
芸

尚

私
は
同
志
社
に
学
ん
六
六
年
闇
矛
署
に
仕
み

当
時
柳
兼
子
夫
人
に
歌
曲
を
教
は
っ
て
い
ま
し
た
の

で
、
民
芸
運
動
の
兇
期
に
あ
っ
て
、
翻
を
始
め

て
い
北
柳
宗
悦
先
生
の
お
宅
に
伺
い
、
各
地
か
ら
集

ま
る
民
芸
品
に
異
常
な
興
味
を
覚
え
ま
し
北
。
昭
和

四
年
春
マ
ン
ド
リ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
一
員
と
し
て
琉
球

に
演
奏
旅
行
を
し
て
、
向
う
の
堺
を
見
て
感
激
し
、

小
遺
の
全
部
を
は
た
い
て
陶
器
を
買
っ
た
の
が
民
芸

愛
好
者
と
し
て
の
発
端
で
あ
り
ま
す
。

民
芸
の
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
御
水
知
で
あ
り
ま

し
ょ
う
が
、
民
衆
的
工
芸
倫
を
柳
先
生
ら
の
初
期

発
見
指
導
者
に
ょ
っ
て
民
芸
と
さ
れ
九
の
で
あ
っ

て
、
器
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
直
観
に
ょ
っ
て
美
し
い
と
感
じ
九
も
の
を
選
び

出
し
九
も
の
で
あ
り
ま
す
。
美
の
本
道
と
さ
れ
美
の

帰
す
う
と
す
る
「
正
し
い
も
の
」
「
健
康
な
も
の
」

を
内
容
と
す
る
工
芸
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
は
時
問
を
越
え
北
正
し
い
喜
び
を
あ
た
え
る
不

変
な
新
鮮
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
常
に
生
き
て
い

る
工
芸
で
あ
り
ま
す
。
時
代
と
共
に
も
の
の
外
形
は

移
り
変
ろ
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
健
康
と
い
う
本
質
的

な
も
の
を
変
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
然

田安

の
加
護
を
沢
山
受
け
て
い
る
品
物
は
確
か
な
性
質
を

持
っ
て
お
り
、
材
祭
不
良
で
あ
れ
ば
黎
な
存
在

と
は
い
ぇ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
惡
い
体
質
で
健
康

た
り
え
^
^
^
と
^
じ
一
じ
あ
り
ま
^
9
。
^
^
^
^
^

的
に
要
求
す
る
技
法
が
こ
こ
で
肝
心
な
役
割
を
つ
と

め
ま
す
。
無
理
な
技
法
や
無
駄
な
技
巧
や
拙
悪
な
技

法
は
共
に
材
料
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
物
が
美
し

く
な
る
た
め
に
は
、
自
然
や
道
徳
の
法
則
が
よ
く
働

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
健
全
な
肉
体
や
健

全
な
自
然
の
賜
で
あ
り
、
ま
北
道
徳
の
賜
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
代
は
向
然
の
加
護
を
受
け
て
い
る
材
料
が

美
の
大
き
な
要
素
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
忙
加
え
て

"
然
や
道
徳
の
法
則
に
従
っ
た
誠
実
な
技
術
が
加
え

ら
れ
て
、
材
料
を
一
屑
優
忙
生
か
し
て
い
る
も
の

な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条
件
北
か
な
っ
北
丹

十
一
ん
吐
n
の
'
.

波
の
民
芸
に
丹
波
布
と
丹
波
焼
が
あ
り
ま
す
。

①
室
町
時
代
の
作
品

'

丹
希
は
地
元
で
は
「
し
ま
ぬ
き
」
と
い
い
、
京

都
で
は
丹
波
布
ま
北
は
佐
治
需
と
よ
ぱ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
約
十
年
前
、
柳
宗
悦
、
上
村
六
郎
、

毛
忠
一
ら
発
生
の
指
穫
援
に
ょ
り
復
興
の
実

を
あ
げ
、
昭
和
三
十
二
年
無
形
文
化
財
に
指
定
き
れ

ま
し
え
。

2
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歴
史
的
に
は
延
喜
式
に
丹
波
に
早
く
か
ら
染
織
の

