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教
育
理
念
を
基
軸
と
し
た
学
び

─ 

創
立
者
作
詞
に
よ
る
学
園
歌
へ
の
視
座 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

平
木　

茂

序　

言
古
来
よ
り
、
未
来
を
見
通
し
て
如
何
に
学
ん
で
ゆ
く
か
は
基
本
的
課
題

で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
今
日
の
情
報
化
の
渦
の
中
に
あ
っ
て
揺
ら
い
で

い
る
か
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
状
況
下
、
学
園
で
の
学
び
は
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
理
念
を
基

軸
と
す
る
。
こ
の
軸
が
ず
れ
な
い
揺
ら
が
な
い
こ
と
が
益
々
重
要
で
あ
ろ

う
。つ

ま
り
、
こ
れ
を
基
軸
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
学
園
に
お
け
る
学
び
の
基

本
姿
勢
が
定
ま
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
学
園
の
基
盤
に
立
脚
す
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
学
び
に
は
学
園
の
学
風
と
伝
統
力
が
加
わ
る
。
そ
し
て
学
び
の

成
果
の
可
能
性
が
一
段
と
大
き
く
な
っ
て
行
く
。
建
学
の
精
神
お
よ
び
教

育
理
念
を
基
軸
と
し
て
学
ぶ
こ
と
は
、こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
各
学
園
に
お
け
る
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
理
念
は
、
学
園

歌
の
歌
詞
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
詞
に
整
合
し

た
学
園
行
事
等
が
認
め
ら
れ
る
。
学
園
で
は
そ
れ
ら
が
独
自
の
学
風
を
醸

し
出
す
。
こ
れ
が
学
園
の
伝
統
力
に
連
動
し
て
い
く
。

各
学
園
に
お
い
て
は
こ
の
文
脈
に
お
け
る
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。

特
に
学
園
歌
の
歌
詞
に
お
い
て
は
作
詞
者
が
創
立
者
の
場
合
、
建
学
の

精
神
お
よ
び
教
育
理
念
は
歌
詞
そ
の
も
の
に
顕
著
に
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
最
た
る
も
の
の
一
つ
が
国
士
舘
の
「
舘
歌
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
国

士
舘
の「
舘
歌
」に
、そ
の
視
点
を
あ
て
る
も
の
と
す
る
。

学
園
に
お
け
る
学
び
は
、
情
報
化
の
渦
の
中
に
埋
没
し
て
混
乱
す
る
こ

と
な
く
、
学
園
歌
の
歌
詞
に
現
さ
れ
た
教
育
の
理
念
を
基
軸
と
す
る
。
こ

の
こ
と
を
確
か
に
し
て
学
び
の
成
果
を
上
げ
て
い
く
こ
と
を
期
す
る
も
の

で
あ
る
。

第
一
章　

国
士
舘
に
お
け
る「
舘
歌
」

国
士
舘
の
舘
歌
は
、
創
立
者
で
あ
る
柴
田
徳
次
郎
初
代
舘
長
に
よ
っ
て

大
正
八
年
に
作
詞
さ
れ
た
。
創
立
者
は
学
園
の
教
育
規
範
を
吉
田
松
陰
に

求
め
た
。
そ
の
松
陰
を
祭
る
松
陰
神
社
隣
接
地
に
移
転
を
果
た
し
た
の
は

そ
の
年
で
あ
る
。
そ
の
歌
詞
に
は
、
正
に
創
立
者
の
学
園
教
育
に
対
す
る
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二
月
十
四
日
）

明
治
・
大
正
期
の
雅
楽
家
・
作
曲
家
・
俳
優
。
本
名
・
東
儀
季
治

（
す
え
は
る
）。
京
都
府
出
身
。
父
・
季
芳
（
す
え
よ
し
）
は
、
安
部

季
誕（
す
え
の
ぶ
）の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
の
ち
に
、
祖
父
で
あ
る
東

儀
季
郛
（
す
え
も
り
）
の
死
後
、
東
儀
の
姓
を
継
い
だ
。
同
じ
東
儀

で
も
、
徳
川
幕
府
に
仕
え
た
楽
師
の
末
裔
に
あ
た
る
雅
楽
演
奏
家
・

東
儀
秀
樹
と
は
、
家
系
を
異
に
す
る
。

一
三
〇
〇
年
続
く
雅
楽
の
家
柄
に
生
ま
れ
、
宮
内
庁
雅
楽
寮
に
勤
め

る
傍
ら
、
東
京
専
門
学
校（
現
・
早
稲
田
大
学
）に
学
ん
だ（
中
退
）。

一
九
〇
六
年
設
立
の
坪
内
逍
遥
の
「
文
芸
協
会
」
に
加
わ
り
、
新
劇

俳
優
と
し
て
も
活
躍
。「
ベ
ニ
ス
の
商
人
」
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
、「
マ

ク
ベ
ス
」
の
マ
ク
ベ
ス
な
ど
を
得
意
と
し
た
。
協
会
解
散
後
は
無
名

会
を
組
織
。
ま
た
西
洋
音
楽
を
学
び
、
東
京
音
楽
学
校
（
現
・
東
京

芸
術
大
学
）講
師
と
な
っ
た
。

「
都
の
西
北　

早
稲
田
の
森
に
…
」
の
歌
い
出
し
で
有
名
な
早
稲
田

大
学
校
歌（
作
詞 

相
馬
御
風
）の
作
曲
者
。 

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
学
生

歌
で
あ
る「
オ
ー
ル
ド
イ
ェ
ー
ル
」の
旋
律
を
採
り
入
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に「
オ
ー
ル
ド
イ
ェ
ー
ル
」は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
古
民

謡
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

主
な
作
曲
作
品

• 

歌
劇「
常
闇
」（
台
本
：
坪
内
逍
遥
） 

• 

早
稲
田
大
学
校
歌「
都
の
西
北
」（
作
詞
：
相
馬
御
風
） 

• 

早
稲
田
中
学
校
・
高
等
学
校
第
一
校
歌（
作
詞
：
坪
内
逍
遥
） 

• 

広
島
県
・
庄
原
市
立
本
小
学
校
校
歌（
作
詞
：
稲
毛
詛
風
） 

• 

国
士
舘
舘
歌（
作
詞
：
柴
田
徳
次
郎
）（
注
二
）

　第
三
節
　
舘
歌

　

一　

 

霧き
り

わ
け
昇の

ぼ

る
陽ひ

を
仰あ

お

ぎ

 

梢こ
ず
えに

高た
か

き
月つ

き

を
浴あ

び　

 

皇み
く
に国
に
殉ゆ

る

す
大ま

す

ら

お

丈
夫
の

 

こ
こ
武む

さ

し

の

蔵
野
の
国こ

く

士し

舘か
ん

　

二 

松し
ょ
う
い
ん陰
の
祠し

に
節せ

つ

を
磨ま

し

 

豪ご
う

徳と
く

の
鐘か

ね

気き

を
澄す

ま

す

 

朝あ
さ

な
夕ゆ

う

な
に
つ
く
呼い

き吸
は

 

富ふ
が
く嶽

颪お
ろ
しし

の
天て

ん

の
風か

ぜ

基
本
的
指
針
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

第
一
節
　
作
詞
者

国
士
舘「
舘
歌
」の
作
詞
は
学
園
を
創
立
し
た
柴
田
徳
次
郎
で
あ
る
。

柴
田 

徳
次
郎
（
し
ば
た 

と
く
じ
ろ
う
、
一
八
九
〇
年
十
二
月
二
十

日
〜
一
九
七
三
年
一
月
二
十
六
日
）

福
岡
県
那
珂
郡
別
所
村
（
現
：
筑
紫
郡
那
珂
川
町
別
所
）
出

身
。
十
六
歳
で
上
京
し
、
正
則
英
語
学
校
・
芝
中
学
校
を
経
て

一
九
一
五
年
に
早
稲
田
大
学
専
門
部
政
経
科
を
卒
業
。
在
学
中
に

頭
山
満
・
緒
方
竹
虎
・
中
野
正
剛
の
知
遇
を
得
、
翌
年
青
年
大
民

団
を
組
織
。
一
九
一
七
年
十
一
月
四
日
大
民
団
の
私
塾
と
し
て
国

士
舘
を
創
設
す
る
。

著
書

• 

革
命
は
如
何
に
し
て
起
こ
る
か

• 

国
士
館
と
教
育 

• 

頭
山
翁
清
話（
編
） 

• 

日
本
は
こ
う
す
れ
ば
立
直
る 

作
詞

• 

国
士
舘
舘
歌 

• 

国
士
舘
学
徒
吟 

要
職
等

• 

国
士
舘 

総
長 

• 

学
校
法
人
国
士
舘 

理
事
長 

• 

国
士
舘
大
学
・
国
士
舘
短
期
大
学
学
長（
注
一
）

第
二
節
　
作
曲
者

舘
歌
の
作
曲
は
東
儀 

鉄
笛
で
あ
る
。

東
儀 

鉄
笛
（
と
う
ぎ 

て
っ
て
き　

明
治
二
年
六
月
十
六
日

（
一
八
六
九
年
七
月
二
十
四
日
）
〜 

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）

「柴田 徳次郎」
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舘
歌　

二 

松し
ょ
う
い
ん陰

の
祠し

に
節せ

つ

を
磨ま

し

 

豪ご
う

徳と
く

の
鐘か

ね

気き

を
澄す

ま

す

 

朝あ
さ

な
夕ゆ

う

な
に
つ
く
呼い

き吸
は

 

富ふ
が
く嶽
颪お

ろ
しし
の
天て

ん

の
風か

ぜ

　　

「
松し

ょ
う
い
ん陰

の
祠し

に
節せ

つ

を
磨ま

し
」

　

学
園
は
、
吉
田
松
陰
の
教
育
を
規
範
と
し
た
。

吉
田
松
陰
を
は
じ
め
勤
皇
の
志
士
た
ち
は
、
み
な
熱
烈
な
愛
国
者
で

あ
り
、
皇
国
の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
大
丈
夫
で
あ
っ
た
。
皇
国

の
た
め
に
殉
じ
た
吉
田
松
陰
を
祀
る
松
陰
神
社
に
詣
で
往
時
を
偲

べ
ば
、お
の
ず
か
ら
気
節
が
磨
か
れ
た
。（
注
六
）

創
立
者
は
、
松
陰
神
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
私
は
、
中
学
三
年
の
こ
ろ
赤
坂
か
ら
は
る
ば
る
歩
い
て
松
陰
神
社

に
参
り
、
友
人
た
ち
と
、
天
下
・
国
家
を
甲こ

う
ろ
ん
お
つ
ば
く

論
乙
駁
し
た
も
の
で

あ
る
。」

「
国
士
舘
を
創
立
し
た
と
き
、
朝
早
く
松
陰
先
生
の
お
墓
に
参
っ
た

と
こ
ろ
、
墓
前
の
紅
葉
が
真
っ
赤
に
照
り
映
え
て
、
吉
田
松
陰
処

刑
の
と
き
、
首
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
た
血
潮
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
色

で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
私
は
「
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち

ぬ
と
も
留
め
お
か
ま
し
大
和
魂
」
と
い
う
松
陰
先
生
辞
世
の
歌
を
思

い
出
し
、
思
わ
ず
、
国
士
舘
の
舘
長
と
し
て
「
留
め
お
き
し
大
和
魂

時
を
得
て　

た
ぎ
る
血
し
お
か
匂
ふ
も
み
じ
ば
」
と
い
う
歌
を
詠

み
、
国
士
舘
の
徽
章
は
、
こ
の
松
陰
神
社
墓
畔
の「
も
み
じ
」と
き
め

た
の
で
あ
る
。」（
注
七
）

　
　
　
　

　

三 

区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 
三さ

ん
せ世
十じ

っ
ぽ
う方
焼や

き
尽つ

す

 
至し

し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や
（
注
三
）

第
四
節
　
概
要

「
舘
歌
」
第
一
お
よ
び
第
二
は
、
学
園
の
環
境
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
は
、
国
士
舘
学
徒
の
使
命
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
に
つ
い
て
、
創
立
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
の
環
境
は
、
日
本
一
で
あ
る
。」

