
想
：
明
治
期
の
吉
野
林

業
を
め
ぐ
っ
て
」『
京
都
産
業
大
学
論
集 

社
会
科
学
系
列
』
第

三
三
号
、（
二
〇
一
六
年
）、
四
〇
頁
。

（
30
）	土
倉
庄
三
郎
『
再
ビ
林
政
ノ
刷
新
ヲ
論
ズ
』（
非
売
品
、
一
九
〇
二

年
）、
二
二
─
二
三
頁
。

（
31
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
一
二
六
頁
。

（
32
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
七
〇
頁
。

（
33
）	平
井
良
朋
『
日
本
の
山
林
王	

土
倉
庄
三
郎
妙
伝
』（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

芳
水
塾
、
非
売
品
、
二
〇
一
〇
年
）、
八
─
九
頁
。

（
34
）	前
掲
書
『
成
瀬
先
生
伝
』
一
九
一
頁
。

（
35
）	前
掲
書
『
家
庭
週
報
』
第
四
二
六
号
。

（
36
）	土
倉
梅
造
『
随
想
録	:	

土
倉
祥
遺
稿
集
』（
朝
来
町
［
兵
庫
県
］、

一
九
九
一
年
）、
四
五
頁
。

（
37
）	徳
齢	

著	

井
出
潤
一
郎	

訳
『
素
顔
の
西
太
后
』（
東
方
書
店
、
一

九
八
七
年
）、
一
二
二
頁
。

（
38
）	前
掲
書
『
素
顔
の
西
太
后
』
二
四
三
頁
。

（
39
）	前
掲
書
『
随
想
録	:	

土
倉
祥
遺
稿
集
』
四
六
頁
。

（
40
）	前
掲
書
『
素
顔
の
西
太
后
』
二
〇
七
頁
。

（
41
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
九
五
頁
。

（
42
）	前
掲
書
『
当
代
の
実
業
家
人
物
の
解
剖
』
八
八
頁
。

（
43
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
一
七
五
─
一
八
〇
頁
。

（
44
）	前
掲
書
『
新
・
旧
山
林
大
地
主
の
実
態
』
二
〇
二
頁
。
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（
45
）	岩
崎
徂
堂
編『
極
秘
日
本
富
豪
の
家
憲
』（
大
成
館
、一
九
一
六
年
）、

三
六
一
─
三
六
九
頁
。

（
46
）	前
掲
書
『
極
秘
日
本
富
豪
の
家
憲
』
三
六
五
頁
。

（
47
）	前
掲
書
『
極
秘
日
本
富
豪
の
家
憲
』
三
六
六
─
三
六
七
頁
。

（
48
）	『
家
庭
週
報
』
第
四
二
七
号
（
一
九
一
七
年
八
月
三
日
）。

（
49
）	前
掲
書
『
評
伝	
土
倉
庄
三
郎
』
四
四
頁
。

（
50
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
一
七
三
頁
。

（
51
）	奈
良
県
川
上
村
「
朝
拝
式
」	〈http://w

w
w
.vill.kaw

akam
i.nara.

jp/life/docs/2017012900134/
〉	（2018/04/15

）。

（
52
）	辰
巳
義
人
『
川
上
村
に
伝
わ
る
後
南
朝
史
』（
非
売
品
、
一
九
七

〇
年
）、
一
三
頁
。

（
53
）	前
掲
書
『
土
倉
庄
三
郎
：
病
臥
、
弔
慰
、
略
歴
』
五
九
頁
。

（
54
）	前
掲
書
『
家
庭
週
報
』
第
四
二
六
号
。

（
55
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
七
三
頁
。

（
56
）	前
掲
書
『
評
伝	

土
倉
庄
三
郎
』
一
七
五
頁
。

（
57
）	前
掲
書
『
家
庭
週
報
』
第
四
二
九
号
。

（
58
）	松
本
章
男
『
道
元
の
和
歌	

春
は
花	

夏
ほ
と
と
ぎ
す
』（
中
央
公

論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
三
二
頁
。

（
59
）	前
掲
書
『
道
元
の
和
歌	

春
は
花	

夏
ほ
と
と
ぎ
す
』
三
三
頁
。

（
60
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
二
一
─
二
二
頁
。

（
61
）	前
掲
書
『
森
と
近
代
日
本
を
動
か
し
た
男	

山
林
王
・
土
倉
庄
三

郎
の
生
涯
』
二
六
─
二
七
頁
。

（
62
）	松
沢
裕
作
『
自
由
民
権
運
動	<

デ
モ
ク
ラ
シ
ー>

の
夢
と
挫
折
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）、
ⅲ
─
ⅴ
頁
。

（
63
）	日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
編
『
写
真
で
見
る	

成
瀬
仁
蔵
そ
の

生
涯
』（
非
売
品
、
二
〇
一
六
年
）、
一
六
頁
。

（
64
）	『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集	

第
三
巻
』（
日
本
女
子
大
学
、一
九
八
一
年
）、

九
九
四
頁
。

（
65
）	『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集	

第
二
巻
』（
日
本
女
子
大
学
、一
九
七
六
年
）、

三
七
頁
。

（
66
）	前
掲
書
、
三
七
─
四
〇
頁
。

（
67
）	前
掲
書
『
写
真
で
見
る	

成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
一
九
頁
。

（
68
）	井
上
信
子
「
土
倉
翁
と
成
瀬
の
夢
︱
教
育
百
年
の
計
︱
」『
成
瀬

記
念
館
』
第
三
二
号
（
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
、
二
〇
一
七

年
）、
一
八
頁
。

【
参
考
文
献
】

福
島
宗
緒
『
吉
野
川
上
村
史
』（
川
上
村
、
一
九
四
一
年
）。

後
南
朝
史
編
纂
会
編
『
後
南
朝
史
論
集
：
吉
野
皇
子
五
百
年
忌
記
念
』

原
書
房
。

色
川
大
吉
『
自
由
民
権
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
）。

加
藤
衛
拡
「『
吉
野
林
業
全
書
』
の
研
究
」『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究

紀
要
』
通
号	

昭
和
五
八
年
度
（
一
九
八
四
年
）。
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川
上
村
史
編
纂
委
員
会
編
『
川
上
村
史	

史
料
編	

下
巻
』（
川
上
村
教
育

委
員
会
、
一
九
八
一
年
）。

小
川
誠
「
或
る
明
治
林
業
人
の
思
想
と
行
動
︱
吉
野
に
お
け
る
土
倉
庄

三
郎
の
生
涯
︱
」『
林
業
経
済
』
一
九
巻
一
二
号
（
一
九
六
七
年
）。

鈴
木
良	

編
『
奈
良
県
の
百
年
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）。

辰
巳
藤
吉
『
川
上
村
事
蹟
に
関
す
る
記
録
』（
奈
良
明
新
社
、一
九
三
二
年
）

【
付
】 

（
二
〇
一
七
年
八
月
、
未
整
理
資
料
の
中
か
ら
発
見
）

　
　

吊
辞

本
校
評
議
員
土
倉
庄
三
郎
君
溘こ

う

焉え
ん

と
し
て
逝
去
せ
ら
る
噫
悲
い
哉

君
と
本
校
と
の
関
係
は
其
由
来
す
る
所
遠
く
し
て
且
つ
深
し
蓋
し

君
が
女
子
教
育
に
対
す
る
識
見
の
遠
大
に
し
て
時
流
に
超
越
せ
ら

れ
た
る
に
職し

ょ
く

由ゆ
う

せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
明
治
二
十
九
年
始
め
て
本
校
設

立
の
議
を
謀
る
に
当
り
君
は
率
先
し
て
賛
同
の
意
を
表
せ
ら
れ
最

も
深
き
同
情
を
寄
せ
て
創
業
費
の
一
半
を
負
担
し
以
て
設
立
の
挙

を
完
ふ
す
る
の
端
緒
を
開
か
し
め
ら
れ
き
真
に
揺
籃
中
の
保
母
た

り
と
謂
ふ
べ
し
議
茲
に
熟
し
て
之
を
社
会
に
発
表
す
る
や
君
は
素

よ
り
発
起
人
の
一
人
に
し
て
後
ち
創
立
委
員
の
重
任
に
当
ら
れ
た

り
而
か
も
当
時
未
だ
女
子
高
等
教
育
の
必
要
を
認
む
る
識
者
少
な

く
反
対
尚
早
の
論
議
頻
り
に
起
り
し
の
み
な
ら
ず
恰
も
日
清
戦
役

の
後
を
承
け
経
済
界
の
不
振
其
極
に
達
し
資
金
の
募
集
意
の
如
く

な
ら
ず
内
外
の
困
難
荐し
き

り
に
至
り
し
に
拘
は
ら
ず
君
は
絶
え
ず
当

事
者
を
激
励
し
て
世
論
の
喚
起
に
力
め
ら
れ
漸
次
朝
野
有
力
者
の

賛
助
を
得
る
に
至
り
遂
に
明
治
三
十
四
年
四
月
東
洋
最
初
の
女
子

大
学
を
開
く
の
機
運
に
到
達
せ
り
君
の
本
校
に
於
け
る
功
労
真
に

偉
大
に
し
て
吾
人
の
欽き

ん

仰ぎ
ょ
う

感
激
し
て
止
ま
ざ
る
所
な
り
其
後
校
運

年
を
追
ふ
て
発
展
し
基
礎
も
亦
鞏
固
を
加
ふ
る
に
至
り
明
治

三
十
八
年
之
を
財
団
法
人
の
組
織
に
改
む
る
や
君
撰
ば
れ
て
評
議

員
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
爾
来
同
情
を
以
て
本
校
の
事
業
を
援
助
せ

ら
れ
し
こ
と
十
年
一
日
の
如
く
始
終
少
し
も
渝か

わ

る
こ
と
な
し
土
地

遠
隔
に
し
て
屡
々
本
校
に
臨
む
こ
と
を
得
ら
れ
ざ
り
し
も
偶
ま
上

京
の
機
会
あ
ら
ば
其
崇
高
清
素
な
る
老
躯
を
講
堂
に
運
び
孫
女
の

如
き
学
生
に
対
し
一
場
の
訓
告
を
与
へ
学
校
の
発
展
を
目も

く

睹と

す
る

を
喜
び
と
せ
ら
れ
た
り
き
今
や
倏

し
ゅ
っ

忽こ
つ

と
し
て
幽
明
の
境
を
隔
て
再

び
当

ま
の
あ
た
り面

君
の
音
容
に
接
す
る
の
機
な
し
痛
恨
曷い

ず
くん

ぞ
尽
き
ん
然
り

と
雖
も
君
の
人
格
は
本
校
々
風
を
薀う

ん

醸じ
ょ
うせ

る
一
要
素
と
し
て
永
遠

に
全
校
の
間
に
髣
髴
せ
ら
る
べ
き
を
疑
は
ず
吾
人
亦
赤
誠
を
以
て

君
の
遺
志
を
遂
行
せ
ん
茲
に
日
本
女
子
大
学
校
を
代
表
し
て
謹
て

君
の
霊
前
に
緻
哀
を
捧
ぐ
尚
く
は
響
け
よ

　
　
　
　

大
正
六
年
七
月
二
十
二
日

�

日
本
女
子
大
学
校
長　

成
瀬
仁
蔵　
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は
じ
め
に

�

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
小
林
孝
子

の
卒
業
論
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
蔵
の
経
緯
も
含
め
、
す
で
に

林
知
子
氏
が
本
誌
三
一
号
に
て
く
わ
し
く
論
述
し
て
お
ら
れ
る（

１
（。

本
稿
で
は
、
そ
の
卒
業
論
文
の
関
連
資
料
で
、
初
公
開
と
な
る
衣

服
標
本（

２
（に
つ
い
て
紹
介
し
、
資
料
と
し
て
の
意
義
を
述
べ
た
い
。

�

一
九
三
六
年
に
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
に
提
出
さ
れ
た
小

林
の
卒
業
論
文
は
、
当
時
、
今
和
次
郎
ら
が
提
唱
し
て
い
た
考
現

学
に
示
唆
を
受
け
、
自
分
の
家
に
あ
る
す
べ
て
の
モ
ノ
や
家
の
間

取
り
、
家
計
、
一
週
間
に
何
を
食
べ
た
か
、
な
ど
暮
ら
し
の
す
べ

て
を
文
字
と
ス
ケ
ッ
チ
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
卒

新
資
料
紹
介
　

「
小
林
孝
子
の
衣
服
標
本�

─
一
八
七
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
の
中
流
家
庭
の
衣
生
活
─

森 

　

理 

恵

業
論
文
に
添
え
ら
れ
た
「
後
記
片
　々

昭
和
拾
参
年
四
月
廿
八
日　

小
林
孝
子
」
に
よ
る
と
、今
を
紹
介
し
た
り
『
モ
デ
ル
ノ
ロ
ヂ
オ
：

考
現
学（

３
（

』や
『
舞
臺
装
置
者
の
手
帖（

４
（

』
を
見
せ
た
り
、
実
際
に
親

身
に
な
っ
て
小
林
の
卒
業
研
究
を
支
え
た
の
は
寮
監
の
井
上
よ
し

子
で
あ
る
。
小
林
も
「
後
記
片
々
」
の
最
後
に
、「
で
も
一
番
お

礼
の
申
し
上
げ
た
い
の
は
只
今
九
州
に
い
ら
つ
し
や
る
と
伺
ふ
井

上
先
生
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
今
は
非
常
勤
講
師
と
し
て
受

け
持
っ
て
い
た
「
形
態
美
論
」
の
授
業
の
あ
と
に
家
政
部
長
室
な

ど
で
小
林
と
面
談
し
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
て
い
た
よ
う
だ（

５
（。

�
同
じ
く
「
後
記
片
々
」
に
よ
る
と
、
小
林
は
四
年
生
の
一
九�

三
五
年
の
夏
休
み
か
ら
卒
業
研
究
を
は
じ
め
た
が
、（
家
の
中
に

あ
る
も
の
す
べ
て
を
書
き
出
す
と
い
う
途
方
も
な
い
）
作
業
が
終
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居
た
伯
母
か
ら
お
祝
に
貰
つ
た
も
の　

ム
ザ
ム
ザ
一
ツ
身
に
す
る

の
も
惜
し
か
つ
た
の
で
二
十
九
才
の
母
は
自
分
の
浴
衣
に
し
た�

然
し
母
の
柄
で
は
無
か
つ
た
の
で
ほ
と
ん
ど
着
な
か
つ
た
の
を
元

禄
袖
に
し
て
孝
子
の
女
子
大
ゆ
き
の
ネ
マ
キ
に
し
た
の
で
あ
る
」

の
よ
う
に
、
着
用
者
、
衣
服
の
種
類
、
素
材
、
模
様
、
入
手
の
経

緯
や
そ
の
後
の
使
用
歴
な
ど
が
歯
切
れ
の
よ
い
文
章
で
書
か
れ
て

い
る
。

ハ
ガ
キ
大
の
用
紙
を
裏
返
す
と
、
横
置
き
縦
書
き
で
「
神
奈
川

縣
立
横
須
賀
高
等
女
學
校
／
制
服
用
生
地
色
見
本
／
四
ケ
年
間
染

色
耐
久
力
共
ニ
絶
対
ニ
保
証
ス
／
修
繕
ハ
無
料
／
制
服
ノ
御
用
命

ハ
東
京�

高
村
洋
服
店
へ
」（
／
は
改
行
）
と
印
刷
さ
れ
て
お
り
、

中
ほ
ど
上
端
に
糊
で
張
り
付
け
た
ウ
ー
ル
の
繊
維
が
残
っ
て
い

る
。
横
須
賀
高
等
女
学
校
は
小
林
の
出
身
校
で
あ
る
。
同
校
で
配

ら
れ
て
い
た
制
服
生
地
見
本
の
カ
ー
ド
を
大
量
に
譲
り
受
け
、
生

地
を
は
が
し
、裏
を
衣
服
標
本
作
成
に
活
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
ほ
ぼ
二
倍
の
大
き
さ
の
用
紙
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を

裏
返
す
と
、
三
越
百
貨
店
や
横
須
賀
の
「
さ
い
か
や
呉
服
店
」
の

休
業
日
や
売
り
出
し
の
挨
拶
状
で
あ
っ
た
。
な
お
、
一
枚
の
カ
ー

ド
に
複
数
の
端
切
れ
を
貼
っ
た
も
の
や
、
同
じ
端
切
れ
を
何
枚
も

の
カ
ー
ド
に
貼
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
、
カ
ー
ド
の
枚
数
と
端
切

れ
の
点
数
は
一
致
し
な
い
。

２　

家
族
の
成
員
と
そ
の
衣
服

わ
ら
な
か
っ
た
た
め
翌
年
三
月
に
未
完
成
の
ま
ま
提
出
し
、
卒
論

の
展
覧
会
に
も
出
品
さ
れ
反
響
を
呼
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
ど
う

し
て
も
完
成
さ
せ
た
い
と
の
執
念
か
ら
卒
業
後
の
七
月
に「
拝
借
」

の
形
で
学
校
か
ら
取
り
戻
し
、
同
年
一
二
月
の
祖
母
の
死
後
に
作

業
を
続
け
、
あ
し
か
け
四
年
を
経
た
一
九
三
八
年
の
四
月
に
完
成

さ
せ
て
「
後
記
片
々
」
を
書
き
記
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

�１　

新
資
料 

小
林
孝
子
制
作
衣
服
標
本
概
要

�

と
こ
ろ
が
小
林
の
研
究
意
欲
は
衰
え
な
か
っ
た
。
今
回
新
た

に
紹
介
す
る
衣
服
標
本
に
は
「
昭
和
拾
五
年
」
す
な
わ
ち

一
九
四
〇
年
の
日
付
ス
タ
ン
プ
が
あ
る
。
小
林
は
「
卒
業
論
文
」

が
一
応
の
完
成
を
見
た
後
に
も
、
所
持
品
の
調
査
を
続
け
て
い
た

の
で
あ
る
。

本
稿
で
「
衣
服
標
本
」
と
呼
ん
で
い
る
資
料
は
、
ハ
ガ
キ
大
の

用
紙
の
だ
い
た
い
上
半
分
に
衣
服
の
端
切
れ
を
張
り
付
け
、
下
半

に
そ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を
ペ
ン
書
き
で
書
き
記
し
、
年
月
日
と

