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哀惜の1919 年

高野晴代監修
『広岡浅子「草詠」』
翰林書房

吉良芳恵監修 『成瀬仁蔵関係書簡集 1』
日本女子大学成瀬記念館

没後
100年記念
刊行物

展示ポスター

　創立者成瀬をはじめ、本学の創立から
草創期を支え、1919 年に相次いで亡く
なった評議員広岡浅子・森村市左衞門、
教授松浦政泰・平野浜を紹介する展示を
行った。成瀬の永眠前後の様子がわかる
新資料も展示した。

2019 年 1月 15日（火）− 3月 2日（土）

─成瀬仁蔵・広岡浅子・森村市左衞門
松浦政泰・平野浜　没後 100 年展



2018 年 11 月 14 日に逝去された	
青木生子先生（第 9代学長・理事
長）の追悼展示を行った。青木先
生の著作や写真、自筆原稿、洋服
や身の回りの品々を展示した。

青木生子追悼展
2018年12月18日（火）

〜20日（木）、26日（水）



関東大震災

豊明図書館兼講堂落成式

補強修理工事完了
名称変更「成瀬記念講堂」 

文京区指定有形文化財

1923

1961

1974

1906
文京区指定有形文化財　

成瀬記念講堂
耐震補強改修工事完了
2017（平成 29）年 6月〜 2018 年 8月

2018



ゆ
り
の
木
の
思
い
出

護
国
寺
に
通
ず
る
本
学
裏
門
か
ら
少
し
ば
か
り
坂

上
り
の
処
に
、
ゆ
り
の
木
は
亭
々
と
そ
び
え
て
い
た
。

東
京
都
内
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
ゆ
り
の
木
の
大

木
は
幾
本
も
な
い
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
、九
回
生
の
手
に
よ
っ

て
植
え
ら
れ
た
記
念
樹
は
、
様
々
な
歴
史
の
変
遷
を

み
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

一
九
二
八
年
の
女
性
文
化
展
覧
会

の
お
り
に
当
時
の
生
活
の
モ

デ
ル
ハ
ウ
ス
と
し
て
建
て

ら
れ
た
家
屋
は
「
ゆ
り

の
木
の
家
」
と
呼
ば

れ
、
長
く
学
生
ら
の

課
外
活
動
に
使
わ
れ

た
。
木
の
近
く
に

あ
っ
た
香
雪
化
学
館
で

の
本
学
化
学
教
育
の
歩
み

は
、
辻
キ
ヨ
先
生
ら
に
よ
っ

て
『
ゆ
り
の
木
の
下
で
』
と
題

さ
れ
た
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

か
つ
て
図
書
館
の
最
上
階
に
文
学
部
史
学
科
の
研

究
室
が
あ
り
、
ゆ
り
の
木
の
見
え
る
角
部
屋
は
史
学

科
の
演
習
室
と
な
っ
て
い
た
。
初
夏
に
清
楚
な
小
さ

な
白
い
花
が
咲
く
と
「
ゆ
り
の
木
の
花
が
咲
い
た
わ
」

と
学
生
た
ち
の
間
に
和
ん
だ
雰
囲
気
が
ひ
ろ
が
っ
た
。

卒
業
生
に
よ
び
か
け
て
つ
く
っ
た
日
本
女
子
大
学
平

塚
ら
い
て
う
研
究
会
も
こ
の
角
部
屋
を
使
わ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

豊
か
な
ゆ
り
の
木
の
木
陰
が
校
庭
に
い
つ
ま
で
も

残
っ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
　
　
　

中
嶌　

邦（
四
六
回
生
・
本
学
名
誉
教
授
）
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成
瀬
記
念
館
と
史
料
の
保
存

日
本
女
子
大
学
学
長

成
瀬
記
念
館
館
長

 

大 

場 

昌 

子　
　
　

　
　

成
瀬
記
念
館
の
企
画
展
を
見
る
た
び
に
、
毎
回
展
示
さ
れ
て
い
る
史
料
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
の
豊
か
さ
に
感
銘
を
受
け

ま
す
。
記
念
館
に
寄
せ
ら
れ
る
多
種
多
様
な
史
料
の
整
理
、
記
録
、
保
管
が
成
瀬
記
念
館
の
主
た
る
業
務
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
創
立
者
成
瀬
仁
蔵
の
没
後
一
〇
〇
年
目
に
あ
た
る
今
年
は
、
本
学
の
歴
史
を
語
る
貴

重
な
史
料
が
成
瀬
先
生
亡
き
後
一
世
紀
の
間
、
守
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
事
実
の
重
み
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
す
。

　

今
年
四
月
一
五
日
、
フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
で
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

が
世
界
中
を
駆
け
巡
り
ま
し
た
。
一
一
六
三
年
か
ら
建
設
が
始
ま
り
、
最
終
的
に
は
一
四
世
紀
半
ば
に
完
成
し
た
と
さ

れ
る
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
は
、
着
工
以
来
八
五
〇
年
余
と
い
う
想
像
を
絶
す
る
長
き
に
わ
た
り
、
破
壊
や
略
奪
、
修

復
を
繰
り
返
し
な
が
ら
信
仰
の
核
と
し
て
、
ま
た
パ
リ
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
を
象
徴
す
る
建
築
と
し
て
、
世
界
中
の

人
々
が
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。
日
本
で
も
、一
九
四
九
年
一
月
二
六
日
に
法
隆
寺
金
堂
で
火
災
が
発
生
し
、こ
れ
を
き
っ

か
け
と
し
て
一
九
五
五
年
に
、
一
月
二
六
日
を
文
化
財
防
火
デ
ー
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

普
段
私
た
ち
が
、
そ
こ
に
当
た
り
前
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
歴
史
的
建
造
物
や
内
部
で
所
蔵

さ
れ
て
い
る
文
化
財
は
、
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
く
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
年
月
の
間
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
た

ゆ
ま
ず
守
り
続
け
て
き
た
結
果
と
し
て
現
在
も
在
る
と
い
う
こ
と
を
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
包
む
無
情
の
火
が
物

語
っ
て
い
ま
し
た
。

巻
頭
言



−7−

本
学
は
、
日
本
に
お
け
る
女
子
高
等
教
育
機
関
の
先
駆
け
と
し
て
、
日
本
の
教
育
史
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を

も
つ
史
料
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
史
料
が
成
瀬
先
生
の
没
後
、
次
の
一
〇
〇
年
間
も
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ

て
い
く
よ
う
私
た
ち
も
心
構
え
を
新
た
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
九
年
六
月
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随 想 ずいそう
成
瀬
没
後
百
年
の
年
に
想
う

白
井　

堯
子

今
年
二
〇
一
九
年
三
月
四
日
、「
成
瀬

先
生
没
後
百
年
記
念
式
」が
成
瀬
記
念
講

堂
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
私
は
講
堂
の
片

隅
で
、
日
本
女
子
大
学
の
創
立
と
発
展
の

た
め
に
成
瀬
が
注
い
だ
情
熱
、
そ
し
て
成

瀬
を
助
け
た
多
く
の
人
び
と
の
友
情
と
協

力
に
改
め
て
想
い
を
馳
せ
た
の
で
あ
る
。

私
が
成
瀬
の
名
前
を
知
っ
た
の
は
、
中

学
二
年
生
の
時
だ
っ
た
。
中
学
生
と
し
て

の
生
活
を
和
歌
山
県
で
始
め
た
私
は
、
父

親
が
東
京
へ
転
勤
に
な
っ
た
の
で
、
二
年

生
か
ら
当
時
目
白
に
あ
っ
た
日
本
女
子
大

学
附
属
中
学
校
に
入
学
し
た（
戦
後
間
も

な
い
時
期
だ
っ
た
の
で
二
年
生
の
編
入
試

験
も
行
わ
れ
て
い
た
）。
豊
明
小
学
校
か

ら
の
進
学
者
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中

学
一
年
生
か
ら
の
入
学
者
に
対
し
て
は
、

学
校
側
は
創
立
者
成
瀬
に
つ
い
て
の
教
育

を
系
統
立
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

私
の
よ
う
に
途
中
か
ら
入
っ
た
生
徒
に

と
っ
て
は
、
正
直
言
っ
て
、
創
立
者
を
何

と
な
く
神
の
如
く
崇
拝
す
る
学
校
の
雰
囲

気
に
は
あ
ま
り
馴
染
め
な
か
っ
た
。
た
だ

一
つ
だ
け
私
の
心
を
捕
え
た
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
中
学
の
教
員
室
に
掲
げ
ら
れ

て
い
た「
人
と
し
て
、
婦
人
と
し
て
、
国

民
と
し
て
」と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
成
瀬
の
言
葉
で
あ
り
、
日
本

女
子
大
学
の
根
本
的
な
教
育
方
針
だ
と

知
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

高
等
学
校
の
生
活
は
、
西
生
田
で
は
な

く
、
当
時
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
に
設
立

さ
れ
た
目
白
校
で
過
ご
し
た
。
そ
の
頃
に

な
る
と
、
成
瀬
に
つ
い
て
の
講
話
を
聞
く

こ
と
が
多
く
な
り
、
一
番
印
象
に
残
っ
た

の
は
、
成
瀬
の
近
く
で
仕
事
を
な
さ
っ
た

仁
科
節
先
生
の
静
か
な
、
し
か
し
自
信
に

満
ち
た
成
瀬
論
で
あ
っ
た
。そ
の
後
私
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
、
慶
應
義
塾
大
学
の

英
文
科
で
学
び
、
大
学
教
員
と
し
て
幾
つ

か
の
学
校
で
教
え
な
が
ら
、
結
婚
、
出
産
、

育
児
に
追
わ
れ
る
生
活
を
過
ご
し
、
成
瀬

の
存
在
は
、
い
つ
の
間
に
か
私
の
心
の
中

で
霞
ん
で
し
ま
っ
た
。
た
だ
日
本
と
英
国

の
女
性
史
に
は
関
心
を
も
っ
て
い
た
の

で
、
当
然
な
が
ら
日
本
女
性
に
高
等
教
育

を
与
え
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
た
成
瀬
に

は
深
い
尊
敬
の
念
を
抱
き
、
自
分
が
成
瀬

が
創
立
し
た
日
本
女
子
大
学
の
附
属
中
・

高
で
学
ん
だ
こ
と
を
密
か
に
誇
ら
し
く

思
っ
て
い
た
。

人
生
に
は
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
が
起

こ
る
も
の
だ
。
五
〇
歳
に
な
っ
た
私
が
成

瀬
と
、
日
本
女
子
大
学
の
初
期
の
歴
史
の

虜
に
な
る
よ
う
な
事
件
が
、
先
ず
起
こ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
英
国
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
当
時
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

日
産
日
本
問
題
研
究
所
の
訪
問
研
究
員
と

し
て
一
年
間
英
国
に
滞
在
し
て
い
た
私
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随 想 ずいそう
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
学
図
書
館
や
ア
ー
カ

イ
ヴ
ズ
で
日
英
の
関
係
を
調
べ
て
い
た
。

あ
る
時
、
開
学
し
た
ば
か
り
の
日
本
女
子

大
学（
正
式
に
は
日
本
女
子
大
学
校
）の

教
壇
に
立
っ
て『
ア
ー
サ
ー
王
物
語
』を

講
義
し
て
い
る
英
国
女
性
の
報
告
文
に
出

会
う
。
そ
れ
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
ヒ
ュ
ー
ズ
と

い
う
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
女
子
高
等
師
範
学
校

校
長
を
一
四
年
間
務
め
た
英
国
女
子
高
等

教
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
筆
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。
彼
女
は
訪
日
し
て
、
極
東
地
域

に
お
け
る
最
初
の
女
子
大
学
の
教
育
に
関

わ
る
こ
と
を
喜
び
な
が
ら
も
、
女
子
高
等

教
育
に
反
対
す
る
日
本
人
一
般
か
ら
は
攻

撃
の
的
に
な
っ
て
い
た
開
学
時
の
日
本
女

子
大
学
と
成
瀬
を
支
え
て
い
く
た
め
に

は
、
激
し
い
情
熱
と
ケ
ル
ト
人
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
も
っ
て
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
も
記
し
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
開
学

期
の
日
本
女
子
大
学
英
文
学
部
の
教
師
を

務
め
な
が
ら
、
後
に
女
子
大
の
外
寮
と

な
っ
た「
暁
星
寮
」の
寮
監
と
し
て
女
子

学
生
に
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
行
っ
た
英
国

国
教
会
宣
教
師
Ｅ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
伝

道
本
部（
ロ
ン
ド
ン
）宛
報
告
書
約
五
〇

通
を
読
む
機
会
に
も
、
恵
ま
れ
た
。
そ
こ

に
は
、
寮
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
育
の

み
な
ら
ず
、
成
瀬
や
学
生
と
の
交
わ
り
に

つ
い
て
、
成
瀬
の
主
張
す
る
女
子
高
等
教

育
の
革
新
性
に
つ
い
て
、
上
代
タ
ノ
な
ど

優
秀
な
女
子
学
生
が
暁
星
寮
で
育
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
、
そ
れ
は
、
開
学

期
の
日
本
女
子
大
学
の
数
々
の
場
面
を
映

し
出
す
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ィ
・

フ
ィ
ル
ム
で
あ
っ
た
。

英
国
か
ら
帰
国
後
、
私
は
偶
然
出
会
っ

た
こ
れ
ら
の
貴
重
な
史
料
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
の
か
を
調
べ
る
た
め
に
成
瀬

記
念
館
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
や

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
が
成
瀬
に
宛
て
た
書
簡
が

記
念
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
成

瀬
と
英
国
」「
日
本
女
子
大
学
と
英
国
」と

い
う
重
要
な
テ
ー
マ
が
未
開
拓
の
分
野
で

フィリップス

ヒューズ
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随 想 ずいそう
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
れ
か
ら
長
い
年
月
を
か
け
て
、
日
本

女
子
大
学
の
開
学
期
の
状
況
を
調
べ
る
た

め
に
桜
楓
会
発
行
の『
家
庭
週
報
』を
調

べ
て
ヒ
ュ
ー
ズ
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
に
関
わ

る
記
事
を
拾
い
上
げ
た
り
、『
成
瀬
仁
蔵

著
作
集
』な
ど
を
読
ん
で
成
瀬
の
ヒ
ュ
ー

ズ
に
つ
い
て
の
記
述
に
注
目
し
た
。
日
本

で
女
子
高
等
教
育
を
実
践
し
始
め
た
ば
か

り
の
成
瀬（
当
時
四
三
歳
）は
、
ヒ
ュ
ー

ズ（
五
〇
歳
）の
来
校
を
喜
び
、
代
表
作

『
女
子
教
育
改
善
意
見
』な
ど
に
彼
女
の

名
前
や
考
え
を
何
度
も
紹
介
し
て
い
る

し
、
ヒ
ュ
ー
ズ
の
帰
国
送
別
会
で
は
、

「
嗚あ

呼あ

政
治
上
の
日
英
同
盟
は
已す

で

に
政
治

家
の
手
に
成
り
ぬ　

教
育
上
の
日
英
同
盟

は
正
に
女
史（
ヒ
ュ
ー
ズ
）の
手
に
成
ら

ん
哉
」と
い
う
言
葉
ま
で
も
残
し
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
成
瀬
に
与
え
た
外
国
の

影
響
と
言
え
ば
米
国
の
み
が
強
調
さ
れ
て

き
た
が
、
開
学
期
に
来
日
し
た
英
国
女
子

高
等
教
育
の
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
─
─
─

ヒ
ュ
ー
ズ
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
に
つ
い
て
も

関
心
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
だ
、
と
私
は

ま
す
ま
す
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
問
題
意
識
に
か
ら
れ
て
、

ヒ
ュ
ー
ズ
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
が
日
本
に
残

し
て
い
っ
た
足
跡
を
調
べ
た
り
、
成
瀬
記

念
館
か
ら
与
え
ら
れ
た
宿
題
を
抱
え
て
英

国
に
調
査
に
出
か
け
た
り
し
、私
は
、す
っ

か
り
、
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て『
成
瀬
記
念

館
』に
四
回
ペ
イ
パ
ー
を
書
か
せ
て
頂
き
、

さ
ら
に『
日
本
女
子
大
学
学
園
事
典
』	

に
寄
稿
を
し
、
放
送
大
学
の
面
接
授
業
で

は
、
記
念
館
か
ら
資
料
を
お
借
り
し
て
、

新しく発見された成瀬のヒューズを称えるスピーチ原稿
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随 想 ずいそう
成
瀬
の
名
前
を
掲
げ
た
講
義
も
行
わ
せ
て

頂
い
た
。
こ
う
い
っ
た
思
わ
ぬ
積
み
重
ね

を
経
て
、
昨
年
五
月
に
は
、『
明
治
期
女

子
高
等
教
育
に
お
け
る
日
英
の
交
流
─
─

津
田
梅
子
・
成
瀬
仁
蔵
・
ヒ
ュ
ー
ズ
・

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
』（
ド
メ
ス
出
版
）を
上
梓

し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
私
が
英
国
で

「M
r.	N
aruse

」と
い
う
文
字
と
出
会
っ

て
か
ら
、
何
と
四
半
世
紀
の
月
日
が
流
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
探
求
は
ま
だ
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
奇
し
く
も
成
瀬
没
後
百
年
の

今
年
、
成
瀬
が
英
語
で
記
し
た
ヒ
ュ
ー
ズ

を
称
え
る
貴
重
な
手
稿
な
ど
が
成
瀬
記
念

館
で
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
一
部
を
翻
訳
す

る
と
、ミ

ス
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
私
た
ち
が
ま

さ
に
彼
女
の
よ
う
な
人
の
助
け
を
と
て

も
必
要
と
し
て
い
た
そ
の
時
に
、
来
日

し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
…
…
彼
女
の

知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
意
気
込
み
、
と
り

わ
け
自
己
抑
制
力
に
は
、
感
嘆
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
…
…
彼
女
は
、
女
性
に

高
等
教
育
を
与
え
る
こ
と
が
い
か
に
重

要
か
、
い
か
に
価
値
あ
る
こ
と
か
を
、

言
葉
だ
け
で
な
く
、
身
を
も
っ
て
日
本

国
民
に
示
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ

こ
そ
が
、
ミ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ズ
の
日
本
訪

問
が
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
た
最
大
の

贈
物
で
す
。
…
…

と
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ズ
の
日
本
滞
在

中
の
教
育
体
験
や
視
察
が
、
当
時
の
英
国

政
府
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
も

私
は
手
に
し
て
い
る
の
で
、
調
査
す
る
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
の

仕
事
は
私
に
と
っ
て
、
成
瀬
が
言
う
と
こ

ろ
の「
天
職
」に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

（	

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー	

	

客
員
所
員　

し
ら
い　

た
か
こ
）

「
成
瀬
仁
蔵
先
生
自
筆
の
日
記

等
」
に
お
け
る
脱
酸
性
化
処

理
及
び
そ
の
他
の
保
存
処
置

横
島 

文
夫

こ
の
度
、
弊
社
で
は
成
瀬
仁
蔵
先
生
自

筆
に
よ
る
日
記
等
四
一
冊
に
対
し
て
、
脱

酸
性
化
処
理
を
中
心
と
し
た
保
存
処
置
を

実
施
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

の
脱
酸
性
化
処
理
と
は
酸
性
紙
に
含
ま
れ

る
酸
を
中
和
し
、
紙
資
料
の
保
存
性
を
高

め
る
処
理
の
こ
と
で
、
近
現
代
の
紙
資
料

の
保
存
に
お
い
て
大
変
に
有
効
な
対
策
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
処
理

が
必
要
と
さ
れ
る
酸
性
紙
に
つ
い
て
は
以

下
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
動
物
の
皮
を

加
工
し
た
羊
皮
紙
と
呼
ば
れ
る
薄
い
皮
が

筆
記
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
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随 想 ずいそう
た
。
し
か
し
一
二
世
紀
に
中
国
か
ら
ぼ
ろ

布（
麻
な
ど
）を
原
料
と
す
る
製
紙
法
が

伝
わ
る
と
、
原
材
料
の
確
保
が
よ
り
容
易

で
あ
っ
た
同
製
紙
法
が
徐
々
に
普
及
し
ま

し
た
。
そ
し
て
一
八
世
紀
に
至
る
頃
に
は

識
字
率
の
増
加
も
重
な
っ
て
、
紙
媒
体
の

需
要
は
急
速
に
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
世
紀
に
は
原
料
の
ぼ
ろ
布
不
足

が
社
会
的
な
問
題
に
ま
で
発
展
し
、
つ
い

に
は
原
料
が
豊
富
で
、
か
つ
入
手
が
容
易

な
木
材
パ
ル
プ
に
よ
る
紙
の
量
産
技
術
が

開
発
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
グ
ー
テ
ン
ベ

ル
グ
が
一
五
世
紀
に
発
明
し
た
印
刷
技
術

も
大
き
く
姿
を
変
え
、
同
じ
一
九
世
紀
に

は
高
速
印
刷
を
可
能
に
す
る
輪
転
機
が
登

場
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
製
紙
、
印
刷
双

方
の
技
術
に
お
け
る
一
連
の
発
展
に
伴
っ

て
、
高
速
印
刷
を
実
現
す
る
上
で
欠
か
せ

な
い
イ
ン
ク
の
滲
み
を
防
止
す
る「
サ
イ

ジ
ン
グ
」技
術
も
同
様
に
研
究
さ
れ
、
一

九
世
紀
半
ば
に
は
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を

定
着
剤
と
し
て
用
い
た「
ロ
ジ
ン
サ
イ

ズ
」の
技
術
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

以
降
、
木
材
パ
ル
プ
を
原
料
と
し
、
製
紙

工
程
に
お
い
て
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
添

加
し
た
酸
性
の
紙
、
い
わ
ゆ
る「
酸
性
紙
」

が
大
量
に
普
及
し
ま
す
。

酸
性
紙
の
場
合
、
硫
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

等
に
起
因
す
る
酸
性
化（
水
素
イ
オ
ン
の

増
加
）に
伴
っ
て
、
紙
の
繊
維
を
構
成
す

る
セ
ル
ロ
ー
ス
が
加
水
分
解
し
、
そ
の
結

果
、
柔
軟
性
は
徐
々
に
失
わ
れ
、
紙
質
に

よ
っ
て
は
粉
砕
す
る
ま
で
脆
化
し
ま
す
。

日
本
国
内
に
お
い
て
酸
性
紙
の
生
産
が
本

格
化
す
る
の
は
明
治
二
〇
年
代
で
あ
り
、

以
後
一
九
八
〇
年
代
に
中
性
紙
が
普
及
を

始
め
る
ま
で
、
大
量
の
印
刷
用
紙
や
筆
記

用
紙
が
酸
性
紙
で
あ
り
、
現
在
こ
れ
ら
の

多
く
が
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
日
本
の
伝
統
的
な
和
紙
は
、
楮こ

う
ぞや

三み
つ

椏ま
た

の
靭
皮
繊
維
を
原
料
と
し
、
木
材
パ

ル
プ
に
比
し
て
繊
維
が
長
く
、
柔
軟
性
に

富
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
良
質
な
和
紙
の

製
紙
工
程
で
は
酸
性
物
質
が
添
加
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
安
定
し
た
保
存
性
が
維
持

さ
れ
ま
す
。

今
回
の
保
存
処
置
対
象
と
な
っ
た
成
瀬

先
生
の
日
記
類
に
お
け
る
書
誌
情
報
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
ら
は
一
八
九
〇（
明
治
二
三
）

年
頃
か
ら
一
九
一
九（
大
正
八
）年
頃
に

至
る
も
の
で
、
日
本
国
内
に
お
い
て
酸
性

紙
の
生
産
が
活
発
化
し
た
頃
と
重
な
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
各
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン

等
か
ら
、
初
期
の
日
記
帳
は
外
国
製
で
あ

る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
一
方
、
大
正
年
間

の
日
記
帳
に
付
属
す
る
カ
レ
ン
ダ
ー
等
が

日
本
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
か
ら

国
内
製
品
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
紙
質
は
比
較

的
健
全
で
、
全
て
酸
性
紙
で
は
あ
る
も
の

の
今
な
お
柔
軟
性
を
有
し
て
お
り
、
粉
砕

す
る
ほ
ど
の
脆
化
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
雑

誌
や
新
聞
紙
と
い
っ
た
廉
価
な
紙
に
は
木

材
を
磨
砕
し
て
作
ら
れ
た「
ざ
ら
紙
」（
メ

カ
ニ
カ
ル
パ
ル
プ
）が
用
い
ら
れ
、
こ
れ

ら
は
光
に
よ
っ
て
褐
色
化
す
る
リ
グ
ニ
ン
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随 想 ずいそう
や
重
合
度
の
低
い
ヘ
ミ
セ
ル
ロ
ー
ス
等
の

不
純
物
を
含
む
た
め
に
褐
色
で
、
か
つ
脆

弱
な
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
こ
れ
ら
日
記
類
の
紙
質
に
お
け
る
褐
色

化
は
い
ず
れ
も
軽
微
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
同
紙
質
は
木
材
か
ら
化
学
処

理
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
ケ
ミ
カ
ル
パ
ル

プ
を
原
料
と
し
た
上
質
紙
で
あ
る
こ
と
が

推
定
で
き
、
し
た
が
っ
て
劣
化
も
軽
微
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

対
象
資
料
の
製
本
構
造
は
主
に
折
丁

（
折
り
畳
ま
れ
た
ペ
ー
ジ
の
束
）毎
に
か

が
り
綴
じ
さ
れ
た
も
の
で
、
表
紙
が
厚
紙

や
革
装
と
い
っ
た
形
態
で
す
。
中
に
は
二

つ
折
り
し
た
本
紙
を
中
綴
じ
し
た
だ
け
の

簡
単
な
構
造
の
メ
モ
帳
や
、大
学
ノ
ー
ト
、

そ
し
て
金
属
製
の
リ
ン
グ
式
バ
イ
ン
ダ
ー

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

使
用
さ
れ
て
い
る
筆
記
具
の
多
く
が
ブ

ル
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
ク
に
よ
る
万
年

筆
で
、
墨
書
や
鉛
筆
に
よ
る
記
述
も
散
見

さ
れ
ま
す
。
中
に
は
ア
イ
ロ
ン
・
ガ
ル
・

イ
ン
ク
と
思
わ
れ
る
褐
色
イ
ン
ク
が
使
用

さ
れ
て
お
り
、
文
字
の
周
辺
に
イ
ン
ク
の

滲
み
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
文
字
部
分
が

脆
化
し
て
欠
落
す
る
と
い
っ
た
同
イ
ン
ク

特
有
の
深
刻
な
劣
化
症
状
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
脱
酸
性
化
処
理
は
ア
イ
ロ

ン
・
ガ
ル
・
イ
ン
ク
の
劣
化
を
完
全
に
抑

止
す
る
対
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン

ク
周
辺
に
生
じ
る
酸
性
成
分
を
中
和
す
る

こ
と
が
期
待
で
き
、
紙
質
の
維
持
に
貢
献

し
ま
す
。

脱
酸
性
化
処
理
に
先
立
っ
て
簡
易
補
修

処
置
を
実
施
し
ま
し
た
。
同
補
修
で
は
、

主
に
本
紙
や
挿
入
紙
片
の
破
れ
、
お
よ
び

表
紙
等
の
破
損
個
所
を
和
紙
と
正
麩
糊
で

繕
い
、
ま
た
、
折
れ
や
し
わ
を
フ
ラ
ッ
ト

ニ
ン
グ（
平
面
化
）す
る
と
い
っ
た
処
置

を
実
施
し
ま
し
た
。
な
お
、
製
本
構
造
に

リンクステッチによる綴じ直し作業工程

補修前の綴じが破損した日記帳
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随 想 ずいそう
対
し
て
は
切
れ
た
綴
じ
糸
を
交
換
す
る
、

あ
る
い
は
リ
ン
ク
ス
テ
ッ
チ（
綴
じ
糸
だ

け
で
折
丁
を
連
結
す
る
綴
じ
方
）に
よ
っ

て
綴
じ
直
す
な
ど
し
て
補
修
、
補
強
し
ま

し
た
。

脱
酸
性
化
処
理
に
は
当
社
が
提
供
す
る

ブ
ッ
ク
キ
ー
パ
ー
法
を
用
い
ま
し
た
。
同

技
術
で
は
、
ま
ず
脱
酸
性
化
剤
で
あ
る
酸

化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
微
粒
子
が
懸
濁
し
た

不
活
性
な
液
体
に
紙
資
料
を
浸
漬
さ
せ
、

そ
の
後
に
液
体
の
み
を
気
化
さ
せ
る
こ
と

で
紙
資
料
の
表
面
に
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

の
微
粒
子
を
残
留
さ
せ
ま
す
。
す
る
と
同

物
質
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
紙
に
内
在
す

る
酸
を
中
和
し
続
け
、
結
果
と
し
て
紙
の

寿
命
を
三
倍
か
ら
五
倍
以
上
に
延
命
す
る

効
果
が
、
米
国
議
会
図
書
館
の
研
究
に

よ
っ
て
既
に
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
今
後
三
〇
年
程
度
し
か
、
利
用
可
能
な

状
態
で
保
存
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
脆

弱
な
酸
性
紙
で
あ
っ
て
も
、
同
寿
命
を
一

五
〇
年
以
上
に
延
命
す
る
効
果
が
期
待
で

き
、
紙
資
料
の
利
用
寿
命
を
大
幅
に
改
善

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら

既
に
脆
化
し
た
酸
性
紙
で
は
同
処
理
の
長

期
的
な
効
果
は
期
待
で
き
ず
、
つ
ま
り
脱

酸
性
化
処
理
は
劣
化
し
た
紙
の
回
復
処
置

で
は
な
く
、
劣
化
抑
制
効
果
を
与
え
る
処

置
で
あ
り
、
早
期
の
対
策
が
重
要
と
い
え

ま
す
。

脱
酸
性
化
処
理
の
目
的
は
、
処
理
対
象

と
な
っ
た
日
記
は
も
と
よ
り
、
書
籍
、
公

文
書
、
地
図
、
楽
譜
、
手
紙
と
い
っ
た
、

紙
に
記
録
さ
れ
た
多
様
な
現
物
資
料
を
後

世
に
伝
え
る
こ
と
と
い
え
ま
す
。
今
回
、

脱
酸
性
化
処
理
を
施
し
た
日
記
類
に
お
い

て
は
、
成
瀬
先
生
の
ご
意
志
、
あ
る
い
は

ご
知
見
と
い
っ
た
事
柄
が
、
同
資
料
を
通

じ
て
多
く
の
方
々
に
、
そ
し
て
永
く
語
り

継
が
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
す
。

（
株
式
会
社
プ
リ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
専
務
取
締
役　

	

よ
こ
し
ま　

ふ
み
お
）

レ
ン
ガ
の
会　

篠
田　

明
美

附
属
豊
明
小
学
校
の
卒
業
式
は
、
例
年

成
瀬
記
念
講
堂
に
て
全
児
童
参
加
の
も
と

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

成
瀬
先
生
の
胸
像
と「
信
念
徹
底
」「
自

発
創
生
」「
共
同
奉
仕
」の
三
大
綱
領
が
掲

げ
て
あ
る
舞
台
の
前
で
、
ひ
と
り
一
人
卒

業
証
書
を
授
与
さ
れ
る
卒
業
生
、
そ
の

凛
々
し
い
姿
を
大
き
な
瞳
を
輝
か
せ
て
見

守
る
在
校
生
、
送
別
の
歌
、
答
辞
、
卒
業

の
歌
が
講
堂
内
に
響
き
渡
り
厳
粛
な
式
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
建
物
の

老
朽
化
と
耐
震
基
準
に
満
た
な
い
こ
と
に

よ
り
、
二
階
が
使
用
禁
止
に
な
り
、
つ
い

に
二
〇
一
五
年
全
館
使
用
禁
止
と
な
っ
て

し
ま
い
卒
業
式
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
。
以
後
、
卒
業
式
は
小
学
校
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随 想 ずいそう
の
講
堂（
体
育
館
）で
行
う
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
い
つ
の
日
か
輝
い
た
学
園
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
成
瀬
記
念
講
堂
を
蘇
ら
せ

再
び
卒
業
式
を
あ
げ
さ
せ
た
い
、
ど
う
に

か
し
な
く
て
は
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

成
瀬
記
念
講
堂
は
一
九
七
四（
昭
和
四

九
）年
に
文
京
区
の
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
貴
重
な
建
物
で
す
。
一
九
〇
六

（
明
治
三
九
）年
に
建
て
ら
れ
、
創
建
当

時
は
外
装
が
レ
ン
ガ
造
の
美
し
い
建
物
で

し
た
。
関
東
大
震
災
で
甚
大
な
被
害
を
受

け
、
レ
ン
ガ
壁
は
崩
壊
し
修
築
の
見
込
み

な
し
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
精
神
的
に
重
要

な
建
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
存
の
道
を

と
考
え
外
壁
の
煉
瓦
壁
を
取
り
払
い
木
造

壁
に
か
え
命
脈
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
内
部
は
昔
造
り
の
木
造
の
バ
ジ
リ

カ
様
式
で
美
し
い
の
で
す
が
、
外
観
は
木

造
壁
後
、
ペ
ン
キ
で
の
修
復
を
重
ね
て
き

て
は
い
る
も
の
の
長
き
年
月
に
よ
り
塗
装

は
所
々
剥
が
れ
、
シ
ン
ボ
ル
的
威
容
を
う

し
な
い
寂
し
い
姿
で
存
在
し
て
い
ま
し

た
。ふ

た
た
び
学
園
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
輝

か
せ
教
育
施
設
と
し
て
十
分
に
活
用
で
き

る
状
態
に
し
た
い
。
二
〇
〇
四
年
創
立
一

〇
〇
周
年
を
迎
え
た
日
本
女
子
大
学
教
育

文
化
振
興
桜
楓
会
で
、
記
念
事
業
の
一
つ

と
し
て
、「
私
の
提
言
」と
題
す
る
論
文
を

募
集
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
論
文
の
一
つ

「
成
瀬
記
念
講
堂
を
レ
ン
ガ
造
に
復
元
す

る
。」と
い
う
卒
業
生
の
提
案
が
入
賞
作

品
の
一
つ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
卒
業

生
の
呼
び
か
け
で
卒
業
生
の
有
志（
私
も

加
わ
り
ま
し
た
）と
大
学
関
係
者
を
顧
問

に「
成
瀬
記
念
講
堂
を
レ
ン
ガ
造
り
に
復

元
す
る
会（
通
称	

レ
ン
ガ
の
会
）」が
二

〇
〇
五
年
七
月
に
発
足
い
た
し
ま
し
た
。

成
瀬
記
念
講
堂
を
文
化
財
と
し
て
保
存
し

な
が
ら
耐
震
構
造
、
空
調
完
備
、
収
容
人

数
八
〇
〇
人
、
広
く
活
用
で
き
る
建
物
と

い
う
方
向
で
話
合
い「
一
人
が
レ
ン
ガ
一

枚（
五
〇
〇
〇
円
）を
サ
ポ
ー
ト
す
る
」と

い
う
基
本
構
想
で
こ
の
目
的
を
達
成
し
て

は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月〝
レ
ン
ガ
一
枚
サ

ポ
ー
ト
運
動
〟の
呼
び
か
け
を
発
信
す
る

運
び
と
な
り
チ
ラ
シ
を
作
成
し
配
布
し
ま

し
た
。
早
速
、
多
く
の
方
か
ら
ご
支
援
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

活
動
に
関
し
て
の
会
を
重
ね
て
い
る
う

創建当時の講堂（奥は教育学部校舎）
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随 想 ずいそう
ち
に
、
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
も
文
化
財
に
で

き
な
い
か
と
話
が
進
み
学
園
当
局
に
提
案

い
た
し
ま
し
た
。
文
化
庁
文
化
財
保
護
審

議
会
専
門
調
査
委
員
の
方
々
に
よ
る
成
瀬

記
念
講
堂
・
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅（
成
瀬
記

念
館
分
館
）・
お
茶
室
等
の
視
察
を
受
け
、

各
々
の
価
値
を
認
め
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
早
速
、
学
園
当
局
と
レ
ン
ガ
の
会
が

協
力
し
文
京
区
宛
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
と
お

茶
室
の
文
京
区
文
化
財
指
定
申
請
手
続
き

を
と
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一

日
、
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅（
成
瀬
記
念
館
分

館
）と
家
具
一
四
点
が
文
京
区
指
定
有
形

文
化
財
と
し
て
正
式
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
二
年
間
に
及
ぶ
学
園
当
局
と
レ
ン
ガ

の
会
の
努
力
が
結
実
い
た
し
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
四
月
、
成
瀬
記
念
講
堂
復

元
・
再
生
の
た
め
の
基
礎
調
査
を
そ
の
道

専
門
の
建
築
研
究
所
に
委
託
し
ま
し
た
。

現
場
実
地
調
査
、
文
献
調
査
、
行
政
調
査
、

参
考
事
例
調
査
等
を
行
い
文
化
財
と
し
て

の
価
値
を
保
ち
な
が
ら
学
園
の
施
設
と
し

て
有
効
に
活
用
で
き
る
提
案
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
提
案
を
受
け
会
の
名

称
を「
成
瀬
記
念
講
堂
復
元
・
修
復
実
行

委
員
会
」（
レ
ン
ガ
の
会
）と
い
た
し
ま
し

た
。啓

発
運
動
と
し
て
白
、
ピ
ン
ク
、
黄
色
、

ブ
ル
ー
、
グ
リ
ー
ン
の
五
色
の
タ
オ
ル
ハ

ン
カ
チ
に
刺
繍
で
成
瀬
記
念
講
堂
を
い

れ
、「
二
〇
〇
八
年
日
本
女
子
大
学
創
立

者
成
瀬
仁
蔵
生
誕
一
五
〇
年
を
迎
え
ま

す
。
こ
の
記
念
の
時
に
設
立
一
〇
〇
周
年

を
迎
え
た
成
瀬
記
念
講
堂
を
、
創
建
時
の

レ
ン
ガ
の
姿
に
復
元
・
修
復
す
る
た
め
に

実
行
委
員
会
が
発
足
し
活
動
を
始
め
ま
し

た
。こ
の
ハ
ン
カ
チ
は
皆
様
の
心
を
結
び
、

収
益
は
成
瀬
記
念
講
堂
の
レ
ン
ガ
に
積
み

上
げ
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。」と
記
さ
れ
た

趣
意
書
を
一
緒
に
い
れ
一
枚
三
〇
〇
円

（
原
価
二
〇
〇
円
）で
販
売
を
開
始
い
た

し
ま
し
た
。

販
売
に
は
個
人
、
附
属
校
の
バ
ザ
ー
、

成
瀬
記
念
館
、
回
生
同
窓
会
、
桜
楓
会
支

部
等
が
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
朝
ド
ラ
で
広
岡
浅
子
氏
を
モ
デ
ル
に
し

