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近
代
日
本
研
究
第
二
十
四
巻

(

二
〇
〇
七
年)

特
集
・
慶
應
義
塾
創
立
百
五
十
年
・
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
開
設
二
十
五
年

慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育

西

沢

直

子

は
じ
め
に

福
沢
諭
吉
は
、
明
治
三
年
の

｢

中
津
留
別
之
書｣
に
お
い
て

｢

男
と
い
い
女
と
い
い
、
等
し
く
天
地
間
の
一
人
に
て
軽
重
の
別

あ
る
べ
き
理
な
し｣

と
説
い
て
以
来
、『

日
本
婦
人
論
後
編』

『

男
女
交
際
論』

『

女
大
学
評
論
・
新
女
大
学』

な
ど
数
々
の
著
作

を
通
し
て
、
男
女
は
同
等
で
あ
り
女
性
の
地
位
の
向
上
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
明
治
三
二
年
四
月
一
四
日
付

『

時
事
新
報』

に
掲
載
さ
れ
た

｢

福
沢
先
生
の
女
学
論
発
表
の
次
第｣

に
よ
れ
ば
、
福
沢
が
女
性
の
地
位
に
つ
い
て
最
初
に
問
題
意
識
を
い
だ
い

た
の
は
、
二
五
歳
で
初
め
て
江
戸
へ
出
府
し
た
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
後
に
慶
應
義
塾
と
な
る

｢

一
小
家
塾｣

(｢

慶
應
義
塾
紀
事｣)

の
教
師
と
な
っ
た
こ
ろ
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
福
沢
は
、
女
子
教
育
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
慶
應
義
塾
で
も
女
子
を
教
育
の
対
象
に
す
る
こ
と
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は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に

｢

女
子
教
育
の
事
に
付
某
氏
に
答｣
(『

福
沢
文
集

二
編』)

他
で
女
子
教
育
を
論
じ
、

女
性
の
地
位
向
上
の
た
め
に
は
知
見
を
増
す
必
要
が
あ
る
と
繰
り
返
し
説
く
が
、
し
か
し
学
校
教
育
の
中
で
の
女
子
教
育
の
展
開

に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
て
も
そ
れ
を
社
会
生
活
の
中
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
結
局
は
無
意

味
で
あ
り
、｢

徒
に
学
校
教
場
の
教
に
の
み
依
頼
す
る
が
如
き
は
敢
て
取
ら
ざ
る
所
な
り｣

と
述
べ
て
い
る

(

１)

。

だ
が
本
当
に
慶
應
義
塾
は
戦
後
の
学
制
改
革
に
い
た
る
ま
で
、
女
子
に
対
す
る
教
育
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く

言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
福
沢
は
自
身
の
娘
た
ち
に
も
学
校
教
育
を
受
け
さ
せ
ず
、
す
べ
て
の
教
育
を
家
庭
に
お
い
て
行
う
程
、
女

子
教
育
に
理
解
と
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『

慶
應
義
塾
百
年
史』

(
全
六
巻
、
慶
應
義
塾
、
昭
和
三
三
〜
四
四
年)

を
紐
解
い
て
見
れ
ば
、
上
巻
五
四
八
頁
に

｢

明
治
十
年

(

一
八
七
七)

以
降
十
三
年
ご
ろ
ま
で
、
福
沢
家
の
子
女
を
は
じ
め
、
邸
内
に
住
居
す
る
者
の
夫
人
子
女
を
集
め
て
福
沢
み
ず
か

ら
講
義
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
幼
少
の
女
子
を
も
幼
稚
舎
生
と
同
じ
教
場
で
教
え
た
こ
と
が
あ
る｣

と
書
か
れ
て
い
る
の
を

は
じ
め
、
女
子
教
育
に
関
す
る
記
載
も
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
戦
前
に
お
け
る
実
績
が
記
録
と
し
て
は
っ
き
り
残
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
こ
れ
ま
で
慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育
が
ま
と
ま
っ
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
前
述
の
よ
う
な
評
価
が
生

ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
明
治
以
来
福
沢
が
試
み
た
女
子
教
育
、
大
正
期
の
塾
長
鎌
田
栄
吉
を
中
心
に
計
画
さ
れ
た
男

女
共
学
教
育
な
ど
、
現
在
ま
で
に
知
り
得
た
事
柄
を
紹
介
し
、
慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育
史
解
明
へ
の
端
緒
を
開
き
た
い
。

一

明
治
期
の
女
子
教
育

①

慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局
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慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育
機
関
の
嚆
矢
は
、
明
治
五

(

一
八
七
二)

年
八
月
設
立
の
慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局
と
考
え
ら
れ

る
。
女
性
も
一
身
独
立
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
福
沢
諭
吉
は
、
女
性
が
経
済
的
自
立
を
成
し
得
な
い
の
は
女
性
に
相
当
す

べ
き
職
業
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、｢

せ
め
て
我
慶
應
義
塾
の
社
中
丈
け
に
は｣

ひ
と
り
と
し
て

｢

無
頼
の
婦
人｣

を
作
り
た
く
な

い
と
考
え
、
和
洋
服
の
仕
立
所
を
設
立
し
た
。
仕
立
局
開
業
の
引
き
札
で
あ
る

｢

日
本
西
洋
衣
服
仕
立
せ
ん
た
く｣

に
は
、
宣
伝

に
加
え
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

右
二
条
は
客
に
告
る
口
上
な
り
。
今
又
こ
ゝ
に
仕
立
場
を
開
き
し
趣
意
を
記
す
こ
と
左
の
如
し
。
凡
そ
人
た
る
者
は
男
女
の

差
別
な
く
生
涯
他
人
の
厄
介
に
な
ら
ぬ
や
う
心
掛
べ
き
筈
な
る
に
、
世
の
人
或
は
此
義
を
知
ら
ず
、
殊
に
都
会
繁
華
の
地
に

住
居
す
る
婦
人
女
子
な
ど
は
、
田
舎
暮
し
の
艱
苦
を
ば
見
し
こ
と
も
な
く
し
て
柔
弱
に
生
ひ
育
ち
、
ひ
た
す
ら
男
子
に
依
頼

し
て
衣
食
を
求
め
、
其
身
は
却
て
我
儘
を
恣
に
す
る
者
多
し
。(

中
略)

畢
竟
婦
人
に
相
当
す
べ
き
職
業
な
き
ゆ
ゑ
此
悪
弊

を
も
致
す
な
り
。
抑
も
世
間
の
事
は
患
る
に
遑
あ
ら
ず
、
せ
め
て
我
慶
應
義
塾
の
社
中
丈
け
に
は
一
人
と
し
て
斯
る
無
頼
の

婦
人
あ
る
べ
か
ら
ず
、
仮
令
ひ
こ
れ
あ
ら
ん
と
す
る
も
こ
れ
を
防
が
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
依
て
此
度
塾
の
地
面
内
福
沢
諭
吉
の

旧
宅
を
以
て
仮
に
仕
立
の
一
局
と
為
し
、
無
用
の
婦
人
を
し
て
業
に
就
し
め
ん
が
た
め
事
を
始
め
た
り
。
お
ひ

�
其
職
業

繁
昌
し
、
婦
人
も
他
の
厄
介
と
な
ら
ず
し
て
自
か
ら
衣
食
す
る
に
至
ら
ば
、
仕
事
の
暇
に
読
書
そ
ろ
ば
ん
の
稽
古
を
も
開
く

べ
し
。
今
よ
り
後
は
唯
世
間
に
て
此
局
を
信
じ
仕
事
の
日
に
多
か
ら
ん
こ
と
を
待
つ
の
み

(

２)

。

そ
こ
で
は
お
い
お
い

｢

仕
事
の
暇
に
読
書
そ
ろ
ば
ん
の
稽
古｣

を
行
う
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。

福
沢
は
同
年
、
旧
中
津
藩
主
で
あ
る
奥
平
一
家
を
東
京
へ
迎
え
る
た
め
中
津
に
赴
く
途
中
、
五
月
に
京
都
に
お
い
て
学
校
制
度

慶應義塾における女子教育
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を
視
察
し
、
六
日
三
条
御
幸
町
の
旅
宿
松
屋
に
て

｢

京
都
学
校
之
記｣

を
記
し
た
。
福
沢
が
京
都
の
学
校
制
度
に
強
く
感
銘
を
受

け
た
様
子
は
、
同
書
に
民
間
に
学
校
を
設
け
て
教
育
を
行
い
た
い
と
い
う
の
は
積
年
の
宿
志
で
あ
る
が
、
京
都
に
来
て
実
際
を
見

聞
し

｢
其
の
悦
び
、
恰
も
故
郷
に
帰
り
て
知
己
朋
友
に
逢
ふ
が
如
し｣

と
認
め
て
い
る
こ
と
や

(

３)

、
す
ぐ
に
写
本
を
作
成
し
て
、
山

口
県
権
参
事
久
保
断
三
に

｢

学
校
を
盛
ニ
ス
ル
外
ニ
、
決
而
急
務
ナ
シ｣

と
説
き
な
が
ら
県
令
中
野
悟
一
宛
に
託
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
知
れ
る

(
４)
。

福
沢
は
こ
の
視
察
で
、
四
月
に
開
校
し
た
ば
か
り
の

｢

英
学
女
工
場｣

を
訪
ね
て
い
る
。
女
工
場

(

に
ょ
こ
う
ば
、
じ
ょ
こ
う

ば
。
女
紅
場
と
も
書
く)
と
よ
ば
れ
る
機
関
は
、
関
西
を
中
心
に
北
陸
や
九
州
で
主
に
見
ら
れ
、
養
蚕
製
糸
や
紡
績
、
機
織
、
裁

縫
な
ど
の
女
工

(

手
工
芸)
を
学
び
、
授
業
料
の
ほ
か
に
製
作
し
た
手
工
芸
品
を
販
売
し
て
運
営
費
用
に
あ
て
る
こ
と
が
多
い
。

坂
本
清
泉
・
坂
本
智
恵
子
に
よ
る

『
近
代
女
子
教
育
の
成
立
と
女
紅
場』

(

あ
ゆ
み
出
版
、
昭
和
五
八
年)

が
も
っ
と
も
網
羅
的

な
研
究
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
女
工
に
限
ら
ず
一
般
的
な
教
養
教
育
も
十
分
に
整
っ
た
女
子
の
中
等
教

育
機
関
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
職
業
訓
練
学
校
あ
る
い
は
工
場
色
の
強
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
明
治
八
年
六
月
の
東
京

府
府
達
第
三
〇
号
で
は

｢

女
工
場
ヲ
設
ケ
娼
妓
ニ
工
芸
ヲ
授
ケ
傍
ラ
読
書
習
字
ヲ
モ
可
教
事｣

と
定
め
ら
れ
、
遊
郭
に
お
け
る
芸

娼
妓
の
授
産
教
育
施
設
も
女
工
場
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
。

福
沢
が
見
学
し
た

｢

英
学
女
工
場｣

は
正
し
く
は

｢

新
英
学
校
女
紅
場｣

で
、
の
ち
に
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
と
な
る

(

５)

。

福
沢
は

｢

京
都
学
校
之
記｣

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

英
国
の
教
師
夫
妻
を
雇
ひ
、
夫
は
男
子
を
集
て
英
語
を
授
け
、
婦
人
は
児
女
を
預
り
て
、
英
語
の
外
に
兼
て
又
縫
針
の
芸
を

教
へ
り
。
外
国
の
婦
人
は
一
な
れ
ど
も
、
府
下
の
婦
人
に
て
字
を
知
り
女
工
に
長
ず
る
者
七
、
八
名
あ
り
て
其
教
授
を
助
け
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り
。
こ
の
席
に
出
で
ゝ
英
語
を
学
び
女
工
を
稽
古
す
る
児
女
百
三
十
人
余
、
七
、
八
歳
よ
り
十
三
、
四
歳
、
華
士
族
の
子
も

あ
り
、
商
工
平
民
の
娘
も
あ
り
。
各
貧
富
に
従
て
、
紅
粉
を
装
ひ
、
衣
裳
を
着
け
、
其
装
潔
く
し
て
華
な
ら
ず
、
粗
に
し
て

汚
れ
ず
、
言
語
嬌
艶
、
容
貌
温
和
、
も
の
い
は
ざ
る
者
も
臆
す
る
気
な
く
、
笑
は
ざ
る
も
悦
ぶ
色
あ
り
。
花
の
如
く
、
玉
の

如
く
、
愛
す
べ
く
、
貴
む
べ
く

(

中
略)

此
学
校
は
中
学
の
内
に
て
最
も
新
な
る
も
の
な
れ
ば
、
今
日
の
有
様
に
て
生
徒
の

学
芸
い
ま
だ
上
達
せ
し
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
其
温
和
柔
順
の
天
稟
を
以
て
朝
夕
英
国
の
教
師
に
親
炙
し
、
其
学
芸
を
伝
習

し
其
言
行
を
聞
見
し
、
愚
癡
固
陋
の
旧
習
を
脱
し
て
独
立
自
主
の
気
風
に
浸
潤
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
数
年
の
後
、
全
国
無
量

の
幸
福
を
致
す
こ
と
、
今
よ
り
期
し
て
待
つ
べ
き
な
り

(

６)

。

福
沢
が
女
工
場
の
教
育
を
通
じ
て
、｢

愚
癡
固
陋
の
旧
習
を
脱
し
て
独
立
自
主
の
気
風
に
浸
潤
す
る
こ
と｣

を
期
待
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
視
察
の
後
、
中
津
へ
赴
き
旧
藩
主
一
家
を
擁
し
て
帰
京
し
た
の
が
七
月
一
七
、
八
日
ご
ろ
で
あ
る
か
ら
、
八
月

に
設
立
し
た
衣
服
仕
立
局
は

｢

英
学
女
工
場｣
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
三
年
に
母
と
姪
、
そ
し

て
姉
二
人

(

中
上
川
婉
、
服
部
鐘)

の
一
家
を
東
京
へ
移
住
さ
せ
、
ま
た
五
年
に
旧
藩
主
奥
平
一
家
を
ひ
と
ま
ず
慶
應
義
塾
に
引

受
け
た
福
沢
に
と
っ
て
、
女
性
た
ち
の

｢

独
立
自
主｣
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た

(

７)

。
そ
こ
で
女
工
場
を
参
考
に
、
衣
服
仕
立
局
を

設
立
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
、
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。
福
沢
家
の

｢

総
勘
定｣

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

仕
立
局
の
事
八
月
廿
一
日
よ
り
始
め
十
一
月
廿
三
日
丸
屋
社
中
へ
譲
渡
し
通
三
丁
目
同
社
中
店
え
引
移
し
従
前
の
元
入
金
の

高
を
証
文
に
認
め
一
月
一
日
を
元
と
定
て
毎
月
元
金
百
分
一
の
利
息
即
ち
二
厘
日
歩
の
割
合
に
て
利
足
可
相
納
旨
約
条
せ
り

慶應義塾における女子教育
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証
文
高
は
六
拾
壱
両
弐
貫
六
百
十
六
文
の
上
端
を
ば
金
に
て
請
取
九
百
両
の
高
に
て
認
め
た
る
な
り
酉
一
月
十
四
日
記

八
月
二
一
日
に
、
仕
立
局
の
経
営
を
担
当
す
る
高
橋
岩
路

(

旧
中
津
藩
士)

に
対
し
て

｢

元
仕
入
諸
入
用｣

と
し
て
五
両
を
渡
す

こ
と
に
始
ま
り
、
反
物
の
仕
入
れ
や

｢

器
械
二
具｣

並
び
に

｢

火
の
し
二
つ｣

の
買
い
入
れ
な
ど
、
一
〇
月
末
ま
で
に
計
九
六
一

両
二
貫
六
一
六
文
を
費
や
し
た
。
し
か
し
、
は
や
く
も
一
一
月
二
三
日
に
は
丸
屋
へ
の
譲
渡
が
決
っ
た
。
高
橋
は
譲
り
渡
し
と
と

も
に
丸
屋
に
入
社
し
て
、
引
き
続
き
日
本
橋
店
に
設
け
ら
れ
た
仕
立
局
を
一
三
年
ま
で
担
当
し
、
分
離
し
て
丸
善
裁
縫
店
と
な
っ

た
際
に
独
立
し
て
、
高
橋
洋
服
店
を
営
ん
だ
。

譲
渡
後
、
女
性
の
授
産
機
関
と
し
て
の
役
割
を
い
つ
ま
で
保
持
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
全
く
な
く
な
っ
た
の
か
な
ど
は
未

詳
で
あ
る
。
た
だ
三
田
の
慶
應
義
塾
構
内
に
は
、
約
一
年
後
に
同
じ
よ
う
な
授
産
施
設
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
六
年
四
月

一
五
日
付
島
津
復
生
宛
書
簡
の
追
書
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

貴
賤
に
拘
ら
ず
婦
人
に
て
も
男
子
に
て
も
終
日
無
為
と
申
は
心
身
の
大
毒
、
簗
氏
の
工
夫
に
て
奥
平
の
地
面
内
に
細
工
場
も

取
建
、
お
ひ
め
様
も
下
女
も
内
職
を
為
致
候
積
り
な
り

(

８)

。

②

女
学
所

次
に
慶
應
義
塾
内
に
お
い
て
女
子
教
育
を
行
っ
た
機
関
と
し
て
は
、
明
治
六

(

一
八
七
三)

年
一
〇
月
に
設
立
さ
れ
た

｢

女
学

所｣

が
挙
げ
ら
れ
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
月
一
一
日
付
の
九
鬼
隆
義

(

旧
三
田
藩
主)

