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「
男
児
志
を
立
て
て
郷
関
を
出
ず
、
学
若
し
成
る
無
く
ん
ば
死

す
と
も
還
ら
ず
」

思
い
起
こ
し
ま
す
と
昭
和
五
〇
年
四
月
、
私
は
郷
里
で
あ
る
石

川
県
小
松
の
母
に
、
そ
う
自
分
の
決
意
を
告
げ
、
国
士
舘
大
学
へ

入
学
す
る
た
め
に
上
京
し
た
の
で
し
た
。

そ
れ
ま
で
四
年
六
か
月
間
、
自
衛
官
と
し
て
海
上
自
衛
隊
に
勤

務
し
て
い
た
私
は
向
学
心
に
燃
え
、
大
学
受
験
を
志
し
、
勉
強
は

単
に
知
識
で
は
な
く
、
考
え
方
の
気
付
き
を
啓
発
す
る
た
め
の
学

問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
心
に
決
め
た
こ
と
が
大
学
進
学
の
動

機
づ
け
で
あ
っ
た
と
云
え
ま
す
。
そ
ん
な
想
い
の
自
分
に
ぴ
っ
た

り
な
大
学
が
国
士
舘
大
学
で
し
た
。

入
学
試
験
は
、
地
方
試
験
で
受
験
、
昭
和
五
〇
年
二
月
一
一
日

広
島
市
の
予
備
校
「
広
島
英
数
学
館
」
が
試
験
会
場
で
し
た
。
筆

記
試
験
の
先
生
は
、
法
学
部
の
椿
幸
雄
教
授
で
面
接
試
験
官
も
椿

先
生
が
担
当
さ
れ
ま
し
た
。
試
験
会
場
で
は
、
そ
の
後
同
級
生
と

な
る
山
本
順
一
君
が
山
口
県
か
ら
受
験
に
来
て
い
ま
し
た
。
彼
は

入
学
後
鶴
川
剣
道
部
に
所
属
し
て
授
業
で
も
学
生
生
活
で
も
よ
く

交
遊
す
る
友
人
と
な
り
ま
し
た
。

海
上
自
衛
隊
を
退
職
す
る
に
あ
た
り
、
呉
総
監
部
援
護
室
で
意

向
調
査
の
面
接
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
係
官
か
ら
自
衛

隊
に
入
隊
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
の
感
想
を
尋
ね
ら
れ
、「
自
分

で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
親
か
ら
自
衛
隊
に
入
っ
て
お
前
は
変

わ
っ
た
と
喜
ん
で
く
れ
た
」
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
ま
た
、
退
職

し
て
か
ら
何
が
し
た
い
か
と
聞
か
れ
、「
社
会
や
人
の
た
め
に
役

に
立
つ
と
思
え
る
仕
事
に
就
い
て
、
終
生
、
国
を
守
る
こ
と
に
寄

与
し
て
往
き
た
い
と
思
う
」
と
答
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
合
格
通
知
を
受
け
取
り
、
入
学
手
続
き
を
済
ま
せ
た
ま

で
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
自
衛
隊
を
退
職
し
た
私
に
は
生
活
す