た
ヒ
ロ
イ
ン
が
登
場
し
た
時
は
、
成
瀬
記

念
館
の
見
学
者
が
増
え
驚
異
的
な
売
れ
行

き
で
し
た
。

二
〇
一
六
年
、
学
園
創
立
一
二
〇
周
年

記
念
事
業
に
伴
い「
成
瀬
記
念
講
堂
リ
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随 想 ずいそう
ニ
ュ
ー
ア
ル
」事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

レ
ン
ガ
の
会
は
成
瀬
記
念
講
堂
を
初
期
建

築
当
時
の
煉
瓦
造
り
で
の
修
復
を
願
い
、

こ
れ
ま
で
活
動
で
得
た
収
益
金
を
学
園
に

寄
付
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
願
い
に
変

わ
り
は
な
い
も
の
の
、
耐
震
基
準
を
満
た

さ
ず
利
用
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
講
堂
の

状
態
に
鑑
み
、
学
園
が
行
う
耐
震
補
強
工

事
の
た
め
に
レ
ン
ガ
の
会
名
義
に
て
一
二

〇
周
年
記
念
事
業
募
金
に
寄
付
し
役
立
て

て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
会

の
名
称
も「
成
瀬
記
念
講
堂
再
生
・
卒
業

生
の
会（
レ
ン
ガ
の
会
）」と
改
名
し
趣
意

書
も「
─
─
現
在
は
耐
震
改
修
工
事
が
必

要
と
な
り「
成
瀬
記
念
講
堂
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
事
業
」と
し
て
大
学
創
立
一
二
〇
周
年

事
業
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。─
─
」

と
一
部
変
更
い
た
し
ま
し
た
。

寄
付
金
の
一
部
は
、
学
園
当
局
の
レ
ン

ガ
の
会
へ
の
ご
理
解
と
ご
厚
意
に
よ
り
講

堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
修
復
代
に
充
て
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
南
面
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
の
右
下
部
に
は
、「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

は
一
九
〇
六（
明
治
三
九
）年
に
豊
明
図

書
館
兼
講
堂
と
し
て
建
設
さ
れ
た
創
建
当

時
の
も
の
が
一
部
現
存
し
て
い
ま
す
。
二

〇
一
七
年
か
ら
の
成
瀬
記
念
講
堂
の
耐
震

補
強
工
事
に
あ
わ
せ
て
、
破
損
箇
所
の
修

復
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
修
復
は
、

成
瀬
記
念
講
堂
再
生
・
卒
業
生
の
会（
レ

ン
ガ
の
会
）の
ご
芳
志
を
得
て
行
わ
れ
ま

し
た
。
二
〇
一
八
年
八
月
」と
記
さ
れ
た

銘
板
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
八
年
九
月
二
二
日
、
成
瀬
記
念

講
堂
耐
震
改
修
工
事
落
成
式
を
迎
え
ま
し

た
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
美
し
い
色
に
輝

い
て
蘇
っ
て
い
ま
し
た
。
微
力
で
は
あ
り

ま
す
が
多
く
の
方
の
母
校
へ
の
思
い
と
私

共
の
努
力
が
結
実
し
た
こ
と
に
感
謝
と
悦

び
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
七
月
発
足
以
来
一
三
年
間

活
動
を
進
め
て
来
ま
し
た
成
瀬
記
念
講
堂

再
生
・
卒
業
生
の
会（
レ
ン
ガ
の
会
）は
、

二
〇
一
八
年
九
月
を
以
っ
て
活
動
を
停
止

し
解
散
い
た
し
ま
し
た
。

二
〇
一
九
年
三
月
一
七
日
、
附
属
豊
明

小
学
校
卒
業
式
は
成
瀬
記
念
講
堂
に
て
挙

行
さ
れ
ま
し
た
。

（
元
附
属
豊
明
小
学
校
校
長	

	

し
の
だ　

あ
け
み
）
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ら
ず
。
又
た
娘
嬢
た
る
の
境
遇
あ
り
、寡
婦
た
る
の
境
遇
あ

り
、個
人
と
し
て
働
く
べ
き
の
境
遇
あ
り
、国
民
と
し
て
行

ふ
べ
き
の
境
遇
あ
り
、実
に
然
り
、女
子
も
亦
人
な
り

4

4

4

4

4

4

4

」（
傍

点
・
片
桐
）

成
瀬
に
と
っ
て
良
妻
賢
母
は
、
女
性
の「
主
要
な
る
」天
職
で

あ
り
、
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
何
故
な
ら
、
女
性
は
、
必
ず
し

も
皆
が
、
妻
や
母
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、「
娘
嬢
た
る
の
境
遇
」

や「
寡
婦
た
る
の
境
遇
」の
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、女
性
の
境
遇
は
、ま
ず
、「
個
人
と
し
て
」「
国
民
と
し
て
」、

す
な
わ
ち「
人
と
し
て
」の
も
の
で
あ
る
。

「
人
と
し
て
」の
女
性
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、「
天

職
」を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
成
瀬
の
言
う「
天
職
」は
、
神
に
与
え

ら
れ
た
使
命
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
言
葉
だ
が
、
ご

成
瀬
仁
蔵（
一
八
五
八
─
一
九
一
九
）は
、
本
年
三
月
四
日
、

没
後
一
〇
〇
年
を
迎
え
た
。
し
か
し
成
瀬
の
思
想
は
、
没
後

一
〇
〇
年
の
時
空
を
超
え
て
な
お
、
検
討
に
値
す
る
価
値
を
持
っ

て
い
る
。
成
瀬
が
、
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
ん
だ
課
題
は
、
今
日

で
も
な
お
、「
課
題
」で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
特
に
、
女
性
観
、
教
育
観
、
宗
教
観
の
三
点
に
つ
い

て
述
べ
て
み
よ
う
。

１
．
女
性
観
─
「
天
職
」
の
あ
る
女
性

成
瀬
は
、
日
本
女
子
大
学
校
創
設
に
先
立
っ
て
、
一
八
九
六
年

に
出
版
し
た『
女
子
教
育
』の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
女
子
の
主
要
な
る

4

4

4

4

天
職
は
賢
母
良
妻
た
る
に
あ
り
と
す

る
も
、そ
の
一
生
は
必
ず
し
も
妻
母
た
る
の
境
遇
の
み
に
止

特
別
寄
稿

現
代
に
生
き
る
成
瀬
仁
蔵

─
そ
の
女
性
観
・
教
育
観
・
宗
教
観
─

片
桐　

芳
雄
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開
い
た
第
一
回
女
子
大
学
創
立
披
露
会
の
直
後
に
、
こ
れ
を「
無

益
の
骨
折
と
云
ふ
可
き
の
み
」（「
女
子
の
本
位
如
何
」『
時
事
新
報
』

一
八
九
七
年
四
月
七
日
）と
、
皮
肉
っ
た
。

福
沢
は
、
儒
教
に
よ
る
婦
徳
を
説
い
た『
女
大
学
』を
厳
し
く

批
判
し
た
が
、「
妊
娠
出
産
に
引
続
き
小
児
の
哺
乳
養
育
は
女
子

の
専
任
に
し
て
、
為
め
に
時
を
失
ふ
こ
と
多
け
れ
ば
、
学
問
上
に

男
子
と
併
行
す
可
ら
ざ
る
は
自
然
の
約
束
と
云
ふ
も
可
な
り
」

（『
女
大
学
評
論
・
新
女
大
学
』一
八
九
九
年
）と
述
べ
た
よ
う
に
、

女
性
が
、
高
等
教
育
を
受
け
て
学
問
を
修
め
、
家
庭
の
外
で
社
会

的
な
活
動
を
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
だ
っ
た
。
福
沢
の
尊
重
し
た

女
性
の
権
利
は
、
あ
く
ま
で
も
、
家
庭
の
な
か
の
、
妻
や
母
と
し

て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

成
瀬
は
、『
女
子
教
育
』に
先
立
つ
一
五
年
前
の
一
八
八
一
年
、

梅
花
女
学
校
の
教
員
時
代
に
著
し
た『
婦を

女ん

子な

の
職つ

と
め務

』の
な
か

で
も「
嫁

よ
め
い
りし

て
子
な
き
も
の
、
あ
る
ひ
は
嫁

よ
め
い
りせ

ざ
る
者
に
は
、
国

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
大
切
な
る
職つ

と
め務

あ
り
」（
ル
ビ
・
原
文
）と
述

べ
て
い
る
。
成
瀬
の
こ
の
よ
う
な
女
性
観
は
、
成
瀬
を
キ
リ
ス
ト

教
に
導
い
た
同
郷
の
先
輩
・
澤
山
保
羅
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
一
八
九
一
年
か
ら
の
米
国
留
学
で
、
よ
り

確
か
な
も
の
と
な
っ
た
。
成
瀬
は
、
家
庭
の
中
だ
け
で
は
な
く
、

社
会
に
お
い
て
も
、
生
き
生
き
と
活
動
す
る
米
国
の
女
性
た
ち
の

姿
に
、
強
い
印
象
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。

く
卑
近
に
表
現
す
れ
ば
、
人
生
を
託
す
に
足
る「
生
き
が
い
」で

あ
る
。

成
瀬
の
時
代
、
女
性
の
主
要
な
生
き
が
い
は
、
妻
と
な
り
、
母

と
な
る
こ
と
だ
っ
た
。
女
性
に
は
、
人
生
を
託
す
に
足
る
よ
う
な

仕
事
が
、
他
に
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
妻
や
母
と

な
る
こ
と
以
外
に
、
女
性
の
生
き
が
い
を
、
見
出
し
に
く
い
時
代

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
女
子
大
学
校
の
卒
業
生
た
ち
は
、
妻

や
母
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
生
き
が
い
を
も
切
り

拓
い
て
行
っ
た
。
井
上
秀
や
丹
下
ウ
メ
、
原
口（
新
井
）鶴
子
や

平
塚
ら
い
て
う
等
々
、
成
瀬
の
教
え
子
た
ち
の
名
前
を
思
い
浮
か

べ
れ
ば
、
そ
れ
が
良
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
成
瀬
の
女
性
観
は
、「
聖
書
の
理
想
的
婦
人
は
従

順
の
婦
人
な
り
、
即
ち
権
利
を
争
は
ざ
る
婦
人
な
り
」（『
貞
操
美

談
・
路
得
記
』一
八
九
三
年
）と
か
、「
男
は
、
そ
の
主
な
る
キ
リ

ス
ト
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
高
む
る
が
ご
と
く
に
、

女
も
ま
た
、
そ
の
主
な
る
男
に
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を

高
く
す
る
。」（「
東
西
の
女
性
観
」『
聖
書
之
研
究
』一
九
二
九
年
七

月
）な
ど
と
述
べ
て
、
女
性
に
ひ
た
す
ら
、
従
順
の
徳
を
求
め
た
、

内
村
鑑
三（
一
八
六
一
─
一
九
三
〇
）な
ど
と
は
、
ま
っ
た
く
異

な
る
。

ま
た
、
女
性
の
権
利
に
理
解
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
福
沢
諭
吉

（
一
八
三
五
─
一
九
〇
一
）の
場
合
も
、
成
瀬
が
帝
国
ホ
テ
ル
で
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成
瀬
は
米
国
留
学
で
、「
女
性
の
領
域
」（W

om
an’s Sphere

）と

い
う
概
念
を
学
ん
だ
。
留
学
先
の
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
で
成

瀬
が
師
事
し
た
タ
ッ
カ
ー
教
授
は
、
女
性
に
は
、
男
性
と
異
な
る
、

女
性
に
ふ
さ
わ
し
い「
女
性
の
領
域
」が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、

「
ホ
ー
ム
」を
作
る
こ
と
を
第
一
と
し
な
が
ら
も
、
教
育
や
慈
善

活
動
、
さ
ら
に
は
学
術
や
政
治
に
至
る
ま
で
、
き
わ
め
て
広
範
囲

の
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
成
瀬
が
留
学
し
た
当
時
の
米
国
に
お
い

て
、
広
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
女
性
た
ち
は
、
こ

れ
を
論
拠
に
、
社
会
的
な
地
位
を
獲
得
し
、
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

成
瀬
は
、
こ
の
考
え
方
に
、
深
く
同
意
し
た
。

し
か
し
他
方
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
批
判
す
る
女
性
た
ち
も
少

な
く
な
か
っ
た
。
彼
女
ら
は
、
女
性
に
、
男
性
と
異
な
る
領
域
が

あ
る
と
す
る
考
え
方
そ
の
も
の
に
反
対
し
、「
ホ
ー
ム
」を
作
る
こ

と
を
女
性
の
任
務
の
第
一
に
す
る
こ
と
自
体
に
も
反
対
し
た
。
女

性
は
、
男
性
と
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
彼
女
ら
は
考
え
た
。
成
瀬
が
訪
問
し
た
ウ
エ
ル
ズ
リ
ー
・

カ
レ
ッ
ジ
の
教
授
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
女
性
だ
っ
た
が
、

彼
女
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

成
瀬
は
、
そ
の
見
解
に
賛
成
で
き
な
か
っ
た
。

留
学
二
年
目
の
秋
、
成
瀬
は
、
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
を
あ

と
に
し
て
、
ク
ラ
ー
ク
大
学
に
入
学
し
た
。
こ
こ
で
師
事
し
た
心

理
学
者
の
ス
タ
ン
レ
ー
・
ホ
ー
ル（
一
八
四
四
─
一
九
二
四
）は
、

男
女
の
違
い
を
明
確
に
し
、
男
性
は
ヨ
リ
男
性
的
に
、
女
性
は
ヨ

リ
女
性
的
に
教
育
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
心
理
学
の
父
と
も
称
さ
れ
る
ホ
ー
ル
の
見
解
は
、
心
理
学
研

究
の
最
先
端
の
成
果
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
成
瀬
は
、
改

め
て
自
ら
の
見
解
へ
の
確
信
を
深
め
た
。

「
女
性
の
領
域
」を
認
め
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
を
作
る
た
め
の
家

事
を
合
理
化
し
、
そ
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
専

門
的
知
識
を
、女
子
大
学
は
研
究
・
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
知
見
は
、
成
瀬
の
女
子
大
学
構
想
の
、
重
要
な
基
盤
と

な
っ
た
。

女
性
が
社
会
進
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
二
つ
の
戦
略
が
あ

る
。
可
能
な
限
り
女
性
性（W

om
anhood

）を
捨
て
て「
男
並
み
」

に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
女
性
性
を
捨
て
る
こ
と
な
く
母
性
を
尊

重
し
、
そ
の
社
会
的
保
護
を
要
求
し
て
、
女
性
性
を
生
か
し
た
社

会
進
出
を
図
る
か
。
こ
の
両
者
を
め
ぐ
っ
て
戦
わ
さ
れ
た
の
が
、

平
塚
ら
い
て
う
と
与
謝
野
晶
子
ら
に
よ
る
、
母
性
保
護
論
争
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
論
争
は
、
成
瀬
の
晩
年
に
起
こ
り
、
そ
の
没
後

ま
で
続
い
た
。
成
瀬
の
女
性
観
は
、
母
性
保
護
を
主
張
し
た
平
塚

ら
い
て
う
に
受
け
継
が
れ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

母
性
保
護
論
争
は
、
性
差
極
大
主
義
と
性
差
極
小
主
義
と
の
間

に
揺
れ
る
現
代
の
女
性
観
を
め
ぐ
る
論
議
に
、形
を
変
え
て
な
お
、
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未
決
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
女
性
性
の
視
点
に
立
ち「
女

性
の
領
域
」の
存
在
を
認
め
た
成
瀬
の
女
性
観
は
、
今
日
で
も
な

お
検
討
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
．
教
育
観
─
自
学
自
動
主
義

成
瀬
は
、「
私
は
少
さ
い
時
に
学
問
が
嫌
ひ
で
あ
つ
た
。
本
を

習
ふ
と
い
ふ
こ
と
、
算
盤
を
教
は
る
と
い
ふ
こ
と
が
誠
に
嫌
ひ
で

あ
つ
た
。」と
述
べ
て
い
る（『
成
瀬
先
生
傳
』）。
ま
た
山
口
県
教

員
養
成
所（
現
・
山
口
大
学
教
育
学
部
）で
学
び
、
小
学
校
教
員

と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
上
意
下
達
式
の
形
式
的
な
教
育
を
嫌
っ

た
。成

瀬
は
、
受
け
身
の
教
育
で
は
な
く
、
能
動
的
な
独
学
を
好
ん

だ
。
ま
さ
に
、
自
学
自
動
は
、
成
瀬
自
ら
の
体
験
に
根
ざ
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
梅
花
女
学
校
で
も
、
新
潟
女
学
校
で
も
、
成
瀬
の

教
育
の
中
心
に
、
自
学
自
動
主
義
が
あ
っ
た
。
成
瀬
は
さ
ら
に
、

米
国
で
の
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
磨
き
を
か
け
た
。

成
瀬
は
、『
新
時
代
の
教
育
』（
博
文
館
、
一
九
一
四
年
）の「
教

育
の
目
的
と
自
学
自
動
主
義
」と
題
す
る
項
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。「

要
す
る
に
、優
秀
な
る
品
性
を
具
へ
、充
実
せ
る
活
力
を

有
す
る
高
尚
偉
大
な
る
人
物
を
養
成
す
る
、教
育
の
根
本
方

法
は
、青
年
の
自
発
的
動
力
を
開
発
培
養
し
、其
の
効
果
を

実
地
に
生
ず
べ
き
生
活
法
を
自
得
せ
し
む
る
に
在
り
。
是
れ

即
ち
吾
人
の
所
謂
自
学
自
動
主
義
の
教
育
な
り
と
す
。」

こ
の
よ
う
に
成
瀬
は
、「
高
尚
偉
大
な
る
人
物
」を
養
成
す
る
方

法
と
し
て
、
自
学
自
動
主
義
の
教
育
の
意
義
を
力
説
し
た
。
そ
し

て
日
本
女
子
大
学
校
の
教
育
方
針
と
し
て
、「
実
業
的
社
会
的
教

育
」を
示
し
た
。

「
実
業
的
社
会
的
教
育
」と
は
、
実
業
に
直
接
の
役
に
立
つ
、

い
わ
ゆ
る
実
業
教
育
の
こ
と
で
は
な
く
、
学
校
そ
の
も
の
が「
工

場
的
社
会
的
、
家
庭
的
要
素
」を
備
え
、
文
学
、
商
工
、
手
芸
、

さ
ら
に
は
音
楽
、
美
術
も
こ
れ
に
加
わ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
育
、

徳
育
、
情
育
、
体
育
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
之
を
詳
言
す
れ
ば
、学
生
を
し
て
学
ぶ
所
の
も
の
は
、自

ら
之
を
実
行
し
て
、自
ら
理
解
力
、選
択
力
、想
像
力
、発
明

力
及
び
観
察
力
を
養
は
し
む
る
に
あ
り
。」（「
我
校
の
教
育
方

針
に
就
て
」『
家
庭
週
報
』
第
二
〇
号
、
一
九
〇
五
年
三
月

二
五
日
）

具
体
的
に
は
、
料
理
の
授
業
で
は
、
単
に
肉
や
魚
や
野
菜
の
煮

炊
き
の
方
法
を
教
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
通
し
て「
理
化

学
応
用
の
能
力
を
啓
発
し
、
衛
生
、
経
済
の
工
夫
も
、
自
か
ら
実

験
に
よ
り
て
会
得
せ
し
め
」る
の
で
あ
り
、
牧
畜
や
園
芸
の
活
動

は
、
こ
れ
に
よ
っ
て「
動
植
物
発
育
の
実
際
と
生
物
進
化
の
状
態

を
不
知
不
識
の
間
に
理
解
せ
し
め
」る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に「
微
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妙
な
る
天
然
の
法
則
も
、
こ
れ
に
由
つ
て
其
の
一
班
を
会
得
せ
し

め
」る
こ
と
に
な
る
。

じ
っ
さ
い
日
本
女
子
大
学
校
で
は
、
鶏
舎
を
作
り
、
牧
場
で
牛

を
飼
い
、
菜
園
で
野
菜
や
花
を
育
て
た
り
す
る
と
と
も
に
、
学
年

縦
断
的
な「
縦
の
会
」と
学
部
横
断
的
な「
横
の
会
」が
組
織
さ
れ
、

さ
ら
に
文
芸
係
や
体
育
係
等
の
係
活
動
に
よ
っ
て
、
運
動
会
や
文

芸
会
等
、
学
生
が
積
極
的
に
参
加
す
る
自
治
的
な
活
動
が
奨
励
さ

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
成
瀬
の
教
育
方
針
は
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ（
一 

八
五
九
─
一
九
五
二
）の
教
育
思
想
と
も
重
な
る
。
デ
ュ
ー
イ
が

一
八
九
九
年
に
出
版
し
た『
学
校
と
社
会
』は
成
瀬
記
念
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
が
、成
瀬
は
こ
の
書
を
、鉛
筆
で
黒
々
と
ア
ン
ダ
ー

ラ
イ
ン
を
引
き
な
が
ら
、
熱
心
に
読
ん
だ
。
こ
の
書
は
、
シ
カ
ゴ

大
学
付
属
実
験
学
校
で
の
実
践
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。問

題
解
決
学
習
法
な
ど
と
称
さ
れ
る
こ
の
方
法
は
、
一
般
に
、

初
等
教
育
で
の
方
法
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
成
瀬
は
こ
れ
を
、
高

等
教
育
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

デ
ュ
ー
イ
の
考
え
に
沿
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

成
瀬
は
別
の
論
考
で
、
米
国
で
計
画
又
は
実
施
さ
れ
て
い
る
学

校
と
し
て
、
二
〇
余
人
の
教
師
と
二
五
〇
名
の
学
生
が
一
年
か
け

て
世
界
を
航
海
し
四
年
間
で
世
界
を
四
周
し
て
卒
業
す
る
学
校
船

Schoolship

や
、
学
校
をcity

と
し
学
生
を
市
民citizen

と
み
な

し
て
生
活
し
な
が
ら
学
ぶ
学
校
都
市School C

ity

の
試
み
な
ど

を
紹
介
し
て
い
る（「
日
本
女
子
大
学
校
の
二
百
十
日
」『
日
本
女

子
大
学
校
学
報
』第
二
号
、
一
九
〇
三
年
一
二
月
）。
成
瀬
は
こ

の
よ
う
な
実
践
に
も
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
女
子
大
学
校
で
の
自
学
自
動
主
義
教
育
は
、
や
が
て
、
実

験
・
実
習
を
重
視
す
る
教
育
と
し
て
、
高
等
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い

教
育
形
態
へ
と
高
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
帝
国
大
学
に
劣
ら
な
い

設
備
を
持
つ
香
雪
化
学
館
が
建
設
さ
れ
、
化
学
実
験
等
は
こ
こ
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
は
一
九
一
七
年
に
は
、
成
瀬
が
親
し
く
交
流
し
、
ま
た

日
本
女
子
大
学
校
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｗ
・
エ

リ
オ
ッ
ト
総
長
に
よ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
改
革
を
モ
デ
ル
に
、
自

由
選
択
制
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
導
入
し
た
。
こ
れ
も
自
学
自
動
主

義
教
育
の
精
神
を
生
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
日
本
女
子
大
学
校
に
お
け
る
自
学
自
動
主
義
の
教

育
は
、
高
等
教
育
の
新
教
育（N

ew
 education

）と
も
言
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
人
格
形
成
を
目
的
と
す
る
一
般
教
育（
教
養
教

育
）と
、
専
門
的
な
知
識
・
技
能
を
教
授
す
る
専
門
教
育
と
を
統

合
し
て
充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

大
学
教
育
に
お
い
て
、
人
格
形
成
を
め
ざ
す
一
般
教
育
と
、
専

門
的
な
知
識
・
技
能
の
獲
得
を
め
ざ
す
専
門
教
育
と
の
関
係
構
築
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は
、い
ま
も
な
お
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
お
い
て
も
、

当
初
は
一
般
教
育
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
こ
れ
が
軽
視
・
衰
退
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

成
瀬
が
留
学
し
た
米
国
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
教

育
の
伝
統
が
、
今
な
お
健
在
で
あ
る
が
、
成
瀬
は
、
セ
ブ
ン
・
シ

ス
タ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
た
女
性
カ
レ
ッ
ジ
で
こ
の
教
育
が
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
日
本
女
子
大
学
校
で
は
、
女
性
に
ふ

さ
わ
し
い
専
門
教
育
を
も
重
視
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

今
日
、
大
学
に
お
い
て
も
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
称

し
て
、学
生
た
ち
の
能
動
的
学
習
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
成
瀬
が
一
〇
〇
年
以
上
前
に
主
張
し
た
も
の
だ
っ
た
、
と

言
え
る
。

人
格
の
形
成
と
知
識
・
技
能
の
教
授
と
の
関
係
、
つ
ま
り
は
、

単
な
る
専
門
的
知
識
の
獲
得
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
人
格
の
形

成
に
も
資
す
る
知
識
・
技
能
の
教
授
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ

れ
る
べ
き
な
の
か
、
こ
れ
は
教
育
の
、
永
遠
の
課
題
だ
と
言
っ
て

も
良
く
、
成
瀬
の
自
学
自
動
主
義
の
教
育
は
、
そ
れ
に
一
つ
の
回

答
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

３
．
宗
教
観
―
帰
一
思
想

同
郷
の
先
輩
澤
山
保
羅
に
導
か
れ
て
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と

な
っ
た
成
瀬
仁
蔵
は
、
一
九
一
二
年
に
帰
一
協
会
を
組
織
し
、
帰

一
思
想
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
、
米
国
留
学
前
、
四
年
余
を
過
ご
し
た
新
潟
時
代
の
経
験
に

あ
る
。

一
八
八
四
年
に
大
和
郡
山
教
会
の
牧
師
と
な
っ
た
成
瀬
は
、
そ

の
熱
心
な
活
動
が
認
め
ら
れ
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
重
要
拠

点
で
あ
っ
た
新
潟
市
に
牧
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
当
時
の
新
潟

で
は
、
成
瀬
の
属
す
る
会
衆
派
の
組
合
教
会
と
長
老
派
系
の
一
致

教
会
と
の
合
同
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
成
瀬
は
そ
の
困

難
な
問
題
を
解
決
す
る
使
命
を
帯
び
て
新
潟
に
赴
任
し
た
の
だ

が
、
中
央
に
お
け
る
両
組
織
の
統
合
不
調
も
あ
っ
て
、
そ
の
問
題

の
解
決
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
成
瀬
は
、
こ
の
時
期
、
内
村
鑑
三
と
対
立
し
た
い
わ
ゆ
る

北
越
学
館
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
地
元
有
志
の
要
請

を
受
け
て
新
潟
女
学
校
の
設
立
に
も
取
り
組
ん
だ
。

一
八
八
八
年
二
月
、
成
瀬
は
牧
師
を
辞
任
し
た
。
こ
の
と
き
組

合
教
会
の
重
鎮
・
新
島
襄
宛
に
送
っ
た
書
簡
で
成
瀬
は
、「
小
弟

当
地
ニ
参
り
し
以
来
一
致（
教
会
と
の
・
片
桐
）合
併
之
為
種
々

力
を
尽
し
…
…
大
ニ
尽
力
致
せ
し
も
到
底
行
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず

益
々
悪
し
く
相
成
候
」と
教
会
合
同
の
困
難
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に「
吾
組
合
教
会
ニ
も
一
之
偽
善
之
分
子
有
之
、
即
ち
毒
を

含
む
の
分
子
ニ
御
座
候
」と
、
自
ら
の
属
す
る
組
合
教
会
内
部
に

も「
毒
を
含
む
の
分
子
」が
い
る
こ
と
を
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
な
、
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最
も
信
頼
す
べ
き
自
ら
の
教
会
員
を
も
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
は
、
成
瀬
の
心
を
、
深
く
傷
つ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

成
瀬
の
牧
師
辞
任
は
、
新
潟
女
学
校
校
長
と
し
て
、
そ
の
職
務

に
専
念
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
こ
の
頃
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
懐
疑
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
、と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
絶
対
的
な
信
仰
を
寄
せ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
、
客
観
的
に

「
研
究
」し
た
い
、
と
の
思
い
が
成
瀬
に
生
じ
た
。
成
瀬
は
、
新

潟
女
学
校
の
経
営
が
軌
道
に
乗
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
ろ
、「
神
学

上
の
問
題
」の
研
究
の
た
め
に
、
米
国
留
学
を
決
意
し
た
。

ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
で
師
事
し
た
タ
ッ
カ
ー
教
授
は
、
社

会
的
実
践
を
重
視
す
る
神
学
者
で
、
当
時
、
米
国
で
影
響
力
を
拡

大
し
つ
つ
あ
っ
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
理
解
を
示
し
た
。

彼
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
自
ら
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
①
進

化
論
を
含
む
近
代
科
学
の
受
容
、
②
聖
書
研
究
の
自
由
の
主
張
、

③
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム（
超
教
派
主
義
）の
立
場
、
④
キ
リ
ス
ト
の

人
間
性
の
承
認
、
⑤
宗
教
的
・
霊
的
世
界
の
強
調
、
⑥
人
間
的
実

践
の
重
要
性
の
六
点
に
要
約
で
き
る（T

he F
unction of the 

C
hurch in M

odern Society

、
一
九
一
一
年
。
河
村
望
訳『
近
代

社
会
に
お
け
る
教
会
の
役
割
』桜
楓
会
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）。

成
瀬
は
、こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
観
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。

成
瀬
は
、一
九
〇
六
年
一
月
三
一
日
、日
本
女
子
大
学
校
の「
実

践
倫
理
」の
授
業
で
宗
教
問
題
を
取
り
上
げ
、
最
も
偉
大
な
人
物

と
し
て
イ
エ
ス
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
、「（
し
か
し
）今
日
は
信
じ

難
い
事
が
沢
山
あ
る
の
で
す
」と
述
べ
た
。
そ
し
て「
も
ー
古
い

仏
教
、古
い
ク
リ
ス
ト
教
は
今
日
に
は
適
し
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

（
中
略
）あ
な
た
方
は
、
若
い
人
は
将
来
に
活
き
る
の
で
あ
る
。

将
来
の
宗
教
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。」と
語
っ
た（『
日
本
女
子
大

学
校
長
成
瀬
仁
蔵
先
生
述
・
実
践
倫
理
講
話
筆
記
・
明
治

三
十
七
・
三
十
八
年
度
ノ
部
』成
瀬
記
念
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

成
瀬
自
身
も
、「
将
来
の
宗
教
」を
模
索
し
た
。
姉
崎
正
治
や
渋

沢
栄
一
と
と
も
に
帰
一
協
会
を
組
織
し
、
日
本
国
内
だ
け
で
は
な

く
、
賛
同
者
を
募
っ
て
、
欧
米
へ
の
旅
に
も
出
た
。
イ
ン
ド
の
タ

ゴ
ー
ル
と
も
親
し
く
交
流
し
た
。

成
瀬
が
最
後
に
到
達
し
た
宗
教
的
境
地
は
、
亡
く
な
る
一
年
半

前
、
一
九
一
七
年
夏
に
軽
井
沢
で
行
な
っ
た「
軽
井
沢
山
上
の
生

活
」と
題
さ
れ
る
一
〇
回
の
講
義
で
示
さ
れ
て
い
る
。

成
瀬
は
言
う
。

「
信
念
生
活
の
目
的
は
大
生
命
に
帰
一
す
る
│
即
ち
究
極

的
帰
一
、真
の
実
在
に
到
達
す
る
│
と
い
ふ
所
に
あ
る
。」

「
こ
の
吾
人
の
心
の
根
底
に
憧
憬
し
て
止
ま
な
い
至
上
人

格
は
宗
教
の
実
質
と
な
る
べ
き
本
質
な
る
人
間
と
、其
の
偉

大
な
る
者
と
の
間
に
友
情
の
関
係
の
出
来
得
る
実
在
者
で
あ

る
。
而
し
て
こ
れ
は
宗
教
上
に
て
い
ふ
祈
り
に
よ
っ
て
直
接

に
接
触
し
交
通
し
得
ら
る
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
瞑
想
に
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よ
っ
て
そ
の
目
的
あ
り
意
志
あ
り
感
情
あ
り
思
想
あ
る
神
を

認
め
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
実
に
こ
の
神
の
実
現

を
研
究
し
認
識
す
る
の
は
瞑
想
に
よ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
吾
人
に
は
神
性
仏
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

相
共
同
し
大
生
命
に
到
る
と
い
ふ
信
念
を
持
し
得
る
の
で
あ

る
。
即
ち
吾
人
の
信
念
生
活
の
経
験
と
は
神
と
吾
人
と
そ
の

二
者
の
間
にO

neness
を
意
識
し
、直
接
に
そ
の
感
化
を
受

け
同
一
生
命
に
聯
な
る
こ
と
を
意
識
す
る
の
境
界
に
入
る
こ

と
を
い
ふ
の
で
あ
る
。」（
第
三
講
）

私
た
ち
の
内
に
は
、
誰
で
も
、
神
性
や
仏
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

神
と
も
仏
と
も
呼
ぶ
べ
き
至
上
人
格（Suprem

e Person

）を
希
求

す
る
。
し
か
し
神
性（
仏
性
）に
よ
っ
て
至
上
人
格
に
到
達
す
る

に
は
、
頭
に
よ
っ
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
心
に
よ
っ
て
感
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
性
を
働
か
せ
て
瞑
想（
自
念
）す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
至
上
人
格
とO

neness

を
得
る（
帰

一
す
る
）の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
成
瀬
は
、
そ
の
境
地
に
至
る
に
は「
到
底
言
葉
や
形

を
以
て
い
ひ
表
は
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
ゞ
詩
に
よ
つ
て
そ
の

気
分
を
味
ふ
よ
り
外
に
道
は
な
い
で
あ
ら
う
」（
第
一
〇
講
）と
、

「
軽
井
沢
山
上
の
生
活
」の
講
義
で
一
三
編
の
詩
を
読
み
上
げ
る
。

成
瀬
の
こ
の
よ
う
な
宗
教
観
は
、
難
解
な
表
現
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
意
外
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
。

成
瀬
は
、
客
観
的
な
認
識
の
世
界
を
超
え
た
、
信
仰
の
世
界
の

存
在
を
認
め
る
。
そ
れ
は
、理
性
に
よ
っ
て
知
る
世
界
で
は
な
く
、

感
性
に
よ
っ
て
感
得
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
宗

教
も
、
瞑
想（
自
念
）す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な「
至
上
人

格
」に
到
達
し
、
そ
れ
と
のO

neness

（
帰
一
）を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
よ
う
な
成
瀬
の
宗
教
観
は
、
意
外
に
も
、
成
瀬
が
親
し
く

交
流
し
た
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
観
と
も
つ
な
が
る
。

デ
ュ
ー
イ
は
一
九
三
四
年
に
出
版
し
た A

 C
om

m
on Faith

（
岸
本

英
夫
訳『
誰
れ
で
も
の
信
仰
』一
九
五
一
年
、
栗
田
修
訳『
人
類
共

通
の
信
仰
』二
〇
一
一
年
）の
第
一
章
をR

eligion V
ersus the 

R
eligious

と
題
し
、
宗
教（R

eligion

）に
対
し
て
、
宗
教
的
な
る

も
の（the R

eligious

）の
意
義
を
強
調
し
た
。
成
瀬
の
求
め
る
宗

教
も
、
ま
さ
に
特
定
の
宗
教（R

eligion

）で
は
な
く
、
宗
教
的
な

る
も
の（the R

eligious

）だ
っ
た
の
で
あ
る
。

が
ん
に
侵
さ
れ
て
亡
く
な
る
ま
で
一
〇
年
の
闘
病
生
活
を
送
っ

た
東
京
大
学
宗
教
学
科
教
授
の
岸
本
英
夫（
一
九
〇
三
─
一
九 

六
四
）は
、
そ
の
遺
著『
死
を
見
つ
め
る
心
─
ガ
ン
と
た
た
か
っ

た
十
年
間
─
』（
一
九
六
四
年
、
講
談
社
文
庫
）で
、
成
瀬
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

「
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
、一
生
懸
命
生
き
な
が
ら
、や

は
り
、私
は
、ひ
ま
が
あ
れ
ば
、死
と
い
う
も
の
は
何
か
、と
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考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
思

い
わ
ず
ら
っ
て
い
た
と
き
に
、ふ
と
し
た
機
会
に
、「
死
」と

い
う
こ
と
に
対
す
る
考
え
か
た
の
目
が
ひ
ら
け
た
の
で
あ
る
。

そ
の
目
を
ひ
ら
い
て
く
れ
た
の
は
、目
白
の
日
本
女
子
大
学

の
創
立
者
で
あ
る
成
瀬
仁
蔵
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。」

ま
た
昨
年
暮
れ
に
亡
く
な
っ
た
同
志
社
大
学
出
身
の
宗
教
学

者
・
笠
原
芳
光（
一
九
二
七
─
二
〇
一
八
）も
、
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。「

こ
の
あ
い
だ
成
瀬
仁
蔵
に
興
味
を
も
っ
て
調
べ
て
み
ま

し
た
。
あ
の
人
は
も
と
正
統
主
義
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
っ

た
の
が
、ア
メ
リ
カ
の
ア
ン
ド
バ
ー
神
学
校
、ク
ラ
ー
ク
大

学
で
勉
強
し
て
、だ
ん
だ
ん
リ
ベ
ラ
ル
に
な
っ
て
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
に
近
く
な
る
ん
で
す
。
ベ
ン
ガ
ル
の
文
学
者
タ
ゴ
ー
ル

を
呼
ん
で
ね
、軽
井
沢
の
学
寮
の
、大
き
な
木
の
下
で
タ
ゴ
ー

ル
に
樹
下
の
講
義
を
や
ら
せ
た
り
、そ
う
い
う
意
味
で
お
も

し
ろ
い
人
で
す
ね
。
で
も
成
瀬
仁
蔵
は
な
ぜ
か
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。」『
宗
教
の
森
』（
一
九
九
三
年
、春
秋
社
）