「
国
士
舘
の
健
児
は
、「
読
書
・
体
験
・
反
省
思
索
」
に
よ
っ
て
、
そ

の
偉
大
な
る
使
命
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
注
四
）

こ
の
こ
と
は
、ま
さ
に「
舘
歌
」の
歌
詞
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

第
五
節
　
概
説

　

舘
歌　

一 

霧き
り

わ
け
昇の

ぼ

る
陽ひ

を
仰あ

お

ぎ

 

梢こ
ず
えに
高た

か

き
月つ

き

を
浴あ

び　

 

皇み
く
に国
に
殉ゆ

る

す
大ま

す

ら

お

丈
夫
の

 

こ
こ
武む

さ

し

の

蔵
野
の
国こ

く

士し

舘か
ん

　

大
正
八
年
に
現
校
地
に
移
転
し
た
当
時
の
学
園
環
境
が
偲
ば
れ
る
。

建
学
当
時
、
こ
こ
は（
現
在
の
國
士
舘
の
地
）武
蔵
野
原
で
民
家
は
な

か
っ
た
。
夜
明
け
と
共
に
松
陰
神
社
の
森
か
ら
朝
日
が
昇
る
の
を

仰
げ
た
。（
当
時
は
境
内
に
杉
の
大
木
が
あ
っ
た
）

夕
べ
に
は
、こ
の
松
陰
の
森
の
梢
高
く
出
て
く
る
月
を
仰
い
だ
。（
注
五
）

皇
国
に
殉
す
大
丈
夫
に
つ
い
て
は
、「
舘
歌
」第
二
に
繋
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
早
朝
か
ら
夕
刻
ま
で
努
め
よ
う
と
の
指
針
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、こ
れ
は
、ま
さ
に
学
園
の
信
条
で
あ
る「
誠
意
・
勤
労
・

見
識
・
気
魄
」に
整
合
す
る
。
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舘
歌　

二 

松し
ょ
う
い
ん陰

の
祠し

に
節せ

つ

を
磨ま

し

 

豪ご
う

徳と
く

の
鐘か

ね

気き

を
澄す

ま

す

 

朝あ
さ

な
夕ゆ

う

な
に
つ
く
呼い

き吸
は

 

富ふ
が
く嶽
颪お

ろ
しし
の
天て

ん

の
風か

ぜ

　　

「
松し

ょ
う
い
ん陰

の
祠し

に
節せ

つ

を
磨ま

し
」

　

学
園
は
、
吉
田
松
陰
の
教
育
を
規
範
と
し
た
。

吉
田
松
陰
を
は
じ
め
勤
皇
の
志
士
た
ち
は
、
み
な
熱
烈
な
愛
国
者
で

あ
り
、
皇
国
の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
大
丈
夫
で
あ
っ
た
。
皇
国

の
た
め
に
殉
じ
た
吉
田
松
陰
を
祀
る
松
陰
神
社
に
詣
で
往
時
を
偲

べ
ば
、お
の
ず
か
ら
気
節
が
磨
か
れ
た
。（
注
六
）

創
立
者
は
、
松
陰
神
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
私
は
、
中
学
三
年
の
こ
ろ
赤
坂
か
ら
は
る
ば
る
歩
い
て
松
陰
神
社

に
参
り
、
友
人
た
ち
と
、
天
下
・
国
家
を
甲こ

う
ろ
ん
お
つ
ば
く

論
乙
駁
し
た
も
の
で

あ
る
。」

「
国
士
舘
を
創
立
し
た
と
き
、
朝
早
く
松
陰
先
生
の
お
墓
に
参
っ
た

と
こ
ろ
、
墓
前
の
紅
葉
が
真
っ
赤
に
照
り
映
え
て
、
吉
田
松
陰
処

刑
の
と
き
、
首
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
た
血
潮
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
色

で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
私
は
「
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち

ぬ
と
も
留
め
お
か
ま
し
大
和
魂
」
と
い
う
松
陰
先
生
辞
世
の
歌
を
思

い
出
し
、
思
わ
ず
、
国
士
舘
の
舘
長
と
し
て
「
留
め
お
き
し
大
和
魂

時
を
得
て　

た
ぎ
る
血
し
お
か
匂
ふ
も
み
じ
ば
」
と
い
う
歌
を
詠

み
、
国
士
舘
の
徽
章
は
、
こ
の
松
陰
神
社
墓
畔
の「
も
み
じ
」と
き
め

た
の
で
あ
る
。」（
注
七
）

　
　
　
　

　

三 

区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 

三さ
ん
せ世
十じ

っ
ぽ
う方
焼や

き
尽つ

す

 

至し
し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や
（
注
三
）

第
四
節
　
概
要

「
舘
歌
」
第
一
お
よ
び
第
二
は
、
学
園
の
環
境
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
は
、
国
士
舘
学
徒
の
使
命
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
に
つ
い
て
、
創
立
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
の
環
境
は
、
日
本
一
で
あ
る
。」

「
国
士
舘
の
健
児
は
、「
読
書
・
体
験
・
反
省
思
索
」
に
よ
っ
て
、
そ

の
偉
大
な
る
使
命
を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
注
四
）

こ
の
こ
と
は
、ま
さ
に「
舘
歌
」の
歌
詞
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

第
五
節
　
概
説

　

舘
歌　

一 

霧き
り

わ
け
昇の

ぼ

る
陽ひ

を
仰あ

お

ぎ

 

梢こ
ず
えに
高た

か

き
月つ

き

を
浴あ

び　

 

皇み
く
に国
に
殉ゆ

る

す
大ま

す

ら

お

丈
夫
の

 

こ
こ
武む

さ

し

の

蔵
野
の
国こ

く

士し

舘か
ん

　

大
正
八
年
に
現
校
地
に
移
転
し
た
当
時
の
学
園
環
境
が
偲
ば
れ
る
。

建
学
当
時
、
こ
こ
は（
現
在
の
國
士
舘
の
地
）武
蔵
野
原
で
民
家
は
な

か
っ
た
。
夜
明
け
と
共
に
松
陰
神
社
の
森
か
ら
朝
日
が
昇
る
の
を

仰
げ
た
。（
当
時
は
境
内
に
杉
の
大
木
が
あ
っ
た
）

夕
べ
に
は
、こ
の
松
陰
の
森
の
梢
高
く
出
て
く
る
月
を
仰
い
だ
。（
注
五
）

皇
国
に
殉
す
大
丈
夫
に
つ
い
て
は
、「
舘
歌
」第
二
に
繋
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
早
朝
か
ら
夕
刻
ま
で
努
め
よ
う
と
の
指
針
が
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、こ
れ
は
、ま
さ
に
学
園
の
信
条
で
あ
る「
誠
意
・
勤
労
・

見
識
・
気
魄
」に
整
合
す
る
。
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学
園
は
、
松
陰
神
社
と
井
伊
直
弼
の
お
墓
が
あ
る
豪
徳
寺
の
間
に
位
置

し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
因
縁
を
痛
感
す
る
。

豪
徳
寺
に
は
、
徳
川
幕
府
末
期
の
大
老（
現
在
の
総
理
大
臣
）井
伊
直

弼（
一
八
一
五
〜
六
〇
）の
墓
が
あ
る
。

そ
の
遺
骸
を
葬
っ
た
豪
徳
寺
の
鐘
は
、
朝
夕
六
時
に
鳴
る
。
そ
の

梵
鐘
に
は
、
金
が
鋳
込
ん
で
あ
る
そ
う
で
、
実
に
妙
な
る
響
き
を

発
す
る
。
こ
の
音
を
聞
く
と
、
自
然
に
心
が
静
ま
り
、
読
書
、
学

問
に
励
も
う
と
い
う
意
欲
が
湧
き
出
る
の
で
あ
っ
た
。

井
伊
直
弼
は
、
幕
府
の
権
力
を
一
身
に
振
っ
て
、
天
皇
の
勅

ち
ょ
っ
き
ょ許を
得
ず

に
日
米
修
好
通
商
を
強
硬
に
調
印
し
、
さ
ら
に
将
軍
継
嗣
問
題
で
も
専

断
強
硬
策
を
も
っ
て
紀
伊
の
慶よ

し
と
み福（
家
茂
の
こ
と
）を
継
嗣
と
決
定
し
た

こ
と
な
ど
が
一
層
、
政
情
を
悪
化
さ
せ
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
を
硬
化
さ

せ
た
。
ま
た
安
政
六
年
に
は
安
政
の
大
獄
を
起
こ
し
、
一
橋
派
、
尊
攘

派
を
弾
圧
し
、
全
国
の
志
士
た
ち
を
逮
捕
し
て
投
獄
、
処
刑
し
た
。

こ
の
弾
圧
で
、
藩
主
以
下
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
水
戸
藩
の
尊

攘
有
志
の
脱
藩
浪
士
斉
藤
監
物
以
下
十
八
名
に
よ
っ
て
、
万
延
元

年
三
月
三
日
雪
の
朝
、
井
伊
大
老
が
、
三
月
の
節
句
の
お
祝
い
の

た
め
江
戸
城
へ
登
城
の
途
中
、
桜
田
門
外
に
お
い
て
暗
殺
さ
れ
た
。

と
き
に
直
弼
四
十
五
歳
で
あ
っ
た
。（
注
九
）

「
朝あ

さ

な
夕ゆ

う

な
に
つ
く
呼い

き吸
は

 

富ふ
が
く嶽

颪お
ろ
しし

の
天て

ん

の
風か

ぜ

」

現
在
に
お
い
て
は
晴
天
時
に
三
十
四
号
館
の
十
階
ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
よ

り
富
士
山
を
仰
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

創
立
当
初
学
校
附
近
一
帯
は
、
武
蔵
野
原
で
民
家
も
な
く
、
他
の

障
害
物
も
な
か
っ
た
か
ら
國
士
舘
に
居
な
が
ら
富
士
山
を
仰
ぐ
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
富
士
の
霊
峰
か
ら
吹
き
お
ろ
す
清
い
風
、
澄

み
き
っ
た
空
気
を
胸
一
杯
吸
っ
て
い
た
。（
注
一
〇
）

　

舘
歌　

三　

 

区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 

三さ
ん
せ世

十じ
っ
ぽ
う方

焼や

き
尽つ

す

「
国
士
舘
の
徽
章
」

國
士
舘
の
東
隣
に
あ
る
松
陰
神
社
に
は
、
勤
皇
の
志
士
吉
田
松
陰

の
お
骨
が
お
祀
り
し
て
あ
る
。
吉
田
松
陰（
一
八
三
〇
〜
五
九
）は
、

尊
皇
攘
夷
を
唱
え
て
奔
走
し
た
。
安
政
五
年
、
条
約
調
印
、
将
軍

継
嗣
問
題
を
め
ぐ
り
国
情
は
紛
争
し
、
井
伊
直
弼
が
大
老
と
な
り

尊
攘
派
を
弾
圧
す
る
に
及
び
、
翌
年
安
政
の
大
獄
に
よ
り
、
他
の

志
士
と
一
緒
に
江
戸
伝
馬
町
の
牢
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
そ
し
て
、

同
年
十
月
二
十
七
日

「
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も
留
め
お
か
ま
し
大
和
魂
」

「
親
思
う
心
に
ま
さ
る
親
心　

今
日
の
お
と
ず
れ
何
と
き
く
ら
ん
」

の
辞
世
を
残
し
て
、
伝
馬
町
の
獄
舎
で
首
を
打
た
れ
小
塚
原
の
罪

人
埋
葬
所
に
埋
骨
さ
れ
た
。
と
き
に
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