「
小
林
孝
子
」の
ス
タ
ン
プ
を
押
し
た
も
の
で
あ
る（
図
１
・
図
２
）。

全
部
で
二
一
六
枚
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
三
枚
は
ハ
ガ
キ
大
の
ほ

ぼ
二
倍
の
用
紙
を
半
分
に
折
り
た
た
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
日
付
は

一
九
四
〇
年
四
月
か
ら
一
〇
月
に
わ
た
っ
て
い
る
。

情
報
は
た
と
え
ば
、「
孝
子
の
ネ
マ
キ
（
有
松
麻
の
葉
絞
）
孝
子

の
姉
が
生
ま
れ
た
時
（
大
正
三
年
六
月
二
十
二
日
）
当
時
三
河
に
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小
林
の
家
は
横
須
賀
の
中
流
家
庭
で
、
両
親
と
も
に
高
学
歴
で

母
は
教
員
の
仕
事
を
し
て
お
り
、
洋
風
の
家
具
や
調
理
器
具
、
洋

風
の
食
事
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た（

６
（。

標
本
の
衣
服
の
着
用

者
は
主
に
本
人
、
祖
母
、
母
、
父
、
そ
し
て
「
女
中
」
で
あ
る（

７
（。

一
方
、
卒
業
論
文
の
な
か
の
「
筆
者
と
そ
の
家
族
」（
一
九
三
五

年
一
二
月
三
一
日
の
ス
タ
ン
プ
あ
り
）
に
は
、「
筆
者
」、「
祖
母
」、

「
母
」、「
父
」
が
こ
の
順
で
、
証
明
写
真
様
の
小
さ
な
写
真
と
と

も
に
生
年
と
学
歴
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
後
記
片
々
」

と
同
じ
一
九
三
八
年
四
月
二
八
日
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
「
被

服
し
ら
べ
」
と
題
さ
れ
た
二
二
丁
の
和
綴
じ
の
冊
子
が
あ
る
。
こ

ち
ら
は
縦
書
き
の
ペ
ン
字
で
、「
祖
母
」、「
父
」、「
母
」、「
孝
子
」

の
順
に
各
人
の
所
持
す
る
衣
服
が
細
か
く
箇
条
書
き
に
さ
れ
て
い

る
。以

下
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
情
報
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
各
人

の
衣
服
標
本
に
つ
い
て
簡
略
に
紹
介
す
る
。
小
林
本
人
の
衣
服
標

本
に
つ
い
て
は
和
服
と
洋
服
に
分
け
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
祖
母

と
母
は
「
被
服
し
ら
べ
」
に
も
衣
服
標
本
に
も
洋
服
の
記
載
が
な

い
の
で
、
和
服
の
み
の
生
活
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
祖
母　

二
八
枚

上
記
「
筆
者
と
そ
の
家
族
」
に
よ
る
と
一
八
五
五
年
生
ま
れ
。

小
林
が
日
本
女
子
大
学
校
を
卒
業
し
た
一
九
三
七
年
の
一
二
月
に

亡
く
な
っ
た
。
着
物（

８
（、
単
衣
、
羽
織
、
前
掛
な
ど
の
生
地
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
紺
、
鼠
、
茶
な
ど
の
地
味
な
色
合
い
の
、
縞
、
小

紋
な
ど
の
細
か
な
模
様
で
あ
る
。
地
質
は
甲
斐
絹
、
モ
ス
リ
ン
、

木
綿
な
ど
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
、「
祖
母
が
十
九
才

の
時
（
明
治
七
年
）
の
お
盆
に
婚
家
か
ら
は
じ
め
て
實
家
の
墓
参

に
行
く
時�

群
馬
県
高
崎
地
方
で
は
イ
キ
ミ
タ
マ
と
云
つ
て
夏
の

晴
衣
を
着
飾
つ
て
行
く
な
ら
は
し
で
之
が
即
ち
そ
の
時
の
襦
袢
だ

つ
た
さ
う
」（
カ
ッ
コ
書
き
は
マ
マ
。
以
下
同
。）
と
書
か
れ
た
、

薄
い
藍
色
に
白
格
子
の
平
絹
が
あ
る
（
図
１
上
段
右
よ
り
２
番

目
）。
一
八
七
〇
年
代
の
北
関
東
の
風
習
が
窺
わ
れ
る
、
こ
の
衣

服
標
本
中
で
は
最
古
の
部
類
で
あ
る
。

（
２
）
母　

六
五
枚

「
筆
者
と
そ
の
家
族
」
に
よ
る
と
一
八
八
六
年
生
ま
れ
。
東
京

女
子
高
等
師
範
学
校
の
附
属
小
学
校
、
附
属
高
等
女
学
校
、
そ
し

て
同
師
範
学
校
卒
業
で
あ
る
。
衣
服
標
本
の
記
述
に
よ
れ
ば
小
林

孝
子
の
母
校
横
須
賀
高
等
女
学
校
の
教
員
を
し
て
い
た
。
衣
服
標

本
中
、
も
っ
と
も
枚
数
の
多
い
の
が
母
の
和
服
で
あ
り
、
祖
母
の

も
の
に
比
べ
る
と
色
柄
・
地
質
と
も
に
格
段
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
多
い
。
縞
格
子
の
ほ
か
花
柄
の
モ
ス
リ
ン
や
御
召
、
型
染
の

浴
衣
地
な
ど
多
彩
で
あ
る
。女
高
師
に
着
て
い
っ
た
と
い
う
羽
織
・

袴
の
生
地
や
、「
主
婦
之
友
ゆ
か
た
」
な
ど
貴
重
な
資
料
は
数
多

い
が
、
こ
こ
で
は
次
を
紹
介
す
る
。

紺
色
地
に
雪
松
模
様
の
捺
染
の
モ
ス
リ
ン
で
、「
母
が
お
茶
の
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図1 小林孝子衣服標本のうち 祖母の衣類の一部（筆者撮影）

図２ 小林孝子衣服標本のうち 母の衣類の一部（筆者撮影）
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水
高
女
三
年
の
時
の
半
巾
帯
の
裁
縫
材
料
で
当
時
四
十
五
才
位
だ

つ
た
祖
母
の
帯
だ
さ
う
で
あ
る　

お
点
は
七
点
で
平
塚
さ
ん
（
ら

い
て
う
）
は
桃
色
繻
子
で
縫
つ
て
九
点
で
大
変
み
ご
と
な
出
来
で

谷
田
部
順
子
先
生
が
級
全
体
へ
廻
し
て
お
見
せ
に
な
つ
た
さ
う
で

あ
る　

母
が
記
憶
を
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
語
つ
た
」
と
あ
る
。
母
が
女

高
師
の
附
属
高
等
女
学
校
に
在
学
中
、
裁
縫
教
授
の
集
大
成
者
で

あ
る
谷
田
部
順
子（

９
（の

教
え
を
受
け
た
こ
と
、
平
塚
ら
い
て
う
と
同

級
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
（
図
2
下
段
一
番
左
）。

（
３
）
小
林
孝
子　

和
服　

三
三
枚

「
筆
者
と
そ
の
家
族
」
に
よ
る
と
一
九
一
六
年
生
ま
れ
。
衣
服

標
本
製
作
当
時
二
〇
代
前
半
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
大
き
な
矢
絣

や
捺
染
の
花
柄
な
ど
が
中
心
で
あ
る
。
女
学
校
で
の
部
分
縫
練
習

用
生
地
、
人
形
衣
装
用
生
地
、
お
手
玉
用
の
生
地
も
、
今
回
は
便

宜
上
こ
こ
に
含
め
た
。

（
４
）
小
林
孝
子　

洋
服　

四
八
枚

母
の
和
服
地
に
次
い
で
枚
数
が
多
い
の
が
小
林
本
人
の
洋
服
地

で
あ
る
。
格
子
・
水
玉
・
花
柄
の
木
綿
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
地
、
縞
や

格
子
の
ウ
ー
ル
の
コ
ー
ト
地
、
ス
ー
ツ
地
な
ど
で
あ
る
が
、
な
か

に
は
花
柄
の
「
ス
フ
」
の
簡
単
服
地
も
あ
る
。
明
る
く
軽
快
な
色

調
が
多
い
の
は
小
林
の
好
み
で
あ
ろ
う
か
。
横
須
賀
高
等
女
学
校

の
制
服
と
ネ
ク
タ
イ
の
生
地
も
貼
ら
れ
て
い
る
。
特
筆
す
べ
き
も

の
と
し
て
、「
大
正
十
年
に
文
化
裁
縫
（
今
の
文
化
服
装
学
院
）

の
創
立
者
故
並
木
伊
三
郎
氏
が
洋
裁
教
授
の
ソ
モ
ソ
モ
の
振
り
出

し
を
横
須
賀
で
せ
ら
れ
た
。
当
時
六
才
の
孝
子
の
為
に
母
も
そ
の

講
習
を
受
け
た　

之
は
そ
の
時
の
製
作
品
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
残
布
で

あ
る
」
と
書
か
れ
た
濃
紺
の
格
子
柄
の
ウ
ー
ル
地
が
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
九
枚
、「（
並
木
先
生
講
習
製
作
品
）」
と
カ
ッ
コ
書
き

で
記
さ
れ
た
生
地
が
あ
り
、
洋
裁
教
育
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
ピ
ン
ク
の
花
柄
の
木
綿
地
に
、「
昭
和
十
五

年
夏　

即
ち
昨
日�

横
須
賀
の
ス
ギ
ウ
ラ
糸
店
で
買
つ
て
来
て
主

婦
之
友
を
参
考
に
ス
ポ
ー
テ
ィ
な
盛
夏
用
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
目
下
熱

心
に
縫
ひ
つ
つ
あ
る　

生
地
代
約
八
尺
で
九
円
六
〇
銭
也
」
と
し

た
も
の
が
あ
る
。
戦
時
下
の
小
林
の
生
活
が
窺
わ
れ
興
味
深
い
。

（
５
）
父　

一
八
枚

「
筆
者
と
そ
の
家
族
」
に
よ
る
と
一
八
八
〇
年
生
ま
れ
で
群
馬

県
立
前
橋
中
学
校
、
海
軍
兵
学
校
卒
業
。
横
須
賀
の
海
軍
に
勤
め

た
あ
と
、東
京
電
燈
株
式
会
社
の
社
員
と
な
っ
た（

（1
（

。「
被
服
し
ら
べ
」

に
は
父
の
衣
服
と
し
て
多
数
の
和
服
や
大
礼
服
、
軍
服
、
背
広
な

ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
衣
服
標
本
は
単
衣
や
ド
テ
ラ
な
ど
家

庭
着
が
多
い
。
家
庭
裁
縫
の
な
か
で
出
た
端
切
れ
を
中
心
に
衣
服

標
本
が
作
製
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
紬
、
セ
ル
、
木
綿
な
ど
の

黒
っ
ぽ
い
無
地
か
細
か
い
格
子
柄
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
な
か
に

は
「
父
が
馬
公
の
知
港
事
時
代
に
作
っ
て
送
っ
た
ド
テ
ラ　

元
禄

袖
の
祖
母
の
ネ
マ
キ
に
な
っ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
た
黒
と
鼠
の
格
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子
柄
の
平
絹
も
あ
る
。
父
は
澎
湖
島
の
馬
公
に
赴
任
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）「
女
中
」　

六
枚

卒
業
論
文
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
平
面
図
を
み
る
と
、
そ
れ

ほ
ど
広
い
と
は
言
え
な
い
平
屋
建
て（

（（
（

の
北
西
の
角
に
二
帖
の
「
女

中
室
」
が
あ
り
、
衣
服
標
本
の
記
述
な
ど
か
ら
も
、
小
林
の
家
で

は
常
に
「
女
中
」
を
置
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
被

服
し
ら
べ
」
に
は
「
女
中
」
の
項
目
は
な
い
し
、「
女
中
」
は
も

ち
ろ
ん
、自
分
の
衣
服
は
自
ら
調
達
管
理
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

「
お
仕
着
せ
」
等
と
し
て
主
人
の
側
か
ら
「
女
中
」
に
支
給
し
た

り
買
い
与
え
た
衣
服
の
生
地
が
こ
こ
で
は
標
本
と
さ
れ
て
い
る
。

羽
裏
以
外
は
す
べ
て
や
や
大
き
め
の
縞
と
格
子
で
、
絹
や
木
綿
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
紺
と
白
に
細
い
ピ
ン
ク
の
筋
が
入
っ
た

や
や
大
き
め
の
格
子
の
生
地
で
、「
昭
和
十
三
年
五
月
純
綿
が
な

く
な
る
と
新
聞
に
あ
つ
た
の
で
孝
子
の
冬
の
ネ
マ
キ
に
二
反
と
大

掃
除
の
慰
労
に
女
中
に
や
る
一
反
を
買
つ
た　

之
が
我
家
の
買
溜

め
と
云
へ
ば
云
へ
な
い
こ
と
も
な
い　

し
か
し
す
で
に
ス
フ
は

チ
ャ
ン
と
混
紡
さ
れ
て
る
事
は
手
ざ
わ
り
で
わ
か
る
」
と
あ
る
。

一
九
三
八
年
の
時
点
で
純
綿
と
称
し
て
「
ス
フ
」
を
混
紡
し
た
も

の
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
７
）
そ
の
他　

一
八
枚　

布
団
、
カ
ー
テ
ン
な
ど
衣
服
以
外
の
生
地
や
上
記
以
外
の
人
物

の
衣
服
の
生
地
を
こ
こ
に
分
類
し
た
。
衣
服
以
外
で
は
、
布
団
、

こ
た
つ
布
団
、
火
鉢
布
団
な
ど
様
々
な
布
団
地
や
、
本
棚
の
カ
ー

テ
ン
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
他
か
ら
の
使
い
回
し
が
多
い
が
、
戦

時
下
の
た
め
遮
光
カ
ー
テ
ン
に
し
た
と
い
う
記
述
も
散
見
さ
れ

る
。上

記
以
外
の
人
物
で
は
、
一
八
九
六
（
明
治
二
八
）
年
に
七
二

才
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
「
祖
母
の
祖
母
」
の
遺
品
だ
と
い
う
も

の
が
二
枚
あ
る
。
一
つ
は
た
い
へ
ん
細
か
な
藍
鼠
の
小
紋
、
も
う

一
つ
は
小
林
が「
群
馬
県
の
片
田
舎
の
農
家
で
で
き
た
手
織
木
綿
」

と
書
き
記
す
藍
縞
で
、
羽
織
の
襟
芯
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま

た
、「
明
治
四
十
二
年
頃�

明
治
元
年
生
ま
れ
の
女
中
が
居
て
祖
母

の
葛
籠
が
こ
わ
れ
た
の
を
自
分
所
持
の
ボ
ロ
キ
レ
を
貼
り
つ
け
修

繕
し
て
く
れ
た
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
型
染
友
禅
の
龍
田
川
模

様
で
、
小
林
は
「
恐
ら
く
老
女
中
が
娘
時
代
の
帯
の
片
側
で
で
も

あ
り
は
し
な
か
つ
た
ら
う
か
」
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
と
お
り

で
あ
れ
ば
、
一
八
八
〇
年
代
の
染
め
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
と
、
先
述
の
祖
母
が
婚
家
か
ら
実
家
へ
初
め
て
墓
参
り
に
行

く
時
の
衣
装
の
生
地
と
さ
れ
る
も
の
が
、
小
林
の
記
述
ど
お
り
だ

と
す
れ
ば
、
標
本
中
で
も
っ
と
も
古
い
時
代
、
明
治
前
半
期
の
標

本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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お
わ
り
に　

─
本
資
料
の
重
要
性
─

以
上
の
簡
略
な
紹
介
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、こ
の
衣
服
標
本
は
、

近
代
日
本
の
服
飾
史
、
染
織
史
、
生
活
史
、
女
性
史
、
家
政
教
育

史
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
第
一
に
、
生
地
の

実
物
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
着
用
者
あ
る
い

は
そ
の
近
親
者
の
克
明
な
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、第
三
に
、

日
付
と
氏
名
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
、こ
の
三
点
が
、

本
資
料
を
特
に
貴
重
な
も
の
と
し
て
い
る
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
衣
服
の
実
物
資
料
は
各

地
に
、
富
裕
層
の
も
の
か
ら
庶
民
の
も
の
ま
で
、
か
な
り
の
数
量

が
保
存
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
記
や
文
学
、
売
買
や
製
作

の
記
録
な
ど
、
衣
服
に
ま
つ
わ
る
文
字
資
料
も
数
多
く
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
地
の
実
物
と
文
字
情
報
と
が
一
対
一

で
突
き
合
わ
さ
れ
た
形
で
、
し
か
も
、
ど
こ
で
買
っ
た
、
誰
に
も

ら
っ
た
な
ど
の
入
手
経
路
や
、
着
物
で
あ
っ
た
も
の
が
ネ
マ
キ
に

そ
し
て
襟
芯
に
と
い
う
よ
う
な
繰
り
ま
わ
し
・
使
い
回
し
の
道
筋
、

さ
ら
に
は
衣
服
に
ま
つ
わ
る
個
人
の
思
い
出
ま
で
が
、
二
百
点
以

上
の
規
模
で
残
さ
れ
た
資
料
は
、他
に
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
れ
ら
す
べ
て
に
、
標
本
作
成
の
日
付
と
作
成
者
の
氏
名