成
瀬
の
宗
教
観
は
、
地
球
上
に
各
種
の
宗
教
上
の
問
題
が
絶
え

な
い
今
日
、
ま
す
ま
す
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

成
瀬
仁
蔵
の
、
女
性
観
、
教
育
観
、
宗
教
観
を
つ
な
ぐ
キ
ー
・

ワ
ー
ド
は
、「
自
然
」で
あ
ろ
う
。
成
瀬
の
思
想
の
根
底
に「
自
然
」

が
あ
る
か
ぎ
り
、
成
瀬
の
思
想
は
、
時
代
を
超
え
て
生
き
つ
づ
け

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

（
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授　

か
た
ぎ
り　

よ
し
お
）
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か
っ
た
。
し
か
し
、
お
話
し
を
く
だ
さ
っ
た
日
本
女
子
大
学
教
授

（
現
在
は
名
誉
教
授
）の
吉
良
芳
恵
先
生
は
、
と
あ
る
資
料
の
編

纂
で
お
世
話
に
な
っ
て
以
来
、
大
変
よ
く
し
て
い
た
だ
い
て
い
た

ご
恩
が
あ
り
、
ま
た
、
研
究
上
の
関
心
は
と
も
あ
れ
、
歴
史
資
料
、

特
に
崩
し
字
を
読
む
こ
と
自
体
が
好
き
な
私
は
喜
ん
で
引
き
受
け

た
。と

こ
ろ
が
、
実
際
に
成
瀬
氏
の
書
簡
を
拝
見
す
る
と
、
こ
れ
が

な
か
な
か
の
難
物
で
あ
っ
た
。
か
な
り
ク
セ
が
強
く
、
こ
う
い
え

ば
お
叱
り
を
受
け
そ
う
だ
が
、
悪
筆
の
部
類
で
あ
る
。
事
前
に
吉

良
先
生
が
、
結
構
難
し
い
け
ど
、
と
心
配
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

た
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
崩
し
字
の
解
読
に
だ
け
は
自
信
を

持
っ
て
い
た
私
で
あ
っ
た
が
、
結
構
苦
戦
し
た
。
も
っ
と
も
、
崩

し
方
の
基
本
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
最
初
は
面
食

ら
う
の
だ
が
、
馴
れ
て
く
る
と
そ
れ
な
り
に
読
め
る
よ
う
に
な
る

今
回
、
成
瀬
仁
蔵
関
係
書
簡
集
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
成
瀬
記

念
館
か
ら
拙
文
寄
稿
の
お
す
す
め
を
い
た
だ
い
た
。
何
を
書
こ
う

か
と
思
案
し
た
が
、
気
の
利
い
た
文
章
が
思
い
つ
く
ほ
ど
器
用
で

も
な
い
の
で
、
本
件
に
私
が
関
わ
っ
た
い
き
さ
つ
と
、
そ
こ
で
感

じ
た
い
く
つ
か
の
点
を
つ
づ
る
こ
と
で
、
こ
の
大
任
を
ご
ま
か
す

こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。＊

成
瀬
仁
蔵
関
係
書
簡
の
翻
刻
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
た

し
か
二
〇
一
〇
年
頃
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
記
憶
し
て
い

る
。
私
は
歴
史
研
究
者
で
は
あ
る
も
の
の
、
研
究
テ
ー
マ
は
政
治

外
交
史
、
な
か
で
も
日
中
関
係
史
を
専
門
と
し
て
お
り
、
一
方
で
、

成
瀬
仁
蔵
氏
と
い
え
ば
、
明
治
中
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
キ

リ
ス
ト
教
、
女
子
教
育
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
っ
て
、
全
く
毛

色
が
異
な
る
。
正
直
に
申
し
上
げ
て
あ
ま
り
研
究
上
の
関
心
は
な

特
別
寄
稿

成
瀬
仁
蔵
関
係
書
簡
の
翻
刻
を
担
当
し
て

北
野　

剛
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ら
な
い
も
の
の
、
歴
史
資
料
を
解
読
す
る
と
い
う
の
は
、
一
字
一

句
に
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
意
を
と
る
だ
け
で
は
ダ
メ

な
の
で
あ
る
。
一
つ
の
書
簡
あ
た
り
に
い
く
つ
も
読
め
な
い
文
字

が
あ
る
よ
う
で
は
到
底
合
格
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
結
果
、

頭
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

お
ま
け
に
、
崩
し
字
の
な
か
に
英
語
、
あ
る
い
は
そ
の
片
仮
名

表
記
が
入
っ
て
く
る
の
も
な
か
な
か
の
曲
者
で
あ
る
。
今
で
も
、

や
た
ら
と
外
来
語
を
挟
ん
で
話
し
た
が
る
人
が
い
る
が
、
特
に
在

米
時
代
の
成
瀬
氏
が
ま
さ
に
そ
う
で
、見
た
こ
と
も
な
い
字
だ
な
、

と
思
っ
て
い
る
と
、
横
に
し
て
み
た
ら
英
単
語
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
英
語
が
大
の
苦
手
な
私
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
苦
痛
で

あ
っ
た
。

ほ
か
に
も
横
書
き
で
書
か
れ
た
書
簡
な
ど
は
こ
と
の
ほ
か
読
み

に
く
く
、
ど
こ
ま
で
が
一
文
字
か
わ
か
ら
な
い
部
分
す
ら
あ
り
、

ま
た
、
た
だ
で
さ
え
も
読
み
に
く
い
の
に
、
さ
ら
に
小
さ
な
字
で

び
っ
し
り
書
き
込
ま
れ
た
端
書
き
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
た
も

の
が
面
白
い
。

字
そ
の
も
の
も
そ
う
だ
が
、
ほ
か
に
も
厄
介
な
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
わ
る
部
分
で
あ
る
。
崩
し
字
と
い

う
の
は
、
普
通
、
流
れ
で
読
む
。
崩
す
と
同
じ
よ
う
な
形
に
な
る

字
も
多
い
が
、
前
後
関
係
で
推
測
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
な
面
白
さ
が
あ
る
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、
普

段
あ
ま
り
見
な
い
言
い
回
し
や
単
語
に
遭
遇
す
る
と
、
そ
こ
で
詰

ま
っ
て
し
ま
う
。
教
会
が
ら
み
の
話
や
信
仰
に
ま
つ
わ
る
表
現
な

ど
は
ど
う
し
て
も
見
慣
れ
な
い
た
め
、
字
を
判
読
し
づ
ら
い
。
た

と
え
ば
、「
神
」「
天
父
」「
恩
」と
い
っ
た
類
の
言
葉
は
ま
だ
容
易
に

想
像
で
き
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
間
で
よ
く
使
う「
愛
兄
」「
愛
姉
」

と
な
る
と
瞬
時
に
思
い
つ
か
な
い
。
普
通
は「
大
兄
」と
か「
老
兄
」

と
来
る
と
こ
ろ
な

の
に
、「
愛
」と
い

う
字
は
草
書
体
か

ら
楷
書
体
を
想
像

し
に
く
い
た
め
、

最
初
は
何
と
い
う

字
か
戸
惑
っ
た
。

た
か
が
一
字
で
あ

り
、
内
容
を
理
解

す
る
妨
げ
に
は
な
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の
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

度
、
監
修
の
吉
良
先
生
の
ご
指

導
と
編
集
担
当
の
杉
崎
友
美
氏

（
成
瀬
記
念
館
）の
ご
苦
労
に

よ
っ
て
、
書
簡
集
が
無
事
刊
行

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
安
堵
し

て
い
る
。

＊

さ
て
、
今
、
手
許
に
あ
る
翻

刻
の
作
業
デ
ー
タ
を
見
て
み
る

と
、
現
在
ま
で
に
起
こ
し
た
書

簡
数
は
三
〇
〇
〇
通
を
超
え
て

い
る
。
実
際
の
作
業
開
始
が

二
〇
一
一
年
だ
か
ら
年
に
四
〇
〇
通
ほ
ど
の
書
簡
を
八
年
に
わ

た
っ
て
読
み
続
け
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
、

実
は
成
瀬
氏
発
信
の
書
簡
は
十
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど

は
成
瀬
氏
宛
の
知
人
や
学
生
か
ら
の
書
簡
で
あ
る
。
当
然
で
あ
る

が
、
成
瀬
氏
が
女
子
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
以
上
、
女
性
か
ら
の

書
簡
が
非
常
に
多
い
の
が
、
こ
の
資
料
群
の
特
徴
と
い
え
る
。

多
く
の
方
が
想
像
で
き
る
と
思
う
が
、
歴
史
資
料
の
ほ
と
ん
ど

は
男
性
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
近
現
代
史
は
他
の

時
代
に
比
べ
て
女
性
に
よ
る
資
料
が
多
い
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も

女
性
史
な
ど
を
専
門
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
見
る
機
会
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
特
に
、
私
の
よ
う
に
政
治
外
交
を
専
門
に
し
て
い
る
者

に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
資
料
中
に
は
比
較
的
高
齢
と
思

わ
れ
る
女
性（
親
類
な
ど
）か
ら
女
学
生
に
よ
る
も
の
ま
で
、
多

く
の
書
簡
が
存
在
し
、
字
自
体
も
達
筆
な
も
の
も
あ
れ
ば
拙
い
も

の（
年
齢
的
に
書
き
な
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
で
な

く
、
教
育
レ
ベ
ル
的
な
意
味
で
拙
い
も
の
を
含
む
）ま
で
様
々
で

あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
女
性
の
書
簡
を
読
む
機
会
は
な
か
な
か
な
い

の
で
、
大
変
勉
強
に
な
っ
た
。
女
性
の
書
く
字
は
仮
名
が
多
く
、

し
か
も
変
体
仮
名
を
多
く
使
う
。さ
ら
に
文
章
も
男
性
と
は
違
い
、

持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
好
み
、
時
に
は
特
有
の
表
現（「
も
じ

こ
と
ば
」と
か
）も
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
た
慣
れ
る
ま
で
少
し

苦
労
し
た
。
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と
こ
ろ
で
、
大
学
の
史
学
科
な
ど
で
崩
し
字
を
読
む
練
習
を
す

る
時
、
政
治
家
な
ど
の
男
性
が
書
い
た
も
の
を
使
う
こ
と
が
多
い

が
、
仮
名
を
読
む
練
習
に
は
女
性
の
書
簡
が
い
い
と
思
う
。
流
麗

で
細
や
か
な
字
を
読
む
の
は
、
そ
れ
自
体
が
気
持
ち
の
よ
い
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
資
料
群
は
な
か
な
か
な
い
の
で
、
日
本
女

子
大
学
の
大
い
な
る
財
産
と
し
て
、
歴
史
教
育
に
も
存
分
に
活
用

し
な
い
手
は
な
い（
き
っ
と
し
て
い
る
と
は
思
う
が
）。

そ
し
て
、
学
生
や
卒
業
生
の
書
簡
は
、
明
治
大
正
期
の
高
等
教

育
を
受
け
た
女
性
と
い
う
、
か
な
り
レ
ア
な
階
層
の
人
々
の
意
識

を
知
り
う
る
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。
当
時
の
社
会
背
景
の
も
と

で
は
、
学
問
を
続
け
た
り
働
い
た
り
す
る
こ
と
と
、
女
性
と
し
て

の
生
き
方（
結
婚
と
か
）と
が
往
々
に
し
て
相
反
し
が
ち
で
あ
っ

た
し
、
学
問
に
対
し
て
の
保
護
者（
多
く
の
場
合
は
父
親
だ
が
）

の
意
識
も
時
と
し
て
彼
女
た
ち
を
悩
ま
せ
た
。
書
簡
に
は
そ
う
し

た
こ
と
を
め
ぐ
る
様
々
な
思
い
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
ら
は
、
女
性
の
高
等
教
育
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
現
在
に
お
い

て
は
多
く
の
人
が
共
感
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
先
人
た
ち
の
苦
悩

か
ら
何
ら
か
の
示
唆
を
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
生
の
声
は
、
社
会
史
や
女
性
史
を
専
門
と
し
な
い
私
の
よ

う
な
者
に
と
っ
て
も
、興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

ふ
と
考
え
て
み
る
と
、
成
瀬
氏
は
女
子
学
生
た
ち
か
ら
寄
せ
ら
れ

る
悩
み
に
、
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
タ

に
上
か
ら
目
線
で
説
教
す
る
こ
と
は
、
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
、そ
の
反
対
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
資
料
を
読
む
限
り
、

か
な
り
学
生
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
様
子
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と

に
長
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、成
瀬
氏
の
人
格
こ
そ
が
、

こ
の
よ
う
な
貴
重
な
資
料
が
多
く
遺
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
な
の

か
も
し
れ
な
い
。

＊

次
に
成
瀬
氏
書
簡
を
読
ん
だ
感
想
を
少
し
記
し
て
お
こ
う
。
当

初
、仕
事
と
割
り
切
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
こ
の
筆
耕
で
あ
る
が
、

不
思
議
な
も
の
で
、
読
み
進
め
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
と
面
白
く

な
っ
て
い
っ
た
。
資
料
か
ら
人
物
像
や
ス
ト
ー
リ
ー
が
見
え
て
く

る
と
、
研
究
テ
ー
マ
に
関
係
な
く
楽
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
な
ん

と
い
っ
て
も
印
象
深
い
の
は
在
米
時
代
で
あ
る
。
意
気
揚
々
と
渡

米
し
た
成
瀬
氏
は
、
妻
の
健
康
上
の
問
題
か
ら
経
済
的
に
追
い
詰

め
ら
れ
、
知
人
な
ど
か
ら
幾
度
と
な
く
帰
国
を
催
促
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
親
戚
や
友
人
の
支
援
も
思
う
よ
う

に
い
か
ず
、
自
身
の
将
来
の
夢
と
現
実
と
の
狭
間
で
苦
し
む
の
で

あ
る
。
こ
の
時
成
瀬
氏
は
三
〇
代
前
半（
留
学
出
発
時
が
三
二

歳
）、
当
時
の
私
と
ほ
ぼ
同
い
年
で
あ
り
、
研
究
者
の
道
を
志
し
、

大
学
の
非
常
勤
講
師
や
ア
ル
バ
イ
ト
で
妻
と
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

娘
を
養
っ
て
い
た
自
分
自
身
が
重
な
り
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
よ
う

な
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る（
今
も
決
し
て
楽
な
生
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活
で
は
な
い
が
）。

成
瀬
氏
の
妻
宛
て
書
簡
に
は
、
そ
ん
な
妻
を
な
ぐ
さ
め
る
言
葉

が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
、
夢
の
中

で
二
人
が
別
々
の
星
に
乗
っ
て
お
り
、
す
れ
違
い
ざ
ま
に
話
す
こ

と
が
で
き
た
、
と
い
っ
た
や
や
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
話
や
、
外
国

の
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
夫
婦
が
数
奇
な
運
命
か
ら
つ
い
に
再
会
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
あ
る
。
現
実
に

病
苦
と
経
済
難
に
悩
む
妻
に
と
っ
て
、
夢
の
中
の
話
や
他
人
の
エ

ピ
ソ
ー
ド（
し
か
も
結
構
長
く
、
二
通
に
わ
た
っ
て
！
）を
聞
か

さ
れ
て
も
困
惑
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は

む
し
ろ
成
瀬
氏
の
苦
衷
こ
そ
が
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、

妻
の
方
も
、
い
く
ら
窮
状
を
訴
え
て
も
結
局
返
っ
て
く
る
の
は
、

神
に
祈
っ
て
い
る
か
ら
信
じ
ろ
、
と
い
っ
た
言
葉
ば
か
り
な
の
だ

か
ら
、妻
の
信
仰
の
程
度
は
よ
く
知
ら
な
い
が
、釈
然
と
し
な
か
っ

た
の
も
無
理
は
な
い
。
こ
こ
に
成
瀬
氏
の
い
く
ば
く
か
の
ズ
ル
さ

を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
私
に
信
仰
心
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
わ
け
で
、
成
瀬
氏
の
書
簡
か
ら
は
、
当
時
の
苦
悩
や
人

物
像
が
伝
わ
っ
て
き
て
大
変
面
白
い
。
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
成
瀬

氏
の
伝
記（
仁
科
節
編『
成
瀬
先
生
伝
』、
中
嶌
邦『
成
瀬
仁
蔵
』な

ど
）で
も
、
妻
の
健
康
問
題
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
友
人
の
苦
言
に

悩
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
妻
本
人
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

妻
へ
の
書
簡
か
ら
は
、
当
時
の
二
人
の
関
係
や
葛
藤
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る（
な
お
、
妻
か
ら
成
瀬
氏
宛
の
書
簡
は
あ
ま

り
残
さ
れ
て
い
な
い
）。
そ
こ
か
ら
は
、
成
瀬
氏
を
本
当
に
悩
ま

せ
た
の
は
、
友
人
の
苦
言
で
は
な
く
、
妻
本
人
と
の
関
係
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
す
ら
感
じ
た
。
こ
れ
ま
で
妻
宛
の
書
簡
は
あ
ま
り

注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
も
今
回
の
書
簡
集
の
成
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
書
簡
数
も
麻
生

正
蔵
宛
に
次
い
で
多
い
七
〇
通
ほ
ど
で
あ
り
、
在
米
時
代
を
知
る

う
え
で
多
く
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る（
大
門
泰

子「
成
瀬
仁
蔵
の
結
婚
と
離
婚
」《『
成
瀬
記
念
館
』
二
三
号
、

二
〇
〇
八
年
》は
、
成
瀬
万
寿
枝
に
注
目
し
、
妻
宛
の
書
簡
を
一

部
翻
刻
し
て
い
る
）。

お
そ
ら
く
、
日
本
女
子
大
学
の
関
係
者
に
と
っ
て
創
立
者
で
あ

る
成
瀬
仁
蔵
氏
は
、
神
に
も
近
い
崇
敬
す
べ
き
存
在
で
あ
り
、
キ

リ
ス
ト
教
的
、
そ
し
て
学
者
・
教
育
者
的
な
徳
目
を
兼
ね
備
え
た

人
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し

か
し
、
全
く
予
備
知
識
の
な
い
私
の
よ
う
な
門
外
漢
が
、
一
か
ら

資
料
を
通
し
て
見
た
人
間
・
成
瀬
仁
蔵
は
、
不
完
全
な
、
し
か
し

悩
み
戸
惑
い
な
が
ら
も
理
想
に
向
か
っ
て
奮
闘
す
る
、
一
人
の
明

治
の
青
年
で
あ
っ
た
。

成
瀬
氏
は
病
弱
な
妻
か
ら
く
り
返
し
帰
国
の
催
促
を
受
け
た
よ

う
だ
が
、
こ
れ
に
肯
ん
じ
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
初
は
金
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銭
的
に
難
し
い
と
か
、
友
人
等
へ
の
メ
ン
ツ
が
立
た
な
い
と
い
っ

た
こ
と
を
挙
げ
て
い
た
が
、
次
第
に
自
ら
の
国
家
的
使
命（
女
子

の
高
等
教
育
）を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
日
本

女
子
大
学
の
事
業
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
を
知
る
後
世
の
我
々
に

と
っ
て
違
和
感
が
な
い
も
の
の
、
当
時
の
成
瀬
氏
の
状
況
か
ら
す

れ
ば
、
や
や
大
言
壮
語
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ

も
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
妻
ひ
と
り
の
面
倒
す
ら
見
る

こ
と
も
で
き
な
い
で
、
な
ぜ
天
下
国
家
を
語
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
成
瀬
氏
は
お
そ
ら
く
こ
の
留
学
の

間
に
事
業
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
に
邁
進
し
た

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
、
成
瀬
氏
の
目
標
は
、
女
子
の
高

等
教
育
に
よ
っ
て
理
想
の「
ホ
ー
ム
」を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

社
会
改
良
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
た

め
に
自
ら
の
家
庭
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
な
ん

と
い
う
運
命
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
妻
の
医
療
・
生
活
費
の
捻
出
に
つ
い
て
、
当
初
、
成
瀬

氏
は
自
ら
が
こ
れ
を
稼
ぐ
よ
り
も
、
知
人
か
ら
の
借
金
を
選
ん
で

い
た
。
労
働
を
し
た
ら
学
問
が
で
き
な
い
、
演
説
な
ど
で
金
銭
を

得
る
の
は
、
人
に
情
け
を
乞
う
こ
と
に
な
る
の
で
嫌
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
外
国
人
に
無
心
を
す
る
の
も
日
本
人
の
プ
ラ

イ
ド
が
邪
魔
し
た
よ
う
だ
。
こ
の
期
に
及
ん
で
見
栄
や
メ
ン
ツ
に

こ
だ
わ
る
の
は
、
妻
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
や
や
甘
え
が
あ
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
、
や
は
り
最
終
的
に
成
瀬
氏
は
自
ら

金
を
稼
ぐ
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
様
々
な
葛
藤
と
苦
労
を
経
験

す
る
わ
け
だ
が
、そ
う
し
て
人
間
的
な
成
長
を
経
た
こ
と
こ
そ
が
、

教
育
者
・
成
瀬
仁
蔵
の
成
功
の
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
た
。

＊

何
の
知
識
も
な
い
く
せ
に
、
勝
手
な
感
想
ば
か
り
述
べ
て
し

ま
っ
た
。専
門
家
か
ら
す
れ
ば
的
外
れ
な
部
分
や
、と
う
に
分
か
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
お
許
し
を
乞

い
た
い
。
筆
耕
予
定
の
書
簡
も
あ
と
五
〇
〇
通
ほ
ど
と
聞
い
て
い

る
か
ら
、
来
年
中
に
は
作
業
を
終
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
私
に
と
っ
て
は
足
か
け
九
年
の
大
き
な
仕
事
で
あ
る（
別

に
こ
れ
だ
け
を
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
）。
こ
こ
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。成
瀬
氏
は
一
八
九
四
年
初
頭
に
帰
国
し
た
後
、

女
子
高
等
教
育
機
関
の
設
立
に
奔
走
し
、
一
九
〇
一
年
四
月
、
つ

ま
り
八
年
目
に
し
て
日
本
女
子
大
学（
当
時
は
日
本
女
子
大
学

校
）の
設
立
に
こ
ぎ
着
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
思
え
ば
、
自
ら

の
歩
み
の
遅
さ
に
は
恥
じ
入
る
ほ
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
偉
人
の

歴
史
的
な
偉
業
と
比
べ
て
み
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
も
な
い
の
だ

か
ら
、
せ
い
ぜ
い
凡
人
は
凡
人
ら
し
く
、
遅
く
と
も
着
実
な
歩
み

を
心
掛
け
る
し
か
あ
る
ま
い
。

（
関
西
外
国
語
大
学
短
期
大
学
部
特
任
講
師　

き
た
の　

ご
う
）
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一
九
一
九（
大
正
八
）年
三
月
四
日
早
朝
、
成
瀬
仁
蔵
は
六
〇

年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
成
瀬
は
前
年
の
九
月
に
自
身
の
体
に
違
和

感
を
覚
え
て
い
た
が
口
外
せ
ず
、
学
内
外
の
活
動
に
奔
走
し
て
い

た
。
医
師
の
確
定
的
な
診
断
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
体
を
酷
使
し

た
。
そ
の
年
の
年
末
年
始
は
静
養
の
た
め
に
国
府
津
の
森
村
男
爵

別
邸
で
過
ご
し
た
が
、
実
際
に
は
自
身
の
著
述
を
ま
と
め
る
仕
事

や
帰
一
協
会
の
用
事
で
東
京
と
往
復
す
る
な
ど
の
無
理
を
重
ね
て

い
た
。
年
が
明
け
て
か
ら
、
も
は
や
体
調
の
悪
さ
を
伏
し
通
せ
る

ほ
ど
の
状
態
で
は
な
く
な
っ
た
時
、
は
じ
め
て
身
近
な
人
々
に
症

状
の
重
さ
を
伝
え
た
。

一
月
半
ば
に
床
に
つ
い
て
か
ら
四
〇
日
余
り
の
日
々
、
成
瀬
の

も
と
に
は
多
く
の
人
が
見
舞
い
に
訪
れ
た
り
、
電
話
や
電
報
、
あ

資
料
紹
介
　成

瀬
の
病
床
を
訪
れ
た
人
々
─
「
日
誌
」
よ
り

大
門　

泰
子

る
い
は
手
紙
、
見
舞
い
の
品
な
ど
を
送
っ
た
り
し
た
。
こ
の
間
の

成
瀬
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
成
瀬
の
秘
書
的
役
割
を
果
た
し
て
い

た
仁
科
節
の
日
記
に
詳
し
い
。
仁
科
は
、成
瀬
の
そ
の
日
の
様
子
、

病
状
の
ほ
か
に
、
自
身
や
成
瀬
の
世
話
を
す
る
人
々
と
の
や
り
と

り
な
ど
を
綴
っ
て
い
て
、
成
瀬
が
ど
ん
な
に
過
酷
な
病
状
の
も
と

に
あ
っ
て
も
冷
静
に
時
を
過
ご
し
て
い
た
か
も
記
し
て
い
る（

１
）。

ま

た
料
理
教
授
で
あ
っ
た
玉
木
直
と
大
岡
蔦
枝
は
、
病
床
に
あ
る
成

瀬
の
献
立
と
食
欲
等
を
詳
細
に
記
し
た
記
録
を
残
し
た（

２
）。「

先
生

御
病
中
の
御
食
事
に
就
て
」と
題
し
て『
成
瀬
先
生
追
懐
録（

３
）』で

も

詳
細
な
献
立
と
と
も
に
記
し
て
い
る
。

本
稿
で
紹
介
す
る「
大
正
八
年
一
月　

日
誌　

成
瀬
氏
」と
表

紙
に
題
さ
れ
た
冊
子
は
、
成
瀬
の
病
床
を
見
舞
っ
た
人
と
見
舞
い
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メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
っ
て
か
ら
、玉
木
と
共
に
病
人
食
を
賄
っ
た
。

成
瀬
は「
お
料
理
を
す
る
者
は
斯
う
い
ふ
時
こ
そ
活
き
た
経
験
を

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
斯
う
い
ふ
機
会
を
捕
へ
て
研
究
し
な
け
れ
ば
真

の
研
究
は
出
来
な
い
」と
、
己
を
実
験
台
と
し
て
研
究
せ
よ
と
玉

木
ら
を
奨
励
し
た（

６
）。

一
方
、
仁
科
節
は
一
九
〇
八
年
に
国
文
学
部
を
卒
業
後
、
桜
楓

会
に
勤
務
し
同
窓
会
紙『
家
庭
週
報
』の
編
集
に
携
わ
っ
た
。
成

瀬
の
秘
書
的
な
役
割
も
兼
ね
て
い
た
。
先
述
の
通
り
、
一
九
一
八

年
の
年
末
か
ら
の
成
瀬
の
静
養
に
同
行
し
、
著
述
作
業
の
助
手
を

務
め
た
。
仁
科
ら
が
成
瀬
の
病
状
や
一
月
二
九
日
の
告
別
講
演
の

様
子
を
ま
と
め
、『
家
庭
週
報
』を
通
し
て
卒
業
生
に
伝
え
た
。
ま

た
一
般
新
聞
紙
上
に
お
い
て
も
成
瀬
の
病
気
は
大
き
く
報
じ
ら
れ

た
。成

瀬
の
病
気
や
告
別
講
演
の
様
子
を
知
っ
た
学
内
外
の
人
々
が

心
配
し
、
遠
方
か
ら
も
お
見
舞
い
客
が
訪
れ
た
。

一
月
二
二
日
か
ら
始
ま
る
「
日
誌
」

こ
の「
日
誌
」は
一
月
二
二
日
の
来
訪
者
の
記
載
か
ら
始
ま
る
。

一
週
間
前
の
一
月
一
五
日
、
本
校
講
堂
で
行
わ
れ
た
松
浦
政
泰
教

授（
７
）の

告
別
式
に
参
列
し
た
成
瀬
の
姿
は
た
だ
な
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ

た
。
人
々
が
そ
れ
を
非
常
に
心
配
し
た
の
で
、
成
瀬
は
初
め
て
病

気
の
こ
と
を
学
監
麻
生
正
蔵
と
幹
事
塘
茂
太
郎
に
打
ち
明
け
、
そ

の
品
を
届
け
た
人
の
名
簿
で
、
名
前
と
と
も
に
品
の
内
容
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
成
瀬
の
家
に
詰
め
て
い
た
人
た
ち
が
そ

の
都
度
、
名
前
と
受
け
取
っ
た
見
舞
い
の
品
の
メ
モ
を
と
り
、
数

日
ご
と
に
ま
と
め
て
こ
の
冊
子
に
書
き
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る（
４
）。

郵
便
な
ど
で
届
け
ら
れ
た
品
、
電
話
や
電
報
も
含
ま
れ
る
。

先
述
の
仁
科
の
日
記
に
も
そ
う
し
た
記
載
は
あ
る
が
全
て
と
は
い

え
ず
、
日
記
を
記
し
て
い
な
い
日
も
あ
る
。
玉
木
ら
の
記
録
は
専

ら
食
事
に
関
す
る
も
の
な
の
で
、
本
資
料
は
最
晩
年
の
成
瀬
を
知

る
上
で
補
完
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
度
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
来
訪
者
と
成
瀬
と
の
関
係
を
調

べ
併
せ
て
記
載
し
た
。
生
涯
に
わ
た
り
、
成
瀬
が
大
切
に
し
て
き

た
人
々
の
縁
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

玉
木
直
と
仁
科
節

成
瀬
の
住
居
は
校
内
に
あ
り（
現
成
瀬
記
念
館
分
館
）、
二
階

が
成
瀬
の
書
斎
と
寝
室
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
独
身
の
成
瀬
の

日
常
生
活
全
般
は
お
手
伝
い
の
女
性
が
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
は

別
に
一
九
〇
八（
明
治
四
一
）年
か
ら
は
玉
木
直
が
成
瀬
家
の
家

政
の
管
理
を
受
け
持
っ
て
い
た（

５
）。

玉
木
は
新
潟
女
学
校
以
来
の
教

え
子
で
、
本
学
家
政
学
部
第
一
回
卒
業
生
で
あ
る
。
卒
業
後
は
家

政
学
部
の
料
理
教
授
を
務
め
、
成
瀬
の
食
事
の
世
話
も
し
た
。
大

岡
蔦
枝
は
家
政
学
部
二
回
生
で
一
九
一
八
年
五
月
に
七
年
間
の
ア
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こ
か
ら
慌
た
だ
し
く
医
師
が
迎
え
ら
れ
た
。
翌
一
六
日
に
は
仁
科

節
を
部
屋
に
呼
ん
で
直
接
伝
え
、
一
七
日
に
は
さ
ら
に
多
く
の
教

員
ら
に
成
瀬
は
病
気
の
こ
と
を
話
し
た
。
看
護
婦
の
派
遣
も
依
頼

し
た（

８
）。

二
二
日
に
は
矢
田
浩
蔵
ら
三
人
の
医
学
博
士
か
ら
肝
臓
の

中
に
腫
瘍
が
あ
る
こ
と
、
治
療
の
道
が
な
い
と
い
う
診
断
結
果
を

自
ら
受
け
た
。
こ
の
診
断
の
宣
告
は
、
成
瀬
の
意
思
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

そ
の
日
の
夕
刻
、
成
瀬
は
仁
科
を
呼
ん
で「
病
床
談
と
し
て
記

事
を
と
れ
」と
命
じ
た
。
仁
科
は
そ
の
翌
日
か
ら「
朝
夕
の
新
聞

記
事
に
注
意
を
払
ふ
こ
と
、及
手
紙
受
付
を
受
持
つ
」こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
三
日
後
に
も
成
瀬
は「
病
床
中
の
記
録
を
こ
ま
か
に
と

り
置
け
」と
言
っ
た（

９
）。

前
述
の
よ
う
に
、
仁
科
節
の
日
記
に
成
瀬

の
病
状
な
ど
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で

あ
っ
た
。

見
舞
い
に
訪
れ
た
人
々

① 

旧
知
の
人

医
師
の
宣
告
を
受
け
た
成
瀬
は
、「
大
切
な
身
後
の
事
に
就
い

て
言
ひ
置
く
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
へ
そ
れ
に
就
い

て
は
、
先
ず
自
分
の
意
識
の
鮮
明
な
う
ち
に
、
平
素
信
頼
す
る
大

隈
侯
、
渋
沢
男
、
森
村
男
、
久
保
田
男
だ
け
に
は
、
是
非
お
目
に

か
ゝ
つ
て
、
直
接
御
依
頼
し
て
置
き
た
い
希
望
を
持
つ
て
ゐ
る
」

と
塘
幹
事
に
伝
え
た）

（1
（

。
こ
の
希
望
に
応
え
て
四
人
が
、
二
二
日
か

ら
二
八
日
に
か
け
て
訪
れ
て
い
る
。こ
の
頃
は
ほ
か
に
実
姉
や
甥
、

近
し
い
親
戚
に
あ
た
る
前
原
厳
太
郎（
従
兄
弟
）、
服
部
他
之
助

（
妻
マ
ス
エ
の
弟
）夫
妻
が
来
て
い
る
。
服
部
は
そ
の
前
日
に
廣

岡
浅
子
の
葬
儀
で
麻
生
正
蔵
か
ら
成
瀬
の
病
気
を
聞
き
、
亡
く
な

る
ま
で
頻
繁
に
見
舞
っ
た
。「
家
の
跡
は
相
続
人
を
置
か
な
い
と

い
ふ
こ
と
、
妻
の
墓
は
私
に
頼
む
と
い
ふ
事
、
先
祖
の
墓
は
従
弟

の
前
原
に
、
学
校
の
事
は
後
継
の
人
に
頼
む
か
ら
、
万
事
よ
ろ
し

い
や
う
に
」と
成
瀬
か
ら
遺
言
を
受
け
た）

（（
（

。

旧
友
や
同
郷
の
人
々
も
訪
れ
た
。
成
瀬
は
山
口
、
大
阪
、
奈
良
、

新
潟
、
東
京
と
暮
ら
し
て
き
た
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教（
組
合
派
）

を
通
じ
て
多
く
の
人
々
と
関
係
を
築
い
て
き
た
。
白
石
村
治
や
松

村
介
石
、
綱
島
佳
吉
、
深
井
寅
造
ら
は
四
〇
年
来
の
関
係
に
あ
る
。

深
井
は
大
和
郡
山
時
代
の
成
瀬
の
暮
ら
し
や
そ
の
頃
の
自
身
に
対

す
潔
癖
な
性
格
な
ど
の
思
い
出
を『
成
瀬
先
生
追
懐
録
』で
語
っ

て
い
る
。村
井
知
至
は
ア
メ
リ
カ
留
学
で
寝
食
を
共
に
し
た
間
柄
、

本
学
で
教
鞭
も
と
っ
た
。
同
志
社
総
長
の
原
田
助
は
一
八
八
五
年

に
神
戸
教
会
で
按
手
礼
を
受
け
た
が
、
そ
の
際
に
司
会
を
つ
と
め

た
の
が
成
瀬
で
あ
る
。
後
掲
の
資
料
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

同
志
社
の
卒
業
生
が
多
い
。
成
瀬
自
身
は
卒
業
生
で
は
な
い
が
、

同
じ
キ
リ
ス
ト
教
会
派
の
新
島
襄
を
と
て
も
尊
敬
し
て
い
た
。

同
郷
の
人
も
多
い
。
内
海
勝
二
は
女
子
大
学
創
立
に
至
る
ま
で
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成
瀬
に
多
く
の
助
言
を
与
え
た
大
阪
府
知
事
内
海
忠
勝
の
息
子

で
、
忠
勝
の
亡
き
後
、
成
瀬
を
第
二
の
父
と
慕
っ
て
い
た
。
女
流

日
本
画
家
兼
重
梅）

（1
（

や
政
治
家
の
周
布
公
平
は
成
瀬
と
同
じ
吉
敷
の

出
身
、
田
村
一
郎
も
吉
敷
の
出
身
で
東
京
の
学
校
で
教
師
を
し
な

が
ら
自
身
の
勉
強
を
し
て
い
た）

（1
（

。

② 

日
本
女
子
大
学
校
支
援
者

成
瀬
は
女
子
大
学
の
設
立
に
向
け
て
奔
走
す
る
な
か
で
渋
沢
栄

一
や
大
隈
重
信
、
森
村
家
、
廣
岡
家
、
三
井
家
ら
政
財
界
の
人
々

か
ら
大
き
な
支
援
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
開
校
後
も
評

議
員
と
な
っ
て
学
園
を
支
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
関
係
者
が
相
次

い
で
何
度
も
見
舞
っ
て
い
る
。
賛
助
員
で
も
あ
っ
た
樺
山
資
紀
や

沢
柳
政
太
郎
な
ど
時
の
教
育
界
の
重
鎮
も
ま
た
見
舞
っ
て
い
る
。

帰
一
協
会
や
臨
時
教
育
会
議
な
ど
の
社
会
的
活
動
を
重
ね
る
な
か

で
関
係
を
築
い
た
人
々
も
相
次
い
で
見
舞
う
。
何
度
も
訪
ね
て
い

る
姉
崎
正
治
は
東
京
帝
国
大
学
宗
教
学
教
授
で
帰
一
協
会
の
志
を

と
も
に
し
た
人
物
で
あ
る
。

二
月
一
日
に
は
皇
后
宮
太
夫
大
森
鍾
一
が
見
舞
い
に
訪
れ
、
新

聞
記
事
を
目
に
し
て
心
配
し
た
皇
后
か
ら
の
見
舞
い
の
言
葉
と
羊

羹
を
手
渡
し
た
。
訪
日
中
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
も
夫
婦
で
見
舞

い
に
訪
れ
た
。
デ
ュ
ー
イ
と
は
一
九
一
二（
大
正
元
）年
八
月
か
ら

翌
年
三
月
に
か
け
て
の
欧
米
外
遊
の
際
に
交
流
を
深
め
て
い
た
。

③ 

卒
業
生
─
桜
楓
会　

一
九
〇
四
年
に
第
一
回
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
か
ら
、

一
七
〇
〇
人
余
り
の
卒
業
生
が
国
内
外
で
同
窓
会
支
部
を
構
成
し

て
い
た（
桜
楓
会
支
部
）。
成
瀬
の
病
状
を
知
っ
て
多
く
の
支
部

か
ら
見
舞
い
が
寄
せ
ら
れ
た
。
地
方
か
ら
上
京
し
、
成
瀬
の
病
床

を
見
舞
っ
た
者
も
い
た
。
そ
の
ひ
と
り
渡
辺
た
み
は
、
見
舞
い
に

訪
れ
た
二
月
六
日
の
こ
と
を

昔
呼
び
慣
れ
給
う
た
私
の
古
い
姓
を
、昔
に
変
ら
ぬ
力
強

い
凛
と
し
た
御
声
で
御
呼
び
に
な
る
の
で
あ
っ
た
…「
暫
く

ぢ
や
つ
た
ね
、皆
さ
ん
変
り
は
な
い
か
。
子
供
さ
ん
は
皆
京

都
に
留
守
居
し
て
居
ま
す
か
今
度
は
皆
さ
ん
に
御
心
配
か
け

て
気
の
毒
ぢ
や
つ
た
ね
」…
…）

（1
（

と
雑
誌
に
寄
せ
、形
見
の
書
も
書
い
て
も
ら
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