吉
田
松
陰
の
遺
骸
は
、
そ
の
後
、
弟
子
の
高
杉
晋
作
等
が
世
田
谷
若

林
の
藩
主
毛
利
家
下
屋
敷
の
大
夫
山
（
現
在
地
）
に
移
し
た
。
明
治

十
五
年
に
な
っ
て
乃
木
大
将
（
少
佐
の
時
）
等
が
お
宮
を
造
っ
て
お

参
り
し
た
の
で
あ
る
。

國
士
舘
は
、
吉
田
松
陰
の
命
日
で
あ
る
二
十
七
日
を
記
念
し
て
、

大
学
院
、
学
部（
体
育
、
政
経
、
工
学
、
法
学
、
文
学
、
政
経
二
部
）

短
期
大
学
等
開
設
の
開
学
式
を
行
っ
て
き
た
。（
注
八
）

　
尚
、
現
在
は
、
短
期
大
学
は
閉
学
、
新
た
に
二
十
一
世
紀
ア
ジ
ア
学
部
、

工
学
部
は
理
工
学
部
に
発
展
的
解
消
さ
れ
て
い
る
。

「
豪ご

う

徳と
く

の
鐘か

ね

気き

を
澄す

ま

す
」

「大学」「高等学校」「中学校」
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学
園
は
、
松
陰
神
社
と
井
伊
直
弼
の
お
墓
が
あ
る
豪
徳
寺
の
間
に
位
置

し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
歴
史
的
因
縁
を
痛
感
す
る
。

豪
徳
寺
に
は
、
徳
川
幕
府
末
期
の
大
老（
現
在
の
総
理
大
臣
）井
伊
直

弼（
一
八
一
五
〜
六
〇
）の
墓
が
あ
る
。

そ
の
遺
骸
を
葬
っ
た
豪
徳
寺
の
鐘
は
、
朝
夕
六
時
に
鳴
る
。
そ
の

梵
鐘
に
は
、
金
が
鋳
込
ん
で
あ
る
そ
う
で
、
実
に
妙
な
る
響
き
を

発
す
る
。
こ
の
音
を
聞
く
と
、
自
然
に
心
が
静
ま
り
、
読
書
、
学

問
に
励
も
う
と
い
う
意
欲
が
湧
き
出
る
の
で
あ
っ
た
。

井
伊
直
弼
は
、
幕
府
の
権
力
を
一
身
に
振
っ
て
、
天
皇
の
勅

ち
ょ
っ
き
ょ許を
得
ず

に
日
米
修
好
通
商
を
強
硬
に
調
印
し
、
さ
ら
に
将
軍
継
嗣
問
題
で
も
専

断
強
硬
策
を
も
っ
て
紀
伊
の
慶よ

し
と
み福（
家
茂
の
こ
と
）を
継
嗣
と
決
定
し
た

こ
と
な
ど
が
一
層
、
政
情
を
悪
化
さ
せ
、
勤
皇
の
志
士
た
ち
を
硬
化
さ

せ
た
。
ま
た
安
政
六
年
に
は
安
政
の
大
獄
を
起
こ
し
、
一
橋
派
、
尊
攘

派
を
弾
圧
し
、
全
国
の
志
士
た
ち
を
逮
捕
し
て
投
獄
、
処
刑
し
た
。

こ
の
弾
圧
で
、
藩
主
以
下
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
水
戸
藩
の
尊

攘
有
志
の
脱
藩
浪
士
斉
藤
監
物
以
下
十
八
名
に
よ
っ
て
、
万
延
元

年
三
月
三
日
雪
の
朝
、
井
伊
大
老
が
、
三
月
の
節
句
の
お
祝
い
の

た
め
江
戸
城
へ
登
城
の
途
中
、
桜
田
門
外
に
お
い
て
暗
殺
さ
れ
た
。

と
き
に
直
弼
四
十
五
歳
で
あ
っ
た
。（
注
九
）

「
朝あ

さ

な
夕ゆ

う

な
に
つ
く
呼い

き吸
は

 

富ふ
が
く嶽

颪お
ろ
しし

の
天て

ん

の
風か

ぜ

」

現
在
に
お
い
て
は
晴
天
時
に
三
十
四
号
館
の
十
階
ス
カ
イ
ラ
ウ
ン
ジ
よ

り
富
士
山
を
仰
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

創
立
当
初
学
校
附
近
一
帯
は
、
武
蔵
野
原
で
民
家
も
な
く
、
他
の

障
害
物
も
な
か
っ
た
か
ら
國
士
舘
に
居
な
が
ら
富
士
山
を
仰
ぐ
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
富
士
の
霊
峰
か
ら
吹
き
お
ろ
す
清
い
風
、
澄

み
き
っ
た
空
気
を
胸
一
杯
吸
っ
て
い
た
。（
注
一
〇
）

　

舘
歌　

三　

 

区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 

三さ
ん
せ世

十じ
っ
ぽ
う方

焼や

き
尽つ

す

「
国
士
舘
の
徽
章
」

國
士
舘
の
東
隣
に
あ
る
松
陰
神
社
に
は
、
勤
皇
の
志
士
吉
田
松
陰

の
お
骨
が
お
祀
り
し
て
あ
る
。
吉
田
松
陰（
一
八
三
〇
〜
五
九
）は
、

尊
皇
攘
夷
を
唱
え
て
奔
走
し
た
。
安
政
五
年
、
条
約
調
印
、
将
軍

継
嗣
問
題
を
め
ぐ
り
国
情
は
紛
争
し
、
井
伊
直
弼
が
大
老
と
な
り

尊
攘
派
を
弾
圧
す
る
に
及
び
、
翌
年
安
政
の
大
獄
に
よ
り
、
他
の

志
士
と
一
緒
に
江
戸
伝
馬
町
の
牢
獄
に
つ
な
が
れ
た
。
そ
し
て
、

同
年
十
月
二
十
七
日

「
身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も
留
め
お
か
ま
し
大
和
魂
」

「
親
思
う
心
に
ま
さ
る
親
心　

今
日
の
お
と
ず
れ
何
と
き
く
ら
ん
」

の
辞
世
を
残
し
て
、
伝
馬
町
の
獄
舎
で
首
を
打
た
れ
小
塚
原
の
罪

人
埋
葬
所
に
埋
骨
さ
れ
た
。
と
き
に
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

吉
田
松
陰
の
遺
骸
は
、
そ
の
後
、
弟
子
の
高
杉
晋
作
等
が
世
田
谷
若

林
の
藩
主
毛
利
家
下
屋
敷
の
大
夫
山
（
現
在
地
）
に
移
し
た
。
明
治

十
五
年
に
な
っ
て
乃
木
大
将
（
少
佐
の
時
）
等
が
お
宮
を
造
っ
て
お

参
り
し
た
の
で
あ
る
。

國
士
舘
は
、
吉
田
松
陰
の
命
日
で
あ
る
二
十
七
日
を
記
念
し
て
、

大
学
院
、
学
部（
体
育
、
政
経
、
工
学
、
法
学
、
文
学
、
政
経
二
部
）

短
期
大
学
等
開
設
の
開
学
式
を
行
っ
て
き
た
。（
注
八
）

　
尚
、
現
在
は
、
短
期
大
学
は
閉
学
、
新
た
に
二
十
一
世
紀
ア
ジ
ア
学
部
、

工
学
部
は
理
工
学
部
に
発
展
的
解
消
さ
れ
て
い
る
。

「
豪ご

う

徳と
く

の
鐘か

ね

気き

を
澄す

ま

す
」

「大学」「高等学校」「中学校」
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「
松
陰
の
肖
像
画
」

吉
田
松
陰
の
肖
像
画
が
門
人
の
画
家
で
あ
る
松
浦
松
洞
本
名
亀
太
郎
に

よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
松
陰
を
江
戸
へ
送
る
よ
う
に
と
い
う

知
ら
せ
を
受
け
て
、
同
じ
く
門
下
生
で
あ
り
妹
の
夫
で
あ
る
久
坂
玄
瑞
の

す
す
め
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。

吉
田 

松
陰
／
吉
田 

矩
方
（
よ
し
だ 

し
ょ
う
い
ん
／
よ
し
だ 

の
り

か
た
）は
、
日
本
の
武
士（
長
州
藩
士
）、
思
想
家
、
教
育
者
、
兵
学

者
。
一
般
的
に
明
治
維
新
の
精
神
的
指
導
者
・
理
論
者
と
し
て
名

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

生
涯

文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
年
）
八
月
四
日
、
長
州
藩
士
・
杉
百
合
之

助
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
に
叔
父

で
山
鹿
流
兵
学
師
範
で
あ
る
吉
田
大
助
の
養
子
と
な
る
が
、
天
保

六
年
（
一
八
三
五
年
）
に
大
助
が
死
去
し
た
た
め
、
同
じ
く
叔
父
の

玉
木
文
之
進
が
開
い
た
松
下
村
塾
で
指
導
を
受
け
た
。

し
か
し
ア
ヘ
ン
戦
争
で
清
が
西
洋
列
強
に
大
敗
し
た
こ
と
を
知
っ

て
山
鹿
流
兵
学
が
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
こ
と
を
痛
感
す
る
と
、
西

洋
兵
学
を
学
ぶ
た
め
に
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
九
州
に
遊
学

す
る
。
ま
た
江
戸
に
出
て
佐
久
間
象
山
の
師
事
を
受
け
た
。
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
年
）、
長
州
藩
に
無
許
可
の
形
で
宮
部
鼎
蔵
ら
と

東
北
の
会
津
藩
な
ど
を
旅
行
し
た
た
め
、
罪
に
問
わ
れ
て
士
籍
剥

奪
・
世
禄
没
収
の
処
分
を
受
け
た
。

嘉
永
六
年（
一
八
五
三
年
）、
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
す

る
と
、
師
の
佐
久
間
象
山
と
黒
船
を
視
察
し
、
西
洋
の
先
進
文
明

に
目
先
を
囚
わ
れ
た
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
に
浦
賀
に
再
来

航
し
て
い
た
ペ
リ
ー
の
艦
隊
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
密
航
を
望
ん
だ
。

こ
れ
は
開
国
に
求
め
ら
れ
る
豪
快
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

密
航
を
拒
絶
さ
れ
て
送
還
さ
れ
た
た
め
、
松
陰
は
乗
り
捨
て
た
小

舟
か
ら
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
証
拠
が
幕
府
に
わ
た
る
前
に
奉
行

所
に
自
首
し
、
伝
馬
町
の
牢
屋
敷
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
密
航
事
件

に
連
座
し
て
師
匠
の
佐
久
間
象
山
も
入
牢
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
の

 

至し
し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や

「
区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 

三さ
ん
せ世
十じ

っ
ぽ
う方
焼や

き
尽つ

す
」

こ
こ
で
は
特
に
創
立
者
の
燃
え
る
血
潮
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
五
尺
の
小
さ
い
身
体
で
あ
る
。
宇
宙
の
広
大
さ
か

ら
見
れ
ば
、ま
こ
と
に「
区
」
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の

身
体
に
は
、
生
命
が
躍
動
し
て
お
り
、
こ
の
区
々
と
し
た
現
身
を
た

き
つ
け
に
し
て
、
大
き
な
覚
り
の
火
を
と
も
し
、
三
世
（
過
去
・
現

在
・
未
来
）と
十
方（
四
方
・
四
隅
・
上
下
）即
ち
無
限
の
時
間
と
無

限
の
空
間
も
、
覚
り
の
火
を
も
っ
て
不
浄
な
も
の
は
一
切
焼
き
尽

く
し
、
極
楽
世
界
を
作
る
の
で
あ
る
。（
注
一
一
）

「
至し

し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や
」

國
士
舘
の
学
徒
は
、
至
心
（
聖
な
る
心
）
に
こ
の
偉
大
な
る
覚
り
の

焔
で
あ
ら
ゆ
る
け
が
れ
を
焼
き
尽
く
す
。
即
ち
大
悟
徹
底
す
る
の

で
あ
る
。（
注
一
二
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
創
立
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
気
浩
然
、
同 

太
虚　

と
い
う
よ
う
な
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る
。」

（
注
一
三
）

ま
さ
に
、
心
は
、
広
く
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
広
漠
た
る
太
虚
、
虚こ

