
育

つ
い
先
頃
、
ド
イ
ツ
人
の
友
人
が
私
を
訪
れ

た
。
彼
は
こ
の
二
、
三
年
あ
る
日
本
の
大
学
で
ド

イ
ツ
語
を
教
え
て
い
る
が
、
そ
の
か
た
わ
ら
で
日

本
の
大
学
の
歴
史
に
つ
い
て
も
熱
心
に
学
ん
で
い

る
。
ド
イ
ツ
人
と
い
え
ぱ
、
ま
ず
理
屈
っ
ぽ
い
と

易
れ
る
よ
う
に
す
ぐ
に
何
か
と
器
づ
け
九
が

る
の
が
芋
あ
る
。
だ
か
ら
ド
イ
ツ
人
と
話
を
す

る
の
は
あ
ま
り
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
話
の
最

中
に
も
日
本
に
関
す
る
彼
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
流
の

理
論
づ
け
が
、
そ
う
そ
う
い
つ
も
当
を
得
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
い
つ
も
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
が
し
か
し
、
時
に
は
彼
等
の
論
理
に

も
軍
配
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
場
合
に
彼
等
と
話
を
す
る
の
は
一
層
、

厄
介
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
の
友
人
は
そ
の
時
、
日
本
の
大
学
に
つ
い
て

非
常
に
鋭
く
批
判
を
し
た
。
彼
が
基
本
的
に
主
張

し
た
か
っ
た
の
は
、
現
在
の
日
本
の
大
学
が
学
問

や
教
育
と
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
く
、
大
学
は
社
会

的
な
位
撮
づ
け
の
た
め
の
道
貝
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼

は
、
大
学
の
教
員
な
ら
誰
で
も
が
自
党
し
て
い
る

実
状
を
一
例
と
し
て
あ
げ
た
。
そ
れ
は
多
く
の
日

本
の
大
学
の
学
問
的
レ
ベ
ル
が
低
く
、
嵳
達
は

と

い
ず
れ
に
し
て
も
卒
業
は
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら

と
、
最
小
限
の
勉
学
で
す
ま
そ
う
と
し
、
ひ
ど
い

時
に
は
全
く
勉
強
を
し
な
い
と
い
っ
九
こ
と
で
あ

る
0

こ
の
批
判
を
か
わ
そ
う
と
私
な
り
に
何
と
か
頑

張
っ
て
答
え
て
み
た
。
日
本
に
は
こ
れ
だ
け
た
く

さ
ん
の
大
学
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
幾

つ
か
が
非
常
に
高
い
学
問
的
レ
ベ
ル
を
持
っ
て
い

て
も
、
別
の
と
こ
ろ
は
大
し
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
こ
と
も
あ
る
。
又
、
ド
イ
ツ
の
大
学
で
は
昔
も

今
も
変
ら
ず
、
社
会
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
と

い
う
役
割
を
演
じ
て
来
た
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
引
き
合
い
に
出
し
た
。
ド
イ
ツ
に
も
学
問
の

た
め
に
だ
け
大
学
で
学
ん
で
い
る
よ
う
な
学
生
は

ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
行
く
末
は
大
学
の
学

位
を
利
用
し
て
少
し
で
も
高
い
収
入
を
と
考
え
て

来
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
友
人
は
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
い
、
す
こ

し
考
え
込
ん
だ
が
、
す
ぐ
に
次
の
よ
う
な
こ
と

を
、
と
ぅ
と
ぅ
と
述
べ
九
て
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
社
会
生
活
へ
の
準
備
や
、
社
会
的
位
置
づ
け

と
い
う
役
目
の
他
に
、
大
学
と
学
問
の
歴
史
の
中

に
は
、
一
つ
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
学
問
は
本
来
、

人
問
の
自
由
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
も

大学

ドイツの友人との話から

シュペネマン・クラウス
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の
で
あ
る
。
欧
米
の
近
代
に
あ
っ
て
は
、
学
問
は