政
経
学
部
一
部
政
治
学
科
一
五
期
生
　
戸
水
　
俊
輔

銃
剣
道
部
の
揺よ
う

籃ら
ん

国
士
舘
の
思
い
出



国士舘史研究年報 2015　楓厡

126

る
た
め
の
収
入
も
ま
た
入
学
後
二
年
目
か
ら
の
学
費
を
得
る
当
て

も
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
活
費

だ
け
持
っ
て
上
京
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

私
の
入
学
す
る
「
国
士
舘
」
は
、
大
正
六
年
、
激
動
の
大
正
中

期
、
創
立
者
柴
田
德
次
郎
先
生
ほ
か
青
年
有
志
が
、
智
力
と
胆
力

を
備
え
た
有
為
の
人
材
の
育
成
に
思
い
を
は
せ
、
東
京
麻
布
の
地

に
私
塾
「
國
士
館
」
を
創
立
し
た
こ
と
を
も
っ
て
始
ま
り
と
し
ま

す
。
そ
の
の
ち
、
吉
田
松
陰
ゆ
か
り
の
地
、
江
戸
時
代
に
、
長
州

藩
下
屋
敷
「
若
林
藩
邸
」
の
あ
っ
た
現
松
陰
神
社
畔
に
学
校
を
設

立
し
ま
し
た
。
商
業
学
校
、
中
学
校
、
国
士
舘
専
門
学
校
を
経

て
、
戦
後
、
学
制
改
革
に
と
も
な
い
、
現
在
の
大
学
へ
と
至
っ
て

お
り
ま
す
。

昭
和
五
〇
年
四
月
、
東
京
に
身
寄
り
の
な
い
私
は
住
居
と
し
て

鶴
川
校
舎
（
現
町
田
キ
ャ
ン
パ
ス
）
望
岳
寮
に
入
寮
し
ま
し
た
。

私
の
入
寮
し
た
五
階
Ｃ
棟
の
舎
監
は
、
松
本
敏
道
先
生
で
し
た
。

寮
生
の
同
級
生
に
橋
本
長
善
、
沼
崎
朋
之
、
門
井
保
君
た
ち
が
い

ま
し
た
。
後
に
銃
剣
道
部
の
仲
間
に
な
り
ま
し
た
。
寮
生
活
の
一

端
を
述
べ
ま
す
と
、
早
朝
の
「
総
員
起
床
」
か
ら
始
ま
り
、
各
階

で
「
点
呼
」「
掃
除
」
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
夜
は
「
掃
除
」「
点

呼
」
そ
の
後
に
「
舘
歌
演
習
」
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
規
律
あ
る

寮
生
活
は
、
人
間
形
成
に
資
す
る
思
い
出
に
残
る
体
験
と
な
り
ま

し
た
。

私
が
標
題
に
あ
る
銃
剣
道
と
い
う
武
道
を
知
っ
た
の
は
、
昭
和

四
〇
年
代
初
め
頃
の
テ
レ
ビ
番
組
で
大
塚
製
薬
提
供
の
ご
当
地
ド

ラ
マ
で
も
あ
っ
た
広
島
県
呉
市
の
対
岸
に
あ
る
海
軍
兵
学
校
を
舞

台
に
し
た
青
春
ド
ラ
マ
「
若
い
命
」
で
す
。
俳
優
の
南
道
郎
扮
す

る
鬼
教
官
が
銃
剣
道
防
具
を
身
に
ま
と
い
、
私
が
は
じ
め
て
目
に

す
る
木
銃
で
生
徒
を
し
ご
く
訓
練
風
景
が
強
烈
な
印
象
で
し
た
。

銃
剣
道
に
非
常
に
興
味
が
湧
き
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
是
非
や
っ
て

み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
海
上
自
衛
隊

に
入
隊
し
て
昭
和
四
七
年
夏
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
で
あ
っ
た
江
田
島

の
対
岸
、
呉
警
備
隊
の
営
庭
で
私
の
銃
剣
道
訓
練
が
始
ま
り
ま
し

た
。そ

れ
か
ら
四
年
の
歳
月
を
経
て
政
経
学
部
政
治
学
科
の
学
生
に

な
っ
た
私
は
、
大
学
に
登
校
し
て
講
義
を
受
け
る
前
後
に
学
部
事

務
室
に
お
ら
れ
る
学
生
主
事
の
林
勇
先
生
に
日
参
す
る
の
が
日
課

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
朝
、
登
校
す
る
と
先
ず
学
部
事
務
室
に
顔