く
う空
の

境
地
で
あ
り
、
古
代
中
国
の
宇
宙
観
を
現
し
て
い
る
。

第
六
節
　
吉
田
松
陰

創
立
者
は
吉
田
松
陰
の
教
育
を
規
範
と
し
た
。
そ
の
教
育
は
学
園
の
教
育

展
開
に
多
々
認
め
ら
れ
る
。

「吉田松陰」
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「
松
陰
の
肖
像
画
」

吉
田
松
陰
の
肖
像
画
が
門
人
の
画
家
で
あ
る
松
浦
松
洞
本
名
亀
太
郎
に

よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
に
松
陰
を
江
戸
へ
送
る
よ
う
に
と
い
う

知
ら
せ
を
受
け
て
、
同
じ
く
門
下
生
で
あ
り
妹
の
夫
で
あ
る
久
坂
玄
瑞
の

す
す
め
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。

吉
田 

松
陰
／
吉
田 

矩
方
（
よ
し
だ 

し
ょ
う
い
ん
／
よ
し
だ 
の
り

か
た
）は
、
日
本
の
武
士（
長
州
藩
士
）、
思
想
家
、
教
育
者
、
兵
学

者
。
一
般
的
に
明
治
維
新
の
精
神
的
指
導
者
・
理
論
者
と
し
て
名

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

生
涯

文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
年
）
八
月
四
日
、
長
州
藩
士
・
杉
百
合
之

助
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
に
叔
父

で
山
鹿
流
兵
学
師
範
で
あ
る
吉
田
大
助
の
養
子
と
な
る
が
、
天
保

六
年
（
一
八
三
五
年
）
に
大
助
が
死
去
し
た
た
め
、
同
じ
く
叔
父
の

玉
木
文
之
進
が
開
い
た
松
下
村
塾
で
指
導
を
受
け
た
。

し
か
し
ア
ヘ
ン
戦
争
で
清
が
西
洋
列
強
に
大
敗
し
た
こ
と
を
知
っ

て
山
鹿
流
兵
学
が
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
こ
と
を
痛
感
す
る
と
、
西

洋
兵
学
を
学
ぶ
た
め
に
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
九
州
に
遊
学

す
る
。
ま
た
江
戸
に
出
て
佐
久
間
象
山
の
師
事
を
受
け
た
。
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
年
）、
長
州
藩
に
無
許
可
の
形
で
宮
部
鼎
蔵
ら
と

東
北
の
会
津
藩
な
ど
を
旅
行
し
た
た
め
、
罪
に
問
わ
れ
て
士
籍
剥

奪
・
世
禄
没
収
の
処
分
を
受
け
た
。

嘉
永
六
年（
一
八
五
三
年
）、
マ
シ
ュ
ー
・
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
す

る
と
、
師
の
佐
久
間
象
山
と
黒
船
を
視
察
し
、
西
洋
の
先
進
文
明

に
目
先
を
囚
わ
れ
た
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
年
）
に
浦
賀
に
再
来

航
し
て
い
た
ペ
リ
ー
の
艦
隊
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
密
航
を
望
ん
だ
。

こ
れ
は
開
国
に
求
め
ら
れ
る
豪
快
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

密
航
を
拒
絶
さ
れ
て
送
還
さ
れ
た
た
め
、
松
陰
は
乗
り
捨
て
た
小

舟
か
ら
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
証
拠
が
幕
府
に
わ
た
る
前
に
奉
行

所
に
自
首
し
、
伝
馬
町
の
牢
屋
敷
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
密
航
事
件

に
連
座
し
て
師
匠
の
佐
久
間
象
山
も
入
牢
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
の

 

至し
し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や

「
区く

く々

現う
つ
し
み身
の
粗あ

ら

薪ま
き

に

 

大だ
い
か
く覚
の
火ひ

を
打う

ち
点と

も

し

 

三さ
ん
せ世
十じ

っ
ぽ
う方
焼や

き
尽つ

す
」

こ
こ
で
は
特
に
創
立
者
の
燃
え
る
血
潮
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
五
尺
の
小
さ
い
身
体
で
あ
る
。
宇
宙
の
広
大
さ
か

ら
見
れ
ば
、ま
こ
と
に「
区
」
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の

身
体
に
は
、
生
命
が
躍
動
し
て
お
り
、
こ
の
区
々
と
し
た
現
身
を
た

き
つ
け
に
し
て
、
大
き
な
覚
り
の
火
を
と
も
し
、
三
世
（
過
去
・
現

在
・
未
来
）と
十
方（
四
方
・
四
隅
・
上
下
）即
ち
無
限
の
時
間
と
無

限
の
空
間
も
、
覚
り
の
火
を
も
っ
て
不
浄
な
も
の
は
一
切
焼
き
尽

く
し
、
極
楽
世
界
を
作
る
の
で
あ
る
。（
注
一
一
）

「
至し

し
ん心
の
焔ほ

の
ほ
あ
ふ
ら
ば
や
」

國
士
舘
の
学
徒
は
、
至
心
（
聖
な
る
心
）
に
こ
の
偉
大
な
る
覚
り
の

焔
で
あ
ら
ゆ
る
け
が
れ
を
焼
き
尽
く
す
。
即
ち
大
悟
徹
底
す
る
の

で
あ
る
。（
注
一
二
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
創
立
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
我
気
浩
然
、
同 

太
虚　

と
い
う
よ
う
な
悟
り
を
開
く
の
で
あ
る
。」

（
注
一
三
）

ま
さ
に
、
心
は
、
広
く
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
広
漠
た
る
太
虚
、
虚こ

く
う空
の

境
地
で
あ
り
、
古
代
中
国
の
宇
宙
観
を
現
し
て
い
る
。

第
六
節
　
吉
田
松
陰

創
立
者
は
吉
田
松
陰
の
教
育
を
規
範
と
し
た
。
そ
の
教
育
は
学
園
の
教
育

展
開
に
多
々
認
め
ら
れ
る
。

「吉田松陰」
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• 

一
八
四
二
年
（
天
保
一
三
年
）、
叔
父
の
玉
木
文
之
進
が
私
塾
を

開
き
松
下
村
塾
と
名
付
け
る
。 

• 

一
八
四
五
年
（
弘
化
二
年
）、
山
田
亦
介
（
村
田
清
風
の
甥
）
か
ら

長
沼
流
兵
学
を
学
び
、
翌
年
免
許
を
受
け
る
。
九
州
の
平
戸
へ

遊
学
し
た
後
に
藩
主
の
参
勤
交
代
に
従
い
江
戸
へ
出
て
、
佐
久

間
象
山
ら
に
学
ぶ
。
佐
久
間
か
ら
は
「
天
下
、
国
の
政
治
を
行
う

者
は
、
吉
田
で
あ
る
が
、
わ
が
子
を
託
し
て
教
育
し
て
も
ら
う
者
は

小
林（
小
林
虎
三
郎
）の
み
で
あ
る
」と
、
二
人
の
名
前
に
共
通
し
て

い
た「
ト
ラ
」を
引
用
し「
象
門
の
二
虎
」と
褒
め
ら
れ
て
い
る
。 

• 

一
八
五
一
年
（
嘉
永
四
年
）、
東
北
地
方
へ
遊
学
す
る
際
、
通
行

手
形
の
発
行
が
遅
れ
た
た
め
、
肥
後
藩
の
友
人
で
あ
る
宮
部
鼎

蔵
ら
と
の
約
束
を
守
る
為
に
通
行
手
形
無
し
で
他
藩
に
赴
く
と

い
う
脱
藩
行
為
を
行
う
。
こ
の
東
北
遊
学
で
は
、
水
戸
で
会
沢

正
志
斎
、
会
津
で
日
新
館
の
見
学
を
始
め
、
東
北
の
鉱
山
の
様

子
等
を
見
学
。
秋
田
藩
で
は
相
馬
大
作
事
件
の
真
相
を
地
区
住

民
に
尋
ね
、
津
軽
藩
で
は
津
軽
海
峡
を
通
行
す
る
と
い
う
外
国

船
を
見
学
し
よ
う
と
し
た
。 

• 

一
八
五
二
年
（
嘉
永
五
年
）、
脱
藩
の
罪
で
士
籍
家
禄
を
奪
わ
れ

杉
家
の
育（
は
ご
く
み
）と
な
る
。 

• 

一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）、
米
国
の
ペ
リ
ー
艦
隊
の
来
航
を
見

て
お
り
、
外
国
留
学
の
意
志
を
固
め
、
同
じ
長
州
藩
出
身
の
金

子
重
輔
と
長
崎
に
寄
港
し
て
い
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
ロ
シ
ア
軍

艦
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勃
発
し
た
ク
リ
ミ

ア
戦
争
に
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
し
た
事
か
ら
同
艦
が
予
定
を
繰
り

上
げ
て
出
航
し
た
為
に
失
敗
。 

• 

一
八
五
四
年（
安
政
元
年
）、
ペ
リ
ー
が
日
米
和
親
条
約
締
結
の
為

に
再
航
し
た
際
に
は
金
子
と
二
人
で
停
泊
中
の
ポ
ー
ハ
タ
ン
号

へ
赴
き
、
乗
船
し
て
密
航
を
訴
え
る
が
拒
否
さ
れ
た
。
事
が
敗

れ
た
後
、
松
陰
は
そ
の
こ
と
を
直
ち
に
幕
府
に
自
首
し
、
長
州

藩
へ
檻
送
さ
れ
野
山
獄
に
幽
囚
さ
れ
る
。
獄
中
で
密
航
の
動
機

と
そ
の
思
想
的
背
景
を『
幽
囚
録
』に
著
す
。 

• 

一
八
五
五
年
（
安
政
二
年
）、
生
家
で
預
か
り
の
身
と
な
る
が
、

家
族
の
薦
め
に
よ
り
講
義
を
行
う
。
そ
の
後
、
叔
父
の
玉
木
文

之
進
が
開
い
て
い
た
私
塾
松
下
村
塾
を
引
き
受
け
て
主
宰
者
と

な
り
、
木
戸
孝
允
、
高
杉
晋
作
を
初
め
久
坂
玄
瑞
、
伊
藤
博
文
、

山
縣
有
朋
、
吉
田
稔
麿
、
前
原
一
誠
等
維
新
の
指
導
者
と
な
る

人
材
を
教
え
る
。 

• 

一
八
五
八
年
（
安
政
五
年
）、
幕
府
が
勅
許
な
く
日
米
修
好
通
商
条

約
を
結
ぶ
と
松
陰
は
激
し
く
こ
れ
を
非
難
、
老
中
の
間
部
詮
勝
の

暗
殺
を
企
て
た
。
長
州
藩
は
警
戒
し
て
再
び
松
陰
を
投
獄
し
た
。 

一
部
で
は
こ
の
と
き
に
佐
久
間
、
吉
田
両
名
を
死
罪
に
し
よ
う
と

い
う
動
き
も
あ
っ
た
。
が
、
老
中
首
座
の
阿
部
正
弘
が
反
対
し
た

た
め
、
助
命
さ
れ
て
長
州
の
野
山
獄
に
送
ら
れ
て
い
る
。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
に
出
獄
を
許
さ
れ
た
が
、
杉
家
に
幽
閉

の
身
分
に
処
さ
れ
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
に
叔
父
が
主
宰

し
て
い
た
松
下
村
塾
の
名
を
引
き
継
ぎ
、
杉
家
の
敷
地
に
松
下
村

塾
を
開
塾
す
る
。
こ
の
松
下
村
塾
に
お
い
て
松
陰
は
長
州
藩
の
下

級
武
士
で
あ
る
久
坂
玄
瑞
や
伊
藤
博
文
な
ど
の
面
々
を
教
育
し
て

い
っ
た
。
な
お
、
松
陰
の
松
下
村
塾
は
一
方
的
に
師
匠
が
弟
子
に

教
え
る
も
の
で
は
な
く
、
松
陰
が
弟
子
と
一
緒
に
意
見
を
交
わ
し

た
り
、
文
学
だ
け
で
な
く
登
山
や
水
泳
な
ど
も
行
な
う
と
い
う
「
生

き
た
学
問
」だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）、
幕
府
が
無
勅
許
で
日
米
修
好
通
商
条