が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
こ
の
時
期
の
裁
縫
教
育
や
繊
維
の
流
通
、
そ
し
て
日
本
女
子

大
学
校
の
学
生
の
衣
生
活
な
ど
、
本
資
料
に
は
ま
だ
ま
だ
と
り
あ

げ
る
べ
き
テ
ー
マ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
稿
を
改
め
て
取
り
組
み
た

い
。

謝
辞
　
本
稿
執
筆
に
当
た
り
、
武
庫
川
女
子
大
学
名
誉
教
授 

横

川
公
子
先
生
よ
り
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
資
料
の
整
理
に

つ
き
ま
し
て
は
本
学
被
服
学
科
四
年
次 

吉
村
唯
さ
ん
の
協
力
を

得
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

�
�（

日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
被
服
学
科
教
授　

も
り　

り
え
）

�（
1
）	林
知
子
「
今
和
次
郎
に
師
事
し
た	

昭
和
初
期
の
住
ま
い
と
暮
ら

し
の
考
現
学　

八
〇
年
の
時
を
経
て
日
本
女
子
大
学
に
戻
っ
た
小

林
孝
子
の
卒
業
論
文
」、『
成
瀬
記
念
館
』
三
一
号
、
二
〇
一
六
年
、

一
八
～
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
2
）	こ
の
衣
服
標
本
は
、
展
覧
会
「
考
現
学
の
視
点	

昭
和
の
暮
ら
し

の
具
体
相	

今
和
次
郎
に
師
事
し
た
小
林
孝
子
の
卒
業
論
文
と
衣

服
標
本
」（
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館
、
会
期
二
〇
一
八
年
五

月
八
日
～
六
月
二
三
日
）
に
て
初
公
開
さ
れ
た
。
な
お
、
卒
業
論
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文
は
、
本
学
住
居
学
科
お
よ
び
今
和
次
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
委
員
会

主
催
の
展
覧
会
「
昭
和
初
期
の
住
ま
い
と
暮
ら
し
の
考
現
学　

今

和
次
郎
に
師
事
し
た
小
林
孝
子
の
自
家
調
査
」（
同
館
、
会
期
二

〇
〇
四
年
六
月
二
二
日
～
六
月
二
六
日
）
に
て
公
開
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。な
お
、前
掲
林
論
文
で
は
こ
の
衣
服
標
本
に
つ
い
て
、（
卒

業
論
文
に
は
）「
布
地
の
切
れ
端
見
本
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
布
に
つ
い
て
そ
の
利
用
歴
が
可
能
な
範
囲
で
追
跡
さ

れ
て
い
る
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
（
二
四
ペ
ー
ジ
）。

（
3
）	今
和
次
郎
・
吉
田
謙
吉
編
、
春
陽
堂
、
一
九
三
〇
年
。

（
4
）	吉
田
謙
吉
著
、
四
六
書
院
、
一
九
三
〇
年
。

（
5
）	た
だ
し
、
小
林
孝
子
と
今
和
次
郎
は
そ
の
後
も
な
が
く
親
交
を
結

び
、
今
が
小
林
の
自
宅
を
設
計
す
る
な
ど
し
た
と
い
う
（
前
掲
林

論
文
、
二
二
ペ
ー
ジ
）。

（
6
）	前
掲
林
論
文
、
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
7
）	孝
子
の
姉
は
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。な
お「
女

中
」
は
現
在
は
使
わ
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
小
林
が
使
用
し
て
い

る
た
め
カ
ギ
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
用
い
る
。

（
8
）	小
林
は
「
着
物
」
を
、
裏
地
の
つ
い
た
長
着
と
い
う
意
味
で
使
用

し
て
い
る
。
羽
織
、
単
衣
、
浴
衣
、
長
襦
袢
な
ど
の
項
目
が
別
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
着
物
」
と
い
う
語
の
当
時
の
一
般

的
な
使
用
法
で
あ
る
（
森
理
恵
「
近
現
代
に
お
け
る
「
着
物
」
の

表
記
法
と
そ
の
意
味
の
変
遷
︱
一
八
七
四
～
一
九
八
〇
年
の
新
聞

記
事
を
中
心
に
︱
」
日
本
家
政
学
会
誌
六
六
巻
五
号
、
二
〇
一
五

年
、
一
九
七
～
二
一
二
ペ
ー
ジ
）。

（
9
）	横
川
公
子
「
教
育
の
場
に
お
け
る
西
洋
風
の
広
が
り
」（
同
編
『
服

飾
を
生
き
る	

文
化
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
』化
学
同
人
、一
九
九
九
年
、

一
三
六
～
一
四
五
ペ
ー
ジ
）
の
一
四
五
ペ
ー
ジ
で
は
、
渡
辺
辰
五

郎
の
弟
子
に
当
た
る
谷
田
部
順
子
が
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
に

お
い
て
裁
縫
教
授
の
集
大
成
を
行
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
10
）	前
掲
林
論
文
、
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
11
）	こ
の
家
の
「
か
な
り
過
密
な
状
態
」
と
そ
の
住
ま
い
方
に
つ
い
て

は
前
掲
林
論
文
二
四
～
二
六
ペ
ー
ジ
。　
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本
書
は
『
渋
沢
栄
一
と
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ

ピ
ー
』
全
八
巻
の
２
と
し
て
二
〇
一
八
年

二
月
に
出
版
さ
れ
た
。

表
題
の
帰
一
協
会
は
、
成
瀬
仁
蔵
が
日

本
女
子
大
学
校
の
創
設
に
も
か
か
わ
り
、

当
時
の
財
界
人
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
渋

沢
栄
一
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
始

ま
っ
た
会
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
に
成
立

し
、
一
九
四
二
年
に
閉
じ
ら
れ
た
。

こ
れ
ま
で
帰
一
協
会
の
成
立
理
念
や
そ

の
活
動
さ
ら
に
は
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
、
大
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に

な
っ
て
は
い
る
が
、
十
分
に
解
明
出
来
て
い

る
と
は
い
え
ず
、
社
会
的
な
位
置
づ
け
も
十

分
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
書
の
出
版
は
研
究
さ
れ
る
べ
き
課
題

を
発
掘
し
た
待
望
の
書
で
あ
る
。
明
治
末

期
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
の
日
本
の

社
会
的
変
化
の
中
で
、
帰
一
協
会
の
多
様

な
提
言
と
世
界
に
広
が
る
活
動
の
様
相

は
、
当
時
の
著
名
人
を
幅
広
く
糾
合
し
た

会
で
も
あ
り
、
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
究
明
が
待
た
れ
る
会
で
あ
っ
た
。

本
書
は
序
章
に「
帰
一
協
会
と
は
何
か
」

が
お
か
れ
、
Ⅰ
部
と
Ⅱ
部
に
編
成
さ
れ
て

い
る
。
Ⅰ
部
は
近
代
日
本
に
お
け
る
「
宗

教
」
／
「
道
徳
」
と
帰
一
協
会
と
し
、
Ⅱ

部
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
帰
一
協
会

と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
主
と
し
て
そ
の

質
を
問
い
、
後
者
は
、
当
期
の
社
会
あ
る

い
は
世
界
を
視
野
に
入
れ
て
の
位
置
づ
け

を
追
求
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

付
録
と
し
て
、
帰
一
協
会
関
係
資
料
が

つ
い
て
お
り
、帰
一
協
会
発
会
時
の
趣
旨
・

意
見
書
な
ど
の
基
本
的
な
資
料
が
付
さ
れ

て
い
る
。「
帰
一
協
会
研
究
問
題
要
目
案
」

は
帰
一
協
会
が
当
初
に
ど
の
よ
う
な
課
題

を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
後
に
、
発
表
さ
れ
た
「
信
念

問
題
を
め
ぐ
る
決
議
」（
一
九
一
五
年
）「
時

局
問
題
に
か
か
る
宣
言
」（
一
九
一
六
年
）

の
二
つ
が
加
え
ら
れ
、
会
の
活
動
の
ね
ら

い
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出

来
る
。
次
に
帰
一
協
会
で
行
な
わ
れ
た
例

会
で
の
講
演
が
、
そ
の
実
施
日
と
講
演
者

新
刊
紹
介

見
城
悌
治	

編
著 

見
城
悌
治
・
飯
森
明
子
・
井
上
潤	

責
任
編
集

『
帰
一
協
会
の
挑
戦
と
渋
沢
栄
一　

	
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
「
普
遍
」
を
め
ざ
し
て
』	

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

中
嶌　
　

邦　
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新刊紹介

名
及
び
「
論
題
」・
参
加
者
数
（
渋
沢
栄

一
の
参
加
の
可
否
を
明
記
）
が
、
一
五
七

回
に
わ
た
っ
て
表
に
な
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
帰
一
協
会
の
一
九
一
二
年
七
月
か

ら
一
九
三
三
年
の
四
月
ま
で
の
そ
の
多
様

な
例
会
の
内
容
が
推
測
さ
れ
、
課
題
が
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
本
書
の
序
章
で
こ
れ
ま
で
の
帰

一
協
会
研
究
の
状
況
が
紹
介
さ
れ
、
研
究

蓄
積
は
不
十
分
な
状
態
に
あ
り
、
本
書
が

「
帰
一
協
会
を
本
格
的
に
取
り
扱
お
う
と

す
る
初
め
て
の
論
集
で
あ
る
」
と
い
う
。

次
に
、
協
会
の
活
動
と
そ
の
特
色
が
指
摘

さ
れ
、
時
代
を
追
っ
て
そ
の
変
化
が
要
約

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
本
書
を
構
成
す

る
十
本
の
論
考
と
四
本
の
コ
ラ
ム
の
概
要

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
Ⅰ
部　

 

近
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」

／
「
道
徳
」
と
帰
一
協
会

全
体
か
ら
様
々
な
角
度
で
帰
一
協
会
を

論
じ
る
論
考
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

第
一
章
は
歴
史
的
変
化
特
に
近
代
日
本

の
道
徳
的
・
宗
教
的
拠
り
所
を
求
め
て
帰
一

協
会
に
多
様
な
人
々
が
参
加
し
て
い
る
が
、

協
会
に
統
一
的
な
理
解
が
あ
っ
て
活
動
し

た
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

各
所
で
、
渋
沢
栄
一
に
言
及
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
会
に
参
加
し

た
様
々
の
人
物
に
も
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
。
帰
一
協
会
の
成
立
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
浮
田
和
民
は
、
当
期
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
重
き
を
な
し

た
人
物
で
あ
る
が
、
協
会
の
土
台
を
同
時

に
つ
く
っ
た
成
瀬
仁
蔵
や
姉
崎
正
治
の
主

張
と
の
対
比
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
帰
一

協
会
へ
の
理
解
や
活
動
の
方
法
へ
の
ズ
レ

が
指
摘
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
（
姜
克

實
）。
さ
ら
に
服
部
宇
之
吉
に
つ
い
て
は

渋
沢
と
共
通
す
る
儒
教
倫
理
に
詳
し
く
、

儒
教
研
究
の
専
門
家
で
あ
り
、
従
来
触
れ

ら
れ
な
か
っ
た
儒
教
面
か
ら
の
帰
一
協
会

の
分
析
と
な
っ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
（
町

泉
寿
郎
）。
そ
の
他
、
触
れ
ら
れ
て
い
る

人
物
を
通
し
て
、
帰
一
協
会
の
お
か
れ
て

い
る
当
期
の
宗
教
や
道
徳
の
動
向
を
知
る

こ
と
が
出
来
る
。
三
教
会
同
な
ど
、
帰
一

協
会
と
同
時
期
の
活
動
や
「
六
合
雑
誌
」

な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
評
価
な

ど
再
考
す
る
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

最
終
の
第
五
章
（
見
城
悌
次
）
は
渋
沢

栄
一
の
挑
戦
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と

な
っ
て
お
り
、
渋
沢
が
財
政
的
に
も
協
会

を
全
面
的
に
支
え
続
け
て
い
た
事
実
は
、

渋
沢
の
「
精
神
界
の
統
一
」
へ
の
願
い
の

重
要
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
第
Ⅰ
部

の
ま
と
め
と
し
て
の
論
考
と
い
え
よ
う
。

コ
ラ
ム
1
・
2
で
は
シ
ド
ニ
ー
・
Ｌ
・

ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
と
森
村
市
左
衞
門
が
と
り

あ
げ
ら
れ
、
帰
一
協
会
に
重
要
な
存
在
で

あ
っ
た
人
物
の
紹
介
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部　

 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の 

帰
一
協
会

第
Ⅱ
部
は
日
本
国
内
で
の
帰
一
協
会
で
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新刊紹介

は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
的
視
野
の

中
で
、
帰
一
協
会
の
意
義
を
と
ら
え
る
論

考
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
成
瀬
仁
蔵
は
本

書
の
中
で
様
々
に
登
場
す
る
が
、
早
々
と

米
国
に
行
き
欧
州
に
わ
た
り
米
国
及
び
英

国
で
、
帰
一
協
会
の
組
織
化
を
う
な
が
し

た
活
動
に
貢
献
し
た
バ
ー
ト
ン
と
の
交
流

が
新
資
料
の
提
示
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
（
辻
直
人
）。
そ
の
他
、
澤
柳

政
太
郎
・
姉
崎
正
治
な
ど
の
対
外
的
働
き

の
紹
介
も
注
目
さ
れ
る
（
酒
井
一
臣
・
山

口
輝
臣
）。
次
に
八
章
の
論
考
と
コ
ラ
ム

３
は
帰
一
協
会
が
二
〇
世
紀
の
国
際
交
流

の
活
動
の
中
で
、
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
な

ど
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
ど
の
よ
う
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
か
や
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
な
ど
宗

教
界
と
の
交
流
、
更
に
は
帰
一
協
会
に
賛

意
を
示
し
た
欧
米
の
人
々
の
紹
介
な
ど
幅

広
く
検
証
さ
れ
て
い
て
今
後
に
示
唆
を
与

え
る
（
岡
本
佳
子
）。
デ
ュ
ー
イ
の
視
点

か
ら
の
帰
一
協
会
の
評
価
も
貴
重
で
あ
る

（
陶
徳
民
）。

コ
ラ
ム
４
は
帰
一
協
会
の
例
会
の
講
演

者
の
分
析
で
あ
る
。「
宗
教
」「
道
徳
」
に

関
わ
る
議
論
・
様
々
な
海
外
情
報
の
提
供
・

「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
へ
の
関
心
と
法
曹
人

な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
、
一
五
七
回
に
わ
た

る
例
会
と
渋
沢
栄
一
が
よ
き
聴
者
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

帰
一
協
会
が
そ
の
活
動
し
て
い
た
時
期

に
ど
れ
だ
け
思
想
的
刺
激
を
社
会
に
与
え

た
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
世
界
的
な
対
立

や
紛
争
の
時
代
に
帰
一
の
理
念
は
な
か
な

か
浸
透
し
得
な
い
。
さ
ら
に
第
一
次
世
界

大
戦
が
終
結
し
た
一
九
一
九
年
に
は
、
帰

一
協
会
の
発
会
後
、
熱
心
に
活
動
を
す
す

め
て
き
た
成
瀬
仁
蔵
や
森
村
市
左
衞
門
が

亡
く
な
る
。
そ
の
後
は
姉
崎
正
治
が
会
を

維
持
す
る
中
心
に
な
る
が
、
次
第
に
先
細

り
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
。

し
か
し
今
、
帰
一
協
会
を
再
考
・
再
検

討
す
る
意
義
を
何
人
か
の
方
が
指
摘
し
て

い
る
こ
と
に
は
同
感
で
き
る
。
例
え
ば
、

「
思
想
面
に
お
い
て
今
日
の
国
際
化
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
先
駆
的
活
動
と
言
え
る
」

（
姜
克
實
）「
宗
教
間
協
業
の
実
践
は
、
果

た
し
て
今
日
ど
の
よ
う
な
形
で
な
し
得
る

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
」（
桐
原
健
真
）な
ど
。

そ
し
て
帰
一
協
会
の
外
国
向
の
レ
タ
ー

ペ
ー
パ
ー
に
は
次
の
よ
う
な
標
語
が
入
っ

て
い
た
。Concord	and	Cooperation	

betw
een	C

lasses,	N
ations,	R

aces,	
and	Religions	

こ
の
こ
と
は
現
在
に
も

通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
表
題
に
は
『
帰
一
協
会
の
挑
戦　

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
「
普
遍
」
を
め
ざ
し

て
』
の
語
が
入
っ
て
い
る
。
帰
一
協
会
の

検
討
を
通
じ
て
帰
一
協
会
の
再
考
と
、
現

代
に
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
様
々
な
課

題
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
思
わ
れ

る
。
本
書
の
出
版
が
ひ
ろ
く
刺
激
を
与
え

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

（
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授　

	

な
か
じ
ま　

く
に
）
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そ
ー
云
ふ
人
格
と
は
ど
ー
云
ふ
人
を
さ
す
か
と
云
ふ
と
、
や
は
り

天
才
と
か
偉
人
と
か
云
ふ
人
で
あ
る
。
之
れ
が
あ
な
た
方
の
修
養

を
積
む
時
に
、
喜
ん
で
昔
か
ら
名
高
い
其
の
時
代
の
代
表
的
人
物

の
伝
記
を
読
む
。
そ
ー
云
ふ
人
を
解
し
や
う
と
勉
め
て
お
い
で
に

此
の
前
申
し
た
様
に
、
物
の
真
相
を
玩
味
す
る
と
云
ふ
事
は
、

解
剖
的
に
申
す
事
は
む
つ
か
し
い
。
や
は
り
比
喩
的
に
想
像
的
に

申
す
よ
り
他
は
な
い
。
そ
ー
云
ふ
事
の
よ
く
表
は
れ
た
人
格
を
通

し
て
、
又
そ
ー
云
ふ
人
格
に
同
情
す
る
事
が
一
番
近
道
で
あ
る
。

未
発
表
資
料
39

『
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
一
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
第
二
、三
学
年
に
て　
　