成
瀬
は
病
床
に
て
本
学
の
三
綱
領
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
人
の

た
め
に
揮
毫
を
し
て
い
て
、
死
の
前
日
と
な
っ
た
三
月
三
日
の
絶

筆
は
姪
の
中
島
昌
子（
服
部
他
之
助
の
娘
・
明
治
四
四
年
に
附
属

高
等
女
学
校
卒
）に
あ
て
た
書
で
あ
っ
た
。

疲
労
を
心
配
す
る
周
囲
の
心
配
を
よ
そ
に
成
瀬
は「
少
し
も
厭

ふ
容
子
が
な
く
、
寧
ろ
進
ん
で
訪
問
者
に
会
つ
」た
。「
病
苦
や
疲

労
を
忘
れ
て
し
ま
つ
て
、
唯
々
純
真
な
精
神
の
流
露
を
喜
ば
れ
、

そ
れ
故
そ
の
心
境
は
、
自
然
に
暖
か
く
、
和
ら
か
な
、
神
々
し
い

態
度
」は
訪
問
者
に「
感
激
と
教
訓
」を
与
え
た
と
い
う）

（1
（

。
成
瀬
の
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死
と
向
き
合
う
姿
勢
は
後
々
ま
で
人
々
に
感
銘
を
与
え
る
こ
と
に

な
る）

（1
（

。

見
舞
い
の
品
々

見
舞
い
の
品
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
金
銭
や
商
品
切
手
で
あ

る
。
桜
楓
会
支
部
単
位
や
個
人
か
ら
お
く
ら
れ
、
成
瀬
と
昵
懇
の

間
柄
に
あ
っ
た
人
々
は
多
額
の
お
見
舞
い
を
し
て
い
る
。
医
師
へ

の
支
払
い
、
派
遣
看
護
婦
の
費
用
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
タ
オ
ル
や
寝
間
着
、
敷
布
や
羽
ふ
と
ん
な
ど
身

の
回
り
の
品
も
す
ぐ
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鶏
卵
、
鶉
の
卵
を
持
参
す
る
人
、
ウ
ェ
フ
ァ
ー
ス
や
カ
ス
テ
ラ

な
ど
の
菓
子
類
、
缶
詰
、
ジ
ャ
ム
な
ど
の
洋
風
の
品
々
も
届
け
ら

れ
た
。
皇
后
か
ら
お
く
ら
れ
た
羊
羹
は
そ
の
日
の
昼
食
に
食
し
て

い
る
。
メ
ロ
ン
や
い
ち
ご
、
柑
橘
類
、
梨
な
ど
の
果
物
も
多
い
。

大
隈
重
信
が
届
け
た
メ
ロ
ン
は
食
事
を
受
け
付
け
難
く
な
っ
た
成

瀬
を
喜
ば
せ「
ア
レ
は
非
常
に
お
い
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」と
一

月
二
九
日
の
告
別
講
演）

（1
（

の
際
に
話
し
て
い
る
。
す
っ
ぽ
ん
、
燕
の

巣
、
寿
司
、
そ
ば
な
ど
も
あ
る
。
鉢
植
え
、
切
り
花
な
ど
の
植
物

も
多
い
。
季
節
の
水
仙
や
梅
な
ど
の
ほ
か
、
フ
リ
ー
ジ
ヤ
や
シ
ク

ラ
メ
ン
、シ
ネ
ラ
リ
ヤ
、プ
リ
ム
ラ
な
ど
の
洋
花
も
あ
る
。
フ
リ
ー

ジ
ヤ
は
成
瀬
の
好
ん
だ
花
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

重
病
の
成
瀬
を
気
遣
っ
た
珍
し
い
上
等
な
見
舞
い
の
品
々
が
届

き
、
片
や
成
瀬
が
一
口
で
も
食
せ
る
よ
う
に
と
、
特
別
な
料
理
を

賄
え
る
料
理
人
も
雇
わ
れ
た
。
そ
ん
な
日
が
続
い
て
き
た
二
月
半

ば
、成
瀬
は
塘
茂
太
郎
や
玉
木
直
、仁
科
節
ら
を
部
屋
に
呼
び
、「
病

中
の
費
用
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
大
騒
ぎ
せ
ぬ
や
う
」に
注
意
を
し

た
。
夜
具
や
寝
間
着
を
さ
し
て「
私
と
し
て
は
え
ら
い
贅
沢
な
も

の
を
用
ひ
て
居
る
や
う
で
あ
る
が
─
─
併
し
こ
れ
は
折
角
人
か
ら

送
ら
れ
た
厚
意
を
着
て
居
る
の
で
─
─
ほ
ん
と
う
は
木
綿
で
よ
い

の
だ
、
私
の
平
常
の
主
義
と
違
っ
た
贅
沢
ぶ
っ
た
こ
と
を
し
て
は

な
ら
な
い
」と
も
言
っ
た
。「
私
は
今
死
の
研
究
を
し
て
居
る
の
だ
、

死
の
経
験
を
し
て
居
る
の
だ
…（
中
略
）誰
も
こ
の
経
験
を
す
る

の
で
あ
る
か
ら
い
ざ
と
い
ふ
時
に
も
決
し
て
う
ろ
た
へ
た
こ
と
を

し
て
は
な
ら
な
い
。
平
常
と
全
く
違
っ
た
生
活
で
は
な
い
の
だ
か

ら）
（1
（

」と
、
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
た
。「
死
は
私
に
と
つ
て
日
常
生

活
の
一
部
で
あ
る
か
ら
一
向
気
に
か
ゝ
る
事
で
は
な
い）

（1
（

」、
こ
れ

が
成
瀬
の
死
生
観
で
あ
っ
た
。

成
瀬
の
最
期

三
月
三
日
夕
刻
、
い
よ
い
よ
死
期
が
迫
る
。
成
瀬
は
医
師
か
ら

「
い
よ
い
よ
と
い
ふ
時
」を
告
げ
ら
れ
る
と
、
麻
生
正
蔵
と
塘
茂

太
郎
に
感
謝
と
委
嘱
と
の
言
葉
を
述
べ
決
別
の
握
手
を
し
た
。
意

識
が
遠
の
く
な
か
で
麻
生
に「
全
く
安
心
だ
」「
総
て
満
足
だ
」と

語
っ
た
と
い
う
。
成
瀬
の
希
望
─「
自
分
の
最
期
の
病
床
に
見
送
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り
を
し
た
い
と
い
ふ
も
の
は
、
誰
で
も
出
来
る
だ
け
そ
の
希
望
を

満
足
さ
せ
る
や
う
に
し
た
い
」─
に
沿
い
、
狭
い
室
内
に
は
入
り

き
ら
な
い
ほ
ど
の
人
々
が
集
ま
り
、
成
瀬
を
見
送
っ
た）

11
（

。

最
後
の
日
々
、
成
瀬
に
よ
り
添
っ
た
の
は
、
女
子
大
学
を
築
き

あ
げ
て
き
た
仲
間
と
教
え
子
た
ち
、
故
郷
山
口
の
縁
者
、
そ
し
て

若
き
日
の
成
瀬
が
精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
で
つ

な
が
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
四
〇
日
余
り
の
病
床
を
伝
え

る
資
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
成
瀬
の
も
つ
人
脈
の
広
さ
と
、
何

十
年
に
も
わ
た
っ
て
築
き
あ
げ
て
き
た
人
々
と
の
厚
い
信
頼
関
係

の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に「
熱
心
、
親
切
、
至

誠
の
権
化
」「
表
裏
の
な
い
至
誠
純
真
な
人
格
」「
厳
粛
で
あ
り
ま

し
た
が
、
人
に
対
す
る
同
情
の
篤
さ
も
常
人
以
上）

1（
（

」等
と
評
さ
れ

る
成
瀬
の
姿
も
十
分
に
想
像
で
き
よ
う
。

 

（
成
瀬
記
念
館
ス
タ
ッ
フ　

お
お
か
ど　

や
す
こ
）

（
1
）	こ
の
日
記
は
『
成
瀬
記
念
館
』
№
２
〜
５
（
一
九
八
六
〜
一
九
八

九
年
）
に
復
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）	「
食
養
日
記　

成
瀬
先
生
御
病
中
の
お
食
事
」（『
家
庭
週
報
』
五

一
二
〜
五
一
八
、
五
二
〇
、
五
二
一
号
（
大
正
八
年
四
月
一
八
日

〜
六
月
二
〇
日
））
に
掲
載

（
3
）	日
本
女
子
大
学
校
二
五
回
生
編
集
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
四

月
発
行

（
4
）	日
付
の
前
後
し
て
い
る
箇
所
が
若
干
あ
る
。
毎
日
の
よ
う
に
顔
を

出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
麻
生
正
蔵
や
塘
茂
太
郎
等
、
学
園
の
要

職
に
あ
っ
た
人
々
の
名
前
は
な
い
。

（
5
）	『
玉
木
直
子
先
生
』（
桂
花
会
代
表
弘
田
由
己
子
編
集　

一
九
四
一

（
昭
和
一
六
）
年　

桜
楓
会
出
版
部
）
一
〜
三
頁

（
6
）	『
成
瀬
先
生
追
懐
録
』
三
九
二
頁

（
7
）	一
八
六
四
年
生
ま
れ
、
同
志
社
卒
業
。
開
校
間
も
な
い
一
九
〇
一

年
五
月
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
英
文
学
部
及
び
附
属
高
等
女
学
校
で

教
鞭
を
と
っ
た
。

（
8
）	武
相
看
護
婦
会
及
び
日
本
赤
十
字
社
病
院
か
ら
の
看
護
婦
派
遣
状

が
残
っ
て
い
る
。
一
日
に
複
数
の
人
が
来
て
い
た
。
日
本
赤
十
字

社
発
行
の
領
収
書
に
よ
れ
ば
一
日
当
た
り
の
雇
聘
料
金
は
一
円
二

〇
銭
で
あ
る
。

（
9
）	「
仁
科
節
日
記
（
そ
の
二
）」（『
成
瀬
記
念
館
』
№
３	

一
九
八
七

年	
二
七
頁
）
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（
10
）	仁
科
節
編
『
成
瀬
先
生
伝
』（
一
九
二
八
年	

桜
楓
会
出
版
部
）
五

二
三
頁

（
11
）	服
部
他
助
「
一
貫
せ
る
奮
闘
生
活
︱
青
年
時
代
か
ら
晩
年
ま
で
」

（『
家
庭
週
報
』
五
〇
八
号	

大
正
八
年
三
月
二
一
日
）

（
12
）	一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
生
ま
れ
、
麹
町
区
に
在
住
し
て
い
た
。

（
13
）	成
瀬
が
田
村
の
就
職
口
に
つ
い
て
、
推
薦
等
の
配
慮
を
図
っ
て
い

る
こ
と
が
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）	渡
邊
た
み
子
「
瀕
死
の
成
瀬
先
生
を
訪
ふ
の
記
」（『
淑
女
画
報
』

八
巻
五
号	

大
正
八
年
五
月
）

（
15
）	『
成
瀬
先
生
伝
』
五
三
四
・
五
三
五
頁

（
16
）	岸
本
英
夫『
死
を
見
つ
め
る
心	

ガ
ン
と
た
た
か
っ
た
十
年
間
』（
昭

和
三
九
年
八
月	

講
談
社
）
一
〇
五
頁
参
照

（
17
）	成
瀬
は
講
堂
に
会
し
た
生
徒
や
教
職
員
、
評
議
員
、
卒
業
生
ら
を

前
に
病
気
の
経
過
と
生
死
に
対
す
る
心
境
、
今
後
へ
の
希
望
な
ど

を
一
時
間
以
上
に
渡
り
講
演
し
た
。
万
一
に
備
え
、
医
師
や
看
護

婦
が
見
守
っ
た
。（『
成
瀬
先
生
伝
』
五
一
七
〜
五
三
三
頁
）

（
18
）	「
仁
科
節
日
記
（
そ
の
三
）」
二
月
一
六
日
（『
成
瀬
記
念
館
』
№

４	

二
三
頁
）

（
19
）	「
わ
が
継
承
者
に
告
ぐ
」（『
家
庭
週
報
』
五
〇
二
号	

大
正
八
年
二

月
五
日	

二
頁
）

（
20
）	『
成
瀬
先
生
伝
』
五
四
四
・
五
四
五
頁

（
21
）	『
成
瀬
先
生
追
懐
録
』
三
五
・
四
四
頁
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「日誌　成瀬家」
           

明らかに誤字を思われる個所は訂正し、日付順に並べ替え、備考を加えた。
主治医の来宅は除いた。
表中の（電）は、電話か電報かは不明

月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
1 月 22 日 渋沢男爵様 卵籠（大）一ツ 渋沢栄一 創立委員・評議員

前原厳太郎 成瀬父方従兄弟
服部奥様 義弟（服部他之助）の妻 服部里子
武島先生 武島羽衣 附属高女教諭
白井先生 白井規矩郎 体操教授
松信定雄先生 僧侶 教育家
白石村治様 同志社卒業 新潟県長岡基督教会設立者
姉崎様 植木鉢三ツ 姉崎正治 東京帝国大学教授 帰一協会同志
井上雅二様 井上秀（家政学部教授）の夫
服部他之助先生 義弟 同志社卒業
松村介石様 キリスト者 40 年来の友人

1 月 23 日 島田先生 島田重祐 山口県出身 英語教授
松浦御茶の先生 卵大箱 松浦恒 嘱託教師（茶道）
兼重梅子様 お使 お食料品一鑵 山口県吉敷出身 画家
久保田男爵様御使 白梅盆栽一ツ 久保田譲 創立委員・評議員
国文二部生 蜆貝 在校生
井内奥様 キジ鳥一羽 花瓶一個 名古屋在住 井内千代か
一色奥様 一色米か
内海勝二様 内海忠勝（創立委員）の息子
綱島佳吉様 同志社卒業 牧師 40 年来の友人
服部他之助様 フリジヤ生花一束 前掲（1/22）

1 月 24 日 玉木様 （電） 玉木善作（玉木直の父 呉服商） 新潟以来の
支援者

甲賀先生 甲賀ふじ 附属豊明幼稚園教員
岸本先生 岸本能武太 同志社卒業 英語教授
森村様 森村市左衞門 創立発起人・評議員
瀧澤様 渋沢の誤記か
村田先生 村田勤（元西洋歴史教授）か村田志賀（礼法教授）
山内先生 玉子箱（大）（三〇） 山内繁雄 博物学教授
三井家 江川様 三井家

1 月 25 日 久保田男爵様 前掲（1/23）
渋沢様 前掲（1/22）
大隈侯爵令夫人御使 果物、ウヅラ玉子、人参剤、菓子鑵 大隈重信（創立委員長・評議員）の妻
浮田和民様 同志社卒業 西洋人文史教授 40 年来の友人
秦様 成瀬の母方親類
名古屋支部 金拾円 桜楓会名古屋支部

1 月 26 日 久保田男爵様 前掲（1/23, 25）
前原厳太郎様 果物籠 前掲（1/22）
米田いし様 うづら玉子一箱（二十五個） 新潟女学校の教え子か
玉木善作様 三越切手（金弐拾円） 前掲（1/24）
子爵 岡部長職様 御菓子折一ツ（カステラ大箱） 岡部長職 賛助員・評議員
姉崎様 （電） 前掲（1/22）
男爵 阪谷様 （電） 阪谷芳郎 評議員
鈴木様 成瀬の実姉とその息子と孫娘（大阪在住）

1 月 27 日 尾竹越堂 菓子折一ツ 新潟県出身 画家
塘奥様 シネラリヤ鉢 塘茂太郎（幹事 同志社卒業）の妻

1 月 28 日 小山徳子
  順子

レデースビスケット一箱 順子は 5 回英文学部、明治 41 年卒 英語
教員

松浦奥様 ミートジュー一瓶 故松浦正泰（英語教授 同志社卒）の妻か
諏訪様
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月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
1 月 28 日 岡本様 岡本土南（3 回家政学部卒）か

大隈侯爵様 果物籠（メロン トマト ストロベリー） 大隈重信 創立委員長・評議員
渋沢男爵様 前掲（1/22, 25）
久保田男爵様 前掲（1/23, 25, 26）
村井吉兵衛様 京都出身 賛助員・評議員
森村男爵様 （電） 前掲（1/24）
白石村治様 前掲（1/22）
セセル様
本田千代様 （電） 2 回家政学部 明治 38 年卒
皆川様 （電） 3 回英文学部 明治 39 年卒
白井先生 前掲（1/22）
服部他之助様 燕の巣 前掲（1/22,23）
福岡秀猪 国際法学者
深井虎造 キリスト者 私立高輪尋常小学校主事 

40 年来の友人
樺正董 数学教授
角田重子 漬物一箱 4 回家政学部 明治 40 年卒
阿部欽次郎 ウエワース一箱 新潟女学校発起人・教員
佐野 佐野誠（大正 8 年度より琴嘱託教師）か
安藤坂三井令夫人 三井家

1 月 29 日 神田弥蔵 果物大一籠及菓子折一個 牛込区在住者
多羅間きぬ 6 回教育学部 明治 42 年卒
名古屋支部 金五拾圓也 桜楓会名古屋支部
山内八重子 鶏卵一箱（三十個入） 1 回家政学部 明治 37 年卒
高梨孝子 鶏卵一折（拾五個入） 明治 43 年退学後、米留学
田口たけ お菓子折
石山 大倉家 鶏卵一籠（五拾個入） 大倉孫兵衛のことか
服部他之助 うづらのスープ 前掲（1/22,23,28）
大橋つる子 奈良漬其他飴種々 1 回家政学部 明治 37 年卒
九鬼男爵 （電話） 九鬼隆一 創立発起人
高田早苗 早稲田大学初代学長
三条西実義 三条西家 歌人
蔵元しのぶ様 金五円也 餅、豆、葡萄液 2 回家政学部 明治 38 年卒
工藤とき 鯛でんぶ一折 8 回教育学部 明治 44 年卒
旧 小林 金ふさ 鶏卵一折（弐拾個入） 6 回教育学部 明治 42 年卒
矢野久 ウエファース
岩谷可寿 御寝巻 （手紙とともに送付）
横河民輔 建築家 実業家
松浦喬
会友 市村ちか 水瓜 桜楓会会友

1 月 30 日 村井吉兵衛 金五拾圓也 前掲（1/28）
中嶋半次郎 早稲田大学教授
浮田和民先生 前掲（1/25）
森村開作夫人 羽根蒲団、メリンス蒲団二 森村開作は森村市左衞門の息子
京都支部 桜楓会京都支部
後藤あい子 家一 1 回家政学部 明治 37 年卒
高女十七回生 附属高等女学校生
田村様 （電） 田村新吉（3/3）もしくは田村一郎（2/2）か
三輪田眞佐子 （電） 賛助員 元漢文学・国文学教授 三輪田高女校長
大阪  住友吉左衛門

お使い髙野漱哲
カステラ折大一個  創立委員・評議員

添田寿一 寒牡丹 カーネーション ボケ 
フリージヤ大花束 
鶉卵三十個入一箱

財政経済学者 官僚

金子子爵 金子堅太郎 賛助員 
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月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
1 月 30 日 中川謙二郎 科外講師

橘静二 早稲田大学関係者
新渡戸博士 スープ一瓶 新渡戸稲造 東京女子大学初代学長
湯本武比古 元 教育学教授
大森大夫 （電話） 皇后宮大夫 大森鐘一
ミスアーズボン 葡萄汁一瓶 元 英語教授
羽田竜馬 大梨九個
井村延 家一 葛素麺 鯛味噌 1 回家政学部 明治 37 年卒
大阪 タケハラ氏 （電報） 竹原友三郎（大阪在住 株式仲買人）
兼重梅子 ミルクフード大包一 前掲（1/23）
角田重子 家四 漬物一箱 前掲（1/28） 
髙椙みつ 家八 （電報） 8 回家政学部 明治 44 年卒
京都 原田氏 （電報） 原田助 第七代同志社総長 40 年来の友人
村田勤 同志社卒業 元 西洋歴史教授 

1 月 31 日 佐畑良輔 父方の親類
鳩山春子 金壱百円也 共立女子職業学校校長
髙輪 森村様 （電話） 前掲（1/24,28）
大杉正之 元 本学書記
山内繁雄 前掲（1/24）
阿部次郎 美学文学教授
渋谷優子 鶏卵一箱（三拾個） 4 回家政学部 明治 40 年卒
久保田つぐゑ 果物籠一 附属豊明幼稚園教諭
久野ひさ子 タオル一箱（一打入） 久野久 嘱託教師（ピアノ）
小島たか 家十三 シネラリヤ大鉢一 13 回家政学部 大正 5 年卒
松本幸子 2 回家政学部卒もしくは 6 回国文学部卒
石田新太郎 慶応義塾幹事
広岡恵三
  夫人

かいまき 大花束 広岡浅子（創立発起人・評議員）の娘夫妻

南なか 在校生の姉
服部他之助 （電話） 前掲（1/22,23,28,29）
前原厳太郎 （電話） 前掲（1/22, 26）
神田節子 （かに） 14 回教育学部 大正 6 年卒

2 月 1 日 弘田由己 五円外ニ菓子折一箱  1 回国文学部 明治 37 年卒 澄宮養育係
大森大夫 宮内省御用羊羹など＊ 前掲（1/30）
戸川残花 戸川安宅 国語教授
姉崎博士 よし飴 一箱 前掲（1/22,26）
一色 薬用葡萄酒二本 前掲（1/23）
井上友子 乾はまちしゃ一箱 京都市在住 旧知
緒明 隆 大ネープル弐拾個入一箱 豆州戸田在住
松山たつ子 9 回国文学部 明治 45 年卒
林 松子 会友 フリージヤ花束 桜楓会会友
小林珠子 2 回英文学部 明治 38 年卒
渋谷福子 シクラメン一鉢 15 回英文学部 大正 7 年卒
松井蔦子
前田秋子

亀屋切手拾円也 共に 3 回家政学部 明治 39 年卒 共に 
広岡信五郎（創立委員 創立賛助員）の娘

芦澤恒蔵 芦澤しげ（7 回教育学部卒、元附属高女教諭）の父
麻生奥様 麻生正蔵（同志社卒業 学監）夫人
杉浦義言 参円 神戸在住者
石崎廣治郎
 仝 春江

拾円（切手） 南満州公主領市場町 石崎洋行

小島きくよ 鶏卵一箱（二拾五個入） 2 回家政学部 明治 38 年卒
宍戸文治
森岡常蔵 教育学者 文部官僚
八田敏 花籠一
青木志能 嘱託教師（オルガン）
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月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
2 月 1 日 安達孝 嘱託教師（ヴァイオリン）

長井長義 応用科学教授
西垣たま 家政七回生 7 回家政学部 明治 43 年卒
神田さわ 家政七回生 7 回家政学部 明治 43 年卒
千葉 環 家政七回生 7 回家政学部 明治 43 年卒

2 月 2 日 田口たかの 金五円也 1 回英文学部 明治 37 年卒
児島文茂 カステーラ一箱 嘱託教師（生花）
坂仲輔 山口県出身 官僚・経営者
加藤銑太郎
中原岩三郎 
良城郷誼会を代表見舞

山口県吉敷出身 電気事業者

芹澤幹方 鶏卵（弐拾個） 会計担当職員
湯原元一 教育学者 臨時教育会議委員
山根正次 山口県出身 日本医学校校長
奥戸善之助 生徒ノ父 生徒の父
吉見幸子 生徒ノ母 鶏卵拾五個入一箱 生徒の母
田村一郎 山口県吉敷出身 本所夜学校教員
前田園子 お茶 校医
木村一千代 1 回国文学部 明治 37 年卒
速水清 苺代として参円 12 回英文学部 大正 4 年卒
友枝高彦 倫理学者
渋谷福子 花鉢及切花 前掲（2/1）
緒明 隆 カステーラ一箱 前掲（2/1）
浮田和民 前掲（1/25,30）
諸戸清六 白魚三箱 三重県桑名在住
髙橋正知 高橋一知（英語英文学教授）か

2 月 3 日 添田寿一 前掲（1/30）
山田三良
仝 市子

果物籠一 国際法学者

亀山傒子 5 回家政学部 明治 41 年卒
畔田 海チシャ
柳八重子 1 回国文学部 明治 37 年卒 夫は柳敬介（画家）
大多和たけ 3 回英文学部 明治 39 年卒
上代たの 7 回英文学部 明治 43 年卒 附属高女教諭
鈴村不二 7 回英文学部 明治 43 年卒
高田早苗 水菓子一籠 玉子（二十壱個入） 前掲（1/29）
堀鉞之丞 理学者
清水静 5 回英文学部 明治 41 年卒
富山しか
南貞子

食料品種々 2 回家政学部 明治 38 年卒
2 回家政学部 明治 38 年卒

乙守氏（平野先生御
親類）

平野浜（附属高女教諭）の親類

大倉孫兵衛
 〃 夏子

一森式御座一脚 評議員

2 月 4 日 吉田こと子 御菓子二折 
シクラメン 水仙二鉢

在校生

星野行則 葡萄液一打 加島銀行関係者
渡邊鎌吉 菓子折 嘱託教師（西洋料理）
木内愛子
小出貞子

カステーラ一折 木内は附属高女教諭
小出は 6 回国文学部 明治 42 年卒

西垣たま子 ストローベリー一箱 前掲（2/1）
2 月 5 日 高輪 森村様 （電話） 前掲（1/24, 28, 31）

麻生先生奥様 前掲（2/1）
松浦先生奥様 前掲（1/28）
丹羽禮子 愛知県在住卒業生か
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2 月 5 日 佐藤お琴先生 越後梨一籠 元 嘱託教師（琴）

三木（玉成寮生） 甲州葡萄一籠 在校生
服部他之助氏夫人 前掲（1/22）
神谷信子 （電話） 1 回英文 明治 37 年卒

2 月 6 日 神戸支部 壱百円也 桜楓会神戸支部
奈良県支部 人参葛五箱 桜楓会奈良県支部
佐久千代子 吉野葛一折 1 回家政学部 明治 37 年卒
日本育児院理事
五十嵐喜廣

鶏卵拾五個入一 日本育児院理事

羽仁もと 与兵衛寿司一折 教育家 「家庭の友」創刊者
渋谷善作 大蟹二 新潟女学校以来の友人 実業家
竹内とし 鶉卵拾個（手飼）
長崎支部 カステーラ大折一 桜楓会長崎県支部
市原 宏 パイナップル缶詰二
渡邊タミ 3 回国文学部 明治 39 年卒
黒田こと 鯛デンブ（おだし料）一箱 8 回教育学部 明治 44 年卒
三井八郎右衛門 大植鉢一 創立発起人・評議員
関直彦 カステーラ一箱 弁護士・政治家 日日新聞社長
西田たか アイスクリーム一瓶チョコレート

シラップ  イチゴシラップ
在校生

2 月 7 日 野村清 若葉会 秋田ノ芭蕉煎一箱 附属高女卒業生
千葉璋子 七回生 ツク子芋 

ササノユキ一箱
7 回家政学部 明治 43 年卒

花井稲子 ウサギヤノもちかし一箱 在校生
大橋つる 食料品珍品種々 前掲（1/29）
小林ます子（高女卒業）盆栽一 附属高女卒業生
内海男爵 烏骨鶏卵拾個 

うつら卵三拾個
前掲（1/23）

福島支部会 梨二箱（六拾個） 桜楓会福島県支部
中村元嘉 民法査定委員 日本大学関係者

2 月 8 日 福田すが 真綿
長田時行 梨（二〇） 同志社卒 40 年来の友人
林 静子 和歌山名産甘錦梅二瓶 10 回家政学部 大正 2 年卒
神田さ己 自然薯二  前掲（2/1）
矢島みつ 水菓子一籠 5 回家政学部 明治 41 年卒
高田早苗 前掲（1/29, 2/3）
白石村治 前掲（1/22, 28）
大阪支部 金壱百五拾円也

追加六拾円也
桜楓会大阪支部

札幌支部 金弐拾円也 桜楓会札幌支部
2 月 9 日 吉田ふき 長生飴一折（金沢市穴水町第一高

女内）
金沢第一高等女学校教員か

山田昌吉 生徒ノ父
兄

菓子折一 生徒の父兄

羽仁もと子 白藤ぼたん 与兵衛寿し一 前掲（2/6）
白石村治（御使） 藤、つつじ 前掲（1/22,28,2/8）
石暮 卒業生 ネーブル一籠 

ウエファース一箱
卒業生

広瀬かね 十五回生 水菓子 カキ 葡萄 梨等  15 回英文学部 大正 7 年卒
2 月 10 日 岸本能武太 大蟹一 前掲（1/24）

白井規矩郎 うに カニ 瓶詰二 前掲（1/22）
内藤久寛 菓子折（見積り額五円） 新潟出身 実業家・政治家
神奈川支部 早成蔬菜品々 桜楓会神奈川支部
姉崎博士 （電話） 前掲（1/22,26,2/1）
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2 月 10 日 井内太郎

〃 千代
〃 清一

白ネル 千代は 2 回家政学部 明治 38 年卒

大澤謙二 生理学教授
佐世保支部 有田焼花瓶一 桜楓会佐世保支部
宮川千枝 スッポンノ水煮一 1 回家政学部 明治 37 年卒
渋谷きみ

2 月 11 日 小田川全之 大植込一 土木事業家 古河銀行
久須美秀三郎 鶏卵（五拾個入） 新潟県出身 実業家・政治家
前原厳太郎 前掲（1/22,26,31）
小野塚喜平次 新潟県出身 東京帝国大学教授
片山しかの 水菓子籠一 8 回家政学部 明治 44 年卒
斉木ちせ 鶏卵一箱 1 回家政学部 明治 37 年卒
師範家政一 山本 山口名産ウイロー一 在校生
大橋つる子御良人 食料品種々 前掲（1/29, 2/7）
多羅間きぬ子御夫婦 前掲（1/29）
東谷のぶ子 ポンカン二〇 5 回家政学部 明治 41 年卒
長野市支部 梅盆栽一 桜楓会長野支部
今岡信一郎御夫婦 御菓子折一 神学者 帰一協会同志
井上雅二 前掲（1/22）
長田時行 西大久保一六四山岸氏方  前掲（2/8）

2 月 12 日 浮田友樹
  淳子

ボケ プリムラ 浮田和民（1/25）の息子

原みさお プリムラ サイネリヤ 水仙 三 14 回英文学部 大正 6 年卒
浮田和民の娘

福島四郎 婦女新聞社社長
山中てい子 水菓子籠 お花沢山 在校生
綱島佳吉 米国アップル お花沢山 前掲（1/23）
姉崎博士 （電話） 前掲（1/22,26,2/1,10）
中村しの 金拾円也 中頚城郡板倉村字津田 5 回家政学部 明治 41 年卒
熊本支部会 金弐拾五円也 桜楓会熊本支部
在京五回生 金五拾円也 桜楓会在京五回生
廣海二三郎 金二拾円也 評議員 実業家
小泉つゆ 金拾円 8 回家政学部 明治 44 年卒
加藤しげ 漬物 薩摩汁
比嘉初子 大茄子二〇 10 回国文学部 大正 2 年卒
佐藤よしの 朝取梨一箱 4 回国文学部 明治 40 年卒
濱田里子 金五円也 2 回国文学部 明治 38 年卒
渋沢男爵 紅梅植込 前掲（1/22, 25, 28）

2 月 13 日 渋沢男爵 前掲（1/22,25,28,2/12）
渡邊英一 附属高女教諭
幼稚園先生方 附属豊明幼稚園
永井だい 常盤羹一折 6 回教育学部 明治 42 年卒
安永末 山口かまぼこ沢山 3 回家政学部 明治 39 年卒
在京二回生 金五拾参円也 桜楓会在京二回生
盛岡支部会 金弐拾弐円也 桜楓会盛岡支部
松浦恒様 前掲（1/23）

2 月 14 日 石本スマ 金弐円也
神谷信子
松平斐子

メロン 前掲（2/5）
2 回家政学部 明治 38 年卒

渥美お琴の先生 鶏卵弐拾個入 一 渥美繁野（大正 8 年度より嘱託教師）
五代龍作 鉱業家 五代友厚の婿養子
垣内松三 国文学者
上野金太郎（穂積先生）生麦酒一打 国文学教授 穂積銀関係者か
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2 月 15 日 太田節子 菓子折 11 回家政学部 大正 3 年卒

盛田みち子 水菓子一籠
白石村治 前掲（1/22,28,2/8,9）
服部たか 長崎カステラ大箱 2 回国文学部 明治 38 年卒
平城支部 おねまき襦袢二 桜楓会支部平城支部
東門千代
東谷のぶ

弐拾円 3 回家政学部 明治 39 年卒
前掲（2/11）

2 月 16 日 新名みち 梅ひしお のし梅一折 15 回師範家政学部 大正 7 年卒
福田みち 酒飴一折 2 回家政学部 明治 38 年卒
武井てい 鶏卵十五入桜いろ 6 回家政学部 明治 42 年卒
浮田博士 前掲（1/25,30,2/2）
姉崎博士 前掲（1/22,26,2/1,10,12）
三宅博士 三宅秀 衛生学教授
須田きよ 金五円也 13 回教育学部 大正 5 年卒

2 月 17 日 豊留朝子 
外新庄女学校有志

金参拾円也 6 回国文学部 明治 42 年卒

牧山静子 ポンカン五 6 回家政学部 明治 42 年卒
大隈侯爵 トメトー ストロベリー 前掲（1/25,28）
デゥーエー博士
 仝   夫人

教育学者ジョン・デューイ

新渡部令子
塩澤絹子
永雄てい

西洋菓子折一 在校生
在校生

中村さだ江 金参円 6 回家政学部 明治 42 年卒
井上雅二 山鳥一羽 前掲（1/22,2/11）
久保田男爵 前掲（1/23,25,26,28）

2 月 18 日 松村とし きじ一羽（朝鮮ヨリ） 5 回英文学部 明治 41 年卒
安藤坂 三井様 さつま汁 外にお料理 三井家
河村学而 妻マスエの叔父
山本たき子 蕃茄子廿 胡瓜類 7 回家政学部 明治 43 年
久野ひさ子 前掲（1/31）

2 月 19 日 信太久子 芭蕉煎餅 マシメロ 干饅頭 6 回家政学部 明治 42 年卒
倉田艶子 祈祷札 13 回家政学部 大正 5 年卒
周布公平氏代理夫人
貞子

アメリカ蜂蜜三 山口出身 政治家・官僚

神田乃武 科外講師
神田茂三郎 節子父 前掲（1/31）
堀井 果物切手五円 梅干 1 回家政学部卒堀井静か
鷹取喜代 金拾円也
南高輪尋常小学校職員
生徒総代 国友治二

六代目森村市左衞門開学の私立小学校 

南高輪幼稚園 六代目森村市左衞門開学の私立幼稚園
改野耕三 兵庫県出身 政治家・実業家
龍居頼三 南満州鉄道理事

2 月 20 日 長田時行 前掲（2/8,11）
八田三喜 教育家 東京府立第三中学校長
平野まさ枝 10 回家政学部 大正 2 年卒
三井家代高森愛次郎 金壱百円 三井家
村井吉兵衛 前掲（1/28,30）
大山たま子 青山原宿在住者
小沢卯之助（麻布高等小学校長） 麻布高等小学校長
村井知至 賛助員 同志社卒 科外講師 40 年来の友人
大阪支部 かまぼこ一籠 桜楓会大阪支部
名古屋支部 漬物一樽 桜楓会名古屋支部
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2 月 21 日 廣岡郁子 金五拾円也 10 回家政学部 広岡信五郎の姪

田邊貞吉代 田辺かつ子 トメトー外水菓物一篭 発起人・賛助員
黄地直子 御菓子折一 12 回家政学部 大正 4 年卒
佐藤千代 洋花鉢 乾物
武島羽衣先生奥様 カルース一罐 武島又二郎（附属高女教諭）の妻
澤柳政太郎 教育学者

2 月 23 日 姉崎博士 前掲（1/22,26,2/1,10,12,16）
中川謙二郎 前掲（1/30）
三井高修
仝 夫人

三井家

髙橋志づ 13 回英文学部 大正 5 年卒
神戸 柳井氏 カステーラ一折 父方の従兄弟

2 月 24 日 岩崎久彌 御菓子一箱（カステーラ四） 実業家 三菱
山本たき ストロベリー 前掲（2/18）
小塚浪路 蜜柑二五 1 回家政学部 明治 37 年卒
三輪田元道 三輪田高等女学校
綱島佳吉 前掲（1/23,2/12）
松村介石 前掲（1/22）
福田みち 前掲（2/16）

2 月 25 日 井上つた ぐじの糟漬 12 回家政学部 大正 4 年卒
後藤牧太 物理学教授
佐久千代 前掲（2/6）
山本たき 植木数鉢 前掲（2/18,24）
新免常 1 回家政学部 明治 37 年卒
在京一回生 桜楓会在京 1 回生 
稲葉しん 1 回国文学部 明治 37 年卒
鈴木のぶ 1 回家政学部 明治 37 年卒
西田市太郎 お花代弐円 西田天香 宗教的社会活動家
柳敬介 画家 柳八重（2/3）の夫

2 月 26 日 高村光太郎 彫刻家 高村智恵子（7 回生）の夫
前田園子 ストロベリー弐拾個入一籠 前掲（2/2）
三井捨子 三井家
森村開作氏夫人 御菓子二折 前掲（1/30）
青木とし子 ストロベリー一籠 6 回家政学部 明治 42 年卒
永澤慎吉
山本唯三郎
 〃たき