約
を
締
結
し
た
こ
と
を
知
っ
て
激
怒
し
、
討
幕
を
表
明
し
て
老
中

首
座
で
あ
る
間
部
詮
勝
の
暗
殺
を
計
画
す
る
。
だ
が
、
弟
子
の
久

坂
玄
瑞
、
高
杉
晋
作
や
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
ら
は
反
対
し
て
同

調
し
な
か
っ
た
た
め
、
計
画
は
頓
挫
し
、
松
陰
は
長
州
藩
に
自
首

し
て
老
中
暗
殺
を
自
供
し
、
野
山
獄
に
送
ら
れ
た
。

や
が
て
大
老
・
井
伊
直
弼
に
よ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、
江

戸
の
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
送
ら
れ
る
。
幕
閣
の
大
半
は
暗
殺
計
画
は

実
行
以
前
に
頓
挫
し
た
こ
と
や
松
陰
が
素
直
に
罪
を
自
供
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、「
遠
島
」
に
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
井
伊
直
弼
は
そ
れ
ほ
ど
甘
い
人
物
で
は
な
く
、

素
直
に
罪
を
自
供
し
た
こ
と
が
仇
と
な
っ
て
井
伊
の
命
令
に
よ
り

「
死
罪
」と
な
っ
て
し
ま
い
、
安
政
六
年（
一
八
五
九
年
）十
月
二
十
七

日
に
斬
刑
に
処
さ
れ
た
。
享
年
三
十
。
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
。

年
譜

• 

一
八
三
〇
年
九
月
二
〇
日
（
文
政
十
三
年
八
月
四
日
）、
長
門
国

萩
松
本
村
（
現
・
山
口
県
萩
市
椿
東
椎
原
）
に
家
禄
二
十
六
石
の

萩
藩
士
・
杉
百
合
之
助
、
瀧
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。　

 

• 

一
八
三
四
年
（
天
保
五
年
）、
父
の
弟
で
あ
る
吉
田
大
助
の
仮
養

子
と
な
る
。
吉
田
家
は
山
鹿
流
兵
学
師
範
と
し
て
毛
利
氏
に
仕

え
家
禄
は
五
十
七
石
余
の
家
柄
で
あ
っ
た
。 

• 

一
八
三
五
年
（
天
保
六
年
）、
大
助
の
死
と
と
も
に
吉
田
家
を
嗣

ぐ
。
兵
学
師
範
と
し
て
の
職
責
を
果
た
せ
る
よ
う
、
同
じ
く
父

の
弟
で
叔
父
で
あ
る
玉
木
文
之
進
か
ら
厳
し
い
教
育
を
受
け
る
。 

• 

一
八
四
〇
年（
天
保
一
一
年
）、
藩
主
毛
利
敬
親
の
御
前
で「
武
教

全
書
」
戦
法
篇
を
講
義
し
、
藩
校
明
倫
館
の
兵
学
教
授
と
し
て
出

仕
す
る
。 
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• 

一
八
四
二
年
（
天
保
一
三
年
）、
叔
父
の
玉
木
文
之
進
が
私
塾
を

開
き
松
下
村
塾
と
名
付
け
る
。 

• 
一
八
四
五
年
（
弘
化
二
年
）、
山
田
亦
介
（
村
田
清
風
の
甥
）
か
ら

長
沼
流
兵
学
を
学
び
、
翌
年
免
許
を
受
け
る
。
九
州
の
平
戸
へ

遊
学
し
た
後
に
藩
主
の
参
勤
交
代
に
従
い
江
戸
へ
出
て
、
佐
久

間
象
山
ら
に
学
ぶ
。
佐
久
間
か
ら
は
「
天
下
、
国
の
政
治
を
行
う

者
は
、
吉
田
で
あ
る
が
、
わ
が
子
を
託
し
て
教
育
し
て
も
ら
う
者
は

小
林（
小
林
虎
三
郎
）の
み
で
あ
る
」と
、
二
人
の
名
前
に
共
通
し
て

い
た「
ト
ラ
」を
引
用
し「
象
門
の
二
虎
」と
褒
め
ら
れ
て
い
る
。 

• 

一
八
五
一
年
（
嘉
永
四
年
）、
東
北
地
方
へ
遊
学
す
る
際
、
通
行

手
形
の
発
行
が
遅
れ
た
た
め
、
肥
後
藩
の
友
人
で
あ
る
宮
部
鼎

蔵
ら
と
の
約
束
を
守
る
為
に
通
行
手
形
無
し
で
他
藩
に
赴
く
と

い
う
脱
藩
行
為
を
行
う
。
こ
の
東
北
遊
学
で
は
、
水
戸
で
会
沢

正
志
斎
、
会
津
で
日
新
館
の
見
学
を
始
め
、
東
北
の
鉱
山
の
様

子
等
を
見
学
。
秋
田
藩
で
は
相
馬
大
作
事
件
の
真
相
を
地
区
住

民
に
尋
ね
、
津
軽
藩
で
は
津
軽
海
峡
を
通
行
す
る
と
い
う
外
国

船
を
見
学
し
よ
う
と
し
た
。 

• 

一
八
五
二
年
（
嘉
永
五
年
）、
脱
藩
の
罪
で
士
籍
家
禄
を
奪
わ
れ

杉
家
の
育（
は
ご
く
み
）と
な
る
。 

• 

一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）、
米
国
の
ペ
リ
ー
艦
隊
の
来
航
を
見

て
お
り
、
外
国
留
学
の
意
志
を
固
め
、
同
じ
長
州
藩
出
身
の
金

子
重
輔
と
長
崎
に
寄
港
し
て
い
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
ロ
シ
ア
軍

艦
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
勃
発
し
た
ク
リ
ミ

ア
戦
争
に
イ
ギ
リ
ス
が
参
戦
し
た
事
か
ら
同
艦
が
予
定
を
繰
り

上
げ
て
出
航
し
た
為
に
失
敗
。 

• 

一
八
五
四
年（
安
政
元
年
）、
ペ
リ
ー
が
日
米
和
親
条
約
締
結
の
為

に
再
航
し
た
際
に
は
金
子
と
二
人
で
停
泊
中
の
ポ
ー
ハ
タ
ン
号

へ
赴
き
、
乗
船
し
て
密
航
を
訴
え
る
が
拒
否
さ
れ
た
。
事
が
敗

れ
た
後
、
松
陰
は
そ
の
こ
と
を
直
ち
に
幕
府
に
自
首
し
、
長
州

藩
へ
檻
送
さ
れ
野
山
獄
に
幽
囚
さ
れ
る
。
獄
中
で
密
航
の
動
機

と
そ
の
思
想
的
背
景
を『
幽
囚
録
』に
著
す
。 

• 

一
八
五
五
年
（
安
政
二
年
）、
生
家
で
預
か
り
の
身
と
な
る
が
、

家
族
の
薦
め
に
よ
り
講
義
を
行
う
。
そ
の
後
、
叔
父
の
玉
木
文

之
進
が
開
い
て
い
た
私
塾
松
下
村
塾
を
引
き
受
け
て
主
宰
者
と

な
り
、
木
戸
孝
允
、
高
杉
晋
作
を
初
め
久
坂
玄
瑞
、
伊
藤
博
文
、

山
縣
有
朋
、
吉
田
稔
麿
、
前
原
一
誠
等
維
新
の
指
導
者
と
な
る

人
材
を
教
え
る
。 

• 

一
八
五
八
年
（
安
政
五
年
）、
幕
府
が
勅
許
な
く
日
米
修
好
通
商
条

約
を
結
ぶ
と
松
陰
は
激
し
く
こ
れ
を
非
難
、
老
中
の
間
部
詮
勝
の

暗
殺
を
企
て
た
。
長
州
藩
は
警
戒
し
て
再
び
松
陰
を
投
獄
し
た
。 

一
部
で
は
こ
の
と
き
に
佐
久
間
、
吉
田
両
名
を
死
罪
に
し
よ
う
と

い
う
動
き
も
あ
っ
た
。
が
、
老
中
首
座
の
阿
部
正
弘
が
反
対
し
た

た
め
、
助
命
さ
れ
て
長
州
の
野
山
獄
に
送
ら
れ
て
い
る
。

安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
に
出
獄
を
許
さ
れ
た
が
、
杉
家
に
幽
閉

の
身
分
に
処
さ
れ
た
。
安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
に
叔
父
が
主
宰

し
て
い
た
松
下
村
塾
の
名
を
引
き
継
ぎ
、
杉
家
の
敷
地
に
松
下
村

塾
を
開
塾
す
る
。
こ
の
松
下
村
塾
に
お
い
て
松
陰
は
長
州
藩
の
下

級
武
士
で
あ
る
久
坂
玄
瑞
や
伊
藤
博
文
な
ど
の
面
々
を
教
育
し
て

い
っ
た
。
な
お
、
松
陰
の
松
下
村
塾
は
一
方
的
に
師
匠
が
弟
子
に

教
え
る
も
の
で
は
な
く
、
松
陰
が
弟
子
と
一
緒
に
意
見
を
交
わ
し

た
り
、
文
学
だ
け
で
な
く
登
山
や
水
泳
な
ど
も
行
な
う
と
い
う
「
生

き
た
学
問
」だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

安
政
五
年
（
一
八
五
八
年
）、
幕
府
が
無
勅
許
で
日
米
修
好
通
商
条

約
を
締
結
し
た
こ
と
を
知
っ
て
激
怒
し
、
討
幕
を
表
明
し
て
老
中

首
座
で
あ
る
間
部
詮
勝
の
暗
殺
を
計
画
す
る
。
だ
が
、
弟
子
の
久

坂
玄
瑞
、
高
杉
晋
作
や
桂
小
五
郎
（
木
戸
孝
允
）
ら
は
反
対
し
て
同

調
し
な
か
っ
た
た
め
、
計
画
は
頓
挫
し
、
松
陰
は
長
州
藩
に
自
首

し
て
老
中
暗
殺
を
自
供
し
、
野
山
獄
に
送
ら
れ
た
。

や
が
て
大
老
・
井
伊
直
弼
に
よ
る
安
政
の
大
獄
が
始
ま
る
と
、
江

戸
の
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
送
ら
れ
る
。
幕
閣
の
大
半
は
暗
殺
計
画
は

実
行
以
前
に
頓
挫
し
た
こ
と
や
松
陰
が
素
直
に
罪
を
自
供
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、「
遠
島
」
に
す
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
井
伊
直
弼
は
そ
れ
ほ
ど
甘
い
人
物
で
は
な
く
、

素
直
に
罪
を
自
供
し
た
こ
と
が
仇
と
な
っ
て
井
伊
の
命
令
に
よ
り

「
死
罪
」と
な
っ
て
し
ま
い
、
安
政
六
年（
一
八
五
九
年
）十
月
二
十
七

日
に
斬
刑
に
処
さ
れ
た
。
享
年
三
十
。
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
。

年
譜

• 

一
八
三
〇
年
九
月
二
〇
日
（
文
政
十
三
年
八
月
四
日
）、
長
門
国

萩
松
本
村
（
現
・
山
口
県
萩
市
椿
東
椎
原
）
に
家
禄
二
十
六
石
の

萩
藩
士
・
杉
百
合
之
助
、
瀧
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。　

 