を
出
し
て
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
し
て
か
ら
教
室

に
向
か
い
ま
す
。
下
校
す
る
時
は
そ
の
逆
で
「
失
礼
し
ま
す
」
と

挨
拶
し
て
帰
り
ま
す
。
そ
の
当
時
は
学
生
主
事
の
先
生
が
各
科
目

の
出
席
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
国
士
舘
大
学
の
学
生
主
事
（
往
時

学
生
監
）
は
、
陸
上
自
衛
隊
の
区
隊
長
、
海
上
自
衛
隊
の
分
隊
長

の
よ
う
な
役
割
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
地
方
か
ら
入
学

し
た
学
生
が
多
く
い
た
当
時
、
学
生
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
お
父
さ
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ん
で
あ
り
、
ま
た
お
母
さ
ん
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
云
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
を
始
め
多
く
の
学
生
た
ち
が
学
部

事
務
室
の
学
生
主
事
の
先
生
方
を
訪
ね
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

学
業
の
面
で
は
卒
業
後
に
中
学
校
の
教
師
に
な
っ
た
橋
本
長
善

君
の
勧
め
も
あ
り
、
政
治
学
科
の
教
科
の
他
に
教
職
課
程
も
履
修

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
思
い
出
に
残
る
出
来
事
と
し
て
、
四

年
間
の
時
間
割
で
日
曜
以
外
は
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
必
ず
何

科
目
か
を
履
修
し
て
平
日
に
休
み
の
日
を
作
ら
な
か
っ
た
こ
と
で

す
。
海
上
自
衛
隊
に
い
た
私
は
「
月
月
火
水
木
金
金
」
を
信
奉
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
望
岳
寮
の
屋
上
で
毎
晩
、
仲
の
良
い
寮
生
の
一
年
生

が
十
数
名
集
ま
り
、
体
力
錬
成
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
目
的
は
、
規
律
あ
る
寮
生
活
を
快
適
に
過

ご
す
た
め
に
お
互
い
を
勇
気
づ
け
、
励
ま
し
合
う
こ
と
で
し
た
。

こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
友
情
が
生
ま
れ
、
主
に
望
岳
寮

の
同
級
生
の
仲
間
た
ち
と
共
に
、
他
の
同
級
生
も
加
わ
り
一
緒
に

「
銃
剣
道
部
」
創
部
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

初
代
銃
剣
道
部
部
長
兼
監
督
に
は
、
林
勇
先
生
に
就
任
し
て
頂
き

ま
し
た
。

望
岳
寮
で
の
生
活
は
、
一
年
生
の
夏
休
み
を
迎
え
る
と
こ
ろ
で

終
了
と
な
り
ま
し
た
。
前
期
分
の
寮
費
は
、
収
め
て
あ
り
ま
し
た

が
、
寮
生
活
は
あ
く
ま
で
東
京
に
身
寄
り
の
な
い
私
の
学
生
生
活

を
始
め
る
上
で
の
足
掛
か
り
で
し
た
。
私
に
は
、
二
年
生
以
降
の

学
費
の
確
保
と
学
生
生
活
を
送
る
上
で
の
生
活
費
を
工
面
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。

望
岳
寮
を
退
寮
し
た
私
は
、
そ
の
時
期
に
自
衛
隊
か
ら
支
給
さ

れ
た
中
途
退
職
者
の
一
時
金
で
京
王
線
に
あ
る
下
高
井
戸
駅
の
近

く
に
下
宿
を
借
り
ま
し
た
。
夏
休
み
の
間
、
新
宿
中
村
屋
の
レ
ス

ト
ラ
ン
で
皿
洗
い
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
働
き
ま
し
た
が
、
皿
洗

い
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
次
年
度
の
学
費
は
お
ろ
か
、
生
活
す
る
の

