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只
今
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
国
士
舘
大
学
の
佐
々
と
申

し
ま
す
。

先
の
講
演
で
松
本
剣
志
郎
先
生
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
若

林
歴
史
講
演
会
は
一
〇
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
う
ち
第

六
回
か
ら
こ
の
五
年
間
、
国
士
舘
大
学
を
会
場
に
、
私
も
講
演
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
本
日
は
第
二
七
回
の

「
萩
・
世
田
谷
幕
末
維
新
祭
り
」が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

実
は
、こ
の
若
林
歴
史
講
演
会
が
は
じ
ま
る
以
前
、平
成
一
七（
二

〇
〇
五
）
年
一
〇
月
の
幕
末
維
新
祭
り
の
際
に
、
松
陰
神
社
の
模

造
松
下
村
塾
の
前
で
お
話
を
し
た
の
が
、
最
初
の
関
わ
り
に
な
り

ま
す
。

三
年
前
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
）
の
若
林
歴
史
講
演
会
は
、
大

学
の
構
内
に
あ
り
ま
す
大
講
堂
内
で
行
い
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
寒

い
日
で
皆
さ
ん
に
急
遽
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
な
ど
を
配
っ
た
記
憶
が

論
文
と
資
料
紹
介

国
士
舘
の
母
体
「
大
民
団
」
の
活
動

国
士
舘
大
学
文
学
部
教
授
・
国
士
舘
史
資
料
室
室
長　
　
　
　
　
　

佐
　々

博
雄

講演録

※
本
稿
は
、
若
林
町
会
主
催
お
よ
び
世
田
谷
区
立
世
田
谷
図
書
館

の
共
催
で
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
一
〇
月
二
八
日
に
行
わ

れ
た
第
一
〇
回
若
林
歴
史
講
演
会
で
の
講
演
（「
大
民
団
と
国
士

舘
」）
を
も
と
に
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
（
於
国
士
舘

大
学
世
田
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
メ
イ
プ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
ー
ル
一
階

大
教
室
）。

佐々博雄文学部教授
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あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
大
講
堂
が
、
昨
年
の
一
〇
月
二

七
日
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、
登
録
と
な
っ
た
二
七
日
は
、
国
士
舘
が
創
立
一
〇
〇

年
を
迎
え
て
の
記
念
行
事
の
初
日
で
あ
っ
た
の
で
、
お
か
げ
を
も

ち
ま
し
て
、
良
い
節
目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
明
日
か
ら
一
週
間
、
大
講
堂
で
は
歴
史
展
示
を
開
催
し

て
、
一
般
公
開
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
一
部

の
期
間
は
都
の
「
東
京
文
化
財
ウ
イ
ー
ク
」
に
参
加
す
る
こ
と
に

し
て
お
り
ま
す
。
登
録
有
形
文
化
財
に
な
っ
た
本
学
の
大
講
堂
と

い
う
の
は
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
が
、
寺
院
風
の
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
造
り
を
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
建
築
学
の
視
点
か
ら
い
い
ま
す
と
、
一
〇
八
畳
敷
の
大
空

間
を
確
保
す
る
た
め
に
三
角
形
の
ト
ラ
ス
構
造
、
い
わ
ゆ
る
西
洋

の
新
し
い
工
法
を
取
り
入
れ
て
い
て
、
古
来
の
寺
院
造
り
の
伝
統

的
な
建
築
方
法
と
は
違
っ
た
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
建
築
学
的
な
意
義
も
あ
っ
て
、
昨
年
、
登
録
有
形
文
化
財

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
講
演
の
後
、
お
時
間
が
あ
る
方
は
、
大
講

堂
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
て
見
学
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

さ
て
、
国
士
舘
は
、
創
立
し
た
麻
布
区
笄
町
、
現
在
の
港
区
南

青
山
七
丁
目
あ
た
り
に
該
当
し
ま
す
が
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）

年
に
そ
こ
か
ら
世
田
谷
に
移
転
し
て
、
今
年
で
九
九
年
が
経
ち
ま

し
た
。
今
年
、
国
士
舘
は
創
立
一
〇
一
周
年
で
す
が
、
来
年
は
世

田
谷
に
移
っ
て
一
〇
〇
年
目
と
な
り
ま
す
。

今
日
は
、「
国
士
舘
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を

中
心
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
国
士
舘
の
母
体
「
大
民
団
」
に

つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
民
団
が
無

け
れ
ば
、国
士
舘
も
で
き
ず
、ま
た
国
士
舘
が
こ
の
世
田
谷
に
移
っ

て
く
る
こ
と
も
無
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
お
話
を

進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
民
団
の
発
足

ま
ず
、
簡
単
に
「
大
民
団
」
と
は
何
な
の
か
。
ひ
と
言
で
い
い

ま
す
と
社
会
教
化
啓
蒙
団
体
で
す
。
大
正
初
期
の
世
相
を
憂
え
る

若
者
が
、
社
会
に
対
す
る
啓
蒙
・
教
化
を
目
的
と
し
て
結
成
し
た

も
の
で
す
。

元
々
、
東
京
に
集
ま
っ
て
い
た
学
生
た
ち
で
結
成
さ
れ
た
「
思

い
や
り
会
」
と
い
う
集
団
が
、
こ
の
大
民
団
の
母
体
と
な
っ
て
い

ま
し
て
、
後
に
国
士
舘
の
創
立
者
と
な
る
柴
田
德
次
郎
も
こ
の
会

に
入
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
柴
田
德
次
郎
は
、
福
岡
の
出
身
で
、

上
京
し
て
早
稲
田
に
在
学
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
会
は
、
早

稲
田
の
柔
道
部
や
剣
道
部
、
あ
る
い
は
雄
弁
部
に
所
属
す
る
学
生

や
卒
業
生
の
集
団
で
し
た
。
ま
た
、
当
時
、
東
京
府
下
の
福
岡
出
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身
の
若
者
た
ち
が
集
う
「
筑
前
学
生
会
」
と
い
う
団
体
が
あ
っ
て
、

こ
の
会
も
大
民
団
の
母
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
「
大
民
団
」
が
で
き
た
の
は
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年

四
月
三
日
、
当
時
は
「
神
武
天
皇
祭
」
と
い
う
祝
祭
日
で
あ
り
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
大
正
初
め
と
い
う
時
期
は
、
明
治
三
八
（
一
九

〇
五
）
年
に
日
露
戦
争
が
終
わ
っ
て
、
国
家
財
政
が
非
常
に
窮
乏

す
る
一
方
で
、
重
化
学
工
業
化
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
が
発

展
し
て
い
く
と
い
う
時
期
で
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
東
京
府
下

に
は
工
場
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
に
地
方
か
ら
多
く
の
労
働
者
が
集

ま
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
軍
事
の
面
で
は
、
明
治
四
三
年
の
韓
国
併
合
の
後
に
は

陸
軍
に
二
個
師
団
増
設
問
題
が
起
こ
り
、
国
内
政
治
の
面
で
は
、

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
西
園
寺
公
望
と
桂
太
郎
の
交
代
で
政
権