• 

一
八
三
四
年
（
天
保
五
年
）、
父
の
弟
で
あ
る
吉
田
大
助
の
仮
養

子
と
な
る
。
吉
田
家
は
山
鹿
流
兵
学
師
範
と
し
て
毛
利
氏
に
仕

え
家
禄
は
五
十
七
石
余
の
家
柄
で
あ
っ
た
。 

• 

一
八
三
五
年
（
天
保
六
年
）、
大
助
の
死
と
と
も
に
吉
田
家
を
嗣

ぐ
。
兵
学
師
範
と
し
て
の
職
責
を
果
た
せ
る
よ
う
、
同
じ
く
父

の
弟
で
叔
父
で
あ
る
玉
木
文
之
進
か
ら
厳
し
い
教
育
を
受
け
る
。 

• 

一
八
四
〇
年（
天
保
一
一
年
）、
藩
主
毛
利
敬
親
の
御
前
で「
武
教

全
書
」
戦
法
篇
を
講
義
し
、
藩
校
明
倫
館
の
兵
学
教
授
と
し
て
出

仕
す
る
。 
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遠
く
は
天
朝
の
中
興
を
補
佐
し
奉
れ
ば
、
匹
夫
の
諒
に
負
く
が
如

く
な
れ
ど
、
神
州
の
大
功
あ
る
人
と
云
ふ
べ
し
」
と
記
し
て
、
初
め

て
用
い
た
。
こ
の
言
葉
は
日
本
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
、
西
村
修
平
、

瀬
戸
弘
幸
な
ど
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
て
い
る
。

対
外
思
想

『
幽
囚
録
』
で
「
今
急
武
備
を
修
め
、
艦
略
具
は
り
礮
略
足
ら
ば
、
則

ち
宜
し
く
蝦
夷
を
開
拓
し
て
諸
侯
を
封
建
し
、
間
に
乗
じ
て
加
摸
察

加（
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
）・
隩
都
加（
オ
ホ
ー
ツ
ク
）を
奪
ひ
、
琉
球
に
諭

し
、
朝
覲
会
同
す
る
こ
と
内
諸
侯
と
比
し
か
ら
め
朝
鮮
を
責
め
て
質

を
納
れ
貢
を
奉
じ
、
古
の
盛
時
の
如
く
に
し
、
北
は
満
州
の
地
を
割

き
、
南
は
台
湾
、
呂
宋（
ル
ソ
ン
）諸
島
を
収
め
、
進
取
の
勢
を
漸
示

す
べ
し
」と
記
し
、
北
海
道
の
開
拓
、
沖
縄（
当
時
は
独
立
し
た
国
家

で
あ
っ
た
）
の
日
本
領
化
、
朝
鮮
の
日
本
へ
の
属
国
化
、
満
州
・
台

湾
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
領
有
を
主
張
し
た
。
松
下
村
塾
出
身
者
の
多
く

が
明
治
維
新
後
に
政
府
の
中
心
で
活
躍
し
た
為
、
松
陰
の
思
想
は
日

本
の
対
外
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ゆ
か
り
の
地

吉
田
松
陰
の
故
郷
で
あ
る
山
口
県
萩
市
に
は
誕
生
地
、
投
獄
さ
れ

た
野
山
獄
、
教
鞭
を
と
っ
た
松
下
村
塾
、
遺
髪
を
埋
葬
し
た
松
陰

墓
地
、
祀
っ
た
松
陰
神
社
等
が
あ
る
。

墓
所
・
霊
廟

刑
死
後
、
隣
接
し
た
小
塚
原
回
向
院
（
東
京
都
荒
川
区
）
の
墓
地
に

葬
ら
れ
た
が
、
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
に
高
杉
晋
作
ら
攘
夷
派

の
志
士
達
に
よ
り
現
在
の
東
京
都
世
田
谷
区
若
林
に
改
葬
さ
れ

た
。
現
在
も
回
向
院
墓
地
に
墓
石
は
残
る
。
世
田
谷
区
の
墓
所
に

は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
に
松
陰
神
社
が
創
建
さ
れ
た
。
ま

た
、
生
地
の
山
口
県
萩
市
で
は
死
後
百
日
目
に
遺
髪
を
埋
め
た
墓

所（
遺
髪
塚
）が
建
て
ら
れ
た（
市
指
定
史
跡
）他
、
一
八
九
〇
年（
明

治
二
十
三
年
）に
建
て
ら
れ
た
松
陰
神
社（
県
社
）が
あ
る
。
靖
国
神

社
に
も
維
新
殉
難
者
と
し
て
合
祀
さ
れ
て
い
る
。（
注
一
四
）

　「
門
下
生
」

門
下
生
達
は
短
期
間
の
教
育
に
も
関
わ
ら
ず
国
家
の
一
大
事
に
あ
た
り

身
命
を
か
け
て
活
躍
し
た
。
創
立
者
は
特
に
こ
の
点
に
着
目
し
た
。

後
に
京
都
で
志
士
と
し
て
活
動
し
た
者
や
、
明
治
維
新
で
新
政
府
に
関

わ
る
者
な
ど
幕
末
・
明
治
に
お
い
て
大
き
な
活
躍
を
果
た
す
久
坂
玄
瑞
、

• 

一
八
五
九
年（
安
政
六
年
）、
幕
府
は
安
政
の
大
獄
に
よ
り
長
州
藩
に

松
陰
の
江
戸
送
致
を
命
令
す
る
。
松
陰
は
老
中
暗
殺
計
画
を
自
供
し

て
自
ら
の
思
想
を
語
り
、
同
年
、
江
戸
伝
馬
町
の
獄
に
お
い
て
斬
首

刑
に
処
さ
れ
る
、
享
年
三
十（
満
二
十
九
歳
没
）。
獄
中
に
て
遺
書
と

し
て
門
弟
達
に
向
け
て『
留
魂
録
』を
書
き
残
す
。
そ
の
冒
頭
に
記

さ
れ
た
辞
世
は
“
身
は
た
と
ひ 

武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も 

留

め
置
か
ま
し 

大
和
魂
”。
ま
た
、
家
族
宛
に
は『
永
訣
書
』を
残
し

て
お
り
、こ
ち
ら
に
記
さ
れ
た“
親
思
う
心
に
ま
さ
る
親
心
け
ふ
の

お
と
ず
れ
何
と
き
く
ら
ん
”も
辞
世
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

思
想

一
君
万
民
論

「
天
下
は
一
人
の
天
下
」
と
主
張
し
て
、
藩
校
明
倫
館
の
元
学
頭
・

山
県
太
華
と
論
争
を
行
っ
て
い
る
。「
一
人
の
天
下
」
と
い
う
事
は
、

国
家
は
天
皇
が
支
配
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
天
皇
の
下

に
万
民
は
平
等
に
な
る
。
一
種
の
擬
似
平
等
主
義
で
あ
り
、
幕
府

（
ひ
い
て
は
藩
）
の
権
威
を
否
定
す
る
過
激
な
思
想
で
あ
っ
た
。
な

お
、「
一
君
万
民
」の
語
を
松
陰
が
用
い
た
こ
と
は
な
い
。

飛
耳
長
目

塾
生
に
何
時
も
、
情
報
を
収
集
し
将
来
の
判
断
材
料
に
せ
よ
と
説

い
た
、
こ
れ
が
松
陰
の「
飛
耳
長
目（
ひ
じ
ち
ょ
う
も
く
）」で
あ
る
。

自
身
東
北
か
ら
九
州
ま
で
脚
を
伸
ば
し
各
地
の
動
静
を
探
っ
た
。

萩
の
野
山
獄
に
監
禁
後
は
弟
子
た
ち
に
触
覚
の
役
割
を
さ
せ
て
い

た
。
長
州
藩
に
対
し
て
も
主
要
藩
へ
情
報
探
索
者
を
送
り
込
む
こ

と
を
進
言
し
、
ま
た
江
戸
や
長
崎
に
遊
学
中
の
者
に「
報
知
賞
」を
特

別
に
支
給
せ
よ
と
主
張
し
た
。
松
陰
の
時
代
に
対
す
る
優
れ
た
予

見
は
、「
飛
耳
長
目
」に
負
う
所
が
大
き
い
。

草
莽
崛
起

「
草
莽
」
は
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
草
木
の
間
に
潜
む
隠
者
を
指
し
、

転
じ
て
一
般
大
衆
を
指
す
。「
崛
起
」
は
一
斉
に
立
ち
上
が
る
こ
と

を
指
す
。“
在
野
の
人
よ
、
立
ち
上
が
れ
”の
意
。

安
政
の
大
獄
で
収
監
さ
れ
る
直
前
（
一
八
五
九
年
四
月
七
日
）、
友

人
北
山
安
世
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
の
中
で
「
今
の
幕
府
も
諸
侯
も

最
早
酔
人
な
れ
ば
扶
持
の
術
な
し
。
草
莽
崛
起
の
人
を
望
む
外
頼

な
し
。
さ
れ
ど
本
藩
の
恩
と
天
朝
の
徳
と
は
如
何
に
し
て
忘
る
ゝ

に
方
な
し
。
草
莽
崛
起
の
力
を
以
て
、
近
く
は
本
藩
を
維
持
し
、
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遠
く
は
天
朝
の
中
興
を
補
佐
し
奉
れ
ば
、
匹
夫
の
諒
に
負
く
が
如

く
な
れ
ど
、
神
州
の
大
功
あ
る
人
と
云
ふ
べ
し
」
と
記
し
て
、
初
め

て
用
い
た
。
こ
の
言
葉
は
日
本
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
、
西
村
修
平
、

瀬
戸
弘
幸
な
ど
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
て
い
る
。

対
外
思
想

『
幽
囚
録
』
で
「
今
急
武
備
を
修
め
、
艦
略
具
は
り
礮
略
足
ら
ば
、
則

ち
宜
し
く
蝦
夷
を
開
拓
し
て
諸
侯
を
封
建
し
、
間
に
乗
じ
て
加
摸
察

加（
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
）・
隩
都
加（
オ
ホ
ー
ツ
ク
）を
奪
ひ
、
琉
球
に
諭

し
、
朝
覲
会
同
す
る
こ
と
内
諸
侯
と
比
し
か
ら
め
朝
鮮
を
責
め
て
質

を
納
れ
貢
を
奉
じ
、
古
の
盛
時
の
如
く
に
し
、
北
は
満
州
の
地
を
割

き
、
南
は
台
湾
、
呂
宋（
ル
ソ
ン
）諸
島
を
収
め
、
進
取
の
勢
を
漸
示

す
べ
し
」と
記
し
、
北
海
道
の
開
拓
、
沖
縄（
当
時
は
独
立
し
た
国
家

で
あ
っ
た
）
の
日
本
領
化
、
朝
鮮
の
日
本
へ
の
属
国
化
、
満
州
・
台

湾
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
領
有
を
主
張
し
た
。
松
下
村
塾
出
身
者
の
多
く

