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田
尻
稲
次
郎
と
堀
之
内
松
十
郎

*
本
稿
は 、
平
成幻
年
8

月
お
日、
ホ
テル
別
府パ
ス
ト
ラル
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た
専
修
大
学
校
友
会
大
分
県
支
部
創
設
ω
周
年
記
念
大
会
に
お
け
る
記
念

講
演の
内
容
で
あ
る 。
原
稿
作
成
に
際
し、
講
演の
録
音
を
反
訳
し、
加
筆・

修
正
を
ほ
ど
こ
し
た 。

(
目
次)は

じ
め
に
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一
篇の
揮官宅
か
ら
の
謎
解
き

堀
之
内
松
十
郎の
略
歴

田
尻
稲
次
郎
と
の
接
点

今
村
力
三
郎と
の
接
点

明
治
期の
高
等
教
育の
う
ね
り
と
専
修
学
校の
底
力
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ノ\七

お
わ
り
に

日

高

義

博

(
専
修
大
学
理
事
長
・

学
長)

一

は
じ
め
に

山
こ
れ
か
ら
1

時
間
ほ
ど
時
間
を
い
た
だ
き 、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す 。
今
日
の
記
念
講
演
に
つ
き
ま
し
て 、
「
校
友
会
大
分
県
支
部の
創
設
ω

周
年
を
お
祝い
し
て 、
テ
ー

マ
は
何
で
も
い
い
か
ら
話
を
し
て
く
だ
さ
い 。」

と
い
う
お
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た 。
何
で
もい
い
と
い
うの
が 、
実
は
い
ち
ば

ん
難
し
い
で
す
ね
(
笑) 。
こ
れ
ま
で
九
州
で
は 、
熊
本 、
長
崎 、
宮
崎
で
講

演を
致
し
ま
し
た
が 、
い
ず
れ
も
幸い
『
学
長
講
演
録』
に
収
録
出
来
ま
し
た 。

大
分に
お
い
て 、
支
部
創
設
ω
周
年
を
祝
う
講
演
会
で 、
後に
残せ
な
い
よ
う

な
講
演
を
し
た
の
で
は
申
し
聞
き
が
出
来
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

が
あ
り

ま
し
た 。
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
が 、
九
州に
関
係の
あ
る
話
を
すべ
き
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で 、
本
日
の
テ
!

マ
を
選
び
ま
し
た 。
時
系
列
が
少
し
複
雑
な

問
題
や 、
法
律の
制
度
上の
細
か
な
問
題
な
ど
に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
柄
も
あ
り
ま
すの
で 、
子
許
用に
作っ
た
時
系
列
表
を
見
な
が
ら
話
さ
な

い
と 、
何
が
何だ
か
分か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が 、
な
るべ
く
簡
略

に
ポ
イ
ン
ト

を
絞っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思い
ま
す 。

田
尻
稲
次
郎
先
生の
名
前
は 、
す
で
に
皆
さ
ん
も
十
分ご
存
じ
だ
と
思

(2) 



い
ま
す。

専
修
大
学
の
4
人
の
創
立
者
の
一

人
で
す。

こ
れ
に
つ
い
て
ど
れ
だ

け
皆
さ
ん
が
情
報
を
お
持
ち
に
な
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が、

お
お
よ
そ
の
こ

と
は
ご
存
じ
な
の
で
端
折
っ
て
話
し
て
い
い
か
と
思
い
ま
す。

堀
之
内
松
十
郎

の
名
前
(
以
下
敬
称
を
略
し
ま
す)

に
つ
い
て
は、

ご
来
場
の
ほ
と
ん
ど
の
方

が
ご
存
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

私
自
身
も
こ
れ
ま
で
未
知
の
人

で
し
た。

堀
之
内
松
十
郎
の
名
前
を
見
つ
け、

調
べ

始
め
た
の
は
数
カ
月
前
の

こ
と
で
す。

未
知
で
は
あ
り
ま
し
た
が、

調
べ
が
進
む
に
つ
れ、

専
修
人
と
し

て
大
き
な
功
績
を
残
し
た
人
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た。

専
修
大
学
の

O
B
と
し
て
嬉
し
い
発
見
で
し
た。

堀
之
内
松
十
郎
は、

大
分
県
宇
佐
郡
和
間
村
大
字
路
木
の
生
ま
れ
で
す。

和

間
と
か
路
木
と
い
う
地
名
が
ま
ず
難
し
い
で
す
ね。

私
も
確
信
が
な
い
の
で、

昨
日
泊
ま
っ
た
湯
布
院
の
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
の
人
に
ど
う
読
む
の
か、

現
在

も
そ
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
の
か
尋
ね
た
ら、

そ
の
人
も
詳
し
く
は
分
か
ら
な

い
と
い
う
の
で、

さ
っ

そ
く
調
べ
て
く
れ
ま
し
た。

現
に
和
間
村
と
い
う
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た。

大
分
の
方
で
し
た
ら
ど
の
辺
り
な
の
か、

推
測
が

つ
く
と
思
い
ま
す。

堀之内松十郎
(W堀之内翁の遺稿と略樽』

より転載)

堀
之
内
松
十
郎
は
、

明
治
2

年
に

和
間
村

路
木
に
生
ま
れ
、

治
お

年
7

月
に

専
修

学
校
を

卒
業
し
て
い

ま
す
。

九
州
に
お
い

て
在
野
法
曹
と
し
て
活
躍
し
た
弁
護
士
で
す。

中
津
に
法
律
事
務
所
を
開
い
て

弁
護
士
活
動
を
行
い、

大
分
弁
護
士
会
副
会
長
を
務
め
る
と
共
に、

大
分
県
議

会
議
員、

中
津
町
長
の
職
に
も
就
き、

昭
和
叩
年
に
灯
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま

す。

こ
う
い
う
卒
業
生
を
資
料
で
見
つ
け
た
と
き、

す
で
に
明
治
期
に
九
州
に

す
ば
ら
し
い
先
輩
が
い
る
で
は
な
い
か
と、

嬉
し
く
思
い
ま
し
た。

よ
く
ぞ
資

料
が
残
っ
て
い
た
と
思
い
ま
し
た。

同
じ
九
州
の
出
身
で
あ
る
田
尻
稲
次
郎
先

生
と
堀
之
内
松
十
郎
と
の
繋
が
り
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に、

日
本
の
学
校
制
度

や
法
曹
育
成
シ
ス
テ
ム
の
推
移、

そ
れ
か
ら
専
修
学
校
の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
特

色
な
ど
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た。

こ
の
三
つ
の
問
題
の
横
軸
と
縦
軸
が
錯
綜
し

て
い
る
の
で、

短
時
間
で
説
明
す
る
の
は
大
変
で
す
が、

人
物
と
の
交
錯
を
何

と
か
解
き
明
か
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。
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同月rE
 

二

一

篇
の
揮
事
か
ら
の
謎
解
き

山

堀
之
内
松
十
郎
の
足
跡
が
明
る
み
に
出
た
経
緯
を
少
し
申
し
上
げ
ま
す。

そ
れ
は、

田
尻
稲
次
郎
先
生
の
新
た
な
1
枚
の
書
の
発
見
か
ら
で
し
た。

横
書

き
の
「
放
而
不
逸」

と
い
う
揮
乏
で
す。

こ
れ
が
見
つ
か
っ
た
背
景
に
は、

専

修
大
学
が
創
立
1
3
0
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。

創
立
1
3
0
年
記
念
事
業
の
関
係
で、

4
人
の
創
立
者
に
関
係
す
る
も
の
を
集

め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た。

卒
業
生
あ
る
い
は
関
係
者
か
ら
資
料
を
い
た
だ
い

た
り、

あ
る
い
は
発
掘
し
た
り
し
て、

関
係
の
あ
る
も
の
は
何
で
も
い
い
か
ら

今
の
う
ち
に
集
め
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
ま
し
た。

時
間
の
流
れ
と
と
も
に、

関
係
資
料
は
集
め
に
く
く
な
り
ま
す。

散
逸
し
た
資
料
も、

ま
だ
明
治
期
の
卒
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業
生
を
た
ど
れ
ば
見つ
け
出せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思っ
て
い
ま
し
た 。
そ
ん

な
動
きの
中で 、
田
尻
稲
次
郎
先
生の
揮
宅
か
ら
謎
解
き
が
始
ま
り
ま
し
た 。

今
回の
揮官宅
「
放
而
不
逸」
の
発
見の
前に 、
同
じ
く
田
尻
先
生の
「
士
魂

商
才」
と
い
う
揮
去
が
見つ
かっ
て
い
ま
し
た 。
そ
の
揮
事
は 、
私
が
見つ
け

た
わ
け
で
は
な
く
て 、
専
修
大
学の
職
員で
あ
る
松
本
佳
之
さ
ん
が
見つ
け
ま

し
た 。
揮官宅に
は
「
田
尻
稲
次
郎」
と
い
う
名
は
書か
れ
て
い
な
かっ
た
の
で 、

普
通
は
誰の
書な
の
か
分か
ら
な
い
で
す
ね 。
田
尻
稲
次
郎
先
生の
号は
「
北

雷」
と二一一口い
ま
す 。
北の
雷
と
書
き
ま
す
が 、
こ
れ
は
田
尻
先
生の
服
装
が
い

つ
も
組
末で
汚
かっ
た 。
き
た
な
い 、
キ
タ
ナ
イ 、
キ
タ
ナ
リ
と
い
う
こ
と
で

「
北一世田」
と
なっ
た
そ
う
で
す 。
田
尻
先
生の
号に
は 、
こ
うい
う
酒
落が
引っ

掛
け
て
あ
る
ん
で
す
ね
(
笑) 。
幸い
松
本
さ
ん
は 、
「
北
需」
の
号を
知っ
て

い
ま
し
た 。
彼
は 、
骨
董
屋
で
「
北一世田」
の
号が
書い
て
あ
る
揮
毒
を
見つ
け

た
こ
と
か
ら 、
本
物か
ど
う
か
分か
ら
な
い
け
れ
ど、
と
も
か
く
買っ
て
き
て 、

大
学に
寄
贈
し
て
く
れ
ま
し
た 。
持
参し
て
来
た
物
を
見
ま
し
た
ら 、
間
違い

な
く
田
尻
先
生の
真
筆で
し
た 。
押
し
で
あっ
た
三
個の
落
款
も
間
違い
な
く

本
物で
し
た 。
こ
の
揮
事
「
士
魂
商
才」
は 、
表
装
を
や
り
直し、
い
ま
神
田

校
舎の
理
事
長
室
に
掛
け
て
あ
り
ま
す 。

「
士
魂
商
才」
と
い
うの
は 、
専
修
大
学に
とっ
て
大
学
運
営の
ポ
リ
シ
ー

だ
と
思っ
て
い
ま
す 。
「
士
魂
商
才」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使っ
た
の
は
渋

沢
栄一
だ
と
言
わ
れ
ま
す 。
ち
な
み
に 、
田
尻
先
生の
東
京
大
学で
の
教
え
子

で
あ
り 、
本
学の
第
2

代
学
長の
阪
谷
芳
郎
先
生の
奥
様
は
渋
沢
栄一
の
お
嬢

さ
ん
で
す 。
田
尻
先
生
と
渋
沢
栄一
と
は 、
経
済・
財
政の
分
野
に
お
い
て
も

接
点
が
あ
り
ま
すの
で 、
田
尻
先
生
が
「
士
魂
商
才」
の
言
葉
を
使
わ
れ
て
い

て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
と
も
か
く 、
人の
繋
が
り
が
渋
沢
栄一
に
も