を
執
っ
た
「
桂
園
内
閣
」
が
行
き
詰
ま
っ
て
き
ま
す
。
最
終
的
に
、

い
わ
ゆ
る
天
皇
の
側
近
で
あ
る
内
大
臣
に
な
っ
て
い
た
桂
が
、
ま

た
再
び
内
閣
総
理
大
臣
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
の
政
治
利

用
に
対
す
る
批
判
が
出
て
、
国
民
の
間
か
ら
反
対
運
動
が
起
こ
っ

て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
「
閥
族
打
破
」、「
憲
政
擁
護
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
掲
げ
た
「
第
一
次
護
憲
運
動
」
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
け

で
す
。

ま
さ
に
そ
う
い
う
運
動
が
起
こ
っ
て
、
大
正
二
年
二
月
に
第
三

次
桂
内
閣
は
倒
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
二

カ
月
後
に
、
都
下
の
青
年
た
ち
が
大
民
団
と
い
う
も
の
を
結
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
正
式
に
は
「
青
年
大
民
団
」
と
い
い
ま

す
が
、
後
に
「
大
民
倶
楽
部
」
や
「
大
民
社
」
と
組
織
や
名
称
が

変
わ
っ
て
い
き
ま
し
て
、
最
終
的
に
は
「
大
民
倶
楽
部
」
と
い
う

組
織
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
大
民
団
」
と
い
っ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、「
こ
の
大
民
団
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
」
と

な
る
わ
け
で
す
が
、
青
年
大
民
団
創
設
の
「
主
旨
」
が
、
大
正
五

年
六
月
の
機
関
紙
『
大
民
』
創
刊
号
に
載
っ
て
お
り
ま
し
て
、
当

時
の
国
内
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
急
激
に
進
む
都
市
化
の

一
方
で
、
労
働
者
な
ど
が
困
窮
し
て
ス
ラ
ム
街
が
で
き
る
と
い
う

よ
う
な
、
ま
さ
に
混
沌
と
し
た
状
況
が
背
景
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
、そ
の
文
脈
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。青
年
大
民
団
主
旨
に
は「
虚

偽
軽
薄
に
流
れ
、
剛
健
質
実
の
気
風
は
全
然
跡
を
絶
ち
、
殊
に
似

非
文
明
の
思
潮
は
益
々
険
悪
に
、
固
有
の
民
生
は
方
に
地
を
払
は

ん
と
す
」
と
あ
り
、
ま
た
「
是
れ
吾
人
青
年
が
国
家
の
柱
石
と
な

り
、
勇
往
邁
進
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
」
な
ど
と
記
し
て

い
ま
す
。
当
時
の
国
内
状
況
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
物
質
文
明
」

に
相
対
し
て
「
精
神
文
明
」
の
重
視
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る

の
で
す
が
、「
似
非
文
明
の
思
潮
」
を
改
良
す
る
と
い
っ
た
主
張

を
す
る
わ
け
で
す
。
ま
た
こ
れ
は
、
彼
ら
青
年
の
務
め
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
も
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の
は
「
興
国
救
人
」、「
社
会
改
良
」、「
青
年
指
導
」
と
い
う
三
つ

で
、
ま
さ
に
当
時
の
混
沌
と
し
た
時
勢
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
が

指
導
者
と
し
て
国
家
を
背
負
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
挙
げ
て

い
た
わ
け
で
す
。

さ
て
、「
結
成
さ
れ
た
大
民
団
が
ど
ん
な
活
動
を
し
た
か
」
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
大
正
五
年
六
月
に
機
関
誌
で
あ
る
雑
誌
『
大

民
』
が
創
刊
さ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
正
式
な
活
動
と
い
う
の
は
、

大
正
五
年
五
月
に
行
っ
た
こ
の
『
大
民
』
の
発
刊
披
露
会
が
最
初

な
の
で
す
が
、
こ
の
後
、
ひ
と
月
お
い
て
雑
誌
の
創
刊
号
が
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
披
露
会
か
ら
雑
誌
発
刊
の
一
カ
月
の
間

に
、
そ
れ
ま
で
大
民
団
を
主
導
し
て
き
た
早
稲
田
の
柔
道
教
師
で

あ
っ
た
宮
川
一
貫
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
と
、
大
民
団
の
な
か

で
は
「
頑
固
倶
楽
部
」
と
い
わ
れ
た
柴
田
德
次
郎
た
ち
の
若
手
グ

ル
ー
プ
の
間
で
覇
権
・
主
導
権
争
い
が
あ
り
ま
し
て
、
柴
田
に
近

い
人
物
が
宮
川
の
弟
を
刀
で
斬
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
記
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
、

お
そ
ら
く
意
見
の
食
い
違
い
が
あ
っ
て
、
宮
川
が
大
民
団
の
中
心

か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
柴
田
た
ち
の
若
手
グ
ル
ー
プ
が
中
心

に
な
っ
て
、
六
月
に
雑
誌
第
一
号
を
出
す
と
い
う
よ
う
な
活
動
を

し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
『
大
民
』
創
刊
号
の
表
紙
に
は
、
富
士
山

ま
た
は
阿
蘇
山
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
山
が
火
を
噴

い
て
い
る
火
山
の
絵
が
描
い
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
脇
に
は
「
吾

人
の
片
言
は
、
興
国
救
人
の
神
韻
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら

れ
、
ま
た
ロ
ー
マ
字
で
「T

he taim
in

」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
の
雑
誌
の
表
紙
に
は
「daim

in

」
と
表
記
が
変
わ
っ
た
り

し
ま
す
の
で
、こ
こ
で
は
一
応「daim

in

」と
い
っ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。こ

の
時
期
は
、
現
在
の
港
区
南
青
山
七
丁
目
あ
た
り
に
な
り
ま

す
が
、
麻
布
区
の
笄
町
と
い
う
場
所
に
大
民
団
の
事
務
所
を
構
え

て
お
り
ま
し
た
。
資
料
で
は
、
こ
の
事
務
所
は
高
木
正
得
子
爵
の

持
家
で
、
い
ま
の
三
笠
宮
妃
の
百
合
子
妃
殿
下
が
そ
の
高
木
子
爵

家
か
ら
嫁
が
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
高
木
子
爵
家
の
家
を
借

り
て
事
務
所
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
事
務
所
の
な

か
に
、
大
正
六
年
一
一
月
四
日
、
私
塾
国
士
舘
が
創
立
す
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
大
民
団
の
な
か
に
は
「
頑
固
倶
楽
部
」
と
い
う
会

が
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
英
気
を
養
う
た
め
に
若
者
が
集
っ
て

弁
論
活
動
を
や
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
自
己
主
張
を
す
る
手
段
と

し
て
弁
論
が
非
常
に
盛
ん
で
、
東
京
で
も
多
く
の
雄
弁
会
と
い
う

も
の
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
は
、
現
在
の
講
談
社
と

な
る
「
大
日
本
雄
弁
会
」
が
明
治
四
二
年
に
結
成
さ
れ
て
、
雑
誌

『
雄
弁
』
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
頑
固
倶
楽
部
の
集
ま
り
で
は
、