が
や
っ
と
の
状
況
で
し
た
。

そ
の
時
で
し
た
。
入
学
時
に
配
付
さ
れ
た
「
創
立
者　

柴
田
德

次
郎
先
生
」
と
い
う
小
冊
子
の
内
容
に
括
目
し
た
の
で
す
。
創
立

者
柴
田
先
生
が
苦
学
力
行
さ
れ
た
よ
う
に
自
分
も
牛
乳
配
達
を
し

て
学
費
を
稼
ご
う
と
思
い
起
っ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ

ろ
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
週
刊
ア
ル
バ
イ
ト
ニ
ュ
ー
ス
」
を
購

入
し
て
仕
事
口
を
探
す
う
ち
に
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
下
高
井
戸

の
町
に
牛
乳
配
達
で
は
な
く
、
産
経
新
聞
の
配
達
員
募
集
の
項
目

が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
販
売
店
を
訪
ね
る
と
運

よ
く
採
用
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
卒
業
ま
で
の
足
掛
け
四

年
間
を
産
経
新
聞
配
達
奨
学
生
と
し
て
働
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で

す
。毎

朝
、
四
時
一
五
分
に
起
床
、
新
聞
配
達
を
済
ま
せ
て
登
校
、
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下
校
し
て
夕
刊
配
達
、
月
末
は
集
金
。
そ
の
間
、
銃
剣
道
部
の
仲

間
と
稽
古
。
な
か
な
か
両
立
の
難
し
い
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で

い
て
大
変
楽
し
い
充
実
し
た
学
生
生
活
の
日
々
で
あ
っ
た
と
云
え

ま
す
。

新
聞
配
達
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
当
時
よ
り
少
し
前
の

時
代
に
歌
手
の
山
田
太
郎
が
唄
う
「
新
聞
少
年
」
と
云
う
ヒ
ッ
ト

曲
が
あ
り
、
歌
詞
の
中
で
「
雨
や
嵐
に
ゃ
慣
れ
た
け
ど
、
や
っ
ぱ

り
夜
明
け
は
眠
た
い
な
…
。」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
新
聞
配
達
を
や
っ
て
み
る
と
一
番
辛
い
の
は
、

雨
や
嵐
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
二
月
に
大
雪
が

降
っ
た
時
な
ど
は
、
自
転
車
を
引
い
て
配
達
し
た
こ
と
を
憶
え
て

い
ま
す
。
ま
た
、
台
風
が
接
近
し
て
い
る
夕
刊
の
配
達
途
中
で
、

被
害
予
防
に
玄
関
前
の
立
木
の
太
い
枝
を
伐
採
し
て
い
る
主
婦
の

方
に
替
わ
っ
て
鋸
で
枝
を
切
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

一
番
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
、
読
者
の
お
一
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
東
京
家
政
大
学
教
授
の
見
藤
妙
子
先
生
か
ら
、
ク
リ
ス
マ
ス
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
先
生
が
編
ま
れ
た
毛
糸
の
ベ
ス
ト
を
頂
戴
し

た
こ
と
で
す
。
現
在
も
ベ
ス
ト
は
健
在
で
大
事
に
タ
ン
ス
に
仕
舞

い
、
親
子
二
代
で
着
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

さ
て
稽
古
事
は
、
何
か
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
始
め
る
わ
け
で
す

が
、
や
が
て
そ
れ
自
体
に
大
き
な
目
的
が
あ
る
こ
と
が
後
に
な
っ

て
わ
か
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
同
好
の
者
た
ち
が
好
き
で
始
め
た

ク
ラ
ブ
活
動
で
し
た
が
、
稽
古
を
お
こ
な
う
課
程
で
修
行
に
は
究

極
の
道
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
得
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
銃
剣
道
の
稽
古
を
通
じ
、
武
道
修
行
に
お
け
る
人
と

し
て
の
品
格
の
向
上
を
考
え
た
時
、
自
己
の
修
行
目
的
を
自
覚

し
、
錬
磨
を
通
じ
て
心
身
の
向
上
・
充
実
を
図
り
、
責
任
あ
る
行

動
を
心
掛
け
た
時
に
、
そ
れ
は
決
し
て
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
常
に
身
近
の
良
き