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
徳
川
時
代
に
は
丹

'
と
ぬ
の

波
の
「
古
布
」
の
土
産
と
し
て
世
間
に
知
ら
れ
て
お

り
ま
一
9
0

正
徳
二
年
(
A
D
一
七
一
一
)
寺
島
良
安
著
の
「
和

漢
三
方
図
絵
」
の
丹
波
国
士
産
の
条
に
「
か
り
や
す

く
り
'
と
n
の
ひ
『
、
寺
き
は
い

栗
子
古
布
柚
灰
」
を
あ
げ
て
あ
り
、
こ
の
古
布
が
そ

の
前
身
と
想
像
さ
れ
、
享
保
頃
(
A
D
一
七
二
<
)
の

「
万
金
産
業
袋
」
と
い
う
本
に
「
朽
木
し
ま
」
と
並

ん
で
「
丹
波
布
」
の
名
が
初
め
て
見
え
ま
す
。
製
法

は
綿
か
ら
綿
く
り
、
じ
ん
き
、
糸
ひ
き
、
こ
れ
を
煮

て
染
ろ
工
程
を
経
た
木
綿
糸
を
ふ
し
、
藍
刈
安
榛
栗

シ
キ
ミ
、
ヤ
マ
モ
モ
な
ど
に
ょ
り
染
色
し
、
こ
れ
ら

の
手
紡
ぎ
の
単
糸
を
縦
に
用
い
、
横
に
絹
の
つ
ま
み

糸
を
用
い
九
手
織
で
あ
り
ま
す
。
縦
糸
は
同
じ
で
横

に
此
通
の
矩
ボ
を
用
い
た
も
の
や
、
縱
糸
に
と
き
と

し
て
二
子
糸
を
用
い
桜
に
絹
糸
を
用
い
ず
つ
ま
み
糸

に
似
せ
九
綿
糸
を
使
っ
た
も
の
な
ど
は
い
ず
れ
も
丹

波
布
の
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
深
尾
須
磨
子

(
丹
波
出
身
の
詩
人
)
作
詩
、
島
倉
千
代
子
r
唄
う
「
赤

い
か
す
り
の
急
布
」
蛙
篇
通
称
丹
波
木
綿
と
い

う
類
で
あ
っ
て
、
丹
波
布
と
は
厄
異
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
丹
波
布
は
草
木
染
で
す
か
ら
洗
う
た
び
に

織
に
も
色
調
に
も
佳
い
味
が
出
て
き
ま
す
。

ノ
'
、

つ
ぎ
は
丹
波
焼
で
あ
り
ま
す
が
、
須
恵
器
が
絶
え

九
直
後
、
鎌
倉
期
に
始
め
ら
れ
奥
行
三
メ
ー
ト
ル
横

丁
九
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
穴
竃
完
全
な
址
が
三

本
峠
に
あ
り
ま
す
。
南
'
室
町
期
に
は
窯
が
縦
横

一
メ
ー
ト
ル
ず
っ
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
窯
址
は
群

山
に
あ
り
ま
す
。
何
れ
も
焼
成
に
は
四
0
0
時
問
位

を
か
け
て
焼
か
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
白
然
釉
の

美
観
を
呈
し
九
壷
、
か
め
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

(
写
'
①
)

そ
の
後
文
禄
の
役
後
ま
も
な
く
唐
津
を
へ
て
北
鮮

系
竹
饗
半
地
上
登
窯
(
写
真
②
)
の
築
造
に
改
め

ら
れ
(
A
D
 
ニ
ハ
ニ
ー
一
六
一
一
己
今
日
に
到
っ
て
お

り
ま
す
。
数
年
前
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
小
さ

い
な
が
ら
も
伝
統
的
な
前
近
代
璽
と
し
て
連
綿
と

続
い
て
お
り
ま
す
。
登
窯
の
導
入
に
伴
い
左
廻
り
の

蹴
ロ
ク
ロ
が
用
い
ら
れ
、
成
形
に
著
し
い
特
徴
と
な

つ
て
お
り
ま
す
。
主
に
雑
器
の
雀
を
継
承
し
て
お

り
ま
す
が
、
と
き
に
茶
人
の
七
廻
に
ょ
ろ
茶
器
の
製

作
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
丹
波
の
よ
き
は
蕪
器
に
あ
り
ま
ナ
。
そ
の

上
、
熊
へ
順
応
に
生
ま
れ
た
民
翠
あ
る
立
杭

焼
な
ど
の
民
閲
奨
作
意
さ
れ
た
茶
器
よ
り
も
、
も

3

つ
と
茶
器
本
来
の
性
格
を
そ
な
え
て
お
り
ま
す
。

例
え
ぱ
、
桃
山
の
慶
長
期
の
穴
窯
時
代
露
一
翅

に
造
ら
れ
た
課
(
器
)
は
水
指
、
藥
子
鉢
、
さ

か
な
鉢
な
ど
何
れ
に
も
使
用
で
き
、
幽
然
釉
の
屍
被

4
'

＼

R
ー
'
、

」

二

声
、

'

'

、

、
、

②窒窯(無形艾化財)上立杭
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の
見
事
な
景
色
、
内
面
の
線
描
な
ど
共
に
驚
く
べ
き

噐
で
あ
り
ま
す
。
利
休
示
、
し
て
今
日
あ
ら
し
め
な

.
は
、
^
^
め
し
^
^
^
と
し
て
^
^
.
け
た
一
.
ゞ
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
削
の
片
口
も
出
来
北
と
き
は
単
な
る
片