─
─ 

大
正
二
年
六
月
十
八
日 

─
─
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経
験
を
し
た
人
が
沢
山
あ
る
。
そ
ー
す
る
と
通
常
の
人
間
、
即
ち

常
識
的
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
間
、
殊
に
御
婦
人
の
や

う
な
、
家
を
持
ち
主
婦
と
な
り
子
ど
も
を
育
て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云

ふ
や
う
な
人
が
、
そ
ー
云
ふ
極
端
の
生
活
を
試
み
た
り
、
そ
ー
云

ふ
非
常
な
る
道
を
踏
む
と
云
ふ
事
は
、
ど
ー
で
あ
ら
う
か
。
夫
れ

が
果
し
て
幸
福
な
道
で
あ
ら
う
か
。
世
の
為
に
も
、
家
の
為
に
も

な
る
で
あ
ら
う
か
ど
ー
か
と
云
ふ
事
が
問
題
で
あ
る
。
之
れ
が
つ

ま
り
女
子
高
等
教
育
、
又
は
宗
教
な
ど
の
上
に
も
昔
か
ら
問
題
に

な
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
偉
人
の
多
く
は
斯
く
の
如
き
終
り
を

遂
げ
て
居
る
其
の
生
活
を
理
想
と
し
、
伝
記
を
読
む
の
は
よ
い
事

で
あ
ら
う
か
ど
ー
か
と
云
ふ
事
に
な
る
。
之
れ
は
あ
な
た
方
が
志

を
立
て
て
此
校
へ
お
い
で
に
な
る
迄
に
、
親
兄
弟
や
親
戚
や
、
先

輩
か
ら
度
々
お
聞
き
に
な
っ
た
事
と
思
ふ
。
此
の
事
に
つ
い
て
申

す
つ
も
り
で
あ
り
ま
し
た
が
、時
を
取
り
ま
す
か
ら
省
き
ま
し
て
、

本
論
に
入
っ
て
申
し
ま
す
。
其
の
間
に
自
ら
解
決
の
つ
く
や
う
に

致
し
た
い
。

逆
境
に
立
ち
夭
死
し
た
人
と
云
へ
ば
、
先
づ
誰
れ
で
も
知
っ
て

居
る
処
のC

hrist

、Socrates

で
、
病
的
に
な
っ
た
人
と
云
へ
ば

N
ietzsche

、B
yron

と
云
ふ
や
う
な
人
で
、
之
れ
は
詩
人
、
音
楽

者
に
多
い
。
夫
れ
か
ら
之
れ
は
、
天
才
で
あ
る
か
病
的
で
あ
る
か

区
別
の
つ
か
ぬ
人
も
あ
る
。
又
、
確
に
病
的
で
な
く
し
て
昔
の
時

代
の
偉
人
に
な
っ
た
人
も
沢
山
に
あ
り
ま
す
。
夫
れ
は
後
に
、
自

な
る
。模

倣
的
修
養
の
可
否

併
し
此
に
天
才
と
か
偉
人
と
か
を
学
ぶ
に
当
り
、
殊
に
其
の
時

代
の
代
表
的
人
物
を
我
が
模
範
と
し
理
想
と
し
て
、
そ
ー
云
ふ
域

に
達
せ
や
う
と
す
る
に
つ
い
て
、
非
常
に
力
も
出
る
し
同
時
に
又

弊
を
受
け
る
。
模
倣
的
修
養
か
ら
し
て
弊
に
陥
る
と
云
ふ
事
も
あ

る
。
そ
こ
で
我
々
は
、
天
才
を
模
範
的
修
養
の
理
想
と
し
て
学
ん

で
よ
い
か
ど
ー
か
と
云
ふ
事
に
な
る
。
其
の
訳
に
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
天
才
の
発
揮
し
た
人
格
に
は
極
端
な
所
が
あ
る
。
病

的
な
思
想
、
病
的
な
行
ひ
を
混
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
故
に
偉
人
と

狂
人
と
は
混
じ
や
す
い
。
夫
れ
で
天
才
に
な
る
に
は
熱
狂
し
て
狂

ふ
位
、又
常
軌
を
逸
し
て
狂
ふ
位
で
な
く
て
は
発
揮
し
な
い
。
又
、

生
れ
な
が
ら
に
し
て
極
端
な
る
性
質
の
人
も
あ
る
。
そ
ー
云
ふ
者

を
自
分
の
理
想
と
し
て
よ
か
ら
う
か
ど
ー
か
と
云
ふ
事
に
な
る
。

も
ー
一
つ
は
、
人
性
を
発
揮
せ
ん
と
す
る
に
は
、
風
俗
、
習
慣

に
構
は
な
い
、
世
の
論
難
攻
撃
を
顧
み
な
い
と
云
ふ
決
心
が
な
け

れ
ば
、
天
才
が
発
揮
し
な
い
。
故
に
天
才
の
人
は
逆
境
に
立
つ
者

が
多
い
。
世
の
迫
害
を
受
け
、
父
母
妻
子
の
感
情
に
逆
ら
う
て
、

遂
に
孤
独
生
活
を
余
儀
な
く
し
た
り
、
又
其
の
煩
ひ
か
ら
夭
死
し

た
り
、
甚
だ
し
き
は
十
字
架
に
つ
き
毒
殺
を
せ
ら
る
ゝ
と
云
ふ
や

う
な
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
て
居
る
。
偉
人
の
終
り
は
斯
く
の
如
き
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ら
あ
な
た
方
に
わ
か
る
事
と
思
ひ
ま
す
。

今
私
が
、
代
表
的
な
人
物
、
深
い
能
力
の
発
現
で
あ
る
代
表
的

の
人
物
と
云
へ
ば
、
ど
ー
し
て
も
其
の
時
代
の
代
表
的
の
人
物
を

あ
げ
る
外
は
な
い
。
又
、
そ
ー
云
ふ
人
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
あ
な

た
方
は
自
ら
其
の
人
物
を
崇
拝
す
る
と
云
ふ
念
は
禁
ぜ
ら
れ
な
い

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。そ
こ
で
自
ら
尊
敬
し
崇
拝
す
る
念
が
起
れ
ば
、

従
っ
て
何
か
の
感
じ
を
其
の
人
か
ら
不
知
不
識
の
間
に
受
け
る
と

云
ふ
事
は
自
然
の
結
果
で
あ
ら
う
。
そ
ー
す
れ
ば
我
々
が
そ
ー
云

ふ
人
か
ら
感
化
を
受
け
る
と
云
ふ
事
は
疑
ひ
な
き
事
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
、
そ
ー
云
ふ
仮
定
を
お
い
て
進
み
た
い
と
思
ふ
。

時
代
の
代
表
的
人
物
の
研
究
の
必
要

此
の
間
か
ら
、
直
覚
力
或
は
直
覚
性
と
云
ふ
事
を
説
き
ま
し
た

が
、
之
れ
はIm

m
ediate� know

ledge

で
、
直
接
に
感
得
す
る
処

の
知
識
で
あ
る
。
夫
れ
か
ら
同
時
に
認
識
力
、
即
ち
其
の
何
物
か

を
直
接
に
知
る
事
が
出
来
た
な
ら
ば
、
同
時
に
何
物
か
に
自
我
を

発
表
す
る
、
即
ち
直
ち
に
目
的
的
の
活
動
が
起
っ
て
来
る
と
云
ふ

事
を
言
ひ
ま
し
た
。
夫
れ
で
、夫
れ
を
も
ー
一
つ
自
覚
す
る
に
は
、

も
ー
一
層
深
く
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

直
感
と
は
果
し
て
何
物
を
直
感
す
る
か
。
其
の
客
観
物
は
何
で

あ
る
か
。
又
、
自
我
を
発
表
す
る
に
目
的
的
活
動
が
起
っ
て
来
る

と
は
、
何
に
向
っ
て
発
現
す
る
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
明
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
関
係
を
説
く
に
は
、
其
の
時
代
の
代

表
的
人
物
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
を
研
究
し
、
此
の

人
格
を
学
ぶ
事
に
由
っ
て
、
其
の
人
を
通
し
て
私
共
が
直
感
す
る

事
が
出
来
る
。

そ
こ
で
天
才
と
は
、
ど
ん
な
も
の
を
言
ふ
か
と
云
ふ
事
を
申
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
昔
か
ら
、
殊
に
近
代
に
於
て
天
才
の
研
究

が
行
は
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
低
能
児
の
研
究
と
共
に
、
高
能
児

と
云
ふ
も
の
が
調
べ
ら
る
ゝ
。
其
の
高
能
児
が
成
長
す
る
と
共
に

能
力
を
発
揮
す
る
と
、
天
才
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
天
才
と
云
ふ
事
に
つ
い
て
二
つ
の
説
が
あ
る
。
其
の
一

は
、
天
才
は
偶
然
に
生
る
ゝ
も
の
で
あ
る
と
か
、
神
が
特
別
に
下

し
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
説
も
あ
る
。
夫
れ
で
任
意
に
努
力
に
よ
り

修
養
に
よ
り
、
天
才
、
偉
人
を
拵
へ
る
事
は
出
来
な
い
と
云
ふ
説

が
あ
る
。

第
二
に
は
、
天
才
は
道
理
あ
っ
て
生
る
ゝ
も
の
で
、
説
き
あ
か

す
事
が
出
来
る
と
云
ふ
。
此
の
説
で
は
「
偉
人
は
其
の
時
代
の
精

神
の
生
む
処
の
代
表
的
人
格
な
り
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

偉
人
の
特
色
に
つ
き
て

故
に
、
其
の
偉
人
と
云
ふ
も
の
の
第
一
の
特
色
は
、

第
一
、
同
情
的
卓
見　

Sym
pathetic� insight

第
二
、
目
的
的
発
表　

Functional� expression
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の
二
つ
で
あ
る
。

故
に
、
偉
人
は
其
の
時
代
を
発
表
し
、
又
其
の
時
代
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
発
表
と
云
ふ
事
は
内
面
の
結
果
か
ら
言

ふ
と
、
之
れ
を
実
現
と
言
ふ
。
然
ら
ば
何
を
代
表
し
、
何
を
発
表

す
る
か
と
云
ふ
と
、
其
の
時
代
の
感
情
、
其
の
時
代
の
思
想
、
即

ち
時
代
精
神
を
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
詞
を
か
へ
て
言
へ
ば
、

時
代
の
精
神
の
舎
っ
た
人
格
、
又
は
世
界
魂
、
或
は
宇
宙
魂
の
発

表
で
あ
る
。
之
れ
を
日
本
語
で
言
へ
ば
神
や
ど
る
と
言
ひ
、
英
語

で
はIncarnation

と
言
ふ
。
即
ち
、
其
の
時
代
の
民
衆
の
思
想
、

感
情
を
発
表
し
て
居
る
処
の
人
格
で
あ
る
。
其
の
時
代
の
社
会
全

般
の
思
想
、
感
情
、
即
ち
時
代
精
神
、
之
れ
を
英
語
で
言
へ
ば

H
um

anity

の
中
に
宇
宙
の
霊
が
活
動
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
故

に
之
れ
を
段
々
推
理
し
て
行
く
と
、
其
の
時
代
精
神
を
発
表
す
る

の
は
神
の
意
志
を
行
ふ
、
神
と
我
れ
と
が
一
つ
に
な
る
事
と
も
言

は
る
ゝ
の
で
あ
る
。
之
れ
が
即
ち
、
偉
人
の
天
賦
性
の
発
表
の
力

で
あ
る
。
即
ち
其
の
時
代
が
言
は
ん
と
欲
す
る
処
を
言
ひ
、
同
代

の
人
民
が
夢
み
る
処
を
実
行
す
る
人
を
言
ふ
の
で
あ
る
。

故
に
、
偉
人
の
生
ず
る
は
偶
然
に
あ
ら
ず
し
て
、
内
在
的
精
神

即
ち
社
会
精
神
、
時
代
精
神
、
或
は
世
界
宇
宙
精
神
が
発
動
し
た

る
も
の
を
申
す
の
で
あ
る
。
故
に
偉
人
と
云
ふ
の
は
、
潜
勢
力
或

は
潜
在
意
識
と
云
ふ
の
は
何
処
に
深
い
原
因
が
あ
る
か
と
云
ふ

と
、
無
論
個
性
の
根
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
夫
れ
は
時
代
の
精
神
界

に
深
く
根
ざ
し
て
無
限
広
大
な
る
力
か
ら
動
か
さ
れ
て
、
夫
れ
に

反
動
し
て
発
現
し
た
の
が
、
即
ち
其
の
時
代
の
代
表
的
の
偉
人
で

あ
る
。

そ
こ
で
わ
か
り
よ
く
言
へ
ば
、
其
の
社
会
、
即
ち
当
時
の
人
民
が

彼
れ
を
生
み
、
彼
れ
を
育
て
、
彼
れ
を
感
化
し
て
、
其
の
方
向
範
囲

を
決
定
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
短
く
言
へ
ば
、
偉
人
は
社
会
協
同
の

力
に
よ
っ
て
生
み
得
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
事
が
言
へ
る
。
そ
こ
で
、

彼
れ
の
熱
情
は
社
会
心
の
反
響
で
あ
る
。
彼
れ
の
人
格
は
当
時
の
文

明
の
程
度
の
最
高
点
で
あ
る
。
恰
も
偉
人
は
寒
暖
計
の
如
き
も
の
で

あ
る
。
社
会
と
云
ふ
空
気
に
か
け
ら
れ
て
あ
る
処
の
寒
暖
計
の
如
き

も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
空
気
の
熱
度
に
由
っ
て
直
ぐ
様
、
偉
人
の
生

活
が
上
下
す
る
。
故
に
、
其
の
上
下
す
る
事
に
由
っ
て
空
気
の
熱
度

が
計
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
又
、
彼
れ
は
瓦
斯
や
水
道
の
管
の
如
き
も

の
で
、
其
の
管
は
社
会
の
波
の
中
に
深
く
埋
没
し
て
、
最
も
高
い
処

の
程
度
が
人
格
に
由
っ
て
判
決
さ
れ
て
居
る
。

社
会
生
活
と
其
の
偉
人
の
生
活
と
云
ふ
も
の
は
、
離
る
可
か
ら

ざ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
れ
の
熱
情
は
国
民
の
熱
情
で
あ
る
。
彼
れ

の
目
的
は
其
の
時
代
の
社
会
全
般
の
目
的
で
あ
る
。彼
れ
の
言
は
、

当
時
の
社
会
の
言
は
ん
と
欲
す
る
処
で
あ
る
。
彼
れ
の
決
断
は
、

当
時
の
社
会
良
心
の
決
断
で
あ
る
。
彼
れ
の
改
革
意
見
は
、
当
時

の
必
要
な
る
社
会
改
造
で
あ
る
。
其
の
考
へ
を
証
明
す
る
為
に
、

少
し
く
歴
史
の
事
実
に
触
れ
て
見
た
な
ら
ば
、
も
少
し
明
瞭
に
な
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る
事
が
出
来
ま
す
。

著
し
き
例
を
あ
ぐ
れ
ば
、
希
臘
のA

thens

人
が
討
論
を
好
み
、

弁
証
を
事
と
す
る
時
代
に
於
て
、Socrates

が
生
れ
出
で
た
の
で

あ
る
。D

em
osthenes

と
云
ふ
能
弁
家
も
出
た
の
で
あ
る
。A

thens

が
美
を
崇
拝
す
る
に
至
っ
て
、
パ
ー
セ
ノ
ン
と
云
ふ
建
築
の
創
造

者
イ
ク
チ
ナ
ス
が
出
た
の
で
あ
る
。� M

acedonia

が
戦
争
に
あ
こ

が
れ
てA

lexander

を
出
だ
し
、� E

lizabeth

の
時
代
に
英
國
が
人
生

の
愛
に
酔
う
た
結
果
は
、Shakespeare
と
云
ふ
詩
人
を
養
ひ
ま
し

た
。
近
世
の
獨
逸
の
津
々
浦
々
ま
で
充
満
し
て
来
ま
し
た
処
の
音

楽
の
空
気
は
、
此
の
一
世
紀
に
於
て
ヴ
イ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
如
き
、

シ
ヤ
ベ
ル
ト
の
如
き
、
ワ
グ
ナ
ー
の
如
き
、
世
界
無
比
の
音
楽
家

を
出
だ
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
イ
ー
ト
ー
ベ
ン
は
決
し
てA

m
erica

のC
hicago

に
は
育
つ
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。A

m
erica

に
はR

ockefeller

と
云
ふ
石
炭
王
と
、� Carnegie

と
云
ふ
銅
鉄
王
と
、

又E
dison

と
云
ふ
発
明
家
と
を
出
だ
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
必
ず
其
の
時
代
と
、
其
の
時
代
の
特
色
と
、
其
の
偉
人

の
特
色
と
は
相
一
致
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
又
、
其
の
時
代
に
は

其
の
以
下
の
天
才
が
続
々
と
し
て
現
は
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま

す
。
併
し
此
に
矛
盾
す
る
や
う
な
る
事
実
の
あ
る
の
は
、
何
故
に�

ヘ
ブ
ラ
イ
がC

hrist

を
生
ん
で
十
字
架
に
か
け
た
か
。
又
何
故
に

A
thens

はSocrates

を
生
ん
で
毒
殺
を
し
た
か
。
何
故
に
故
里
は

自
分
の
生
ん
だ
予
言
者
を
放
逐
す
る
か
と
云
ふ
事
が
問
題
で
あ

る
。動

物
は
往
々
に
し
て
、
自
分
の
子
の
為
に
命
を
捨
て
る
事
も
あ

る
が
、
又
、
子
を
食
べ
て
了
っ
た
と
云
ふ
事
も
我
々
の
よ
く
見
る

事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、此
の
事
実
を
見
て
偉
人
の
伝
を
読
む
と
、

時
代
が
其
の
人
を
生
ん
だ
と
は
思
は
れ
ぬ
様
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
深
い
関
係
を
持
っ
て
居
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
し
か
し

よ
く
気
を
つ
け
な
い
と
、
偉
人
が
狂
人
に
な
る
や
う
に
、
偉
人
を

出
し
た
時
代
は
偏
狭
に
な
る
事
が
あ
る
。
故
に
我
々
は
、
時
代
の

傾
向
に
つ
い
て
、
自
分
の
健
康
に
つ
い
て
常
に
注
意
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

又
、
天
才
が
偏
狭
に
な
り
易
い
と
云
ふ
の
は
、
修
養
に
勉
め
な

い
と
云
ふ
事
が
あ
る
。
又
、習
俗
に
従
は
な
い
と
云
ふ
事
も
あ
る
。

如
何
と
な
れ
ば
、
習
俗
に
従
へ
ば
自
分
の
天
才
を
展
ば
す
事
が
出

来
な
い
か
ら
、
如
何
な
る
迫
害
に
あ
う
て
も
屈
し
な
い
訳
で
、
之

れ
が
偉
人
の
不
運
に
陥
る
所
以
で
あ
り
、
又
、
社
会
の
注
意
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

我
々
の
生
活
は
代
表
的
人
物
に
な
ら
は
ね
ば
な
ら
ぬ

そ
こ
で
時
代
の
代
表
的
人
物
の
出
来
る
の
は
、
孤
独
的
の
生
活

に
よ
っ
て
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
又
、
其
の
自
我
発
表
と
云
ふ

も
の
は
、
決
し
て
利
己
的
な
局
部
的
の
発
表
に
よ
っ
て
自
我
実
現

の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
其
の
道
理
は
お
考
へ
に
な
る
と
よ
く
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わ
か
る
の
で
あ
る
。

之
れ
か
ら
推
し
て
、
我
々
の
生
活
が
や
は
り
代
表
的
人
物
の
生

活
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
代
表
的
人
物
と
我
々
と
の
違
ひ
は
唯
だ

大
小
に
あ
る
の
で
、
種
類
の
違
ひ
で
は
な
い
。
故
に
我
々
も
、
や

は
り
小
さ
な
偉
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
偉
人
の
跡
を
踏
ん
で
行
く

の
は
自
然
の
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
情
的
卓
見
と
云
ふ
も
の
は
、

我
々
の
内
に
あ
る
処
の
本
能
或
は
傾
向
と
、
時
代
の
傾
向
、
或
は

時
代
の
大
勢
と
の
間
に
交
通
し
や
う
と
云
ふ
同
情
的
眼
識
が
直
覚

で
あ
る
。
故
に
何
を
直
覚
す
る
か
と
云
へ
ば
、
自
分
の
内
に
あ
る

処
の
職
能
を
直
覚
す
る
の
で
あ
る
。

時
代
の
精
神
、
社
会
の
命
、
其
の
時
の
神
の
意
志
と
云
ふ
様
な

も
の
、
我
々
の
中
に
活
動
し
て
居
る
処
の
思
想
、
感
情
を
直
覚
す

る
の
で
あ
る
。
之
れ
は
余
程
よ
く
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

直
覚
に
つ
き
て

そ
こ
で
直
覚
と
云
ふ
事
は
、
内
か
ら
出
や
う
と
云
ふ
力
と
他
か

ら
誘
は
れ
る
処
の
力
と
相
反
応
す
る
事
で
、外
か
ら
は
誘
ふ
と
か
、

招
く
と
か
す
る
。
私
の
方
か
ら
は
、
如
何
に
し
て
夫
れ
に
答
へ
て

行
く
べ
き
か
と
云
ふ
事
で
、
其
の
間
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
れ

で
之
れ
を
爆
発
す
る
と
も
言
ひ
、
之
れ
を
自
動
と
も
言
ふ
。
そ
こ

で
我
々
の
何
が
出
来
た
と
云
ふ
な
ら
ば
、
発
表
に
由
っ
て
衝
動
と

云
ふ
、
又
別
々
の
力
か
ら
云
へ
ば
本
能
で
あ
る
。
故
に
ど
ー
発
現

す
べ
き
か
と
云
ふ
事
の
わ
か
る
の
も
直
覚
で
あ
る
。
夫
れ
で
此
の

社
会
に
向
っ
て
社
会
の
言
は
ん
と
欲
す
る
処
、
社
会
の
行
は
ん
と

す
る
処
、
社
会
の
理
想
と
す
る
処
は
、
直
覚
に
由
っ
て
知
ら
る
ゝ

の
で
あ
る
。
完
全
な
る
処
の
美
と
か
愛
と
か
同
情
と
か
云
ふ
も
の

が
直
ち
に
内
に
反
応
す
る
事
が
、
即
ち
直
覚
で
あ
る
。
夫
れ
で
、

宇
宙
か
ら
言
へ
ば
直
覚
と
言
ふ
の
で
あ
り
、
自
分
の
身
体
の
内
か

ら
知
る
事
か
ら
言
へ
ば
、
本
能
と
か
衝
動
と
か
言
ふ
の
で
あ
る
。

其
の
総
体
を
言
ふ
時
に
、B

ergson

の
詞
を
か
り
て
、
直
覚
と
言

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

本
能
に
つ
き
て

然
ら
ば
之
れ
を
我
々
の
日
常
生
活
に
応
用
す
る
に
は
、
之
れ
を

具
体
的
に
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
、
交
通
的
本
能
に
従
ふ
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
英
語
で
言

へ
ばC

om
m

union

で
、
之
れ
は
心
と
心
と
が
相
通
ず
る
事
。
人

の
感
じ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
の
考
へ
を
聞
き
た
い
。
自
分

の
考
へ
を
人
に
表
し
た
い
。
ほ
ん
と
ー
に
よ
き
態
度
を
以
て
、
同

情
を
以
て
交
り
た
い
、
心
を
通
じ
た
い
。
之
れ
が
な
く
て
は
人
生

寂
寞
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
之
れ
を
交
際
的
本
能
と
言
ふ
の
で

あ
る
。
夫
れ
で
、
ほ
ん
と
ー
に
此
の
交
際
的
本
能
を
以
て
交
っ
た

な
ら
ば
、
人
を
誤
解
し
た
り
曲
解
し
た
り
、
青
い
眼
鏡
を
以
て
見

る
と
云
ふ
事
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
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第
二
は
、
同
情
的
本
能
。
又
は
義
侠
心
、
又
は
演
劇
的
本
能
、

或
は
友
誼
的
、
想
像
的
本
能
と
云
ふ
。
人
間
が
喜
劇
や
悲
劇
を
演

ず
る
、
或
は
詩
を
愛
す
る
の
は
同
情
的
本
能
。
詞
を
か
へ
て
言
へ

ば
、
義
侠
心
で
あ
る
。
人
と
共
に
喜
び
、
人
と
共
に
悲
し
め
ば
、

人
の
事
と
は
思
は
な
い
。
我
が
事
と
思
う
て
、
人
の
身
代
り
に
も

立
た
う
か
と
云
ふ
心
に
な
る
。
此
の
本
能
が
悲
劇
や
喜
劇
を
演
ず

る
事
と
な
る
。
此
の
生
活
に
よ
っ
て
、
人
の
事
を
も
我
が
事
の
や

う
に
直
感
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
が
、
技
術
的
本
能
で
あ
る
。
即
ち
、
天
地
の
美
を
直
感
し

て
、
之
れ
を
土
を
以
て
絵
具
を
以
て
、
或
は
石
や
金
に
発
表
す
る

の
で
あ
る
。
故
に
芸
術
の
力
は
直
覚
性
で
あ
る
。
天
地
間
の
美
を

直
覚
し
て
、
直
ぐ
様
何
か
に
発
表
し
や
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
は
、美
的
本
能
で
あ
る
。之
れ
はSinging� and� dancing

で
、

つ
ま
り
音
律
的
活
動
を
し
や
う
と
云
ふ
の
が
、此
の
本
能
で
あ
る
。

此
の
本
能
に
由
っ
て
自
我
を
筋
肉
に
発
表
す
る
の
で
、
直
ち
に
健

康
に
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
之
れ
は
非
常
に
深
い
意
味
が
あ
る
。

私
共
が
器
械
的
教
育
を
根
本
か
ら
改
良
し
や
う
と
云
ふ
の
は
此
に

あ
る
。E

m
ancipation� of� activity

で
あ
る
。
あ
な
た
方
は
今
、

縛
ら
れ
て
居
る
か
ら
手
や
足
を
自
由
に
動
か
す
事
が
出
来
な
い
の

で
、
之
れ
が
萎
縮
す
る
原
因
と
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
五
は
、
尋
問
的
或
は
解
剖
的
本
能
と
云
ふ
。
つ
ま
り
科
学
を

し
て
、
物
を
明
瞭
に
し
て
、
討
論
を
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
之

れ
は
知
的
本
能
で
あ
る
。
故
に
、
学
問
を
す
る
人
は
始
終
問
答
が

あ
り
、
機
会
の
あ
る
度
に
討
論
を
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
。

第
六
は
、
構
成
的
本
能
で
あ
る
。
科
学
を
す
る
の
は
哲
学
を
成

り
立
た
せ
た
い
と
云
ふ
本
能
で
、完
全
を
望
む
処
の
本
能
で
あ
る
。

故
に
、
之
れ
を
科
学
的
本
能
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

之
れ
を
大
別
す
る
と
、
第
一
、
第
二
を
愛
と
言
ひ
、
第
三
、
第

四
を
美
と
言
ひ
、
第
五
、
第
六
を
真
と
言
ふ
事
が
出
来
る
。
故
に
、

之
れ
は
昔
か
ら
言
ふ
処
の
真
善
美
の
本
体
で
あ
り
、
此
の
三
つ
を

一
緒
に
し
た
本
体
を
直
覚
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
本
能
と
云
へ

ば
、
見
た
い
、
聞
き
た
い
、
食
べ
た
い
と
云
ふ
事
の
や
う
に
と
ら

れ
易
い
の
で
あ
る
。
併
し
之
れ
は
、
大
切
な
働
き
で
あ
る
。
唯
だ

一
部
的
の
働
き
を
許
さ
な
い
。
故
に
、
全
体
か
ら
考
へ
て
真
理
を

愛
す
る
、
組
み
立
て
る
と
云
ふ
完
全
的
の
傾
き
が
あ
る
。
故
に

H
arm

ony

、Sym
m

etry

と
云
ふ
事
、R

hythm

、
共
同
と
か
云
ふ

や
う
な
全
体
の
関
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
全
体
の
関
係

に
応
じ
て
働
く
と
云
ふ
事
が
直
覚
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
万
国
的
意
思
の
出
来
つ
ゝ
あ
る
時
で
あ
る

今
日
は
、万
国
的
共
同
の
意
思
の
出
来
や
う
と
云
ふ
時
で
あ
る
。

万
国
的
と
は
、
殊
に
東
西
と
云
ふ
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
如

何
に
し
て
我
が
国
民
を
万
国
的
な
ら
し
む
る
か
と
云
ふ
事
は
、
皆

さ
ん
の
直
覚
力
に
俟
た
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
れ
に
は
教
育
を
改
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善
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
事
か
ら
、
政
府
で
は
制
度
調
査
会

と
云
ふ
も
の
を
設
け
ら
れ
、
我
が
校
で
は
根
本
的
教
育
を
施
さ
う

と
勉
め
て
居
る
。
又
、
あ
な
た
方
の
多
く
は
此
の
夏
休
み
に
夏
期

寮
を
作
っ
て
、
大
に
此
の
精
神
を
養
は
う
と
し
て
居
ら
る
ゝ
。
之

れ
は
一
つ
の
社
会
精
神
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
点
に
つ
き
て

Self- expression

は
同
情
的
愛
で
あ
る
。
交
通
的
、
社
会
的
の

心
を
発
揮
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
消
極
の
心
配
、
嫉
妬
、
猜
忌
心
、

疑
ひ
と
云
ふ
や
う
な
、
人
を
圧
迫
す
る
や
う
な
妨
げ
を
除
か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
故
に
先
づ
根
本
の
修
養
を
し
て
、
自
由
の
発
表
が
出
来

る
や
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
夫
れ
が
出
来
る
と
愉
快
に
な
る
。

L
ove� is� unerring� guide,� joy� is� its� ow

n� security.�

即
ち
、
愛
は

誤
り
な
き
案
内
者
で
あ
り
、
愉
快
は
其
の
保
証
人
で
あ
る
。

私
は
ど
ー
し
て
も
此
に
、
あ
な
た
方
が
自
由
が
出
来
、
同
情
が

出
来
、
互
に
喜
ば
し
く
愉
快
に
交
際
が
出
来
、
協
同
が
出
来
る
や

う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
夫
れ
が
出
来
る
に
は
、
今
言
っ
た
処
の

六
つ
の
本
能
を
働
か
し
て
、
其
の
結
果
、
直
覚
力
が
養
は
れ
て
、

社
会
的
活
動
の
出
来
る
や
う
に
す
る
事
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
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介した成瀬記念館所蔵の成瀬手帳なども参照しながら、明らかにしていけるであ
ろう。また、バートンの他にも、J.D.グリーンやピーボディなど、成瀬の帰一思想
へ共鳴し、協会の活動に協力していった米国知識人も多くいたからこそ、ここま
でアメリカでの活動が盛んになったと考えられる。一体彼らは帰一協会に何を望
んでいたのだろうか。成瀬のどのような思想に共感したのだろうか。今後は、こ
うした課題をより丁寧に追究していくことも、課題として残っている。

なお、見城悌治編著『帰一協会の挑戦と渋沢栄一 グローバル時代の「普遍」を
目指して』所収の拙稿「成瀬仁蔵の帰一思想 ─その形成過程および米国への発信
─」（ミネルヴァ書房、2018年）も参照いただきたい。

� （和光大学教授 つじ なおと）

1		 小林陽子「成瀬仁蔵の蔵書調査（第2報）—カタログ・シラバスなど史料の概要—」『地
域学論集』（鳥取大学地域学部紀要）第3巻第3号、2007年、308頁
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＜翻訳＞
� 1913年6月6日 

親愛なる成瀬様
新聞切り抜きが同封されていた4月25日付のあなたの手紙への私の心からの感

謝をお受け取りください。あなたが成し遂げた働きに対し、おめでとうと言いたい
です。そして日本と西洋の国々の間の平和と一致を促進する努力が、成功のうちに
終わりますようにと願っています。印刷された報告書も興味深く待っています。
� � � � � � � � �
� � � 敬具

成瀬仁蔵様
� 日本女子大学校
� � � 東京、日本

＜解説＞
成瀬はアメリカ訪問の後、イギリス、フランス、ドイツと回って1913年3月に帰
国しているから、上記の書簡は帰国後１ヶ月ほどして書かれたものである。帰国
してからも、よき理解者バートンへ恩義を感じていたことの表れと言えるだろう。
成瀬の帰国に合わせて、米国帰一協会の代表ピーボディ（ハーバード大学教授）
も来日し、帰一協会会員との懇談協議をしている。また、バートン書簡にもあるよ
うに、成瀬は帰一協会に関連する英字新聞記事の切り抜きを数種同封している。
シカゴ大学史料ファイルには、４種の切り抜きが所蔵されている。新聞紙名と発
行日は不明であるが、国内の帰一協会に関する動向を伝えていることから、日本
で発行されている英字新聞と考えられる。ピーボディが日本女子大学の創立記念
日でも講演している様子も、同封の記事で紹介されている。

12．まとめ
以上が、シカゴ大学に所蔵されていた史料のうち、成瀬とバートンの往復書簡
の全てである。今回シカゴ大学で発見された新史料は、成瀬仁蔵が帰一思想を本
格的に形にしていこうとした発端の出来事と、アメリカで帰一思想への協力者を
得ようとして最終的に米国帰一協会の結成に至るまでの過程の一端を明らかにす
る貴重な内容を含んだものであった。
今後の課題として、1912年の成瀬のアメリカでの活動については、本文でも紹
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＜翻訳＞
� 日本女子大学校
� 東京 日本
� 1913年 4月 25日
親愛なる先生
東京に戻ってきて以来、あなたには感謝の意を込めて、私の世界旅行の英文報
告書をお送りしたいと強く願ってきました。しかし今、これ以上報告書の完成を
待たずに、私はすぐにでもあなたに手紙を書かねばならないと感じています。英
文報告書は、でき次第すぐにお送りします。
ベルリンに滞在している時に、ジェローム・グリーン先生から、米国帰一協会最
初の代表者であるピーボディ教授が、協会間の協力について更なる交渉をするた
めに日本へ赴くところであると聞き、私は大変喜びました。
 日本におけるピーボディ教授のお働きはとても素晴らしく良いものです。教
授は、日本で必要とされている時に派遣された最適な方でした。彼の存在が私た
ち協会のメンバーをどれだけ勇気づけ刺激し、この運動の理想への信念を強めた
ことか、申すまでもありません。このことだけでなく、彼の世界的に通用する基本
的原理、国家間の共感と相互理解の点における帰一協会への確信はたびたび語ら
れ、この最も不幸で過敏になっている時代の我が国の人たちから大いに感謝され
ました。このことは、日本にとって偉大な出来事だったと信じています。
このような出来事全てに対して、私はあなたに最大の謝意を表します。
� 敬具
� 成瀬仁蔵

＜ 1913年 6月成瀬宛バートン返信原文＞
June 6, 1913

My dear Mr. Naruse:
� Accept my hearty thanks for your letter of April 25th with its enclosed clippings 

from newspapers. I congratulate you on the work you have accomplished, and I wish you 

complete success in your efforts to promote peace and concord between Japan and the 

nations of the West. I shall await with interest your printed report.