弁
論
を
や
っ
て
お
互
い
に
自
己
主
張
を
し
、
ま
た
彼
ら
は
集
ま
る

と
と
に
か
く
相
撲
を
や
る
の
で
す
が
、
自
ら
の
身
体
を
鍛
え
る
と
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い
う
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
会
で
は
、
一
〇
銭
と
い
う
会
費

を
取
っ
て
、
豚
飯
な
り
鶏
飯
な
り
を
つ
く
っ
て
一
緒
に
食
べ
、
時

に
は
多
摩
川
な
ど
近
郊
に
出
か
け
て
自
然
に
触
れ
て
、
相
撲
を
取

り
、
英
気
を
養
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
大
民
団
は
大
正
七
年
一
一
月
、
松
陰
神
社
で
吉
田
松

陰
や
橋
本
左
内
と
い
っ
た
幕
末
維
新
期
の
志
士
を
顕
彰
す
る
「
国

士
祭
」
と
い
う
祭
り
を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
を
契
機
に
、
大
正
八

年
一
一
月
に
国
士
舘
は
世
田
谷
に
移
転
し
て
、
現
在
の
大
講
堂
を

中
心
と
し
て
道
場
あ
る
い
は
寮
、
そ
れ
か
ら
教
師
が
住
む
家
を
建

て
て
、
ひ
と
つ
の
「
町
」
の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
世
田
谷
の
移
転
に
際
し
て
、
大
民
団
が
世
田
谷
田
園

都
市
構
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
反
映
さ
れ

て
い
ま
す
。

後
で
話
し
ま
す
が
、
国
士
舘
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
民

団
の
経
営
す
る
組
織
体
は
「
国
士
舘
」
と
「
大
民
倶
楽
部
」
の
二

つ
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
組
織
と
し
て
続
い
て
い
く

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
国
士
舘
と
大
民
団
は
表
裏
一

体
の
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
二
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た
『
大

民
倶
楽
部
と
は
何
ぞ
や
』
と
い
う
資
料
に
は
、「
大
民
倶
楽
部
と

国
士
舘
は
、
恰
も
鳥
の
両
翼
の
如
き
も
の
で
、
ど
う
し
て
も
分
離

し
て
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
大
民
倶
楽
部

は
「
国
士
舘
の
精
神
を
以
っ
て
社
会
的
民
衆
的
に
活
動
し
、
国
士

舘
は
大
民
倶
楽
部
の
精
神
を
以
っ
て
、
専
ら
教
育
事
業
に
当
っ
て

居
る
」
と
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
教
育
事
業
は
国
士
舘
、
社
会

事
業
は
大
民
団
と
い
っ
た
よ
う
な
関
係
性
に
あ
り
、
大
民
団
と
国

士
舘
は
精
神
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

国
士
舘
の
創
立
と
世
田
谷

そ
れ
で
は
、「
な
ぜ
教
育
機
関
と
し
て
の
国
士
舘
が
生
ま
れ
た

の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
大
民
団
が
教
育
事
業
を
行

う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
早
稲
田
騒
動
」
と
い
う
事
象
が
あ
り
ま

す
。早

稲
田
騒
動
は
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
九
月
に
、
早
稲
田

大
学
の
初
代
学
長
で
あ
っ
た
高
田
早
苗
と
二
代
目
学
長
の
天
野
為

之
と
の
間
で
起
こ
っ
た
学
長
選
出
を
め
ぐ
る
争
い
で
す
。
こ
の
対

立
の
過
程
で
学
内
の
改
革
運
動
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
も
そ

も
前
年
に
は
、
早
稲
田
の
創
立
者
で
あ
る
大
隈
重
信
夫
人
の
銅
像

建
設
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
起
こ
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
ひ
と
つ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
年
の
一
一
月
に
国
士
舘
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
創
立
の
数
カ
月
前
に
早
稲
田

騒
動
が
勃
発
し
た
わ
け
で
す
。

ま
さ
に
こ
の
国
士
舘
が
創
立
す
る
頃
と
い
う
の
は
、「
大
正
新

教
育
」
が
隆
盛
す
る
時
期
で
、
羽
仁
も
と
子
の
自
由
学
園
や
小
原
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国
芳
の
玉
川
学
園
な
ど
、
私
塾
か
ら
起
こ
っ
て
学
校
が
発
展
し
て

い
く
よ
う
な
動
き
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
白
樺
派
の
武
者
小
路

実
篤
が
開
い
た
「
新
し
き
村
」
の
活
動
な
ど
も
そ
う
で
す
。
国
士

舘
は
、
実
篤
と
は
対
極
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
生

徒
の
自
立
や
自
給
自
足
の
活
動
を
尊
重
し
た
国
士
舘
も
、
こ
れ
ら

の
大
き
な
教
育
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
実
は
こ
の
早
稲
田
騒
動
で
し

た
。早
稲
田
で
も
新
し
い
教
育
改
革
と
い
う
も
の
が
進
ん
で
い
て
、

推
進
派
の
若
手
の
教
授
た
ち
が
い
た
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
が
天
野

為
之
を
支
え
よ
う
と
す
る
動
き
を
し
た
わ
け
で
す
ね
。そ
こ
に「
早

稲
田
革
新
団
」
と
し
て
加
わ
っ
た
の
が
、
柴
田
德
次
郎
、
花
田
大

助
、中
野
正
剛
ら
の
大
民
同
人
た
ち
で
、い
ろ
い
ろ
な
集
会
を
や
っ

て
い
ま
す
。
現
役
の
学
生
で
は
、
後
に
『
人
生
劇
場
』
と
い
う
小

説
を
書
く
尾
崎
士
郎
が
い
て
、
彼
も
退
学
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
と
も
か
く
大
民
同
人
は
天
野
派
を
支
持
し
た
。
結
局
、
天

野
は
辞
任
し
て
、
商
学
部
教
授
で
あ
っ
た
平
沼
騏
一
郎
の
兄
の
平

沼
淑
朗
が
新
し
い
学
長
に
な
っ
た
こ
と
で
、
天
野
派
は
負
け
た
わ

け
で
す
ね
。

そ
う
し
ま
す
と
、天
野
派
を
支
え
て
い
た
教
授
の
永
井
柳
太
郎
、

あ
る
い
は
伊
藤
重
治
郎
、
後
に
東
南
ア
ジ
ア
で
活
躍
す
る
原
口
竹

次
郎
な
ど
は
、
新
進
気
鋭
の
早
稲
田
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
彼
ら
は
早
稲
田
騒
動
で
辞
職
を
す
る
。
先
日
の
『
毎
日

新
聞
』
の
記
事
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
永
井
は
、
後
に
衆
議
院
議

員
に
な
っ
て
、
原
敬
の
施
政
方
針
演
説
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を