放
聚
的
六
役
割
を
果
た
し
た
。
カ
ン
ト
の
言
葉
を

借
り
れ
ぱ
、
貰
と
は
「
人
周
が
自
分
の
責
任
で

あ
る
未
成
年
の
状
態
か
ら
悦
却
す
る
こ
と
。
」
と
な

る
。
従
っ
て
学
問
喜
い
換
え
る
と
、
学
問
と
は

人
閥
の
社
会
的
解
放
(
則
ヨ
ミ
§
牙
己
へ
の
道

で
あ
っ
た
。
こ
の
伝
統
は
日
本
に
も
影
響
を
及
ぽ

し
、
そ
れ
は
学
問
と
大
学
教
育
が
明
治
時
代
に
果

た
し
た
役
割
、
例
え
ば
日
本
の
近
代
化
な
ど
を
考

え
て
み
れ
ぱ
よ
く
分
る
だ
ろ
う
。
一
鼻
教
育
が
婦

人
の
解
放
に
如
何
に
宮
し
九
か
な
ど
も
又
、
し

か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
大
学
は
過

去
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
専
門
的
な
領
域
を
寄
せ

集
め
た
「
大
き
な
学
校
L
な
ど
で
は
な
か
っ
た
は
ず

な
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
周
の
生
活
を
社
会
の

中
で
、
又
政
治
、
経
済
の
中
で
「
全
体
L
 
と
し
て

把
握
し
、
批
判
的
に
考
え
直
し
て
み
る
場
所
で
あ

つ
た
。
そ
れ
が
つ
ま
り
英
語
の
,
、
d
ミ
ぐ
ゆ
ミ
q
、
、

や
ド
イ
ツ
語
の
,
d
巳
器
邑
芽
.
と
い
、
2
言
葉
が

表
わ
す
意
味
な
の
だ
。
し
か
し
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ

ツ
。
ハ
的
六
伝
統
と
は
別
に
日
本
の
大
学
に
は
、
も

う
一
つ
の
潮
流
が
根
底
に
あ
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ

力
か
ら
入
っ
て
来
た
一
般
教
養
、
人
間
形
成
(
=
・

ず
Φ
益
一
旦
m
)
の
九
め
の
教
育
で
あ
る
。
前
者
の
伝

統
が
日
本
の
国
立
大
学
で
支
配
的
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
人
問
形
成
と
い
う
考
え
方
は
、
特
に
日

本
の
私
立
大
学
の
教
育
理
念
と
も
な
っ
た
。
こ
こ

で
、
私
自
身
の
立
場
を
意
識
し
て
か
ど
ぅ
か
、
友

人
の
批
判
の
鋒
先
は
急
に
日
本
の
私
立
大
学
の
方

に
向
け
ら
れ
九
。
例
え
ば
こ
の
ア
メ
リ
カ
的
な
考

え
方
に
共
鳴
し
九
あ
る
私
立
大
学
の
創
立
者
の
目

的
は
、
当
時
の
国
立
大
学
の
ま
が
い
品
を
作
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
し
、
国
立
大
学
で
教
授
さ
れ
て

い
た
学
問
を
そ
の
ま
ま
に
椣
倣
す
る
こ
と
で
も
な

か
っ
た
。
又
、
社
会
に
出
て
か
ら
良
い
職
に
つ
け

る
よ
う
に
、
さ
ら
に
言
え
ぱ
、
財
界
や
社
会
に
と

つ
て
好
都
合
な
人
材
を
育
て
上
げ
る
た
め
の
教
育

を
青
年
達
に
ほ
ど
こ
そ
う
と
し
た
の
で
は
決
し
て

な
か
っ
た
。
彼
が
望
ん
だ
の
は
、
ビ
ジ
,
ン
を
持

ち
、
判
断
力
や
創
造
力
を
備
え
た
青
年
を
育
て
る

こ
と
で
あ
っ
九
。
そ
し
て
こ
の
能
力
に
ょ
っ
て
彼

等
が
現
実
社
会
の
中
で
創
造
的
な
役
割
を
担
い
、

社
会
革
新
の
九
め
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
が
出
来

る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
九
。
そ
の
た
め
に

は
、
彼
自
身
の
考
え
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と

学
問
と
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
九
。
そ
れ
が
今

日
で
は
、
そ
の
大
学
で
は
創
立
者
の
考
え
は
単
な

る
・
・
:
・
・
イ
ズ
ム
と
呼
ぱ
れ
る
だ
け
の
も
の
に
変
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
ほ
こ
り
の
た
ま
っ
九
こ
の
主