・
白
洲
退
蔵
宛
福
沢
諭
吉
書
簡

の
尚
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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尚
以
、
お
あ
ひ
様
御
機
嫌
能
、
朝
夕
子
供
御
世
話
罷
成
候
。
五
才
之
女
子
へ
手
習
素
読
相
願
、
御
蔭
を
以
て
い
ろ
は
も
覚
へ
、

国
つ
く
し
も
少
し
ツ
ヽ
、
間
違
な
か
ら
諳
誦
仕
候
様
相
成
候
。
御
礼
申
上
候
。
当
月
九
日
�
塾
之
傍
ニ
女
学
所
を
設
け
、
試

ニ
教
授
い
た
し
候
積
り
、
様
子
相
分
候
ハ
ヽ
可
申
上
候

(

９)

。

｢

お
あ
ひ
様｣
は
九
鬼
隆
義
の
妹
九
鬼
あ
い
、｢

五
才
之
女
子｣

は
明
治
元
年
四
月
生
ま
れ
の
福
沢
の
長
女
さ
と

(

里)

と
思
わ

れ
る
。
こ
の
二
ヶ
月
ほ
ど
前
、
八
月
二
一
日
付
九
鬼
隆
義
・
白
洲
退
蔵
宛
書
簡
に
は

｢

お
あ
い
様
も
御
機
嫌
よ
く
、
毎
日
子
供
大

勢
御
約
介
罷
成
候
義
ニ
御
座
候

(
�)

。｣

と
あ
り
、
九
鬼
あ
い
は
慶
應
義
塾
構
内
に
あ
っ
た
福
沢
家
に
居
し
て
、
福
沢
の
子
供
た
ち
の

面
倒
を
み
て
い
た
。
福
沢
の
妻
き
ん(
錦)

は
同
年
八
月
四
日
に
三
女
し
ゅ
ん(

俊)

を
産
み
、
他
に
長
男
一
太
郎(

一
〇
歳)

・

次
男
捨
次
郎

(

八
歳)

・
長
女
さ
と

(
五
歳)

・
次
女
ふ
さ

(

房)
(

三
歳)

が
あ
っ
た
。
あ
い
は
彼
等
の
面
倒
を
見
、
特
に
長
女

に
は

｢

手
習
素
読｣

を
教
え
た
。
福
沢
は
娘
が
い
ろ
は
を
覚
え

『

世
界
国
尽』

を
暗
誦
す
る
様
を
み
て
、
構
内
に
女
学
所
を
設
け

る
こ
と
を
思
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
の
こ
の
学
校
に
つ
い
て
は
、
記
載
の
あ
る
資
料
が
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
な

い
。③

宣
教
師
ホ
ア
に
よ
る
教
育

次
に
義
塾
内
に
お
い
て
女
子
教
育
を
行
っ
た
の
は
、
ア
リ
ス
・
エ
リ
ナ
・
ホ
アA

lice
Eleanor

H
oar

で
あ
る
。
ホ
ア
お
よ
び

ホ
ア
に
よ
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
白
井
堯
子

『

福
沢
諭
吉
と
宣
教
師
た
ち
―
知
ら
れ
ざ
る
明
治
期
の
日
英
関
係』

(

未
来
社
、
平

成
一
一
年)

に
詳
し
い
。
英
国
国
教
会
の
宣
教
団
体
Ｓ
Ｐ
Ｇ
系
の
女
性
宣
教
団
体
レ
イ
デ
ィ
ズ
・
ア
ソ
ウ
シ
エ
イ
シ
ョ
ンLodies

慶應義塾における女子教育
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A
ssociation

の
宣
教
師
と
し
て
、
明
治
八

(

一
八
七
五)

年
一
一
月
に
来
日
し
た
ホ
ア
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｇ
の
宣
教
師
Ａ
・
Ｃ
・
シ
ョ
ー

A
lexander

C
roft
Shaw

の
紹
介
で
福
沢
と
知
り
合
い
、
福
沢
家
の
二
階
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
福
沢
の
援
助
を
受
け
て

ホ
ア
が
慶
應
義
塾
内
で
開
い
た
学
校
に
つ
い
て
は
、
レ
イ
デ
ィ
ズ
・
ア
ソ
ウ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
ホ
ア
の
報
告
に
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ミ
ス
タ
ー･
シ
ョ
ー
は
、
私
が
困
っ
て
い
る
こ
と
を
、
日
本
で
大
変
影
響
力
を
も
ち
、
教
育
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
ミ

ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
は
、
私
に
、
彼
の
家
の
二
階
を
提
供
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

私
は
、
そ
こ
に
学
校
を
つ
く
っ
て
、
少
女
た
ち
と
一
緒
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
は
、
学

校
を
開
け
ば
、
生
徒
は
い
く
ら
で
も
来
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
は
、
最
初
は
少
人
数
に
し
て
、
私
の
未
来
の
仕

事
の
た
め
に
良
い
基
礎
を
つ
く
る
方
が
ず
っ
と
良
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
考
え
と
同
意
見
で
す
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、
私
の
仕

事
の
目
的
が
、
少
女
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
の
は
よ
く
理
解
し
て
い
ま
す
。
彼
自
身
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
に
好
意
的
な
の
は
確
か
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ミ
ス
タ･

フ
ク
ザ
ワ
は
、
約
三
〇

〇
人
の
少
年
た
ち
が
い
る
彼
の
大
き
な
コ
レ
ッ
ジ
で
、
ミ
ス
タ
・
シ
ョ
ー
に
キ
リ
ス
ト
教
を
教
え
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
少
年
た
ち
の
う
ち
の
何
人
か
は
、
週
に
二
度
、
ミ
ス
タ
・
シ
ョ
ー
の
家
で
開
か
れ
る
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
に
も
出
席
し
て

い
ま
す

(

�)

。

前
掲
白
井
著
作
に
よ
れ
ば
、
レ
イ
デ
ィ
ズ
・
ア
ソ
ウ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
側
は
、
女
性
宣
教
師
が
ひ
と
り
で
福
沢
家
の
二
階
に
住
む

こ
と
に
は
懸
念
を
感
じ
た
よ
う
で
、
福
沢
と
親
交
の
あ
っ
た
前
述
シ
ョ
ー
や
Ｓ
Ｐ
Ｇ
の
宣
教
師
フ
ォ
ス
の
叔
母
ミ
ス
・
ハ
ッ
チ
ン
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ズEm
ily
H
utchins

は
次
の
よ
う
な
報
告
を
書
き
送
っ
て
い
る
。

ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
は
、
日
本
で
最
も
進
歩
的
な
男
性
の
一
人
で
す
。
今
年
の
は
じ
め
、
私
は
、
ミ
ス
・
ホ
ア
に
頼
ま
れ
て

彼
女
の
女
子
教
育
の
計
画
を
彼
に
話
し
ま
し
た
。
彼
は
、
直
ち
に
、
寛
大
に
も
、
自
分
の
家
の
二
階
を
ミ
ス
・
ホ
ア
の
好
き

な
よ
う
に
使
っ
て
よ
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
も
、
家
賃
を
無
料
に
し
、
少
女
た
ち
を
集
め
る
の
に
も
尽
力
し
て
く

れ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
以
上
に
良
い
話
は
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
ミ
ス
・
ホ
ア
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
出
発
し
た
時

に
志
し
て
い
た
計
画
を
実
行
す
る
の
は
不
可
能
、
と
ま
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
私
は
彼
女
に
、
ミ
ス
タ
・

フ
ク
ザ
ワ
の
申
し
出
を
受
け
る
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。
彼
女
は
、
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
に
雇
わ
れ
て
教
え
る
、
と
い
う
契

約
に
署
名
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
彼
女
は
居
留
地
外
に
住
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ

う

(

�)

。
ミ
ス
・
ホ
ア
は
、
生
徒
で
あ
る
少
女
た
ち
の
心
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
彼
女
は
、
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
の
保
護

と
支
持
を
得
て
、
と
て
も
有
利
な
条
件
の
も
と
に
い
ま
す
。
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
は
、
彼
女
に
何
の
干
渉
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

私
は
、
彼
女
に
、
で
き
る
だ
け
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
の
所
で
仕
事
を
続
け
な
さ
い
、
と
強
く
助
言
し
ま
し
た

(

�)

。

ホ
ア
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
ホ
ア
の
書
簡

(

明
治
九
年
六
月
一
九
日
付
・
一
〇
月
七
日
付)

に
よ
る
と
、
三
田
慶
應
義
塾

構
内
福
沢
家
の
二
階
に
あ
っ
た
二
つ
の
部
屋
の
う
ち
、
大
き
い
方
を
教
室
と
し
、
英
語
、
裁
縫
、
編
み
物
、
賛
美
歌

(｢

ち
と
せ

の
い
わ
よ｣

R
ock
of
A
ges
｢

い
さ
お
な
き
わ
れ
を｣

Just
as
I
am
)

を
教
え
た
。
ホ
ア
は
福
沢
に
裁
縫
を
学
び
た
い
と
思
っ
て

い
る
大
人
の
女
性
や
、
賛
美
歌
な
ど
を
歌
う
ク
ラ
ス
に
参
加
し
た
い
子
供
た
ち
を
集
め
る
こ
と
を
依
頼
し
、
ま
た
評
価
さ
れ
る
教

慶應義塾における女子教育
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育
を
行
う
た
め
に
将
来
的
に
は
漢
字
も
教
え
る
日
本
人
の
教
師
を
お
き
た
い
と
考
え
て
い
た
。

生
徒
の
数
は
開
講
約
四
ヶ
月
後
で
八
名
、
一
〇
月
の
書
簡
で
は
一
一
名

(

内
一
名
は
男
子)

で
あ
り
、
最
初
の
生
徒
に
つ
い
て

は
、
書
簡
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
私
の
最
初
の
生
徒
二
人
と
一
緒
に
と
っ
た
写
真
を
同
封
し
ま
す
。
私
の
左
側
に
い
る
人
は
、
残
念
な
こ
と
な
の
で

す
が
、
結
婚
し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
、
ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
の
姪
で
す
。
私
は
、
彼
女
が
私
と
一
緒
に
住
ん
で
く
れ
た
ら
な

あ
と
願
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

(

�)

。
｢

ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
の
姪｣

と
は
、
福
沢
の
次
姉
中
上
川
婉
の
次
女
す
み

(

澄)

で
、
福
沢
の
門
下
生
で
当
時
慶
應
義
塾
出
版

局
に
勤
務
、
の
ち
に
三
井
財
閥
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
朝
吹
英
二
と
明
治
八
年
に
結
婚
し
て
い
た
。

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵

｢

府
下
居
住
各
国
人
明
細
表

(

東
京
府)｣

に
よ
れ
ば
、
福
沢
は
明
治
九
年
三
月
一
日
よ
り
三
年
間
、

ホ
ア
を
英
語
教
師
と
し
て
月
給
二
〇
円
で
雇
い
、
雇
い
主
と
同
居
す
る
こ
と
を
届
け
出
て
い
る

(

�)

。
た
だ
し
月
給
に
つ
い
て
は
、
ホ

ア
自
身
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
書
い
て
い
る

(

�)

。
そ
し
て
申
請
時
は
三
年
で
あ
っ
た｢

期
限｣

の
欄
に｢

十
年
四
月
三
十
日
雇
止｣

と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
て
、
Ａ
・
Ｃ
・
シ
ョ
ー
が
一
〇
年
四
月
一
四
日
で

｢

満
期
解
約｣

と
な
っ
た
際
に
、
ホ
ア
も
福
沢
家
を
出

る
こ
と
に
な
っ
た
と
知
れ
る
。
白
井
著
作
に
よ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
は
芝
に
新
居
を
建
て
、
ホ
ア
は
特
別
Ｓ
Ｐ
Ｇ
か
ら
援
助
金
を
得
て

シ
ョ
ー
の
新
居
の
敷
地
内
に
小
さ
な
教
室
兼
用
住
宅
を
建
て
、
一
〇
年
八
月
に
は
福
沢
家
を
去
っ
た

(

�)

。

約
一
年

(

八
月
ま
で
と
考
え
て
一
年
半)

と
い
う
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
福
沢
が
ホ
ア
の
慶
應
義
塾
内
で
の
女
子
教
育
を

支
援
し
た
こ
と
は
、
女
子
教
育
へ
の
関
心
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
女
学
所
の
そ
の
後
は
、
お
そ
ら
く
う
ま
く
い
か
な
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ホ
ア
の
学
歴
な
ど
来
日
ま
で
の
経
歴
は
未
詳
で
あ
る
が
、
白
井
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
レ
イ
デ
ィ
ズ
・
ア
ソ

ウ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
異
教
徒
の
国
の
少
女
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
女
子
教
育
を
通
じ
て

文
明
化
、
キ
リ
ス
ト
教
化
を
目
指
し
て
い
た
。
福
沢
は
仮
に
教
師
と
し
て
の
経
験
は
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
自
身
が
教
育
を
受

け
た
経
験
が
あ
り
、
ま
た
教
育
方
法
を
学
習
し
た
で
あ
ろ
う
人
物
に
依
頼
し
、
女
子
教
育
を
試
み
た
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
ホ
ア
の
言
葉
が
正
し
け
れ
ば
、
生
徒
た
ち
の
な
か
に
は
福
沢
に
月
謝
二
ド
ル
を
支
払
っ
て
い
る
者
が
あ
り
、
福
沢
は

女
子
教
育
を
行
う
学
塾
の
経
営
を
め
ざ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

(

�)

。

で
は
な
ぜ
短
命
で
あ
っ
た
か
。
ホ
ア
は
レ
イ
デ
ィ
ズ
・
ア
ソ
ウ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
、｢

ミ
ス
タ
・
フ
ク
ザ
ワ
は
、

私
に
対
し
て
、
ミ
ス
タ
・
シ
ョ
ー
の
引
越
後
も
彼
の
二
階
に
留
ま
る
よ
う
に
、
と
は
言
わ
な
か
っ
た｣

と
書
い
て
お
り

(

�)

、
福
沢
に

は
継
続
の
意
志
が
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
は
、
教
育
内
容
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ア
が
教
え

た
の
は
前
述
の
よ
う
に
英
語
、
裁
縫
、
編
み
物
、
賛
美
歌
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
女
子
教
育
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
基
本
と
し
て

ま
ず
実
際
の
生
活
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
知
識
を
教
え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
明
治
一
〇
年
に
刊
行
し
た『

民
間
経
済
録』

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

近
年
或
る
西
洋
の
女
教
師
が
日
本
に
来
り
て
、
文
学
音
楽
の
教
授
は
勿も

ち

論ろ
ん

、
料
理
、
針
仕
事
ま
で
も
一
切
引
受
け
、
無
学
無

芸
な
る
日
本
の
女
子
を
訓

お
し
え

導
み
ち
び
き

し
て
西
洋
文
明
の
光
こ
う
の
う

を
示
さ
ん
と
て
女
学
校
を
開
た
る
者
あ
り
。
然
る
に
そ
の
女
学
大

先
生
の
技
芸

う
で
ま
い

を
問
え
ば
、
反
物
た
ん
も
の

を
裁た
ち

て
衣
服
き
も
の

を
縫
う
こ
と
は
嘗か
つ

て
心
得
ず
と
云
え
り(

中
略)

彼
の
西
洋
人
の
教
る
縫ぬ
い

取と

り
、

笹さ
さ

縁べ
り

の
飾
か
ざ
り

な
ど
、
日
本
に
在
て
は
玩
具
お
も
ち
ゃ

に
等
し
き
仕
事
を
習
わ
ん
よ
り
、
娘
の
子
に
は
先ま

ず
糠ぬ
か

袋
ぶ
く
ろ

の
縫
い
よ
う
、
襦じ
ゅ

袢ば
ん

の

仕し

立た
て

方か
た

、
次
て
反
物
を
裁
て
男
女
の
衣
服
を
製
こ
し
ら
え

す
る
の
芸
を
覚
お
ぼ
ゆ

る
こ
そ
緊
要
な
れ

(

�)

。
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こ
の

｢

或
る
西
洋
の
女
教
師｣

が
ホ
ア
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
こ
の
部
分
は
明
治
一
一
年
二
月
八
日
付

｢

女
子
教
育
の
事
に

付
某
氏
に
答｣

に
引
用
さ
れ
、
一
二
年
刊
行
の

『

福
沢
文
集

二
編』

に
収
録
さ
れ
た

(

�)

。
ホ
ア
の
教
え
る
内
容
が
、
福
沢
の
描
く

女
子
教
育
と
は
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
支
援
期
間
が
短
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

④

幼
稚
舎
の
女
子
生
徒

右
に
紹
介
し
た
女
子
教
育
は
、
慶
應
義
塾
内
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
慶
應
義
塾
の
正
式
な
教
育
と
は
い
え
な
い
。
慶

應
義
塾
の
正
式
な
記
録
に
女
子
が
登
場
す
る
の
は
、
明
治
一
二

(

一
八
七
九)

年
九
月
か
ら
一
二
月
期
の

『

慶
應
義
塾
勤
惰
表』

で
あ
る
。
勤
惰
表

(

勤
怠
表)
は
、
明
治
四
年
ご
ろ
か
ら
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
成
績
表
の
こ
と
で
、
年
代
に
よ
っ
て
形
状

は
変
化
す
る
が
、
原
則
と
し
て
等
級
と
そ
の
級
の
在
学
者
全
員
の
名
前
お
よ
び
成
績
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
以
下
の
よ

う
な
女
子
生
徒
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
等
級
は
番
号
が
少
な
い
ほ
ど
上
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