す
る
な
ど
、
政
界
で
も
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
は
彼
ら
が
、
大
正
六
年
一
一
月
四
日
に
で
き
た
国
士
舘
で
教

え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
国
士
舘
が
で
き
る
前
の
大
民
団

で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
の
講
演
会
な
ど
も
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
教
授
が
早
稲
田
大
学
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、

大
民
団
で
は
国
士
舘
を
つ
く
っ
て
、
彼
ら
に
教
鞭
を
執
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
本
格
的
な
教
育
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
同
じ
麻
布
区
笄
町
一
八
二
番
地
の
場
所
に
、
大
民

団
事
務
所
と
私
塾
国
士
舘
が
同
居
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で

は
、
ど
れ
く
ら
い
の
広
さ
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
に
広
い
と
こ
ろ

で
も
な
い
の
で
す
ね
。
一
階
は
八
畳
と
六
畳
、
四
畳
半
の
部
屋
が

あ
っ
て
、
二
階
は
六
畳
、
そ
れ
か
ら
玄
関
と
い
っ
た
普
通
の
民
家

で
す
。
国
士
舘
の
講
義
は
、
一
階
の
八
畳
と
六
畳
の
襖
を
外
し
た

二
間
を
使
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
寺
子
屋
」
式
と
い
い
ま
す
か
、
先

生
は
学
生
と
一
緒
に
膝
を
つ
き
あ
わ
せ
て
学
問
を
す
る
と
い
う
形

式
で
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
東
京
府
下
の
学
生
た
ち
が
、
次
第
に

国
士
舘
に
集
ま
っ
て
く
る
。
授
業
の
ひ
と
つ
は
語
学
で
、
英
語
あ

る
い
は
ド
イ
ツ
語
を
教
え
た
。
英
語
は
、
中
野
正
剛
の
家
庭
教
師

で
も
あ
っ
た
マ
チ
ル
ド
・
カ
ト
ウ
と
い
う
英
語
教
師
が
教
え
る
。

学
生
は
、他
の
大
学
に
も
通
っ
て
い
る
の
で
、そ
の
授
業
が
終
わ
っ
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た
後
で
す
か
ら
、
国
士
舘
の
授
業
は
、
夕
方
六
時
ぐ
ら
い
か
ら
九

時
ぐ
ら
い
ま
で
行
う
。
こ
う
し
て
、
次
第
に
人
数
が
増
え
て
い
く

わ
け
で
す
。
増
え
ま
す
と
、
手
狭
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
正

七
年
頃
に
は
国
士
舘
移
転
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
こ
う
し
て
大

民
団
は
、い
ろ
い
ろ
な
移
転
先
を
探
す
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ひ
と
つ
の
候
補
が
吉
祥
寺
。
現
在
は
成
蹊
大
学
が
建
っ
て
い
る

と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
後
に
、
柴
田
德
次
郎
が
「
こ
こ
を
買
っ
て

お
け
ば
よ
か
っ
た
な
」、「
こ
こ
に
つ
く
れ
ば
よ
か
っ
た
な
」と
い
っ

た
く
ら
い
で
、
お
よ
そ
三
万
坪
の
広
い
土
地
に
移
る
と
い
う
よ
う

な
計
画
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
頭
山
満
、
田
尻
稲
次
郎
、
野
田

卯
太
郎
の
名
前
で
募
金
を
行
い
ま
す
。
田
尻
は
、
専
修
大
学
の
創

立
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
す
が
、
当
時
は
東
京
市
長
。
野
田
卯
太

郎
は
、
逓
信
大
臣
や
商
工
大
臣
を
務
め
た
人
物
。
そ
う
い
う
大
臣

ク
ラ
ス
の
人
間
が
動
い
て
、
あ
ち
こ
ち
で
寄
付
を
募
る
と
い
う
こ

と
も
や
っ
て
い
た
。

国
士
舘
の
移
転
計
画
が
持
ち
あ
が
っ
た
の
は
、
松
陰
没
後
五
〇

年
か
ら
六
〇
年
に
あ
た
る
時
期
に
な
り
ま
す
が
、
大
正
七
年
一
一

月
、
先
程
も
い
い
ま
し
た
が
大
民
団
は
、
吉
田
松
陰
と
橋
本
左
内

を
祀
る
「
国
士
祭
」
を
松
陰
神
社
の
境
内
で
行
っ
た
。
松
陰
が
亡

く
な
っ
た
の
は
一
〇
月
二
七
日
で
す
が
、
こ
れ
を
西
暦
に
し
ま
す

と
一
一
月
二
一
日
な
の
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、
命
日
に
あ
わ
せ
て

国
士
祭
を
や
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。
こ
の
時
に
、
松
陰
神
社
の
神
職
か
ら
、
国
士
を
顕
彰
す

る
よ
う
な
人
々
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
隣
接
地
に
教
育
に
ち
ょ

う
ど
良
い
場
所
が
あ
る
、
と
い
う
話
が
出
た
。
大
民
同
人
と
し
て

も
、
国
士
舘
の
移
転
先
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
吉
祥
寺

の
土
地
を
や
め
て
、
す
ぐ
に
世
田
谷
に
移
転
を
決
め
た
。

当
時
の
教
育
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
科
学
知
」
と
申
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
「
知
識
」
だ
け
を
教
え
て
い
く
わ
け
で
、

当
時
は
混
沌
と
し
た
時
代
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
は
ダ
メ
な
ん
だ
と

い
う
の
が
、
彼
ら
大
民
同
人
の
考
え
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
「
精

神
文
明
」
と
い
う
い
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
精
神
の
修
養
が

非
常
に
重
要
だ
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
大
正
の
青
年
に
対
す
る

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、「
成
功
」、「
煩
悶
」、「
修
養
」
と
い
う
よ

う
な
言
葉
が
、よ
く
い
わ
れ
ま
す
。彼
ら
の
よ
う
な
若
者
に
は
、「
大

正
」
と
い
う
資
本
主
義
の
時
代
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
を
精
神
的

に
修
養
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
修
養
を
す

る
う
え
で
、
場
所
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
。
こ
の
た
め
、
吉
祥
寺
よ
り
は
、
豪
徳
寺
が
あ
り
松
陰
神
社
が

あ
る
、
こ
の
世
田
谷
の
地
が
適
当
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
、
現
在
は
世
田
谷
区
役
所
の
駐
車
場
の
場
所
に
あ
た
り

ま
す
が
、
当
時
は
玉
木
家
の
屋
敷
が
あ
り
、
そ
の
敷
地
の
な
か
に

乃
木
神
社
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
代
官
家
の
系
譜
で
あ
る
大
場

信
續
の
家
も
、
当
時
は
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、「
こ
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ん
な
に
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
世
田
谷

の
地
に
移
転
が
決
ま
っ
た
。

さ
て
、
大
民
団
に
話
を
戻
し
ま
し
て
、
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移

る
前
後
に
あ
た
る
大
正
七
年
の
「
青
年
大
民
団
清
規
」、
そ
れ
か

ら
大
正
九
年
の
「
大
民
団
清
規
」
か
ら
、「
大
民
団
と
国
士
舘
と

の
関
係
は
ど
う
な
っ
た
か
」
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
る
前
の
大
正
七
年「
青
年
大
民
団
清
規
」