� Very truly yours,

Mr. Jinzo Naruse,

� The Japan Women’s University,

� � � Tokyo, Japan.
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10．1913年成瀬バートン往復書簡
シカゴ大学に所蔵されている成瀬とバートンの間で交わされた最後の書簡を紹
介したい。1913年に成瀬が欧米旅行から帰国して後にバートンへ送られた書簡と、
その返信である。

＜ 1913年 4月バートン宛成瀬書簡原文＞
� The Japan Women’s University,

� TOKYO, JAPAN.

� April 25th, 1913.

Dear Sir:
� It has been my deep desire, since I came back to Tokyo, to send you a copy of 

the English report of my last tour of the world, with my letter of thanks. But now, I feel 

that I must write you immediately, without waiting any longer for the issue of the report. 

And I will send you the English report as soon as it comes out.

    It was my great pleasure, when I was in Berlin, to hear from Mr. Jerome Greene, that 

Prof. Peabody, the fi rst offi cial representative of the Association Concordia of America, 

was ready to start for Japan for the further negotiations of the co-operation between the 

associations.

    Prof. Peabody’s work in Japan has been great and good. He was just the p
〔ママ〕
eson to be 

sent to Japan at a time most needed. It is hardly necessary to tell you how his presence 

has encouraged and inspired the members of our Association, and strengthened their faith 

in the ideals of the movement. Not only this but his ideals of the fundamental world-wide 

principle, and his assurance of the Concordia for the sympathy and mutual understanding 

of the nations, expressed at several occasions, have been greatly appreciated by my 

country-men, at this most unfortunate and irritable time. This I believe, has done a great 

deal to Japan.

    For all these, I should like to express my most sincere gratitude,

� With best wishes,

� Very truly Yours,

� Jinzo Naruse
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＜翻訳＞
� ホテル・エンディコット 西81番街
� ニューヨーク市
� 1912年10月29日
エドワード・バートン教授 ;
� 親愛なる先生
ご親切にも、あなたが帰一運動に好感を示してくださったことに心より感謝い
たします。また、協会メンバーへの意志を表してくださった友好的なお手紙にも
御礼申し上げます。
アメリカで帰一運動の精神に全面的に賛同してくださる人たちを見出すことが
できて、これ以上の喜びはありません。アメリカで（運動を）リードしてくれるメ
ンバーの支援がなければこの運動は成功しないでしょう。私は感謝すると共に、
あなたには協会の利益のためにあなたの影響力を引き続き働かせてくださること
を願っています。
� あなたの親切に感謝します。
� 敬具
� 成瀬仁蔵

＜解説＞
書簡の日付が10月29日になっていることから、第7節で紹介したバートン書簡

への返信と考えられる。原史料は手書きによるもので、力強い筆跡から成瀬の熱
意と感謝の気持ちが伝わってくる。この時既に、成瀬はニューヨークに移動して
いた。
この後、いよいよ東海岸の有識者を中心に、米国帰一協会の結成へ向けて動き
出す。1912年11月10日にニューヨークで成瀬同席のもと、米国帰一協会の成立準
備会が開かれた。発起人幹事はC･W･エリオット（ハーバード大学名誉学長）、
N･M･バトラー（コロンビア大学長）、G･A･プリントン（アマースト大学及びユニ
オン神学校理事）、F･H･ギディングス（コロンビア大学教授、ユニオン大学理事）、
ジョン・デューイ（コロンビア大学教授）、ハミルトン・ホルト（『インディペンデント』
誌主筆）、J･D･グリーン（ハーバード大学監事及び教育財団員）であった。ここで
会の目的や活動の方向性について話し合った後、同年11月30日付協会発足文書に
は、評議員30名、会員112名が名を連ねた。そのうち、バートンが連絡をした人物
から5人（ブレイクスリー、フィンリー、ケッペル、Ｅ・ブラウン、Ｆ・ブラウン）が米
国帰一協会の評議員ないし会員に含まれている。



−84−

（7）

⑦ロー（Seth Low）
⑧イェール大学教授ビーチ（Harban P. Beach）
⑨イェール大学教授ウィリアムス（Frederick W. Williams）
上記のように、東海岸の有力な大学の教授や学長に宛てて、成瀬を紹介してい
たのであった。7番目に名前の挙がっているセス・ローはニューヨーク市長やコロ
ンビア大学学長を歴任した有力者で、バートンからの紹介文を受け取った時はア
ラバマ州にあるタスキーギ大学（Tuskegee University）の主任教授（chairman）をして
いた（1907年～1916年）。つまり、上記9人のうち、ローは唯一当時のニューヨーク
市内の大学及びイェール大学関係者ではない人物であったが、この人物に成瀬の
紹介状を送ったのは、恐らくニューヨーク市における人脈や影響力を考慮しての
ことであろう。

9．1912年10月バートン宛成瀬書簡
このようなバートンの手厚い協力姿勢に対し、成瀬はニューヨークから返信を
送っている。

＜原文＞
� Hotel Endicott W 81st St.

� New York City,

� October 29,1912

Professor Edward Burton;
� My Dear Sir:
� � � I feel most sincerely thankful for your kindness in giving me such a 

good sentiment in the movement of the Concordia and very cordial letter of your 

willingness to be a member of the Council.

� Nothing has pleased me so much fi nding of all man in America in full accord 

with the spirit of the Concordia movement. It will not succeed unless it obtains the 

support of the leading members of America and I appreciate and hope that you will be 

kind enough to continue to exercise your infl uence for the benefi t of the Council.

� � � � � � Thanking again

� � � � � � For your kindness,

� � � � � � � I am remain

� Yours very sincerely,

� Jinzo Naruse.
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団体の性質については、成瀬氏自身が説明するでしょう。私は、あなたが成瀬氏と
会えてよかったと思うと確信していますし、彼の目的達成を援助できるのを喜ば
れることでしょう。
� 敬具
ジョージ・H・ブレイクスリー博士
� � � � クラーク大学
� � � � ウースター、マサチューセッツ州

＜解説＞
この二つのブレイクスリー宛紹介状からも、バートンにとって1909年の三泉寮
での成瀬との出会いは強烈な印象を残していることが分かる。決して成瀬からの
一方的な熱意だったのではなく、バートンも成瀬の思想運動に大いに期待してい
たのである。だからこそ、成瀬の主張する帰一協会の話を聞いてやってくれ、と頼
んだ。
ブレイクスリーに対しては、成瀬にクラーク大学での東洋研究集会の案内をし
ている同日に成瀬を紹介する書簡を送っていた。面白いことに、実は既にその時
ブレイクスリーは成瀬と面会していたのだった。ボストン在住日本人と少数のア
メリカ人で組織されている浪速クラブにおいて、成瀬を接待する機会があり、成
瀬自身もこの時の交流を大変喜んでいた。
成瀬記念館には、実際1912年に成瀬がアメリカを訪問していた時携帯していた

手帳が保管されている。成瀬は、その手帳の10月12日の欄に「ウースターに到着」
と記している。つまり、バートンがブレイクスリーに書簡を送った時点で、成瀬は
マサチューセッツ州にて積極的に地域の有力者と面会や懇談をしていた。しかし、
バートンの協力はそれだけに留まらない。
上記2通目の紹介状はブレイクスリーだけでなく、その他9名に対して同様の文
面で作成されていたことがシカゴ大学所蔵史料から判明した。原史料はタイプラ
イティングによるもので、宛名の部分が変更されている。日付はこの9名に関して
は1912年10月28日付になっている。その9名の名前について、以下列記しておく。
①ニューヨーク市立大学長フィンリー（John H. Finley）
②コロンビア大学部長ケッペル（Frederick P. Keppel）
③ニューヨーク大学長ブラウン（Elmer E. Brown）
④コロンビア大学教授スローン（William M. Sloane）
⑤ユニオン神学校長ブラウン（Francis Brown）
⑥イェール大学Secretary ストーク（Anson Phelps Stokes）
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流層とアメリカ人数名による限定的な組織ですが、ここで数日前に成瀬氏を歓待
する宴会が行われました。成瀬氏は私に、同市においてもっとも成功した時間を
持てたと手紙で書いてきました。彼にとって研究集会の時にここへ戻ってくるこ
とは可能であると信じています。
もし他にも招いた方がいいとお考えの人がいましたら、私たちは喜んで心に留
めておきますのでお知らせください。あなたが研究発表の間ここにいられるよう
計画してくださることを望んでいますが、しかしシカゴとウースターの間を往復
するのは長距離であることも認識しています。
� 敬具
� G・H・ブレイクスリー

＜バートンよりブレイクスリー宛紹介状②原文＞
� October 29, 1912

My dear Professor Blakeslee:
� May I by this letter introduce to you one of the influential citizens of Japan 

whose acquaintance I had the pleasure of forming when I was in that country in 1909, Mr. 

Jinzo Naruse, President of the Women’s University of Tokyo. Mr. Naruse is visiting this 

country for the purpose of studying our educational institutions, and with a view to 

interesting influential men of the country in the Association Concordia, the nature of 

which he will himself explain. I feel sure that you will be glad to meet Mr. Naruse, and to 

give him your help in the achievement of his purposes.

� Very truly yours, 

Professor George H. Blakeslee, Ph. D., 

� � � � Clark University,

� � � � Worcester, Mass.

＜翻訳＞
�  1912年10月29日
親愛なるブレイクスリー教授
この手紙で、1人の影響力ある日本市民をあなたに紹介いたします。その人とは、
私が1909年に日本を訪れた時知り合う機会を得ました。成瀬仁蔵氏は東京にある
女子大学の学長です。 成瀬氏は教育機関を調査する目的でこの国を訪問中ですが、
この国の有識者に帰一協会への関心を持ってもらうことも目指しています。その
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ターで11月13日から16日に開かれる集会で成瀬氏にお会いできたらあなたは喜ぶ
だろうと思い、勝手ながら彼にもそのことを伝えました。成瀬氏には私が日本に
滞在している時に会いました。そして彼は東洋と西洋の人たちの相互理解におい
て、価値ある奉仕をすることができる人物であると確信しました。
� 敬具

追伸 成瀬氏の現住所は、ニューヨーク市日本倶楽部44番街西85丁目です。

＜ブレイクスリーよりバートン宛返信原文＞
� October 28, 1912

Professor Ernest D. Burton,

� University of Chicago,

� � � Chicago, Ill.

My dear Professor Burton:
� � � � Many thanks for your kind note in regard to President 

Naruse. By chance we have already had the pleasure of entertaining Dr. Naruse and of 

assisting him in getting into touch with some of the Boston people whom he was 

especially anxious to meet. The Naniwa Club of that city, a rather exclusive organization 

of the upper class Japanese and some few Americans of that city, gave him a banquet a 

few days ago. He has just written me that he has had a most successful time in the city. I 

trust that it will be possible for him to be here again at the time of the conference.

� If you should happen to think of others whom we ought to invite we should be 

glad indeed to know of them. I do wish that your own plans were so that you might be 

present during the sessions, but appreciate what a long trip it is from Chicago to 

Worcester and return.

� Yours very sincerely,

� G. H, Blakeslee （原文自署）

＜翻訳＞
� 1912年10月28日
親愛なるバートン教授
成瀬校長をご親切にもご紹介くださり、とても感謝しています。偶然にも、私た
ちは既に成瀬博士を接待し、ボストンで特に成瀬氏がお会いになりたかった人た
ちと接する喜ばしい機会がありました。同市にある浪速クラブ、これは日本人上
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バートンは更に、11月にクラーク大学で開かれる東洋に関する研究集会に参加
するよう促し、更にその企画者であるブレイクスリー学長に会うように薦めている。
バートンが率先して成瀬を東海岸の有識者に紹介していることからも、成瀬の思
想と活動に強い関心と共感を持っていたことが分かる。

8．バートンによる成瀬紹介状
では、バートンがブレイクスリーらに送った紹介状とはどのようなものだった
のか。その内容は以下の通りであった。

＜バートンよりブレイクスリー宛紹介状①原文＞
� October 25, 1912

My dear President Blakeslee:
� You have perhaps noticed in the public prints that Mr. Jinzo Naruse, President 

of the Japan Women’s University, is at present in this country promoting the organization 

of a so-called Association Concordia. I have felt so sure that you would be glad to see Mr. 

Naruse at the conference to be held at Worcester November thirteenth to sixteenth that I 

have taken the liberty of calling his attention to it. I met Mr. Naruse when I was in Japan 

and have much confidence in him as a man who is disposed and able to do valuable 

service in the mutual understanding of oriental and occidental people.

� Very truly yours,

Professor George H. Blakeslee,

� Clark University,

� Worcester, Mass.

   P.S. Mr. Naruse’s address at present is,

    in care of the Nippon Club, 44 West 85th Street,

    New York City.

＜翻訳＞
� 1912年10月25日
親愛なるブレイクスリー学長
恐らく公共印刷物でご存じかもしれませんが、現在日本女子大学校長成瀬仁蔵
氏が本国で帰一協会と呼ばれる組織の広報活動を展開しています。私は、ウース
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＜翻訳＞
� 1912年10月25日
親愛なる成瀬様
山内（繁雄）氏からの要望で、彼に帰一協会の趣意に対する私の賛同文を手渡し
ました。そして、あなたが望むなら私は協会のメンバーとして活動する意志があ
ることを伝えました。
山内氏には、ニューヨーク及び以北にいる人々に送る紹介状数通を数日中に手
渡すつもりです。その書状はあなたの役に立つでしょう。一つ提案させていただ
けるならば、11月13日から16日にマサチューセッツ州ウースターにあるクラーク
大学で開かれている東洋に関する研究集会に参加すれば、あなたにとってそれが
有益であることを見出すでしょう。今、クラーク大学 学長ジョージ・ブレイクスリー
に、あなたを紹介する手紙を書いています。彼は、この集会の責任者で、あなたの
訪問を歓迎してくれるでしょう。他の人からも同じ提案をしてもらっているかも
しれませんね。今年の集会テーマは辛亥革命（the Chinese revolution）についてです
が、それでも、東洋全域の状況について関心を持っている有識者たちに会うことは、
あなたにとって大変興味深いことでしょう。
� あなたの成功を願いつつ
� 敬具
成瀬仁蔵様
� 日本倶楽部
�  44 西 85番街、ニューヨーク

＜解説＞
原史料はタイプライターによる。本文中に登場する山内氏とは、山内繁雄のこ
とであろう。山内繁雄は生物学者で、1907年にシカゴ大学において博士号（Ph.D）
を取得した。1910年に帰国して東京高等師範学校教授に就任し、日本女子大学校
では1915（大正4）年5月から1937（昭和2）年3月まで教員を務めて、博物、家庭博物、
家庭黴菌を講じた。成瀬がシカゴに滞在していた時期、山内は文部省留学生とし
てシカゴに滞在していた1。『家庭週報』第511号（1919年4月11日付）で山内は、成瀬
に同伴してシカゴ大学ジャドソン総長に何度も面会に行き、とうとうニューヨー
ク方面の知人に成瀬を紹介するとの約束を取り付けたと回想している。上記書簡
ではバートンは山内に、自身の帰一協会への賛同文を手渡した他、ニューヨーク
以北にいる人々への紹介状を手渡すと書いている。山内は、成瀬の帰一協会広報
活動にとても協力的だった。



−90−

（1）

研究

シカゴ大学所蔵成瀬仁蔵史料について
─ 帰一思想形成の新たな側面を探る（下）

辻  直人
7．1912年10月成瀬宛バートン書簡
前節で見たバートンからの成瀬書簡からちょうど1ヶ月後の10月25日に、再び

バートンは成瀬へ書簡を送っている。前回同様、成瀬の活動にとても好意的で協
力的な内容となっている。以下、その原文と翻訳を紹介する。

＜原文＞
� October 25, 1912

My dear Mr. Naruse:
� I have handed to Mr. Yamanouchi, at his request, a statement of my approval of 

the general purposes of the Association Concordia, and have indicated to him that if you 

so desire I am willing to serve as a member of the Council.

� I shall also hand to Mr. Yamanouchi in a day or two a number of letters of 

introduction to people in New York and further east that you may perhaps fi nd useful. 

May I particularly suggest that you will find it to your advantage to be in Worcester, 

Massachusetts, from the 13th to the 16th of November to attend the conference on Eastern 

affairs which is to be held at that time at Clark University. I am writing to President 

George H. Blakeslee of Clark University, who has charge of this conference, about you 

and he will, I am sure, be glad to welcome you there at that time. Very likely others have 

made the same suggestion to you. The conference this year is to be on the Chinese 

revolution, but it will nevertheless be of distinct interest to you to meet a group of 

infl uential men who are interested in the whole Eastern situation.