明
治
一
二
年
九
月
か
ら
一
二
月
期

｢

幼
年
生
徒
勤
惰
表｣

第
二
番

福
沢
阿
三

第
三
番
ロ
組

福
沢
阿
房

黒
田
阿
順

松
山
阿
銀

計
四
名

明
治
一
三
年
一
月
か
ら
四
月
期

｢

幼
稚
舎
生
徒
勤
惰
表｣

第
二
番

福
沢
阿
三

第
三
番
ロ
組

福
沢
阿
房

黒
田
阿
順

松
山
阿
銀

計
四
名

明
治
一
三
年
五
月
か
ら
七
月
期

｢

幼
稚
舎
生
徒
勤
惰
表｣

188



第
二
番

福
沢
阿
三

山
田
阿
墨

第
三
番
ロ
組

福
沢
阿
房

黒
田
阿
順

松
山
阿
銀

計
五
名

明
治
一
三
年
九
月
か
ら
一
二
月
期

｢

幼
稚
舎
生
徒
勤
惰
表｣

(

欠
損
あ
り)

第
二
番

山
田
阿
墨

福
沢
阿
三

第
三
番
甲

福
沢
阿
房

松
山
阿
銀

(

計
四
名)

明
治
一
四
年
一
月
か
ら
四
月
期

｢

幼
稚
舎
生
徒
勤
惰
表｣

第
三
番
甲

松
山
阿
銀

福
沢
阿
房

第
六
番

福
沢
阿
駿

計
三
名

明
治
一
四
年
五
月
か
ら
七
月
期

｢
幼
稚
舎
生
徒
勤
惰
表｣

福
沢
阿
房

松
山
阿
銀

計
二
名

(

�)

明
治
一
四
年
九
月
か
ら
一
二
月
期
以
降
は
、｢

阿｣

を
付
し
た
よ
う
な
明
ら
か
な
女
子
の
名
前
は
見
出
せ
な
い
。
一
目
す
れ
ば

分
か
る
よ
う
に
、
福
沢
阿
三

(

の
ち
さ
と
、
長
女)
、
福
沢
阿
房

(

ふ
さ
、
次
女)

、
福
沢
阿
駿

(

俊
、
し
ゅ
ん
、
三
女)

ら
中
心

は
福
沢
家
の
娘
た
ち
で
あ
る
。
幼
稚
舎
は
当
時
慶
應
義
塾
で
初
等
教
育
を
請
け
負
っ
て
い
た
和
田
義
郎
に
よ
る
塾
で
、
当
初
は
和

田
塾
な
ど
と
呼
ば
れ
、
明
治
一
三
年
よ
り
幼
稚
舎
の
名
称
に
な
っ
た

(

�)

。
福
沢
は
娘
た
ち
が
学
齢
期
に
達
し
た
こ
と
か
ら
、
就
学
先

を
考
え
、
慶
應
義
塾
に
女
子
を
受
け
入
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『

慶
應
義
塾
百
年
史』

に
は
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
一
〇
年
か
ら
一
三
年
ご
ろ
ま
で
福
沢
自
ら
が
福
沢
家
に
居
住
す
る
女
性
た

ち
を
集
め
て
講
義
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
幼
少
の
女
子
を
幼
稚
舎
生
と
同
じ
教
場
で
教
え

｢

一
時
男
女
共
学
が
行
わ
れ
た｣

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
典
拠
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
石
河
幹
明
著

『

福
沢
諭
吉
伝』

第
三
巻

(

岩
波
書
店
、
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昭
和
七
年)

の
次
の
記
述
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

又
明
治
初
年
世
間
に
未
だ
女
学
校
の
設
け
な
く
女
子
の
就
学
に
不
便
を
感
じ
た
時
代
に
、
先
生
家
の
令
嬢
を
始
め
邸
内
に
住

居
せ
る
も
の
ゝ
夫
人
令
嬢
を
集
め
て
、
先
生
自
か
ら
講
師
と
な
つ
て
講
義
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
幼
少
の
女
子
は
幼
稚
舎

生
と
同
じ
教
場
に
於
て
教
授
し
た
こ
と
も
あ
る
。
先
生
は
児
童
の
教
育
と
共
に
女
子
教
育
に
も
着
手
せ
ら
れ
ん
と
し
た
が
、

塾
の
事
情
の
た
め
に
中
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

但
し
こ
こ
で
は
明
治
初
年
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
〇
年
か
ら
一
三
年
ご
ろ
と
し
て
い
る
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
吉
田
小

五
郎
は
、
昭
和
五
九
年
の
著
作

『
幼
稚
舎
の
歴
史』

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
十
年
前
後
に
わ
ず
か
ば
か
り
女
生
徒
が
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
多
分
正
式
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
明
治
七
年
一
月
か
ら
続
い
て
い
る｢

入
舎
名
簿｣

に
は
一い
っ

切さ
い

女
生
徒
の
名
が
出
て
い
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、｢

勤
怠
表｣

と
か

｢

勤
惰
表｣

と
か
い
う
幼
稚
舎
生
全
部
の
成
績
を
印
刷
し
た
も
の
を
見
る
と
、
福
沢
先
生
の

お
嬢
さ
ん
や
、
先
生
と
懇
意
の
方
々
の
お
嬢
さ
ん
の
名
が
時
々
み
え
ま
す
。
名
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
中
上
川
阿
国
、
福
沢
阿

三
、
福
沢
阿
房
、
黒
田
阿
順
、
松
山
阿
銀
等
。｢

阿
国｣
の

｢
阿｣

は

｢

お｣

と
同
じ
こ
と
で
、
つ
ま
り

｢

お
国｣

で
す
。

そ
れ
に
勤
惰
表
に
は
名
が
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
に

｢

中
沢
お
よ
ね｣

さ
ん
の

｢

受
業
料｣

(

今
は
授
業
料
と
書
き
ま
す
が
、

昔
は
受
業
料
と
も
書
き
ま
し
た)

の
受
取
が
あ
っ
て
、
私
が
お
よ
ね
さ
ん

三
田
通
り
の
豊
前
屋
と
い
う
食
料
品
屋
の
お

ば
あ
さ
ん
、
も
の
知
り
で
お
し
ゃ
べ
り
の
お
ば
あ
さ
ん
で
し
た
が
、

ご
自
身
か
ら
い
た
だ
い
て
、
今
幼
稚
舎
の
お
倉
の
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中
に
大
切
に
し
ま
っ
て
あ
る
筈
で
す
。
つ
ま
り
、
女
生
徒
は
明
治
十
年
か
ら
十
二
年
頃
ま
で
の
話
で
、
そ
の
後
は
、
幼
稚
舎

は
男
子
ば
か
り
の
学
校
に
な
り
ま
し
た

(

�)

。

前
掲
の
勤
惰
表
で
は
中
上
川
国
も
中
沢
よ
ね
も
見
い
だ
せ
な
い
が
、
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
分
の
明
治
一
三
年
九
月
か
ら
一

二
月
期
の
も
の
に
は
欠
損
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分
に
該
当
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
豊
前
屋
は
も
と
も
と
福
沢
が
中
津
か
ら
連

れ
て
き
た
中
沢
周
蔵
の
こ
と
で
、
築
地
鉄
砲
洲
の
中
津
藩
中
屋
敷
時
代
の
慶
應
義
塾
の
図
面
に
も

｢

豊
前
屋
周
蔵｣

の
文
字
が
見

え
る

(

�)

。
中
沢
宛
福
沢
書
簡
も
三
通
残
っ
て
お
り
、『

福
沢
諭
吉
伝』

に
も
登
場
す
る

(

�)

。
江
戸
上
京
後
は
つ
ね
に
福
沢
の
身
近
に
あ
っ

た
人
物
と
い
え
る
。
そ
の
娘
も
共
に
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
富
田
正
文
も

｢

第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
久
し
く
義
塾
の

東
門
前
で
食
料
品
店
を
営
ん
で
い
た
豊
前
屋

(

今
は
な
く
な
っ
た)

に
品
の
い
い
老
媼
が
居
て
、
子
供
の
こ
ろ
塾
の
幼
稚
舎
に
学

ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
昔
話
を
、
私
は
直
接
に
そ
の
老
媼
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
明
治
一
二
年
か
ら
一

四
年
ご
ろ
に
か
け
て
、
福
沢
の
娘
三
人
を
中
心
に
少
な
く
と
も
七
名
の
女
子
が
学
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を

男
女
共
学
の
実
施
と
す
る
に
は
い
さ
さ
か
違
和
感
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
明
治
一
二
・
三
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
和
田
義
郎
宛
福

沢
諭
吉
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

鬱
陶
敷
天
気
ニ
御
座
候
。
益
御
清
安
奉
拝
賀
。
陳
ハ
此
度
ハ
女
子
英
語
学
も
御
始
相
成
、
大
慶
不
過
之
。
就
�
相
願
度
ハ
時

間
之
義
、
可
相
成
ハ
日
本
書
、
習
字
、
画
学
、
英
語
学
共
、
一
切
之
稽
古
を
午
前
ニ
片
付
候
様
被
成
下
度
、
何
れ
之
娘
之
子

も
夫
�
外
ニ
稽
古
事
有
之
、
其
上
ニ
又
遊
も
い
た
し
度
。
可
相
成
ハ
都
合
よ
き
様
致
し
遣
シ
、
い
や
が
ら
ぬ
方
専
一
と
存
候
。

尚
御
考
奉
願
候
。
早
々
頓
首
。
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十
一
月
十
九
日

福
沢

和
田
様
梧
下

(

�)

福
沢
は
女
子
生
徒
の
英
語
学
学
習
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
慶
び
つ
つ
も
、
女
子
生
徒
は
他
の
稽
古
事
も
あ
る
の
で
、｢

日
本
書
、

習
字
、
画
学
、
英
語
学｣

の
全
履
修
科
目
を
午
前
中
で
終
わ
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
申
し
入
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
福
沢

家
の
娘
た
ち
も
、
素
人
音
楽
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
見
る
と
三
味
線
や
長
唄
な
ど
の
習
い
事
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(

�)

。
明
治

一
三
年
七
月
改
訂
の

『
慶
應
義
塾
社
中
之
約
束』
(

学
則
類)

に
よ
れ
ば
、｢

幼
稚
生｣

に
課
せ
ら
れ
た

｢

課
業
ノ
大
略｣

は

｢

英

書

和
漢
書
籍
但
シ
極
少
年
ハ
小
学
普
通
ノ
書
ヨ
リ
始
ム

語
学

算
術

作
文

習
字

画
学

体
操｣

な
の
で

(

�)

、
女
子
生
徒

が
学
ん
で
い
た
の
は
そ
の
ほ
ぼ
半
数
だ
け
に
な
る
。
ま
た
幼
稚
舎
で
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
三
女
し
ゅ
ん
の
回
想

が
あ
る
。女

の
子
は
里
、
房
、
俊
と
三
人
ま
で
幼
稚
舎
に
か
よ
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
幼
稚
舎
は
同
じ
三
田
の
山
に
あ
り
、
姉
妹
が

一
緒
に
習
う
の
で
す
か
ら
、
大
し
て
通
学
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
町
か
ら
通
っ
て
来
る
女
の
子
も
合
せ
て
六
、
七
人

し
か
な
く
、
畳
に
坐
っ
て
和
田
先
生
か
ら
読
み
書
き
を
な
ら
い
ま
し
た
。
母

(

し
ゅ
ん
の
こ
と

筆
者
注)

の
一
番
よ
く
お

ぼ
え
て
い
る
の
は
一
人
の
娘
の
こ
と
で
、
年
は
小
さ
く
な
い
ら
し
い
が
、
口
を
あ
い
て
ば
か
り
い
る
子
が
い
ま
し
た
。
和
田

先
生
が
そ
の
子
の
う
し
ろ
に
ま
わ
り
本
の
字
を
棒
で
さ
し
な
が
ら
読
み
方
を
教
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
ニ
ヤ
ニ
ヤ
す
る
ば
か

り
で
、
ど
う
し
て
も
読
ま
な
い
の
で
先
生
が
叱
っ
て
本
を
棒
で
パ
チ
ン
と
た
た
い
た
ら
、
ワ
ー
と
泣
き
出
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た

(

�)

。
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こ
の
回
想
か
ら
考
え
る
と
男
女
で
教
場
も
別
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
履
修
科
目
数
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
て
、
男
女
共
学

の
実
施
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤

女
学
校
構
想

明
治
二
一

(

一
八
八
八)

年
頃
に
な
る
と
、
福
沢
が
女
学
校
の
設
立
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
と
推
定
さ
れ
る

八
月
一
九
日
付
浜
野
定
四
郎
・
益
田
英
次
宛
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
名
宛
人
の
浜
野
定
四
郎
は
福
沢
と
同
郷
中

津
藩
士
の
子
で
、
元
治
元

(
一
八
六
四)

年
本
格
的
な
学
校
経
営
の
た
め
の
援
助
者
と
し
て
福
沢
に
乞
わ
れ
て
上
京
入
塾
し
た
六

名
の
う
ち
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
中
津
市
学
校
の
校
長
な
ど
を
経
て
、
明
治
一
一
年
慶
應
義
塾
に
戻
り
、
ま
も
な
く
塾
長
に
就
任
し

二
〇
年
一
〇
月
ま
で
務
め
た
。
同
月
か
ら
は
会
計
建
築
長
と
な
り
会
計
主
任
の
任
に
あ
た
っ
た
。
益
田
英
次
は
長
門
国
阿
武
郡
須

佐
の
出
身
で
、
一
〇
年
七
月
慶
應
義
塾
本
科
を
卒
業
し
、
一
四
年
よ
り
慶
應
義
塾
教
員
、
一
九
年
三
月
以
降
は
塾
監
の
職
に
つ
き

在
塾
生
の
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
た
。
福
沢
は
、
慶
應
義
塾
が
二
〇
年
に
学
内
の
制
度
を
改
正
し
た
際

｢

小
泉

(

信
吉)

君
の
温

良
剛
毅｣

｢

浜
野
君
の
精
確
深
識｣

｢

門
野

(

幾
之
進)
君
の
文
才
穎
敏｣

｢

益
田
君
の
友
愛
活
�｣

を
も
っ
て
学
生
を
指
導
す
れ

ば

｢

人
の
子
弟
を
誤
る
こ
と
な
き｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。
そ
の
よ
う
な
立
場
の
二
人
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。

兼
而
申
上
候
通
り
、
此
女
学
校
を
設
立
す
る
ニ
付
、
会
計
之
予
算
ハ
凡
そ
如
何
之
目
的
ニ
候
哉
、
承
知
致
度
。
唯
今
の
家
な

れ
バ
、
凡
そ
幾
名
之
生
徒
を
教
へ
て
、
月
入
何
程
。
雇
入
之
外
国
女
教
師
ニ
費
す
処
何
程
、
日
本
之
教
師
ニ
払
ふ
高
、
其
外

諸
雑
費
を
償
ふ
て
、
果
し
て
足
る
べ
き
や
。
若
し
危
き
事
な
ら
バ
止
メ
ニ
い
た
し
度
、
何
卒
今
一
応
も
二
応
も
、
御
熟
考
奉

慶應義塾における女子教育
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願
候

(

�)

。

兼
ね
て
か
ら
相
談
し
て
い
た
女
学
校
の
設
立
計
画
に
つ
い
て
、
授
業
料
収
入
や
外
国
人
お
よ
び
日
本
人
教
諭
へ
の
給
料
な
ど
予

算
の
概
算
を
求
め
て
い
る
。
継
続
で
き
る
だ
け
の
採
算
が
あ
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
女
学
校
を
設
立
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か

し

｢

若
し
危
き
事｣

な
ら
ば
中
止
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
女
学
校
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
該
当
す
る
よ
う
な
教
育
機
関
の
資
料
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

⑥

フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
に
よ
る
教
育

右
の
女
学
校
構
想
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、
明
治
二
二
、
三
年
頃
の
発
信
と
推
察
さ
れ
る
益
田
英
次
に
宛
て
た
福
沢
の

書
簡
か
ら
、
慶
應
義
塾
初
の
女
性
教
師
と
し
て
英
語
を
教
え
て
い
た
マ
リ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ー
ロ
ッ
トM

arie
von
Fallot

が

慶
應
義
塾
内
で
塾
を
開
き
、
一
〇
名
程
の
女
性
に
英
語
や
ピ
ア
ノ
を
教
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
は

『

慶
應
義

塾
五
十
年
史』

(

明
治
四
〇
年
、
慶
應
義
塾)

に
よ
れ
ば
、｢

明
治
十
五
六
年
よ
り
同
二
十
年
頃
迄
の
教
職
員｣

の
欄
に
名
前
が
あ

り
、｢

自
明
治
二
十
三
年
至
同
四
十
年
三
月
大
学
部
文
学
科
教
師｣

の
欄
で
は
担
当
は
ド
イ
ツ
語
、｢

自
明
治
二
十
三
年
至
同
四
十

年
三
月
普
通
部
教
師｣

で
は
英
語
、｢

自
明
治
七
年
至
同
四
十
年
三
月
幼
稚
舎
教
師｣

の
中
に
も
名
前
が
あ
る

(

�)

。
慶
應
義
塾
か
ら

東
京
府
知
事
高
崎
五
六
に
宛
て
た
任
用
願
は
、
明
治
一
九
年
一
二
月
二
四
日
付
で
、
英
語
教
授
の
た
め
の
雇
い
入
れ
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
際
添
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
履
歴
書
に
よ
れ
ば
、
英
国
に
生
ま
れ
一
六
歳
で
フ
ラ
ン
ス
語
学
習
の
た
め
一
年
間
フ
ラ
ン

ス
に
留
学
し
、
次
に
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
べ
く
渡
独
、
二
年
後
に
ド
イ
ツ
人
と
結
婚
し
て
以
後
一
五
年
を
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
。
生
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年
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
一
九
年
末
で
三
七
歳
で
あ
る

(

�)