広
がっ
て
い
き
ま
す 。

今
回の
発
見
も 、
今
述べ
ま
し
た
よ
う
な、
創
立
者た
ち
の
関
係
資
料
を
集

め
よ
う
と
す
る
学
内の
熱
気
が
功
を
奏
し
た
と
思い
ま
す 。
今
回の
揮
事
「
放

而
不
逸」
の
発
見
は 、
大
学
史
資
料
課の
岩
崎
俊
彦
さ
ん
に
よ
る
もの
で
す 。

岩
崎
さ
ん
が 、
た
ま
た
ま
「
北
雷」
の
号が
書か
れ
て
い
る
揮官宅
を
見つ
け 、

落
款
が
な
い
の
で
真
筆か
否
か
分か
ら
な
い
け
ど、
と
も
か
く
購
入
し
た
の
だ

そ
う
で
す 。
そ
し
て 、
理
事
長
室
に
持っ
て
き
て 、
真
筆の
よ
う
に
も
思
え
る

の
で 、
受け
取っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
寄
贈
し
ま
す
と 、
申し
出て
く
れ
ま
し
た 。

と
い
う
岩
崎
さ
ん
も 、
か
な
りの
目
利
き
な
の
で
す
が 、
田
尻
先
生の
独
特の

筆
法
を
見
慣
れ
て
い
る
私に
も 、
落
款
は
な
く
と
も 、
す
ぐ
に
真
筆だ
と
分か

り
ま
し
た 。
落
款
が
な
い
の
は 、
頼
ま
れ
て
そ
の
場で
さ
ら
り
と
書か
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
し
た 。
「
放
而
不
逸」
は 、
「
放っ
て
逸せ
ず」
と
読

め
ま
す
が 、
そ
の
時
は 、
そ
の
出
典
が
分か
り
ま
せ
ん
で
し
た 。
もっ
と
も
気

-3-

に
なっ
た
こ
と
は 、
大
分か
ら
出
さ
れ
た
もの
だっ
た
と
い
う
点で
し
た 。
田

尻
先
生の
揮
宅が
な
ぜ
大
分か
ら
出て
き
た
の
か、
鹿
児
島で
は
な
い
の
か
と 、

疑
問に
思っ
て
い
ま
し
た 。

そ
れ
か
ら
1

週
間
か
叩
日
過
ぎ
た
頃
で
し
た
が 、
ま
た
田
尻
先
生
に
関
係の

あ
る
物が
見つ
か
り
ま
し
た 。
そ
れ
は 、
専
修
学
校
創
立
ω
周
年の
時に
作
ら

れ
た
「
相
馬
田
尻
記
念
文
庫」
の
記
念
絵
葉
書で
す 。
専
修
学
校
は
明
治必
年

に
創
立
初
周
年
を
迎
え
ま
す
が 、
そ
の
時 、
相
馬
先
生
と
田
尻
先
生の
還
暦
を



祝
し
た
相
馬
田
尻
記
念
文
庫
(
落
成
は
翌
明
治
仏
年)

が
設
け
ら
れ
ま
し
た。

こ
の
相
馬
田
尻
記
念
文
庫
は、

残
念
な
が
ら
関
東
大
震
災
で
全
て
焼
失
し
て
し

ま
い
ま
し
た。

現
存
し
て
い
れ
ば
創
立
者
た
ち
の
学
問
の
系
譜
が
手
に
取
る
よ

う
に
分
か
る
の
で
す
が、

返
す
返
す
も
残
念
な
こ
と
で
す。

こ
の
記
念
絵
葉
書

に
は、

相
馬、

田
尻
両
先
生
の
写
真
と
相
馬
田
尻
記
念
文
庫
の
写
真
が
載
っ
て

い
ま
す。

記
念
絵
葉
書
は、

大
学
史
資
料
課
に
も
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
が、

何

か
記
載
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
と
も
か
く
手
に
入
れ
ま
し
た。

こ
れ
が、

ま
た
大
分
か
ら
出
た
物
で
し
た
。

な
ぜ
次
々
に
大
分
か
ら
出
る
の
だ
ろ
う
か、

専
修
学
校
と
関
係
の
あ
っ
た
人

が
い
た
の
だ
ろ
う
か
と、

謎
を
解
き
た
く
な
り
ま
し
た。

そ
こ
で、

岩
崎
さ
ん

に、

出
所
が
分
か
る
よ
う
で
あ
れ
ば
調
べ
る
よ
う
に
特
命
を
出
し
ま
し
た。

幸

い
岩
崎
さ
ん
が
関
係
者
と
話
を
す
る
こ
と
が
出
来
て、

大
分
に
専
修
学
校
の
卒

業
生
で
あ
る
堀
之
内
松
十
郎
さ
ん
の
孫
か、

八四日
孫
に
あ
た
る
方
が
い
ら
っ

し
ゃ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た。

そ
し
て、

そ
の
方
と
直
接
お
話
す
る
こ
と
が
出
来

て、

沢
山
の
資
料
を
大
学
に
譲
っ
て
も
ら
う
事
が
出
来
ま
し
た。

専
修
大
学
に

と
っ
て
は
貴
重
な
資
料
で
す。

資
料
は、

ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
で
初
箱
ほ
ど
あ
り
ま
し
た。

ま
だ
全
部
調
べ
て
い

ま
せ
ん
の
で、

何
が
出
て
く
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が、

ま
ず
目
に
留
ま
っ

た
の

は、

昭
和
凶
年
ロ
月
に
出
版
さ
れ
た
『
堀
之
内
翁
の
遺
稿
と
略
惇』

と
い
う
本

(
本
稿
で
は
以
下
「
遺
稿
集」

と
略
記)

で
し
た。

そ
れ
を
読
む
こ
と
で、

堀

之
内
松
十
郎
の
略
歴
や
業
績、

そ
れ
に
ど
う
い
う
人
物
で
ど
の
よ
う
な
人
脈
が

あ
っ
た
の
か
が
ほ
ぼ
分
か
り
ま
し
た。

活
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で、

そ

の
人
の
人
生
を
全
て
量
る
こ
と
は
難
し

い
。

実
際
に
ど
う
い
う
人
に
出
合
い
、

nud
 

吉守略ル」稿ほ

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
掘
り
起
こ
し
て

b
司附

い
か
な
い
と
、

人
の
全
体
像
は
見
え
ま

之堀PHU
 

ど
う
接
し
た
の
か
、

さ
ら
に
は
ど
の
よ

う
な
境
遇
で
ど
う
生
き
抜
い
た
の
か
、

せ
ん
。

今
日
お
話
し
す
る
の
は
、

私
が

目
に
し
た
一

握
り
の

資
料
を
基
に
し
て

い
ま
す
の
で
、

堀
之
内
松
十
郎
の

人
物

の
一

端
を
垣
間
見
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
い
ま
す
が、

明
治
期
の
専
修
人
の
生
き

方
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
た
い
と
思
い
ま
す。

ω

堀
之
内
松
十
郎
の
資
料
を
読
ん
で
い
る
中
で、

私
が
法
律
学
者
と
し
て

疑
問
に
思
っ

た
事
が
三
つ
あ
り
ま
し
た。

疑
問
に
思
っ

た
謎
を
解
き
た
く
な
る

の
が
学
者
の
性
分
で
す。

今
日
は、

そ
の
謎
解
き
の
プ
ロ
セ
ス
を
お
話
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す。
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堀
之
内
松
十
郎
は、

九
州
の
在
野
法
曹
で、

特
に
刑
事
弁
護
で
著
名
な
弁
護

士
で
あ
っ

た
と、

遺
稿
集
に
い
ろ
ん
な
方
が
書
か
れ
て
い
ま
す。

私
の
専
門
分

野
は
刑
事
法
な
の
で、

お
お
よ
そ
の
こ
と
は
推
測
が
つ
き
ま
す
が、

専
修
大
学

の
総
長
を
務
め
ら
れ
た
今
村
力
三
郎
先
生
と
の
接
点
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で

す。

こ
れ
が
第
一

の
謎
で
し
た。

専
修
学
校
の
卒
業
生
で
あ
る
今
村
力
三
郎
先
生
は、

幸
徳
秋
水
の
大
逆
事
件、

さ
ら
に
血
盟
国
事
件、

神
兵
隊
事
件、

五
・
一

五
事
件
な
ど、

歴
史
の
教
科
書
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を
開
く
と
必
ず
出て
く
る
歴
史
上の
有
名
な
事
件に
つ
い
て 、
刑
事
弁
護
人
と

し
て
活
躍
さ
れ
た
在
野
法
曹の
第一
人
者で
あ
り
ま
し
た 。
明
治
か
ら
大
正 、

そ
し
て
昭
和の
初
期に
わ
た
り
活
躍
し
た
刑
事
弁
護の
第一
人
者で
す 。
今
村

先
生の
膨
大
な
訴
訟
記
録
等の
資
料
が
専
修
大
学に
は
残
さ
れ
て
い
ま
す 。
私

は 、
専
任
講
師と
し
て
専
修
大
学に
戻っ
て
き
た
時
か
ら
今
村
訴
訟
記
録
を
整

理
し、
訴
訟
記
録の
刊
行
に
携
わっ
て
き
ま
し
た 。
膨
大
な
資
料
を
訴
訟
手
続

の
流
れ
に
沿っ
て
整
理
し、
編
集
し
て
い
くの
は
大
変
な
作
業で
し
た 。
そ
の

作
業
は 、
神
田
校
舎に
置
か
れ
て
い
る
今
村
法
律
研
究
室の
重
要な
仕
事の一

つ
に
位
置づ
け
ら
れ、
今
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す 。

今
村
先
生の
在
野
法
曹と
し
て
の
業
績
や
刑
事
弁
護の
内
容な
ど
に
つ
い
て 、

長
年に
わ
た
り
調べ
て
い
ま
すの
で 、
私
は
か
な
り
詳
し
い
方だ
と
思
い
ま
す

が 、
今
村
先
生
と
の
接
点
が
見つ
か
り
ませ
ん 。
今
村
先
生
は
著
名
な
刑
事
弁

護
人
な
の
に 、
堀
之
内
松
十
郎の
遺
稿
集の
中
に
「
今
村
力三
郎」
と
い
う
名

前
が
な
ぜ
か
出て
こ
な
い
の
で
す 。

今
村
力三
郎
先
生
が
卒
業
し
た
の
は
明
治
幻
年
9

月で
す 。
堀
之
内
松
十
郎

の
卒
業
は
明
治お
年
7

月で
す 。
卒
業
年
次
に
4

年ほ
ど
の
違い
が
あ
り
ま
す

が 、
世
代
が
変
わ
る
ほ
ど
の
違い
で
は
あ
り
ませ
ん 。
当
時
は
卒
業
生の
数
も

少な
い
の
で 、
刑
事
事
件の
弁
護
活
動
を
し
て
い
た
ら 、
「
君は
私の
後
輩じゃ

な
い
か」
と
い
う
話に
な
り 、
親
交
が
あ
る
は
ず
じゃ
な
か
ろ
う
か。
明
治
n

i
n
年の
時
代に
は 、
弁
護
人
は
1
1
0
0

人
ぐ
ら
い
し
か
い
ませ
ん 。
そ
の

頃 、
刑
事
弁
護で
著
名
だっ
た
人
は
本
当に
わ
ず
か
で
す
か
ら 、
絶
対に
「
今

村
力
三
郎」
と
い
う
名
前
が
分か
る
は
ず
で
す 。
堀
之
内
松
十
郎の
遺
稿
集
に

今
村
先
生の
名
前
が
な
ぜ
出て
来な
い
の
だ
ろ
う
か。
初
箱の
段ボ
ー

ル
箱
を

全
部
調べ
た
ら 、
な
ん
ら
か
の
関
係
文
書が
見つ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
は
思