が
明
治
維
新
後
に
政
府
の
中
心
で
活
躍
し
た
為
、
松
陰
の
思
想
は
日

本
の
対
外
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ゆ
か
り
の
地

吉
田
松
陰
の
故
郷
で
あ
る
山
口
県
萩
市
に
は
誕
生
地
、
投
獄
さ
れ

た
野
山
獄
、
教
鞭
を
と
っ
た
松
下
村
塾
、
遺
髪
を
埋
葬
し
た
松
陰

墓
地
、
祀
っ
た
松
陰
神
社
等
が
あ
る
。

墓
所
・
霊
廟

刑
死
後
、
隣
接
し
た
小
塚
原
回
向
院
（
東
京
都
荒
川
区
）
の
墓
地
に

葬
ら
れ
た
が
、
一
八
六
三
年
（
文
久
三
年
）
に
高
杉
晋
作
ら
攘
夷
派

の
志
士
達
に
よ
り
現
在
の
東
京
都
世
田
谷
区
若
林
に
改
葬
さ
れ

た
。
現
在
も
回
向
院
墓
地
に
墓
石
は
残
る
。
世
田
谷
区
の
墓
所
に

は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
に
松
陰
神
社
が
創
建
さ
れ
た
。
ま

た
、
生
地
の
山
口
県
萩
市
で
は
死
後
百
日
目
に
遺
髪
を
埋
め
た
墓

所（
遺
髪
塚
）が
建
て
ら
れ
た（
市
指
定
史
跡
）他
、
一
八
九
〇
年（
明

治
二
十
三
年
）に
建
て
ら
れ
た
松
陰
神
社（
県
社
）が
あ
る
。
靖
国
神

社
に
も
維
新
殉
難
者
と
し
て
合
祀
さ
れ
て
い
る
。（
注
一
四
）

　「
門
下
生
」

門
下
生
達
は
短
期
間
の
教
育
に
も
関
わ
ら
ず
国
家
の
一
大
事
に
あ
た
り

身
命
を
か
け
て
活
躍
し
た
。
創
立
者
は
特
に
こ
の
点
に
着
目
し
た
。

後
に
京
都
で
志
士
と
し
て
活
動
し
た
者
や
、
明
治
維
新
で
新
政
府
に
関

わ
る
者
な
ど
幕
末
・
明
治
に
お
い
て
大
き
な
活
躍
を
果
た
す
久
坂
玄
瑞
、

• 

一
八
五
九
年（
安
政
六
年
）、
幕
府
は
安
政
の
大
獄
に
よ
り
長
州
藩
に

松
陰
の
江
戸
送
致
を
命
令
す
る
。
松
陰
は
老
中
暗
殺
計
画
を
自
供
し

て
自
ら
の
思
想
を
語
り
、
同
年
、
江
戸
伝
馬
町
の
獄
に
お
い
て
斬
首

刑
に
処
さ
れ
る
、
享
年
三
十（
満
二
十
九
歳
没
）。
獄
中
に
て
遺
書
と

し
て
門
弟
達
に
向
け
て『
留
魂
録
』を
書
き
残
す
。
そ
の
冒
頭
に
記

さ
れ
た
辞
世
は
“
身
は
た
と
ひ 

武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も 

留

め
置
か
ま
し 

大
和
魂
”。
ま
た
、
家
族
宛
に
は『
永
訣
書
』を
残
し

て
お
り
、こ
ち
ら
に
記
さ
れ
た“
親
思
う
心
に
ま
さ
る
親
心
け
ふ
の

お
と
ず
れ
何
と
き
く
ら
ん
”も
辞
世
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

思
想

一
君
万
民
論

「
天
下
は
一
人
の
天
下
」
と
主
張
し
て
、
藩
校
明
倫
館
の
元
学
頭
・

山
県
太
華
と
論
争
を
行
っ
て
い
る
。「
一
人
の
天
下
」
と
い
う
事
は
、

国
家
は
天
皇
が
支
配
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
天
皇
の
下

に
万
民
は
平
等
に
な
る
。
一
種
の
擬
似
平
等
主
義
で
あ
り
、
幕
府

（
ひ
い
て
は
藩
）
の
権
威
を
否
定
す
る
過
激
な
思
想
で
あ
っ
た
。
な

お
、「
一
君
万
民
」の
語
を
松
陰
が
用
い
た
こ
と
は
な
い
。

飛
耳
長
目

塾
生
に
何
時
も
、
情
報
を
収
集
し
将
来
の
判
断
材
料
に
せ
よ
と
説

い
た
、
こ
れ
が
松
陰
の「
飛
耳
長
目（
ひ
じ
ち
ょ
う
も
く
）」で
あ
る
。

自
身
東
北
か
ら
九
州
ま
で
脚
を
伸
ば
し
各
地
の
動
静
を
探
っ
た
。

萩
の
野
山
獄
に
監
禁
後
は
弟
子
た
ち
に
触
覚
の
役
割
を
さ
せ
て
い

た
。
長
州
藩
に
対
し
て
も
主
要
藩
へ
情
報
探
索
者
を
送
り
込
む
こ

と
を
進
言
し
、
ま
た
江
戸
や
長
崎
に
遊
学
中
の
者
に「
報
知
賞
」を
特

別
に
支
給
せ
よ
と
主
張
し
た
。
松
陰
の
時
代
に
対
す
る
優
れ
た
予

見
は
、「
飛
耳
長
目
」に
負
う
所
が
大
き
い
。

草
莽
崛
起

「
草
莽
」
は
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
草
木
の
間
に
潜
む
隠
者
を
指
し
、

転
じ
て
一
般
大
衆
を
指
す
。「
崛
起
」
は
一
斉
に
立
ち
上
が
る
こ
と

を
指
す
。“
在
野
の
人
よ
、
立
ち
上
が
れ
”の
意
。

安
政
の
大
獄
で
収
監
さ
れ
る
直
前
（
一
八
五
九
年
四
月
七
日
）、
友

人
北
山
安
世
に
宛
て
て
書
い
た
書
状
の
中
で
「
今
の
幕
府
も
諸
侯
も

最
早
酔
人
な
れ
ば
扶
持
の
術
な
し
。
草
莽
崛
起
の
人
を
望
む
外
頼

な
し
。
さ
れ
ど
本
藩
の
恩
と
天
朝
の
徳
と
は
如
何
に
し
て
忘
る
ゝ

に
方
な
し
。
草
莽
崛
起
の
力
を
以
て
、
近
く
は
本
藩
を
維
持
し
、
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さ
れ
て
い
る
。

第
七
節
　
学
園
行
事
等

舘
歌
に
現
さ
れ
た
学
園
の
教
育
理
念
は
学
園
行
事
等
に
お
い
て
成
果
を

あ
げ
て
い
る
。

国
士
舘
の
年
頭
で
は
恒
例
の
寒
稽
古
が
実
施
さ
れ
る
。
対
象
は
全
て
の

学
園
構
成
員
で
あ
る
。

ま
さ
に「
舘
歌
」第
一
の「
霧
わ
け
昇
る
陽
を
仰
ぎ
」お
よ
び「
舘
歌
」第
三

に
お
け
る
「
区
々
現
身
の
粗
薪
に
、
大
覚
の
火
を
打
ち
点
し
、
三
世
十
方
焼

き
尽
す
、
至
心
の
焔
あ
ふ
ら
ば
や
」が
心
技
体
に
満
ち
溢
れ
た
展
開
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
松
陰
が
建
言
し
た
文
武
を
を
兼
備
す
る
武
士
の
育
成
法
に

お
け
る
剛
毅
木
訥
を
第
一
義
と
す
る
等
の
実
践
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
最
終
日
に
は
、「
松
陰
神
社
」
に
お
い
て
、
武
道
系
倶
楽
部
有
志

諸
団
体
が
奉
納
演
武
大
会
を
開
催
す
る
。
平
成
二
十
二
年
年
頭
の
参
加
倶

楽
部
は
、
古
武
藝
杖
道
部
、
防
具
空
手
道「
傳
拳
」、
練
心
舘
空
手
道
部「
少

林
寺
流
空
手
道
」、
日
本
拳
法
部
、
躰
道
部
、
少
林
寺
拳
法
部
等
で
あ
る
。

指
導
関
係
者
と
部
員
は
、
松
陰
神
社
本
殿
で
御
祓
い
を
受
け
る
。
そ
の
後
、

同
本
殿
前
で
倶
楽
部
ご
と
に
演
武
を
奉
納
す
る
。

こ
の
年
頭
行
事
に
端
を
発
し
て
、「
舘
歌
」の
歌
詞
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
展
開

し
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。

尚
、
寒
稽
古
は
高
等
学
校
・
中
学
校
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
定
時
制
課
程
通
信
制
課
程
に
お
い
て
は
、
創
立
記
念
日
に
お
い
て
、

生
徒
の
社
会
貢
献
活
動
を
表
彰
し
て
い
る
等
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
展
開
は
、
学
園
が
目
指
す
、
よ
り
良
い
社
会
を
創
る
こ
と
に
貢

献
す
る
人
材
育
成
に
連
動
し
て
い
る
。

ま
さ
に
国
士
舘
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
の
理
念
は
「
舘
歌
」
の
歌
詞
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
学
園
教
育
の
支
柱
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
に
基
づ
い
て
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
基
軸
と
し

て
実
践
す
る
こ
と
で
伝
統
の
力
が
加
わ
り
、
現
代
・
未
来
へ
の
多
様
な
可

能
性
が
大
き
く
な
る
。

特
に
国
士
舘
教
育
は
、
舘
歌
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
吉
田
松
陰
の
教
育
を

規
範
と
し
て
い
る
。
松
陰
は
、「
華
夷
弁
別
」
を
説
い
た
。
つ
ま
り
眼
を
大

き
く
開
い
て
こ
の
時
代
を
見
る
こ
と
が
大
事
と
し
た
。
時
代
を
創
る
の
は

人
間
で
あ
る
。
人
の
あ
る
と
こ
ろ
全
世
界
が
学
び
の
地
で
あ
る
。
実
際
に

そ
の
地
に
立
ち
知
見
を
広
め
る
こ
と
こ
そ
が
我
々
に
、
今
こ
の
時
代
に
何

を
な
す
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
し
て
い
る
。

国
士
舘
に
お
け
る
四
徳
目
「
誠
意
・
勤
労
・
見
識
・
気
魄
」
三
綱
領
「
読

書
・
体
験
・
反
省
思
索
」は
実
に
こ
れ
ら
の
成
果
で
あ
る
。

高
杉
晋
作
、
吉
田
栄
太
郎
、
入
江
杉
蔵
、
伊
藤
博
文
（
初
代
総
理
大
臣
・
昭

和
の
千
円
札
）な
ど
・
・
・
・
・
・
。

「
松
陰
の
書
」

こ
の
書
は
松
陰
が
江
戸
へ
行
く
前
に
書
い
て
小
田
村
伊
之
助
に
与
え
た

も
の
。

「
文
武
稽
古
萬
世
不
朽
の
御
仕
法
立
氣
附
書
」（
注
一
五
）

松
陰
は
嘉
永
四
年
の
新
年
早
々
に
藩
府
よ
り
文
武
を
兼
備
す
る
武
士
育

成
法
を
建
言
す
る
よ
う
に
と
の
命
を
受
け
た
。
そ
し
て
二
月
二
十
日
に
提

出
し
た
の
が
「
文
武
稽
古
萬
世
不
朽
の
御
仕
法
立
氣
附
書
」 

で
あ
る
。
こ
れ

は
十
四
項
目
に
わ
た
る
大
文
書
で
あ
る
。

現
代
に
お
い
て
も
、
こ
の
内
容
は
文
武
両
道
育
成
の
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
略
）・
・
・
御
家
中
孰
れ
も
武
士
道
を
守
り
禮
義
廉
恥
の
風
を
成
し
、

利
を
恥
じ
て
義
に
進
み
・
・
・（
略
）

こ
れ
に
続
い
て
十
四
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。

一
、（
略
）・
・
・
文
武
御
興
隆
の
大
本
は
御
家
中
貴
賤
を
撰
ば
ず

剛
毅
木
訥
の
風
を
成
し
候
段
、
第
一
義
と
存
じ
奉
り
候
。・
・
・（
略
）

一
、
武
藝
師
の
輩
夫
々
藝
業
さ
へ
相
傳
へ
候
へ
ば
職
分
相
済
み
候

樣
心
得
違
い
候
段
、
師
た
る
も
の
の
不
行
届
は
勿
論
の
事
に
は
候

へ
ど
も
、・
・
・（
略
）・
・
・
武
士
道
相
勵
み
国
家
の
御
為
を
存
じ

候
・
・
・（
略
）

以
下
各
項
目
に
お
い
て
文
武
を
兼
備
す
る
武
士
育
成
法
に
つ
い
て
建
言

「松陰の書」
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さ
れ
て
い
る
。

第
七
節
　
学
園
行
事
等

舘
歌
に
現
さ
れ
た
学
園
の
教
育
理
念
は
学
園
行
事
等
に
お
い
て
成
果
を

あ
げ
て
い
る
。

国
士
舘
の
年
頭
で
は
恒
例
の
寒
稽
古
が
実
施
さ
れ
る
。
対
象
は
全
て
の

学
園
構
成
員
で
あ
る
。

ま
さ
に「
舘
歌
」第
一
の「
霧
わ
け
昇
る
陽
を
仰
ぎ
」お
よ
び「
舘
歌
」第
三

に
お
け
る
「
区
々
現
身
の
粗
薪
に
、
大
覚
の
火
を
打
ち
点
し
、
三
世
十
方
焼

き
尽
す
、
至
心
の
焔
あ
ふ
ら
ば
や
」が
心
技
体
に
満
ち
溢
れ
た
展
開
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
松
陰
が
建
言
し
た
文
武
を
を
兼
備
す
る
武
士
の
育
成
法
に