。
ド
イ
ツ
人
技
師
の
夫
と
は
死
別
し
、
明
治
二
六
年
頃
に
慶
應
義

塾
大
学
部
文
学
科
の
主
任
教
師
で
あ
っ
た
ア
ー
サ
ー
・
ロ
イ
ド
と
結
婚
し
た
。
明
治
二
五
年
末
に
一
度
退
職
し
た
よ
う
だ
が
、
明

治
三
七
年
の
学
事
報
告
に
よ
る
と
再
び
普
通
部
で
英
語
を
教
え
て
お
り
、
三
八
年
中
に
退
職
し
た

(

�)

。

フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
の
塾
は
、
明
治
二
二
、
三
年
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
四
月
二
一
日
発
信
の
益
田
宛
福
沢
書
簡
に
、
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

毎
�
御
面
倒
之
義
申
上
、
恐
縮
之
至
候
得
共
、
ミ
ス
シ
ス
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
之
事
ニ
付
、
左
之
事
情
を
述
候
。

唯
今
私
共
�
参
候
女
子
之
数
ハ

福中

沢村

お
さ
と

福
沢
お
ふ
さ

同

お
し
ゅ
ん

松
山
お
ぎ
ん

笠
原
お
美
代

以
上
五
名
ハ
大
人
之
部

小
幡
お
長

浜
の
お
た
か

福
沢
お
た
き

同

お
光

笠
原
お
や
す

慶應義塾における女子教育
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以
上
五
名
ハ
子
供
之
部

右
十
人
ニ
�
、
毎
日
二
時
間
之
時
を
イ
ン
ゲ
ー
ジ
致
し
、
月
ニ
四
十
円
を
払
ふ
約
束
な
り
。
然
る
ニ
井
上
氏
之
娘
両
人
を
、

右
十
人
之
内
ニ
加
へ
て
同
時
ニ
教
授
す
る
ハ
、
迷
惑
之
話
な
り
。
且
十
二
人
之
人
数
と
為
り
て
、
二
時
間
と
申
�
�
、
教
授

ニ
不
行
届
を
生
す
る
ハ
自
然
免
か
る
可
ら
ざ
る
勢
な
り
。

先
方
ハ
斯
の
如
き
自
由
を
働
き
な
が
ら
、
此
方
之
ピ
ア
ノ
之
教
授
ニ
半
時
間
を
増
せ
バ
、
為
め
ニ
五
円
を
払
へ
と
云
ひ
、
松

山
の
娘
を
加
れ
バ
、
又
別
ニ
六
円
と
云
ふ
。
随
分
淡
泊
な
ら
ざ
る
も
の
ゝ
如
し
。

若
し
も
其
言
ニ
従
ヘ
バ

四
十
円

二
時
間
教
授

弐
十
円

家
代
と
差
引

五
円

ピ
ア
ノ

お
た
き
之
分
別
段

六
円

松
山
同
断

〆

七
拾
壱
円

之
金
を
払
ふ
も
の
な
り
。
此
外
ニ
塾
ニ
�
而
請
取
る
金
ハ
何
程
な
る
へ
き
や
。
之
が
五
十
円
も
あ
れ
ハ
百
二
十
円
な
り
。
目

下
百
二
十
円
を
出
す
覚
悟
な
れ
バ
、
外
国
へ
注
文
し
て
立
派
な
る
女
教
師
を
得
べ
し
と
存
候
。

右
ニ
付
誠
ニ
恐
入
候
得
共
、
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
�
、
少
し
く
自
省
す
る
様
御
話
し
相
願
度.

既
ニ
四
月
末
ニ
本
塾
が
休
業
と
云
へ
バ
、
女
子
之
教
場
も
止
め
ん
な
ど
申
、
随
分
勝
手
之
事
を
申
居
候
。

以
上
之
次
第
を
述
へ
て
老
生
之
考
ハ
、
井
上
之
娘
を
別
ニ
教
授
す
る
か
、
然
ら
さ
れ
バ
お
た
き
と
松
山
之
娘
之
為
め
ニ
�
、

別
之
金
を
払
は
ず
し
て
、
毎
週
両
度
さ
と
、
ふ
さ
、
し
ゅ
ん
、
た
き
、
ぎ
ん
之
五
名
ニ
教
授
為
致
度
。
彼
れ
が
ピ
ア
ノ
ハ
三
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人
之
積
り
な
り
し
と
云
ふ
ハ
、
今
の
事
な
り
。
此
方
ハ
人
数
を
限
り
た
る
こ
と
な
し
。
大
凡
右
之
事
情
御
含
置
被
下
、
宜
敷

御
話
し
奉
願
候
。
余
ハ
拝
顔
御
話
可
仕
候
得
共
、
一
応
右
之
次
第
申
上
置
候
�
、
後
ニ
御
話
仕
候
方
便
利
と
存
し
、
態
と
走

筆
申
上
候
。
頓
首
。

四
月
廿
一
日

諭
吉

益
田
様

(

�)

こ
の
書
簡
か
ら
推
察
さ
れ
る
塾
の
内
容
は
、
一
日
二
時
間
で
、
教
授
の
科
目
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
当
然
英
語
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
が
あ
っ
た
。
生
徒
は
福
沢
の
五
人
の
娘
を
中
心
に
、｢

大
人
之
部｣

が
五
名
、｢

子
供
之
部｣

が
五
名

で
あ
る
。｢

大
人
之
部｣

の
生
徒
た
ち
を
み
る
と
、
さ
と
は
明
治
一
六
年
に
結
婚
し
翌
年
に
は
長
男
愛
作
が
誕
生
し
て
い
る
。
ふ

さ
は
一
九
年
に
婚
約
し
二
二
年
に
結
婚
、
し
ゅ
ん
も
二
三
年
に
婚
約
し
た
。
笠
原
美
代
は

｢

子
供
之
部｣

笠
原
や
す
の
母
親
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、｢

大
人
之
部｣
は
既
婚
者
か
あ
る
い
は
結
婚
す
る
年
頃
の
生
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。｢

子
供
之

部｣

は
、
た
き
が
九
年
生
れ
で
一
三
、
四
歳
、
み
つ
が
一
二
年
生
ま
れ
で
一
〇
、
一
歳
、
や
す
は
お
そ
ら
く
は
も
う
少
し
年
少
か

と
思
わ
れ
る
。

文
面
か
ら
し
て
こ
の
塾
は
、
フ
ォ
ー
ロ
ッ
ト
の
や
り
方
を
め
ぐ
っ
て
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
が
勝
手

に
受
講
者
を
増
や
し
な
が
ら
法
外
な
報
酬
を
得
る
こ
と
で
、『
福
沢
諭
吉
全
集』

第
一
八
巻
の
書
簡
解
説
に
よ
れ
ば
フ
ァ
ー
ロ
ッ

ト
が
勝
手
に
増
や
し
た｢

井
上
氏
之
娘
両
人｣

は
井
上
馨
の
養
女
ゑ
い
と
み
つ
で
、
二
人
は
ド
イ
ツ
語
を
習
う
た
め
に
フ
ァ
ー
ロ
ッ

ト
の
家
に
下
宿
し
て
い
て
、
英
語
の
授
業
に
も
編
入
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
女
子
へ
の
教
授
で
七
〇

円
以
上
稼
ぎ
、
慶
應
義
塾
の
英
語
の
授
業
で
五
〇
円
の
計
一
二
〇
円
の
収
入
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
四
、
五
年
後
の
明
治
三
六
年

慶應義塾における女子教育
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の
給
与
表
と
比
較
し
て
も
か
な
り
の
高
額
で
あ
る

(

�)

。
福
沢
は
、
勝
手
に
増
や
し
た
生
徒
は
別
に
教
授
す
る
か
、
別
料
金
な
し
で
ピ

ア
ノ
を
五
人
に
教
え
る
か

(

フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
は
、
ピ
ア
ノ
は
三
人
に
教
え
る
分
の
料
金
だ
と
し
て
別
料
金
を
要
求
し
、
福
沢
は
人

数
を
限
っ
て
の
約
束
は
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る)

と
い
う
対
応
を
要
求
し
て
い
る
。

他
に
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
が
、
慶
應
義
塾
が
休
み
な
ら
自
分
も
休
業
に
し
た
い
と
言
い
出
し｢

随
分
勝
手｣

で
あ
る
こ
と
も
問
題
視
さ

れ
て
い
る
。
一
日
二
時
間
と
い
う
短
さ
と
は
い
え
毎
日
で
あ
り
、｢

大
人
之
部｣

｢

子
供
之
部｣

と
わ
か
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
る

と
、
慶
應
義
塾
内
の
女
子
教
育
機
関
と
い
う
位
置
づ
け
も
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
休
業
の
問
題
を
み
る
限
り
で
は
福
沢
は
慶
應
義

塾
の
機
関
と
は
み
な
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
既
婚
者
が
生
徒
に
な
っ
て
い
る
点
で
も
、
女
学
校
構
想
よ
り
は
む
し
ろ
ホ
ア
に

よ
る
教
育
の
後
継
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
塾
は
こ
の
後
も
問
題
を
起
こ
し
、
つ
い
に
閉
鎖
と
な
っ
た
。
五
月
二
日
付
の
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

拝
啓
。
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
�
月
謝
金
ハ
、
今
ニ
払
不
申
。
実
ハ
過
日
御
話
申
上
候
一
条
之
結
末
如
何
ニ
従
て
、
後
之
事
ニ
可

致
と
存
し
然
る
の
み
。
月
の
末
ニ
金
を
払
は
ざ
る
ハ
、
ふ
き
ま
り
之
様
ニ
御
座
候
得
共
、
右
之
次
第
あ
し
か
ら
ず
御
含
、
御

序
之
節
御
談
判
奉
願
候
。
今
後
之
方
向
相
分
る
上
ハ
、
直
ニ
金
子
差
出
候
積
ニ
�
、
用
意
致
候
義
ニ
御
座
候
。
右
拝
顔
可
申

上
之
処
、
今
日
ハ
非
常
之
多
用
ニ
�
不
得
寸
暇
。
略
義
な
か
ら
書
を
以
て
、
早
々
頓
首
。

五
月
二
日

諭
吉

益
田
様

尚
以
、
バ
ン
ホ
ー
レ
ッ
ト
之
家
ニ
居
る
犬
ハ
恐
ろ
し
き
犬
ニ
�
、
子
女
共
毎
度
脅
か
さ
れ
困
り
申
候
。
実
ハ
此
方
�
恐
る
ゝ

気
色
を
現
は
す
ゆ
ゑ
、
然
る
ニ
相
違
な
し
と
存
候
得
共
、
子
供
ニ
申
含
め
て
会
得
せ
し
む
る
ハ
甚
タ
難
し
。
是
れ
も
差
支
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な
く
バ
、
犬
之
方
を
始
末
す
る
様
被
仰
聞
被
下
度
、
数
�
細
事
ま
で
申
上
、
実
ニ
恐
縮
ニ
不
堪
候
得
共
、
何
分
宜
し
く
奉

願
候
。
以
上

(

�)

。

こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
四
月
二
一
日
付
書
簡
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
法
外
な
授
業
料
に
つ
い
て
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
福
沢
は

提
示
し
た
対
応
を
し
な
い
限
り
支
払
い
を
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
尚
書
の
部
分
の
飼
い
犬
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
ラ
ブ
ル
は
こ
の
後

も
続
き
、
五
月
三
一
日
付
の
書
簡
で
は
、
危
険
で
あ
り
子
供
た
ち
が
脅
え
て
い
る
の
に
放
置
し
、
遂
に
逃
げ
る
と
き
に
五
女
み
つ

が
転
ん
で
怪
我
を
し
た
の
で

｢

猶
予
出
来
不
申
候
。
唯
今
よ
り
直
ニ
縛
り
て
、
都
合
出
来
次
第
、
早
々
邸
外
へ
出
し
候
様｣

厳
し

く
伝
え
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。

教
授
の
内
容
と
報
酬
に
つ
い
て
は
、
五
月
七
日
付
の
益
田
宛
書
簡
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

(

前
略)

女
教
師
方
教
授
之
義
、
末
女
み
つ
同
等
之
席
ニ
�
、
別
ニ
若
女
教
師
を
入
れ
さ
る
代
り
ニ
�
、
別
ニ
外
国
二
女
子

を
従
前
之
教
場
ニ
入
度
よ
し
。
実
ハ
此
方
之
所
望
ニ
�
無
之
候
得
共
、
特
ニ
差
支
も
無
之
、
承
知
致
し
候
。
併
し
今
後
教
師

之
都
合
ニ
�
、
日
本
女
子
を
教
場
ニ
加
入
す
る
こ
と
ハ
、
無
用
ニ
御
座
候
。

右
之
次
第
ニ
�
、
受
教
料
ハ
従
前
之
通
ニ
�
苦
し
か
ら
さ
る
よ
し
な
れ
と
も
、
此
事
た
る
や
、
此
方
之
頼
み
候
訳
ニ
無
之
、

教
師
之
便
利
之
為
め
ニ
出
て
し
事
な
れ
バ
、
授
業
料
云
�
ハ
彼
レ
よ
り
恩
き
せ
が
ま
し
く
申
ス
へ
き
限
り
ニ
あ
ら
ず
。
毫
も

彼
レ
ニ
不
便
利
あ
ら
バ
、
此
挙
ニ
及
ふ
を
要
せ
ず
、
従
前
之
約
束
之
通
り
ニ
教
授
し
て
可
な
り
。
唯
�
彼
の
便
利
と
あ
れ
バ
、

此
方
ハ
無
益
之
異
議
を
唱
へ
ざ
る
ま
で
ニ
御
座
候
。
右
之
意
味
宜
し
く
御
通
達
被
下
、
今
後
も
不
都
合
な
き
様
、
深
切
ニ
教

授
被
致
度
、
宜
敷
御
含
奉
願
候

(

後
略

(

�))

慶應義塾における女子教育
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お
そ
ら
く

｢

大
人
之
部｣

｢

子
供
之
部｣

と
い
う
二
ク
ラ
ス
だ
け
で
は
、
習
熟
度
の
異
な
る
生
徒
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
の

で
、
新
た
な
教
師
を
雇
っ
て
み
つ
を
別
に
教
育
す
る
提
案
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
は
外
国
人
の
二
少
女
を
い
れ
て
、

授
業
料
据
え
置
き
で
の
継
続
と
な
っ
た
。
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
は
ま
た
何
か
言
っ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
福
沢
は
今
回
の
こ
と
は
フ
ァ
ー

ロ
ッ
ト
側
か
ら
言
い
出
し
た
こ
と
で
、
外
国
人
の
女
子
で
あ
れ
ば
特
に
問
題
は
な
い
か
ら
許
可
し
た
ま
で
の
こ
と
で
、
授
業
料
の

据
え
置
き
に
つ
い
て
恩
着
せ
が
ま
し
く
言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
、
外
国
人
女
子
二

名
に
は
教
授
の
補
助
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
の
塾
が
い
つ
ま
で
継
続
し
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
益
田
宛
の
福
沢
の
書
簡
で
追
う
限
り
で
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

拝
啓
仕
候
。
陳
ハ
昨
日
御
話
申
上
候
通
り
、
女
教
師
之
義
、
ピ
ア
ノ
も
読
書
も
六
月
限
り
断
り
候
ニ
付
�
�
、
当
月
中
の
稽

古
可
致
筈
ニ
候
得
共
、
ピ
ア
ノ
之
稽
古
ハ
是
れ
ま
で
時
刻
も
間
違
勝
ニ
�
、
却
�
余
計
之
時
を
費
候
次
第
ニ
付
、
約
条
ハ
約

条
之
如
く
し
て
稽
古
ハ
致
す
ニ
及
は
ず
、
休
息
致
呉
候
様
御
申
通
し
相
願
度
。
但
し
読
書
之
方
ハ
約
束
之
通
り
六
月
中
持
続

可
致
、
七
月
一
日
�
一
切
止
メ
ニ
相
成
候
義
ニ
御
座
候
。
実
ハ
教
授
之
芸
二
お
ゐ
て
ハ
好
教
師
な
れ
ど
も
、
双
方
之
情
感
相

通
ぜ
さ
る
も
の
か
、
不
平
少
な
か
ら
ず
、
お
し
む
へ
き
事
ニ
候
。
何
れ
同
人
も
亦
他
之
教
師
ニ
相
成
候
事
も
可
有
之
、
何
卒

誤
な
き
や
う
呉
�
も
所
祈
候

(

後
略

(

�))

こ
れ
は
六
月
一
日
付
で
、
こ
の
時
点
で
は
六
月
末
で
一
切
中
止
と
決
定
し
た
よ
う
で
、｢

教
授
之
芸｣

に
お
い
て
は
よ
い
教
師
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で
あ
る
の
に
、
感
情
の
も
つ
れ
か
ら
惜
し
い
け
れ
ど
も
中
止
の
や
む
な
き
と
い
う
判
断
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
七
月
二

日
付
で
月
謝
か
ら
家
賃

(

フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
が
福
沢
に
払
う
分)

を
差
し
引
い
た
額
三
五
円
を
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
に
支
払
う
よ
う
益
田

に
依
頼
す
る
手
紙
で
は
、
特
に
存
続
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
井
上
の
娘
が
去
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
あ
る

(

�)

。
さ

ら
に
七
月
一
九
日
付
の
書
簡
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
、
娘
た
ち
の
意
思
で
一
転
し
て
継
続
と
な
っ
て
い
る
。

(

前
略)

陳
ば
過
日
来
女
教
師
の
義
に
付
毎
々
御
手
数
を
煩
は
し
候
段
恐
縮
に
不
堪
、
扨
娘
共
と
相
談
致
候
処
、
今
の
教
師