� With best wishes for your success, I am,

� Very truly yours,

Mr. Jinzo Naruse,

� Nippon Club,

�   44 West 85th Street, New York
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展
示
の
記
録
（
二
〇
一
七
年
度
）

●
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

通
信
教
育
展

2017.4.8（土）
～6.3（土）

創
立
者
成
瀬
は
、卒
業
生
に
生
涯
学
び
進
歩
し

続
け
る
こ
と
を
求
め
た
。
し
か
し
当
時
の
日
本
に

お
い
て
、女
子
が
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
は
非

常
に
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、成
瀬
は
一
九
〇
九

（
明
治
四
二
）年
に
女
子
の
た
め
の
高
等
教
育
水
準

の
講
義
録『
女
子
大
学
講
義
』を
発
刊
し
た
。

そ
れ
か
ら

約
四
〇
年
後
、

成
瀬
の
志
は

引
き
継
が
れ
、

一
九
四
七

（
昭
和
二
三
）

年
に
日
本
女

子
大
学（
新
制
）が
発
足
す
る
と
、翌
年
に
は
通
信

教
育
部
が
開
講
。
現
在
は
家
政
学
部
の
通
信
教
育

課
程
と
位
置
付
け
ら
れ
、現
在
に
至
る
ま
で
多
く

の
卒
業
生
を
輩
出
し
て
い
る
。

＊
本
展
開
催
に
際
し
、通
信
教
育
課
程
長
の
定

行
先
生
を
は
じ
め
通
信
教
育
課
の
方
々
に
ご
協
力

を
賜
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

～
同
時
開
催
～

没
後
15
年
記
念

児
童
文
学
者
い
ぬ
い
と
み
こ 

展

『
北
極
の
ム
ー
シ
カ
ミ
ー
シ
カ
』な
ど
の
作
品

で
知
ら
れ
る
い
ぬ
い
と
み
こ（
一
九
二
四
︱
二
〇

〇
二
）に
関
す
る
小
さ
な
企
画
展
示
。
児
童
文
学

を
志
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
学
生
時
代
に
焦
点
を

あ
て
な
が
ら
、写
真
、手
紙
、創
作
フ
ァ
イ
ル
な
ど

を
展
示
し
、物
語
を
通
し
て「
や
さ
し
さ
」「
生
命

の
大
切
さ
」

を
伝
え
続
け

た
い
ぬ
い
の

歩
み
を
紹
介

し
た
。

＊
本
展
開

催
に
あ
た
り
、

い
ぬ
い
氏
親

族
の
清
水
慎

弥
氏
は
じ
め
関
係
の
方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、

展
示
冒
頭
の「
ご
あ
い
さ
つ
」パ
ネ
ル
は
、い
ぬ
い

氏
の
最
晩
年
を
知
る
慎
弥
氏
の
妻	

清
水
し
げ
み

氏
に
枠
絵
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
改
め
て
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

―
学
生
が
書
き
残
し
た
修
養
生
活
（目白）

6.9（金）～8.4（金）
8/10.17.24.31
（西生田）

5.30（火）～8.4（金）

本
学
の
夏
季
寮「
三
泉
寮
」の
歴
史
を
紹
介
す

る
シ
リ
ー
ズ
展
示
。
今
回
は
学
生
が
記
し
た「
軽

井
沢
」に
注
目
し
た
。
例
え
ば
、一
九
一
八（
大
正

七
）年「
軽
井
沢
終
結
の
暁
」の
一
六
回
生「
誓
の

言
葉
」に
は
、宮
沢
ト
シ
が「
祈
り
」と
題
し
て「
障

害
に
対
し
て
、あ
く
ま
で
戦
は
し
め
給
へ
」と
記
す
。

夏
季
寮
生
活
は
、「
修
養
会
」と
呼
ば
れ
た
大
正
時

代
か
ら
、「
軽
セ
ミ（
軽
井
沢
セ
ミ
ナ
ー
）」と
呼
ば

れ
る
平
成
に
至
る
ま
で
授
業
内
容
は
変
化
し
た
も

の
の
、軽
井
沢
の
自
然
の
中
で
同
級
生
や
教
師
と

語
り
合
い
、自
身
の
内
面
や
大
学
・
社
会
生
活
と

向
き
合
う
場
と
し
て
機
能
し
続
け
る
。
明
治
以
来

の
学
生
の
手
記
か
ら
、三
泉
寮
の
あ
り
よ
う
が
う

か
が
わ
れ
た
。

『女子大学講義』

展示室入り口
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日
本
女
子
大
学
の
災
害
支
援

9.15（金）～
12.20（水）

総
合
研
究
所
研
究
課
題
58
と
連
動
し
て
、日
本

女
子
大
学
の
災
害
支
援
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
た
。

一
九
二
三（
大
正
一
二
）年
の
関
東
大
震
災
で
は
、

卒
業
生
団
体
桜
楓
会
と
大
学
部
・
附
属
高
等
女
学

校
の
生
徒
が
、そ
れ
ま
で
の
社
会
貢
献
の
経
験
を

生
か
し
て
上
野
公
園
の
児
童
救
護
所
や
救
援
衣
料

の
消
毒
・
仕
分
け
、

東
京
市
社
会
局
の

依
頼
に
よ
る
世
帯

調
査
な
ど
の
奉
仕

を
し
た
。
展
示
で

は
当
時
の
写
真
や

記
録
、
倒
壊
し
た

豊
明
館
の
煉
瓦
な

ど
を
紹
介
し
た
。

二
〇
一
一
年
の
東

日
本
大
震
災
に
つ
い
て
は
桜
楓
会
や
卒
業
生
個
人
、

大
学
の
研
究
室
や
学
生
有
志
が
取
り
組
ん
だ
支
援

活
動
を
取
り
上
げ
た
。

展
示
の
一
部
は
博
物
館
実
習
生
が
担
当
し
た
。

西
村
陽
平
と
子
ど
も
た
ち

―
作
品
が
う
ま
れ
る
時

2018.1.16（火）
～3.3（土）

本
学
家
政
学
部
児
童
学
科
の
名
誉
教
授
で
あ
る

西
村
陽
平
氏
は
、本
学
で
教
鞭
を
執
る
傍
ら
多
く

の
作
品
を
制
作
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
作
品
は
陶
芸

や
現
代
美
術
の
分
野
で
高
い
評
価
を
受
け
、パ
リ

装
飾
美
術
館
や
ビ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト
美
術

館（
ロ
ン
ド
ン
）な
ど
国
内
外
の
美
術
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
。

氏
は
道
端
で
拾
っ

た
石
や
空
き
缶
、廃

棄
予
定
に
さ
れ
て
い

た
本
や
机
、椅
子
等

を
譲
り
受
け
、高
温

の
窯
で
焼
く
こ
と
に
よ
り
作
品
に
生
ま
れ
変
わ
ら

せ
る
。　　

中
で
も
一
〇
〇
〇
度
以
上
の
高
温
で
焼
か
れ
た

本
は
、真
っ
白
に
な
り
原
形
を
と
ど
め
る
。
た
だ

し
焼
か
れ
る
こ
と
で
圧
縮
さ
れ
る
た
め
、本
来
の

本
の
姿
と
は
異
な
る
。
そ
の
変
化
は
、多
く
の
来

館
者
を
驚
か
せ
て
い
た
。

ま
た
１
階
の
展
示
室
で
は
、氏
が
長
年
に
わ
た

り
携
わ
っ
て
き
た
本
学
附
属
豊
明
幼
稚
園
や
桜
楓

学
園
子
ど
も
造
形
教
室
、Ｊ
Ｗ
Ｕ
ほ
う
め
い
こ
ど

も
ク
ラ
ブ
の
子
ど
も
た
ち
の
作
品
も
紹
介
し
た
。

三泉寮生一同 書簡 1912（明治45）年7月16日

展示パネルと放射線遮蔽衣

魔の山 2012年

古代社会 2012年

天平の甍 2012年
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●
西
生
田
記
念
室

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

成
瀬
記
念
講
堂

4.11（火）
～5.19（金）

豊
明
図
書
館
兼
講
堂
は
、一
九
〇
六（
明
治
三

九
）年
に
社
会
貢
献
事
業
団
体
森
村
豊
明
会
の
寄

付
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
。
当
初
は
図
書
館
と
な
る

予
定
だ
っ
た
が
、講
堂
と
兼
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、二
階
に
書
架
と
図
書
室
が
設
け
ら
れ
た
。

一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
後
に
は
講
堂
専
用

の
建
物
と
な
り
、豊
明
講
堂
と
名
称
を
変
更
。
一

九
六
一
年
の
本
学
創
立
六
〇
周
年
記
念
事
業
に
伴

う
補
修
工
事
後
に
は
、成
瀬
記
念
講
堂
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。

一
九
七
四
年
に
は

文
京
区
の
有
形
文

化
財
第
一
号
に
指

定
さ
れ
た
。

現
在
公
開
が
中

止
さ
れ
て
い
る
成

瀬
記
念
講
堂
の
歴

史
を
紹
介
し
た
。

国
際
人
教
育
の
原
点

―
伝
統
の
調
理
実
習

9.22（金）～
12.20（水）

　

本
学
の
調
理
実
習
は
、創
立
当
初
か
ら
渡
辺
鎌

吉
や
赤
堀
峯
吉
・
菊
等
に
よ
る
調
理
実
習
の
授
業

が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
手
塚
か
ね
や
大
岡
蔦
枝
、

東
佐
誉
子
等
卒
業
生
の
教
員
に
受
け
継
が
れ
、現

在
に
至
る
。
生
徒
た

ち
が
授
業
の
内
容
を

書
き
残
し
た「
料
理

ノ
ー
ト
」
に
は
、
ク

リ
ス
マ
ス
料
理
や
お

正
月
料
理
、雛
祭
り
、

来
客
料
理
等
の
作
り

方
が
美
し
い
イ
ラ
ス

ト
と
と
も
に
記
さ
れ

て
い
る
。

本
展
で
は「
料
理

ノ
ー
ト
」を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、食
物

学
科
飯
田
文
子
教
授

に
ご
協
力
い
た
だ
き

制
作
し
た
伝
統
の
ク

リ
ス
マ
ス
料
理
を
食

品
サ
ン
プ
ル
で
紹
介
。
ま
た
料
理
の
様
子
を
撮
影

し
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
制
作
、展
示
期
間
中
に
上
映
し
た
。

　日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展

2018.1.23（火）
～3.2（金）

恒
例
の「
お
ひ
な
さ
ま
」展
で
は
、か
つ
て
本
学

の
学
寮
や
卒
業
生
宅
等
で
飾
ら
れ
た
、明
治
、大
正
、

昭
和
の
雛
人
形
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
。
七
段

飾
り
三
台
、安
房
直
子
氏
寄
贈
の
日
本
人
形
、さ

ら
に「
三
月
ひ
な
の
つ
き
」が
収
め
ら
れ
た『
石
井

桃
子
集
1
』（
岩
波
書
店
）サ
イ
ン
本
、楓
寮
日
誌

を
展
示
し
た
。
一
九
六
六（
昭
和
四
一
）年
に
西
生

田
校
地
に
建
て
ら
れ
た
楓
寮
は
、二
〇
一
九
年
三

月
に
閉
寮
予
定

で
あ
る
。
日
誌

か
ら
は
、
寮
の

食
事
か
ら
節
句

を
感
じ
と
る
寮

生
の
様
子
な
ど
、

学
寮
の
和
や
か

な
場
面
が
読
み

取
れ
た
。

展示室の様子

展示風景

長井溭子 家政学部第二類 
1936年卒業

高山淑子 家政学部生活芸術科 
1950年卒業

日
本
女
子
大
学
の
災
害
支
援

9.15（金）～
12.20（水）

総
合
研
究
所
研
究
課
題
58
と
連
動
し
て
、日
本

女
子
大
学
の
災
害
支
援
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
た
。

一
九
二
三（
大
正
一
二
）年
の
関
東
大
震
災
で
は
、

卒
業
生
団
体
桜
楓
会
と
大
学
部
・
附
属
高
等
女
学

校
の
生
徒
が
、そ
れ
ま
で
の
社
会
貢
献
の
経
験
を

生
か
し
て
上
野
公
園
の
児
童
救
護
所
や
救
援
衣
料
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二
〇
一
七
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
任
説
明

４
・
３　

西
生
田
記
念
室
、
大
学
入
学
式
に
つ
き

開
室
、
見
学
者
41
名

４
・
５　

朝
日
新
聞
「
訪
ね
る
」
取
材

４
・
８　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

４
・
11　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

４
・
14　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
13
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

４
・
20　

西
生
田
記
念
室
、
創
立
記
念
式
典
に
つ

き
開
室
、
見
学
者
55
名

４
・
21　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
13
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

４
・
28　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
７
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

大
塚
警
察
署
、
銃
砲
検
査
の
た
め
来
館

５
・
８　

附
属
中
学
校
１
年
生
墓
参
２
５
２
名

５
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
中
学

生
（
１
校
）
24
名
、教
員
１
名
見
学
、説
明
。『
写

真
で
見
る
成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
２
千
部
納
品

５
・
13
（
土
）
泉
会
定
時
総
会
に
つ
き
延
長
開
館
、

見
学
者
30
名

５
・
18　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
学
生
ス
タ
ッ

フ
30
名
見
学

５
・
20　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
８
名
見
学
、
説
明

５
・
26　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
11
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

５
・
30　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

６
・
１　

成
瀬
記
念
館
分
館
２
階
に
家
具
搬
入

６
・
２　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
13
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

高
村
光
太
郎
作
成
瀬
仁
蔵
胸
像
の
台
を
搬
入

（
５
日
に
塗
装
、
６
日
に
胸
像
搬
入
・
設
置
）

６
・
８　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
総

会
に
参
加
（
岸
本
・
杉
崎
、
於 

淑
徳
大
学
）

６
・
９　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
21
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

６
・
13　

展
示
の
た
め
東
京
理
科
大
学
に
資
料
貸

出
し
（
８
・
24
返
却
）

６
・
15　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
32
名
見
学
、
説
明

６
・
16　

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
全
体
会
議
出
席

（
杉
崎
）

６
・
17
（
土
）
西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
オ
ー

プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
23
名

６
・
18
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
２
６
２
名

６
・
20　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
38
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

成
瀬
記
念
館
運
営
委
員
会
（
本
年
度
第
１
回
）	

６
・
27　

成
瀬
記
念
館
分
館
の
建
具
説
明
会

６
・
29　

附
属
豊
明
小
学
校
６
年
生
、
軽
井
沢
展

見
学
。
成
瀬
記
念
館
移
築
検
討
協
議
会
見
学
会

（
岸
本
）

６
・
30　

附
属
豊
明
小
学
校
６
年
生
、
軽
井
沢
展

見
学

７
・
１
（
土
）
目
白
会
定
時
総
会
に
つ
き
延
長
開

館
、
見
学
者
24
名
。
成
瀬
記
念
館
分
館
も
公
開

（
12
時
か
ら
14
時
30
分
）

７
・
６　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
36
名
見
学
、
説
明
。
展
示
の
た
め

前
年
度
よ
り
大
同
生
命
に
貸
出
し
の
広
岡
浅
子

資
料
返
却

７
・
10　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
48
名
、教
員
５
名
見
学
、説
明
。『
成

瀬
記
念
館
２
０
１
７　

№
32
』（
２
千
部
）
納
品

７
・
11　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
38
名
見
学
、
説
明

７
・
13　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
34
名
見
学
、
説
明
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７
・
18　

舞
台
「
土
佐
堀
川
」
東
宝
関
係
者
、
成

瀬
記
念
館
分
館
見
学
（
８
・
１
も
）

７
・
20　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会

研
究
会
に
参
加
（
杉
崎
、
於
東
京
大
学
）

８
・
５
（
土
）
西
生
田
記
念
室
、「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
」
の
た
め
特
別
開
館
、「
キ
ャ
ン
パ
ス

見
学
ツ
ア
ー
」
参
加
者
に
説
明
１
６
９
名

８
・
６
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
２
７
１
名

８
・
８　

本
年
度
当
館
受
入
れ
予
定
の
博
物
館
実

習
生
２
名
に
事
前
指
導

８
・
23　

舞
台
「
土
佐
堀
川
」
制
作
発
表
、
新
泉

山
館
と
成
瀬
記
念
館
分
館
撮
影

８
・
24　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
14
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
と
Ｐ

Ｔ
Ａ
（
１
校
）
35
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

８
・
28　

消
防
設
備
点
検

８
・
29
～
９
・
５　

博
物
館
実
習
（
住
居
学
科
１

名
、
史
学
科
１
名
）

９
・
１　

消
防
設
備
点
検
（
分
館
）

９
・
９
（
土
）
附
属
豊
明
幼
稚
園
入
園
志
願
者
説

明
会
・
附
属
中
高
説
明
会
に
つ
き
特
別
開
館
、

見
学
者
２
１
７
名

９
・
15　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）。
成
瀬
記
念

館
分
館
教
職
員
向
け
内
覧
会
68
名
見
学

９
・
17
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
98
名

９
・
20　

何
香
凝
芸
術
名
作
選
内
覧
会
に
参
加

（
岸
本
・
杉
崎
、
於 

女
子
美
術
大
学
）

９
・
21　

私
立
大
学
庶
務
課
長
会
、
見
学
（
分
館

も
）

９
・
22　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）。
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
、
分
館
の
椅
子
納
品

９
・
25　

燻
蒸
の
た
め
資
料
搬
出
（
９
・
29
終
了
、

搬
入
）

９
・
26
～
９
・
29　

分
館
内
覧
会
（
学
内
関
係
者
）

６
１
４
名
見
学

10
・
３　

Preservation	T
echnologies	Japan

脱
酸
の
た
め
資
料
点
検
作
業

10
・
４　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
32
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
５　

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
め
ぐ
り
」
の
下
見
の
た
め
16
名
見
学
、
説
明

（
分
館
も
）

10
・
６　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
３
名
見
学
、
説
明

10
・
７
（
土
）
～
８
日
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、

十
月
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
49
名

10
・
11
～
13　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
２
０
１

７
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究
会
に
参
加

（
杉
崎
、
於
愛
知
大
学
）

10
・
12　

	