に
は
、
大
民
団
の
事
業
と
い
う
か
た
ち
で
「
其
の
目
的
を
達
成
す

る
に
当
た
り
先
づ
『
青
年
立
国
』『
社
会
改
良
』
の
二
大
標
識
の

下
に
必
要
に
し
て
充
分
な
る
各
般
の
事
業
を
経
営
す
」
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
育
英
養
材
」
と
し
て
大
民
団
が
「
国

士
舘
を
経
営
す
」、
そ
れ
か
ら
「
共
済
互
恵
」
と
し
て
「
諸
種
の

社
会
事
業
を
経
営
す
」、「
文
化
洽
及
」
と
し
て
「
雑
誌
『
大
民
』

を
刊
行
し
又
各
種
の
出
版
講
演
会
等
を
催
す
」、「
清
興
善
遊
」
と

し
て
「
国
風
に
よ
る
体
技
娯
楽
を
催
す
」
と
あ
り
ま
す
。「
国
風
」

と
い
う
の
は
、
相
撲
な
ど
が
、
ま
さ
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

次
に
、
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
っ
て
か
ら
の
大
正
九
年
の
「
大

民
団
清
規
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
大
民
団
が
何
を
経
営
し
て
い

る
か
と
い
う
と
、「
育
英
養
材
」
と
し
て
「『
国
士
舘
』
を
経
営
す
」

と
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
に
「
文
化
指
導
」
と
し
て
「『
大
民
倶
楽
部
』

を
経
営
す
」
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
、
後
に
独
立
す
る
形
に

な
り
ま
す
け
ど
も
、
大
民
団
の
な
か
で
「
共
済
互
恵
」
で
「
マ
ハ

ヤ
ナ
学
園
を
経
営
す
」
と
あ
る
。
こ
の
「
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
」
は
、

現
在
の
大
乗
淑
徳
学
園
の
前
身
に
あ
た
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
起
こ

し
た
の
が
長
谷
川
良
信
と
い
う
人
物
で
す
ね
。
長
谷
川
は
「
冬
民
」

と
い
う
号
も
使
い
ま
す
。
大
民
団
は
「
社
会
事
業
」
と
い
う
こ
と

を
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
時
、
千
住
周
辺
に
い
ろ
い
ろ
な
工
場

が
で
き
る
と
、
地
方
か
ら
多
く
の
労
働
者
が
集
ま
る
わ
け
で
、
病

気
に
な
っ
た
り
、
孤
児
が
発
生
し
た
り
、
子
供
が
増
え
た
り
、
貧

困
に
起
因
し
た
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
く
る
。
実
は
、
東
京
で

は
、
国
士
舘
に
も
関
わ
り
の
あ
る
渋
沢
栄
一
が
初
代
院
長
を
務
め

た
「
東
京
市
養
育
院
」
と
い
っ
た
社
会
救
済
を
す
る
た
め
の
施
設

が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
長
谷
川
が
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
大
正
八

年
の
四
月
に
西
巣
鴨
の
ス
ラ
ム
街
に
マ
ハ
ヤ
ナ
学
園
と
い
う
も
の

を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

大
民
団
の
組
織
と
構
成

次
に
「
大
民
団
の
組
織
は
ど
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
の
か
」、

「
ど
ん
な
人
物
が
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。

ち
ょ
う
ど
大
民
団
が
結
成
さ
れ
て
活
動
を
は
じ
め
た
頃
で
あ

る
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
の
「
青
年
大
民
団
」
名
簿
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
み
ま
す
と
「
顧
問
」
に
田
尻
稲
次
郎
、
頭
山
満
、
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野
田
卯
太
郎
が
い
ま
す
。
先
程
も
触
れ
ま
し
た
が
、
田
尻
は
、
子

爵
・
法
学
博
士
で
東
京
市
長
、
専
修
大
学
創
立
者
の
ひ
と
り
で
す
。

そ
れ
か
ら
頭
山
は
、
福
岡
の
出
身
で
士
族
結
社
で
あ
る
玄
洋
社
を

結
成
し
た
人
物
で
す
。
こ
の
時
期
は
、
頭
山
は
表
立
っ
た
政
治
活

動
は
ほ
と
ん
ど
や
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
彼
と
同
世
代
の
仲
間
た

ち
は
ほ
と
ん
ど
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
彼
だ
け
カ
リ
ス
マ
的
な
存
在

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
野
田
も
福
岡
の
出
身
で
す
が
、

衆
議
院
議
員
と
し
て
逓
信
大
臣
や
商
工
大
臣
を
歴
任
し
て
い
ま

す
。そ

れ
か
ら
「
本
部
員
」
と
し
て
は
、「
編
集
」
に
小
説
家
と
し

て
も
有
名
な
薄
田
漸
雲
。「
主
筆
」
に
花
田
大
助
。
花
田
は
、
先

程
い
っ
た
早
稲
田
革
新
団
の
ひ
と
り
で
、
尾
崎
士
郎
ら
と
一
緒
に

早
稲
田
劇
場
で
演
説
を
し
た
人
物
。「
理
事
」
に
白
石
好
夫
や
簡

牛
凡
夫
。
先
程
お
話
し
し
ま
し
た
が
宮
川
一
貫
の
弟
を
斬
っ
た
と

い
う
簡
牛
凡
夫
は
、
後
に
自
由
協
会
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
普

選
運
動
を
や
り
ま
し
た
。
戦
前
は
農
本
主
義
・
社
会
主
義
系
の
活

動
家
で
、
戦
後
は
自
由
民
主
党
に
入
っ
て
大
蔵
政
務
次
官
を
務
め

た
福
岡
出
身
の
人
物
で
す
。
白
石
好
夫
は
、
頭
山
が
イ
ン
ド
の
独

立
運
動
家
で
あ
る
ボ
ー
ス
ら
を
匿
う
た
め
に
、
頭
山
家
か
ら
白
石

た
ち
が
密
か
に
連
れ
出
し
て
、
中
村
屋
に
匿
っ
た
と
い
う
柔
道
の

達
人
で
す
。「
中
村
屋
の
ボ
ー
ス
」
こ
と
、
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー

ス
は
、
国
士
舘
で
教
え
て
お
り
ま
す
し
、
大
民
同
人
で
も
あ
っ
た
。

「
主
幹
」
が
柴
田
德
次
郎
、「
経
理
」
が
喜
多
悌
一
と
い
う
よ
う
な
、

ま
さ
に
後
の
国
士
舘
の
核
に
な
る
よ
う
な
人
物
が
、
こ
こ
に
挙

が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
名
誉
理
事
」
の
な
か
に
は
、
東
京
市
養
育
院
の
長
谷
川
良
信
、