十
分
と
も
思
は
れ
ず
候
得
共
、
さ
し
向
外
に
致
し
方
も
無
之
、
先
づ
従
前
の
通
り
夏
期
後
も
引
続
き
稽
古
致
し
度
と
申
事
に

御
座
候
。
乍
憚
御
序
の
節
右
の
次
第
先
方
へ
御
通
知
奉
願
候

(

後
略

(

�))

明
治
二
三
年
一
〇
月
八
日
付
の
書
簡
で
も

｢

女
教
師
よ
り
又
候
何
か
申
参
候
。
誠
ニ
う
る
さ
き
事
ニ
而
、
御
取
扱
を
願
ふ
も
恐

入
候
得
共
、
宜
し
き
様
御
勘
考
奉
願
候｣
と
あ
る
の
で
、
そ
の
時
点
で
ま
だ
塾
が
継
続
し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。

福
沢
が
考
え
て
い
た
女
子
教
育
は
、
前
述
の
よ
う
に
実
際
に
生
活
の
中
で
役
に
立
つ
こ
と
を
学
ぶ
も
の
で
あ
り
、｢

日
本
婦
人

論｣
(

明
治
一
八
年)
『

日
本
婦
人
論
後
編』

(

同
前)

『
男
女
交
際
論
・
男
女
交
際
余
論』

(

一
九
年)

な
ど
の
著
作
を
み
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
裁
縫
や
料
理
と
い
っ
た
実
務
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
生
活
を
営
む
上
で
の
知
識
見
聞
を
増
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
に
よ
る
英
語
や
ピ
ア
ノ
の
教
授
は
、
い
わ
ゆ
る
お
稽
古
事
の
ひ
と
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

実
際
清
岡
暎
一
が
ま
と
め
た
母
し
ゅ
ん

(

福
沢
三
女)

の
聞
き
書
き
で
は
家
庭
教
師
の
よ
う
に
描
か
れ
、
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
の
後
任

と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
が
や
っ
て
き
た
と
あ
る

(

�)

。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ブ
ラ
ッ
クElizabeth

C
harlotte

B
lack

は
幕
末
に
来
日
し
、Japan

H
erald

の
編
集
者
を
経
て
、『

日
新
真
事
誌』

を
創
刊
し
た
ジ
ョ
ン
・
レ
デ
ィ
ー
・
ブ
ラ
ッ
クJohn

R
eddie

B
lack

の
夫
人
で
明

慶應義塾における女子教育
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治
一
三
年
に
夫
を
亡
く
し
た
あ
と
、
福
沢
家
の
娘
た
ち
を
教
え
る
よ
う
に
な
り

｢

英
語
の
ほ
か
編
物
、
料
理
、
地
理
、
歴
史
な
ど

を
教
え
る
文
字
通
り
の
家
庭
教
師
で
あ
っ
た｣

と
い
わ
れ
て
い
る

(

�)

。
確
か
に
明
治
一
五
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
九
月
八
日
付
浜
野

定
四
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
て
、
雇
い
入
れ
の
契
機
は
娘
三
人

(

さ
と
、
ふ
さ
、
し
ゅ
ん)

へ
の
教

授
で
あ
っ
た
。

(

前
略)

陳
ハ
過
日
一
寸
相
願
置
候
英
語
教
師
之
義
、
ブ
ラ
ッ
ク
之
未
亡
人
。
五
十
余
歳
ニ
�
随
分
教
授
も
出
来
候
よ
し
ニ

付
、
隔
日
即
チ
一
週
間
三
日
、
一
時
半
ツ
ヽ
、
一
月
金
拾
弐
円
と
申
処
ニ
�
、
昨
朝
約
束
仕
候
。
何
れ
拝
眉
万
�
御
話
可
申

上
候
得
共
、
前
条
不
取
敢
申
上
置
候
。
尤
人
数
ハ
拙
宅
之
娘
三
人
と
申
シ
置
候
得
共
、
此
上
も
少
し
金
を
増
し
た
ら
バ
、
勝

手
ニ
相
談
ハ
付
可
申
候

(
後
略

(
�))

し
か
し
な
が
ら
し
ゅ
ん
の
回
想
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
雇
い
入
れ
が
一
三
年
の
夫
の
死
か
ら
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
や
、

フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
の
慶
應
義
塾
へ
の
雇
い
入
れ
は
、
東
京
府
へ
の
届
け
出
か
ら
一
九
年
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
多

少
思
い
違
い
が
あ
る
か
、
ま
た
は
右
に
紹
介
し
た
一
連
の
書
簡
と
は
時
期
が
異
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
福
沢
家
の
私
的
な

家
庭
教
師
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
慶
應
義
塾
か
ら
の
出
金
と
の
兼
ね
合
い
を
問
題
に
し
た
り
、
浜
野
や
益
田
と
い
っ
た
塾
長
や
塾

監
を
介
在
さ
せ
て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く
は
両
名
連
名
宛
で
出
し
た
八
月
一
九
日
付
の
書
簡
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
女
学
校
の
構

想
を
抱
く
な
か
で
、
ま
ず
は
実
の
娘
を
中
心
に
三
田
の
慶
應
義
塾
構
内
に
居
住
す
る
子
女
を
対
象
と
し
て
教
育
方
法
を
模
索
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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二

大
正
期
の
女
子
教
育

そ
の
後
福
沢
存
命
中
に
は
、
女
子
教
育
に
つ
い
て
の
進
展
は
な
か
っ
た
。
慶
應
義
塾
が
女
子
の
受
け
入
れ
を
正
式
に
検
討
し
た

の
は
、
大
正
八

(
一
九
一
九)

年
の
大
学
令
に
基
づ
く
大
学
設
立
認
可
申
請
時
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
は
女
子
入
学
許

可
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
慶
應
義
塾
側
の
意
図
や
文
部
省
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
は
、
湯
川
次
義

『

近
代
日
本
の
女

性
と
大
学
教
育

教
育
機
会
開
放
を
め
ぐ
る
歴
史』
(

不
二
出
版
、
平
成
一
五
年)

に
詳
し
い
。
湯
川
氏
に
提
供
し
た
以
上
の
関

連
資
料
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
湯
川
氏
の
検
証
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
が
、
鎌
田
の
著
作
や
当
時
の
情
勢
を
伝
え

る
若
干
の
資
料
を
加
え
な
が
ら
ま
と
め
た
い
。

慶
應
義
塾
へ
の
女
子
の
入
学
制
限
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も

『

慶
應
義
塾
之
記』

(

慶
応
四
年)

、『

慶
應
義
塾
社
中
之
約
束』

(

明

治
四
年
〜)

を
は
じ
め
、
明
治
二
三
年
に
設
立
さ
れ
た
慶
應
義
塾
大
学
部
の
学
則
で
も
、
学
生
は
男
子
に
限
る
旨
が
明
記
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
も
ち
ろ
ん
女
子
の
入
学
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
大
正
九
年
に
大
学
令
が
公
布
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
帝
国
大
学
以
外
で
あ
っ
て
も
申
請
が
通
れ
ば
、
大
学
と
し
て
公
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
塾
長

鎌
田
栄
吉
は
、
か
ね
て
か
ら
大
学
は
女
子
に
も
門
戸
を
開
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
大
正
二
年
の
著
作

『

教
育
と
実
業』

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

女
子
は
同
権
で
あ
る
け
れ
ど
も
同
種
で
は
な
い
。
権
利
に
お
い
て
は
寸
毫
の
違
ひ
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
い
け
れ
ど
も
、

男
女
の
性
を
異
に
し
て
居
る
だ
け
に
、
男
子
の
長
ず
る
と
こ
ろ
に
し
て
女
子
の
短
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
女
子
の
長
ず
る
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と
こ
ろ
に
し
て
男
子
の
短
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
故
に
男
女
に
よ
つ
て
学
科
も
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
こ
れ

は
総
体
に
就
い
て
い
ふ
話
で
、
全
体
に
は
婦
人
と
し
て
は
比
較
出
来
な
い
こ
と
で
も
、
個
人
と
し
て
は
男
子
よ
り
も
能
く
出

来
る
例
は
幾
ら
も
あ
る
。(

中
略)

女
子
は
成
る
べ
く
家
庭
の
母
と
な
つ
て
多
く
の
子
を
育
て
る
と
い
ふ
こ
と
は
無
論
宜
し

い
が
、
婦
人
に
よ
つ
て
は
又
学
問
を
し
て
さ
う
い
ふ
こ
と
に
身
を
委
ね
て
や
る
と
い
ふ
必
要
も
あ
る
。
医
者
と
な
り
法
律
家

と
な
り
文
学
者
と
な
つ
た
な
ら
ば
、
男
子
が
幾
ら
考
へ
て
も
判
ら
な
い
こ
と
で
婦
人
に
判
る
べ
き
こ
と
が
沢
山
あ
る
。(

中

略)

婦
人
に
も
矢
張
り
平
常
各
方
面
に
お
け
る
専
門
の
学
問
を
教
へ
、
高
等
の
知
識
を
養
は
せ
る
と
い
ふ
こ
と
が
頗
る
大
切

で
あ
る
。(

中
略)
男
女
が
活
動
を
試
み
る
こ
と
に
な
つ
た
な
ら
ば
、
国
の
力
と
い
ふ
も
の
は
倍
に
増
す
訳
だ
か
ら
非
常
に

国
の
進
歩
は
早
く
な
り
は
し
な
い
か
と
考
へ
る

(

�)

。

そ
し
て
女
子
に
対
す
る
高
等
教
育
は
、
女
子
大
学
を
設
立
す
る
の
で
は
な
く
門
戸
の
開
放
と
し
て
行
う
べ
き
だ
と
次
の
よ
う
に

主
張
す
る
。

或
人
は
女
子
の
大
学
を
建
て
る
こ
と
を
論
ず
る
が
私
は
反
対
で
あ
る
。
女
子
の
為
め
に
特
に
大
学
を
建
て
る
と
か
、
高
等
教

育
の
機
関
を
設
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
人
が
経
営
す
る
の
は
随
意
で
そ
の
人
の
好
み
に
委
す
よ
り
仕
方
が
な
い
が
、
国
と

し
て
経
営
し
よ
う
と
い
ふ
が
如
き
そ
ん
な
余
計
な
こ
と
を
許
す
訳
は
な
い
。
然
し
専
門
教
育
の
門
戸
を
婦
人
の
為
め
に
も
開

放
す
る
の
が
当
然
で
あ
る

(

�)

。

ゆ
え
に
申
請
を
控
え
た
八
年
四
月
一
一
日
付
の

『

婦
女
新
聞』

の
取
材
に
応
え
て
、
社
会
は
男
女
両
性
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
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存
続
す
る
も
の
で
あ
り

｢

男
女
は
出
来
う
る
限
り
相
接
近
せ
し
め
て
人
格
の
完
成
を
図｣

る
べ
き
で
、
人
格
的
に
平
等
で
あ
る
女

子
に
も
高
等
教
育
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
女
子
に
高
等
教
育
を
授
け
る
と
賢
母
良
妻
主
義
を
根
柢
か
ら
覆
す
よ
う
に
誤

解
す
る
者
が
あ
り
、
女
性
の
男
性
化
や

｢

生
産
力
の
減
退｣

な
ど
を
憂
う
者
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
賢
母
良
妻
主
義
と
相
容
れ
な

い
と
は
思
わ
な
い
し
、
女
性
が
男
性
と
伍
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
慶
す
べ
き
事
で

｢

生
産
力
の
減
退｣

も
止
む
を
得
な
い

と
思
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
学
生
の
受
け
入
れ
は
、
女
子
に
対
し
特
別
扱
い
を
す
る
の
で
は
な
く

｢

男
子
同
様
に
取
扱
ひ
、
競
争
試
験
を
経
て
入
学
せ
し
め
た
い｣

と
述
べ
て
い
た
。
七
月
一
四
日
付

『

東
京
朝
日
新
聞』

も
塾
長

鎌
田
の
談
話
と
し
て
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

今
度
大
学
部
予
科
規
則
を
改
正
し
た
結
果
、
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
女
子
は
競
争
試
験
の
上
男
子
と
同
様
予
科
一
年
に
入

学
す
る
事
を
得
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
、
然
し
未
だ
文
部
省
の
方
の
指
令
が
な
い
か
ら
確
定
し
た
訳
で
は
な
い
が
何
れ
文

部
省
の
方
で
も
相
当
に
議
論
の
あ
る
事
と
思
は
れ
る
兎
に
角
許
可
さ
へ
あ
れ
ば
来
る
四
月
の
新
学
期
か
ら
実
施
す
る
都
合
で

あ
る
、
要
す
る
に
時
代
の
進
運
に
伴
ひ
修
学
上
男
女
の
区
別
を
撤
廃
し
た
ま
で
こ
れ
が
為
め
に
特
別
の
設
備
も
科
程
も
拵
へ

る
の
で
は
な
い
、
各
科
を
通
じ
て
何
等
男
女
学
生
間
の
区
別
を
設
け
ず
一
様
に
教
へ
る
の
で
あ
る

鎌
田
の
意
見
は
義
塾
内
で
支
持
を
得
、
認
可
申
請
の
た
め
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
学
則
に
は
、
予
科
第
一
学
年
へ
の
入

学
資
格
を
持
つ
者
と
し
て
次
の
よ
う
に

｢

高
等
女
学
校
卒
業
者｣

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

第
四
章
入
学
、
休
学
、
退
学
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(

中
略)

第
十
六
条

予
科
第
一
学
年
ニ
入
学
ス
ル
ヲ
得
ル
者
ハ
本
塾
普
通
部
又
ハ
中
学
校
ノ
第
四
学
年
終
了
者
、
高
等
学
校
尋
常

科
修
了
者
、
高
等
女
学
校
卒
業
者
、
高
等
普
通
学
校
卒
業
者
、
高
等
学
校
入
学
資
格
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
専

(

マ
マ)

門
学
校
入

学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
、
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
、
文
部
大
臣
ニ
於
テ
高
等
学
校
高
等
科
ノ
入
学
ニ
関
シ
指
定
シ
タ

ル
者
、
文
部
大
臣
ニ
於
テ
一
般
ノ
専
門
学
校
ノ
入
学
ニ
関
シ
中
学
校
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
指
定
シ
タ
ル
者

ト
ス

福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
の
学
則
に
は
残
念
な
が
ら
奥
付
が
な
く
、
制
定
の
時
期
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
第

一
二
章
と
し
て
大
正
一
一
年
に
設
け
ら
れ
た
専
門
部
に
関
す
る
学
則
が
ガ
リ
刷
で
加
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
第
一
章
第
四
条
で
も

専
門
部
に
関
す
る
条
項
を
加
え
て
以
下
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
指
示
が
あ
る
が
、
入
学
規
程
に
は
訂
正
が
な
い
。
八
年
八
月
の
認

可
申
請
の
際
に
は
、｢

高
等
女
学
校
卒
業
者｣
を
含
む
学
則
で
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
学
の
予
科
段

階
か
ら
女
子
の
入
学
を
許
可
す
る
制
度
は
、
他
に
類
を
み
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
六
月
三
〇
日
付

『

三
田
新
聞』

で
は
義
塾
の
全

科
が
女
子
志
願
者
に
開
放
さ
れ
る
旨
が
報
じ
ら
れ
、
七
月
一
四
日
付

『

東
京
朝
日
新
聞』

で
も
前
述
の
よ
う
に
、
義
塾
大
学
予
科

が
高
等
女
学
校
卒
業
生
を
試
験
結
果
次
第
で
入
学
さ
せ
る
方
針
で
申
請
す
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。

だ
が
当
時
は
文
部
省
だ
け
で
な
く
教
育
界
全
体
に
お
い
て
も
、
予
科
の
年
齢
で
は
男
女
を
分
離
し
た
教
育
が
望
ま
し
い
と
い
う

意
見
が
根
強
か
っ
た
。
女
子
高
等
教
育
の
あ
り
方
は
、｢

良
妻
賢
母｣
を
標
榜
す
る
家
族
主
義
的
教
育
と
密
接
に
関
係
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
正
四
年
に
文
部
省
の
省
議
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た

｢

大
学
令
要
領｣

に
は
、
大
学
へ
の
入
学
資
格
者

に

｢

高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者｣

が
入
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
臨
時
教
育
会
議
な
ど
で

｢

女
子
高
等
教
育

206



ノ
穏
健
ナ
ル
発
達｣

(

答
申)

が
主
張
さ
れ
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
入
学
は
少
数
の
女
子
に
の
み
、
第
二
次
入
学
資
格
者
と
し
て

特
別
に
許
可
す
る
も
の
と
い
う
方
向
に
変
化
し
た
。

そ
れ
に
沿
っ
て
、
慶
應
義
塾
も
予
科
で
は
男
女
別
の
学
級
を
設
け
る
よ
う
に
と
い
う
通
達
を
受
け
た
。
し
か
し
、
九
月
一
七
日

付『

三
田
新
聞』

が
、
女
子
大
学
生
の
誕
生
が
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
婦
人
問
題
解
決
の
第
一
歩
に
な
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、

制
度
と
し
て
女
子
の
入
学
を
確
立
し
男
女
が
と
も
に
学
ぶ
体
制
づ
く
り
の
た
め
に
も
、
慶
應
義
塾
は
予
科
か
ら
の
共
学
を
主
張
し

た
。
幹
事
の
石
田
新
太
郎
は
、
予
科
に
お
け
る
男
女
別
学
級
は

｢

不
徹
底
な
姑
息
手
段｣

で
、
校
内
至
る
所
で
顔
を
合
わ
せ
る
の

に
教
室
だ
け
別
に
し
て
も
意
味
は
な
く
、
私
立
大
学
が
全
責
任
を
負
っ
て
実
行
し
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら

｢

文
部
省
も
行
ら
せ
る

が
宜
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か｣
と
一
〇
月
三
日
付

『

東
京
朝
日
新
聞』

に
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る
。

だ
が
女
子
の
入
学
は
法
律
上
も
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
ま
ず
予
科
が
準
拠
す
べ
き
は
高
等
学
校
令
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は

｢

男
子
ノ
高
等
普
通
教
育
ヲ
完
成｣
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
令
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
学
令
第
一
三
条
に
は
、
修
業
年
限
三

年
の
予
科
へ
の
入
学
資
格
は
中
学
校
第
四
学
年
修
了
者
を
原
則
と
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

慶
應
義
塾
は
一
二
月
一
九
日
と
二
五
日
に
、
文
部
省
専
門
学
務
局
長
松
浦
鎮
次
郎
の
実
施
審
査
を
受
け
、
こ
の
と
き
の
松
浦
の

コ
メ
ン
ト
は
、
結
果
は
大
体
に
お
い
て
申
し
分
な
い
が
、
女
子
の
入
学
許
可
に
関
し
て
だ
け
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
松
浦
の
個
人
的
見
解
と
し
て
も
、
予
科
で
の
共
学
は
大
い
に
疑
問
で
独
立
し
た
女
子
部
を
作
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
東
北

帝
国
大
学
総
長
時
代
に
女
子
学
生
の
入
学
を
許
可
し
た
臨
時
教
育
委
員
会
委
員
の
沢
柳
政
太
郎
で
す
ら
、
高
等
学
校
段
階
で
は
女

子
に
は
女
子
ら
し
く
裁
縫
や
生
花
な
ど
別
に
学
ぶ
べ
き
学
科
が
あ
っ
て
、
予
科
で
の
共
学
が
認
可
さ
れ
る
の
は
む
ず
か
し
い
で
あ

ろ
う
と
予
想
し
た
。
予
科
段
階
か
ら
の
恒
常
的
な
女
子
学
生
の
入
学
は
、
制
度
と
し
て
高
等
教
育
が
女
子
に
対
し
開
放
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
高
等
教
育
を
う
け
る
女
子
は
あ
く
ま
で
も
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
文
部
省
の
方
針
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
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た
か
ら
で
あ
る
。

九
年
一
月
二
九
日
付

『

三
田
新
聞』

に
掲
載
さ
れ
た
新
設
大
学
予
科
の
概
要
に
は
、
応
募
資
格
に
高
等
女
学
校
卒
業
が
な
く
、

同
年
の『

慶
應
義
塾
総
覧』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
学
学
則
の
予
科
入
学
資
格
規
程
で
も
高
等
女
学
校
卒
業
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

一
月
一
八
日
付

『

婦
女
新
聞』

に
よ
れ
ば
、
九
年
に
入
っ
て
文
部
省
か
ら
女
子
の
入
学
は
現
行
法
規
の
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
の
通
達
を
受
け
、
義
塾
は
女
子
を
除
く
計
画
で
申
請
し
た
。
同
日
付

『

時
事
新
報』

は

｢

慶
早
昇
格
未
決｣

の
見
出
し
で
後
の

基
準
と
な
る
た
め

｢
充
分
審
議
の
要
あ
り｣

と
さ
れ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
女
子
の
受
け
入
れ
を
断
念
し
た
こ
と
で
、
二
月
五

日
に
認
可
は
お
り
た
。
女
子
教
育
に
固
執
す
る
よ
り
、
大
学
令
に
よ
る
大
学
と
し
て
認
可
を
受
け
る
こ
と
を
優
先
し
た
と
い
え
る
。

女
子
教
育
の
開
始
に
は
、
大
き
な
期
待
が
抱
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
豊
福
伊
太
郎
著

『

三
田
っ
子
に
な
る
ま
で』

(

三
田
書

房
、
大
正
九
年
一
月
二
五
日
発
行)
に
は
、｢

十
一
、
新
大
学
令
と
義
塾
の
男
女
共
学
を
論
ず｣

の
一
章
が
設
け
ら
れ
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。

我
が
慶
應
義
塾
で
は
此
の
新
大
学
令
に
適
応
す
る
た
め
総
て
の
準
備
を
今
や
悉
く
終
え
三
田
山
上
に
三
層
楼
の
大
校
舎
新
設

の
計
画
も
既
に
成
り
、
剰
え
他
校
に
率
先
し
て
大
学
部
に
女
子
入
学
の
件
を
出
題
し
其
の
許
可
は
殆
ん
ど
決
定
的
の
事
実
と

な
つ
て
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
愈
々
来
る
大
正
九
年
度
よ
り
実
施
す
る
事
に
な
つ
た
、
斯
く
し
て
名
実
共
に
帝
国
大
学
と
相

対
立
し
日
本
最
初
の
私
立
綜
合
大
学
と
し
て
天
下
に
其
の
名
を
謳
歌
す
る
事
に
な
る
の
だ
。

殊
に
男
女
共
学
の
制
度
を
採
用
し
た
事
は
、
従
来
の
我
国
の
経
歴
に
依
つ
て
見
れ
ば
一
大
英
断
で
あ
る
と
同
時
に
学
界
の

一
刷
新
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
慶
應
に
遠
き
将
来
を
見
る
の
明
な
る
事
を
知
ら
ざ
る
世
人
が
、
此
の
挙
を
見
れ
ば
必

ず
や
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｢

慶
應
は
余
り
に
新
し
が
り
過
ぎ
る｣

と

云
ふ
に
違
ひ
な
い
、
其
の
証
拠
に
は
現
に
先
年
牧
田
某
女
史
が
東
北
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
折
、
世
人
は
日
本
最
初
の
理
学

士
と
な
り
と
云
つ
て
恰
も
一
個
の
牧
田
女
史
な
る
者
を
目
し
て
国
宝
か
の
様
に
珍
重
し
騒
ぎ
立
て
た
で
は
な
い
か
、
此
の
事

実
を
見
て
も
未
だ
日
本
が
文
化
の
実
質
的
に
於
て
欧
米
の
そ
れ
に
劣
つ
て
ゐ
る
か
が
分
る
、
殊
に
我
が
福
沢
先
生
が
三
十
年

前
既
に
発
表
せ
ら
れ
た
主
張
の
真
味
を
今
日
初
め
て
理
解
し
今
更
の
様
に

｢

先
生
は
偉
い
人
だ
っ
た｣

と
云
ふ
に
至
つ
て
は

自
ら
自
己
の
愚
昧
な
る
事
を
表
明
す
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

斯
る
調
子
の
世
人
の
事
だ
か
ら
慶
應
が
今
回
女
子
の
為
め
に
其
の
門
戸
を
開
放
す
る
の
事
実
に
対
し
て
尚
早
説
を
以
つ
て

反
対
説
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
、
け
れ
共
心
あ
る
人
士
は
―
少
く
共
先
見
の
明
あ
る
士
は
絶
大
な
る
賛
辞
を
呈
す
る
に
躊
躇
し

な
い
筈
で
あ
る
。(

中
略)

か
く
し
て
吾
人
は
我
が
慶
應
義
塾
が
日
本
最
初
の
私
立
綜
合
大
学
と
し
て
そ
の
特
色
と
功
績
と
を
天
下
に
誇
る
の
日
及
び

数
年
を
出
ず
し
て
女
経
済
学
士
女
法
学
士
が
相
前
後
し
て
我
母
校
の
門
を
出
づ
る
日
が
来
る
事
を
予
言
し
て
憚
ら
ぬ

(

�)

。

慶
應
義
塾
が
世
間
に
先
鞭
を
つ
け
女
子
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
を
誇
ら
し
く
語
り
、
数
年
を
経
ず
し
て
義
塾
出
身
の
女
経
済
学

士
や
女
法
学
士
が
誕
生
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
慶
應
義
塾
が
女
子
学
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
期
待
が
裏
切
ら
れ
て
、
三
月
二
一
日
付

『

三
田
新
聞』

は
、｢

男
女
共
学
は
時
代
の
要
求｣

で
あ
り
工

場
や
商
店
で
は
男
女
共
同
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拒
否
さ
れ
る
の
は

｢

学
生
々
活
を
侮
辱
し
て
居
る｣

と
憤

り
、
九
月
二
二
日
付
で
は
義
塾
の
女
子
教
育
が
頑
迷
な
文
部
省
当
局
の

｢
天
保
銭
的
頭
脳｣

を
も
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
と
嘆
い
て
い

る
。
六
月
二
五
日
付『

東
京
朝
日
新
聞』

は
、
文
部
省
の
た
め
に
抹
殺
さ
れ
て｢
新
曙
光｣

が
闇
か
ら
闇
へ
葬
ら
れ
た
と
書
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
文
部
省
の
実
施
審
査
を
う
け
た
あ
と
、
慶
應
義
塾
で
削
除
指
示
に
抵
抗
し
て
女
子
へ
の
門
戸
開
放
を
主
張
す
べ

く
議
論
な
ど
を
行
っ
た
形
跡
は
な
い
。
た
と
え
ば
評
議
員
会
は
、
大
正
八
年
一
二
月
の
実
地
審
査
の
前
に
開
か
れ
、
実
地
審
査
後

初
の
会
合
は
二
月
五
日
の
認
可
後
の
一
七
日
で
、
大
学
令
に
よ
る
認
可
が
お
り
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
学
事

評
議
会
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
予
科
か
ら
の
共
学
に
つ
い
て
、
全
責
任
を
負
っ
て
実
行
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
認
め
る

べ
き
だ
と
強
く
主
張
し
て
い
た
石
田
新
太
郎
は
、
九
年
一
月
二
一
日
付

『

時
事
新
報』

で
高
等
女
学
校
四
年
修
了
生
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
大
正
九
年
三
月
号

『

三
田
評
論』

に
寄
せ
た
認
可
を
う
け
て
の

｢

義
塾
教
育
に

関
す
る
卑
見｣

の
中
で
、
女
子
の
入
学
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い

(

�)

。

三

昭
和
期
の
女
子
教
育

①

文
学
部
お
よ
び
戦
中
の
門
戸
開
放
計
画

福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵

｢

昭
和
三
年
十
月
以
降

教
授
会
議
決
議
録｣

に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
一

(

一
九
三
六)

年
二
月
二
一

日
の
文
学
部
教
授
会
で
、
女
子
学
生
の
受
入
を
含
む
学
則
改
正
案
が
議
決
さ
れ
た
。
大
学
令
に
よ
る
大
学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
後
の

入
学
資
格
に
つ
い
て
、
時
代
に
あ
わ
せ
て
広
げ
る
必
要
が
論
じ
ら
れ
、
専
門
学
校
卒
業
者
や
中
等
教
員
免
許
状
所
有
者
、
女
性
、

外
国
人
な
ど
の
受
入
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
則
第
七
二
条
の
欠
員
が
あ
っ
た
場
合
の
入
学
資
格
の
規
定
に
文
学
部
は

｢

女

子
ニ
シ
テ
専
門
学
校
令
ニ
依
ル
学
校
卒
業
者
及
之
ト
同
等
以
上
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者｣

を
加
え
る
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
残
念
な

が
ら
、
こ
の
改
革
案
は
塾
長
小
泉
信
三
の
外
遊
な
ど
も
あ
っ
て
延
期
さ
れ
、
女
子
学
生
の
受
入
に
つ
い
て
は
実
現
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
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ま
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
中
に
は
、
学
徒
出
陣
な
ど
に
よ
る
学
生
数
の
減
少
を
受
け
て
授
業
料
収
入
が
減
少
し
た
た
め
、
財
政

を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
、
女
子
学
生
の
受
入
が
検
討
さ
れ
た
。
一
九
年
六
月
八
日
の
常
任
理
事
会
に
お
い
て
、｢

女
子
を
大
学
学

部
に
入
学
せ
し
む
る
件｣

に
つ
い
て
文
部
省
の
見
解
を
た
だ
す
こ
と
を
決
め
、
同
月
二
六
日
の
文
学
部
教
授
会
記
録
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

一

補
欠
入
学
の
件

女
子
の
入
学
に
関
し
大
学
課
長
に
訊
し
た
る
所
に
依
れ
ば
、
新
規
に
男
女
共
学
は
許
さ
ぬ

(

明
治
・
立
大
は
既
得
権)

。
然

し
慶
應
義
塾
大
学
は
学
則
に
依
れ
ば
男
子
の
み
と
規
定
な
し
。
女
子
も
良
か
ろ
う
。
然
し
監
督
課
長
に
訊
し
て
欲
し
い
。
剣

持
課
長
に
山
本

(

敏)

君
よ
り
交
渉
す
る
筈

(

�)

。

②

聴
講
制
度

大
正
九

(

一
九
二
〇)

年
以
降
、
日
本
大
学
の
よ
う
に
女
子
学
生
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
学
は
、
官
立
私
立
を
問
わ

ず
増
え
て
い
っ
た
が
、
慶
應
義
塾
で
は
昭
和
二
一

(
一
九
四
六)

年
ま
で
聴
講
生
の
資
格
に
留
ま
っ
た
。
女
子
聴
講
生
は
一
三
年

に
一
人
を
受
け
入
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
四
年
一
名
、
一
六
年
二
名
、
一
七
年
一
名
、
一
八
年
二
名
、
一
九
年
一
名
、
二
〇
年

一
名
の
計
九
名
が
学
ん
だ
。
前
述
の
よ
う
に
、
義
塾
の
大
学
学
則
に
は
女
子
の
入
学
を
禁
止
す
る
条
項
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し

正
規
の
学
生
と
し
て
の
入
学
計
画
が
進
ま
な
か
っ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
女
子
も
男
子
同
様
に
予
科
を
受
験
し
成
績
次
第
で
入
学

す
る
と
い
う
男
女
同
等
で
の
制
度
化
を
目
指
し
た
た
め
で
あ
り
、
他
校
の
よ
う
に
、
男
子
学
生
選
抜
後
に
定
員
に
余
裕
が
あ
る
場

合
に
補
欠
と
し
て
女
子
を
入
学
さ
せ
る
と
い
う
方
式
を
と
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
予
科
か
ら
の
入
学
は
、
相
変
わ
ら
ず
中
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等
教
育
に
関
連
す
る
法
の
壁
に
阻
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

③

旧
制
大
学
女
子
学
生

女
子
の
慶
應
義
塾
へ
の
正
式
な
入
学
は
、
二
一

(

一
九
四
六)

年
四
月
か
ら
始
ま
っ
た
。
最
初
の
卒
業
生
は
、
資
格
試
験
の
結

果
正
規
の
学
生
と
し
て
編
入
し
た
聴
講
生
で
あ
っ
た
た
め
、
文
学
部
を
二
一
年
度
に
卒
業
し
た
一
名
に
な
る
。
こ
の
卒
業
生
は
旧

制
大
学
の
卒
業
に
な
る
。
教
育
基
本
法
に
基
づ
く
学
校
教
育
法
に
よ
る
新
制
大
学
は
、
二
四
年
度
か
ら
発
足
し
、
発
足
に
あ
た
っ

て
は
第
三
学
年
ま
で
を
募
集
し
た
の
で
、
新
制
大
学
に
お
け
る
第
一
回
卒
業
生
は
二
五
年
の
卒
業
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
入
学
・

卒
業
し
た
女
子
学
生
は
旧
制
大
学
の
入
学
卒
業
と
な
る
。
二
一
年
四
月
に
最
初
に
入
学
し
た
女
子
学
生
は
九
名
で
、
文
学
部
国
文

科
三
名
、
英
文
科
四
名
、
経
済
学
部
一
名
、
法
学
部
政
治
学
科
一
名
で
あ
っ
た
。
法
学
部
法
律
学
科
に
は
入
学
生
が
な
く
、
最
初

の
法
学
部
入
学
生
は
二
二
年
度
の
一
名
、
翌
年
に
は
三
名
の
入
学
生
が
あ
っ
た
。
初
期
の
入
学
生
に
は
の
ち
慶
應
義
塾
の
教
員
に

な
っ
た
人
物
も
多
く
、
二
一
年
度
文
学
部
英
文
科
入
学
の
伊
丹
レ
イ
子
、
二
二
年
度
法
学
部
法
律
学
科
入
学
の
人
見
康
子
、
翌
年

度
同
科
入
学
の
中
谷
瑾
子
、
米
津
昭
子
の
諸
氏
等
で
あ
る
。
二
三
年
度
旧
制
大
学
の
入
学
者
が
、
二
五
年
九
月
に
旧
制
度
最
後
の

卒
業
生
と
な
っ
た
。

初
期
の
女
子
学
生
の
特
徴
は
、
五
年
制
の
旧
制
女
学
校
を
卒
業
後
、
さ
ら
に
現
在
は
女
子
大
学
と
な
っ
て
い
る
が
当
時
の
規
程

で
は
専
門
学
校
で
あ
っ
た
東
京
女
子
大
学
や
日
本
女
子
大
学
、
実
践
女
子
専
門
学
校
、
恵
泉
女
子
専
門
学
校
、
聖
心
女
子
学
院
専

門
学
校
と
い
っ
た
学
校
を
卒
業
し
て
入
学
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
正
確
な
数
は
未
調
査
だ
が
、
教
職
経
験
の
の
ち
入
学
し
て
い
る

例
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
慶
應
婦
人
三
田
会
の
研
究
会
で
あ
る

｢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｆ｣

で
は
、
戦
後
す
ぐ
に
女
子
学
生
で
あ
っ
た

方
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
、
冊
子
を
作
成
し
て
い
る

(

�)

。
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④

新
制
大
学
女
子
学
生

昭
和
二
五

(

一
九
五
〇)

年
度
に
新
制
大

学
と
し
て
第
一
回
目
の
女
子
卒
業
生
を
送
り

だ
し
た(

二
五
年
度
は
新
旧
並
存
し
て
い
る)