い
ま
す
が 、
と
も
か
く
謎
な
の
で
す 。

遺
稿
集の
中に 、
堀
之
内
松
十
郎
と
親
交の
あっ
た
方々
か
ら
寄せ
ら
れ
た

書
が
写
真
版
で
載っ
て
い
ま
す 。
そ
の
中に
花
井
卓
蔵の
書
も
あ
り
ま
す 。
花

井
卓
蔵の
名
前
は
ご
存じ
の
方
もい
らっ
しゃ
る
と
思い
ま
す
が 、
広
島の
三

原の
出
身で
英
吉
利
法
律
学
校
(
中
央
大
学)
を
明
治
幻
年に
卒
業
し、
弁
護

士
と
し
て
活
躍
し
た
人
で
す 。
今
村
力三
郎
先
生
と
並
ぶ 、
戦
前の
刑
事
弁
護

の
第一
人
者で
す 。
そ
の
花
井
卓
蔵の
書が
あ
り 、
そ
れ
か
ら
渋
沢
栄一
の
書

が
あ
り
ま
す 。
そ
し
て
田
尻
稲
次
郎
先
生の 、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
「
放
而
不

逸」
と
全
く
同一
の
書
が
写
真
版に
なっ
て
い
ま
し
た 。
こ
れ
で 、
よ
う
や
く

「
放
而
不
逸」
の
揮官宅
が
大
分
か
ら
出
て
き
た
理
由
が
分
か
り
ま
し
た
し、
田

尻
稲
次
郎
先
生
と
堀
之
内
松
十
郎
と
の
接
点
が
見つ
か
り
ま
し
た 。

し
か
し、
接
点
は
見つ
かっ
た
もの
の 、
第二
の
謎
が
生
じ
ま
す 。
明
治
期

の
専
修
学
校の
法
律
科の
看
板
教
授
は
相
馬
永
胤
先
生 、
目
賀
田
種
太
郎
先
生

で
す 。
と
く
に
相
馬
永
胤
先
生
は
校
長で
すの
で 、
遺
稿
集の
中に
相
馬
先
生

の
書か
文
章が
あっ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
うの
で
す
が 、
相
馬
先
生
に
関
係
す

る
もの
が
な
い
の
で
す 。
法
律
科の
卒
業
生
で
在
野
法
曹と
し
て
活
躍
し
て
い

れ
ば 、
相
馬
先
生
と
何
ら
か
の
音
信
が
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か、
と
い
う
疑
問

が
出
て
き
ま
す 。
田
尻
稲
次
郎
先
生
は
薩
摩
藩
士
で
す
か
ら 、
同
じ
九
州の
出

身と
い
う
こ
と
で
結び
付
き
が
あ
る
の
は
分か
り
ま
す
が 、
在
野
法
曹
と
し
て

活
躍し
た
卒
業
生
が
相
馬
永
胤
先
生
と
親
交が
な
い
と
い
うの
は
謎
な
の
で
す 。
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こ
う
い
う
疑
問
を
持ち
な
が
ら 、
資
料
を
読
ん
で
い
た
ら 、
堀
之
内
松
十
郎

は 、
法
律
科で
は
な
く
て 、
理
財
科を
卒
業し
て
い
る
こ
と
が
分か
り
ま
し
た 。

そ
こ
で 、
な
ぜ
理
財
科
か
ら
法
曹へ
の
道
が
開
け
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問が

出
て
き
ま
し
た 。
こ
の
点
が
第三
の
謎
で
す 。

ω
こ
れ
ら
3つ
の
謎
を
解
く
た
め
に 、
こ
の
1

週
間
集
中
し
て
い
ろ
い
ろ

調べ
ま
し
た 。
疑
問
を
持つ
と
解
き
明
か
し
た
く
な
り
ま
す 。
こ
れ
が
刑
法
理

論の
問
題
で
す
と 、
考
え
て
寝
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が 、
今
回
は

楽
し
い
謎
解
き
で
す 。
事
実
か
ら
出
発
し、
そ
の
事
実の
背
景に
あ
る
もの
を

探
ろ
う
と
す
る
の
は 、
刑
法
学
者の
性
で
も
あ
り
ま
す
が 、
今
回
も
同
じ
よ
う

な
発
想
を
持
ち
ま
し
た 。
私の
興
味
本
位の
話に
な
る
か
も
し
れ
ませ
ん
が 、

3つ
の
謎
を
こ
れ
か
ら
解い
て
い
き
た
い
と
思い
ま
す 。

三

堀
之
内
松
十
郎
の
略
歴

川
ま
ず 、
堀
之
内
松
十
郎の
略
歴
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す 。
先
ほ

ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
明
治
2

年 、
宇
佐
郡
和
問
村
大
字
路
木に
生
ま
れ
て
い

ま
す 。
当
時の
学
問
は
漢
学で
す 。
漢
学
を
修
得
す
る
た
め 、
地
元の
漢
学
者

に
教
え
を
請い 、
秀で
て
い
た
の
で
す
ね 、
明
治
打
年に 、
凶
歳で
村の
小
学

校の
教
師を
し
て
い
ま
す 。
そ
し
て 、
小
学
校
令
改
正
に
よっ
て
教
員
免
許
検

定
試
験
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら 、
こ
の
試
験
に
応
じ
日
歳で
合
格
し、
加
歳

の
時に
は
小
学
校
教
員と
し
て
千
原
小
学
校に 、
「チハ
ラ」
と
読
む
の
で
しょ

う
か、
奉
職
し
て
い
ま
す 。
普
通
で
し
た
ら 、
そ
の
ま
ま
小
学
校
教
員と
し
て

学
校の
先
生
を
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思い
ま
す 。
と
こ
ろ

が 、
その
ま
ま
で
終
わ
ら
ず 、
九
州か
ら
東
京に
飛び
出し
て
い
く
と
こ
ろ
が 、

人
生の
面
白い
と
こ
ろ
で
す 。

ω
堀
之
内
松
十
郎
は 、
明
治的ω
年に
は
教
職
を
辞
し、
貯
え
た
給
料
を
も

と
に
東
京に
出て
勉
強
を
す
る
決
意
を
し
ま
す 。
幻
歳で
の
決
断で
し
た 。
明

治μ
年に
は
専
修
学
校に
入
学し
て
い
ま
す 。
法
律
経
済
を
勉
学
す
る
た
め
に 、

専
修
学
校の
校
外
生
に
なっ
て
い
る
の
で
す 。
こ
れ
は 、
当
時の
学
校
制
度の

面
白い
と
こ
ろ
で
す 。
校
外
生
制
度
(
校
外
員
制
度)
は 、
各
地の
向
学
心の

高い
青
年に
学
問の
機
会を
提
供
し
よ
う
と
い
う
員
外
生
制
度
で 、
専
修
学
校

は
明
治
初
年1
月か
ら
こ
の
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
ま
し
た 。
い
わ
ば
今

日
の
通
信
教
育
制
度の
先
駆
を
な
す
もの
で
す 。
堀
之
内
松
十
郎
は 、
上
京
し

た
もの
の 、
正
規の
入
学に
必
要な
保
証
人
を
東
京
で
す
ぐ
見つ
け
る
と
い
う

こ
と
が
困
難
で
あっ
た
こ
と
か
ら 、
ま
ず
は
働
き
な
が
ら
校
外
生
と
し
て
入
学

し、
講
義
録
を
入
手
し
て
勉
学に
励ん
だ
の
で
す 。
そ
し
て 、
な
お
面
白い
こ

と
は 、
あ
ざ
や
か
な
逆
転
劇
を
演
じ
て
い
ま
す 。
校
外
生
と
し
て
専
修
学
校に

入っ
た
の
が
明
治M
年
2

月で
す
が 、
そ
れ
か
ら
5
カ
月
後の
7

月に
は
編
入

試
験
を
受
け 、
トッ

プ
の
成
績
で
3

学
年へ
の
編
入
を
果
た
し
て
い
ま
す 。

編
入
し
た
先
は 、
理
財
科
で
す 。
理
財
科に
入っ
て 、
途
中
か
ら
法
律
を
勉

強
し
て
い
ま
す 。
理
財
科
で
は
1

番
で
卒
業
す
る
だ
ろ
う
と 、
み
ん
な
に
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
が 、
途
中
か
ら
法
律の
勉
強
が
面
白
く
なっ
て 、
理
財
科の
勉

強に
子を
抜い
た
の
で 、
卒
業
試
験
は
首
席
で
は
な
く
5

番で
あっ
た
そ
う
で

す 。
と
も
か
く 、
通
常
は
3

年か
か
る
もの
を
1

年で
及
第し
た
の
で
す
か
ら 、

こ
の
点だ
け
で
も
秀
才で
す 。
さ
ら
に 、
彼の
凄
さ
は 、
明
治お
年7
月に
理

6-



財
科
を
卒
業
し
た
後 、
日
月に
は
代
言
入
試
験
に
合
格
し、
明
治
初
年
2

月に

司
法
省よ
り
「
代
言
人
免
許
証」
を
下
付
さ
れ
て
い
ま
す 。
代
言
人
と
い
うの

は 、
現
在の
弁
護
士の
こ
と
で
す 。
大
分か
ら
上
京
し
て
3

年
後に
は
弁
護
上

活
動
を
始め
て
い
る
の
で
す
か
ら 、
そ
の
聞の
猛
勉
強
は
推
し
て
知
るべ
し
で

す 。こ
こ
ま
で
の
経
歴
に
つ
い
て 、
皆
さ
ん
の
多
く
は 、
そ
うい
う
道の
り
も
あ

る
ん
だ
と
思
わ
れ
る
で
しょ
う 。
し
か
し、
私
は 、
正
直三一一口っ
て 、
な
ぜ
そ
う

い
う
鮮
や
か
な
転
身が
可
能だっ
た
の
か
不
思
議
に
思い
ま
し
た 。
日
本の
法

曹
養
成の
制
度
が
ど
う
推
移
し
て
き
た
の
か
は 、
お
お
よ
そ
知っ
て
い
るつ
も

り
で
し
た
が 、
当
初は
推
測
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た 。
当
時の
法
曹
養
成シ
ス

テム
を
読
み
解か
な
い
と
謎
は
解
け
ま
せ
ん 。
こ
の
点に
つ
い
て
は 、
後ほ
ど
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お
話
し
致
し
ま
す 。