お
け
る
剛
毅
木
訥
を
第
一
義
と
す
る
等
の
実
践
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
最
終
日
に
は
、「
松
陰
神
社
」
に
お
い
て
、
武
道
系
倶
楽
部
有
志

諸
団
体
が
奉
納
演
武
大
会
を
開
催
す
る
。
平
成
二
十
二
年
年
頭
の
参
加
倶

楽
部
は
、
古
武
藝
杖
道
部
、
防
具
空
手
道「
傳
拳
」、
練
心
舘
空
手
道
部「
少

林
寺
流
空
手
道
」、
日
本
拳
法
部
、
躰
道
部
、
少
林
寺
拳
法
部
等
で
あ
る
。

指
導
関
係
者
と
部
員
は
、
松
陰
神
社
本
殿
で
御
祓
い
を
受
け
る
。
そ
の
後
、

同
本
殿
前
で
倶
楽
部
ご
と
に
演
武
を
奉
納
す
る
。

こ
の
年
頭
行
事
に
端
を
発
し
て
、「
舘
歌
」の
歌
詞
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
展
開

し
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。

尚
、
寒
稽
古
は
高
等
学
校
・
中
学
校
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
定
時
制
課
程
通
信
制
課
程
に
お
い
て
は
、
創
立
記
念
日
に
お
い
て
、

生
徒
の
社
会
貢
献
活
動
を
表
彰
し
て
い
る
等
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
展
開
は
、
学
園
が
目
指
す
、
よ
り
良
い
社
会
を
創
る
こ
と
に
貢

献
す
る
人
材
育
成
に
連
動
し
て
い
る
。

ま
さ
に
国
士
舘
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
の
理
念
は
「
舘
歌
」
の
歌
詞
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
学
園
教
育
の
支
柱
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
に
基
づ
い
て
伝
統
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
基
軸
と
し

て
実
践
す
る
こ
と
で
伝
統
の
力
が
加
わ
り
、
現
代
・
未
来
へ
の
多
様
な
可

能
性
が
大
き
く
な
る
。

特
に
国
士
舘
教
育
は
、
舘
歌
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
吉
田
松
陰
の
教
育
を

規
範
と
し
て
い
る
。
松
陰
は
、「
華
夷
弁
別
」
を
説
い
た
。
つ
ま
り
眼
を
大

き
く
開
い
て
こ
の
時
代
を
見
る
こ
と
が
大
事
と
し
た
。
時
代
を
創
る
の
は

人
間
で
あ
る
。
人
の
あ
る
と
こ
ろ
全
世
界
が
学
び
の
地
で
あ
る
。
実
際
に

そ
の
地
に
立
ち
知
見
を
広
め
る
こ
と
こ
そ
が
我
々
に
、
今
こ
の
時
代
に
何

を
な
す
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
し
て
い
る
。

国
士
舘
に
お
け
る
四
徳
目
「
誠
意
・
勤
労
・
見
識
・
気
魄
」
三
綱
領
「
読

書
・
体
験
・
反
省
思
索
」は
実
に
こ
れ
ら
の
成
果
で
あ
る
。

高
杉
晋
作
、
吉
田
栄
太
郎
、
入
江
杉
蔵
、
伊
藤
博
文
（
初
代
総
理
大
臣
・
昭

和
の
千
円
札
）な
ど
・
・
・
・
・
・
。

「
松
陰
の
書
」

こ
の
書
は
松
陰
が
江
戸
へ
行
く
前
に
書
い
て
小
田
村
伊
之
助
に
与
え
た

も
の
。

「
文
武
稽
古
萬
世
不
朽
の
御
仕
法
立
氣
附
書
」（
注
一
五
）

松
陰
は
嘉
永
四
年
の
新
年
早
々
に
藩
府
よ
り
文
武
を
兼
備
す
る
武
士
育

成
法
を
建
言
す
る
よ
う
に
と
の
命
を
受
け
た
。
そ
し
て
二
月
二
十
日
に
提

出
し
た
の
が
「
文
武
稽
古
萬
世
不
朽
の
御
仕
法
立
氣
附
書
」 

で
あ
る
。
こ
れ

は
十
四
項
目
に
わ
た
る
大
文
書
で
あ
る
。

現
代
に
お
い
て
も
、
こ
の
内
容
は
文
武
両
道
育
成
の
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
略
）・
・
・
御
家
中
孰
れ
も
武
士
道
を
守
り
禮
義
廉
恥
の
風
を
成
し
、

利
を
恥
じ
て
義
に
進
み
・
・
・（
略
）

こ
れ
に
続
い
て
十
四
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。

一
、（
略
）・
・
・
文
武
御
興
隆
の
大
本
は
御
家
中
貴
賤
を
撰
ば
ず

剛
毅
木
訥
の
風
を
成
し
候
段
、
第
一
義
と
存
じ
奉
り
候
。・
・
・（
略
）

一
、
武
藝
師
の
輩
夫
々
藝
業
さ
へ
相
傳
へ
候
へ
ば
職
分
相
済
み
候

樣
心
得
違
い
候
段
、
師
た
る
も
の
の
不
行
届
は
勿
論
の
事
に
は
候

へ
ど
も
、・
・
・（
略
）・
・
・
武
士
道
相
勵
み
国
家
の
御
為
を
存
じ

候
・
・
・（
略
）

以
下
各
項
目
に
お
い
て
文
武
を
兼
備
す
る
武
士
育
成
法
に
つ
い
て
建
言

「松陰の書」
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第
二
章　

学
風

各
学
園
に
お
い
て
は
独
自
の
学
風
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
独
自
性
は
ま

さ
に
各
学
園
の
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
理
念
の
成
果
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
各
学
園
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

国
士
舘
に
お
け
る
独
自
の
学
風
は
正
し
く「
舘
歌
」

の
歌
詞
に
整
合
す
る
。
こ
れ
は
学
園
歌
の
斉
唱
、
学
園
行
事
等
を
と
お

し
て
独
自
の
学
風
が
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
他
の
学
園
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

慶
應
義
塾
「
塾
歌
」
は
富
田
正
文
の
作
詞
、
信
時
潔
の
作
曲
に
よ
り
、
昭

和
十
五
年
十
一
月
に
完
成
し
た
。
こ
の
塾
歌
は
、
翌16
年1

月10

日
の
福
澤

先
生
誕
生
記
念
会
当
夜
、
三
田
の
大
講
堂
で
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、

式
典
な
ど
の
た
び
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

一
、
見
よ

 

風
に
鳴
る
わ
が
旗
を

 

新
潮
寄
す
る
あ
か
つ
き
の

 

嵐
の
中
に
は
た
め
き
て

 

文
化
の
護
り
た
か
ら
か
に

 

貫
き
樹
て
し
誇
り
あ
り

 

樹
て
ん
か
な　

こ
の
旗
を

 

強
く
雄
々
し
く
樹
て
ん
か
な

 

あ
ゝ
わ
が
義
塾

 

慶
應　

慶
應　

慶
應

二
、
往
け

 

涯
な
き
こ
の
道
を

 

究
め
て
い
よ
ゝ
遠
く
と
も

 

わ
が
手
に
執
れ
る
炬
火
は

 

叡
智
の
光
あ
き
ら
か
に

 

ゆ
く
て
正
し
く
照
ら
す
な
り

 

往
か
ん
か
な　

こ
の
道
を

 

遠
く
遥
け
く
往
か
ん
か
な

 

あ
ゝ
わ
が
義
塾

 

慶
應　

慶
應　

慶
應

三
、 
起
て

 
日
は
め
ぐ
る
丘
の
上

 

春
秋
ふ
か
め
揺
ぎ
な
き

 

学
び
の
城
を
承
け
嗣
ぎ
て

 

執
る
筆
か
ざ
す
わ
が
額
の

 

徽
章
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世
に
布
か
む

 

生
き
ん
か
な　

こ
の
丘
に

 

高
く
新
た
に
生
き
ん
か
な

 

あ
ゝ
わ
が
義
塾

 

慶
應　

慶
應　

慶
應

日
本
大
学「
校
歌
」の
作
詞
は
相
馬
御
風
、
作
曲
は
山
田
耕
筰
に
よ
る
。

一
、 

日
に
日
に
新
た
に　

文
化
の
華
の

 

栄
ゆ
く
世
界
の　

曠
野（
こ
う
や
）の
上
に

 

朝
日
と
輝
く　

国
の
名
負（
お
）い
て

 

巍
然（
ぎ
ぜ
ん
）と
立
ち
た
る　

大
学
日
本

 

正
義
と
自
由
の　

旗
標（
き
ひ
ょ
う
）の
も
と
に

 

集
ま
る
学
徒
の　

使
命
は
重
し

 

い
ざ
讃
え
ん　

大
学
日
本

 

い
ざ
歌
わ
ん　

わ
れ
ら
が
理
想

二
、 

四
海
に
先（
さ
き
）ん
じ　

日
い
づ
る
国
に

 

富
嶽
と
ゆ
る
が
ぬ　

建
学
の
基
礎（
も
と
）

 

栄
あ
る
歴
史
の　

道
一
す
じ
に

 

向
上
息（
や
）ま
ざ
る　

大
学
日
本

 

治
世（
ち
せ
い
）の
一
念　

炎
と
燃
ゆ
る

 

わ
れ
ら
が
行
く
手
の　

光
を
見
よ
や

 

い
ざ
讃
え
ん　

大
学
日
本

 

い
ざ
歌
わ
ん　

わ
れ
ら
が
理
想

第
三
章　

伝
統
力
と
学
問
力

そ
れ
ぞ
れ
の
学
園
に
独
自
の
学
園
歌
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、そ
の
学
園
の
本
質
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

今
日
、
社
会
の
複
雑
さ
多
様
化
と
と
も
に
学
問
は
、
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。
そ
の
一
途
は
留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

し
か
し
、
学
園
に
お
い
て
不
易
な
の
は
、
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
理

念
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
園
に
は
、
独
自
の
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育

理
念
に
基
づ
き
特
色
あ
る
教
育
活
動
の
実
践
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、

伝
統
校
と
し
て
の
威
厳
と
誇
り
が
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
伝
統
力

と
な
る
。

ま
さ
に
、
学
園
の
多
様
な
教
育
活
動
の
根
底
に
、
そ
の
教
育
理
念
の
言
わ
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二
章　

学
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ば
鉱
脈
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
源
は
、
学
園
歌
の
歌
詞
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
学
問
力
の
向
上
に
繋
が
る
。

つ
ま
り
育
ま
れ
た
成
果
と
し
て
の
学
風
と
そ
の
伝
統
力
が
同
様
に
学
び

の
成
果
に
連
動
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

歌
詞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
取
り
理
解
す
る
こ
と
で
、
学
園
に
お

け
る
学
び
の
基
本
姿
勢
が
よ
り
確
か
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
歌
詞
を
如
何
に
意
識
し
志
を
立
て
る
か
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
言各

学
園
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
園
歌
に
基
づ
く
学
風
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
建
学
の
精
神
お
よ
び
教
育
理
念
が
学
園
歌
の
歌
詞
に
籠
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
具
現
化
さ

れ
て
学
風
と
伝
統
力
を
増
し
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
学
園
歌
の
歌
詞
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
基
軸
と
し
て
学
ぶ
こ
と
で
学
園
の
成
果
と
し
て
の
学
風
と
そ

の
伝
統
力
を
得
る
。
こ
れ
と
同
様
に
学
問
力
の
成
果
が
高
ま
る
。

ま
さ
に
各
学
園
に
学
園
歌
あ
り
。
そ
こ
に
は
、
建
学
の
精
神
お
よ
び
教

育
理
念
の
清
流
と
と
も
に
学
問
力
を
増
す
要
因
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　主
要
参
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文
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徳
次
郎「
訓
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デ
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