。

表
１
は
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
永
沢
邦
男

旧
蔵
資
料
中
の

｢

中
等
部
女
子
高
に
於
け
る

女
子
入
学
者
数
に
関
す
る
資
料｣

綴
に
あ
っ

た
デ
ー
タ
よ
り
作
成
し
た
昭
和
二
三
年
度
か

ら
二
八
年
度
ま
で
の
男
女
の
学
生
数
お
よ
び

二
五
年
度
の
学
部
別
詳
細
で
あ
る
。
ま
た
表

２
は

『

慶
應
義
塾
年
鑑』

よ
り
作
成
し
た
新

制
大
学
に
な
っ
て
か
ら
の
女
子
卒
業
生
の
数

で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
の
暉
峻
康
隆
教
授
が

｢

私
立
大
学
の
文
学
部
は
女
子
学
生
に
占
領

さ
れ
、
今
や
花
嫁
学
校
化
し
て
い
る｣

と
発

言
し
、
女
子
学
生
亡
国
論
が
起
っ
た
の
は
昭

和
三
六
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
確
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表１－１ 昭和23－８年度女子学生割合

新 制 大 学 旧 制 大 学

女子学生数 男女学生総数 ％ 女子学生数 男女学生総数 ％

昭和23年度 69 5160 1.3

昭和24年度 47 5731 0.8 89 4625 1.9

昭和25年度 148 7925 1.9 38 2869 1.3

昭和26年度 235 8940 2.6

昭和27年度 347 9640 3.6

昭和28年度 478 10052 4.8

表１－２ 昭和25年度学部別内訳

新 制 大 学 旧 制 大 学

学部別 学生総数 男子学生数 ％ 女子学生数 ％ 学生総数 男子学生数 ％ 女子学生数 ％

文学部 1032 929 90.0 103 10.0 285 259 90.9 26 9.1

経済学部 3482 3452 99.1 30 0.9 1177 1171 99.5 6 0.5

法学部 2725 2711 99.5 14 0.5 652 646 99.1 6 0.9

医学部 ― ― ― ― ― 589 589 100.0 0 0.0

工学部 686 685 99.9 1 0.1 166 166 100.0 20 0.0

計 7925 7777 98.1 148 1.9 2869 2831 98.7 38 1.3
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総合政策学部 環境情報学部 看護医療学部 合計 通信教育課程 総計

17 17
21 4 25
21 8 29
73 8 81
93 9 102
110 17 127
128 16 144
146 26 172
138 15 153
164 19 183
174 15 189
231 27 258
320 25 345
412 43 455
402 41 443
532 44 576
615 49 664
604 67 671
711 47 758
703 57 760
773 54 827
733 81 814
589 67 656
603 63 666
733 66 799
877 53 930
711 49 760
676 58 734
650 69 719
746 52 798
793 70 863
753 75 828
757 77 834
778 96 874
849 91 940
914 101 1015
964 103 1067
965 124 1089
1101 120 1221
1038 96 1134
1165 139 1304
1199 154 1353
1232 145 1377

137 162 1524 183 1707
130 155 1615 211 1826
187 188 1670 244 1914
172 194 1614 273 1887
215 178 1756 234 1990
229 160 1836 221 2057
211 161 1835 262 2097
173 152 1802 216 2018
199 163 1879 215 2094
175 152 1943 225 2168
185 167 1980 220 2200
186 188 90 2076 214 2290
169 212 93 2080 181 2261
188 186 99 2136 206 2342
2556 2418 282 50960 5645 56605
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表２ 新制大学女子卒業生数

文学部 経済学部 法学部 商学部 医学部 理工学部法律学科 政治学科
昭和25 11 4 2
昭和26 15 2 1 3
昭和27 12 7 2
昭和28 51 16 5 1
昭和29 68 11 11 3
昭和30 86 15 5 3 1
昭和31 74 31 16 5 2
昭和32 85 31 21 5 4
昭和33 75 26 21 8 8
昭和34 100 27 18 12 3 4
昭和35 95 31 15 13 14 2 4
昭和36 162 32 15 5 10 4 3
昭和37 246 28 13 3 19 5 6
昭和38 334 21 17 7 21 5 7
昭和39 312 26 24 3 22 6 9
昭和40 420 25 32 14 23 9 9
昭和41 466 26 51 31 26 5 10
昭和42 476 28 40 20 27 4 9
昭和43 569 32 41 29 27 6 7
昭和44 532 33 49 39 29 10 11
昭和45 581 35 56 35 44 7 15
昭和46 496 43 72 41 59 7 15
昭和47 388 31 51 39 56 9 15
昭和48 392 49 56 46 32 3 25
昭和49 474 44 79 67 38 6 25
昭和50 521 50 129 117 30 7 23
昭和51 442 52 106 53 24 8 26
昭和52 395 55 103 58 28 5 32
昭和53 392 56 81 57 22 8 34
昭和54 452 67 83 70 34 6 34
昭和55 491 73 100 71 17 7 34
昭和56 455 71 98 66 25 9 29
昭和57 452 68 116 62 21 7 31
昭和58 476 64 102 70 18 7 41
昭和59 448 77 121 95 19 8 81
昭和60 469 78 112 109 38 11 97
昭和61 525 71 118 91 48 6 105
昭和62 447 71 131 139 63 12 102
昭和63 520 80 161 130 85 10 115
平成元 461 94 155 144 76 8 100
平成２ 473 85 209 191 83 12 112
平成３ 508 104 153 204 91 11 128
平成４ 502 121 188 194 107 11 109
平成５ 477 115 189 194 111 10 129
平成６ 560 126 196 208 114 12 114
平成７ 556 137 188 149 134 7 124
平成８ 489 127 201 167 141 14 109
平成９ 543 119 196 182 178 14 131
平成10 514 193 217 190 172 12 149
平成11 577 168 202 187 170 19 140
平成12 561 136 222 227 184 17 130
平成13 518 144 223 255 203 15 159
平成14 525 236 204 231 254 21 145
平成15 542 218 218 244 227 20 159
平成16 499 214 222 244 247 13 173
平成17 516 235 222 239 231 18 145
平成18 519 243 234 258 248 14 147
合計 22345 4402 5911 5330 3890 464 3362



か
に
そ
の
こ
ろ
は
年
間
一
〇
〇
人
近
く
増
加
し
、
特
に
文
学
部
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤

一
貫
教
育
校
に
お
け
る
女
子
教
育
お
よ
び
男
女
共
学
教
育

慶
應
義
塾
で
は
新
制
中
学
校
と
し
て
中
等
部
を
新
設
、
共
学
に
よ
る
教
育
を
開
始
し
た
。
文
部
省
が
定
め
た
新
学
制
は
原
則
と

し
て
共
学
で
あ
っ
た
が
、
私
立
学
校
に
対
し
て
は
強
制
す
る
意
図
は
な
く
各
校
に
選
択
の
自
由
が
あ
っ
た
。
慶
應
義
塾
で
は
、
創

立
者
で
あ
る
福
沢
諭
吉
が
女
性
の
地
位
向
上
に
尽
力
し
前
述
の
よ
う
に

｢

日
本
婦
人
論｣

『

男
女
交
際
論』

な
ど
の
著
作
を
著
し

た
伝
統
や
、
新
学
制
の
精
神
に
共
鳴
し
て
他
に
率
先
し
て
実
施
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
間
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

中
等
部
教
員
が
昭
和
二
五(
一
九
五
〇)

年
に
ま
と
め
た『

男
女
共
学
と
そ
の
導
き
方』

に
詳
し
い
。

共
学
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
格
的
に
は
慶
應
義
塾
で
初
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
学
習
方
法
や
男
女
の
員
数
比
な
ど
研
究

課
題
も
多
く
、
自
由
学
園
教
授
と
し
て
共
学
教
育
の
経
験
が
あ
る
文
学
部
講
師
森
馨
と
法
学
部
教
授
清
岡
暎
一
の
二
名
を
中
心
に

委
員
会
を
結
成
し
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、｢

男
女
を
全
く
平
等
に
教
育
し
、
男
女
相
互
の
間
に
理
解
と
尊
敬
の
念
を
高
め
、

相
協
力
し
せ
し
め
る｣

目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
六
年
が
か
り
で
男
女
別
ク
ラ
ス
か
ら
混
合
ク
ラ
ス
へ
移
行
す
る
な
ど
、
男
女
共

学
を
漸
進
的
に
行
い
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
や
、
そ
し
て
男
女
間
の
正
し
い
交
際
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
育
成
す
る
こ
と
を
基
本
方
針

と
し
た

(

�)

。

中
等
部
に
一
年
遅
れ
、
幼
稚
舎
に
お
い
て
も
二
三
年
度
よ
り
女
子
児
童
の
入
学
を
認
め
た
。
ま
た
女
子
高
等
学
校
の
設
置
は
中

等
部
卒
業
生
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
昭
和
二
五
年
一
月
一
六
日
付
の
慶
應
義
塾
女
子
高
等
学
校
設
置
認
可
申
請
書
に
は
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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設
置
理
由

本
塾
中
等
部
は
曩
に
男
女
共
学
を
実
施
し
昭
和
二
十
二
年
入
学
の
女
生
徒
は
昭
和
二
十
五
年
三
月
を
以
て
卒
業
、
高
等
学
校

に
進
学
す
る
こ
と
と
な
る
が
義
塾
の
方
針
た
る
一
貫
教
育
上
又
父
兄
の
要
望
も
あ
る
に
鑑
み
之
等
女
生
徒
を
収
容
す
べ
き
女

子
高
等
学
校
を
別
記
設
置
要
領
に
よ
り
設
置
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

設
置
要
領

一
、
目
的

本
校
は
慶
應
義
塾
の
教
育
方
針
に
則
り
高
等
普
通
教
育
を
施
し
特
に
気
品
の
高
い
女
性
の
養
成
を
目
的
と
す
る

設
置
目
的
は
当
初

｢

本
塾
創
立
者
福
沢
諭
吉
の
精
神
た
る
智
徳
気
品
共
に
高
き｣

女
性
と
な
っ
て
い
た
が
、
申
請
時
に
は
削
除
さ

れ
て
い
る

(

福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵

｢
昭
和
二
十
五
年
一
月

女
子
高
等
学
校
関
係｣

綴)

。

四

職
業
教
育
・
特
殊
教
育

①

医
学
部
付
属
看
護
婦
産
婆
養
成
所
・
厚
生
女
子
学
院

慶
應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育
に
は
、
期
せ
ず
し
て
二
つ
の
流
れ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
教
育
と
は
別
に
、
直
接

的
に
職
業
と
結
び
つ
く
狭
い
意
味
で
の
実
学
教
育
が
あ
っ
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
慶
應
義
塾
衣
服
仕
立
局
な
ど
は
、
こ
の
範
疇
に
入

る
と
い
え
よ
う
。
大
正
年
間
に
な
る
と
、
医
学
部
の
設
立
を
う
け
て
七

(
一
九
一
八)

年
四
月
に
は
医
学
部
附
属
看
護
婦
養
成
所

が
設
立
さ
れ
た
。
更
に
一
一
年
四
月
に
は
医
学
部
附
属
産
婆
養
成
所
も
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
定
数
や
修
業
年
限
の
変
更

慶應義塾における女子教育
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な
ど
を
行
い
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
は
時
局
に
鑑
み
、
戦
歿
者
遺
族
救
援
の
た
め
の
特
設
看
護
婦
産
婆
養
成
所
を
設

け
、
ま
た
繰
り
上
げ
卒
業
を
行
い
就
業
年
数
が
短
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
産
婆
専
修
科
を
設
け
夜
間
特
別
授
業
を

行
っ
た
。
二
〇
年
四
月
に
は
医
学
部
附
属
看
護
婦
産
婆
養
成
所
と
な
っ
た
が
、
戦
後
二
五
年
に
保
健
婦
・
助
産
婦
・
看
護
婦
養
成

所
規
則
に
基
づ
き
厚
生
女
子
学
院
が
誕
生
し
た
。
さ
ら
に
六
三
年
看
護
短
期
大
学
が
開
校
し
厚
生
女
子
学
院
は
そ
の
役
目
を
終
え
、

看
護
短
期
大
学
は
平
成
一
五

(

二
〇
〇
三)

年
度
慶
應
義
塾
大
学
看
護
医
療
学
部
と
な
っ
た
。
看
護
短
期
大
学
以
降
は
、
男
子
の

入
学
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

②

慶
應
義
塾
外
国
語
学
校

そ
の
他

ま
た
直
接
の
職
業
教
育
で
は
な
い
が
、｢

単
な
る
時
局
場
当
り
の
速
成
主
義
で
な
い｣

教
育
を
う
た
い
、
昭
和
一
七
年
一
〇
月

に
語
学
研
究
所
附
属
施
設
と
し
て
開
設
さ
れ
た
外
国
語
学
校
は
、
入
学
資
格
を
中
学
四
年
修
了
程
度
と
し
て
お
り
、｢

女
子
語
学

研
究
所
練
習
生｣

と
し
て
女
子
学
生
を
受
け
入
れ
た
。
男
子
学
生
と
同
様
の
教
育
で
あ
っ
た
が
、｢

当
時
の
中
学
以
上
に
は
男
女

共
学
と
い
う
風
習
が
無
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
一
般
に
遠
慮
し
て｣

付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
た
。
戦
後
ま
で
は
男
子
ク
ラ
ス
と
女

子
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
い
た

(

�)

。

他
に
戦
争
中
に
亜
細
亜
研
究
所
に
、｢

研
究
生
兼
書
記｣
と
し
て
一
〇
名
の
女
性
が
所
属
し
て
い
た
こ
と
が

『

三
田
評
論』

五

四
九
号

(

昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
一
月
合
併
号)

掲
載
の

｢

義
塾
亜
細
亜
研
究
所
に
就
て｣

の
記
事
よ
り
判
明
す
る
。
こ
の
研
究

生
の
実
態
は
不
明
で
あ
り
、
勤
労
動
員
を
の
が
れ
る
た
め
の
所
属
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

218



五

結

語

明
治
維
新
後
、
男
女
に
上
下
軽
重
の
別
は
な
い
と
主
張
し
た
福
沢
諭
吉
は
、
知
識
見
聞
を
深
め
智
徳
を
増
す
た
め
に
女
子
教
育

は
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
学
校
教
育
と
い
う
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
。

明
治
期
に
女
子
教
育
の
先
鞭
は
、
外
国
人
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
福
沢
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ

て
は
生
活
必
需
の
知
識
や
技
術
と
い
う
よ
り
も
趣
味
的
な

(

福
沢
の
言
葉
で
い
え
ば

｢

玩
具
に
等
し
き｣)

学
習
が
中
心
に
な
っ

た
。
福
沢
は
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ

｢

日
本
婦
人
論｣

『

日
本
婦
人
論
後
編』

や

『

男
女
交
際
論』

な
ど
の
著
作
に
表
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
人
間
交
際
と
い
う
社
会
生
活
の
な
か
で
養
っ
て
い
く
智
徳
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
最
晩
年
の
著
作
で

あ
る

『

女
大
学
評
論
・
新
女
大
学』
に
お
い
て
も
、｢

学
問
の
教
育
に
至
り
て
は
女
子
も
男
子
も
相
違
あ
る
こ
と
な
し｣

と
述
べ
、

女
子
社
会
に
も
経
済
思
想
と
法
律
思
想
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

｢

高
尚
の
門｣

に
い
れ
ろ
と
い
う
こ
と

で
は
な
く

｢

文
明
普
通
の
常
識
を
得
せ
し
め
ん｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

(

�)

。

ま
た
学
校
を
場
と
す
る
教
育
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
六
年
に
は
女
子
の
た
め
の
学

校
が
試
み
ら
れ
、
一
〇
年
代
に
は
幼
稚
舎
へ
女
子
生
徒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
、
さ
ら
に
明
治
二
二
、
三
年
ご
ろ
に
は

再
び
女
学
校
を
設
立
し
よ
う
と
、
慶
應
義
塾
の
教
員
で
会
計
や
学
生
係
を
務
め
て
い
た
人
物
に
見
積
も
り
を
依
頼
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
試
み
は
、
生
徒
を
福
沢
家
の
子
女
だ
け
に
限
ら
な
か
っ
た
点
や
、
公
的
記
録
で
あ
る
慶
應
義
塾
勤
惰
表
に
掲
載
し
て
い
る

点
、
ク
ラ
ス
分
け
を
行
っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
広
く
一
般
に
生
徒
を
集
め
る
よ
う
な
学
校
に
展
開
し
て
い
く
も
の
と
し
て
構

想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

慶應義塾における女子教育
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し
か
し
一
方
で
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
福
沢
家
の
娘
た
ち
の
教
育
で
あ
り
、
九
鬼
あ
い
、
ホ
ア
、
フ
ァ
ー
ロ
ッ

ト
と
い
っ
た
教
師
た
ち
は
福
沢
家
の
家
庭
教
師
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
そ
の
教
育
内
容
も
、
福
沢
が
不
要

と
考
え
て
い
た
よ
う
な
裁
縫
や
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
な
ど
で
あ
っ
た
。
以
下
は
福
沢
諭
吉
の
三
女
し
ゅ
ん
の
回
想
を
、
そ
の
息
子

で
あ
る
清
岡
暎
一

(

慶
應
義
塾
大
学
教
授)

が
聞
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

不
思
議
な
こ
と
は
、
幼
稚
舎
通
い
は
私
の
母

(

し
ゅ
ん

著
者
注)

を
も
っ
て
終
り
、
次
の
タ
キ

(

志
立)

、
ミ
ツ

(

潮

田)

の
二
人
は
全
く
学
校
に
行
か
ず
、
家
庭
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
別
に
卒
業
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
母
も
少
し
大
き