ω
東
京で
弁
護
活
動
を
開
始
し
て
か
ら
1

年ちょっ
と
過
ぎ
た
明
治
幻
年

日
月 、
堀
之
内
松
十
郎は 、
両
親の
懇
願
に
よ
り
故
郷の
中
津に
帰
る
こ
と
に

な
り
ま
す 。
お
歳の
時で
す 。
中
津で
法
律
事
務
所
を
開
設
し、
弁
護
士
と
し

て
の
活
動
を
始め
ま
す 。
そ
し
て 、
刑
事
弁
護
人
と
し
て
活
躍
し
ま
す
が 、
こ

こ
か
ら
先
が
単
な
る
法
律
家に
終
わ
ら
な
い
の
が
凄い
と
こ
ろ
で
す 。
弁
護
士

活
動
を
継
続
し
な
が
ら 、
明
治
加
年に
は 、
お
歳の
若
さ
で
中
津
町の
町
議
会

議
員
に
当
選
し
て
い
ま
す 。
お
歳の
時に
は
大
分
県の
県
議
会
議
員に
な
り 、

必
歳で
大
分
県の
弁
護
士
会
副
会
長に
就
任
し
て
い
ま
す 。
そ
し
て 、
必
歳の

時に
は
中
津
町の
町
長に
転
身
し、
地
方
自
治
に
関
し
多
くの
功
績
を
残
し
て

い
ま
す 。
中
津
町
長
は 、
大
正
3

年
ロ
月か
ら
同
6

年1
月
ま
で 、
さ
ら
に
大

正
日
年
か
ら
昭
和
3

年
ま
で
務め
て
い
ま
す 。

そ
の
聞に
成
し
遂
げ
た
仕
事に
は
光
る
もの
が
あ
り
ま
す 。
ま
ず
中
津
商
業

学
校
(
大
正
5

年
認
可)
の
設
置
が
あ
り
ま
す 。
こ
れ
は 、
町
村の
自
治
体
が

甲
種
商
業
高
等
学
校
を
設
置
す
る
と
い
う
もの
で 、
当
時
と
し
て
は
珍し
い
も

の
で
す 。
そ
の
後 、
中
津
商
業
学
校
は 、
昭
和
6

年に
大
分
県に
移
管
さ
れ
る

こ
と
に
な
りま
す 。
さ
ら
に 、
中
津
市の
上
水
道の
敷
設 、
中
津
公
会
堂の
設

置 、
和
田
奨
学
金の
設
定
な
ど、
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
事
業を
推
進
し
て
い
ま
す 。

さ
ら
に
ま
た 、
日
本
鉱
泉
株
式
会
社
も
設
立
し
て
お
り 、
弁
護
士
業
務に
止
ま

ら
ず 、
政
治 、
行
政 、
経
常
な
ど
に
も
携
わっ
て
い
る
の
は 、
驚
き
で
す 。
こ

うい
う
卒
業
生
が
大
分に
い
た
ん
で
す 。

川山
地
方に
お
い
て
こ
れ
だ
け
の
社
会
貢
献
を
し
た
卒
業
生
が
い
る
の
に 、

大
学
史の
記
録の
中で
今
ま
で
あ
ま
り
光
が
当て
ら
れ
て
い
ませ
ん 。
私の
見

落と
し
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が 、
大
学の
資
料
に
見
か
け
な
い
の
を
不
思
議に
思

い
ま
す 。
さ
ら
に 、
今
村
力三
郎
先
生
と
の
接
点
も 、
相
馬
永
胤
先
生
と
の
接

点
も
よ
く
分か
ら
な
い
の
で
す 。
今
回
入
手
し
た
段ボ
ー

ル
初
箱
を
整
理
す
れ

ば
分か
る
か
も
し
れ
ませ
ん
が 、
現
時
点で
私な
り
に
謎
解
き
を
試
み
ま
し
た 。

そ
の
前に 、
ま
ず
田
尻
稲
次
郎
先
生
と
の
接
点を
考え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す 。
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田
尻
稲
次
郎
と
の
接
点

山
田
尻
稲
次
郎
先
生
に
つ
い
て
は
多
くの
方が
ご
存
じ
で
しょ
う 。
田
尻

先
生
は 、
嘉
永
3

年
(
1
8
5
0

年)
に
薩
摩
藩の
京
都
上
屋
敷
で
生
ま
れ、

そ
の
後
6

歳の
時に
鹿
児
島に
帰
り 、
薩
英
戦
争
も
目の
当
た
り
に
さ
れ
て
い
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ま
す o
M
歳の
時に
薩
摩
藩の
開
成
所
英
語
科に
入
学し、
そ
の
後 、
江
戸
に

出
ら
れ
た 。
ま
ず
福
沢
諭
吉の
慶
応
義
塾
に
入
門
さ
れ
た
が 、
自
分の
考
え
に

合
わ
な
い
と
し
て
開
成
所
(そ
の
後 、
大
学
南
校)
に
入
学さ
れ
た 。
し
か
し、

海
防
が
国の
急
務で
あ
る
と
し
て
開
成
所
を
退
き 、
明
治
3

年
に
新
政
府の
海

軍
兵
学
寮
に
入
学
さ
れ
た
が 、
今
度
は 、
「
今
や
開
国
進
取の
時
運
に
向ふ 、

世
界
各
国
を
律
す
る
篠
規に
万
国
公
法
あ
り 、
園
内
を
治
む
る
も
亦
皆
法
律に

依
ら
さ
るべ
か
ら
ず」
と
し
て 、
大
転
換
を
さ
れ、
海
軍
兵
学
寮
を
退
学
し
て

大
学
南
校
に
復
帰
さ
れ
た 。
さ
ら
に
は 、
明
治
3

年
ロ
月に
は 、
太
政
官の
命

に
よ
り
「
国
法
民
法
課
勤
学」
と
し
て
米
国
に
派
遣
さ
れ
た 。
そ
し
て
明
治
4

年
春
に
横
浜よ
り
出
航
し、
ア
メ
リ
カ
に
渡っ
て 、
明
治
ロ
年ま
で
滞
在
し、

経
済
学・
財
政
学
を
修
得
さ
れ
ま
し
た 。

ω
田
尻
先
生の
面
白い
と
こ
ろ
は 、
状
況
判
断に
優
れ、
ス
イッ
チ
の
切

り
替
え
が
極め
て
早い
こ
と
で
す 。
最
初
は 、
法
律
を
勉
強
す
る
つ
も
り
で
渡

米
さ
れ
ま
し
た 。
当
時の
留
学
生の
多
く
が
近
代の
法
律
学 、
法
制
度 、
そ
れ

に
兵
制の
修
得に
取
り
組ん
で
い
た 。
田
尻
先
生
も
当
初の
目
的
は
法
律
学の

修
得
で
あ
りま
し
た
が 、
途
中
で
方
向
転
換
を
さ
れ
て
い
ま
す 。
米
国
か
ら
日

本の
国
情
を
な
が
め 、
日
本の
最
大の
急
務
は
「
貨
幣
制
度の
樹
立 、
租
税
其

の
他
収
入
組
織の
制
定 、
財
政の
整
頓
等 、
寧
ろ
経
済
財
政の
点
に
在
る」
と

し
て 、
「
経
済
財
政の
学
を
以
て
終
生
国
家の
為め
に
尽
さY
る
可
ら
ず」
と

決
意
さ
れ
た
の
で
あ
りま
し
た 。
こ
の
方
向
転
換
が
な
かっ
た
ら 、
わ
が
国
に

お
け
る
経
済
学・
財
政
学の
進
展
は
大
き
く
遅
れ
た
こ
と
で
しょ
う
し、
帰
国

後に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
専
修
学
校の
特
色 、
つ
ま
り
法
律と
経
済の
2

つ
の
学

問
領
域
を
教
授
す
る
と
い
う
特
色
は
出て
こ
な
かっ
た
で
あ
り
ま
しょ
う 。
田

尻
先
生
が
イェ
l

ル
大
学で
経
済
学 、
財
政
学
を
勉
強
し、
さ
ら
に
イェ
l

ル

大
学
院
に
進
ま
れ
て
研
究
を
深め
ら
れ
た
の
は 、
日
本の
国
情
を
外
国
か
ら
客

観
的に
直
視
し
た
上
で
の
大
転
換
だっ
た
の
で
す 。

ω
こ
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
と
順
調
な
歩
み
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が 、
志
を
貫
徹
す
る
上
で
の
波
乱
万
丈の
生
き
方が
横
た
わっ
て
い

ま
す 。
逆
境
に
立っ
た
時の
身の
処
し
方が
人
と
し
て
の
価
値を
決め
る
と
思

い
ま
す
が 、
こ
の
あ
た
りの
九
州の
人の
生
き
方は
面
白い
と
こ
ろ
で
す 。
田

尻
先
生
は 、
太
政
官の
命
に
よっ
て
米
国
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
す
が 、
明
治4

年に
文
部
省
が
設
置
さ
れ、
留
学
生の
こ
と
は
文
部
省の
所
管
す
る
と
こ
ろ
と

な
り 、
文
部
省
が
明
治
6

年
以
前に
太
政
官よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
すべ
て
の

留
学
生
を
召
還
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
か
ら 、
帰
国
命
令が
出
ま
す 。
つ
ま
り 、

太
政
官の
命
に
よ
る
留
学
生
は
学
業の
進
捗
状況に
か
か
わ
ら
ず
全
て
引
き
揚

げ
ろ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が 、
そ
の
背
景
に
は 、
西
南
戦
争が
勃
発
す
る
前

で 、
国の
財
政
状
況
が
逼
迫
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あっ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す 。
こ
れ
に
対
し
て 、
田
尻
先
生
は 、
い
ま
帰
国
し
た
の
で
は
学
業
が
中
途

半
端に
な
り 、
志
し
た
もの
が
全
部
な
く
なっ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で 、
帰
国

命
令
を
無
視
し
米
国に
留
まっ
て
し
まい
ま
す 。
し
か
し、
国の
支
援
な
し
に

生
活
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん 、
財
政
的
な
裏
付
け
な
く
し
て
勉
学
す
る
こ
と

は
非
常
に
困
難
で
す 。
幸い
な
こ
と
に 、
田
尻
先
生の
学
才
を
惜
し
み 、
学
問

に
対
す
る
熱
意
に
共
感
し
た
ケ
プロ
ン
校
長が
経
済
的
な
支
援
を
し
ま
す 。
支

援
し
た
ケ
プロ
ン
校
長は
そ
の
後
病
死
さ
れ
ま
す
が 、
ケ
プロ
ン
校
長の
属
し
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《講演録》田尻稲次郎と堀之内松十郎

てい
た
教会の
人々
が
寄付を
募
り
支援を
鰹杭し
ま
す 。
田
尻
先
生は 、
イエ
ー

ル
大
学
及
び
大
学
院ま
で
進
ん
で
経
済
財
政の
先
端の
学
問
を
修
得
し、
帰
国

し
ま
す 。
帰
国
す
る
際 、
惜
し
み
な
い
支
援
を
続
け
て
く
れ
た
教
会の
関
係
者

に
心
情
溢
れ
る
別
れ
の
挨
拶
を
さ
れ
て
い
ま
す
が 、
そ
の
場
面
は 、
専
修
大
学

創
立
1
3
0

周
年
記
念
映
画
『
学
校
をつ
く
ろ
う
ーそ

の
と
き 、
若
者た
ち
は

未
来
を
見
た
|』

の
中で
も
描
か
れ
て
い
ま
す 。
是
非
見
て
い
た
だ
き
た
い 。

凶
帰
国
さ
れ
た
田
尻
先
生
は 、
日
本の
経
済・
財
政の
分
野
に
お
い
て 、

官
界
お
よ
び
学
界
で
活
躍
さ
れ
ま
し
た 。
田
尻
先
生の
強
み
は 、
法
律
学の
素

養
が
根っ
こ
に
あっ
て 、
経
済・
財
政の
実
務
と
研
究の
二
足の
草
鮭
を
履
か

れ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す 。
こ
の
点
は 、
明
治
維
新
後 、
日
本で
出
さ
れ
た

最
初の
法
学
博
士の
学
位
を
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分か
り
ま
す 。
明