トメトー 苺 前掲（2/18, 24, 25）

島田先生奥様 御花 島田重祐（1/23）の妻
塩井きく
茅野雅子 鶉ノ卵 4 回国文学部 明治 40 年卒
荻野佳子 お菜漬 敷布一 3 回国文学部 明治 39 年卒
川瀬初子
生沼ちく子

金参円 2 回国文学部 明治 38 年卒
在校生

平山クニ子 金弐拾円
宮城県支部 桜楓会宮城県支部
新嘉坡支部 金八円 桜楓会新嘉坡支部
米谷とよ子 吉野葛一 奈良県在住 とよ子は卒業生か
時実直江 バナナ沢山 7 回国文学部 明治 43 年卒
横川笹子 鶏卵（二拾個入） 13 回家政学部 大正 5 年卒
神田さわ子 ジャム罐五 前掲（2/1）
大庭政子
関喜久恵

鶏卵廿五個入 14 回家政学部 大正 6 年卒

大岡哲吉 万惣切手五円 大岡蔦枝の兄
2 月 27 日 九鬼男爵 （電話） 前掲（1/29）

原六郎氏夫人 原六郎（創立発起人 実業家）の妻
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月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
2 月 27 日 今田氏

服部他之助 更科そば お寿し 前掲（1/22,23,28,29,31,2/5）
星島二郎 弁護士・政治家
正田孝
増野花子 金五円也 6 回国文学部 明治 42 年卒
中山きぬ子
坂本玉枝

菓子折一 2 回家政学部 明治 38 年卒
3 回家政学部 明治 39 年卒

岩橋ふみ 附属高女 1 回 明治 35 年卒
新免常 うみたて玉子 前掲（2/25）
出永澄子 うみたて玉子
奥宮かず子 鶏卵五拾個 1 回家政学部 明治 37 年卒
高田早苗 前掲（1/28,2/3,8）
廣岡かめ子 切花一束 広岡信五郎・浅子の娘
雛田二葉 ちりめん細工肘つき一 元附属高女教諭雛田千尋（新潟女学校教え

子）の関係者か
2 月 28 日 小田川達郎

 仝 美佐雄
スッポン 煮梅 ゆづ味噌 美佐雄は 13 回家政学部 大正 5 年卒

師家四 中島 洋アップル六 在校生
土岐就太郎 御菓子折
群馬県支部 白金紗縮緬肩布団 一 桜楓会群馬県支部
在京一回生丗八名 金七拾五円 桜楓会在京 1 回生（前掲 2/25）
佐竹晋次郎（鎌倉小児
保育園々父 医師）

鎌倉小児保育園々父 医師

姉崎博士 前掲（1/22,26,2/1,10,12,16,23）
西園寺新子留守宅 花奔植込 西園寺公望（創立発起人・創立委員）の娘 

附属高女 4 回 明治 38 年卒
栗田俊治郎（牛込原町三ノ七三） Who’s who in Japan 1912 の著者

3 月 1 日 中川謙二郎 梨七個 前掲（1/30,2/23）
今西兼二夫人 水菓子一籠 今西兼二は横浜正金銀行勤務
下田次郎 教育家
好地由太郎 キリスト者
星島氏 スープ 柚子味噌 前掲（2/27）

3 月 2 日 内海男爵 烏骨鶏卵菓子三 前掲（1/23, 2/7）
清水組 葡萄酒 半打 建築業者
内海男爵御母堂
内海男爵令夫人

お三人御見舞弐百円也 内海勝二の母及び妻

留岡幸助 同志社卒業 牧師 社会事業家
浮田博士 前掲（1/25,30,2/2,16）
島田先生 前掲（1/23,2/25）
大工原順子 御菓子（カステーラ一箱） 大工原銀太郎（同志社第九代総長）の妻
大多和慶三 果物一籠
森村開作 前掲（1/30, 2/26）
山本唯三郎
〃 夫人

前掲（2/18, 24, 25, 26）

神谷信子 人参錠（参円額） 前掲（2/5,14）
大岡育造 山口県出身 政治家
秦誉子 母方甥の妻 千葉町院門一〇一一
川田正静
松浦嶺子 御寿し拾人前 松浦政泰か松浦恒の関係者か
石野緑 13 回教育学部 大正 5 年卒
塩澤昌貞 日本少年
寮々生代表

奥宮かず（2/27）創設の寮。成瀬も開寮時
に祝辞を寄せた

佐藤貞子 6 回教育学部 明治 42 年卒
佐藤のぶ 附属高女 明治 40 年卒
前原厳太郎 前掲（1/22,26,31,2/11）
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月日 御見舞芳名 お見舞いの品 備 考
3 月 2 日 佐畑

〃 夫人
前掲（1/31）

阿邉欽次郎 メリヤスねまき もち菓子折 賛助員 成瀬より受洗 
新潟女学校初代幹事 加島銀行役員

会友 大島貞子
   江部朝子

金四円也 1 回特志会員
附属高女 6 回 明治 40 年卒

十五回生一同 金弐拾円也 桜楓会 15 回生
十四回生一同 金弐拾五円也 桜楓会 14 回生
中島まさ子 座ふとん一 姪（服部他之助の娘昌子）

附属高女 10 回 明治 44 年卒
正田孝
〃 母堂

前掲（2/27）

在京十三回生 鉄砲百合一鉢 桜楓会在京 13 回生
3 月 3 日 薮田ステ子 金参円也 14 回教育学部 大正 6 年卒

井ノ内千代子 金壱円仕立代トシテ 2 回家政学部 明治 38 年卒
樺山資紀 上菓子折一 賛助員 評議員 元文部大臣
宮川総三郎 キリスト教教会関係者か
国友治二 前掲（2/19）南高輪尋常小学校主事
八十島親徳 渋沢栄一関係者
甫守謹吾 礼法家
田丸卓郎 物理学者 東京帝国大学教授 ローマ字論者
市村瓉次郎 元教授 東洋史学者
大森房吉 地震学者 東京帝国大学教授
葛岡龍吉 建築学者か
石橋臥波 民俗学者
廣瀬実栄 代理
〃 橘三
  わかば

評議員

服部他之助 あんこ餅一折 前掲（1/22,23,28,29,31,2/5,27）
吉田作弥 賛助員
田村新吉 神戸市栄町田村商会
小崎弘道 第二代同志社総長 霊南坂教会牧師
副島八十六 南洋探検家
田村一郎 前掲（2/2）
桜井彦一郎 桜井鴎村 翻訳家 教育家
羽仁もと子 前掲（2/6,9）
澤山勇三郎 数学者（幾何学）
丹下智恵（若葉会員） 附属高女卒業生
坂本謹吾 柔術家
佐藤順造 人民新聞社
白石村治 前掲（1/22,28,2/8,9,15）
綱島佳吉 前掲（1/23,2/12,24）

3 月 4 日 藤原淑子 金五円 藤原千代（1 回国文学部卒 寮監）の姪

＊資料には記載なし。「仁科節日記」により確認したところ、「一折は棹物『深みどり』といふ羊羹五棹、他の二
折は同じく羊羹製の紅白の月ケ瀬二十五宛（黒川製）宮内省御用の美しき御品」と記されている。
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事
業
に
よ
る
改
修
を
経
て
お
り
、
そ
の
状
態
を
維
持
管
理
し
つ
つ

継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
〇
四（
平
成
一
六
）年
の
安
全
調
査
に

よ
り
二
階
部
分
の
使
用
を
中
止
し
、
さ
ら
に
二
〇
一
四（
平
成

二
六
）年
の
耐
震
診
断
調
査
に
基
づ
き
、
翌
年
の
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン

グ
デ
ー
を
境
に
全
体
の
使
用
を
中
止
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
度
、
成
瀬
の
没
後
一
〇
〇
年
を
迎
え
る
二
〇
一
九（
平
成
三
一
）

年
を
前
に
、
耐
震
補
強
改
修
工
事
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
、
本
学
の
後
藤
久
名
誉
教
授
を
中
心
と
し
て

鈴
木
賢
次
名
誉
教
授
ら
に
よ
る
建
築
史
学
的
な
調
査
や
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
本
稿
で
は
、
今
回
の
耐
震

補
強
改
修
工
事
を
機
に
、
建
築
史
学
お
よ
び
文
化
財
保
存
学
の
観

点
か
ら
実
施
し
た
調
査
研
究
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
報

告
す
る
。
そ
の
う
え
で
今
回
の
工
事
に
お
け
る
保
存
再
生
手
法
の

１
． 

は
じ
め
に

本
学
に
は
成
瀬
記
念
講
堂
を
は
じ
め
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
建
て
ら
れ
た
五
棟
の
歴
史
的
建
造
物
が
現
存
す
る）

1
（

。
こ
の

う
ち
、
創
立
者
で
あ
り
初
代
校
長
の
成
瀬
仁
蔵
が
一
九
一
九（
大

正
八
）年
に
没
す
る
ま
で
過
ご
し
た
住
宅
は
、
唯
一
現
存
す
る
創

立
時
の
建
物
で
、
当
時
は
三
棟
建
て
ら
れ
た
教
師
館
の
う
ち
の
一

棟
で
あ
っ
た
。
現
在
は「
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅（
日
本
女
子
大
学
成

瀬
記
念
館
分
館
）」と
し
て
文
京
区
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て

お
り
、
近
年
、
不
忍
通
り
の
拡
幅
に
伴
い
本
学
敷
地
内
で
移
築
修

理
工
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

成
瀬
記
念
館
分
館
よ
り
先
に
、
一
九
七
四（
昭
和
四
九
）年
に
文

京
区
指
定
有
形
文
化
財
第
一
号
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
が
成
瀬
記

念
講
堂
で
あ
る
。
当
時
の
成
瀬
記
念
講
堂
は
創
立
六
〇
周
年
記
念

報
告

成
瀬
記
念
講
堂
の
保
存
再
生
と
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

 
 

 
 
 
 

─
─
耐
震
補
強
改
修
工
事
完
了
に
寄
せ
て

是
澤　

紀
子
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な
っ
て
い
る
。
ま

さ
に
第
二
の
発
展

段
階
に
あ
っ
た
と

こ
ろ
、
社
会
貢
献

事
業
団
体
森
村
豊

明
会
の
寄
付
に

よ
っ
て
建
設
が
実

現
し
た
の
で
あ

る
。こ

の
建
物
の
名

称
や
建
設
年
代
、

設
計
者
は
い
さ
さ

か
複
雑
で
あ
る
。

「
豊
明
図
書
館
兼

講
堂
」と
呼
称
さ

れ
て
き
た
も
の
の
、
一
九
〇
五（
明
治
三
八
）年
の
建
設
工
事
着

工
後
、
八
月
に
開
催
さ
れ
た
評
議
員
会
の
決
議
に
は「
豊
明
図
書

館
」と
明
記
さ
れ
、
完
成
し
た
建
物
の
壁
面
に
取
り
付
け
ら
れ
た

石
板
に
も
同
じ
く「
豊
明
図
書
館
」と
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
石
板

に
は「
明
治
三
九
年
四
月
竣
工
」と
あ
る
が
、
設
計
・
施
工
を
請

け
負
っ
た
清
水
満
之
助
店（
の
ち
の
清
水
組
で
あ
り
現
在
の
清
水

建
設
）の
記
録
に
は
、「
日
本
女
子
大
学
校
講
堂
兼
図
書
室
」の
名

選
択
に
つ
い
て
、
建
築
遺
産
の
価
値
を
評
価
す
る
一
基
準
で
あ
る

オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ（A

uthenticity

）─
元
々
の
起
源
で
は
、

ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ
ン
語
の
合
成
で
あ
り
、
よ
り
高
い
次
元
か
ら

規
定
す
る
と
い
う
意
の「authoritative

」と
、
原
始
か
つ
生
来
の

と
い
う
意
の「original
」と
い
う
二
つ
の
概
念
を
合
わ
せ
も
つ
言

葉）
（
（

─
─
の
概
念
か
ら
再
考
し
つ
つ
紹
介
し
た
い）

（
（

。
ち
な
み
に
世
界

文
化
遺
産
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
は「
真
正
性
」や「
真
実

性
」な
ど
と
訳
さ
れ
、
そ
の
度
合
い
を
測
る
基
準
と
し
て
大
き
く

「D
esign

（
意
匠
）」「M

aterial

（
材
料
）」「W

orkm
anship

（
技
術
）」

「Setting

（
環
境
）」の
四
つ
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

２
．
本
学
発
展
の
記
録
と
成
瀬
仁
蔵
を
記
憶
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

ま
ず
は
成
瀬
記
念
講
堂
の
変
遷
を
紹
介
し
つ
つ
、
過
去
の
改
修

の
背
景
と
、
建
物
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
１
）
煉
瓦
で
築
い
た
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
期

現
在
の
成
瀬
記
念
講
堂
は
、
日
本
女
子
大
学（
旧
制　

日
本
女

子
大
学
校
）が
開
校
し
た
一
九
〇
一（
明
治
三
四
）年
か
ら
五
年

後
、
教
育
学
部
お
よ
び
附
属
豊
明
小
学
校
、
幼
稚
園
の
開
校
と
同

時
期
に「
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
」と
し
て
開
館
し
た（
図
１
）。
そ

の
頃
、
日
露
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
一
九
〇
四（
明
治
三
七
）年

末
に
成
瀬
が『
教
育
時
論
』誌
に
論
文
を
発
表
し
、
教
育
学
部
の

設
置
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
翌
年
に
本
校
は
財
団
法
人
と

図１　豊明図書館兼講堂
右端に豊明館（教育学部校舎）との連結部がみえる。
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称
で「
明
治
三
八
年
一
一
月
竣
工
」と
あ
る）

（
（

。
竣
工
年
月
の
違
い

は
、
工
期
の
延
長
や
、
石
版
の
年
月
を
開
館
す
る
新
年
度
に
合
わ

せ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、異
な
る
名
称
の
背
景
に
は
、「
本
邦
唯
一
の
婦
人
図
書
館
」

創
設
を
目
指
し
た
成
瀬
の
理
想
と
卒
業
生
の
希
望
の
も
と）

（
（

、
ゆ
く

ゆ
く
は
大
講
堂
を
別
に
建
て
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
講
堂
機

能
を
備
え
た
図
書
館
と
し
た
当
時
の
決
断
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら

に
、
設
計
者
に
関
し
て
は
清
水
満
之
助
店
の
技
師
で
あ
っ
た
田
辺

淳
吉
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が）

（
（

、
主
担
当
は
、
田
辺
と
と
も
に
東
京

帝
国
大
学
を
卒
業
し
、
同
じ
く
清
水
満
之
助
店
の
技
師
と
な
っ
た

北
村
耕
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
最
近
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い

る）
（
（

。

図２　煉瓦造の地階
現在は空調設備室や部材保管庫となっている。

図３　講堂内部空間
右上は側廊二階が書庫及び閲覧室として利用されていた当時の様子。
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創
建
時
の
建
物
は
、
基
礎
や
地
階
、
外
壁
は
イ
ギ
リ
ス
積
み
の

煉
瓦
造
で
あ
り
、
内
部
の
柱
や
梁
、
床
な
ど
は
木
造
で
、
屋
根
を

支
え
る
ハ
ン
マ
ー
ビ
ー
ム
ト
ラ
ス
─
─
中
世
の
イ
ギ
リ
ス
に
出
現

し
た
木
造
小
屋
組
─
─
や
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
一
体
と
な
っ
た

壮
麗
な
内
部
空
間
は
、
現
在
ま
で
良
好
な
保
存
状
態
で
継
承
さ
れ

て
き
た
。
と
く
に
基
礎
や
地
階
は
、
創
建
時
の
煉
瓦
造
を
伝
え
る

貴
重
な
部
分
で
あ
る（
図
２
）。
同
じ
煉
瓦
造
で
も
、
た
と
え
ば

世
界
遺
産
で
あ
る
旧
富
岡
製
糸
場
の
よ
う
に
外
壁
に
木
の
骨
組
を

み
せ
る
場
合
や
、
木
の
骨
組
に
接
し
て
外
側
に
仕
上
げ
材
と
し
て

の
み
煉
瓦
を
用
い
る
場
合
は「
木
骨
煉
瓦
造
」で
あ
る
が
、
豊
明

図
書
館
兼
講
堂
期
の
外
壁
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
確
か
に
煉

瓦
造
で
あ
っ
た
。

内
部
は
ラ
テ
ン
十
字
型
平
面
の
バ
シ
リ
カ
形
式
と
い
っ
て
教
会

堂
の
よ
う
な
空
間
構
成
を
も
つ
。
東
に
演
壇
を
置
き
、
南
北
に
は

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
あ
る
翼
廊
を
突
出
さ
せ
、
中
央
は
身
廊
と
両

側
廊
に
分
け
、
側
廊
に
は
二
階
を
設
け
て
い
る（
図
３
）。

当
時
の
側
廊
二
階
は
床
が
水
平
で
あ
り
、
通
常
は
書
庫
及
び
閲

覧
室
と
し
な
が
ら
も
、
卒
業
式
な
ど
で
は
桟
敷
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
た
。
内
部
空
間
を
見
上
げ
る
と
、
全
体
を
覆
う
よ
う
に
ハ
ン

マ
ー
ビ
ー
ム
ト
ラ
ス
が
架
か
り
、
天
窓
よ
り
柔
ら
か
い
光
が
差
し

込
む
屋
根
を
支
え
て
い
る
。
両
側
の
壁
か
ら
突
出
し
た
ハ
ン
マ
ー

ビ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
出
し
梁
が
、
タ
イ
・
バ
ー（
鉄
棒
）で
つ
な

が
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
り

（
図
４
）、
そ
の
意
匠
の
み

な
ら
ず
材
料
や
技
術
と
と

も
に
、
創
建
時
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
ト
ラ
ス
が
生
み
出

す
明
治
期
の
大
空
間
を
堪

能
で
き
る）

9
（

。

な
お「
豊
明
図
書
館
兼

講
堂
」で
は
、
成
瀬
の「
実

践
倫
理
」
の
講
義（
現
在

の「
教
養
特
別
講
義
」）が

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

最
後
の
告
別
講
演「
我
が

継
承
者
に
告
ぐ
」
こ
そ
、

そ
の
記
録
と
と
も
に
人
々

に
永
く
記
憶
さ
れ
、
こ
の
建
物
が
本
学
を
象
徴
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
原
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
森

村
豊
明
会
に
由
来
す
る
名
を
冠
し
た
建
物
か
ら
、
創
立
者
の
名
を

冠
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
の
は
本
学
創
立
六
〇
周
年
の
こ
と

で
あ
る
。

（
２
）
木
造
建
築
と
し
て
復
興
再
生
し
た
豊
明
講
堂
期

も
と
も
と「
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
」は
、
正
面
側
が
教
育
学
部

図４　ハンマービームトラス
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の
校
舎「
豊
明
館
」と
連
結
し
て
建
て

ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
一
九
二
三

（
大
正
一
二
）年
の
関
東
大
震
災
に
よ

り
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
と
く
に

「
豊
明
館
」は
震
害
が
著
し
く
撤
去
さ

れ
た
が
、「
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
」は
煉

瓦
壁
を
除
い
て
大
き
な
崩
壊
を
免
れ
た

様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
図
５
）。

基
礎
や
地
階
の
煉
瓦
に
く
わ
え
、
木
造

に
よ
る
骨
組
や
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な

ど
の
建
具
類
は
生
か
し
つ
つ
、
外
壁
を

木
造
へ
変
更
し「
豊
明
講
堂
」と
し
て

震
災
翌
年
に
す
ぐ
さ
ま
復
興
再
生
を
遂
げ
て
い
る（
図
６
）。
屋

根
も
創
建
時
と
同
じ
く
ス
レ
ー
ト
葺
で
あ
っ
た
。
外
壁
は
下
見
板

張
り
の
軽
快
な
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
タ
イ
ル
で
、
こ
れ
は
当
時
、
学
内

の
他
の
建
物
で
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、見
慣
れ
た
外
観
で
あ
っ
た
。

身
廊
上
部
な
ど
一
部
に
は
縦
板
張
り
も
見
え
る
。
こ
の
縦
板
や
、

横
板
張
り
の
下
見
板
の
一
部
は
、
解
体
し
て
み
る
と
現
在
の
縦
板

の
下
に
確
認
で
き
る（
図
７
）。
こ
れ
ら
は
豊
明
講
堂
期
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
あ
り
、
生
き
て
き
た
歴
史
の
証
拠
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど

関
東
大
震
災
の
一
年
前
に
は
、
女
子
総
合
大
学
の
開
設
を
目
指
し

て
募
金
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
震
災
時
の
写
真
か
ら
、
書
庫
及
び

図５　関東大震災直後の様子

図６　復興再生を遂げた豊明講堂図８　豊明講堂期の側廊二階桟敷席

図７　妻壁に残る下見板
一枚毎に間引かれて現存していた。
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閲
覧
室
で
あ
っ
た
側
廊
二
階
を
明
る
く
す
る
よ
う
に
窓
が
設
け
ら

れ
る
な
ど
、
改
修
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

第
三
の
発
展
段
階
に
あ
っ
た
出
来
事
と
い
え
よ
う
。
す
ぐ
さ
ま
復

興
再
生
に
着
手
し
た
関
係
者
の
熱
意
が
偲
ば
れ
る
。

こ
の
時
、「
豊
明
館
」と
連
結
し
て
い
た
こ
と
か
ら
元
々
は
な

か
っ
た
正
面
フ
ァ
サ
ー
ド
が
初
め
て
整
備
さ
れ
た
ほ
か
、
平
ら
な

床
で
書
架
が
並
ん
で
い
た
側
廊
の
二
階
は
、
床
高
を
下
げ
て
段
差

が
設
け
ら
れ
桟
敷
席
と
な
っ
た（
図
８
）。
こ
れ
に
伴
い
、
内
部

柱
に
鉄
製
方
杖
を
入
れ
る
な
ど
補
強
が
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

演
壇
正
面
の
プ
ロ
セ
ニ
ア
ム
・
ア
ー
チ
は
、
翼
廊
の
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
と
同
様
に
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
尖
頭
ア
ー
チ
で
あ
っ
た
が
、
震
災

後
は
高
さ
を
抑
え
た
チ
ュ
ー
ダ
ー
ア
ー
チ
と
な
り（
図
９
）、
の

ち
の
昭
和
の
改
修
を
機
に
現
在
の
よ
う
な
円
弧
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
成
瀬
記
念
講
堂
期

豊
明
講
堂
期
を
経
て

一
九
六
一（
昭
和
三
六
）年

に
は
、
構
造
補
強
や
設
備
更

新
に
く
わ
え
、
屋
根
は
ス

レ
ー
ト
葺
か
ら
鉄
板
葺
と
な

り
、
外
壁
は
下
見
板
張
り
か

ら
縦
板
張
り
と
す
る
改
修
が

施
さ
れ
た（
図
10
）。
創
立

六
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
つ

で
あ
り
、
学
部
学
科
の
充
実

や
大
学
院
の
設
置
な
ど
全
体

の
充
実
を
図
る
な
か
で
、「
豊
明
講
堂
」は「
成
瀬
記
念
講
堂
」と
名

称
を
改
め
、
永
く
保
存
す
る
目
的
で）

（1
（

実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
構
造
補
強
に
よ
り
外
部
に
鉄
骨
の
バ
ッ
ト
レ
ス
が
設
置

さ
れ
た
も
の
の
、
後
世
に
耐
震
補
強
の
基
準
が
強
化
さ
れ
る
に
伴

い
、
一
九
八
九（
平
成
元
）年
そ
し
て
今
回
の
耐
震
補
強
工
事
が

重
ね
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
補
強
へ
の
試
み
は
関
東
大

震
災
後
も
例
外
で
は
な
く
、
タ
イ
・
バ
ー
の
一
部
追
加
や
鉄
製
の

方
杖
に
よ
る
内
部
柱
の
補
強
な
ど
が
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
て
今
回
、新
た
に
構
造
が
検
討
さ
れ
た
結
果）

（（
（

、鉄
骨
の
バ
ッ

ト
レ
ス
は
、
設
置
箇
所
の
木
部
に
水
を
呼
び
込
ん
で
い
る
と
と
も

図９ 演壇のアーチの変化

図10　昭和36年改修後の成瀬記念講堂
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に
転
倒
の
恐
れ
も
あ
り
、
撤
去
し
て
も
構
造
面
の
影
響
は
な
い
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
百
年
館
側
は
撤
去
し
、
塀
に

囲
わ
れ
た
目
白
通
り
側
の
み
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
可
能
な
高
さ
ま
で

存
置
す
る
こ
と
で（
図
11
）、
歴
史
の
一
側
面
を
保
持
す
る
手
法

を
採
用
し
て
い
る
。
制
度
の
要
請
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
時

代
の
思
想
と
と
も
に
、科
学
技
術
の
発
展
に
伴
う
価
値
の
解
釈
が
、

保
存
再
生
の
手
法
選
択
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

以
上
、
三
つ
の
時
期
を
経
て
き
た
現
在
の
成
瀬
記
念
講
堂
は
、

各
時
期
の
変
化
の
痕
跡
が
蓄
積
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
今
回
の

耐
震
補
強
改
修
工
事
で
は
、
こ
の
よ
う
な
重
層
し
た
歴
史
の
価
値

を
保
存
し
、
後
世
に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
、
縦
板
張
り
と
な
っ

た
一
九
六
一（
昭
和
三
六
）年
頃
の
姿
を
復
旧
す
る
こ
と
が
目
指

さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
成
瀬
記
念
講
堂
」は
本
学
を
象
徴
す
る
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
創
建
時
と
い
う
よ
り
後
世
に
獲

得
さ
れ
、
新
し
い
名
称
と
と
も
に
広
く
共
有
化
さ
れ
た
価
値
で
も

あ
る
。
今
回
、
一
九
六
一（
昭
和
三
六
）年
頃
の
姿
に
復
旧
さ
れ

た
こ
と
は
、
建
物
の
歴
史
と
変
遷
を
語
る
う
え
で
意
義
深
い
と
い

え
よ
う
。

３
．
耐
震
補
強
改
修
工
事
の
概
要
と
手
法
の
選
択

今
回
の
工
事
は
、
二
〇
一
七（
平
成
二
九
）年
六
月
か
ら
翌
年

八
月
に
か
け
て
、
総
工
事
費
約
二
億
八
千
万
円
で
実
施
さ
れ
た
。

文
京
区
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
の
工
事
に
先
立
ち
、
学
内
で
は

筆
者
も
一
員
と
し
て
参
加
し
た「
成
瀬
記
念
講
堂
耐
震
改
修
ワ
ー

キ
ン
グ
」が
二
〇
一
五（
平
成
二
七
）年
六
月
よ
り
組
織
さ
れ
、
方

針
が
協
議
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
設
計
監
理
は
株
式
会
社
文
化
継

承
建
築
設
計
事
務
所）

（1
（

、
施
工
は
清
水
建
設
株
式
会
社
で
あ
る
。
今

回
の
目
的
は
、
耐
震
補
強
工
事
に
伴
っ
て
改
修
を
行
い
、
安
全
に

使
用
で
き
る
建
物
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
文
化
財
と
し
て
建
物
の

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
詳
細
な
実
測
調
査
や
仕
様
調
査
、
古

写
真
等
の
資
料
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
工
事
の

方
針
が
決
定
し
て
い
る
。

（
１
） 
耐
震
補
強
と
設
備
更
新
─
─
今
後
の
活
用
に
向
け
て

耐
震
補
強
と
し
て
、
屋
根
や
壁
、
二
階
床
に
お
け
る
構
造
用
合

図11　存置されたバットレスの一部
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板
の
設
置
に
く
わ
え
、
煉
瓦
造
の
基
礎
と
木
造
の
軸
組
を
ア
ン

カ
ー
に
よ
り
緊
結
す
る
補
強
が
施
さ
れ
た
。
構
造
用
合
板
の
設
置

で
は
、
外
観
お
よ
び
内
観
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
屋
根
は
、
ハ
ン
マ
ー
ビ
ー
ム
を
用
い
た
小
屋
組
を
み
せ

る
化
粧
屋
根
裏
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
外
側
の
屋
根
面
か
ら
構
造

用
合
板
や
断
熱
材
を
設
置
す
る
手
法
を
採
用
し
て
い
る（
図
12
）。

こ
の
方
針
は
壁
も
同
様
で
あ
り
、
内
部
の
漆
喰
壁
を
損
な
わ
な

い
よ
う
、
外
部
の
縦
板
と
、
そ
の
内
側
に
残
る
旧
下
見
板
を
い
っ

た
ん
解
体
し
、
柱
や
間
柱
の
あ
い
だ
に
構
造
用
合
板
や
断
熱
材
を

入
れ
て（
図
13
）、
旧
下
見
板
と
縦
板
を
復
旧
し
て
い
る
。
側
廊

二
階
の
床
で
は
、
解
体
に
よ
る
変
更
を
最
小
限
に
す
る
た
め
一
階

天
井
側
か
ら
解
体
し
、
構
造
用
合
板
が
施
さ
れ
た（
図
14
）。
こ

こ
で
は
Ａ
Ｖ
機
器
用
の
ケ
ー
ブ
ル
も
挿
入
し
、
天
井
の
復
旧
後
、

各
所
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
や
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
活
用
に
向
け
て
椅
子
は
大
半
が
更
新
さ
れ
た）

（1
（

。

た
だ
し
側
廊
二
階
の
桟
敷
席
に
関
し
て
は
、
災
害
時
に
二
方
向
へ

の
避
難
経
路
を
確
保
で
き
ず
、
二
〇
一
四（
平
成
二
六
）年
の
耐

震
診
断
調
査
を
経
て
使
用
停
止
と
な
っ
た
箇
所
で
あ
り
、
現
状
を

尊
重
し
て
保
存
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
断
熱
性
能
を
上
げ
る
た
め

に
、
窓
下
の
床
に
は
空
調
の
吹
出
し
口
を
設
け
る
と
と
も
に
、
窓

は
、
既
存
の
窓
の
内
側
に
新
規
の
窓
を
設
け
て
二
重
に
な
っ
て
い

る
。
窓
に
限
ら
ず
既
存
の
建
具
に
は
、
創
建
時
か
ら
現
在
ま
で
数

種
類
の
金
物
が
あ
り
、
今
回
い
ず

れ
も
で
き
る
限
り
採
用
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
活
用
に
際
し

て
は
現
状
を
変
更
し
て
整
備
す
る

箇
所
も
多
々
生
じ
る
な
か
で
、
文

化
財
と
し
て
最
小
限
の
介
入
を
試

み
る
と
と
も
に
、
将
来
の
保
存
再

生
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
元
に
戻

す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
可
逆
性
を

考
慮
し
た
手
法
の
選
択
に
注
意
が

図
ら
れ
て
い
る
。

図12　新たに木枠が挿入された屋根面
木枠の間に断熱材を入れて構造用合板を設置。

図13　構造用合板により補強された外壁

図14　側廊一階天井側からの補強
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（
２
） 

解
体
と
調
査
─
─
将
来
の
保
存
再
生
に
向
け
て

手
法
の
選
択
に
必
要
な
情
報
の
多
く
は
、
解
体
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
明
ら
か
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
建
物
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ

た
証
拠
や
記
録
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
情
報
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。

こ
こ
で
は
屋
根
や
塗
装
を
め
ぐ
る
解
体
と
調
査
を
中
心
に
、
そ
の

一
端
を
み
て
み
よ
う
。

屋
根
は
、
事
前
の
資
料
調
査
よ
り
一
九
六
一（
昭
和
三
六
）年

に
ス
レ
ー
ト
葺
か
ら
鉄
板
葺
へ
と
葺
き
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明

し
て
い
た
。今
回
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、屋
根
の
解
体
に
よ
っ

て
主
に
幅
六
寸
で
長
さ
一
尺
二
寸
の
天
然
ス
レ
ー
ト
が
わ
ず
か
に

発
見
さ
れ
、そ
の
下
地
と
な
る
杉
板
の
土
居
葺
も
現
存
し
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
天
然
ス
レ
ー
ト
は
将
来
の
保
存
再
生
に
向
け
て

サ
ン
プ
ル
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
と
し
、
土
居
葺
は
一
部
を
残
し

て
施
工
さ
れ
た
。
今
回
は
維
持
管
理
を
考
慮
し
て
、
防
水
性
能
を

も
つ
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
の
上
に
ガ
ル
バ
リ
ウ
ム
鋼
板
を
葺
く
こ
と
と

な
っ
た
が
、
将
来
に
わ
た
り
ス
レ
ー
ト
葺
の
仕
様
が
わ
か
る
よ
う

な
措
置
を
施
し
て
い
る
。
な
お
、
講
堂
天
井
付
近
で
出
火
し
た
と

い
う
一
九
一
四（
大
正
三
）年
の
火
災
に
よ
る
焼
け
跡
も
今
回
の

解
体
調
査
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
。

塗
装
に
関
し
て
は
屋
根
の
ほ
か
、
壁
や
建
具
廻
り
な
ど
か
ら
試

料
を
採
取
し
、
実
体
顕
微
鏡
や
光
学
顕
微
鏡
で
観
察）

（1
（

（
図
15
）す

る
と
い
う
分
析
を
、
現
地
で
の
こ
す
り
出
し
調
査（
図
16
）や
塗

装
工
事
の
履
歴
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
な
ど
の
資
料
調
査
と
あ
わ
せ
て

実
施
し
た
。
各
々
の
部
位
を
比
較
す
る
こ
と
で
全
体
像
が
露
わ
に

な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
縦
板
の
下
に
残
さ
れ
て
い
た
下
見
板
に

よ
り
豊
明
講
堂
期
の
塗
装
と
そ
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス）

（1
（

の
枠
に
も
一
部
に
同
じ
塗
装
が
見
ら
れ
た
こ
と

で
、
豊
明
講
堂
期
は
外
壁
と
建
具
枠
が
同
一
の
色
調
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
豊
明
講
堂
期
の
塗
装
が
特
定
で
き
た
こ

と
で
、
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
期
の
塗
装
や
、
さ
ら
に
は
成
瀬
記
念

講
堂
期
の
塗
装
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
時
期
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
材
料
が
建
物
に
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
知
り
得
た

「
実
体
」で
あ
る
。
こ
う
し
た
豊
か
な
情
報
、
と
も
す
れ
ば
現
代

の
科
学
と
技
術
で
は
未
だ
知
り
得
な
い
情
報
を
後
世
に
ゆ
だ
ね
る

図15  塗装試料の光学顕微鏡写真

図16  こすり出し調査の事例
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こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
継
承
す
る
こ
と
が
、
文
化
財
の
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
シ
テ
ィ
を
継
承
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。

な
お
、
今
回
の
資
料
調
査
に
よ
り
、
成
瀬
記
念
講
堂
期
に
縦
板

張
り
と
な
っ
た
際
、
外
壁
は
木
目
を
み
せ
る
ク
リ
ア
ラ
ッ
カ
ー
仕

上
げ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
演
壇
南
の
排
気
小
屋
を
解
体
し

て
み
る
と
当
時
の
仕
上
げ
が
現
存
し
て
い
た
。
そ
の
劣
化
は
早

か
っ
た
と
み
ら
れ
、
一
九
六
二（
昭
和
三
七
）年
度
に
は
ペ
ン
キ

塗
装
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
回
は
維
持
管
理
を

考
慮
し
、
こ
の
時
期
の
ペ
ン
キ
塗
装
を
再
現
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
建
物
自
体
が
も
つ
情
報
を
重
視
す
る
文
化
財

修
理
で
は
、
新
た
に
加
え
た
材
料
に
対
し
て
後
世
の
人
々
が
古
材

と
区
別
で
き
る
よ
う
に
焼
印
や
刻
印
を
施
し
て
い
る
。
今
回
は
耐

震
補
強
材
に「
平
成
二
九
年
度
耐
震
補
強
」、
そ
の
他
の
補
修
材

に
同
年
度
で「
修
補
」と
い
う
二
種
類
の
焼
印
が
施
さ
れ
た
。

４
．
お
わ
り
に
─
─
実
体
と
し
て
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ

現
在
の
成
瀬
記
念
講
堂
は
、
そ
の
姿
か
ら
大
き
く
三
つ
の
時
期

に
わ
た
り
継
承
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
創
建
当
初
の
豊
明
図
書
館
兼

講
堂
期
は
、
現
在
の
よ
う
な
正
面
フ
ァ
サ
ー
ド
が
な
く「
豊
明
館
」

と
連
結
し
て
い
た
。
当
時
の
煉
瓦
壁
は
基
礎
や
地
階
を
除
い
て
失

わ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
根
拠
の
あ
る
再
建

を
行
う
こ
と
が
難
し
い
時
期
の
姿
で
あ
る
。
く
わ
え
て
創
建
当
初

の
側
廊
の
二
階
や
演
壇
正
面
の
改
変
、
正
面
入
り
口
部
分
な
ど
増

改
築
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
箇
所
は
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
煉
瓦
造
の
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
期
に
復
す
る
こ
と
は
、
後
世

の
変
遷
も
失
わ
れ
、
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ

テ
ィ
の
保
持
は
最
も
困
難
と
み
ら
れ
た
。

仮
に
失
わ
れ
た
煉
瓦
壁
を
再
建
す
る
場
合
、
内
部
空
間
や
外
観

に
つ
い
て
創
建
当
初
の
形
態
や
意
匠
を
再
現
し
、
か
つ
安
全
に
使

用
で
き
る
建
物
と
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
煉
瓦
壁
を
自
立
さ

せ
る
よ
う
鉄
骨
の
柱
を
入
れ
た
り
、
煉
瓦
壁
を
支
持
す
る
た
め
に

基
礎
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
す
る
な
ど
、
創
建
当
初
の
煉
瓦

造
が
唯
一
残
る
部
分
に
ま
で
変
更
が
及
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

各
時
期
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
や
創
建
後
の
重
層
的
な
価
値
を
減

じ
て
ま
で
煉
瓦
壁
を
再
建
す
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
成
瀬
記
念
講

堂
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
工
事
で
は
、
創
立
六
〇
周
年
に
際
し
て
縦
板
張
り
に
改

修
さ
れ
た
状
態
を
維
持
す
る
と
い
う
方
針
の
も
と
、
縦
板
の
下
に

一
部
現
存
す
る
下
見
板
も
そ
の
ま
ま
に
、
三
つ
の
時
期
の
痕
跡
を

最
大
限
保
存
し
て
、
そ
の
実
体
を
後
世
に
継
承
す
る
手
法
を
採
用

し
た
。
す
な
わ
ち
、
成
瀬
記
念
講
堂
は
将
来
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