剣
道
の
達
人
で
あ
る
明
信
館
の
齋
村
五
郎
、
そ
れ
か
ら
後
に
国
民

同
盟
で
活
躍
す
る
政
教
社
の
中
野
正
剛
あ
た
り
も
入
っ
て
い
る
。

ま
た
「
名
誉
理
事
」
は
各
地
に
お
り
ま
し
て
、
満
鉄
本
社
に
は
上

塚
司
が
い
ま
す
。
上
塚
は
、
後
に
『
高
橋
是
清
伝
』
を
書
き
ま
し

て
、
ま
た
衆
議
院
議
員
も
務
め
て
い
ま
す
。
熊
本
に
は
、
松
野
鶴

平
と
い
う
の
が
み
え
ま
す
が
、
松
野
頼
三
の
お
父
さ
ん
で
す
ね
。

野
田
卯
太
郎
の
娘
婿
が
鶴
平
で
す
か
ら
、縁
戚
の
関
係
に
あ
っ
た
。

九
州
が
比
較
的
多
い
の
で
す
が
、
中
国
や
朝
鮮
、
ア
メ
リ
カ
や
フ

ラ
ン
ス
に
も
い
て
、
全
世
界
と
い
い
ま
す
か
、
各
地
に
散
ら
ば
っ

て
名
誉
理
事
が
い
ま
し
た
。

次
に
、
大
正
一
一
年
の
「
大
民
倶
楽
部
」
名
簿
を
み
ま
す
が
、

国
士
舘
は
国
士
舘
と
し
て
、
大
民
団
は
大
民
倶
楽
部
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
独
立
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
出
て
き
ま
す
。

大
民
倶
楽
部
の
「
理
事
長
」
は
台
湾
銀
行
の
山
崎
源
二
郎
。「
理

事
」
に
は
、
国
士
舘
の
関
係
者
の
花
田
大
助
や
山
田
悌
一
が
い
ま

す
。
山
田
は
、
先
ほ
ど
の
喜
多
悌
一
の
こ
と
で
、
養
子
に
行
き
ま

し
て
「
山
田
」
姓
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
評
議
員
」

は
上
塚
司
や
濱
地
八
郎
、
柴
田
德
次
郎
、
渡
邊
海
旭
。
渡
邊
海
旭
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は
、
長
谷
川
良
信
の
恩
師
に
あ
た
る
人
物
で
、
芝
中
学
校
の
校
長

を
や
っ
て
い
て
、
宗
教
大
学
（
現
在
の
大
正
大
学
）
で
も
教
え
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
中
村
屋
の
ボ
ー
ス
」、
ラ
ス
・

ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
や
頭
山
満
の
息
子
の
頭
山
立
助
、
早
稲
田
騒
動

で
追
わ
れ
た
永
井
柳
太
郎
、
中
野
正
剛
と
い
う
人
物
が
評
議
員
に

な
っ
て
い
ま
す
。
続
い
て
「
賛
助
員
」、「
部
員
」
と
い
う
の
が
、

三
〇
〇
人
近
く
所
属
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。　

続
い
て
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
「
大
民
倶
楽
部
」
名
簿
を

み
て
み
ま
し
よ
う
。「
顧
問
」
に
は
、
頭
山
満
、
徳
富
猪
一
郎
（
蘇

峰
）、
そ
れ
か
ら
元
外
務
大
臣
の
内
田
康
哉
、
元
文
部
大
臣
の
水

野
錬
太
郎
、
渡
邊
海
旭
な
ど
が
就
い
て
い
ま
す
。「
理
事
」
の
メ

ン
バ
ー
の
な
か
に
は
、
国
士
舘
か
ら
柴
田
德
次
郎
、
眞
藤
義
丸
、

山
田
悌
一
な
ど
が
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
評
議
員
」
を
み
ま
す

と
、
上
塚
司
、
長
谷
川
良
信
、
永
井
柳
太
郎
、
大
場
信
續
な
ど
が

い
ま
す
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、

世
田
谷
地
域
と
の
関
係
で
す
。大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
の
際
、

す
で
に
世
田
谷
に
あ
っ
た
国
士
舘
は
、
地
域
住
民
の
避
難
所
と
し

て
活
動
し
た
。
そ
れ
が
縁
に
な
っ
て
世
田
谷
の
代
官
家
の
末
裔
に

あ
た
る
大
場
信
續
が
、
国
士
舘
に
関
わ
り
、
ま
た
大
民
倶
楽
部
に

も
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
震
災
後
の
大
正
一
五

年
に
国
士
舘
商
業
学
校
が
創
設
さ
れ
て
、
校
長
に
大
場
信
續
が
就

い
た
。
こ
の
国
士
舘
商
業
学
校
は
、
世
田
谷
の
六
カ
町
村
の
経
営

で
、
国
士
舘
中
学
校
の
校
舎
を
使
っ
て
夜
学
と
し
て
開
校
し
た
。

こ
の
よ
う
に
地
域
と
の
関
わ
り
が
で
き
た
の
で
、
評
議
員
の
な
か

に
も
大
場
を
は
じ
め
、
地
域
の
方
々
の
名
前
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

さ
て
、
結
成
当
初
の
大
民
団
員
を
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。

第
一
に
「
顧
問
」
の
長
老
グ
ル
ー
プ
で
、
頭
山
た
ち
が
い
ま
す
。

第
二
に
、
柴
田
、
花
田
の
よ
う
な
早
稲
田
大
学
や
福
岡
出
身
学

生
の
グ
ル
ー
プ
で
、
こ
れ
が
中
核
で
す
ね
。
花
田
は
、
岡
山
県
の

出
身
で
福
岡
出
身
で
あ
り
ま
せ
ん
が
早
稲
田
大
学
の
卒
業
生
で

す
。
ま
た
二
松
学
舎
と
か
、
現
在
の
拓
殖
大
学
で
あ
る
東
洋
協
会
、

東
京
府
下
の
学
生
・
卒
業
生
も
、
こ
の
な
か
に
入
っ
て
き
ま
す
。

第
三
に
満
鉄
・
大
陸
グ
ル
ー
プ
で
、
上
塚
司
、
山
田
悌
一
な
ど

が
い
ま
す
。
実
は
山
田
は
、
大
陸
で
い
わ
ゆ
る
第
一
次
・
第
二
次

満
蒙
独
立
運
動
に
関
わ
っ
て
お
り
、
運
動
の
失
敗
後
に
大
陸
か
ら

戻
っ
て
き
て
国
士
舘
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
青
年
大
民
団

が
機
関
紙
『
大
民
』
を
創
刊
す
る
頃
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
は

じ
ま
っ
て
日
独
間
で
青
島
戦
争
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
軍
事
物

資
等
の
払
下
げ
を
も
ら
っ
て
、
大
民
団
の
資
金
源
に
し
た
と
い
う

話
も
あ
る
。
満
鉄
グ
ル
ー
プ
の
上
塚
司
な
ど
は
、
資
金
的
、
経
済

的
な
面
で
大
民
団
を
支
援
し
た
。

そ
し
て
第
四
は
、
仏
教
社
会
事
業
グ
ル
ー
プ
で
す
。
長
谷
川
良
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信
は
、
当
時
、「
宗
教
」、「
社
会
事
業
」、「
教
育
」
の
、
ま
さ
に