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高

校
生
（
１
校
）
38
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

Preservation	T
echnologies	Japan

脱
酸
の

た
め
資
料
搬
出
作
業
（
11
・
21
返
却
）

10
・
16　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
40
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

10
・
18　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
57
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
36
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
「
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
め
ぐ

り
」
１
２
２
名
見
学
、
説
明
（
分
館
も
）

10
・
20　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
36
名
、
教
員
４
名
見
学
、
説
明

10
・
21
（
土
）
～
22
（
日
）
目
白
祭
に
つ
き
平
常

通
り
開
館
、
見
学
者
合
計
２
８
５
名
、
分
館
３

０
３
名
。
西
生
田
記
念
室
、
日
女
祭
に
つ
き
平

常
通
り
開
室
、
見
学
者
合
計
42
名

10
・
24　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
70
名
見
学
、
説
明

10
・
25　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
９
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

10
・
26　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
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生
（
１
校
）
29
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
27　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
41
名
見
学
、
説
明

10
・
28
（
土
）
～
39
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、
も

み
じ
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
23
名

10
・
30　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
２
名
見
学
、
説
明

11
・
１　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
10
名
見
学
、
説
明

11
・
２　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
21
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

防
災
訓
練

11
・
７　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
44
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。『
写

真
で
見
る
成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
５
千
部
納
品

11
・
10　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
19
名
見
学
、
説
明

11
・
11　

西
生
田
記
念
室
、
附
属
高
等
学
校
説
明

会
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
３
名

11
・
13　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
14
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

博
物
館
実
習
の
授
業
で
学
生
14
名
、
教
員
１
名

見
学

11
・
16　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
７
名
見
学
、
説
明
。
成
瀬
記
念
館

分
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
写
真
撮
影

11
・
17　

カ
ワ
ハ
ラ
時
計
店
、
分
館
の
時
計
修
理

完
了

11
・
18　

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
説
明
会

の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
10
名

11
・
21　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
31
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

11
・
27　

博
物
館
実
習
の
授
業
で
学
生
６
名
、
教

員
１
名
見
学

12
・
１　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会

研
究
会
に
参
加
（
杉
崎
、
於
清
泉
女
子
大
学
）

12
・
６　

衣
の
会
12
名
分
館
見
学

12
・
７　

附
属
豊
明
小
学
校
２
年
生
１
２
３
名
見

学
（
分
館
も
）

12
・
９
（
土
）「
入
試
相
談
会
」
の
た
め
延
長
開

館
、
見
学
者
39
名

12
・
13　

附
属
豊
明
小
学
校
５
年
生
１
２
７
名
見

学
（
分
館
も
）

12
・
14　

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
７（
於　

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
）
に
参
加

12
・
15　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
53
名
、
教
員
５
名
見
学
、
説
明
。

西
生
田
講
堂
運
用
委
員
会
に
出
席
（
岸
本
）

12
・
21　

東
京
建
築
史
会
主
催
東
京
ヘ
リ
テ
ー
ジ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
養
成
講
座
40
名
、
分
館
見
学

１
・
10　

成
瀬
記
念
館
分
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
５
千

部
納
品

１
・
12　

図
録
『
西
村
陽
平
と
子
ど
も
た
ち
︱
作

品
が
う
ま
れ
る
時
』
５
０
０
部
納
品

１
・
16　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

１
・
23　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

１
・
24　

消
防
点
検

１
・
27　

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
44
名

１
・
29　

成
瀬
先
生
告
別
講
演
記
念
瞑
想
会
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
12
名

２
・
１
～
３　

入
試
期
間
中
11
時
よ
り
14
時
の
間
、

受
験
生
付
添
者
見
学
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
合
計
93
名

２
・
６　

豊
明
小
学
校
３
年
生
１
２
４
名
見
学

（
分
館
も
）

２
・
７　

豊
明
小
学
校
４
年
生
１
２
３
名
見
学

（
分
館
も
）

２
・
８　

豊
明
こ
ど
も
ク
ラ
ブ
17
名
見
学
、
西
村

先
生
ご
案
内

２
・
９　

東
京
修
復
保
存
セ
ン
タ
ー
、
修
復
の
た

め
資
料
搬
出
（
３
・
22
返
却
）

２
・
17　

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
新
入
生

保
護
者
会
の
た
め
特
別
開
館
、
見
学
者
13
名
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３
・
３　

創
立
者
命
日
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
45
名
。
ク
ラ
ブ
ツ
ー
リ
ズ
ム
ツ
ア
ー
14
名
見

学
３
・
12…

西
生
田
記
念
室
利
用
案
内
千
部
納
品

３
・
14…

『
日
本
女
子
大
学
史
資
料
集
第
五
︱
㈦
』

１
５
０
部
納
品

３
・
19　
『
成
瀬
記
念
館
分
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
』

５
千
部
納
品

３
・
20　

西
生
田
記
念
室
、
大
学
卒
業
式
の
た
め

特
別
開
室
、
見
学
者
71
名
。『
成
瀬
仁
蔵
資
料

集
1
』
１
０
０
部
納
品
。『
成
瀬
記
念
館
展
示

の
ご
案
内
（
２
０
１
８
年
度
）』
２
千
部
納
品

３
・
24
（
土
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
88
名

３
・
30　
『
成
瀬
仁
蔵
資
料
集
２
』
１
０
０
部
納
品

二
〇
一
七
年
度
の
成
瀬
記
念
館
運
営
委
員

　

大
場
昌
子
館
長
（
学
長
代
行
）、
堀
越
栄
子
家

政
学
部
長
、
高
野
晴
代
文
学
部
長
／
附
属
幼
小

担
当
理
事
、
小
山
聡
子
人
間
社
会
学
部
長
／
附

属
中
高
担
当
理
事
、
濱
部	

勝
理
学
部
長
、
定

行
ま
り
子
家
政
学
部
通
信
教
育
課
程
長
、
安
藤

朗
子
教
養
特
別
講
義
１
委
員
会
委
員
長
、
平
田

由
紀
江
教
養
特
別
講
義
２
委
員
会
委
員
長
、
臼

杵	

陽
図
書
館
長
、
三
神
和
子
総
合
研
究
所
所

長
／
成
瀬
記
念
館
担
当
理
事
、
大
沢
真
知
子
現

代
女
性
キ
ャ
リ
ア
研
究
所
所
長
、
坂
本
清
恵
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
、
蟻
川
芳
子
桜
楓
会
理

事
長
、
古
川
元
也
成
瀬
記
念
館
主
事

二
〇
一
七
年
度
成
瀬
記
念
館
構
成
メ
ン
バ
ー

　

館
長
・
大
場
昌
子
、
主
事
・
古
川
元
也
、
館
員
・

岸
本
美
香
子
（
主
任
）、
杉
崎
友
美
、
非
常
勤
・

大
門
泰
子
、
大
橋
有
希
子
、
加
藤
き
よ
み
、
小

林
芳
子
・
永
山
由
里
絵
、
宮
内
量
子
、
山
本
文

子
（
３
月
９
日
ま
で
）

博
物
館
実
習

 
 

２
０
１
７
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
28
回
）

は
、
８
月
29
日
（
火
）
か
ら
９
月
５
日
（
火
）

ま
で
の
６
日
間
の
日
程
で
行
っ
た
。
実
習
生
は

住
居
学
科
１
名
、
史
学
科
１
名
。

 
 

実
習
生
は
、
雑
司
ヶ
谷
霊
園
や
雑
司
が
谷
旧

宣
教
師
館
を
め
ぐ
り
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
成
瀬
記
念
館
の
収
蔵
資
料
や
活
動
状
況

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。
企
画
展
「
日
本
女

子
大
学
の
災
害
支
援
」
展
の
準
備
に
参
加
し
、

解
説
パ
ネ
ル
を
一
人
一
枚
作
成
し
た
。

 
 

こ
の
ほ
か
、
西
生
田
記
念
室
で
は
キ
ャ
ン
パ

ス
の
歴
史
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
企
画
展
「
国
際

人
教
育
の
原
点
︱
伝
統
の
調
理
実
習
」
展
に
お

い
て
、
展
示
作
業
等
の
学
芸
員
の
基
本
的
な
業

務
を
体
験
し
た
。

業
務
統
計

開
館
日
数　

目
白　
　
　

 

一
九
九
日

　
　
　
　
　

西
生
田　

 

　

一
四
八
日

 
 
 
 
 

分
館 

 
 
 
 

二
六
日

入
館
者
数　

目
白　
　

約
七
三
四
〇
人

　
　
　
　
　

西
生
田　

約
一
五
四
〇
人

 
 
 
 
 

分
館 

 

約
二
〇
二
〇
人

資
料
提
供

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供　

…

　
　

66
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供

（
広
報
課
扱
い
含
む
）…

　
　
　
　
　
　
　

29
件

そ
の
他

○
『
成
瀬
記
念
館
２
０
１
７　

№
32
』
の
発
行　

２
千
部
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○
『
西
村
陽
平
と
子
ど
も
た
ち
︱
作
品
が
う
ま
れ

る
時
』
の
発
行　

５
０
０
部

○
『
写
真
で
見
る	

成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
の
増

刷　

７
千
部

〇
成
瀬
記
念
館
分
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
新
規
制
作　

５
千
部

○
成
瀬
記
念
館
展
示
の
ご
案
内（
２
０
１
８
年
度
）

の
制
作　

２
千
部

〇
『
日
本
女
子
大
学
史
資
料
集　

第
五
︱
（
七
）　

日
本
女
子
大
学
校
規
則
〔
昭
和
二
年
一
二
月
︱

昭
和
六
年
七
月
〕』
の
発
行　

１
５
０
部

〇
『
成
瀬
仁
蔵
資
料
集
１　
（
D
２
６
６
）
梅
花

女
学
校
教
師
時
代
の
覚
え
書　

明
治
一
五
年
』

の
発
行　

１
０
０
部

〇
『
成
瀬
仁
蔵
資
料
集
２　
（
Ｄ
２
０
１
４ 

ア

メ
リ
カ
留
学
時
代
の
ノ
ー
ト
（
娯
楽
、
社
会
改

革
の
方
法
、
読
書
）
一
八
九
二
年
』
の
発
行　

１
０
０
部

〇
博
物
館
実
習
生
受
入
れ
（
２
名
）

〇
研
修
等
参
加
（
研
究
会
…
全
国
大
学
史
資
料
協

議
会
２
０
１
７
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究

会
、　

同
東
日
本
部
会
総
会
な
ら
び
に
研
究
会

に
参
加　

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
七
年
度
展
示
一
覧

〔
成
瀬
記
念
館
〕

４
・
８
～
６
・
３

 

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

 
 
 

︱
通
信
教
育

同
時
開
催　

 

没
後
15
年
記
念

 
 
 

児
童
文
学
者　

い
ぬ
い
と
み
こ
展

６
・
９
～
８
・
４
、
８
・
10
・
17
・
24
・
31

 

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

 
 
 

︱
学
生
が
書
き
残
し
た
修
養
生
活

９
・
15
～
12
・
20

 

日
本
女
子
大
学
の
災
害
支
援

１
・
16
～
３
・
３

 
西
村
陽
平
と
子
ど
も
た
ち

 
 
 

︱
作
品
が
う
ま
れ
る
時

〔
西
生
田
記
念
室
〕

４
・
11
～
５
・
19

 

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

 
 
 

︱
成
瀬
記
念
講
堂

５
・
30
～
８
・
４

 

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

 
 
 

︱
学
生
が
書
き
残
し
た
修
養
生
活

９
・
22
～
12
・
20

 

国
際
人
教
育
の
原
点

 
 
 

︱
伝
統
の
調
理
実
習

１
・
23
～
３
・
２

 

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展
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二
〇
一
八
年
七
月
九
日

編
集
・
発
行

	

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館

〒
１
１
２
│
８
６
８
１

　

東
京
都
文
京
区
目
白
台
二
│
八
│
一

　

電　

話
（
〇
三
）
五
九
八
一
│
三
三
七
六

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
三
）
五
九
八
一
│
三
三
七
八

印
刷 

 

開
成
出
版
株
式
会
社

〒
１
０
１
│
０
０
５
２

　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町

	

三
│
二
六
│
一
四

■
成
瀬
記
念
館
よ
り

昨
年
、
成
瀬
記
念
館
の
北
側
に
、
成
瀬
記
念
館

分
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
こ
の
分
館
は
、
か
つ
て

は
校
地
北
西
隅
の
不
忍
通
り
側
に
あ
り
、
明
治

三
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
教
師
用
住
宅
と
し
て
建

て
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
た
び
解
体
、
復

元
修
理
を
加
え
て
百
年
館
正
面
に
移
築
さ
れ
ま
し

た
。
使
用
で
き
る
部
材
は
残
し
、
補
強
材
を
加
え

な
が
ら
復
元
さ
れ
る
様
子
を
見
て
い
た
者
に
と
っ

て
は
感
無
量
で
す
。

甦
っ
た
建
物
は
、
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
が
没
す
る

ま
で
居
住
し
た
歴
史
を
持
ち
ま
す
。
建
造
物
と
し

て
は
家
具
一
四
点
と
と
も
に
、
平
成
一
九

（
二
〇
〇
七
）
年
、
文
京
区
の
有
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
一
〇
月
の
一
般
開
館
に

さ
き
が
け
、
学
内
の
皆
様
に
は
特
別
に
公
開
日
を

設
け
ま
し
た
の
で
、
見
学
を
さ
れ
た
方
も
多
い
の

で
は
。
何
気
な
く
配
置
さ
れ
て
い
る
調
度
品
に
も

記
念
館
職
員
の
厳
し
い
考
証
の
眼
が
そ
そ
が
れ
て

い
ま
す
。
当
初
は
な
ん
と
な
く
余
所
々
々
し
か
っ

た
分
館
も
、
半
年
を
経
て
校
地
の
風
景
に
馴
染
ん

で
き
た
よ
う
で
す
。	

（
古
川
）

二
〇
一
五
年
二
月
に
始
ま
っ
た
分
館
の
解
体
移

築
工
事
は
昨
年
夏
に
完
了
し
、
成
瀬
の
没
後
一
〇	

〇
年
を
前
に
出
来
得
る
限
り
当
時
の
姿
に
戻
さ
れ

た
。
成
瀬
の
自
筆
史
料
の
翻
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も

始
ま
り
、
第
一
弾
と
し
て
梅
花
女
学
校
教
師
時
代

の
覚
え
書
と
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
ノ
ー
ト
二
冊
を

刊
行
し
た
。
二
〇
一
九
年
は
成
瀬
、
広
岡
浅
子
、

森
村
市
左
衞
門
ら
の
没
後
百
年
に
当
る
。	（
岸
本
）

成
瀬
記
念
館
分
館
の
公
開
が
始
ま
っ
た
。
分
館

一
階
和
室
の
真
新
し
い
畳
の
香
り
は
す
が
す
が
し

く
、
二
階
の
洋
室
か
ら
見
え
る
八
重
桜
や
紅
葉
は

と
て
も
趣
が
あ
る
。分
館
の
正
面
に
広
が
る
芝
生
、

泉
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
ま
る
で
分
館
の
庭
の
よ
う
。

こ
の
分
館
の
移
転
を
一
番
喜
ん
で
い
る
の
は
、
他

な
ら
ぬ
成
瀬
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。	（
杉
崎
）

初
め
て
見
学
に
来
る
学
部
一
年
生
、
大
学
見
学

に
来
る
高
校
生
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
等
、

学
内
外
の
方
々
が
「
内
閣
発
足
」「
結
婚
式
」「
き

れ
い
」
と
言
っ
て
、
当
館
の
赤
い
絨
毯
が
敷
か
れ

た
階
段
を
楽
し
む
姿
を
見
る
。
擦
り
減
っ
た
絨
毯

が
い
つ
も
皆
様
を
華
や
か
に
迎
え
て
お
り
、
私
も

見
習
わ
な
く
て
は
と
思
う
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

絨
毯
を
新
調
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い

る
。	
（
永
山
）



送り先：

日本女子大学成瀬記念館
〒 112-8681 東京都文京区目白台 2-8-1
e-mail : kinenkan@atlas.jwu.ac.jp

「ゆりの木」の思い出をお寄せください。

隣り合う7回生の記念樹「楠」と
９回生の記念樹「ゆりの木」は
ともに 100年の時をこえて
目白キャンパスにそそり立つ

初夏、黄色い花をつける

図書館横のゆりの木の記憶を
遺すため、皆さまの思い出や写真、
文書資料などを募集しています。



成瀬記念館
2018

No.33

成
瀬
記
念
館
　
２
０
１
８

№
33

ＩＳＳＮ　0912‒1382


	成瀬記念館　No.33
	口絵　旧成瀬仁蔵住宅（成瀬記念館分館）解体移築工事完了
	口絵　西村陽平と子どもたちーー 作品がうまれる時
	目次
	巻頭言　成瀬記念館のデジタル・アーカイブ
	随想　成瀬記念館分館（旧成瀬仁蔵住宅）移築修理工事の記録映画製作
	随想　リカレントについて
	随想　ありがとう楓寮
	報告　成瀬記念館分館の移築修理工事について
	Bloom as a leader　髙野悦子ーー世界の名画を発掘・上映する 
	日本女子大学の恩人　「吉野の豪傑 土倉庄三郎─貫いた南朝遺臣の矜持と勤王精神─」
	新資料紹介「小林孝子の衣服標本 ─一八七〇年代～一九三〇年代の中流家庭の衣生活─
	新刊紹介『帰一協会の挑戦と渋沢栄一　グローバル時代の「普遍」をめざして』
	未発表資料39　成瀬仁蔵講話 １　第二、三学年にて　　── 大正二年六月十八日 ──
	研究　シカゴ大学所蔵　成瀬仁蔵史料について
	二〇一七年度展示の記録
	二〇一七年度活動の記録