の
姿
に「
復
元
」あ
る
い
は「
復
原
」さ
れ
る
可
能
性
も
秘
め
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
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今
回
の
工
事
に
伴
う
調
査
を
経
て
、
フ
ァ
サ
ー
ド
が
な
く
煉
瓦

壁
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
豊
明
図
書
館
兼
講
堂
期
に
復
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
失
わ
れ
た
も
の
を
一
定
の
根
拠
に
し
た
が
っ
て
新
た
に

再
現
あ
る
い
は
再
建
す
る「
復
元
」の
要
素
が
色
濃
く
な
る
で
あ

ろ
う
し
、
下
見
板
な
ど
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
材
料
や
痕
跡
が
残
る
豊
明

講
堂
期
に
復
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
存
す
る
も
の
を
痕
跡
な
ど
に

し
た
が
っ
て
あ
る
時
代
の
姿
に
修
理
・
修
復
す
る「
復
原
」の
要

素
が
色
濃
く
な
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

過
去
は
未
来
の
た
め
に
あ
る
。
今
後
は
本
学
を
象
徴
す
る
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
後
世
に
価
値
の
多
様
性
と
重
層
性
を
ふ
ま

え
て
検
証
で
き
る
よ
う
、
今
回
の
工
事
を
も
と
に
作
成
さ
れ
る
報

告
書
や
記
録
映
画）

（1
（

、
部
材
の
サ
ン
プ
ル
保
管
な
ど
を
活
用
し
、
伝

え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

 

（
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
住
居
学
科

 

准
教
授 

こ
れ
さ
わ 
の
り
こ
）

図
版
出
典

	

図
１
、
３
（
右
上
）、
５
、
６
、
８
〜
10
は
成
瀬
記
念
館
所
蔵
写
真
、

図
７
は
本
学
施
設
課
所
蔵
写
真
、
図
３
の
説
明
図
は
工
事
記
録
映

画
よ
り
引
用
改
変
し
た
。
他
注
記
な
し
は
筆
者
撮
影
。

（
1
） 成
瀬
記
念
館
分
館
は
、「
旧
成
瀬
仁
蔵
住
宅
（
日
本
女
子
大
学
成

瀬
記
念
館
分
館
）」
と
し
て
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
に
、
家

具
一
四
点
と
と
も
に
文
京
区
指
定
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
か
ら
移
築
修
理
工

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

工
し
た
。
こ
の
ほ
か
本
学
に
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
に

本
校
の
茶
道
教
授
で
あ
っ
た
松
浦
詮
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
茶
室

「
静
寧
亭
」
が
二
度
の
移
築
を
経
て
な
お
現
存
し
、
同
じ
く
本
校

の
教
授
で
あ
っ
た
佐
藤
功
一
設
計
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
二
棟
の
歴

史
的
建
造
物
─
─
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
の
樟
渓
館
と
一
九

二
七
（
昭
和
二
）
年
の
明
桂
寮
─
─
が
現
存
す
る
。

（
2
）	後
藤
久
『
成
瀬
仁
蔵
生
誕
１
５
０
年
記
念　

日
本
女
子
大
学
成
瀬

記
念
講
堂
─
創
立
者
の
夢
と
明
治
の
洋
風
建
築
─
』（
学
校
法
人

日
本
女
子
大
学　

二
〇
〇
八
年
）、
後
藤
久
・
鈴
木
賢
次
ほ
か
「
日

本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
講
堂
に
関
す
る
研
究
」（『
日
本
女
子
大
学

総
合
研
究
所
紀
要
』
第
二
号　

一
九
九
九
年　

一
二
五
─
一
八
七

頁
）
な
ど
。

（
3
）	デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ー
エ
ン
タ
ー
ル「
変
わ
り
ゆ
く
オ
ー
セ
ン
テ
ィ

シ
テ
ィ
の
基
準
」『
建
築
史
学
』
第
二
四
号
（
一
九
九
五
年
三
月
）

七
六
頁
。

（
4
）	建
築
遺
産
の
保
存
と
再
生
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
災
害
時
と
な
る

と
一
気
に
噴
出
す
る
。
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
現
地
で
再
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考
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
し
て
、
野
村
俊
一
・
是
澤
紀
子

編
『
建
築
遺
産　

保
存
と
再
生
の
思
考
─
─
災
害
・
空
間
・
歴
史
』

（
東
北
大
学
出
版
会　

二
〇
一
二
）
が
あ
る
。

（
5
）	契
約
書
に
は
「
講
堂
兼
書
籍
館
」
と
あ
る
。

（
6
）	「
本
邦
唯
一
の
婦
人
図
書
館
成
ら
ん
と
す
」
と
の
記
事
が
『
家
庭

週
報
』
№
92
（
桜
楓
会　

一
九
〇
七
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
7
）	田
辺
淳
吉
に
よ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
ス
ケ
ッ
チ
が
明
治
村
に
残

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
付
は
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
二
月
一

日
と
あ
る
。

（
8
）	松
波
秀
子
氏
に
よ
る
「
成
瀬
記
念
講
堂
─
設
計
者
の
こ
と
、
震
災

復
旧
の
こ
と
、
保
存
修
復
の
こ
と
な
ど
」（『
成
瀬
記
念
館
』
№
22　

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館　

二
〇
〇
八
年
一
月　

七
六
頁
）
や

「
日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
講
堂
の
設
計
者
に
つ
い
て
」（
日
本
建

築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集　

二
〇
〇
八
年
九
月　

二
八
一
─

二
八
二
頁
）
に
記
載
。

（
9
）	タ
イ
・
バ
ー
は
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
あ
る
外
壁
部
分
な
ど
一
部

が
後
世
に
撤
去
さ
れ
た
ほ
か
、
関
東
大
震
災
後
の
改
修
で
設
置
さ

れ
た
箇
所
も
一
カ
所
認
め
ら
れ
る
。

（
10
）	後
藤
久
『
成
瀬
仁
蔵
生
誕
１
５
０
年
記
念　

日
本
女
子
大
学
成
瀬

記
念
講
堂
─
創
立
者
の
夢
と
明
治
の
洋
風
建
築
─
』（
日
本
女
子

大
学　

二
〇
〇
八
年
）
二
七
頁
。

（
11
）	今
回
の
構
造
設
計
は
山
脇
克
彦
氏
（
株
式
会
社
山
脇
克
彦
建
築
構

造
設
計
）
に
よ
る
。

（
12
）	文
化
財
建
造
物
修
理
主
任
技
術
者
講
習
会
（
文
化
庁
主
催
）
を
修

了
し
た
加
藤
雅
大
氏
が
代
表
を
務
め
る
一
級
建
築
士
事
務
所
。

（
13
）	椅
子
の
更
新
は
コ
ト
ブ
キ
シ
ー
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
に
よ
る
。

（
14
）	試
験
片
の
採
取
、
作
成
及
び
顕
微
鏡
観
察
と
分
析
は
、
島
津
美
子

氏
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授
）
と
と
も
に
、
瀬
尾
由
紀
子

氏
・
栗
山
実
咲
氏
・
中
村
奈
々
恵
氏
（
本
学
家
政
学
部
住
居
学
科

生
）
に
よ
る
協
力
の
も
と
実
施
し
た
。

（
15
）	ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
表
面
の
質
感
が
異
な
る
箇
所
が
あ
り
、
過
去

に
取
り
換
え
ら
れ
た
色
ガ
ラ
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。
今
回
、
成
瀬

記
念
講
堂
再
生
・
卒
業
生
の
会
（
レ
ン
ガ
の
会
）
の
寄
付
を
得
て
、

㈱
ト
ー
ガ
ラ
に
よ
り
広
島
の
工
房
に
て
補
修
さ
れ
た
。

（
16
）	記
録
映
画
の
制
作
は
、
筆
者
が
企
画
・
構
成
・
監
修
を
行
い
、
前

掲
の
加
藤
雅
大
氏
・
山
脇
克
彦
氏
に
く
わ
え
清
水
里
江
子
氏
（
本

学
家
政
学
部
住
居
学
科
生
）
に
よ
る
構
成
協
力
、菅
原
重
成
氏
（
え

び
探
）・
山
本
真
二
氏
に
よ
る
撮
影
・
制
作
協
力
の
も
と
実
施
し
た
。
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今
年
二
〇
一
九
年
は
、
本
学
創
立
者
成

瀬
仁
蔵
の
歿
後
百
年
に
あ
た
る
が
、
同
年

の
一
九
一
九
年
は
本
学
草
創
期
の
主
だ
っ

た
人
々
が
相
次
い
で
逝
か
れ
た
と
い
う
の

で
、
成
瀬
記
念
館
は「
哀
惜
の
１
９
１
９

年
︱
成
瀬
仁
蔵
・
広
岡
浅
子
・
森
村
市
左

衞
門
・
松
浦
政
泰
・
平
野
浜　

没
後
１
０

０
年
」展
を
行
っ
た
。
一
月
一
三
日
松
浦

教
授
、
同
一
四
日
の
広
岡
浅
子
女
史
の
悲

報
を
、
重
篤
の
床
で
成
瀬
先
生
は
ど
う
聞

か
れ
た
で
あ
ろ
う
。
わ
け
て
も
、
本
学
創

設
の
真
に
実
質
的
後
援
者
で
あ
り
、
創
立

後
も
支
援
の
先
頭
に
立
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
桜
楓
会
や
軽
井
沢
の
活
動
に
浅
か
ら

ず
関
わ
っ
た
広
岡
女
史
は
、
一
方
で
、
最

晩
年
の
基
督
教
入
信
に
成
瀬
校
長
の
紹
介

に
よ
る
宮
川
牧
師
を
師
と
し
た
と
言
い
、

相
互
の
信
頼
関
係
は
記
念
館
に
残
さ
れ
た

少
な
か
ら
ぬ
書
簡
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
言

う
。『
草
詠
』は
そ
の
広
岡
女
史
の
家
集
で
、

こ
の
機
会
に
秘
蔵
さ
れ
た
広
岡
家
か
ら
公

刊
を
託
さ
れ
た
も
の
。

高
野
教
授
に
坂
本
清
恵
教
授（
国
語
学
）

が
協
力
し
、
王
朝
和
歌
専
攻
の
教
員
・
院

生
・
学
生
の
注
釈
に
よ
る
。
簡
注
な
が
ら
、

和
漢
の
源
泉
や
、
明
治
開
化
期
の
行
事
な

ど
の
注
釈
が
行
き
届
い
て
興
味
深
い
。

構
成
は
春
夏
秋
冬
恋
雑
の
全
六
巻
、
全

３
９
６
首
。
そ
し
て
こ
の
六
巻
構
成
は
古

今
集
以
来
の
勅
撰
集
の
伝
統
に
依
る
。
幕

新
刊
紹
介
　

高
野
晴
代
監
修
『
広
岡
浅
子
「
草
詠
」』	

翰
林
書
房

	

後
藤　

祥
子
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末
素
封
家
の
夫
人
の
教
養
と
し
て
、
桂
園

派
の
歌
の
師
の
指
導
を
受
け
た
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
、
ま
た
か
な
の
字
母
分
析
で

は
大
名
夫
人
な
ど
に
近
い
と
い
う（
巻
末

解
説
）。
多
く
の
歌
の
右
肩
に
朱
の
合
点

（
線
）が
施
さ
れ
、
撰
歌
、
推
敲
の
跡
が

窺
わ
れ
る
が
、
何
よ
り
も
感
動
的
な
の
は

そ
の
歌
境
の
完
成
度
の
高
さ
、
静
謐
な
雰

囲
気
で
あ
ろ
う
。
連
続
テ
レ
ビ
小
説「
あ

さ
が
来
た
」で
満
喫
し
た
女
性
実
業
家
の

面
貌
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
時
節
の
移

り
変
わ
り
に
沈
潜
し
、
山
居
に
馴
染
む
志

向
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
秀
句（
聞
か
せ
所

の
言
い
回
し
）を
含
む
歌
も
多
い
。

春
９　

世
の
中
の
春
を
埋
み
て
夕
暮
れ

に
雪
を
誘
へ
る
風
の
寒
け
さ（「
余
寒
風
」

題
）春

２
１　

山
の
端
は
そ
こ
と
も
分
か
ず

消
え
果
て
て
霞
に
落
つ
る
春
の
夜
の
月

（「
春
月
」題
）

雑
３
０
２　

世
を
憂
し
と
深
山
の
庵
に

住
み
か
へ
て
む
か
し
の
友
を
夢
に
み
る
か

な（「
山
家
友
」題
）

雑
３
０
７　

思
ふ
こ
と
言
は
ぬ
ま
し
ら

を
友
と
し
て
深
山
の
奥
に
住
む
ぞ
静
け
き

（
同
題
）

無
論
、
詠
歌
の
素
材
が
実
人
生
そ
の
ま

ま
で
あ
る
筈
も
な
く
、（
そ
れ
は
殊
に
、

恋
部
の
歌
群
が
勅
撰
集
お
定
ま
り
の
恋
題

に
即
し
て
い
る
こ
と
に
顕
著
で
、「
後
朝

恋
」や「
暁
恋
」な
ど
は
、
事
実
で
あ
れ
ば

家
庭
夫
人
が
家
集
に
留
め
る
筈
も
な
い
）

恋
の
巻
以
外
に
も
名
所
詠
な
ど
仮
構
は
あ

ろ
う
。
恋
題
以
外
で
嘱
目
を
疑
わ
せ
る
の

は
、
所
謂
、
名
所
詠
の
類
で
あ
る
。

冬
２
４
９　

打
ち
寄
す
る
波
の
雫
に
つ

ら
ら
ゐ
て
下
枝
寒
け
き
三
保
の
松
原

（「
寒
松
」題
二
首
の
う
ち
）

雑
３
１
４　

年
を
経
し
三
保
の
松
原
来

て
み
れ
ば
苔
の
衣
ぞ
な
お
か
か
り
け
る

（
松
経
年
）題
）

春
４　

塩
竈
の
浦
の
煙
も
立
ち
添
ひ
て

春
を
深
む
る
朝
霞
か
な（「
霞
添
春
色
」題
）

こ
れ
ら
は
名
所
題
で
な
い
の
に
名
所
が

詠
み
こ
ま
れ
、
松
や
霞
と
い
っ
た
歌
材
に

付
き
物
と
し
て
前
置
し
た
か
と
思
わ
せ

る
。
一
方
で
こ
の「
塩
竈
」、雑
部
巻
頭
に
、

「
旧
平
戸
松
浦
家
先
祖
河
原
左
大
臣
の
千

年
忌
の
歌
集
に
塩
竈
の
煙
と
い
ふ
題
に

て
」と
詞
書
し
て
、

雑
２
９
３　

塩
竈
の
名
の
み
流
れ
て
鴨

川
は
川
波
の
み
ぞ
う
ち
煙
る
な
り

同
２
９
４　

藻
塩
焼
く
浦
の
煙
も
末
つ

ひ
に
御
空
の
雲
と
た
ち
な
び
き
つ
つ

（「
塩
竈
煙
」題
）

の
二
首
が
あ
っ
て
、
融
左
大
臣
の
河
原
院

（
現
枳
殻
邸
）が
千
年
の
時
を
経
て
息
づ

く
姿
と
、
そ
う
し
た
詠
歌
環
境
に
身
を
置

い
た
作
者
に
感
動
を
禁
じ
得
な
い
。

さ
て
こ
の
歌
集
の
、
何
よ
り
も
実
感
詠

を
印
象
づ
け
る
の
は
聴
覚
で
あ
る
。

春
５
９　

難
波
江
の
芦
間
を
分
く
る
海

人
小
舟
声
の
み
洩
れ
て
霞
む
今
朝
か
な

（「
霞
隔
行
舟
」題
）

同
６
０　

浦
近
く
唐
艪
の
音
は
聞
こ
え

つ
つ
霞
こ
め
た
る
波
の
上
か
な（
同
題
）
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同
９
９　

い
づ
こ
に
か
い
さ
り
な
す
ら

む
磯
か
げ
の
霞
か
く
れ
に
声
ぞ
聞
こ
ゆ
る

（「
浦
霞
」題
）

古
歌
の
発
想
や
言
い
回
し
に
学
び
な
が

ら
陳
腐
な「
見
立
て
」技
法
が
無
い
の
は
、

い
か
に
も
怜
悧
な
こ
の
人
ら
し
い
。
漢
詩

取
り（
孟
浩
然
・
王
国
維
な
ど
）や
源
氏

物
語
・
枕
草
子
へ
の
親
炙
が
窺
わ
れ
、
古

今
集
歌
人
で
は
伊
勢
へ
の
傾
倒
が
著
し
い

と
い
う（
解
説
）。
学
ぶ
こ
と
に
人
並
外

れ
て
意
欲
的
だ
っ
た
こ
の
人
に
と
っ
て
、

歌
集
の
一
応
の
成
立
頃（「
冬
」巻
を
手
に

す
る
表
紙
写
真
は
三
十
代
か
と
い
う
）ま

で
の
環
境
に
許
さ
れ
た
殆
ど
唯
一
の
分
野

が
歌
学
び
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。「
学

び
」を
歌
っ
た
歌
が
あ
る
。

春
１
５　

文
学
ぶ
窓
の
隙
洩
る
小
夜
風

に
薫
る
も
ゆ
か
し
軒
の
梅
が
香（「
梅
薫

夜
風
」題
）

春
１
１
０　

鶯
の
朝
寝い

諫
む
る
声
す
な

り
学
び
の
窓
の
梅
や
咲
き
け
む（「
梅
花

始
開
」題
）

い
ず
れ
も
題
そ
の
も
の
に「
学
び
」の

含
意
が
あ
る
わ
け
は
な
い
。
変
哲
も
な
い

四
季
題
に「
学
び
」を
籠
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
学
問
へ
の
欲
求
を
満
た
す
べ

く「
女
子
大
学
」の
設
立
を
い
か
に
希
求

し
た
か
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
雑
部
後
半

の「
女
子
大
学
」
詠
歌
群
の
豊
か
さ
に

な
っ
て
現
れ
る
。

雑
３
４
６　

散
り
や
す
き
桜
紅
葉
の
名

に
も
似
ず
永
遠
の
命
の
友
ど
ち
の
宿

（「
桜
楓
会
の
は
た
ら
き
愛
で
て
詠
め
る
」）

ま
た「
三
十
九
年
八
月
三
泉
寮
の
開
の

式
に
臨
み
て
詠
め
る
」と
題
し
て

雑
３
５
２　

底
清
に
岩
間
の
清
水
汲
み

上
げ
て
深
き
教
へ
の
心
こ
そ
知
れ

或
い
は
ま
た
、「
成
瀬
先
生
講
演
集
の

口
書
に
詠
め
る
」と
題
す
る

雑
３
５
５　

永
久
の
命
の
路
の
教
え
草

踏
み
分
け
て
こ
そ
行
く
べ
か
り
け
れ

の
歌
は
、
一
九
〇
七
年
一
二
月
二
四
日
発

行
の『
成
瀬
仁
蔵
先
生
述
講
演
集　

第

一
』
の
扉
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
い
う

（〔
解
〕欄
）。
さ
ら
に「
四
一
年
夏
季
三
泉

寮
の
六
回
生
結
論
会
に
臨
み
て
結
論
文
の

末
に
真
善
美
を
各
部
に
喩
へ
て
詠
め
る
」

と
題
し
て
、
真
を
教
育
学
部
、
善
を
家
政

学
部
、
美
を
和
英
両
文
学
部
に
充
て
て
詠

ん
で
い
る
。
ま
た
学
寮
で
は「
楓
寮
・
桜

寮
・
晩
香
寮
」が
詠
ま
れ
て
い
る
。

晩
年
、
浅
子
女
史
は
基
督
教
に
入
信
し

た（
雑
３
７
３
）。
宮
川
経
輝
師
は
成
瀬

校
長
の
紹
介
と
い
う
。
成
瀬
自
身
が
大
学

創
設
は
無
宗
教
で
進
め
な
が
ら
決
し
て
棄

教
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
敬
虔
な
基
督
者

で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
偉
大
な
女
性

の
家
集
を
包
む
表
紙
写
真
の
な
ん
と
清
楚

で
物
静
か
な
こ
と
か
。
こ
れ
ま
で
知
ら
れ

て
き
た
三
泉
寮
の
庭
で
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト

を
手
に
す
る
洋
装
の
浅
子
女
史
と
は
す
っ

か
り
趣
を
異
に
す
る
世
界
が
広
が
る
。
こ

の
振
幅
の
大
き
さ
は
見
事
で
あ
る
。

（
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授　

	

ご
と
う　

し
ょ
う
こ
）



−65−

精
神
、
心
霊
に
於
け
る
病
弊
を
治
し
た
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
病
弊
と
云
ふ
と
何
か
わ
る
い
こ
と
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
聞

え
ま
す
が
、
殊
に
此
の
頃
わ
る
い
こ
と
が
あ
る
と
か
、
又
は
此
の

頃
発
生
し
た
と
こ
ろ
の
欠
点
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
寧

年
内
も
段
々
時
が
少
な
く
な
り
ま
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
が
沢
山
残
っ
て
居
り
ま
す
が
、先
づ
第
一
着
手
と
し
て
、我
々

の
生
活
の
状
態
及
び
方
法
を
直
し
た
い
。
其
の
意
味
に
も
方
法
に

も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
先
づ
今
日
は
我
々
個
人
の
身
体
及
び

未
発
表
資
料
40

『
成
瀬
仁
蔵
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
新
資
料
を
順
次
発
表
す
る
。
今
回
は
講
話
二
編
で
あ
る
。

式
日
、
始
業
式
、
終
業
式
な
ど
行
事
の
折
の
、
ま
た
実
践
倫
理
の
成
瀬
校
長
の
講
話
を
丹
念
に
記
録
し

た
ノ
ー
ト
が
残
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
カ
ー
ボ
ン
を
は
さ
ん
で
浄
書
さ
れ
、
各
々
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ
た

ノ
ー
ト
に
は
、
成
瀬
自
身
に
よ
る
訂
正
、
加
筆
の
跡
が
残
る
。
な
お
、

一
、
表
記
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
書
き
の
原
文
筆
記
を
平
仮
名
表
記
と
し
、
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字

を
改
め
る
と
と
も
に
、
文
字
を
統
一
し
た
。

一
、
あ
て
字
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
と
し
た
。

一
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
、
句
読
点
を
必
要
な
限
り
付
し
た
。

一
、
欄
外
に
書
か
れ
て
い
た
註
を
、
一
部
見
出
し
と
し
た
。

成
瀬
仁
蔵
講
話　

1大
学
部
二
、三
年
に
て　
　
　

	
─ 
大
正
三
年
十
一
月
二
十
五
日 

─
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さ
う
云
ふ
病
気
を
生
じ
て
来
た
と
云
ふ
最
近
の
原
因
と
云
ふ
も

の
は
ど
ー
云
ふ
こ
と
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
つ
ま
り
私
が
栄
養
不

足
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
英
語
で
はR

eal living

実
生
活
と
言
ふ
此

の
実
生
活
が
よ
く
出
来
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

空
想
生
活
に
つ
い
て

今
日
起
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
さ
ま
ざ
ま
の
病
原
は
、
ど
ー
云
ふ

と
こ
ろ
か
ら
起
っ
て
来
る
か
と
云
ふ
と
、L

ive your ow
n life

と

云
ふ
詞
が
あ
る
。
実
生
活
を
欠
く
と
云
ふ
こ
と
の
裏
は
空
想
の
生

活
、
想
像
の
生
活
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
夫
れ
を
知
識
と
し
形
式

と
し
て
、
ほ
ん
と
ー
に
生
活
し
て
居
な
い
。
い
ろ
い
ろ
本
を
よ
ん

で
居
る
、
い
ろ
い
ろ
人
か
ら
説
を
き
い
て
居
る
け
れ
共
、
之
を
自

分
の
実
際
生
活
に
す
る
こ
と
が
不
十
分
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
故
に
実
が
結
ば
な
い
。

夫
れ
で
生
活
を
二
つ
に
分
け
て
、
一
つ
を
意
志
の
生
活
、
所
謂

目
的
を
も
っ
て
居
る
と
こ
ろ
の
生
活
と
言
ひ
、
今
一
つ
を
感
情
の

生
活
と
言
ひ
ま
す
。感
情
の
生
活
の
中
で
愛
の
生
活
と
云
ふ
こ
と
、

之
れ
は
自
分
が
人
に
対
す
る
愛
と
、
人
か
ら
自
分
が
愛
せ
ら
る
ゝ

と
こ
ろ
の
愛
と
云
ふ
こ
と
が
こ
も
っ
て
居
る
。
其
の
愛
を
哲
学
上

か
ら
研
究
し
、
或
は
文
学
の
方
面
に
於
て
聞
か
さ
る
ゝ
こ
と
が
多

ろ
之
れ
は
宿
弊
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
、
又
社
会
一
般
の
傾
向
と
も

言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
我
々
の
国
と
か
家
庭
、
寮
舎
と

か
云
ふ
我
々
に
接
近
し
た
間
に
行
は
れ
て
居
る
直
接
な
関
係
、
又

は
適
切
な
事
柄
を
さ
し
て
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
病
弊
を
、

も
ー
一
つ
皆
さ
ん
が
自
分
の
直
接
の
事
柄
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に

お
考
へ
に
な
り
、
又
其
の
状
態
を
極
シ
リ
ヤ
ス
に
感
知
な
さ
る
や

う
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
け
れ
共
、
単
刀
直
入
に

其
の
問
題
に
入
り
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

私
は
、
今
日
あ
な
た
方
の
病
気
と
思
ふ
と
こ
ろ
を
大
分
以
前
か

ら
診
察
を
し
て
見
て
、
其
の
病
原
は
多
分
こ
ゝ
で
あ
ら
う
と
思
ふ

こ
と
を
察
知
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
病
気
と
云
へ
ば
欠
点
が

あ
る
、
不
完
全
で
あ
る
、
不
平
均
で
あ
る
、
不
調
子
で
あ
る
と
云

ふ
こ
と
に
な
る
。
其
の
病
気
に
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
栄
養
不
足

で
あ
る
。
内
容
が
貧
弱
で
あ
る
、
飢
え
か
つ
え
て
居
る
、
ど
ー
も

満
足
で
な
い
と
云
ふ
病
気
で
あ
り
ま
す
。
之
れ
は
何
と
名
を
つ
け

た
ら
よ
か
ら
う
か
。
ま
あ
夫
れ
は
此
頃
、
子
供
に
も
あ
り
ま
す
。

三
年
生
は
卒
業
と
云
ふ
こ
と
が
近
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
果
し
て

卒
業
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
ー
か
と
云
ふ
こ
と
を
年
内
に
き

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
、
二
年
以
下
は
進
級
と
云
ふ
こ
と
、
之
れ
も

年
内
に
き
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
云
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ろ
い

ろ
心
配
が
あ
る
。
之
れ
も
病
原
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
其
の
病
原

か
ら
な
ほ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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い
。
私
が
栄
養
不
良
と
言
ふ
の
は
、
其
の
方
面
に
於
て
う
え
て
居

り
、
か
つ
え
て
居
り
、
心
が
荒
れ
す
さ
ん
で
居
る
と
云
ふ
こ
と
で

あ
る
。
故
に
、
ど
ー
し
て
も
根
底
に
於
て
其
の
要
求
を
満
足
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
と
云
ふ
と
こ
ろ
に
、
其
の
病
気
の
原
因
が
横
た

は
っ
て
居
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

今
一
つ
は
意
志
の
方
面
で
あ
る
。之
れ
は
即
ち
向
上
心
で
あ
る
。

ど
ー
し
て
も
人
間
は
向
上
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
真
に

自
分
と
云
ふ
人
格
其
の
物
が
、
も
少
し
発
展
し
た
い
の
で
あ
る
。

其
の
内
容
が
も
ー
少
し
変
り
た
い
の
で
あ
る
。
知
力
も
も
ー
少
し

展
び
た
い
。
力
も
も
ー
少
し
発
展
し
た
い
と
云
ふ
深
い
心
の
要
求

で
あ
る
。
然
る
に
此
の
意
志
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
不
十
分
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
意
志
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
居
る
、
文
学
で

味
は
う
て
居
る
。
け
れ
共
ど
ー
し
て
も
意
志
が
毎
日
ほ
ん
と
ー
の

生
活
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
二
方
面
が
我
々
の
内
に
欠
け
て

居
る
。
此
の
欠
陥
が
私
共
の
大
い
な
る
欠
点
と
な
っ
て
居
る
と
思

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

病
原
の
根
絶
に
つ
い
て

夫
れ
で
今
一
番
急
務
な
こ
と
は
、
其
の
病
原
を
如
何
に
な
ほ
す

か
、
如
何
に
根
絶
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。
今

日
ど
ー
し
て
さ
う
云
ふ
病
原
が
我
々
に
出
来
た
か
と
云
ふ
こ
と
を

一
、二
申
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
訳
の
一
つ
は
、
今
日
の

教
育
の
仕
方
の
わ
る
い
と
云
ふ
こ
と
か
ら
来
て
居
る
。

今
日
の
教
育
の
弊
に
つ
い
て

今
日
の
教
育
は
知
と
云
ふ
こ
と
に
余
り
偏
り
過
ぎ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
今
日
は
、
其
の
知
る
と
云
ふ
こ
と
が
事
実
の
知
識

の
分
量
に
重
き
を
お
き
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
事
実
の
知
識

を
収
集
す
る
こ
と
に
の
み
勉
め
て
居
る
。
さ
う
し
て
其
の
知
識
は

多
く
暗
記
に
止
ま
っ
て
、
頭
の
中
で
事
実
の
知
識
を
構
成
し
て
居

る
。
故
に
、
そ
の
知
識
が
空
想
と
な
り
形
式
と
な
っ
て
、
真
に
実

行
と
な
り
満
足
と
は
な
っ
て
居
ら
ぬ
。
之
れ
が
空
生
活
に
な
ら
し

め
た
原
因
で
あ
り
、
過
程
で
あ
る
。

犠
牲

も
ー
一
つ
、
ど
ー
し
て
も
あ
な
た
方
が
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
が
あ
る
。
夫
れ
は
近
世
文
学
を
よ
み
損
う
た
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。
即
ち
一
知
半
解
の
知
識
が
文
学
か
ら
来
て
居
る
と
云
ふ

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
病
原
を
ど
ー
し
て
根
絶
し
得
る
か

と
云
ふ
こ
と
を
申
し
た
い
。
目
に
見
え
ぬ
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ

の
欠
点
が
あ
る
。
其
の
原
因
は
愛
が
か
け
て
居
る
か
ら
で
、
愛
と

云
ふ
こ
と
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
私
共
が
他
に

対
す
る
愛
で
、
其
の
愛
の
甚
だ
し
く
な
っ
た
の
を
犠
牲
と
言
ふ
。

ど
ー
し
て
も
誰
れ
か
愛
す
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
宗
教
の
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出
来
た
の
も
、
家
庭
の
出
来
た
の
も
、
社
会
、
国
家
の
成
立
し
た

の
も
之
れ
が
た
め
で
あ
る
。
真
に
自
分
が
人
を
愛
し
た
な
ら
ば
、

其
の
病
人
の
心
が
な
ほ
る
の
で
あ
る
。

C
hrist

此
の
世
界
で
最
も
多
く
の
人
を
愛
せ
ら
れ
た
の
は
、C

hrist

で

あ
る
。
親
の
な
い
子
は
誠
に
不
幸
な
も
の
で
、
私
共
は
六
つ
の
と

き
お
母
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
今
日
迄
少
し
も
忘

れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
。何
か
自
分
を
捧
げ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

愛
す
る
と
こ
ろ
の
対
象
物
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。夫
れ
か
ら
親
友
、

益
友
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
之
れ
が
宗
教
に
な
る
と
絶
対
無
限
、

天
の
父
或
は
母
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
絶
対
或
は
神
に
対
し
て
自

分
を
捧
げ
る
と
云
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
癒
や
さ
る
ゝ
の
で
あ
る
。

も
ー
一
つ
は
、
自
分
に
対
し
て
同
情
を
し
て
貰
ひ
た
い
。
父
の
如

く
、
母
の
如
く
、
兄
弟
の
如
く
、
一
心
同
体
の
如
く
に
な
っ
て
貰

ひ
た
い
と
云
ふ
こ
と
を
要
求
し
て
居
る
。
其
の
生
活
、其
の
関
係
、

其
の
交
通
の
出
来
な
い
人
は
、
誠
に
心
が
飢
え
か
つ
え
て
居
る
。

さ
う
云
ふ
人
は
必
ず
神
経
衰
弱
に
な
る
。
夫
れ
か
ら
、
心
が
曲
る

と
か
嫉
妬
す
る
と
か
云
ふ
こ
と
も
皆
愛
の
欠
乏
か
ら
起
る
の
で
あ

る
。故

に
之
れ
を
治
す
に
は
ど
ー
す
る
か
と
云
ふ
と
、
之
れ
を
治
す

た
め
に
病
院
が
あ
り
、
保
養
院
が
あ
り
、
寺
院
が
あ
り
、
寮
舎
と

云
ふ
も
の
が
あ
り
、
家
庭
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
斯
う
云
ふ
と
こ

ろ
は
、
さ
う
云
ふ
病
人
を
保
養
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
其
の
病

気
を
な
ほ
す
に
大
切
な
も
の
を
境
遇
と
言
ふ
。
其
の
境
遇
を
作
る

た
め
に
或
は
講
釈
を
し
説
教
を
し
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
社
会
的

に
講
ぜ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
病
院
に
入
れ
た

か
ら
と
て
寮
舎
に
入
れ
た
か
ら
と
て
、
決
し
て
夫
れ
だ
け
で
治
る

も
の
で
は
な
い
。
ど
ー
し
て
も
実
生
活
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

実
生
活
に
つ
い
て

実
生
活
と
は
具
体
的
な
も
の
で
、時
間
的
、空
間
的
に
時
々
刻
々

に
始
終
現
は
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
親
子
、
兄

弟
、
友
達
等
の
関
係
に
於
て
も
、
実
際
に
生
活
し
て
行
か
な
け
れ

ば
少
し
も
心
は
育
て
ら
れ
な
い
。
少
し
も
成
長
、
発
達
は
致
さ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
共
は
、
此
の
教
育
は
実
生
活
に
さ

せ
る
。
教
育
は
個
人
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寮
舎
で
も
な
い
、

病
院
で
も
な
い
。
会
も
必
要
で
あ
る
け
れ
共
、
会
で
は
な
い
。
寮

監
が
寮
生
を
教
育
す
る
と
云
ふ
の
は
、
一
人
が
一
人
に
向
っ
て
す

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
効
力
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
、
実
生
活
は

個
人
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
心
と
心
と
の
融
合
が
出
来
ね
ば

な
ら
ぬ
。
真
に
其
の
人
の
た
め
に
仕
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
真
に

捧
げ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
真
に
其
の
人
の
た
め
に
涙
を
流
す
と
こ

ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夫
れ
を
し
な
い
で
只
大
勢
に
向
っ
て
抽
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象
的
に
し
た
と
こ
ろ
で
効
果
は
あ
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。け
れ
共
、

夫
れ
だ
け
で
は
未
だ
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。

自
己
に
つ
い
て

然
ら
ば
、
其
の
病
原
を
癒
す
と
こ
ろ
の
一
番
の
根
底
と
な
る
と

こ
ろ
の
方
法
は
何
で
あ
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
之
れ
は
全
く
自
分

の
力
に
よ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
人
の
感
化
と
云
ふ
こ

と
も
、
四
囲
の
境
遇
と
云
ふ
こ
と
も
、
自
分
の
人
に
奉
仕
す
る
と

云
ふ
こ
と
も
皆
、
其
の
価
値
を
選
択
し
、
其
の
方
法
を
決
定
す
る

も
の
は
自
分
で
あ
る
。
故
に
、
一
番
大
切
な
も
の
は
自
分
で
あ
る

と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
故
に
欠
点
を
な
ほ
す
と
云
ふ
こ
と
も
、
自

分
が
一
番
大
切
な
も
の
に
な
っ
て
来
る
。
又
、
人
を
治
さ
う
と
す

る
に
も
、
先
づ
自
分
の
中
に
さ
う
云
ふ
動
機
を
起
し
て
来
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
を
教
育
の
主
義
か
ら
云
ふ
と
、
自
動
自
発
の
教

育
と
言
ふ
。
つ
ま
り
其
処
に
な
る
と
、
意
志
の
方
面
と
云
ふ
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
意
志
と
云
へ
ば
、
向
上
の
方
面
と
根
底
に
於
て

は
一
致
し
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

Individualism

之
れ
が
、
即
ち
近
代
思
想
の
一
番
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

日
本
で
は
之
れ
を
自
覚
と
言
っ
て
居
り
ま
す
が
、英
語
で
言
へ
ば
、

即
ちIndividualism

で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
意
志
が
覚
醒
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
のIndividualism

と
云
ふ
も
の
は
意
志
と
云
ふ

こ
と
に
な
る
。
独
逸
で
云
へ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
或
は

ニ
イ
チ
ェ
、
其
の
他
の
近
代
哲
学
者
は
、
さ
う
云
ふ
思
想
に
傾
い

て
居
り
ま
す
。
米
國
の
エ
マ
ー
ソ
ン
、
英
國
の
マ
ッ
シ
ュ 

ア
ー

ノ
ル
ド
、
或
は
近
代
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ゼ
ー
ム
ス
な
ど
も
、
主
知

説
に
傾
い
て
居
る
。
夫
れ
で
、
ど
ー
し
て
も
自
分
の
意
志
が
覚
醒

し
な
け
れ
ば
、
今
日
の
病
原
を
根
治
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
之
れ
を
根
治
す
る
に
は
、
や
は
り
二
つ
と
な
る
の
で
、

一
つ
は
愛
で
自
分
を
捧
げ
る
こ
と
。も
ー
一
つ
は
自
分
を
向
上
し
、

自
分
の
意
志
の
独
立
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
、
社
会
を

改
善
し
自
分
を
徹
底
す
る
に
は
、
ど
ー
し
て
も
愛
の
力
に
よ
り
向

上
に
勉
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
が
即
ち
自
分
を
見
出
だ
す
と
こ
ろ

の
一
つ
の
標
準
の
如
き
も
の
に
な
っ
て
居
る
。
近
世
主
義
の
思
潮

は
や
は
り
此
処
に
あ
る
の
で
、
文
学
も
宗
教
も
教
育
も
皆
、
此
の

流
れ
を
汲
ん
で
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
之
れ
は
複
雑
な
る

考
へ
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ん
と
ー
に
真
意
を
と
ら
な
い
と
所
謂
一
知