治
初
年に
学
位
令が
出
さ
れ、
明
治
幻
年に
最
初の
法
学
博
士
号が
5

人
に
授

与
さ
れ
て
い
ま
す 。
箕
作
麟
祥 、
鳩
山
和
夫 、
穂
積
陳
重 、
菊
池
武
夫 、
田
尻

稲
次
郎の
5

人
で
す 。
箕
作
麟
祥と
い
う
名
前
は 、
法
律
家な
ら
す
ぐ
分か
り

ま
す
が 、
権
利 、
義
務 、
憲
法
な
ど
法
律の
専
門
用
語
を
日
本
語に
翻
訳
し、

法
典
編
纂に
携
わっ
た
法
学
者で
す 。
啓
蒙
思
想
家と
し
て
も
著
名
で
す 。
和

仏
法
律
学
校
(
法
政
大
学)
の
初
代
学
長
も
務め
て
い
ま
す 。
鳩
山
和
夫
は 、

鳩
山
由
紀
夫
前
総
理
大
臣の
曾
祖
父
で
す
が 、
専
修
学
校の
創
立
に
も
深
く
関

わっ
た
人
で
す 。
東
京
専
門
学
校
(
早
稲
田
大
学)
の
校
長
も
務め
て
い
ま
す 。

穂
積
陳
重
は 、
法
律
学を
勉
強
し
て
い
る
者は
誰
で
も
知っ
て
い
る
法
律
学の

第一
人
者で
す 。
菊
池
武
夫
は 、
英
吉
利
法
律
学
校
(
中
央
大
学)
の
創
立
に

関
わ
り 、
中
央
大
学の
初
代
学
長に
なっ
た
人
で
す 。
そ
し
て 、
専
修
学
校の

田
尻
稲
次
郎で
す 。

堀
之
内
松
十
郎
が
大
分か
ら
東
京に
出て
き
た
の
が
明
治
お
年で
す 。
そ
の

頃
す
で
に
堀
之
内
松
十
郎は 、
九
州
出
身の
田
尻
先
生の
名
前を
知っ
て
い
て 、

人
物に
憧
れ
専
修
学
校の
門
を
叩い
た
と
思
わ
れ
ま
す 。
遺
稿
集
に
載せ
ら
れ

て
い
る
小
野
精一
「
堀
之
内
松
十
郎
翁
を
弔ふ」
と
い
う一
文の
中に
「
明
治

二
十三
年 、
年二
十一 、
志
を
立
て
隻
手
空
拳 、
上
京
し
て
当
時
田
尻
博
士の

設
立
し
て
ゐ
た
専
修
大
学に
入
学
し
た 。」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す 。
こ
の

一
文
か
ら
も
田
尻
先
生
と
の
接
点
が
う
か
が
わ
れ
ま
す 。
ま
た 、
田
尻
先
生
伝

記
及
遺
稿
編
纂
会
が
昭
和
8

年に
『
北
雷
田
尻
先
生
侍
上
巻 、
下
巻』
を
発
刊

し
て
い
ま
す
が 、
同
書に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
編
纂
会
寄
附
者
芳
名」
の
中に

「
堀
之
内
松
十
郎」
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す 。
今
後 、
田
尻
先
生
と
の

繋
が
り
が
具
体
的に
分かっ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

間
堀
之
内
松
十
郎
が
書
き
残
し
た
もの
に 、
法
律
と
経
済の
両
方を
勉
学

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 、
両
方を
理
解し
て
初め
て
物
事
を
処
理
す
る
上
で
の

舵
を
取
る
こ
と
が
出
来
る 、
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
が 、
こ
の
こ

と
は
田
尻
先
生の
影
響の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す 。
田
尻
先
生
は 、
法
律
学か
ら

経
済・
財
政
学へ
と
学
問
を
発
展
さ
せ
ら
れ、
堀
之
内
松
十
郎
は 、
経
済・
財

政
学か
ら
法
律
学へ
と
学び
を
進め
た
と
い
うの
は 、
順
番
は
違'つ
け
れ
ど、

両
万
を
勉
学し
て
い
る
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
ま
す 。
こ
の
こ
と
は 、
実
は 、

専
修
学
校の
教
育
上の
特
色
で
も
あっ
た
の
で
す 。

田
尻
先
生
は
専
修
学
校の
看
板
教
授で
あ
る
と
と
も
に 、
東
京
大
学
や一
橋

大
学な
ど
で
も
教
鞭
を
執
ら
れ
ま
し
た 。
田
尻
先
生の
財
政
学
を
聴い
て 、
そ
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の
後
研
究
者に
なっ
た
方
も
多い
と
思い
ま
す 。
専
修
学
校
は 、
向
学
心の
あ

る
地
方の
若
者や
夢
を
持っ
て
苦学し
て
い
る
若
者を
引
きつ
け
る
魅
力が
あっ

た
の
で
す 。
田
尻
先
生
が
質
実
剛
健
を
信
条
と
し
て
生
活
さ
れ、
時
間
が
な
け

れ
ば
日
曜
日
に
も
講
義
を
さ
れ、
「
学
問に
休
日
は
な
い」
と
言
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
考え
る
と 、
誠
に
魅
力
的
で
す 。

次
に 、
今
村
力三
郎
先
生
と
の
接
点
は
ど
う
な
の
か、
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す 。

五

今
村
力
三
郎
と
の
接
点

川
今
村
力三
郎
先
生
に
つ
い
て
は 、
戦
後 、
専
修
大
学が
新
制
大
学に
移

行
す
る
と
き
に 、
総
長と
し
て
大
学の
建
て
直
し
を
な
さ
れ
た
こ
と
は 、
皆
さ

ん
よ
くご
存じ
だ
と
思い
ま
す
が 、
専
修
学
校
時
代の
今
村
先
生
に
つ
い
て
は 、

あ
ま
りご
存じ
な
い
と
思い
ま
す 。
今
村
先
生
は 、
慶
応
2

年
(1
8
6
6

年)

に
長
野の
伊
那
郡
飯
田
で
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た 。
専
修
学
校
に
は 、
明
治

問
年
3

月に
入
学
し、
在
学
中の
明
治
幻
年
7

月に
代
言
入
試
験
に
合
格
し、

明
治
幻
年
9

月に
法
律
科
を
首
席
で
卒
業
さ
れ
ま
し
た 。
今
村
先
生
が
卒
業
さ

れ
る
時 、
校
長で
あっ
た
相
馬
永
胤
先
生
と
の
逸
話
が
あ
り
ま
す 。
こ
の
逸
話

は 、
今
村
先
生
が
著
書
『
法
廷
五
十
年』
の
中に
書か
れ
て
い
ま
す 。
今
村
先

生
が
回一顧し
て
書か
れ
て
い
る
の
で
本
当
だ
と
思い
ま
す 。

当
時 、
専
修
学
校
を
首
席
で
卒
業
し
た
者に
は
お
円 、
次
席の
者に
は
日
円

の
賞
与
を
与
え
る 、
ご
褒
美の
制
度
が
あっ
た
そ
う
で
す 。
そ
こ
で
今
村
先
生

は 、
友
人の
川
上
と
い
う
学
生
と
二
人
で
相
馬
永
胤
先
生の
自
宅
を
訪
れ、
褒

美の
前
借
り
を
申
し
入
れ
た
と
い
うの
で
す 。
今
村
先
生
は
友
人
の
川
上
さ
ん

に 、
「
私
と
君
が
1

番 、
2

番だ
ろ
う
か
ら 、
相
馬
先
生
に
直
談
判
し
て
ご
褒

美
を
前
借
り
し
て 、
ど
こ
か
遊
び
に
行こ
う
で
は
な
い
か。」
と
話
さ
れ
た
と

こ
ろ 、
そ
れ
は
面
白い
と
い
う
こ
と
で 、
相
馬
先
生
に
会っ
て 、
今
村
先
生
が

「
私
が
1

番
で
川
上
が
2

番
だ
と
思い
ま
す 。
ど
う
せ
頂
く
な
ら
卒
業
式の
前

に
頂
戴
致し
た
い
の
で
す
が 。」
と
申
し
向
け
た
の
で
す
(
笑) 。
相
馬
先
生
は

笑い
な
が
ら 、
「
褒
美の
前
借
り
は
お
か
し
い
が 、
君
た
ち
に
決ま
れ
ば
前
に

あ
げ
て
も
よ
い
よ
と
答
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
す 。
学
生
も
相
馬
先
生
も
豪

気で
す
ね 。
相
馬
先
生
と
学
生
が
精
神
的に
強い
紳で
結ぼ
れ
て
い
な
け
れ
ば 、

成
り
立
た
な
い
話で
す 。
今
村
先
生
と
川
上
さ
ん
は 、
卒
業
式の
前に
ご
褒
美

の
お
円
を
頂
戴
し、
い
ま
で
い
う
卒
業
旅
行に
出か
け
た
と
い
う
逸
話で
す
が 、

創
立
者た
ち
と
学
生の
幹の
強
さ
は 、
今
村
先
生
が
戦
後に
自
分の
財
産
を
全

て
投
げ
打っ
て
専
修
大
学の
再
建に
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
か
ら
も
分か
り
ま
す 。

ω
私
は
法
学
部
を
首
席
で
卒
業
し
ま
し
た
け
れ
ど
も 、
残
念
な
が
ら
賞
与

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
(
笑) 。
川
島
賞の
メ
ダル
も
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た 。
昭
和
必
年
3

月 、
川
島
正
次
郎
先
生
は
日
本
武
道
館の
卒
業
式
で
最
後の

ス
ピ
ー

チ
を
さ
れ
ま
し
た
が 、
そ
の
ス
ピ
ー

チ
を
聞い
て
私
は
卒
業
し
ま
し
た 。
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首
席
は
壇
上
で
学
長
か
ら
直
接
卒
業
証
書
を
授
与
さ
れ
栄
誉
を
受
け
る
と
い
う

シ
ン
プ
ル
な
もの
と
は
違っ
て 、
明
治
期の
卒
業
式の
人
間
模
様
は
面
白い
で

す
ね 。
苦
学し
て
い
て
も 、
精
神
的
な
余
裕
を
失っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
凄い

と
思
い
ま
す 。

明
治
期の
専
修
学
校の
学
生の
多
く
は
苦
学
生
で
す 。
教
壇
に
立つ
先
生
も



ほ
と
ん
ど
無
給で
す 。
教
授
す
る
方
も
教
わ
る
方
も 、
自
由
に
な
る
時
間
は
日

が
沈ん
で
か
ら
で
あ
り 、
昼
間
は
生
計
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
今
村
先

生
は 、
判
事の
書
生
を
し
な
が
ら
勉
学
し、
堀
之
内
松
十
郎
も
商
庖の
簿記の

仕
事
を
し
な
が
ら
勉
学
し
て
い
る 。
し
か
し、
志
が
あ
り
夢
が
あ
り 、
精
神
的

に
余
裕
が
あ
る 。
精
神
的
なパ
ネ
が
あ
る
の
で
す 。

『
武
士
道』
を
書い
た
新
渡
戸
稲
造
と
い
う
人
が
い
ま
す 。
新
渡
戸
稲
造
は 、

田
尻
先
生の
財
政
学の
講
義
を
東
大
で
聴い
て
い
ま
す 。
そ
の
新
渡
戸
稲
造
が

学
問を
す
る
に
は 、
体
力
と
お
金
と
時
間の
三
つ
が
揃
う
必
要が
あ
る
と二一一口つ

て
い
ま
す 。
勉
学
す
る
に
は
時
間
が
要
り
ま
す 。
勉
学し
て
い
る
時
間
は
仕
事

と
い
う
もの
は
何
も
し
な
い
わ
け
で
す 。
頭
で
考
え
て
い
る
時
間
は 、
じっ
と

し
て
考
え
て
い
る
だ
け
で
す 。
し
か
し、
生
き
て
い
く
た
め
に 、
食べ
な
け
れ

ば
い
け
ませ
ん 。
私
も
貧
之
学
生
で
し
た
の
で 、
食
う
や
食
わ
ずの
生
活
で 、

多
くの
人
に
食べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た 。
稼
げ
な
かっ
た
の
で
食
わ
せ
て
も