口
に
生
ま
れ
た
の
で
す
が
、
力
強
い
ロ
ク
ロ
目
、
ロ

作
り
の
角
度
、
美
し
い
色
調
な
ど
が
茶
人
に
見
出
さ

れ
て
寛
、
水
頃
(
エ
ハ
三
0
年
)
以
来
大
切
に
茶
器

と
し
て
奉
什
し
、
今
日
在
る
を
得
た
民
器
で
あ
り
ま

す
。

b
1
一
清
貧
室
と
申
丁
、
べ
き
で
し

ハ

仙
ナ

き
つ誓

期
に
入
っ
て
丹
波
窯
は
一
直
一
年
(
一
七
五

二
年
)
の
里
窯
に
移
ろ
ま
で
(
第
二
朔
)
と
そ
れ
以
降

(
第
三
朔
)
の
も
の
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

含
み
の
美
、
寂
の
美
、
貧
の
美
、
無
の
美
を
木
す
渋

き
は
何
れ
の
時
代
代
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
深
み

の
あ
る
も
の
は
第
二
期
光
多
く
、
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
に

,
冨
ん
で
お
り
ま
す
。
(
写
爽
①
)

第
三
期
は
京
焼
発
達
の
影
欝
に
押
さ
れ
て
苦
難
を

た
ど
り
、
そ
れ
ま
で
の
強
き
素
朴
き
か
ら
次
第
に
せ

ん
き
い
き
ゃ
し
ゃ
な
も
の
に
移
行
し
ま
す
が
、
ま
た

そ
れ
な
り
に
ょ
さ
と
美
し
き
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
極
め
て
簡
単
に
歴
史
と
特
徴
に
ふ
れ
ま
し
え

私
は
古
丹
波
は
日
本
の
焼
物
の
最
も
'
雛
い
峰

.
)
、

力の
一
つ
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
す
。
店
津
は
ど
ぅ

し
て
も
朝
鮮
風
で
あ
り
、
織
部
は
異
国
調
で
あ
り
、

志
野
は
磐
発
の
流
れ
を
汲
ひ
と
い
ぇ
ま
し
ょ
う
。

和
も
の
の
和
も
の
、
+
1
人
に
口
本
の
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
も

の
を
,
、
小
す
も
の
と
し
て
古
丹
波
の
占
め
る
位
憾
高

い
と
い
わ
ね
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
備
前
の
よ
う
に
昭
く

な
く
、
覇
の
よ
う
に
冷
く
な
い
こ
の
風
味
は
見
迫

き
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
0

私
は
戦
争
中
べ
ト
ナ
ム
で
フ
ラ
ン
ス
人
相
手
代
ド

ロ
ー
な
ど
^
^
フ
ラ

、

ル

ヒ
ユ
ッ
、
ソ
ー
、
ラ
ヴ
エ

、
、
、

ン
で
父
"
峠
を
通
振
っ
て
や
や
得
意
喜
し
北
と

こ
ろ
、
相
手
の
一
人
か
ら
誕
罪
し
い
話
を
さ
れ

て
戸
惑
い
し
、
日
頃
日
本
の
古
典
と
伝
統
が
身
近
に

あ
り
な
が
ら
等
閑
視
し
て
い
九
こ
と
に
大
き
な
責
任

を
感
じ
ま
し
た
。
函
来
郷
愁
に
も
似
北
ひ
た
む
き
な

な
つ
か
し
さ
轟
士
の
工
芸
に
覚
え
北
の
で
あ
り
ま

す
。
小
き
い
な
が
ら
も
鎌
倉
以
降
連
綿
と
梦
民
陶

丹
波
は
日
本
文
学
に
お
け
る
古
典
の
味
の
と
と
く
、

江
旻
学
の
味
の
よ
う
忙
、
当
時
の
人
々
の
俗
雅
の

牛
活
と
親
し
く
共
に
し
て
突
姿
を
残
し
て
お
り
ま

す
。

し
か
も
日
本
の
工
芸
の
う
ち
、
画
は
ワ
ラ
ン
ス
に

彫
刻
は
イ
タ
リ
ー
に
勝
る
L
L
は
い
ぇ
ま
せ
ん
た
北

陶
器
の
み
が
日
本
の
側
性
に
ょ
っ
て
川
界
に
ほ
こ
る

べ
き
ど
こ
κ
む
負
け
な
い
独
自
の
存
在
で
あ
る
こ
と

は
倒
他
共
に
許
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
そ
の
日

本
の
陶
器
中
、
貨
<
に
オ
リ
ヂ
ナ
ル
榊
本
の
性
格
を
具

え
る
も
の
丹
波
も
許
さ
れ
て
い
い
窯
で
あ
る
こ
と
を

こ
こ
に
強
詔
し
て
今
ま
で
.
小
遇
で
あ
っ
た
丹
波
の
民

器
の
北
め
代
深
い
昶
解
眼
を
開
い
て
頂
く
こ
と
を

期
待
い
た
し
ま
す
。

(
昭
和
五
年
六
経
卒
・
奥
丹
波
民
芸
協
団
翻
事
長
)

①束柴形手桶甕
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