半
解
に
な
っ
て
、
偽
生
活
に
な
り
、
不
正
生
活
に
な
り
、
空
生
活

に
な
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
思
想
が
若
い
者
に
誤
ら
れ
や
す
い
か

ら
、
わ
る
く
す
る
と
却
っ
て
誤
り
を
生
ず
る
虞
れ
が
あ
り
ま
す
。

故
に
、
ほ
ん
と
ー
の
意
味
を
よ
く
考
へ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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成
瀬
仁
蔵
講
話　

2
一
年
及
び
予
科
に
て 

 
 
 

─ 

大
正
三
年
十
二
月
七
日 

─

的
で
あ
る
。
今
日
努
力
し
て
修
養
し
、
勉
強
す
る
と
こ
ろ
の
目
的

が
つ
か
ま
へ
ら
れ
な
い
と
、
自
分
の
力
を
開
拓
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
。

真
の
試
験
に
つ
い
て

私
が
試
験
を
す
る
と
云
ふ
の
は
、
其
の
自
分
の
力
、
自
分
を
た

め
す
に
は
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
か
を
明
か
に
す
る
や
う
に
と
考
へ

て
居
る
が
、
今
迄
の
試
験
と
は
ち
が
う
。
あ
な
た
と
私
と
が
協
力

し
、一
所
に
働
い
て
行
く
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。
試
験
と
云
ふ
と
、

外
か
ら
自
分
の
価
値
を
定
め
ら
れ
、
上
下
を
定
め
ら
れ
る
と
云
ふ

や
う
に
、
又
、
人
を
排
斥
し
陥
れ
る
、
人
の
特
権
で
も
奪
ふ
や
う

な
連
想
が
あ
る
。
学
生
が
始
終
な
や
ま
さ
れ
て
居
る
の
は
試
験
と

云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
試
験
で
自
分
の
生
活
を
乱
さ
る
ゝ
こ
と
は
、

此
の
最
も
大
切
な
こ
と
を
す
る
時
期
に
於
て
妨
害
に
な
る
。
今
は

私
は
、
あ
な
た
方
が
自
分
で
自
分
の
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
や

う
に
と
思
っ
て
試
験
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
之
れ
迄
試

験
と
云
ふ
こ
と
が
あ
な
た
の
面
白
く
な
い
と
こ
ろ
の
連
想
が
あ
り

ま
し
て
、
集
注
を
妨
げ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
自
発
的

に
す
る
や
う
に
す
る
に
は
、
自
分
で
自
分
を
支
配
す
る
、
自
分
で

自
分
を
教
育
す
る
、
自
分
を
拵
へ
て
行
く
道
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。反

省

そ
れ
に
は
、
自
分
自
身
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
実

質
が
わ
か
ら
な
い
と
、
如
何
に
自
分
を
取
り
扱
ふ
べ
き
か
が
わ
か

ら
な
い
。
そ
れ
を
ほ
ん
と
ー
に
す
る
に
は
、
反
省
、
自
省
、Self-　

exam
ination

が
行
は
れ
な
い
と
、
自
分
を
明
か
に
見
出
だ
す
こ

と
が
出
来
ぬ
。
そ
れ
で
自
分
が
わ
か
っ
て
、
其
の
次
は
自
分
の
目
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非
常
に
力
を
集
注
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
試
験
の
た

め
に
妨
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
方
に
矛
盾
が
あ
る
。
之
れ

を
の
ぞ
い
て
、
真
の
生
活
を
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

あ
な
た
方
の
人
格
の
実
質
に
何
か
の
増
減
が
生
じ
て
来
る
と
云
ふ

や
う
な
根
本
な
価
値
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
之
れ
に
行
く
妨
げ

に
な
る
も
の
を
排
斥
し
、
又
そ
れ
に
行
く
希
望
を
覚
醒
な
さ
る
や

う
に
前
に
言
う
た
が
、
之
れ
は
如
何
な
る
も
の
か
は
皆
さ
ん
に
任

せ
て
考
へ
ら
れ
た
い
。

先
づ
深
い
問
題
を
考
へ
ら
れ
る
前
に
、
態
度
用
意
を
な
さ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。Self- exam

ination

に
つ
い
て
、

C
onventional

な
こ
と
を
あ
な
た
が
受
け
る
こ
と
の
た
め
に
生
活

に
矛
盾
が
あ
る
とW

aste

に
な
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
態
度
に
す

れ
ば
無
益
な
徒
労
を
し
な
い
で
よ
い
か
を
話
し
て
本
論
に
入
り
た

い
の
で
、
今
、
あ
な
た
方
の
し
て
居
る
試
験
の
弊
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。試

験
の
弊
に
つ
い
て

第
一
、
今
日
の
試
験
は
あ
ま
り
に
僥
倖
的
に
な
っ
て
居
る
。
そ

れ
故
、
学
生
が
投
機
的
な
気
に
な
る
。
そ
し
て
之
れ
が
不
真
面
目

の
本
に
な
る
。
問
題
が
何
処
が
出
る
か
は
受
験
者
に
と
り
て
大
切

な
こ
と
で
あ
る
。も
し
自
分
の
得
手
な
と
こ
ろ
が
出
れ
ば
よ
い
が
、

不
得
手
な
と
こ
ろ
が
出
れ
ば
わ
る
い
。
全
く
僥
倖
に
よ
っ
て
定
ま

る
。
一
方
の
人
に
は
よ
い
機
会
で
あ
っ
て
、
一
方
の
人
に
は
不
幸

な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
試
験
が
人
を
神
経
質
に
す
る
。
そ
の

た
め
に
、
知
力
が
他
の
色
々
な
気
分
に
よ
っ
て
働
き
を
乱
さ
れ
、

狼
狽
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
る
。
試
験
が
僥
倖
に
傾
く
恐
れ
が
あ

る
。
不
安
が
あ
る
。
そ
こ
で
飾
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
又
、

な
る
た
け
自
分
が
出
来
る
や
う
に
表
は
す
と
云
ふ
弊
が
伴
ふ
。
此

の
弊
か
ら
あ
な
た
方
の
心
の
働
き
を
自
由
に
さ
せ
た
い
。
我
々
は

僥
倖
的
、
投
機
的
に
生
活
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
う
云
ふ
こ
と

は
余
り
重
い
こ
と
で
は
な
い
。
試
験
を
う
け
て
出
来
る
丈
け
多
く

の
点
を
と
る
た
め
に
、
他
の
自
分
の
徳
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
す
る

処
の
態
度
を
か
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
弊
か
ら
自
由
を
得
て
、
勉

強
す
る
態
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
、今
日
の
知
識
の
試
験
は
余
り
浅
薄
で
あ
り
狭
隘
に
な
り
、

そ
れ
は
消
化
し
た
の
も
不
消
化
な
の
も
、
記
憶
し
た
も
の
を
た
め

す
に
過
ぎ
ぬ
。
故
に
、
そ
の
知
識
は
局
部
的
、
浅
薄
な
も
の
で
あ

る
故
、
自
分
と
し
て
は
極
表
面
な
価
値
な
き
知
識
で
あ
る
。
そ
れ

よ
り
も
私
共
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
は
、
知
力
の
働
くM

ethod
方
法
で
あ
る
。
如
何
に
研
究
す
る
か
、
如
何
に
真
の
と
こ
ろ
に
到

達
す
る
か
と
云
ふ
研
究
の
力
の
方
が
大
切
で
あ
る
。
故
に
、
試
験

に
よ
っ
て
学
問
の
出
来
た
と
思
ふ
は
間
違
ひ
で
あ
る
。
結
果
を
第

二
に
す
る
と
こ
ろ
の
態
度
を
以
て
し
て
も
ら
ひ
た
い
。

第
三
、
今
日
の
試
験
は
事
実
を
了
解
す
る
か
否
か
で
、
事
実
の
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観
的
方
面
と
、
今
一
つ
は
之
れ
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
の

も
の
内
面
的
の
も
の
の
、
両
方
に
分
れ
る
。
目
的
を
作
り
理
想
を

描
く
も
の
を
さ
し
て
理
性
、
知
の
方
面
で
、
内
面
的
の
方
面
は
之

れ
を
感
情
と
言
ふ
。
其
の
中
に
は
本
能
、
衝
動
、
感
情
、
情
緒
、

情
操
或
は
動
機
と
も
云
ふ
感
情
が
、
知
の
要
素
を
加
へ
て
力
を
統

一
し
て
働
く
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
志
と
言
ふ
。
之
れ
は
両
方
に
ま

た
が
っ
て
居
る
。
之
れ
を
両
端
に
分
つ
と
、
知
の
方
面
と
感
情
の

方
面
と
に
な
る
。
今
あ
な
た
が
学
校
教
育
で
重
き
を
お
く
は
、
知

の
方
面
で
あ
る
。此
の
我
々
の
人
格
の
根
底
に
影
響
し
な
け
れ
ば
、

知
の
価
値
を
失
ふ
の
で
あ
る
。
只
皮
相
な
狭
隘
な
一
部
的
知
と
な

る
。
そ
れ
で
私
共
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
生
活
は
、
其
の
自
分

の
人
格
に
影
響
し
、
人
格
の
実
質
内
容
を
革
新
す
る
如
き
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

本
能 

衝
動 

愛

第
一
あ
な
た
が
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
又
自
分
と
云
ふ
も

の
が
如
何
な
る
も
の
か
、
又
今
学
期
に
ど
れ
丈
け
の
進
歩
を
し
た

か
を
考
へ
て
見
る
と
云
ふ
こ
と
は
何
で
あ
る
か
。
知
の
分
量
で
は

な
い
。
今
年
学
ん
だ
智
が
自
分
に
如
何
な
る
影
響
を
与
へ
た
か
と

云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
能
力
が
自
分
の
内
に
、
ど
れ
丈
け
発
達
し
た

か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
之
れ
を
動
機
と
言
ふ
。
動
機
の
発

展
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
或
は
意
志
と
言
う
て
も
よ
い
。
自
分
の
意

知
識
で
あ
る
。
我
々
は
事
実
と
事
実
の
関
係
の
知
識
、
か
く
れ
て

居
る
と
こ
ろ
の
事
実
の
意
義
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

第
四
、
其
の
教
授
を
受
け
た
知
識
を
授
け
る
と
云
ふ
、
最
近
の

目
的
を
達
し
た
か
否
か
の
結
果
を
し
ら
べ
て
見
る
に
過
ぎ
な
い
。

其
の
知
が
其
の
人
の
人
格
及
び
日
常
生
活
に
如
何
な
る
働
き
を
及

ぼ
す
か
、
之
れ
を
受
け
た
学
生
の
実
質
が
如
何
に
発
展
す
る
か
を

見
る
に
、
教
へ
た
知
識
の
結
果
、
目
前
の
影
響
を
し
ら
ぶ
る
に
止

ま
っ
て
居
る
。
故
に
、
其
のSelf- exam

ination

、
又
自
分
を
真

に
開
発
す
る
と
こ
ろ
の
結
果
を
し
ら
べ
て
見
て
、
間
違
っ
て
居
れ

ば
改
め
る
。
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
れ
ば
改
善
す
る
と
云
ふ
真
の

知
識
が
、
今
日
の
学
校
の
試
験
で
は
出
来
て
居
ら
ぬ
。

そ
こ
で
私
共
は
極
正
確
に
自
分
を
知
る
、
自
分
を
完
全
に
統
一

す
る
目
的
を
以
て
、
永
久
に
続
い
て
発
展
す
る
如
き
生
活
を
営
む

た
め
に
は
、
今
少
し
深
い
智
が
必
要
で
あ
る
。
之
れ
を
得
る
た
め

の
実
験
の
た
め
に
、尚
深
い
試
験
を
要
す
。
つ
ま
り
深
い
試
験
は
、

我
々
が
生
活
し
て
居
る
が
そ
れ
は
我
々
の
目
的
に
か
な
ふ
べ
き
も

の
か
、
有
効
な
生
活
を
し
て
居
る
か
、
或
は
我
々
の
働
き
が
無
効

に
な
る
や
う
な
徒
労
な
生
活
を
し
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
が
わ
か
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。

知 

情 

意 

の
三
方
面
に
つ
い
て

私
共
の
生
活
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
目
的
、
理
想
等
の
客
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志
が
ど
れ
丈
け
出
来
、
発
達
し
た
か
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
意
志
の

強
い
と
云
ふ
こ
と
が
力
で
あ
る
。
力
は
即
ち
感
情
で
あ
る
。
感
情

の
土
台
はInstinct

本
能
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
本
能
が
も
っ
と

発
達
し
て
、
衝
動
と
云
ふ
情
操
の
最
も
徹
底
し
た
も
の
、
統
一
調

和
さ
れ
た
も
の
を
愛
と
言
ふ
。
愛
は
感
情
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
を

言
ふ
。
人
格
の
根
底
と
な
っ
て
居
る
も
の
は
愛
で
あ
る
。
喜
ぶ
、

怒
る
、
憐
む
等
の
感
情
が
あ
る
。
憎
悪
、
希
望
、
落
胆
の
感
情
が

あ
る
が
、
皆
愛
に
帰
着
す
る
。
愛
が
な
か
っ
た
な
ら
、
か
う
云
ふ

感
情
は
な
い
。
か
う
云
ふ
感
情
の
関
係
を
明
か
に
し
、
又
、
意
志

を
以
て
支
配
す
る
た
め
に
智
が
必
要
で
あ
る
。
之
れ
は
知
力
を
以

て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
意
志
の
力
は
、本
は
感
情
で
あ
る
。

愛
の
感
情
が
深
く
な
り
動
い
て
居
ら
ね
ば
、
人
格
の
力
は
強
く
進

む
こ
と
は
出
来
な
い
。
其
の
力
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
を
怠
り
、

只
道
具
と
す
る
、
智
に
ば
か
り
頭
を
用
ふ
、
殊
に
記
憶
に
止
ま
る

と
、そ
れ
が
学
問
と
思
う
て
人
格
に
何
等
の
影
響
も
与
へ
ぬ
。却
っ

て
妨
げ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
之
れ
がSelf- exam

ination

で

あ
る
。

そ
こ
で
つ
ま
り
私
は
、
あ
な
た
が
第
一
に
考
ふ
べ
き
こ
と
は
、

自
分
の
動
機
、
意
志
が
ど
れ
丈
け
発
達
し
た
か
、
又
日
々
の
生
活

に
著
し
く
発
展
す
る
経
験
が
あ
る
か
な
い
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
我
れ
に
よ
き
感
化
を
与
へ
、
之
れ
が
よ
く
発
展
す
る
こ
と
に

な
ら
ね
ば
、
今
日
の
生
活
に
価
値
が
な
い
。M

otive

の
対
象
物

に
は
必
ず
目
的
が
あ
る
。M

otive

は
内
面
的
で
、
目
的
は
客
観

的
で
あ
る
。
之
れ
は
両
方
共
並
行
し
て
進
む
も
の
で
あ
る
。
我
々

の
感
情
、
欲
望
の
中
に
は
本
能
が
あ
る
。
本
能
は
只
動
物
的
に
用

ふ
る
と
き
も
あ
る
が
、
人
間
の
性
は
本
能
の
か
た
ま
り
で
あ
る
永

く
永
久
に
進
化
し
て
行
く
生
命
で
あ
る
。
其
の
生
命
が
生
活
し
て

居
る
。
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
生
活
す
る
か
は
本
能
的
に
そ
な
は
っ

て
居
る
。
此
の
特
殊
の
本
能
、
衝
動
は
皆
目
的
物
が
あ
る
。
之
れ

を
自
覚
し
て
、
経
験
を
調
和
し
て
働
く
道
を
見
出
だ
す
と
、
感
情

に
智
の
働
き
が
加
は
る
。
之
れ
を
欲
望
と
言
ふ
。
欲
望
、
動
機
、

即
ち
意
志
に
は
必
ず
目
的
を
追
求
す
る
で
あ
る
。

興
味
に
つ
い
て

私
共
の
発
展
に
最
も
大
切
な
る
も
の
、
人
格
の
真
髄
と
な
る
も

の
は
動
機
が
盛
ん
な
る
こ
と
、
元
気
で
あ
る
。
動
機
は
必
ず
目
的

を
求
め
る
。
之
れ
に
向
っ
て
態
度
が
傾
い
て
居
る
こ
と
を
興
味
と

言
ふ
。
興
味
、
即
ち
動
機
が
目
的
を
愛
す
る
。
即
ち
愛
で
あ
る
。

愛
が
深
か
ら
ね
ば
元
気
は
盛
ん
に
な
ら
ぬ
。人
格
の
偉
大
な
人
は
、

興
味
の
も
え
る
こ
と
、
学
問
を
す
る
に
も
興
味
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
無
味
乾
燥
な
学
問
は
無
益
で
あ
る
。
我
々
は
如
何
な
る
こ
と

に
興
味
が
あ
る
か
、
ど
れ
丈
け
進
む
か
が
最
も
大
切
な
根
本
で
あ

る
。
興
味
、
動
機
、
目
的
、
理
想
が
発
展
、
進
化
す
る
な
ら
ば
、

有
効
に
満
足
に
働
け
る
。
そ
れ
を
せ
ず
し
て
結
果
を
求
め
て
も
出



−74−

来
な
い
の
で
あ
る
。
其
の
時
に
失
望
、
落
胆
し
て
元
気
が
お
と
ろ

へ
る
。
之
れ
は
自
分
が
退
化
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
動
機
の
力
、

種
類
が
あ
な
た
方
の
将
来
を
律
す
る
の
で
あ
る
。
幸
不
幸
、
皆
動

機
の
種
類
、
選
択
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
之
れ
は
私
共
の
生
活
の
態

度
を
し
ら
べ
て
見
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

認
識
的
態
度

第
一
の
態
度
を
認
識
的
、
知
的
態
度
。
真
理
を
愛
し
、
知
を
慕

ふ
情
で
あ
る
。
其
の
最
も
根
本
的
な
も
の
を
好
奇
心W

onder

と

言
ふ
。W

onder

は
好
奇
心
の
発
達
し
た
も
の
で
、M

ystery

を
愛

す
る
の
で
あ
る
。
不
思
議
を
さ
が
す
好
奇
心
が
あ
っ
て
、
人
間
が

進
化
す
る
。
此
の
態
度
を
認
識
的
態
度
と
言
ふ
。
之
れ
が
我
々
の

研
究
を
す
る
本
で
あ
る
。

意
識
的
態
度

第
二
の
態
度
を
意
識
的
態
度
、
努
力
的
、
奮
闘
的
態
度
と
言
ふ
。

之
れ
は
目
的
を
愛
す
る
、
対
象
物
に
向
っ
て
居
る
態
度
で
あ
る
。

之
れ
が
自
分
の
行
ひ
を
律
し
て
居
る
。

感
情
的
態
度

第
三
は
感
情
的
態
度
。
純
粋
の
愛
で
あ
る
。

此
の
三
つ
の
態
度
を
私
共
が
し
ら
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
れ
が
、

私
共
の
人
格
の
根
底
で
あ
る
。
意
志
の
根
本
で
あ
る
。
余
程
深
い

問
題
で
あ
る
。
今
一
層
お
考
へ
に
な
ら
ぬ
と
答
へ
が
む
つ
か
し
い

か
ら
、
此
の
試
験
は
後
に
し
た
い
。

第
二
に
し
ら
べ
て
見
た
い
大
切
なPoint

は
価
値
選
択
の
力
で

あ
る
。
此
の
力
が
私
共
の
人
格
を
別
物
に
す
る
と
こ
ろ
の
力
を
も

つ
。
同
じ
学
問
を
し
職
を
得
る
に
も
、各
々
異
る
と
こ
ろ
の
性
質
、

力
が
発
達
す
る
。
又
、
正
反
対
の
人
間
が
出
来
る
。
之
れ
は
何
に

よ
る
か
と
云
ふ
に
、
各
人
に
自
由
選
択
の
力
を
も
つ
、
此
の
価
値

の
選
択
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
又
、
人
に
之
れ
位
大
切
な
も
の
は
な

い
。
知
識
、
力
、
才
よ
り
も
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。

良
心

真
価
値
を
選
ぶ
。
美
を
選
び
、
善
を
選
び
、
誠
を
選
び
、
愛
を

選
ぶ
。
之
れ
を
趣
味
及
び
良
心
と
言
ふ
。
真
に
よ
い
こ
と
を
択
ぶ

こ
と
の
出
来
る
人
は
、
之
れ
程
安
全
な
、
き
れ
い
な
徳
な
人
は
な

い
。
我
々
は
此
の
力
が
一
番
大
切
で
あ
る
。
私
共
は
学
問
を
し
て
、

何
か
新
ら
し
い
智
を
追
求
す
る
好
奇
心
が
あ
る
。
不
思
議
な
も
の

を
追
求
し
て
止
ま
ぬ
は
、
価
値
を
求
め
て
居
る
。
今
少
し
よ
い
も

の
が
あ
る
以
上
な
も
の
を
捕
へ
ん
と
し
て
居
る
。
此
の
力
が
発
達

す
れ
ば
、
書
を
よ
ん
で
要
点
を
捕
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
必
ず
真

相
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
此
の
力
は
必
ず
自
分
に
と
っ
た
も
の

を
消
化
し
、
同
化
す
る
力
を
も
っ
て
居
る
。
私
共
は
、
時
に
力
に
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境
遇
に
限
り
あ
り
、
い
つ
も
選
択
し
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
を
排
斥
し
、

最
も
よ
い
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
我
々
が
自
分

の
生
活
を
経
済
的
に
す
る
に
も
力
が
大
切
で
あ
る
。　

O
rganization

第
三
はO

rganization
。
統
一
力
、
調
和
力
、
連
合
力
。
凡
て

の
事
実
、
価
値
に
適
当
な
関
係
を
結
合
す
る
力
で
あ
る
。
之
れ
は

我
々
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。A

ssociation

の
力
で
あ
る
。
之
れ

が
よ
く
出
来
る
人
は
物
の
真
相
が
わ
か
り
、
記
憶
力
も
余
程
発
展

す
る
の
で
あ
る
。
真
のO

rganization

が
出
来
れ
ば
、
決
し
て
忘

れ
な
い
。
此
の
力
が
自
分
の
生
活
を
統
括
す
る
た
め
に
大
切
で
あ

る
。
之
れ
が
如
何
に
連
合
し
て
働
く
か
。
創
始
力
も
此
の
力
に
よ

る
の
で
あ
る
。
読
書
し
観
察
す
る
に
も
、
真
相
を
捕
へ
選
択
す
る

に
も
、
目
的
を
も
っ
てO

rganize

さ
れ
て
は
じ
め
て
我
々
の
力

と
な
る
。
事
々
物
々
に
あ
た
る
毎
に
、
如
何
に
働
く
か
の
働
き
方

に
よ
っ
て
実
質
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
力
を
見
る
と
云
ふ

の
は
、
さ
う
云
ふ
力
を
自
ら
試
験
す
る
の
で
あ
る
。
読
書
し
た
中

か
ら
何
の
価
値
を
見
出
だ
し
、
如
何
に
連
合
し
て
如
何
な
る
も
の

を
創
始
し
た
か
が
大
切
で
あ
る
。
さ
う
云
ふ
価
値
の
選
択
力
、
及

び
そ
れ
をO

rganize

す
る
其
の
働
き
が
如
何
に
機
敏
で
あ
る
か

が
、
ほ
ん
と
ー
に
進
ん
だ
か
ど
ー
か
で
あ
る
。
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【資料⑪】
 Hull-House, Chicago,

 June 25, 1925

To The Various European Section of the W.I.L.:

 The bearer, Miss Tano Jodai, who has been very active in the work of the Japanese  

Section of the W. I. L. will be traveling in Europe for a few weeks on her return to Japan 

from England where she has been studying for a year.  I was very much impressed 

with the work of the Japanese Section when I was in Japan and with Miss Jodai’s 

efforts as one of the directors.

 I shall be very grateful for any courtesy which you may be able to extend to her both 

at the International House and in other places.

  Fraternally Yours,

   Jane Addams
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【資料⑨】
My dear Miss Jodai;

 Mary Smith and I were very grateful for your letter of October 22d for 

while we had heard that you were safe, it was very reassuring to have a letter 

directly from you.  We were so sorry not to see you at the boat but suspected that 

there had been a mistake in the hour of sailing.

 As you see by the inclosed circular, we are planning our next international 

congress in Washington next May. I do hope that your plans in regard to studying 

in the United States are maturing and that you can come to the Congress on your 

way to Ann Arbor as it were. Will you write me about it and I am sure you know 

that I would be only too glad to be of any service in the matter.

 We talked about you so much in those fi rst terrible days of anxiety in 

Honolulu when we did not know whether our newly made friends had been lost 

or not. Please give my love to Mrs Inouye and the others, and in the hope of 

seeing you soon, believe me devotedly yours

   Jane Addams

 December 13th 1923

【資料⑩】
                                                    Hull-House, Chicago.

                                                    April 3, 1926

My dear Miss Jodai:

 Mde. Ramondt kindly took charge of my peace correspondence during 

my month in the West Indies but she did not know that I had already written you in 

regard to being our guest in Dublin so I am afraid she may have confused you somewhat.  

I shall hope to send you a check the last of June to your address in Cambridge in time 

for the Dublin meeting.  If you for any reason change your address before that time will 

you kindly let me know.

 I also hope we can manage the summer school and that the check will be 

large enough to take care of both.  Perhaps by that time you will have heard from your 

college that your time has been extended.

 Anticipating seeing you with a great deal of pleasure, I am,

  hastily yours, but always affectionately

   Jane Addams
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            Not long ago, however, we came to a decision to ask a certain number of women 

(resident in Tokyo,) of culture and position, to form an Executive Committee for 

establishing the Women’s Branch in Japan of the International Society. 

Most of those ladies consented to the proposal, and Miss Tsuda among them will work as 

secretary in charge of international correspondence.

            We hope very much that will steadily grow, so as to fi nd it practically possible to 

cooperate with the sisters of other nations as volunteers for rescuing the world of mankind 

out of misery and privation.

          With best wishes for the progress of this movement of greatest consequence, and 

for the success of your endeavor.

         

 Believe me

  Very truly Yours,

【資料⑧】
My dear Miss Jodai;

 May I send you this etching of the entrance to Hull-House with my　
gratitude and appreciation of all your hospitality and kindness? Later in the week I 

shall write to you. 

 With every good wish for Christmas and the New Year, I am 

 faithfully yours,

 Jane Addams

P.S. May I also enclose an etching for Mrs. Inouye? I am writing you a long letter 

about the W.I.L.Washington Congress in may

 Dec.1923
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四、 児童の教育
 児童の教育に平和の理想を鼓吹し将来世界の平和に貢献せしむること。
五、 婦人と媾和
 媾和會議に於ては各国政府当局者のみならず、各国民代表者をも之に参輿せし
めんことを希望す、而して右代表者中には若干の婦人をも加ふべきこと。
 以上の決議提案の実施を促さんため万国婦人大會は會員中より若干名の使節を
派遣し欧州各交戰国及び中立国の元首、並びに米国大統領に之を傳達せんことを
期す、而して此等の使節は帰来後其の使命に関する結果を逐一本部に報告すべき
ものとす。

【資料⑦】
 The  Japan  Women’s  University,

 Tokyo,  Japan,  Sept 18th,1916.

  

Miss  Chrystal  Macmillan,

 Secretary  of  the  International  Committee

 of  Women  for  Permanent  Peace,

 Amsterdam,  Holland.

Dear  Madam:

 I gratefully acknowledge your letters of Oct. 16th, 1915, and of Feb. 21th, 

1916, that duly reached me.

            Having considered about your suggestions for electing some capable Japanese 

women to represent the nation in the women’s movement for permanent peace of the 

world, it evidently seemed necessary fi rst of all to have in Japan a body of women that 

would take on themselves the responsibility of promoting the peace movement in this 

land, and that might proceed to incorporate them and other Japanese women in an 

institution solely for that end.

 

            Thus in the course of our deliberation on the matter, I have not been able so far to 

give you any defi nite answer regarding the questions alluded to in your correspondence.
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前畧、以上の件に對する御回答は蘭都アムスターダムの本會事務所宛御送附相
成度尚貴国婦人間に於ける平和運動の状況を御報通下され候はゞ本部一同幸ひ之
に過ぎず候。本會は加盟諸国婦人の平和事業の状況を一括せる報告書を毎年定期
に刊行仕り候、吾等姉妹たる貴国婦人の状況をも其の中に加へて掲載するの日の
近からん事を希望致し申候（云々）

終りに貴国語を以て此の書状を認め得ざるを遺憾に存じ候。本部に於ける通信
は従来英佛独三箇国語を使用致し居候（云々）

             書記 クリスタル、マクミラン．

  婦人大會に於て討議及び決議せる問題
一、 婦人と戰争
 万国婦人大會に列席せる婦人一同は戰争が濫りに人命を犠牲にし且文明を破壊
するが故に全然之に反對するものなり。尚近代の戰争に於ては婦人に對し保護の
途備はれりとの説は之を事実として認むる能はず、況や戰乱に伴ふ幾多の罪悪は
婦人の安寧徳操を犠牲にすること甚だ多きに於てをや。
二、 平和問題
 本會は各交戰国並びに戰乱の禍を受けて塗炭の苦難を味へる諸国の人民に深厚
の同情を寄するものなり。将来の媾和條約は公平なる民意に原くべきものなるを
以て、境界領土を新に制定する際には戰勝国の権利よりも先ず其の住民（男女）
の意志を尊重すべし。
 戰争は文明進歩の過程に現はるゝ問題解決法の一種なりと見るを得べし、故に
将来に於ける国際間の紛議は此の方法を以てせず、専ら仲裁裁判等に依り平和の
解決を期すべき也
 国際問題の解決に方り以上の平和的解決法に據らずして、直ちに于戈に訴へん
とする国に對しては各国政府は一致協力して社會、道徳、経済等の各方面より壓
迫を與へて以て之を改悛せしめん事を希望す。
 外交を民意によりて行ふこと、並びに国民の一半たる婦人に参政権を與へ其の
意見を採用するは共に戰争の防止に効あるを信ず。
三、 万国協同の事業
 戰争終結後第三回平和會議の開催を希望す。
 永久的平和を確立するの手段として国際裁判所を設置する事。
 軍備廃止の実行を期するため兵器弾薬の製造に関する事業の取締を厳にする事
 国際貿易を自由ならしめ、世界中到る処の海洋港湾を同一の條件の下に開放す
ることを、各国政府に提議せんとす。
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(4) 在サンフランシスコ沼野総領事夫人
(5) 女子英学塾塾長、津田梅子
(6) 女子学院院長、矢嶋楫子
(7) 大日本平和協会。1906 年に創立、1925 年に解散した平和運動の団体
(8) 資料③か

【資料⑥】
       婦人萬国大會

米国シカゴのジェーン・アダムス女史を會頭とし、各國知名の婦人を役員とせ
る萬国婦人大會は、本年四月下旬を以て、和蘭首府ヘーグに開催せられたるが、
其の際決議の結果として、世界永久の平和の実現に資するの目的を以て婦人平和
運動の委員を各国婦人中より撰定し、且此回欧州大戰の終局を期として媾和會議
の開かるゝや時と所とを同じふして萬国婦人平和會議を開催し、各国政府の媾和
會議に、永久的平和の実現に有効なるべき提議を送らんとの豫定なりと云ふ。

右計畫に関し頃日同會書記マクミラン女史（米国）より成瀬校長の許に到達せ
る書信中には、本年開催の前記大會に出席せるは十二箇国の婦人なりしが、日本
を始め東洋諸国よりは一人の参列者なかりしを遺憾とせり、恰も桑港博覧會に際
し開催せられたる米国平和協會総會に於て、日本より出席せる長崎高商教授武藤
氏より日本婦人にして代議員たり得べき人々の氏名を聞き、且日本に於ける本運
動の同情者たるべき人士として成瀬校長並びに日本平和協會書記（宮岡氏？）を
推擧せられしに付、万国婦人平和會議参列の代議員たるべき日本婦人五名を推薦
せられんことを依嘱し来れり。

因に婦人平和會議の代議員たるものは、婦人大會の決議に賛成し且婦人をして
国會に於ける参政権を獲得せしめ、又国際的紛議を平和に落着せしむるの主義を
是認するを要す。而して大會列席の際に於ては各代議員は、其の所属團体を代表
するに非ずして自国の婦人全体を代表し若しくは自国に於ける各社會の婦人を代
表するの心得を以てすべきこと、又本會の目的主張を普及せしめ且本部の資金並
びに総會開催の経費募集に力むべきこと、但し各国社會の状況に應じ各国代議員
は自国に最適の方法を以て會務を司る事を得べし。

前記本會決議の精神に賛同するものは本會加盟の各国婦人團の會員たるを得。
平和會議の開催の際は日本より五名の代議員の外尚二十名の婦人の出席を希望

す。
  （左に掲ぐるは同會書記の書信抜翠）
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14.  National Foreign Policy

a. This International Congress of women demands that all secret treaties 

shall be void and that for the ratification of future treaties, the 

participation of at least the legislature of every government shall be 

necessary.

b. This International Congress of Women recommends that National 

Commissions be created and International Congresses be convened for 

the scientifi c study and elaboration of the principles and conditions of 

permanent peace, which might contribute to the development of an 

International Federation.

c. These commissions and conferences should be recognized by the 

governments and should include women in their deliberations.

15. Women in National and International politics.

  Both nationally and internationally, to put into practice the principle that women 

should share all civil and political rights and responsibilities on the same terms as 

men.

    V. The Education of Children

                   Towards the Ideal of Constructive Peace.

                    

    VI. Women and the Peace Settlement

    VII. Action to be Taken.

19.  Women’s Voice in the Peace Settlement

20.  Envoys to the Governments

       Envoys to carry the message expressed in the congress resolutions to the rulers of 

the belligerent and neutral nations of Europe and to the President of the United States.

     The envoys shall report the result of their missions to the International Women 

Committee for Constructive Peace as a basis for further action.

       
(1) 資料②か
(2) 長崎高等商業学校教授、武藤長蔵
(3) 新渡戸稲造夫人メアリー
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Resolutions adopted by the INTERNATIONAL CONGRESS of WOMEN 

 at The Hague, Holland.  April 28-30, 1915.

 

   I .  Women and War.

1.   Protest against the madness and horror of war, involving a reckless sacrifice of 

human life and destruction of so much that humanity has labored through centuries 

to build up.

2.  Women’s Sufferings in War.

    II．Towards Peace.

3.  The Peace Settlement

 ……That no territory should be transferred without the consent of the men and 

women in it, and that the right of conquest should not be recognized.

      That autonomy and a democratic parliament should not be refused to any 

people.

   That the governments of all nations should come to an agreement to refer 

future international disputes to arbitration or conciliation and to bring social, moral, 

and economic pressure to bear upon any country which resorts to arms.

   That foreign politics should be subject to democratic control.  That women 

should be granted equal political rights with men.

4.  Continuous Mediation.

   III.  Principles of Permanent Peace.

5. Respect for Nationality.

6.  Arbitration and Conciliation.

7. International pressure.

8. Democratic Control of Foreign Policy.

9. The Enfranchisement of Women

   IV. International Co-operation.

10.  Third Hague Conference—to be convened immediately after the war.

11.  International Organization.

12.  General Disarmament.

13.  Commerce and Investments.
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with the fundamental principles of the extension of the parliamentary franchise to women 

and the Settlement of the International disputes by peaceful means. These women should 

not act as representatives of any society to which they may belong but as individuals 

representing their country and, if possible, its various sections and classes. They must 

hold themselves in readiness to attend the next International Congress when summoned, a 

moment that would coincide with the end of the war.

    In the meantime they are asked to begin propaganda for the aims of the 

International Committee and to try to raise funds for the expenses of the Central Offi ce 

and of the next Congress, if possible.  The method of work must differ in every country,

and Japanese women will best know what is suited to their own country.  All who are in 

general agreement with the resolutions of the Congress (enclosed) and definitely in 

agreement with the parliamentary franchise for women and the settlement of international 

disputes by peaceful means should be enrolled as members of a large National Committee 

or formed into a National Association.  It is hoped that at least 20 Japanese women in 

addition to the fi ve Members of the Committee will be selected to attend the Congress 

after the war and another ten to be able to act as alternateship.

    

    Please reply to the Offi ce in Amsterdam and we shall be very grateful if you 

will send us regularly information about the peace movement among women in Japan. 

The offi ce is sending out regularly a news letter giving information about what women 

are doing in all the countries already represented on the Committee. We hope it will not 

be long before we are able to give the news of the work of our Japanese sisters.

     A full report of the Congress(8) which has already gone to press will be sent to 

you when it is published.  I regret that I have been unable to write you in your own 

language.  The Headquarters conducts its correspondence in English, French, and 

German, and would be able to deal with correspondence in any of these languages.

  With cordial greeting,

  Yours truly,

   C
〔ママ〕

hrystabel Macmillan

    Secretary. (signed)
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undertaken by the headquarters of the Committee at the above address in Amsterdam, 

Holland, is correspondence with women in the countries not there represented with a view 

to securing the coöperation of women sympathetically inclined to our programme.

 I left Holland more than a month ago and this work is in charge of Miss Emily

Hobhouse who, at that time, had no addresses of women in Japan.  Here in San Francisco 

at the National American Peace Congress I have been fortunate in meeting Mr. Chuzo 

Muto,(2) Prof. of the Nagasaki Higher Commercial College, Japan who has told me that 

the following ladies might be able to coöperate with our International Committee in 

finding five Japanese women willing to act as members of that Committee, an later in 

sending a representative delegation of Japanese women to the International Congress of 

women to be held after the war as laid down in No.I above.

 Mrs. Nitobe,(3) wife of the Professor at the Imperial University Tokyo.

 Mrs. Numano,(4) wife of the Japanese consul, 221 Sansome, San Francisco

 Miss Tsuda,(5) Haed of the Tsuda Women’s College, Tokyo.

   

 Mrs. Kajoko Yajima,(6) Head of Joshi Gwakuin, Tokyo, Japan.

 Mr. Muto informed me also that the following gentlemen would be in sympathy 

with this work, so I am sending a copy of this letter to each of them.

 Mr. J. Naruse, President of the Women’s College, Tokyo.

 The Secretary of the Japan Peace Movement (“Dai Nippon Heiwa Kyokwai”(7))

 No.6, Yamashirocho, Kyobashi, Tokyo.