らっ
た
の
で
す
が
(
笑) 。
ど
こ
か
で 、
勉
学
す
る
自
由
な
時
間
を
確
保
す
る
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た
め
の
お
金
を
得な
け
れ
ば
餓
死
し
て
し
まい
ま
す 。
こ
うい
う
ギ
リ
ギ
リ
の

と
こ
ろ
で
学
問
す
る
に
は 、
志
が
必
要で
す 。
こ
の
こ
と
は 、
明
治
期の
学
生

に
は
顕
著
に
見
て
取
れ
ま
す
が 、
今
日
で
も
な
お
真
理
だ
と
思
い
ま
す 。

ω
今
村
先
生
は
法
律
科
を
極め
て
優
秀
な
成
績で
卒
業
さ
れ、
卒
業
後
す

ぐ
に
弁
護
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す 。
明
治
幻
年 、
但
歳の
若
さ
で
刑
事
弁
護の

法
廷
に
立
た
れ
て
い
ま
す 。
堀
之
内
松
十
郎
は 、
明
治
お
年
7

月に
卒
業
し、

初
年5
月に
東
京
地
方
裁
判
所
検
事
局で
弁
護
士
名
簿
登
録
を
行い
弁
護
活
動

に
入っ
て
い
ま
す 。
両
者の
卒
業
年
度
も
弁
護
活
動
開
始
も
4

年の
違い
が
あ

り
ま
す 。
堀
之
内
松
十
郎の
東
京
で
の
弁
護
活
動
は
約
1

年
半
で
あ
り 、
こ
の

間 、
今
村
先
生
と
の
接
点
は
あっ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
今
村
先
生
は 、
そ
の

像短
期
間で
す
が
長
野で
判
事を
さ
れ
て
お
り 、

堀之
内
松
十
郎は
大
分に
帰っ

た
こ
と
を
考
え
る
と 、
交
流の
チャ
ン
ス
は
あ
ま
り
な
かっ
た
と
も
思
わ
れ
ま

す
が 、
未
だ
判
然
と
し
ませ
ん 。
実
は 、
今
村
先
生の
膨
大
な
訴
訟
記
録
は
大

学に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が 、
今
村
先
生の
正
確
な
年
譜
が
出
来
上
がっ
て

い
ま
せ
ん 。
さ
ら
に 、
残
さ
れ
た
私
信の
整
理
が
終
わっ
て
い
な
い
の
で
す 。

こ
の
作
業
が
進め
ば 、
今
回の
謎
は
簡
単に
解
け
た
か
も
し
れ
ませ
ん 。

た
だ 、
花
井
卓
蔵
と
堀
之
内
松
十
郎と
の
接
点
は
あ
り
ま
す
か
ら 、
花
井
卓

蔵
か
ら
今
村
力
三
郎
先
生の
話
を
聞か
れ
た
可
能
性
は
高い
と
思い
ま
す 。
今

村
先
生
と
花
井
卓
蔵
は 、
著
名
な
刑
事
事
件の
弁
護
を一
緒に
担
当
さ
れ
て
い

ま
すの
で 、
可
能
性
が
あ
り
ま
す 。
ま
た 、
江
木
衷
は 、
専
修
学
校
で
刑
法の

講
義
を
担
当
し、
学
生
時
代
か
ら
今
村
先
生
を
よ
く
知っ
て
い
ま
す 。
江
木
衷

は 、
ド
イ
ツ
刑
法
と
く
にベ
ル
ナ
l

の
刑
法
理
論
に
傾
注
し
て
い
ま
し
た
が 、

フ
ラ
ン
ス
刑
法
を
継
承
し
た
旧
刑
法
が
そ
の
後ド
イ
ツ
刑
法
を
継
承
し
た
現
行

刑
法
に
替
わ
る
こ
と
を
考
え
る
と 、
学
生
に
大
き
な
イ
ンパ
ク
ト

を
与え
て
い

た
と
思い
ま
す 。
今
村
先
生
の
刑
罰
論に
も
江
木
衷の
影
響
が
あ
る
と
思っ
て

い
ま
す 。
堀
之
内
松
十
郎
は 、
そ
の
江
木
衷
と
あ
る
刑
事
事
件に
つ
い
て一
緒

に
弁
護
活
動
を
行っ
て
い
るの
で
す
か
ら 、
「
今
村
力三
郎を
知っ
て
い
る
か。」

と
い
うよ
う
な
話に
なっ
て
も
お
か
し
く
な
い
で
す 。
堀
之
内
松
十
郎
は 、
九

州の
刑
事
事
件
を
数
多
く
手
が
け 、
か
つ
行
政
や
政
治の
分
野
で
大
き
な
功
績

を
残
し
て
い
る
の
で
す
が 、
当
時
は
今
日
の
よ
う
な
情
報
化
社
会
で
は
あ
りま
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せ
ん
の
で 、
そ
の
発
信
が
東
京
ま
で
は
届
き
難
かっ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
ま
す 。
こ
れ
か
ら
ダン
ボ
ー

ル
箱の
資
料
等
を
手
が
か
り
に 、
い
ろ
ん
な

接
点
を
調べ
て
み
た
い
と
思い
ま
す 。

六

明
治
期
の
高
等
教
育
の
う
ね
り
と
専
修
学
校
の
底
力

川
先
ほ
ど
今
村
先
生
は
代
言
入
試
験
を
法
律
科
在
学
中
に
受
験
し、
堀
之

内
松
十
郎
は 、
理
財
科
を
卒
業
し
て
代
言
入
試
験
を
受
け
た
と
い
う
話
を
し
ま

し
た 。
こ
の
当
時
は 、
法
曹
養
成の
シ
ス
テム
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
時

代
で
す 。
法
曹
養
成に
関
わっ
て
い
た
専
修
学
校
が
時
代の
変
化の
中で
ど
う

い
う
動
き
を
し
た
の
か
を
調べ
ま
す
と 、
私
学と
し
て
の
専
修
学
校の
底
力
を

感
じ
ま
す 。

専
修
大
学の
歴
史
を
時
間
的に
逆
に
遡っ
て
お
話
し
ま
す 。
専
修
大
学
は 、

第二
次
世
界
大
戦
後に
新
制
大
学と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た 。
こ
の
会
場に

い
らっ
しゃ
る
ほ
と
ん
ど
の
方が
新
制
大
学に
なっ
て
か
ら
の
卒
業
生
だ
と
思

い
ま
す
が 、
ω
歳
代の
方
で
旧
制
大
学
時
代の
卒
業
生の
方
もい
らっ
しゃ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん 。
戦
前
は 、
旧
制
大
学で
す 。
こ
れ
は 、
大
正
7

年の
大
学

令に
基づ
く
もの
で
す
が 、
専
修
大
学
が
旧
制
大
学に
移
行
し
た
の
は 、
大
正

日
年で
す 。
大
学
令が
出て
か
ら
4

年
後で
あ
り 、
五
大
法
律
学
校の
中で
は

最
後の
申
請
で
し
た 。
こ
れ
に
つ
い
て
は 、
旧
制
大
学に
移
行
す
る
際の
補
助

金の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
痩せ
我
慢
を
始め 、
い
ろ
ん
な
ド
ラマ
が

あ
り
ま
す
が 、
今
日
はパ
ス
し
ま
す 。
旧
制
大
学の
前
は 、
専
門
学
校
令
に
よ

る
専
修
学
校の
時
代で
す 。
専
門
学
校
令は 、
明
治初
年に
出
さ
れ
て
い
ま
す 。

途
中か
ら
専
門
学
校
令の
も
と
で
も
「
大
学」
と
い
う
名
称
が
使え
る
よ
う
に

な
り 、
「
専
修
大
学」
に
名
称
変
更
が
な
さ
れ
て
い
ま
す 。
専
修
学
校
が
創
立

さ
れ
た
の
は
明
治
日
年
9

月で
す
が 、
こ
の
学
校
開
設の
根
拠
法
令
は
明
治
ロ

年
9

月の
教
育
令で
す 。

教
育
令
が
出
さ
れ
た
次の
年に
専
修
学
校
が
創
立
さ
れ
て
い
ま
す
が 、
創
立

者た
ち
は
留
学か
ら
帰
国
し
て
時
間
を
お
くこ
と
な
く

学
校
を
立
ち
上
げ
た
こ

と
が
分
か
りま
す 。
し
か
も 、
日
本
語
で
法
律
と
経
済
を
教
え
る
最
初の
高
等

教
育
機
関の
立
ち
上
げ
で
し
た 。
法
曹
養
成の
シ
ス
テム
が
ま
だ
整
備
さ
れ
て

お
ら
ず 、
か
つ
法
制
度
も
完
備
し
て
い
な
い
状
況
下
で 、
先
行
し
て
実
務
家の

養
成
を
企
図
し
て
教
育
を
開
始
し
た
の
で
す 。
し
た
がっ
て 、
国の
法
曹
養
成

の
シ
ス
テム
が
動い
て
く
る
と 、
様々
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す 。

今
村
力
三
郎
先
生
や
堀
之
内
松
十
郎
が
専
修
学
校
で
勉
学
し
た
時
代
は 、
法
曹

養
成の
シ
ス
テム
が
小
刻み
に
変
動
し
た
時
代
で
す 。
堀
之
内
松
十
郎
が
理
財

科
か
ら
代
言
入
試
験
にパ
ス
し
た
の
も 、
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば 、
そ
れ
ほ
ど

不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ませ
ん 。
こ
の
点
は 、
後
で
お
話
し
ま
す 。
後
追い

で
あっ
た
国の
高
等
教
育
制
度
およ
び
法
曹
養
成
制
度の
変
動の
中で 、
様々

な
制
約
を
受
け
な
が
ら
も 、
今
日
ま
で
創
立
者た
ち
の
思い
を
維
持し
つ
つ 、

市
民の
目
線
か
ら
の
高
等
教
育
を
続
け
て
き
た
専
修
大
学の
底
力
を
認
識
すべ
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き
で
あ
り
ま
す 。

ω
日
本の
法
制
度
を
考
え
る
場
合に 、
国の
基
本
法
が
重
要で
す
が 、
皆

さ
ん 、
明
治
憲
法
(
大
日
本
帝
国
憲
法)
は
何
年
ぐ
ら
い
に
出
来た
の
か
ご
存

じ
で
しょ
う
か。
専
修
学
校の
創
立
よ
り
早い
か、
遅い
か。
実
は 、
専
修
学
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校よ
り
遅い
の
で
す 。
専
修
学
校
が
創
立
さ
れ
た
明
治
日
年
に
は 、
旧
刑
法
が

公
布
さ
れ
て
い
ま
す 。
民
法
や
商
法
も
制
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん 。
そ
う
い
う
段