く
な
る
と
幼
稚
舎
行
き
は
や
め
に
な
り
、
家
に
先
生
を
よ
ん
だ
り
或
は
書
生
に
な
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
外
史
な

ど
を
読
ん
だ
の
で
、
先
生
達
や
書
生
の
名
も
母
の
話
す
ま
ま
に
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
い
た
の
で
す
が
、
す
べ
て
戦
災
で
焼
け

て
し
ま
い
ま
し
た
。
志
立
の
叔
母
の
話
で
は
、
お
習
字
は
原
田
と
い
う
幼
稚
舎
の
先
生
、
漢
文
と
英
語
の
解
読
は
小
野
友
次

郎
さ
ん
、
そ
の
外
に
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
一
日
お
き
に
二
時
間
ず
つ
英
語
を
な
ら
っ
た
と
申
し
ま
す
。
お
じ
い
様
は
こ
の
お
稽

古
に
は
あ
ま
り
干
渉
さ
れ
ず
、
時
々
の
ぞ
い
て
は

｢

あ
ま
り
教
え
な
い
で
下
さ
い｣

と
い
っ
て
行
か
れ
る
位
で
し
た

(

�)

。

明
治
二
十
年
に
横
浜
の
山
手
協

(

マ
マ)

立
女
学
校
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
寄
宿
舎
や
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
福
沢
英
之
助
の
世
話
で
房
と
俊
と
タ
キ
の
三
人
が
一
緒
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
一
、
二
ヵ
月
で
や
め
に
な
り

ま
し
た
。
お
ば
あ
様
が
心
配
で
さ
び
し
く
て
た
ま
ら
な
い
と
云
っ
て
呼
び
か
え
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
女
の
子

の
教
育
は
大
体
家
庭
だ
け
で
な
さ
れ
ま
し
た
。
一
つ
特
別
な
の
は
英
語
で
、
色
々
な
宣
教
師
や
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ロ
ッ
ト
と
い

う
婦
人
や
、
後
に
は
ブ
ラ
ッ
ク
さ
ん
の
夫
人
や
娘
が
教
え
に
来
ま
し
た
。
英
語
だ
け
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
は
全
く
普
通
の

家
庭
と
変
ら
な
い
女
子
教
育
で
し
た
。
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何
故
女
学
校
に
で
も
や
っ
て
、
も
っ
と
世
間
に
ふ
れ
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
、
又
、
女
の
子
で
も
望
む
な
ら
思
い
き
り
勉
強

さ
せ
て
や
ら
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
は
説
明
の
む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
現
に
私
の
母
は
、
何
か
一
芸
を
身
に
つ
け
て
お
き
た

か
っ
た
と
云
っ
て
い
ま
し
た

(

�)

。

こ
こ
か
ら
想
像
さ
れ
る
教
育
は
、
あ
く
ま
で
も
家
庭
教
師
に
よ
る
家
庭
教
育
の
領
域
に
す
ぎ
な
い
。『

女
大
学
評
論
・
新
女
大

学』

で
は
学
問
教
育
で
は
男
も
女
も
な
い
と
書
い
て
お
き
な
が
ら
、
や
は
り
福
沢
は
明
確
に
区
別
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
前
述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
単
な
る
家
庭
教
育
に
留
ま
る
構
想
と
も
考
え
に
く
い
。
福
沢
は
子
ど
も
た
ち
の

｢

教
育
保
険｣

に

つ
い
て
、
女
子
は
一
四
歳
満
期
、
男
子
は
一
八
歳
満
期
と
差
を
つ
け
て
は
い
る
が
、
女
子
男
子
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
加
入
し
て
い

る

(

�)

。
三
女
し
ゅ
ん
の
回
想
に

｢
お
ば
あ
様
が
心
配
で
さ
び
し
く
て｣

と
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
学
校
教
育
に
否
定
的
だ
っ
た
の
は

母
親
で
あ
る
福
沢
き
ん(

錦)

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
女
子
教
育
に
関
す
る
福
沢
の
構
想
は
、
娘
た
ち
の
就
学
を
き
っ

か
け
と
し
て
お
り
、
人
的
に
は
そ
こ
か
ら
広
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
娘
た
ち
の
教
育
が
中
断
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
学
校
と
し
て
の
展
開
も
頓
挫
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
福
沢
が

｢

あ
ま
り
教
え
な
い
で
下
さ
い｣

と
い
っ
た
の
は
戯

言
か
も
し
れ
ず
真
意
は
不
明
だ
が
、
頭
か
ら
教
え
込
ま
れ
て
入
る
知
識
よ
り
、
人
間
交
際
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
智
徳
を
重
視
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

福
沢
没
後
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
鎌
田
栄
吉
塾
長
時
代
で
あ
る
。
大
正
八
年
の
大
学
令
に
よ
る
大
学
と

し
て
の
認
可
申
請
時
に
、
男
子
同
様
の
女
子
教
育
の
実
施
、
す
な
わ
ち
予
科
か
ら
の
共
学
を
構
想
し
た
慶
應
義
塾
で
は
あ
っ
た
が
、

文
部
省
の
審
査
結
果
に
対
し
て
は
主
張
を
曲
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
女
子
学
生
を
特
別
に
補
欠
と
し
て
入
学
許
可
す
る
大
学
も

増
え
て
い
く
中
、
慶
應
義
塾
が
聴
講
生
と
し
て
の
受
け
入
れ
に
留
ま
っ
た
の
は
、
対
等
な
男
女
共
学
に
こ
だ
わ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
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う
。慶

應
義
塾
に
お
け
る
女
子
教
育
の
歴
史
は
、
ま
だ
未
検
討
の
資
料
も
多
く
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
明
治
期
で
い

え
ば
、
外
国
人
女
性
教
員
の
経
歴
等
に
つ
い
て
未
詳
な
点
が
多
く
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
大
正
期
に
つ
い
て
は
、
文

部
大
臣
も
務
め
る
こ
と
に
な
る
鎌
田
栄
吉
の
女
子
教
育
論
の
検
討
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
し
、
時
事
新
報
で
展
開
さ
れ
て
い
く
女

性
論
、
女
子
教
育
論
の
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
昭
和
期
は
、
戦
前
に
女
子
学
生
を
受
け
入
れ
る
意
見
は
他
に
は
な
か
っ
た
の
か

に
つ
い
て
、
学
事
・
教
務
に
関
す
る
資
料
を
よ
り
丹
念
に
探
索
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
戦
後
に
つ
い
て
も
女
子
学
生
が
も
の
珍

し
か
っ
た
時
代
か
ら
、
女
子
学
生
亡
国
論
を
経
て
、
女
子
学
生
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
意
味
を
失
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
現
代
ま

で
の
流
れ
を
考
察
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
課
題
ば
か
り
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
ず
は
慶
應
義
塾
の
歴
史
を
女
子
教
育
の
視
点
か

ら
通
覧
し
、
知
り
え
た
事
象
を
記
録
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
。

注

(

１)
｢

日
本
婦
人
論｣
『

福
沢
諭
吉
著
作
集』

(

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
一
四
〜
五
年
、
以
下

『

著
作
集』)

第
一
〇
巻
、
二
二
頁
。

(

２)
『

福
沢
諭
吉
全
集』

(

再
版
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
四
〜
六
年
、
以
下

『

全
集』)

、
第
一
九
巻
三
八
七
〜
八
頁
。

(

３)
『

全
集』

第
二
〇
巻
七
七
〜
八
一
頁
。

(

４)

中
野
梧
一
の
日
記
五
月
一
八
日
条
に
、
久
保
と
福
沢
の
面
会
の
様
子
や

｢

京
都
学
校
之
記｣

が

｢

実
妙
文
、
玉
を
ま
ろ
ば
す
ご
と
し｣

で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
田
村
貞
雄
校
注

『

初
代
山
口
県
令

中
野
梧
一
日
記』

(

マ
ツ
ノ
書
店
、
平
成
七
年)

一
五
六
〜
七
頁
。

(

５)

福
沢
諭
吉
著
京
都
市
教
育
委
員
会
校
訂

『

平
安
遷
都
千
二
百
年

小
学
校
創
設
百
二
十
五
年
記
念

京
都
学
校
記』

二
七
頁
。

(

６)
『

全
集』

第
二
〇
巻
七
九
〜
八
〇
頁
。
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(

７)

明
治
二
年
の
藩
事
取
調
帳
に
よ
れ
ば
、
当
時
一
五
、
六
歳
の
当
主
奥
平
昌
邁
に
は
、
前
藩
主
や
曾
祖
母
、
大
叔
母
、
妹
な
ど
六
名
の
扶

養
家
族
が
あ
り
、
更
に
実
母
や
そ
れ
ぞ
れ
の
お
付
き
の
女
中
た
ち
の
扶
養
も
必
要
で
あ
っ
た
。

(
８)

『

福
沢
諭
吉
書
簡
集』

(

岩
波
書
店
、
平
成
一
三
〜
五
年
、
以
下

『

書
簡
集』)

、
第
一
巻
二
六
一
頁
。

(

９)
同
右
二
七
七
頁
。

(

10)

同
右
二
七
三
頁
。

(

11)

一
八
七
六
年
二
月
九
日
付H

oar
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

白
井
堯
子

『

福
沢
諭
吉
と
宣
教
師
た
ち

知
ら
れ
ざ

る
明
治
期
の
日
英
関
係』

(

未
来
社
、
平
成
一
一
年)

一
四
五
頁
。

(

12)

一
八
七
六
年
六
月
一
九
日
付Shaw

to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

同
右
一
四
五
〜
六
頁
。

(

13)

一
八
七
六
年
十
月
四
日
付H

utchins
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

同
右
一
四
七
頁
。

(

14)

一
八
七
六
年
六
月
一
九
日
付H

oar
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

同
右
一
四
八
頁
。

(

15)

東
京
都
公
文
書
館
六
〇
四
―
Ｄ
三
―
一
〇
―
四
。
同
右
九
四
頁
に
写
真
版
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

16)

一
八
七
六
年
六
月
一
九
日
付H

oar
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

同
右
一
四
七
頁
。

(

17)

一
八
七
七
年
八
月
一
三
日
付H

oar
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
238)

同
右
一
五
〇
頁
。

(

18)

注
16
に
同
じ
。

(

19)

一
八
七
七
年
四
月
三
十
日
付H

oar
to
(M
iss)
B
ullock

(U
SPG

C
W
W
239)

同
右
一
五
〇
頁
。

(

20)
『

著
作
集』

第
六
巻
一
一
五
頁
。

(

21)
『

著
作
集』

第
一
〇
巻
三
四
三
〜
六
頁
。

(

22)

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版

『

福
沢
関
係
文
書』

(

雄
松
堂
フ
ィ
ム
ル
出
版
、
平
成
元
〜
一
〇
年)

K
4

。

(

23)

ゆ
え
に
一
二
年
の
勤
惰
表
は

｢

幼
年
生｣

と
い
う
表
記
で
あ
る
。

(

24)

六
五
二
頁
。
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(

25)

慶
應
義
塾
幼
稚
舎
、
昭
和
五
九
年
、
二
三
頁
。

(

26)
『

慶
應
義
塾
百
年
史』

(

慶
應
義
塾
、
昭
和
三
三
〜
四
四
年
、
以
下

『

百
年
史』)

、
上
巻
二
〇
九
頁
。

(
27)

『

書
簡
集』

第
九
巻
一
五
一
〜
四
頁
、『

伝』

第
一
巻
二
七
六
頁
。

(

28)
富
田
正
文

『

考
証
福
沢
諭
吉』

(

岩
波
書
店
、
平
成
五
年)

下
巻
六
一
六
頁
。

(

29)
『

書
簡
集』

第
三
巻
五
九
頁
。

(

30)
『

著
作
集』
第
一
〇
巻
口
絵
。

(

31)

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料

(

９)
『

慶
應
義
塾
社
中
之
約
束』

(

影
印
版)

(

慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
、
平
成
一
六
年)

五
三
〜
四
頁
。

(

32)
『

父
諭
吉
を
語
る』

福
沢
先
生
研
究
会
、
昭
和
三
三
年
、
一
二
五
頁
。

(

33)
(
)

内
は
著
者
。『

百
年
史』
中
前
八
四
一
頁
。

(

34)
『

書
簡
集』

第
六
巻
四
八
〜
九
頁
。

(

35)

四
五
九
、
四
六
二
、
四
七
九
、
四
八
六
頁
。｢

慶
應
義
塾
学
事
及
会
計
報
告｣

に
よ
れ
ば
、｢

明
治
廿
三
年
度
附
廿
四
年
度
前
半
期｣

で

は
普
通
部
教
員
、｢

自
廿
四
年
八
月
至
廿
六
年
七
月｣

で
も
普
通
部
教
員
だ
が
、
期
間
中
途
中
で
退
職
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
次
に

名
前
が
見
い
だ
せ
る
の
は

｢

自
明
治
廿
八
年
八
月
至
明
治
三
十
三
年
四
月｣

で
大
学
部
文
学
科
の
ド
イ
ツ
語
で
、
こ
ち
ら
も
途
中
で
退
職

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

(

36)

都
史
紀
要
一
〇

『

東
京
の
大
学』

(

東
京
都
公
文
書
館
、
平
成
四
年)

五
四
〜
五
頁
。

(

37)
『

慶
應
義
塾
学
報』

九
一
号
一
一
三
頁
、
一
〇
四
号
一
二
〇
頁
。

(

38)
『

書
簡
集』

第
六
巻
二
七
一
〜
四
頁
。

(

39)
｢

教
師
給
料｣

明
治
三
六
年
五
月
の
欄
に
の
記
載
が
あ
る
四
六
名
の
う
ち
五
〇
円
を
超
え
る
者
は
一
七
名
、
一
〇
〇
円
を
超
え
る
者
は

六
名
に
す
ぎ
な
い
。｢

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
福
沢
関
係
文
書｣

(

雄
松
堂
出
版
、
平
成
一
〇
年)

補
遺K

1‒F31‒01

。
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(

40)
『

書
簡
集』

第
六
巻
二
七
六
〜
七
頁
。

(

41)

同
右
二
七
九
〜
八
〇
頁
。

(
42)

同
右
二
九
六
頁
。

(

43)
同
右
三
一
五
頁
。

(

44)

同
右
三
三
一
頁
。

(

45)
『

父
諭
吉
を
語
る』

(

福
沢
先
生
研
究
会
編
、
昭
和
三
三
年)

一
二
二
頁
。
し
ゅ
ん
は
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
に
対
し
て
あ
ま
り
快
く
思
っ
て
お

ら
ず
、｢

ロ
イ
ド
さ
ん
の
家
政
婦
フ
ァ
ン
・
フ
ァ
ロ
ッ
ト
は
私
の
母
の
大
嫌
い
な
人
で
し
た
。
テ
キ
パ
キ
し
て
い
て
決
し
て
教
え
方
が
悪

い
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
き
た
な
く
て
た
ま
ら
な
い
。
そ
の
頃
は
紙
の
か
わ
り
に
石
板
と
石
筆
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
書
い
た
も
の

を
直
す
の
に
指
の
先
を
チ
ョ
イ
と
な
め
て
消
す
の
で
、
き
た
な
く
て
我
慢
が
出
来
な
か
っ
た
と
母
が
よ
く
話
し
ま
し
た｣

と
あ
る
。
し
か

し
川
合
貞
一
の
回
想
録

(

速
記
録)

に
は
、
フ
ァ
ー
ロ
ッ
ト
は

｢

面
白
い｣

人
物
で
鎌
田
栄
吉
の
こ
と
を

｢

プ
リ
ン
ス
鎌
田｣

と
呼
ん
で

い
て
、
益
田
英
二
は
足
繁
く
通
っ
て
英
語
が
非
常
に
上
達
し
た
と
も
あ
る
。

(

46)

松
崎
欣
一

『

三
田
演
説
会
と
慶
應
義
塾
系
演
説
会』

(

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
一
〇
年)

五
七
六
〜
八
頁
。

(

47)
『

書
簡
集』

第
三
巻
二
二
八
〜
九
頁
。

(

48)
『

鎌
田
栄
吉
全
集』

第
二
巻

(

鎌
田
栄
吉
先
生
伝
記
及
全
集
刊
行
会
、
昭
和
九
年)

五
七
六
〜
八
頁
。

(

49)

同
右
五
七
八
頁
。

(

50)

一
二
二
〜
三
一
頁
。

(

51)

但
し
大
学
令
は
、
そ
れ
ま
で
私
立
大
学
を
不
当
に
格
式
上
官
立
以
下
に
押
さ
え
つ
け
て
き
た
も
の
が
破
綻
し
た
の
だ
と
評
し
て
い
る
。

(

52)
『

百
年
史』

下
巻
六
〇
頁
。

(

53)
『

慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
を
祝
っ
て

寄
稿
集

(

女
子
塾
員
誕
生
よ
り
現
在
未
来
へ
の
歩
み)』

慶
應
婦
人
三
田
会PR

O
JEC
T
F

、

二
〇
〇
七
年
。

慶應義塾における女子教育

225



(

54)

前
掲

『

男
女
共
学
と
そ
の
導
き
方』

一
五
〜
二
五
頁
。

(

55)
『

慶
應
義
塾
外
国
語
学
校
略
史』

慶
應
義
塾
外
国
語
学
校
、
昭
和
三
三
年
。

(
56)

『

著
作
集』

第
一
〇
巻
三
〇
八
〜
九
頁
。

(

57)
前
掲

『

父
諭
吉
を
語
る』

一
二
六
頁
。

(

58)

同
前
一
二
六
〜
七
頁
。

(

59)
｢

諸
口
差
引
大
帳｣

『

全
集』

第
二
一
巻
五
八
〜
九
頁
。
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