    

    We hope very much that you will be in sympathy with our resolutions and with 

the work we are undertaking.  We ask you to fi nd fi ve women in your country willing to 

become members of our Committee.  These women would require to be in general 

agreement with the Resolutions of our Congress, and in particular in defi nite agreement 
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【資料①】
International Committee of Women for Permanent Peace

 Founded at the International Congress of Women, the Hague,

     April 28th to May 1st 1915.

Objects: I ︲ To ensure that an International Congress of Women shall

be held in the same place and at the same time as the offi cial Conference

which shall frame the terms of the peace settlement after the war for the

purpose of making practical proposals to that Conference.

 II ︲ To organize support for the resolution passed by the International

Congress of Women at the Hague 1915.

These include support of (a) the extension of the parliamentary franchise

to women: and (b) the settlement of international disputes by peaceful means.

 
Chairman:  Jane Adams  Offi ce:

    Keizersgracht 467─ 469

     Amsterdam

Secretary:

C
〔ママ〕

hrystabel Macmillan

Acting Sec. Pro Tem.  Emily Hobhouse

 Sanfrancisco. Oct.16th, 1915.

President  Naruse

Dear sir,

 You may have heard that in the end of April this year there was held at 

 the Hague, Holland, an International Congress of Women at which twelve different

countries were represented. Enclosed is a copy of the Resolutions(1) which form the 

Programme passed at that Congress.  In addition to this Programme there was formed

the above International Committee of women for Permanent Peace which consists of fi ve 

women from each country.  It has two objects:

 (written on the fi rst page.)

Unfortunately among the twelve nationalities represented at the Congress none of the 

Eastern peoples were included among those able to attend but part of the work now being 
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資料⑫裏面
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資料⑫
Women’s International League for Peace and Freedom
SECTION FOR THE UNITED STATES
BULLETIN No.8, NOVEMBER-DECEMBER, 1923
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資料⑪
ヨーロッパ各支部宛ジェーン・アダムス書簡 1925.6.25
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資料⑩
上代タノ宛ジェーン・アダムス書簡 1926.4.3
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資料⑨
上代タノ宛ジェーン・アダムス書簡 1923.12.13
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資料⑧
上代タノ宛ジェーン・アダムス書簡
1923.12

資料⑥
婦人萬国大會（資料①、②の内容を抜粋し、
まとめたものと思われる）
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資料⑦
Miss Chrystal Macmillan 宛 成瀬仁蔵書簡草稿 1916.9.18
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資料⑤
THE PEACE CONGRESS AT THE HAGUE 
SPRING, 1915.
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資料④
MORE ABOUT THE WOMEN’S CONGRESS AT THE HAGUE
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資料② 
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE 
International Congress of Women, 
THE HAGUE, HOLLAND APRIL 28-29-
30, 1915
Reprinted by the WOMAN’S PEACE 
PARTY OF NEW YORK CITY 553 Fifth 
Avenue 

資料③
INTERNATIONAL WOMEN’S COMMITTEE 
FOR PERMANENT PEACE
CENTRAL BUREAU: KEIZERSGRACHT 467 
AMSTERDAM
RESOLUTIONS ADOPTED
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資料①
成瀬校長宛 Chrystal Macmillan 書簡 1915.10.16



−98−

（1）

未発表資料 41

WILPF 関連資料 （ 件
～クリスタル・マクミランから成瀬へ
 ジェーン・アダムスから上代へ～

成瀬記念館収蔵資料の中から未発表のものを順次紹介する。今回は WILPF 関
連の資料 2 件である。

第 1 次世界大戦中の 1915 年春、オランダ・ハーグにおいて、平和をもとめる
女性たちによる国際会議が開かれた。その後、INTERNATIONAL CONGRESS OF 

WOMEN（のちの婦人国際平和自由連盟 WILPF）事務局書記クリスタル・マクミ
ランは、「次は日本からも 5 人の女性代表を出してほしい」という内容の書簡数通
を日本に向け発送したとされる※。その中の 1 通、成瀬校長宛てのものが、この
たび当館未整理資料から発見された【資料①】。WILPF と日本が結びつくきっか
けとなった書簡であり、存在自体は知られていたが、所在は長く不明であった。
さらにハーグ国際女性会議の報告書 2 点（どちらも印刷物、1 枚のプリント形式

【資料②】のものと 14 ページの冊子【資料③】）、執筆者不明の同会議に関する文
書 2 点【資料④・⑤】、桜楓会原稿用紙に書かれた、やはり執筆者不明の「婦人萬
国大會」なるタイトルの原稿【資料⑥】、加えて、書簡を「確かに受け取った」とす
る、成瀬からマクミランに宛てた返信の草稿【資料⑦】が相次いて発見された。

また同じく WILPF 関連として、上代タノ未整理資料からも新たな発見があっ
た。ジェーン・アダムスが上代に宛てた書簡 3 点【資料⑧・⑨・⑩】、上代を
WILPF ヨーロッパ各支部に紹介する書簡 1 点【資料⑪】である。上代に対しては
1923 年の訪日の際の礼を述べ、国際会議への参加を促し、各支部に対しては、ヨー
ロッパに向かう上代への支援を依頼する内容が記されており、⑨の書簡には
WILPF のサーキュレーション【資料⑫】も同封されている。

以下、すべての資料を写真で、①・⑥～⑪については翻刻を加えて紹介する。
            

※ 杉森 長子「上代タノと平和運動」（『上代タノ 女子高等教育・平和運動のパイオニ
ア』日本女子大学叢書 8 2010 年）
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展
示
の
記
録
（
二
〇
一
八
年
度
）

●
成
瀬
記
念
館
（
目
白
）

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
の
あ
ゆ
み

2018.4.10（火）
～6.2（土）

一
八
九
四（
明
治
二
七
）年
に
ア
メ
リ
カ
留
学
か

ら
帰
国
し
た
成
瀬
は
、著
書『
女
子
教
育
』に
お
い

て
、家
庭
で
大
き
な
役
割
を
担
う
女
子
が
家
政
学

を
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
な
ど
、

家
政
と
い
う
学
問

を
非
常
に
重
要
だ

と
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
、
一
九
〇

一（
明
治
三
四
）年

に
本
学
が
開
校
す

る
と
、
成
瀬
は
未

だ
発
展
段
階
に

あ
っ
た
家
政
学
の

未
来
を
井
上
秀

（
家
政
学
部
一
回

生
）に
託
す
の
で
あ
る
。

井
上
は
渡
米
し
家
政
学
や
栄
養
学
等
を
学
び
、

帰
国
後
は
本
学
教
授
と
し
て
家
政
学
の
発
展
に
努

め
、後
に
第
四
代
校
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
井

上
の
跡
を
継
い
だ
第
五
代
学
長	

大
橋	

広
の
も
と
、

本
学
は
新
大
学
令
に
よ
る
大
学
家
政
学
部
設
置
第

一
号
と
な
っ
て
い
る
。

●
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
―
5.8（火）
～6.23（土）

一
九
三
六
年
に
本
学
家
政
学
部
を
卒
業
し
た
小

林
孝
子
は
、当
時
、考
現
学
を
提
唱
し
て
い
た
本

学
非
常
勤
講
師
今
和
次
郎
の
指
導
を
受
け
、卒
業

論
文
と
し
て「
考
現
学
よ
り
見
た
る
一
家
庭
」を

提
出
し
た
。
こ
れ
は

自
分
の
家
に
あ
る
モ

ノ
を
す
べ
て
描
き
出

す
と
い
う
考
現
学
的

手
法
を
用
い
た
自
家

調
査
で
あ
っ
た
。

本
展
で
は
、
小
林

の
卒
業
後
の
自
主
研

究
で
あ
る
衣
服
標
本

の
一
部
を
被
服
学
科

森
教
授
の
解
説
と
と

も
に
紹
介
し
た
。
こ

れ
は
ハ
ガ
キ
大
の
用

紙
に
衣
服
の
端
切
れ

を
貼
り
付
け
、そ
れ

に
つ
い
て
の
情
報
を

書
き
記
し
た
カ
ー
ド

二
一
六
枚
か
ら
成
り
、

小
林
家
全
員（
祖
母
、両
親
、本
人
、女
中
）の
衣
服

を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

―
日
本
女
子
大
学
の
音
楽
目　白
6.8（金）～
8.4（土）

8/9.16.23.30
西生田

5.29（火）～
8.3（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「
音
楽
」に
注
目
し
た
。

創
立
以
来
、
本

学
で
は
あ
ら
ゆ

る
行
事
に
際
し

て
曲
が
つ
く
ら

れ
、
歌
わ
れ
て

き
た
。
そ
れ
は

軽
井
沢
に
お
い

桜楓家政館

一宮道子

展示室の様子

展示室の様子
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て
も
同
様
で
あ
り
、一
九
一
七（
大
正
六
）年
に
学

生
が
発
案
し
た「
山
響（
や
ま
び
こ
）」、一
九
四
四

（
昭
和
一
九
）年
の
三
泉
寮
へ
の
学
童
集
団
疎
開
時

に
つ
く
ら
れ
た「
学
寮
あ
し
た
の
歌
／
ゆ
う
べ
の

歌
」は
、現
在
に
伝
わ
り「
学
園
の
歌
」と
な
っ
て

い
る
。

本
展
で
は
、一
宮
道
子
の
編
曲
に
よ
る「
山
響
」

の
主
旋
律
が
、一
九
一
七
年
の
三
泉
寮
生
活
中
に

成
瀬
と
一
宮
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
讃
美
歌〝Y

O
U
R	

M
ISSIO

N

〟で
あ
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。

●
日
本
女
子
大
学
図
書
館
─
─

〝V
ER

ITA
S V

IA
 V

ITA
E

〟
は
永
遠
に

9.15（土）
～12.20（木）

本
学
は
創
立
当
初
か
ら
図
書
室
は
あ
っ
た
も
の

の
、本
格
的
な
図
書
館
の
始
ま
り
は
、本
学
創
立

か
ら
五
年
後
の
一
九
〇
六
年（
明
治
三
九
）に
森
村

豊
明
会
の
援
助
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
総
煉
瓦
造
り

の
豊
明
図
書
館
で
あ
っ
た
。
し
か
し
豊
明
図
書
館

は
関
東
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
損
害
を
受
け
、そ

の
後
本
学
の
図
書
館
機
能
は
校
内
を
転
々
と
す
る

事
に
な
る
。
次
に
図
書
館
建
設
の
声
を
あ
げ
た
の

は
、第
六
代
学
長
上
代
タ
ノ
で
あ
っ
た
。
成
瀬
の

教
え
を
受
け
た
上
代
は
早
く
か
ら
図
書
館
の
重
要

性
を
認
識
し

て
お
り
、
一

九
六
四（
昭

和
三
九
）年

に
図
書
館
が

完
成
し
た
。

多
く
の
学
生

に
愛
さ
れ
た

こ
の
図
書
館

は
、
二
〇
一

九（
平
成
三

〇
）年
三
月

に
そ
の
歴
史

に
幕
を
閉
じ
た
。

●
哀
惜
の
一
九
一
九
年

―
成
瀬
仁
蔵
・
広
岡
浅
子
・
森
村
市
左
衞
門
・

　

松
浦
政
泰
・
平
野
浜　

没
後
一
〇
〇
年
展

2019.1.15（火）
～3.2（土）

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
は
じ
め
、本
学
の
草
創
期
を

支
え
た
五
人
の
人
物
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
一

九
一
九
年
。
各
々
の
人
物
に
つ
い
て
、本
学
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
紹
介
し
た
展
示
。
成
瀬
に
つ
い

て
の
展
示
は
、病
床
に
就
き
、最
期
を
迎
え
る
ま

で
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
た
か
に
焦
点
を
当
て
、

仕
事
上
の
秘
書
、仁
科
節
が
師
の
病
床
で
の
様
子

を
綴
っ
た
日
記
を
は
じ
め
、見
舞
い
に
訪
れ
た
人

や
見
舞
い
の
品
を
記
録
し
た
日
誌
、友
人
・
知
人

か
ら
の
書
簡
、故
郷
の
知
人
に
宛
て
た
成
瀬
絶
筆

の
書
簡
等
を
紹

介
し
た
。
ま
た
、

新
た
に
発
見
さ

れ
た
領
収
書
か

ら
、
体
調
を
崩

し
た
後
も
書
道

用
紙
や
筆
を
頻

繫
に
購
入
し
、

最
後
ま
で
揮
毫

を
続
け
た
成
瀬

の
姿
、
逝
去
当

日
に
近
隣
の
呉

服
屋
か
ら
さ
ら

し
や
絹
地
を
取

り
寄
せ
、
急
ぎ

葬
儀
用
の
装
束

を
整
え
た
教
え

子
ら
の
姿
が
浮

か
び
上
が
っ
た
。

図書館（増築前）1965年2月

展示室の様子
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●
西
生
田
記
念
室

シ
リ
ー
ズ
〝
天
職
に
生
き
る
〟

　
　

―
通
信
教
育

4.10（火）
～5.18（金）

本
学
の
通
信
教
育
の
歴
史
は
古
く
、明
治
時
代

に
遡
る
。

一
九
〇
八（
明
治
四
一
）年
四
月
の
卒
業
式
に
お

い
て
、成
瀬
は「
終
生
学
問
研
究
を
続
け
て
知
識

を
養
ひ
品
性
修
養
に
つ
と
め
」る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
語
り
、卒
業
生
に
生
涯
学
び
進
歩
し
続
け

る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
後
、一
九
〇
九（
明
治
四

二
）年
に
は『
女
子
大
学
講
義
』を
発
刊
し
、こ
こ

に
本
学
の
通
信
教

育
が
始
ま
っ
た
。

一
九
四
八（
昭

和
二
三
）年
四
月

に
日
本
女
子
大
学

（
新
制
）が
発
足
す

る
と
、
翌
年
一
月

に
は『
女
子
大
学

講
義
』に
始
ま
る

伝
統
を
継
承
、
発

展
さ
せ
た
通
信
教

育
部
が
開
講
し
た
。
本
学
の
通
信
教
育
は
、明
治

以
来
の
女
子
教
育
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

時
代
の
変
化
に
対
応
し
つ
つ
、現
在
に
至
る
ま
で

多
く
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
る
。

日
本
女
子
大
学
の
災
害
支
援

9.21（金）～
12.20（木）

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
焦
点
を
当

て
た
展
示
。
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
、損
壊
し
た
豊
明
図
書
館
兼
講
堂（
現
成
瀬
記

念
講
堂
）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
。

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展

2019.1.22（火）
～3.1（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
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
、児
童
文
学
者	

安
房
直
子
氏
寄
贈
の
日

本
人
形
、附
属
校
園
の
文
集
、楓
寮
日
誌
を
展
示

し
た
。
楓
寮
日
誌
か
ら
は
、寮
生
が
特
別
な
献
立

か
ら
節
句
を
感
じ
取
る
様
子
な
ど
、寮
の
和
や
か

な「
三
月
三
日
」が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
九
六
六

（
昭
和
四
一
）年
に
西
生
田
校
地
に
建
て
ら
れ
た
楓

寮
は
、本
年
三
月
に
閉
寮
し
、展
示
に
訪
れ
た
元

寮
生
が

学
生
時

代
を
懐

か
し
む

様
子
が

見
ら
れ

た
。

武藤静子先生の小児栄養学 1963（昭和38）年

展示室の様子

展示室の様子
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二
〇
一
八
年
度
活
動
の
記
録

４
・
２　
「
新
任
教
員
の
集
い
」
参
加
者
見
学
、

主
事
説
明

４
・
３　

西
生
田
記
念
室
、
大
学
入
学
式
に
つ
き

開
室
、
見
学
者
62
名

４
・
10　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
・
西
生
田
）

４
・
20　

西
生
田
記
念
室
、
創
立
記
念
式
典
に
つ

き
開
室
、
見
学
者
59
名

４
・
26　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
58
名
、
教
員
６
名
見
学
、
説
明

５
・
７　

附
属
中
学
校
１
年
生
墓
参
２
４
０
名
、

教
員
14
名
見
学
。
分
館
も

５
・
８　

ミ
ニ
展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
会
議
室
）

５
・
10　

文
京
区
ガ
イ
ド
会
22
名
、
千
葉
こ
ま
く

さ
ハ
イ
キ
ン
グ
ク
ラ
ブ
15
名
見
学
。
授
業
で
分

館
見
学
（
薬
袋
先
生
）
19
名
、
教
員
１
名
見
学

５
・
12
（
土
）
銃
砲
一
斉
検
査
。
泉
会
総
会
に
つ

き
延
長
開
館
、
見
学
者
63
名

５
・
17　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
学
生
ス
タ
ッ

フ
30
名
見
学

５
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
５
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

５
・
24　

日
本
建
築
学
会
15
名
、
分
館
見
学

５
・
26
（
土
）
〜
27
（
日
）　

日
本
家
政
学
会
第

70
回
大
会
の
た
め
特
別
開
館
２
８
８
名
、
分
館

は
２
２
２
名
見
学

５
・
29　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

５
・
31　

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
目
白
キ
ャ
ン
パ

ス
班
）「
目
白
キ
ャ
ン
パ
ス
め
ぐ
り
」
の
下
見

の
た
め
６
名
見
学
、
説
明
（
分
館
も
）。
全
国

大
学
史
資
料
協
議
会
東
日
本
部
会
２
０
１
８
年

度
総
会
及
び
30
周
年
記
念
講
演
会
に
参
加
（
杉

崎　

於
国
学
院
大
学
）

６
・
１　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
58
名
、
教
員
４
名
見
学
、
説
明

６
・
４　

展
示
の
た
め
野
村
胡
堂
・
あ
ら
え
び
す

記
念
館
に
資
料
貸
出
し
（
９
／
５
返
却
）

６
・
８　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）。
入
学
課
か

ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
生
（
１
校
）
17
名
、

教
員
１
名
見
学
、
説
明

６
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
36
名
見
学
、
説
明
。
２
０
１
８
年

度
全
体
研
修
（
基
本
研
修
）
参
加
（
岸
本
・
杉

崎
）

６
・
13　

東
京
修
復
保
存
セ
ン
タ
ー
、
大
型
地
図

の
修
復
や
り
直
し
の
た
め
引
き
取
り

６
・
14　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
21
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

株
式
会
社
東
京
光
音
に
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
の
デ

ジ
タ
ル
化
を
依
頼
（
７
／
５
納
品
）

６
・
16
（
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
６
名

６
・
17
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
２
８
０
名
、
分
館
２
８

４
名
見
学
、
分
館
に
く
ま
も
ん
来
館

６
・
18　

成
瀬
記
念
館
運
営
委
員
会
（
本
年
度
第

１
回
）。Preservation Technologies Japan

脱

酸
の
た
め
資
料
点
検
作
業

６
・
19　

 Preservation Technologies Japan

脱

酸
の
た
め
資
料
点
検
及
び
搬
出
作
業
（
９
／
27

納
品
）。
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
度
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
研
修
（
基
本
研
修
）
参
加
（
杉
崎
）	

（
６
／
26　

７
／
３　

７
／
13
）

６
・
20　

国
際
マ
イ
ク
ロ
写
真
工
業
社
、
デ
ジ
タ

ル
化
の
た
め
ス
ラ
イ
ド
引
き
取
り
（
７
／
12
納

品
）

６
・
22　

文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
全
体
会
議
出
席

（
杉
崎
）

６
・
23　

創
立
者
成
瀬
仁
蔵
生
誕
記
念
日
の
た
め

延
長
開
館
28
名
、
分
館
は
31
名
見
学

６
・
26　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校
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生
（
１
校
）
15
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明

６
・
28　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
Ｐ
Ｔ

Ａ
（
１
校
）
43
名
見
学
、
説
明
。『
成
瀬
記
念

館
利
用
案
内
』（
３
千
部
）
納
品

７
・
３　

ミ
ニ
展
示
「
日
本
女
子
大
学
合
唱
団
」

オ
ー
プ
ン
（
目
白
会
議
室
）

７
・
４　

附
属
豊
明
小
学
校
６
年
生
１
１
７
名
、

軽
井
沢
展
見
学

７
・
９　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
１
０
４
名
見
学
、
説
明
。『
成
瀬

記
念
館
２
０
１
８　

№
33
』（
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
）
35
名
見
学
、
説
明

７
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
19
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

文
化
庁
広
報
誌
「
ぶ
ん
か
る
」
取
材
（
分
館
も
）

７
・
17　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
36
名
見
学
、
説
明

７
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
27
名
見
学
、
説
明

７
・
22
（
日
）
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
９
５
名

７
・
26　

授
業
で
分
館
見
学
（
伊
藤
先
生
）
16
名
、

教
員
1
名
見
学

７
・
２　

第
１
１
０
回
全
国
大
学
史
資
料
協
議
会

東
日
本
部
会
研
究
会
に
参
加
（
岸
本　

於
東
京

藝
術
大
学
）

８
・
５
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
１
８
３
名
、
分
館
１
１

３
名
見
学

８
・
７　

本
年
度
当
館
受
入
れ
予
定
の
博
物
館
実

習
生
３
名
に
事
前
指
導

８
・
28　

Ｂ
Ｓ
朝
日
「
百
年
名
家
」
分
館
撮
影
、

11
月
11
日
放
送

８
・
28
〜
９
・
４　

博
物
館
実
習
（
日
本
文
学
科

１
名
、
史
学
科
１
名
、
科
目
等
履
修
生
１
名
）

９
・
８
（
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
３
７
名

９
・
11　

消
防
設
備
点
検
（
分
館
）

９
・
13　

附
属
中
学
校
生
徒
有
志
27
名
、
教
員
４

名
、
分
館
見
学

９
・
15　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

９
・
16
（
日
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
２
９
４
名
、
分
館
２
６

４
名
見
学

９
・
18　

成
瀬
記
念
講
堂
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
２

千
部
）
納
品
。
文
京
区
郷
土
史
研
究
会
18
名
、

分
館
見
学

９
・
22
（
土
）
成
瀬
記
念
講
堂
耐
震
改
修
工
事
落

成
式
の
た
め
延
長
開
館
18
名
見
学

９
・
27　
『
実
践
倫
理
講
話
筆
記
』
納
品

10
・
３　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
27
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
４　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
68
名
、
教
員
１
名
見
学
、
説
明
。

附
属
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
総
務
部
）「
目
白
キ
ャ

ン
パ
ス
め
ぐ
り
」
の
下
見
の
た
め
18
名
見
学
、

説
明
（
分
館
も
）

10
・
６
（
土
） 

〜
７
日
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、

十
月
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
33
名

10
・
10
〜
12　

全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
２
０
１

８
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究
会
に
参
加

（
岸
本
・
杉
崎
、
於
九
州
大
学
）

10
・
12　

 

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高

校
生
（
１
校
）
37
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
16　

Ｂ
Ｓ
朝
日
「
百
年
名
家
」
追
加
撮
影

10
・
17　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
77
名
、
教
員
４
名
見
学
、
説
明

10
・
18　

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
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
７
名
見
学
、
説
明

10
・
20
（
土
）
〜
21
（
日
）
目
白
祭
に
つ
き
平
常
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通
り
開
館
、
見
学
者
合
計
６
６
２
名
、
分
館
５

９
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
54
名

10
・
22　

展
示
の
た
め
専
修
大
学
に
資
料
貸
し
出

し
（
11
／
28
ま
で
）

10
・
23　

西
生
田
記
念
室
、
入
学
課
か
ら
依
頼
の

大
学
見
学
の
高
校
生
（
１
校
）
34
名
見
学
、
説

明
10
・
24　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
58
名
、
教
員
４
名
見
学
、
説
明
。

是
澤
先
生
の
授
業
で
92
名
、
教
員
２
名
が
分
館

見
学

10
・
25　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
17
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

10
・
27
（
土
）成
瀬
仁
蔵
と
そ
の
時
代
研
究
会
12
名
、

成
瀬
記
念
館
会
議
室
の
展
示（
獨
協
大
学
附
属

高
等
学
校
教
諭
小
林
氏
所
蔵
の
資
料
）見
学

10
・
27
（
土
）
〜
28
（
日
）
西
生
田
記
念
室
、
も

み
じ
祭
に
つ
き
特
別
開
室
、
見
学
者
合
計
35
名

10
・
30　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
３
校
）
41
名
、
教
員
５
名
見
学
、
説
明

11
・
１　

防
災
訓
練
。
入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学

見
学
の
高
校
生
（
１
校
）
10
名
見
学
、
説
明
。

桜
楓
会
中
野
支
部
15
名
が
分
館
見
学

11
・
２　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
18
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明
。

山
口
都
先
生
、
分
館
絵
葉
書
の
原
画
制
作
の
た

め
ス
ケ
ッ
チ
（
11
／
15
・
11
／
29
も
）

11
・
８　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
31
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

11
・
12　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
５
名
見
学
、
説
明

11
・
10　

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
１
名

11
・
17　

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
説
明
会

の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
０
名

11
・
19　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
８
名
見
学

11
・
27　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
１
校
）
29
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

11
・
28　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
２
校
）
18
名
、
教
員
２
名
見
学
、
説
明

12
・
５　

青
木
生
子
先
生
追
悼
展
の
た
め
資
料
借

用
（
１
／
16
返
却
）

12
・
８
（
土
）「
入
試
相
談
会
」
の
た
め
延
長
開
館
、

見
学
者
38
名

12
・
13　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

生
（
1
校
）
41
名
、
教
員
１
名
見
学

12
・
14　

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
。

西
生
田
成
瀬
講
堂
運
用
委
員
会
に
出
席（
岸
本
）

12
・
15　

家
政
学
部
学
術
交
流
企
画　

通
信
教
育

課
程
創
設
70
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の

た
め
延
長
開
館
、
見
学
者
21
名
、
分
館
は
特
別

開
館
、
30
名
見
学

12
・
18
〜
20　

故 

青
木
生
子
元
学
長
・
理
事
長 

追
悼
展
示
（
会
議
室
）

12
・
21　

博
物
館
実
習
生
２
名
受
入

12
・
26　

故 

青
木
生
子
元
学
長
・
理
事
長 

大
学

葬
の
た
め
特
別
開
館
２
３
８
名
見
学

１
・
11　

分
館
消
防
点
検

１
・
15　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
目
白
）

１
・
17　

博
物
館
実
習
生
２
名
受
入
（
西
生
田
記

念
室
）。
展
示
の
た
め
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学

館
に
資
料
貸
出
（
４
／
17
返
却
）

１
・
21　

博
物
館
実
習
の
授
業
で
11
名
、
教
員
１

名
見
学
（
分
館
も
）

１
・
22　

展
示
オ
ー
プ
ン
（
西
生
田
）

１
・
23　

小
石
川
消
防
署
、
分
館
査
察

１
・
25　

東
京
Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
分
館
撮
影
、
渋
沢
栄

一
と
本
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
取
材
（
２
／
17

放
送
）

１
・
26
（
土
）　

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
55
名
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１
・
28　
『
写
真
で
見
る
成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』（
２

千
部
）
納
品

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
56
名

２
・
16　

西
生
田
記
念
室
、
附
属
中
学
校
新
入
生

保
護
者
会
の
た
め
特
別
開
室
、
見
学
者
13
名

２
・
28　

附
属
豊
明
小
学
校
３
年
生
１
１
３
名
、

教
員
６
名
見
学
（
分
館
も
）。（
株
）
浦
辺
設
計
、

『
生
誕
１
１
０
年　

建
築
家
・
浦
辺
鎮
太
郎
の

仕
事
︱
倉
敷
か
ら
世
界
へ
、
工
芸
か
ら
ま
ち
づ

く
り
へ
︱
』
展
の
た
め
館
内
撮
影
（
３
／
２
は

外
観
撮
影
）

３
・
４　

創
立
者
命
日
に
つ
き
特
別
開
館
、
見
学

者
31
名

３
・
６　

東
京
修
復
保
存
セ
ン
タ
ー
、
修
復
の
た

め
資
料
搬
出
（
３
／
20
返
却
）

３
・
８　

成
瀬
記
念
館
分
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
１

千
部
）
納
品

３
・
12　

豊
明
小
学
校
５
年
生
１
ク
ラ
ス
見
学（
分

館
も
。
３
・
14
は
２
ク
ラ
ス
見
学
）

３
・
20　

西
生
田
記
念
室
、
大
学
卒
業
式
の
た
め

特
別
開
室
、
見
学
者
81
名

３
・
22　

入
学
課
か
ら
依
頼
の
大
学
見
学
の
高
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
６
名
見
学

３
・
24
（
土
）「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
」
の
た

め
特
別
開
館
、
見
学
者
96
名

二
〇
一
八
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
、
増

田
幸
弘
教
養
特
別
講
義
１
委
員
会
委
員
長
、
伊

ケ
崎
大
理
教
養
特
別
講
義
２
委
員
会
委
員
長
、

臼
杵 

陽
図
書
館
長
、
多
屋
淑
子
総
合
研
究
所

所
長
、
大
沢
真
知
子
現
代
女
性
キ
ャ
リ
ア
研
究

所
所
長
、
坂
本
清
恵
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
、

蟻
川
芳
子
桜
楓
会
理
事
長
、
今
井
康
雄
成
瀬
記

念
館
担
当
理
事
、
古
川
元
也
成
瀬
記
念
館
主
事

二
〇
一
八
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

　
　
博
物
館
実
習

　
　

２
０
１
８
年
度
の
博
物
館
実
習
（
第
29
回
）

は
、
８
月
28
日
（
火
）
か
ら
９
月
４
日
（
火
）

ま
で
の
６
日
間
の
日
程
で
行
っ
た
。
実
習
生
は

日
本
文
学
科
１
名
、
史
学
科
１
名
、
科
目
等
履

修
生
１
名
。

　
　

実
習
生
は
、
初
日
に
雑
司
ヶ
谷
霊
園
と
雑
司

が
谷
旧
宣
教
師
館
、
成
瀬
記
念
講
堂
と
成
瀬
記

念
館
分
館
を
見
学
し
、
地
域
と
大
学
の
歴
史
に

つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
成
瀬
記
念
館
の
収

蔵
資
料
や
活
動
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、

企
画
展
「
日
本
女
子
大
学
の
図
書
館
─“

V
E

R
-

ITA
S V

IA
 V

ITA
E

”

は
永
遠
に
」
展
の
準
備
に

参
加
し
、
図
書
館
を
紹
介
す
る
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
「
日
本

女
子
大
学
の
災
害
支
援
」
展
の
展
示
作
業
等
、

学
芸
員
の
基
本
的
な
業
務
を
体
験
し
た
。

　
　

ま
た
、
こ
の
３
名
と
は
別
に
他
機
関
で
博
物

館
実
習
を
行
っ
た
学
生
の
う
ち
、
実
習
期
間
が

不
足
し
て
い
る
学
生
４
名
を
受
け
入
れ
た
。
12

月
21
日
・
２
０
１
９
年
１
月
17
日
に
各
２
名
ず

つ
の
実
習
を
行
い
、
実
習
生
は
目
白
と
西
生
田
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に
お
い
て
資
料
整
理
や
展
示
準
備
等
の
一
部
を

体
験
し
た
。

　
　
業
務
統
計

開
館
日
数　

目
白　
　
　

２
０
３
日

　
　
　
　
　

西
生
田　
　

１
５
１
日

　
　
　
　
　

分
館　
　
　
　

３
３
日

入
館
者
数　

目
白　
　

約
７
７
５
０
人

　
　
　
　
　

西
生
田　

約
１
８
５
０
人

　
　
　
　
　

分
館　
　

訳
２
２
０
０
人

学
園
史
関
係
質
問
受
付
お
よ
び
資
料
提
供　

	
86
件

出
版
・
映
像
の
た
め
の
資
料
提
供

（
広
報
課
扱
い
含
む
）　	

21
件

　
　
そ
の
他

○
『
成
瀬
記
念
館
２
０
１
８　

№
33
』
の
発
行　

２
千
部

○
『
写
真
で
見
る 

成
瀬
仁
蔵
そ
の
生
涯
』
の
増

刷　

２
千
部

○
西
生
田
記
念
室
利
用
案
内
の
増
刷　

１
千
部

○
成
瀬
記
念
館
展
示
の
ご
案
内（
２
０
１
９
年
度
）

の
制
作　

１
千
部

○
広
岡
浅
子
『
草
詠
』
発
行
（
翰
林
書
房
）

○
博
物
館
実
習
生
受
入
れ
（
７
名
）

○
研
修
等
参
加
（
研
究
会
…
全
国
大
学
史
資
料
協

議
会
２
０
１
８
年
度
総
会
な
ら
び
に
全
国
研
究

会
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議

会
全
国
大
会
お
よ
び
研
修
会
に
参
加　

そ
の
他

…
文
京
ミ
ュ
ー
ズ
ネ
ッ
ト
、
展
示
見
学
な
ど
）

 

資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
・
媒
体
変
換

　
　
二
〇
一
八
年
度
展
示
一
覧

〔
成
瀬
記
念
館
〕

４
・
10
〜
６
・
２

　

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　
　
　

─
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
の
あ
ゆ
み

〜
ミ
ニ
展
示
〜

５
・
８
〜
６
・
23

　

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

６
・
８
〜
８
・
４
、
８
／
９
・
16
・
23
・
30

　

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　
　
　

─
日
本
女
子
大
学
の
音
楽

９
・
15
〜
12
・
20

　

日
本
女
子
大
学
図
書
館

　

─“
V

E
R

ITA
S V

IA
 V

ITA
E

”

は
永
遠
に

１
・
15
〜
３
・
２

　

哀
惜
の
１
９
１
９
年

　

─
成
瀬
仁
蔵
・
広
岡
浅
子
・
森
村
市
左
衞
門
・

松
浦
政
泰
・
平
野
浜　

没
後
１
０
０
年
展

〔
西
生
田
記
念
室
〕

４
・
10
〜
５
・
18

　

シ
リ
ー
ズ
「
天
職
に
生
き
る
」

　
　
　

─
通
信
教
育

５
・
29
〜
８
・
３

　

軽
井
沢
夏
季
寮
の
生
活

　
　
　

─
日
本
女
子
大
学
の
音
楽

９
・
21
〜
12
・
20

　

日
本
女
子
大
学
の
災
害
支
援

１
・
22
〜
３
・
１

　

日
本
女
子
大
学
の
お
ひ
な
さ
ま
展
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二
〇
一
九
年
七
月
一
六
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

成
瀬
仁
蔵
先
生
没
後
百
年
を
迎
え
、『
成
瀬
仁

蔵
関
係
書
簡
集
』第
一
巻
刊
行
事
業
の
原
資
に
は
、

成
瀬
記
念
館
に
対
す
る
指
定
寄
附
が
充
て
ら
れ
て

い
る
。
指
定
寄
附
は
、
使
用
目
的
を
限
定
し
た
用

途
に
充
て
る
寄
附
で
あ
り
、
成
瀬
記
念
館
の
事
業

に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
寄
附
を
い
た

だ
い
て
い
る
。
主
事
と
し
て
、
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

記
念
館
に
は
、
成
瀬
先
生
直
筆
の
三
綱
領
原
本

を
は
じ
め
、
書
簡
類
な
ど
建
学
の
精
神
を
今
に
伝

え
る
多
く
の
貴
重
な
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
万
全
の
体
制
で
次
代

に
引
き
継
ぐ
べ
く
、
保
管
環
境
の
向
上
に
む
け
て

一
層
の
努
力
を
し
、
資
料
の
閲
覧
公
開
に
も
、
こ

の
寄
附
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
予
定
で
あ

る
。そ

の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
第
一
歩
と
し
て
、
昨

年
度
末
、本
学
Ｈ
Ｐ
成
瀬
記
念
館
の
ペ
ー
ジ
に「
寄

附
の
ご
案
内
」ボ
タ
ン
を
設
定
し
た
。
現
状
で
は
、

こ
こ
か
ら
寄
附
全
般
の
頁
に
つ
な
が
る
仕
組
み
だ

が
、
将
来
的
に
は
多
く
の
方
に
カ
チ
ッ
と
ク
リ
ッ

ク
＝
指
定
寄
附
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
事
業
に

活
か
す
し
く
み
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
。	（
古
川
）

成
瀬
が
没
し
た
一
九
一
九
年
、
本
学
創
立
発
起

人
の
一
人
で
評
議
員
で
も
あ
っ
た
広
岡
浅
子
も
永

眠
し
た
。
近
年
広
岡
家
で
浅
子
自
筆
の
和
歌
草
稿

が
発
見
さ
れ
、
浅
子
の
曾
孫
で
あ
る
広
岡
和
治
様

の
ご
厚
意
に
よ
り
、
本
学
日
本
文
学
科
に
研
究
の

機
会
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
成
果
が
高
野
晴
代
監

修
『
広
岡
浅
子
「
草
詠
」』（
翰
林
書
房
）
で
あ
る
。

本
学
所
縁
の
歌
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。（
岸
本
）

昨
秋
か
ら
作
業
し
て
い
た
『
成
瀬
仁
蔵
関
係
書

簡
集
１
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
し

ば
ら
く
書
簡
集
作
り
は
御
免
蒙
り
た
い
と
こ
ろ
だ

が
、
少
し
休
ん
だ
ら
二
巻
目
の
準
備
を
始
め
な
く

て
は
。
翻
刻
・
監
修
の
先
生
を
他
の
仕
事
に
と
ら

れ
な
い
よ
う
に
捕
ま
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な

い
。
両
先
生
、
絶
対
離
し
ま
せ
ん
の
で
次
巻
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。	

（
杉
崎
）

成
瀬
記
念
館
は
築
三
四
年
。
経
年
に
よ
り
、
少

し
ず
つ
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
に
支
障
が
出
て
き
た
。

同
世
代
の
私
は
昨
年
度
末
（
三
月
）
で
記
念
館
を

お
暇
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
も
お
互

い
に
元
気
で
い
ら
れ
た
ら
と
思
う
。
最
後
に
、
記

念
館
職
員
の
皆
さ
ま
に
は
職
場
の
、
且
つ
大
学
の

後
輩
と
し
て
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ

の
場
で
も
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。	
（
永
山
）
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新制日本女子大学（1950 ～ 1962）
附属高等学校（1948 ～ 1995）
附属中学校（1948 ～ 1954）
附属豊明小学校
附属豊明幼稚園

本学と関係のないものはお引き受けできませんが、迷われた場合はお気軽にご相談ください。

☎ 03-5981-3376
kinenkan@atlas.jwu.ac.jp
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