三
位
一
体
論
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
先
生
筋
に
あ
た

る
渡
邊
海
旭
に
も
こ
れ
を
す
す
め
て
、
海
旭
も
大
民
団
の
メ
ン

バ
ー
に
な
り
、
国
士
舘
に
も
関
わ
っ
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
大
民
団
員
の
各
グ
ル
ー
プ
の
性
格
を
み
て
い
け
ば
、

当
時
の
世
相
や
国
士
舘
の
成
り
立
ち
も
知
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け

で
す
。
ま
ず
、
顧
問
グ
ル
ー
プ
と
い
う
の
は
、
幕
末
に
生
ま
れ
明

治
維
新
期
に
思
春
期
を
過
ご
し
て
、
明
治
の
民
権
運
動
、
あ
る
い

は
対
外
強
硬
運
動
と
い
う
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
時
代
に
関

わ
っ
て
き
た
人
物
ら
が
長
老
と
し
て
顧
問
を
務
め
て
い
る
。
自
分

た
ち
が
若
い
頃
に
こ
う
い
う
世
界
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の

に
、
当
時
の
世
相
と
い
い
ま
す
か
、
進
ん
で
き
た
現
実
と
は
、
何

か
が
違
う
と
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
大

正
に
な
っ
て
大
民
団
の
青
年
た
ち
を
知
り
、
彼
ら
を
支
援
し
よ
う

と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
す
。
そ
れ
か
ら
渡
邊
海
旭
と
か
長
谷
川
良
信

ら
が
実
行
し
て
い
た
仏
教
社
会
事
業
グ
ル
ー
プ
。
ま
さ
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
い
い
ま
す
か
。
最
近
、
国
士
舘
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
若
林
町
会
と
提
携
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
社
会

事
業
の
先
駆
け
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
先
ほ
ど
い
っ
た
長
谷

川
が
最
初
に
勤
務
し
た
東
京
市
養
育
院
巣
鴨
分
院
、
こ
の
東
京
市

養
育
院
事
業
を
明
治
に
な
っ
て
支
援
し
た
の
が
渋
沢
栄
一
で
す

が
、
大
正
に
な
っ
て
貧
困
層
の
救
済
活
動
を
進
め
る
よ
う
な
グ

ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
渋
沢
は
国
士
舘
維
持
委
員
と
し
て

運
営
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
長
谷
川
た
ち
の
活
動
も

そ
の
一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
民
団

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
当
時
の
世
相
を
憂
え
て
集
ま
っ
た

人
々
の
団
体
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

大
民
団
の
活
動
と
国
士
舘

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
大
民
団
の
活
動
は
具
体
的
に
ど
ん
な
も
の

だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
特
に
、
国
士
舘
が

世
田
谷
に
移
転
し
て
か
ら
の
大
民
団
の
活
動
と
い
う
の
は
、
国
士

舘
と
は
別
の
、
ま
た
は
国
士
舘
と
一
緒
に
、
多
様
な
動
き
を
み
せ

て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
国
士
舘
の
施
設
を
使
っ
て
、
一
般
向
け
に
夏
季
講
習
会

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
田
谷
が
清
涼
な
地
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
国
士
舘
の
講
堂
や
寮
、
そ
れ
か
ら
教
員
を
使
っ
て
、
生
徒

の
授
業
の
無
い
夏
季
休
暇
中
に
講
習
会
を
開
く
。
ま
た
、
国
士
舘

が
主
催
の
夏
季
講
習
会
と
は
別
に
「
労
使
協
調
」
を
主
張
し
て
い

た
渋
沢
た
ち
が
、
国
士
舘
の
施
設
を
使
っ
て
、
労
務
者
講
習
会
と

い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
主
催
は
『
向
上
』
と
い
う
雑
誌
を
出

し
て
い
る
修
養
団
（
協
調
会
）
で
す
。

ま
た
、
普
通
選
挙
運
動
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
全
国
的
な
普
選
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運
動
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
高
揚
し
ま

す
が
、
大
民
団
が
動
き
だ
し
た
の
は
大
正
六
年
の
こ
と
で
、
比
較

的
早
い
時
期
に
選
挙
権
拡
張
論
を
唱
え
て
い
ま
す
。
大
民
団
の
当

初
の
主
張
は
「
二
〇
歳
以
上
の
日
本
男
子
は
悉
く
選
挙
権
を
持
つ

こ
と
」
と
い
う
も
の
で
す
。
大
正
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
普
選
法

の
有
権
者
は
「
二
五
歳
以
上
の
男
子
」
で
し
た
け
れ
ど
も
、
大
民

団
は
「
二
〇
歳
以
上
」
と
い
う
主
張
を
し
た
。
こ
の
時
、
大
民
団

は
、
全
国
の
著
名
人
に
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
い
て
い
る
の
で
す

が
、
早
稲
田
大
学
教
授
の
安
部
磯
雄
は
「
二
〇
歳
以
上
の
男
女
に

選
挙
権
を
与
え
る
べ
き
だ
」
と
回
答
し
て
い
て
、
ま
さ
に
戦
後
の

選
挙
権
と
同
じ
こ
と
を
、大
正
六
年
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

結
局
、
こ
の
時
は
普
通
選
挙
は
実
現
し
な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
う

い
う
運
動
を
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
仏
教
関
係
で
も
、
全
宗
派
の
代
表
者
を
集
め
て
海

外
布
教
団
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
、
会
合
を
開
い
た
り

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
全
国
に
大
民
団
の
支
部
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
特
に
、
宮
崎
県
の
都
城
と
か
、
熊
本
の
支
部
で
は
、
盛
ん
な

活
動
が
行
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
正
八
年
に
は
、
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
る
わ
け
で
す

が
、
同
年
一
〇
月
に
、
大
民
団
で
は
、
国
士
舘
の
「
附
帯
事
業
」

を
や
る
と
主
張
し
ま
す
。
事
業
は
六
項
目
の
構
想
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
第
一
に
、
国
士
舘
の
建
物
の
う
ち
学
生
の
寮
だ

け
で
は
無
く
て
、
洋
風
で
別
荘
の
よ
う
な
教
職
員
用
の
「
教
士
館
」

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
第
二
に
印
刷
事
業
。
大
民
団
の
事

業
と
し
て
、
国
士
舘
の
学
生
た
ち
の
手
で
印
刷
を
や
る
。
第
三
に

は
中
学
校
を
つ
く
る
。
ま
た
第
四
に
は
、
国
士
舘
へ
の
交
通
機
関

網
を
つ
く
ろ
う
と
主
張
す
る
。
当
時
、
渋
谷
か
ら
三
軒
茶
屋
に
は

玉
電
（
玉
川
電
気
鉄
道
）
が
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
先
の
三

軒
茶
屋
か
ら
世
田
谷
、
下
高
井
戸
の
世
田
谷
線
開
通
は
、
大
正
一

四
年
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
よ
り
先
の
大
正
一
一
年
に
は
、