規
範
（
良
き
先
輩
や
見
た
り
、
読
ん
だ
り
し
た
物
）
を
模
倣
し
て

第
二
の
天
性
と
成
す
努
力
を
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

昭和 53年 11月 4日　創立記念日、大講堂前に
て（筆者）



銃剣道部の揺
よう

籃
らん

129

感
ず
る
に
至
り
ま
し
た
。

ま
た
、
昔
の
武
士
は
、
生
活
は
貧
し
く
と
も
常
に
模
範
的
な
生

き
方
を
心
掛
け
る
努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
い
う
清
貧
の
美
徳
が

あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
振
り
返
れ
ば
、
か
つ
て
教
え
を
戴

い
た
昭
和
三
〇
年
代
の
小
学
校
・
中
学
校
の
先
生
方
は
質
素
な
背

広
を
着
て
、
袖
の
辺
り
が
す
り
切
れ
た
ワ
イ
シ
ャ
ツ
で
あ
っ
た
の

を
思
い
起
こ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
怖
い
存
在
で
あ
り
、
し
か
し
な

が
ら
実
に
熱
心
に
私
達
を
教
育
し
て
下
さ
っ
た
姿
を
忘
れ
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
。
昔
、
人
間
的
に
成
長
を
遂
げ
た
人
は
、
む
し
ろ

華
美
な
身
な
り
や
高
価
な
物
に
拘こ

だ
わ

ら
な
い
様
に
な
る
も
の
で
あ

る
と
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
や
っ
と
そ
の
真
意
が
掴
め

た
よ
う
な
気
持
が
し
て
お
り
ま
す
。「
凡お

よ

そ
人
と
為
る
要
は
、
修

徳
達
材
な
り
」。
今
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
沸
々
と
噛
み
し
め
る

者
で
す
。

そ
ん
な
甲
斐
も
あ
っ
て
昭
和
五
四
年
三
月
二
〇
日
晴
れ
て
卒
業

式
の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
卒
業
式
が
終
わ
り
、
吹

奏
楽
部
が
奏
で
る
「
蛍
の
光
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
流
れ
る
中
、
会

場
の
自
席
で
い
つ
ま
で
も
立
ち
上
が
ら
ず
に
、
手
拭
で
顔
を
押
さ

え
る
自
分
自
身
の
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
、
学
校
法
人
国
士
舘
に
奉
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
銃
剣
道
を
錬
磨
す
る
こ
と
で
道
を
知
り
、
自
身
の
行
動
が

国
家
と
関
わ
り
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
大
学
職
員
と
し
て
の
仕
事
や

平成 28年 1月 13日　銃剣道部寒稽古（左側筆者）
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ク
ラ
ブ
活
動
を
通
し
て
、
青
少
年
へ
の
指
導
の
責
任
性
を
強
く
感

ず
る
様
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。

そ
の
後
、
私
は
銃
剣
道
部
監
督
と
な
り
ま
し
た
。
忘
れ
ら
れ
な

い
出
来
事
と
し
て
銃
剣
道
部
創
設
か
ら
八
年
目
の
昭
和
五
九
年
六

月
で
し
た
。
全
国
並
北
陸
銃
剣
道
大
会
（
現
全
国
銃
剣
道
能
美
大

会
）
で
一
度
も
勝
て
な
か
っ
た
防
衛
大
学
校
と
新
進
気
鋭
の
山
梨

学
院
大
学
を
破
り
、
初
優
勝
し
た
こ
と
で
す
。

ま
た
、
平
成
二
六
年
四
月
に
第
五
八
回
全
日
本
銃
剣
道
優
勝
大

会
で
一
五
年
振
り
に
一
般
第
二
部
で
団
体
優
勝
を
果
た
し
た
銃
剣

道
部
は
、
五
月
三
〇
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
海
外
向
け
番
組
「
ス
ポ
ー
ツ
・