階
で 、
専
修
学
校
で
は
法
曹
教
育
を
行
お
う
と
す
る
の
で
す
か
ら 、
もの
凄い

こ
と
で
す 。
今
村
先
生
が
代
言
入
試
験
に
合
格
さ
れ
た
の
が
明
治
幻
年で
す
か

ら 、
ま
だ
そ
の
時
は
明
治
憲
法
は
存
在
し
ませ
ん 。
明
治
憲
法
は 、
翌
年の
明

治
幻
年に
なっ
て
よ
う
や
く
発
布
さ
れ
ま
し
た 。
明
治
お
年に
は
裁
判
所
構
成

法
が
制
定
さ
れ
ま
す
が 、
こ
れ
に
よっ
て
治
罪
法
をベ
l

ス
に
し
た
裁
判の
構

成
や
組
織
が
定
ま
り
ま
す 。
裁
判
官 、
検
察
官 、
弁
護
人の
三
者で
裁
判
を
動

か
し
ま
す
が 、
現
在の
刑
事
手
続の
基
本で
あ
る
当
事
者
主
義
と
は
大
き
く
異

なっ
て
い
ま
す 。
予
審の
制
度
が
あ
り
ま
し
た
し、
弁
護
人
は
検
事
局に
登
録

す
る
こ
と
に
なっ
て
い
ま
し
た 。
明
治
初
年に
は 、
弁
護
士
法
が
公
布
さ
れ、

そ
の
時
か
ら
「
代
言
人」
と
い
う
言
葉
が
な
く
なっ
て 、
「
弁
護
士」
と
い
う

名
称
に
な
り
ま
し
た 。
堀
之
内
松
十
郎
は 、
明
治
お
年に
代
言
入
試
験
に
合
格

し
て
い
ま
す
が 、
代
言
人
規
則の
も
と
で
の
試
験
と
し
て
は 、
最
後の
試
験
で

あっ
た
こ
と
に
な
り
ま
す 。
検
事 、
判
事に
つ
い
て
は 、
別
途 、
検
事
判
事
登

用
試
験
が
あ
り
ま
し
た 。
こ
の
頃に
は
法
制
度
が
か
な
り
整っ
て
き
て
お
り
ま

すの
で 、
法
学
教
育の
内
容に
も
変
化
が
あっ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す 。

ω
少
し
時
間
を
戻
し
て 、
試
験
制
度の
説
明
を
し
て
お
き
た
い
と
思い
ま

す 。
専
修
学
校
が
明
治
日
年に
創
立
さ
れ
ま
し
た
が 、
第1
回の
卒
業
式
が
明

治
凶
年7
月に
行
わ
れ、
初め
て
の
卒
業
生
を
世
に
送
り
出
し
ま
し
た 。
初
期

の
卒
業
生
は 、
法
律
学
校
卒
業
と
い
う
こ
と
で
代
言
人 、
判
事
等の
法
曹へ
の

道
が
開
け
て
い
ま
し
た
が 、
明
治
印
年
頃
か
ら
法
律
学
校に
対
す
る
国の
統
制

が
厳
し
く
な
りま
す 。
こ
れ
は 、
司
法シ
ス
テム
や
国の
高
等
教
育シ
ス
テム

の
整
備
が
進
み 、
私
学
教
育
を
管
轄
下に
置
く
動
き
が
出て
き
た
こ
と
に
よ
り

ま
す 。
明
治
問
年
に
は 、
帝
国
大
学の
発
足
に
伴い 、
「
私
立
法
律
学
校
監
督

条
規」
が
制
定
さ
れ、
五
大
法
律
学
校の
優
等
卒
業
生
を
判
事へ
無
試
験
登
用

す
る
と
い
う
こ
と
を
認め
る一
方 、
五
大
法
律
学
校
を
帝
大
総
長の
監
督
下に

置
き
ま
し
た 。
さ
ら
に 、
明
治初
年に
文
官
試
験の
登
用
制
度
を
設
け
た
関
係

か
ら 、
明
治幻
年に
は
先の
監
督
条
規
を
「
特
別
認
可
学
校
規
則」
に
変
更
し、

専
修
学
校ほ
か
6

校
を
「
特
別
認
可
学
校」
に
し
た
の
で
す 。
こ
れ
に
よ
り 、

専
修
学
校
で
は
無
試
験
で
判
事に
任
官
す
る
道
は
な
く
な
り 、
高
等
文
官
試
験

の
受
験
資
格
が
付
与
さ
れ
る
だ
け
に
な
り
ま
し
た 。
帝
国
大
学と
法
律
学
校
と

で
は 、
任
用の
面に
お
い
て
落
差
が
設
け
ら
れ
た
の
で
す 。
つ
ま
り 、
帝
国
大

学の
場
合
は 、
卒
業
す
る
と
判
事
補
と
し
て
任
用さ
れ
る
の
に
対
し
て 、
五
大

法
律
学
校
に
あっ
て
は 、
判
事
検
事
登
用
試
験の
受
験
資
格
が
与
え
ら
れ
る
だ

け
な
の
で 、
登
用
試
験
を
受
け
る
こ
と
か
ら
始め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す 。

受
験
資
格の
制
限
は 、
今の
法
科
大
学
院
み
た
い
で
す
ね 。
法
科
大
学
院
を
修

了
し
な
い
と 、
司
法
試
験の
受
験
資
格
を
取
得
出
来な
い
の
で
す
が 、
今の
時

代
は
全
国一
律
で
す
か
ら
出
発
点
は
同
じ
で
す 。
こ
うい
う
明
治
初
期の
試
験

制
度の
揺
れ
の
中で 、
今
村
先
生
や
堀
之
内
松
十
郎
は 、
代
言
入
試
験
を
受
け

て
在
野
法
曹の
道
に
進
ま
れ
た
の
で
す 。

明
治
幻
年の
特
別
認
可
学
校
規
則
が
出
来
た
背
景に
は 、
高
等
文
官
試
験の

制
度が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
述べ
まし
た
が 、
こ
の
点に
つ
い
て 、

も
う
少
し
詳
し
く
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思い
ま
す 。
司
法
官と
行
政
官の
両
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方を
採
用
す
る
た
め
に
高
等
文
官
試
験
が
設
け
ら
れ
ま
し
た 。
そ
の
受
験
資
格

を
付
与
す
る
「
特
別
認
可
学
校」
が
7

校
指
定
さ
れ
ま
し
た
が 、
専
修
学
校
は

そ
の
中に
入っ
て
い
ま
す 。
ハ
ー
ド

ル
は
あっ
て
も 、
司
法
官だ
け
で
な
く
行

政
官へ
の
道
も
聞
か
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が 、
特
別
認
可
学
校
規
則
に
よっ

て
授
業
科
目の
展
開に
規
制が
か
か
り
ま
す 。
法
律
科
目の
中に
制
定
法が
入っ

て
い
る
の
は
当
然と
し
て
も 、
財
政
学 、
理
財
学 、
統
計
学
な
ど
が
組
み
込
ま

れ
て
い
ま
し
た 。
そ
こ
で 、
明
治
幻
年
6
月
か
ら 、
そ
れ
ま
で
の
経
済
科
を

「
理
財
科」
に
名
称
変
更
し、
明
治
勾
年
9

月に
は
政
治
科
を
設
け
て
い
ま
す 。

理
財
科
は 、
志
願
者
を
増
や
し、
そ
の
後
専
修
学
校
を
引っ
張っ
て
い
き
ま
す

が 、
政
治
科
は
志
願
者
が
集ま
ら
ず 、
明
治M
年
6
月に
閉
じ
て
い
ま
す 。
ま

た 、
看
板
学
科
で
あっ
た
法
律
科
も 、
国の
文
官
採
用
数
が
激
減
し
て
い
くこ

と
や
私
学か
ら
の
司
法
官
合
格
者が
激
減
し
た
こ
と
も
あっ
て 、
明
治
初
年に

は
募
集
停
止
と
な
り
ま
し
た 。
法
律
科の
復
活
は 、
昭
和4
年
ま
で
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
かっ
た
の
で
す 。
専
修
学
校
は 、
本
当に
実
力の
あ
る
学
生
し
か

卒
業
さ
せ
な
かっ
た
の
で 、
優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
た
反
面 、
卒
業
生の
数
が

少
な
い 。
法
律
科の
明
治
初
年ま
で
の
卒
業
生の
う
ち
法
曹
関
係の
職に
就い

た
の
は
羽
人
前
後だ
と
思い
ま
す 。
そ
の
う
ち
弁
護
人の
数が
最
も
多い
で
す 。

こ
の
よ
う
な
激
動
期に
お
い
て 、
も
し
専
修
学
校
が
法
律
科
だ
け
で
ス
タ
ー

ト
し
て
い
た
ら 、
お
そ
ら
く
今
日の
専
修
大
学ま
で
棒
は
繋
がっ
て
い
な
かっ

た
よ
う
に
思い
ま
す 。
経
済
科
が
併
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は 、
こ
こ
で
も
大
き

な
意
味
を
持っ
た
と
言え
ま
す 。
経
済
科
を
理
財
科
に
名
称
変
更
し、
活
路
を

見
出
し
た
背
景に
は 、
経
済・
財
政
学の
トッ
プ
ラン
ナ
ー
と
し
て
田
尻
稲
次

郎
先
生
が
い
て 、
か
っ
実
務
上
も
大
蔵
省
や
会
計
検
査
院の
院
長と
し
て
活
躍

さ
れ
て
い
る
の
が
目に
見
え 、
相
馬
永
胤
先
生
は
法
律
家で
あ
る
と
と
も
に
横

浜
正
金
銀
行の
頭
取と
し
て 、
財
界
で
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
姿
が
光っ
て
い
た

の
が
大
きい
よ
う
に
思い
ま
す 。

凶
堀
之
内
松
十
郎
が
専
修
学
校に
入
学し
た
時に
は 、
す
で
に
経
済
科
は

「
理
財
科」
に
名
称
変
更
さ
れ
て
い
ま
す 。
し
か
も 、
ま
だ
法
律
科
と
理
財
科

の
2

学
科
編
成
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
し
た 。
こ
の
時
期の
理
財
科の
授
業
科
目

の
中に
は
法
律
科
目
も
組み
込
ま
れ
て
い
ま
す 。
民
法
も
商
法
も
講
義
科
目の

中
に
あ
り
ま
す 。
し
か
も 、
当
時
す
で
に
講
義
用の
教
科
書が
作
製
さ
れ
て
い

ま
す
の
で 、
理
財
科の
学
生
で
も
校
外
生
で
も
法
律
科
目の
教
科
書
を
手に
し

て
勉
学
出
来
る
状
態
に
あ
り
ま
し
た 。
し
た
がっ
て 、
堀
之
内
松
十
郎
が
理
財

科に
あっ
て
法
律の
勉
強
が
出
来た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
りま
せ
ん 。

た
だ
代
言
入
試
験の
科
目に
は 、
実
体
法
だ
け
で
な
く
刑
事
訴
訟
法
や
民
事
訴

訟
法
な
ど
も
あ
る
の
で
す
か
ら 、
理
財
科
か
ら
受
験
す
る
に
は 、
法
的
思
考に
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向い
て
い
て 、
か
つ
猛
勉
強
な
く
し
て
は
不
可
能だっ
た
と
思い
ま
す 。