三
軒
茶
屋
か
ら
松
陰
神
社
前
の
道
路
に
バ
ス
が
通
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
で
、
だ
い
た
い
二
一
銭
の
運
賃
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
実
際

に
は
、
関
東
大
震
災
の
後
に
な
っ
て
、
国
士
舘
の
周
辺
に
も
交
通

機
関
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
主
張
も

行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
第
五
に
「
理
想
田
園
都
市
」
計
画
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

国
士
舘
の
周
辺
に
あ
る
松
陰
神
社
、
乃
木
神
社
、
豪
徳
寺
一
帯
を
、

田
園
都
市
に
し
よ
う
と
い
う
構
想
で
す
。
最
後
の
第
六
に
は
、
国

士
舘
の
な
か
に
購
買
組
合
組
織
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
国

士
舘
が
世
田
谷
に
移
っ
て
か
ら
、
学
内
に
は
「
国
士
村
」
と
い
う

の
が
で
き
て
、
学
生
の
な
か
か
ら
村
長
を
決
め
て
、
教
員
も
学
生

も
農
作
物
を
栽
培
し
て
自
給
自
足
的
な
生
活
を
す
る
と
い
っ
た
制

度
が
あ
り
ま
し
た
。「
自
由
村
」
と
い
い
ま
す
か
、
国
士
舘
を
中

心
と
し
て
実
質
的
な
「
村
」
を
つ
く
る
と
い
う
よ
う
な
構
想
で
す
。
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当
時
の
風
潮
に
あ
る
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
学
内
で
採
れ
た
作
物

な
ど
を
、
購
買
部
を
つ
く
っ
て
近
隣
の
方
々
に
も
提
供
し
て
い
こ

う
と
し
た
。

レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
、
大
正
一
五
年
の
地
図
と
写
真
を
載
せ
て

お
き
ま
し
た
。【
地
図
】に
は
、写
真
が
撮
ら
れ
た
位
置
と
方
向
を
、

地
図
上
に
示
し
て
い
ま
す
。【
写
真
１
】
は
、
梅
ヶ
丘
側
か
ら
撮
っ

て
い
て
、
写
真
の
丘
の
上
に
屋
根
が
み
え
て
い
る
の
は
国
士
舘
の

大
講
堂
で
す
。
ま
あ
、
大
正
八
年
の
国
士
舘
周
辺
は
、
何
に
も
な

い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。【
写
真
２
】
は
、
今
の
若
林
公

園
あ
た
り
か
ら
撮
っ
た
も
の
で
、
中
央
の
い
く
つ
か
の
小
さ
な
家

が
「
舘
宅
」
と
い
わ
れ
る
教
師
用
の
建
物
で
す
。【
写
真
３
】
は
、

そ
の
舘
宅
で
す
。【
写
真
４
】
が
、
大
正
一
五
年
に
で
き
た
中
学

校
の
校
舎
で
、
夜
は
商
業
学
校
と
し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
何
も
な
か
っ
た
世
田
谷
に
、
ち
ょ
っ
と
「
ハ
イ
カ

ラ
」
と
い
い
ま
す
か
、
国
士
舘
が
建
物
を
建
て
て
、
こ
の
周
辺
地

域
を
「
田
園
都
市
」
に
し
よ
う
と
い
う
一
大
構
想
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
田
園
都
市
構
想
と
い
う
も
の
が
、

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
日
本
に
入
っ
て
き
ま
し
て
、
関
西

で
は
阪
急
・
小
林
一
三
の
住
宅
開
発
、
東
京
で
は
東
急
・
五
島
慶

太
の
田
園
調
布
開
発
と
い
っ
た
よ
う
に
、
計
画
都
市
が
郊
外
に
つ

く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
大
正
一
二
年
の
関
東
大
震
災
の
後

に
急
激
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
、

大
民
団
や
国
士
舘
の
構
想
と
し
て
も
同
様
の
計
画
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。

さ
て
、「
国
士
舘
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
中

心
に
、
そ
の
母
体
で
あ
る
「
大
民
団
」
の
活
動
を
中
心
に
お
話
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
の
大
民
団
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
当
時

の
社
会
状
況
が
あ
っ
て
、
ま
た
大
民
団
と
国
士
舘
は
表
裏
一
体
の

関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
大
民
団
の
メ
ン
バ
ー
は
大
き
く
四
つ
の
グ

ル
ー
プ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
お
話
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
大
民
団
の
活
動
が
中
心
と
な
っ
て
、
当
時
の
社
会
的
な

背
景
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
教
育
の
動
向
の
な
か
か
ら
、
こ
の
国

士
舘
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。

国
士
舘
は
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
状
況
に
危
機
感
を
抱
い

た
、
熱
き
思
い
を
持
つ
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
創
立
す
る
わ
け
で
す

が
、
明
治
維
新
か
ら
邁
進
し
て
き
た
「
物
質
」
中
心
の
日
本
の
近

代
化
に
疑
問
を
持
っ
た
長
老
た
ち
が
、
若
き
彼
ら
を
支
援
し
て
、

新
し
い
教
育
を
模
索
し
て
生
み
出
さ
れ
た
教
育
機
関
で
あ
っ
た
と

い
え
ま
す
。
ま
た
、
国
士
舘
の
理
念
は
、
経
済
を
、
ま
た
は
法
律

を
専
門
に
教
え
る
と
い
う
教
育
で
は
無
く
て
、
い
わ
ゆ
る
当
時
起

こ
っ
た
「
私
塾
」
教
育
と
い
う
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
自
由
学
園
あ
る
い
は
玉
川
学
園
と
い
う
よ
う
な
、

あ
る
い
は
「
新
し
き
村
」
と
い
う
よ
う
な
、
新
し
い
教
育
の
動
き

の
な
か
で
「
私
塾
」
と
し
て
の
国
士
舘
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
元
に
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大正 15年 6月　世田谷 1万分の 1地形図（明治 42年測量・大正 14年部分修正）
（大正 15年 6月 30日発行、大日本帝国陸地測量部）部分
（『東京 1万分 1地形図集成』柏書房、1983 年 11月）

写真1
⬇

⬅

写真3

写
真
4

⬇
写
真
2

⬇



国士舘の母体「大民団」の活動

25

は
、
大
民
団
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
端
を
ご
理
解

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

来
年
は
、
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
転
し
て
一
〇
〇
年
目

に
な
り
ま
す
。
国
士
舘
が
世
田
谷
に
移
転
し
て
き
た
時
に

描
い
た
理
想
の
よ
う
に
、
今
後
も
国
士
舘
と
地
域
が
、
と

も
に
成
長
・
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
祈
念
し
て
講
演
を
終

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

写真 2　大正 10年頃
東南から国士舘を望む

写真 4　大正 15年頃
国士舘中学校・商業学校校舎（東側）

写真 1　大正 8年頃
北東から国士舘を望む

写真 3　大正 15年頃
国士舘舘宅（校内南側）