ジ
ャ
パ
ン
」
の
銃
剣
道
を
紹
介
す
る
取
材
を
受
け
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
折
に
「
日
本
古
来
の
槍
術
の
粋
を
集
大
成
し
て
編

み
出
さ
れ
た
銃
剣
道
の
技
が
、〝
突
き
〟
の
み
に
特
化
し
た
理
由
」

を
質
問
さ
れ
た
の
で
す
。

剣
道
の
有
効
打
突
部
位
は
「
線
」
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
で
き

ま
す
が
、
銃
剣
道
の
場
合
は
「
点
」
で
あ
る
こ
と
が
特
長
で
す
。

し
た
が
っ
て
技
を
決
め
る
上
で
間
合
い
（
相
手
と
の
距
離
）
が
最

も
重
要
に
な
り
ま
す
。
銃
剣
道
は
、
斬
る
・
薙な

ぐ
・
打
つ
な
ど
の

不
確
実
な
打
突
を
排
し
て
「
突
き
」
の
み
の
技
に
特
化
し
ま
し

た
。そ

ん
な
中
で
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
平
成
二
〇
年
に
、
長
男

が
国
士
舘
の
政
経
学
部
経
営
学
科
を
卒
業
し
ま
し
た
。
長
女
は
、

第 34回全日本学生銃剣道選手権大会（後列左より 3人目筆者）
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平
成
一
八
年
に
本
学
二
一
世
紀
ア
ジ
ア
学
部
を
巣
立
っ
て
お
り
ま

す
。
子
供
た
ち
も
ま
た
、
銃
剣
道
部
に
入
部
し
て
、
学
生
時
代
を

過
ご
し
ま
し
た
。
親
子
三
人
で
同
じ
大
学
の
同
窓
に
な
っ
た
と
思

う
と
感
慨
無
量
の
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

そ
し
て
、
銃
剣
道
部
は
、
創
部
か
ら
の
過
程
の
中
で
学
生
連
盟

結
成
に
参
加
、
そ
の
後
、
学
生
連
盟
は
関
東
地
区
学
生
連
盟
か
ら

全
日
本
学
生
連
盟
へ
と
次
第
に
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

平
成
二
六
年
全
日
本
学
生
銃
剣
道
連
盟
会
長
に
就
任
、
青
少
年

の
健
全
育
成
と
銃
剣
道
の
学
校
体
育
武
道
必
修
化
を
祈
念
し
て
止

み
ま
せ
ん
。

「
孔
子
は
賢
者
か
ら
は
大
き
な
道
を
学
び
、
不
賢
者
か
ら
は
小

さ
な
道
を
学
ん
だ
。
酒
掃
応
対
と
い
っ
た
よ
う
な
小
さ
な
日
常
生

活
の
心
得
も
、
治
国
平
天
下
と
い
っ
た
よ
う
な
政
治
的
大
理
想

も
、
事
柄
に
大
小
の
別
が
あ
る
と
し
て
も
、
共
に
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
堅
い
人
か
ら
も
、
必
ず
し
も
堅
く
な
い
人
か
ら
も
、

多
く
を
学
び
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
道
を
説
く
だ
け
が
先

生
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
小
道
を
教
え
る
人
も
ま
た
先
生
な
の
で

あ
る
」（
子
張
）

翻ひ
る
が

っ
て
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
共
は
、
多
く
の
人
を
師
と

し
て
精
進
に
努
め
ね
ば
と
感
じ
入
っ
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
こ
れ

か
ら
の
己
の
人
生
の
指
標
と
し
て
お
り
ま
す
言
葉
を
記
し
、
筆
を

置
き
ま
す
。

「
忠
勤
を
抽ぬ

き

ん
で
殊こ
と

に
丹
誠
を
致
す
（
真
心
を
込
め
て
物
事
を

す
る
こ
と
）」（
源
平
盛
衰
記
）

「
一
切
は
、
現
象
に
如し

か
ず
」