こ
の
点 、
遺
稿
集
に
収め
ら
れ
て
い
る
堀
之
内
松
十
郎の
自
伝に 、
専
修
学

校に
入
学
す
る
際に
考
え
た
こ
と
の一
文
が
あ
り 、
そ
れ
を
読
む
と
学
問に
対

す
る
視
野
が
広
く 、
す
で
に
自
己の
考
え
方を
持っ
て
い
た
こ
と
が
分か
り 、

な
る
ほ
ど
と
思い
ま
し
た 。
そ
の
文
言
と
い
う
の
は 、
「
専
修
学
校
に
入
学
と

決
定
し
た
る
もの
の 、
倍
て
学
校の
模
様
を
能
く
視
察
す
る
時
は 、
甚
だ
不
完

全の
学
科に
し
て
到
底
立
身
出
世の
立
脚
地
た
るべ
し
と
は
信ぜ
ら
れ
ざ
り
き 。

予
は
専
修
学
校の
み
な
ら
ず 、
凡
て
私
立
に
て
教
授
す
る
法
律
経
済
等の
学
校



即ち
所
謂
五
大
法
律
学
校
な
る
もの
に
就
て
は 、
予
は
凡
そ
斯
く
観
じ
た
る
な

り 。
何
故
な
れ
ば
此
等の
学
校
は 、
重
に
西
洋
学
者の
学
説
を
通
弁
的
に
教
授

す
る
に
止
ま
り 、
進
ん
で
其
原
理
を
攻
究
す
る
に
適
当の
便
宜
あ
ら
ざ
れ
ば
な

り 。」
と
い
う
もの
で
す 。
す
で
に
入
学
前
に
学
問の
出
発
点
が
分
かっ
て
い

る
人
だっ
た
の
で
す 。

《講演録》旧尻稲次郎と堀之内松十郎

「
立
身
出
世の
立
脚
地
た
るべ
き
と
は
信
じ
ら
れ
な
い」
と
い
うの
は 、
五

大
法
律
学
校
が
す
で
に
特
別
認
可
学
校
に
なっ
て
し
まっ
て
い
る
か
ら
で
しょ

う 。
私
学は 、
官
僚
養
成
機
関と
し
て
は
切
り
離さ
れ
て
い
た
の
で
す 。
ま
た 、

「
西
洋
学
者の
学
説
を
通
弁
的
に
教
授
し
て
い
る
に
止
まっ
て
い
る」
と
い
う

の
は 、
入
学
前に
講
義
録だ
け
を
読
ん
だ
印
象
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す 。
法

的
思
考の
組み
立
て
方は 、
文
字だ
け
で
は
教
授
し
難い
もの
で
す 。
教
壇
に

立っ
た
教
師と
学
生
が
議
論
す
る
こ
と
で
身に
付
く
もの
な
の
で
す
が 、
恐
ら

く 、
入
学
後の
印
象は
違っ
た
もの
に
なっ
た
と
思
い
ま
す 。

江
木
衷
は 、
専
修
学
校の
法
律
科
で
も
教
壇
に
立っ
て
い
ま
し
た
が 、
今
村

力三
郎
先
生の
学
生
時
代の
回
顧に
こ
うい
う
話
が
あ
り
ま
す 。
学
生
で
あ
る

今
村
先
生
が
江
木
衷
先
生の
下
宿に
尋ね
て
行っ
た
と
き 、
江
木
先
生
は 、
ド

イ
ツ
語のベ
ル
ナ
l

の
刑
法
教
科
書
を一
生
懸
命
翻
訳
さ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う

で
す
が 、
そ
ん
な
中 、
今
村
先
生
が
江
木
先
生
に 、
「
先
生 、
ま
だ
卒
業
年
次

が
来
て
な
い
の
で
す
が 、
代
言
入
試
験
を
受
け
て
大
丈
夫
で
しょ
う
か。」
と

尋ね
た
ら 、
「
君
が
受
か
ら
な
く
て
誰
が
受
か
る
ん
だ 。」
と
言
わ
れ
た
と
い
う

話で
す 。
先
生
と
学
生
と
の
繋
が
り
が
強
く 、
一
人一
人の
勉
学の
程
度
を
掌

握
し
て
い
な
い
と 、
即
座
に
返っ
て
こ
な
い
言
葉
で
す 。
し
か
も 、
当
時
は
フ

ラ
ン
ス
刑
法の
影
響
が
濃
厚な
時
期で
すの
で 、
ベ
ル
ナ
l

の
ド
イ
ツ
刑
法
理

論
は
ま
だマ
イ
ナ
ー

な
時
代
で
す 。
法
律
科
で
の
授
業
が
通
弁
的
で
あ
る
と
い

うの
は 、
学
外
か
ら
の
法
律
学に
対
す
る一
般
的
な
印
象だっ
た
の
で
は
な
い

で
しょ
う
か。

七

お
わ
り
に

大
分で
九
州の
法
曹
界
を
支
え 、
特に
刑
事
弁
護
で
活
躍
し
た
明
治
期の
卒

業
生
を 、
専
修
大
学
創
立
1
3
0

年
を
機に
見
出
す
こ
と
が
出
来た
こ
と
は 、

大
変
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す 。
代二一一口
入
試
験
に
合
格
し
て
東
京
で
弁
護
活
動

を
始め
た
もの
の 、
母
親の
病
気の
関
係だ
と
思い
ま
す
が 、
両
親
に
懇
願
さ

れ
て
故
郷の
中
津に
帰っ
た
と
い
うの
は 、
自
分の
夢
が
花
開こ
う
と
す
る
間

際
で
の
ス
イッ
チ
の
切
り
替
え
で
す 。
や
は
り
た
いへ
ん
な
決
断だっ
た
と
思

一
度
故
郷
を
飛
び
出
し
て 、
自
分の
人
生
を
賭
け
て
勉
学
し、
い
わ

ば
法
曹
と
し
て
華
や
か
に
活
躍
出
来
る
場に
立っ
た
の
で
す
か
ら 、
東
京
を
離

れ
る
こ
と
は
大
き
な
決
断で
す 。

私
は
大
学2
年の
時に
研
究
者に
な
る
決
断
を
し
ま
し
た
が 、
そ
の
時
は
故

郷の
宮
崎
を
捨
て
る
覚
悟
を
し
ま
し
た 。
大
分
県
と
宮
崎
県の
県
境に
宗
太
郎

峠
が
あ
りま
す
ね 。
日
豊
線の
宗
太
郎
峠の
駅の
付
近
ま
で
く
る
と 、
汽
車の

窓
か
ら 、
谷
底
を
走っ
て
い
る
宮
崎
交
通のパ
ス
が
見
え
る
の
で
す
ね 。
専
修

大
学に
入
学
し
た
時
は
検
事に
な
るつ
も
り
で
し
た
が 、
大
学
2

年の
時に
方

向
転
換
を
し
て
刑
法の
研
究
者に
な
ろ
う
と
決
意
し
ま
し
た 。
研
究
者に
な
る

と 、
も
う
宮
崎に
帰
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
し
た 。
宮
崎
に
は
刑
法
学
者の

い
ま
す 。



活
躍の
場
は
な
い 、
東
京に
留ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思い
ま
し
た 。
宗

太
郎
峠の
駅の
付
近
か
ら
宮
崎
交
通
のパ
ス
を
見
な
が
ら 、
「
あ
あ 、
い
よ
い

よ
故
郷
を
捨
て
る
の
か。
も
う
帰っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
な。」
と
思っ
た
も

の
で
す 。
し
か
し、
も
う
還
暦
を
過
ぎ
ま
し
た
が 、
未
だ
に
故
郷
は
恋
し
い
と

こ
ろ
で
す 。

堀
之
内
松
十
郎
は 、
短
歌
を
た
く
さ
ん
残
し
て
い
ま
す 。
短
歌
を
作
る
の
が

趣
味の一
つ
だっ
た
の
で
しょ
う 。
残
さ
れ
た
短
歌の
中に 、
大
分に
帰
る
こ

と
を
決
断
し
た
と
き
に
詠ん
だ
歌で
は
な
い
か
と
思
う
もの
が
あ
り
ま
す 。
そ

れ
は 、
次の
よ
う
な
もの
で
す 。

草
さへ
木
さへ

迎へ
顔な
り

こ
うい
う
短
歌で
す 。
苦
学の
地
東
京を
去っ
て 、
故
郷
中
津の
地
に
戻っ
た 。

自
分は 、
こ
れ
か
ら
こ
の
地
で
花
を
咲
か
せ
よ
う
と
決
断
し
た
後の 、
心の
明

「
心
な
き

宣口び
て

里
に
帰
れ
ば」

る
さ
が
こ
の
歌に
なっ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か。

こ
れ
に
対
し
て 、
私の
今の
心
境
は 、
我
が
故
郷の
歌
人
で
あ
る
若
山
牧
水

の
心
境で
す
ね 。

「
白
鳥
は

先エの主円

か
な
し
か
ら
ず
や

染
ま
ず
た
だ
よ
ふ」

海の
あ
を
に
も

こ
の
短
歌の
白
鳥の
ご
と
く 、
着
地
点
が
な
い
と
こ
ろ
を
佑
僅っ
て
い
る
の
が

今の
私で
あ
りま
す
け
れ
ど
も 、
九
州に
来
る
と
何
故
か
心
が
明
る
く
な
りま

す 。
大
分
で
講
演
出
来ま
し
た
こ
と
は 、
私に
とっ
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
ま

し
た 。

【
迫
記】

*
「
放
而
不
逸」
の
文
言
に
つ
い
て
は 、
田
尻
稲
次
郎
著
「
簡
易
生
活』
(
初

版・
大
正
6

年4
月 、
3

版・
同
5
月)
Mm
頁の
「
凡
そ
理
世の
要は
不
染
不

離 、
放
而
不
逸の
問 、
湛
然
常
住 、
真
俗
隻
融 、
園
妙
秀
通
と
云ふ
辺
に
あ
る」

と
い
う
と
こ
ろ
の
文
意
か
ら
来て
い
る
もの
と
思
わ
れ
る 。
田
尻
先
生
は 、
成

功に
必
要な
性
質と
し
て 、
①
弁
別
力
が
あ
る
こ
と 、
②
程よ
い
こ
と 、
③
確

実で
あ
る
こ
と 、
④
判
断
力
が
あ
る
こ
と 、
⑤
沈
毅
冷
静で
あ
る
こ
と 、
⑥
忠

実
留
意
で
あ
る
こ
と 、
⑦
理
想
に
趨ぬ
こ
と 、
⑧
記
憶
力
が
あ
る
こ
と 、
⑨
適

用
力
が
あ
る
こ
と 、
の
九つ
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る 。
先
に
引
用し
た
「
放
而
不

逸の
間」
と
い
う
件
は 、
沈
毅
冷
静
で
あ
る
こ
と
の
中で
説
明
さ
れ
て
い
る 。

心
を
放っ
て
常
軌
を
逸
し
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
る
こ
と
は 、
沈
着
冷
静
で
剛

毅で
な
け
れ
ば
出
来な
い
こ
と
で
あ
る 。
こ
の
文
言に
は 、
武
道の
心
構
え
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る 。
居
合
道
で二一一口
う
な
ら
ば 、
気
を
丹
田
に

静め
て 、
心
を
自
在に
放
ち 、
い
か
な
る
攻
撃に
も
柔
軟に
対
応
し
う
る
状況

に
身を
置い
て
い
る 、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か。
田
尻
先
生
は
居
合
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も
な
さ
れ
た
の
で 、
通
じ
る
もの
が
あ
る 。

*
講
演
を
聞い
た
卒
業
生の
安
部
洋一
さ
ん
(
昭
和
印
年
経
済
学
部
卒)
は 、

大
分
在で
あ
る
こ
と
か
ら 、
そ
の
後 、
堀
之
内
松
十
郎に
つ
い
て
の
資
料
を
捜

し
て 、
理
事
長
室
に
送
付
し
て
く
れ
ま
し
た 。
阿
部
さ
ん
の
調べ
に
よ
り 、

「
大
分
県
人
名
辞
書』
(
大
正
6

年)
お
よ
び
「
下
毛
郡
史』
(
大
正
元
年)
に

も
堀
之
内
松
十
郎の
記
載
が
あ
る
こ
と 、
ま
た 、
大
分
県
立
図
書
館に
も
「
堀

之
内
翁の
遺
稿
と
略
停』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分か
り
ま
し
た 。
少
し



ずつ
資
料
が
明
る
み
に
出て
く
る
こ
と
を
嬉
し
く
思い
ま
し
た 。

【
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な
ど

《講演録》田尻稲次郎と堀之内松十郎