義
は
、
今
で
は
入
学
式
、
卒
業
式
や
そ
の
他
の
祝

典
と
い
っ
た
時
に
書
庫
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
う
や

う
や
し
く
陳
列
さ
れ
る
だ
け
だ
そ
う
だ
と
友
人
は

言
っ
九
。
観
念
的
で
空
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
九
こ

の
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
主
義
は
、
大
学
の
上
屑
部

の
中
で
も
、
教
室
の
中
に
で
も
生
き
残
っ
て
は
い

な
い
。こ

こ
で
私
は
友
人
に
黙
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼

ん
だ
。
彼
の
話
し
の
続
き
を
じ
っ
と
聞
い
て
い
ら

れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
ぇ
、
彼
の
批

判
に
答
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
九
。
友
人
が
述

べ
た
こ
と
に
判
断
を
下
す
に
十
分
な
日
本
の
大
学

の
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
が
私
に
は
な
か
っ
九
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
私
の
心
の
奥
底
で
は

友
人
の
言
っ
た
こ
と
が
確
か
に
正
し
い
と
感
じ
て

い
九
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
届
彼
の
言
っ
た
こ
と
が

私
に
は
酷
な
も
の
に
な
っ
九
。

(
大
学
文
学
部
助
教
授
)
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雄

ω
同
志
社
最
籾
の
公
開
演
奏
会

「
同
志
社
百
年
の
歩
み
」
の
中
の
「
同
志
社
と

音
楽
」
と
い
う
項
の
中
に
、
西
邨
辰
三
郎
先
生
は

「
明
治
四
十
四
年
に
同
志
社
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
正

式
に
発
足
し
九
L
 
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
同

志
社
神
学
部
の
中
で
は
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
同
好

の
士
が
集
っ
て
合
唱
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

り
ま
す
。

私
が
大
正
二
年
、
神
需
に
入
学
し
た
時
に

は
、
先
輩
と
し
て
波
部
守
成
、
片
桐
哲
、
佐
竹
直

重
、
岩
村
清
四
郎
の
諸
氏
は
す
で
に
卒
業
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
ま
だ
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
中
に
は

浜
田
格
、
川
端
忠
治
郎
、
錦
織
貞
夫
清
水
久
異

平
賀
徳
造
、
田
中
右
左
吉
な
ど
の
方
々
が
お
ら
れ

ま
し
た
。

し
か
し
大
正
二
年
は
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
に
と
っ
て

は
特
記
す
べ
き
年
で
し
九
。
一
度
に
沢
山
の
人
々

が
入
部
し
九
の
で
す
。
私
共
新
入
学
神
学
部
一
学

年
二
十
名
の
う
ち
か
ら
で
も
六
名
が
は
い
り
ま
し

た
。
平
田
甫
、
浜
田
光
雄
、
上
出
雅
孝
、
上
野
義

一
、
笠
谷
保
太
郎
と
私
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
は

そ
の
後
の
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
中
心
と
な
り
ま
し

た
。
又
神
学
部
の
み
な
ら
ず
他
部
か
ら
も
、
小
島

応
、
三
宅
譲
、
東
義
雄
、
川
島
良
一
、
蜂
谷
為

忠原

之
、
美
濃
部
薫
、
露
無
文
雄
、
福
原
某
、
片
桐
弘

ら
そ
の
他
合
わ
し
て
二
十
数
名
の
諸
氏
が
一
度
に

入
部
し
、
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
形
が
と
と
の
っ
た
の

で
す
。

ま
た
、
そ
の
年
に
プ
リ
ム
ロ
ー
ズ
合
唱
団
が
経

済
部
中
心
に
組
織
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
マ
ン
ド

リ
ン
合
奏
を
兼
ね
た
組
織
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
そ
の
年
、
す
な
わ
ち
大
正
二
年
五
月
二

十
四
日
タ
、
同
志
社
内
に
於
て
始
め
て
公
開
演
奏

会
が
同
志
社
チ
ャ
ペ
ル
で
開
か
れ
ま
し
た
。
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
ょ
り
ま
す
と
、
神
学
部
の
芦
田
慶
治
教

授
の
開
会
の
辞
に
続
い
て
、
二
部
合
唱
、
四
重

唱
、
オ
ル
ガ
ン
独
奏
、
グ
ロ
ー
バ
教
授
の
独
唱
、

プ
リ
ム
ロ
ー
ズ
の
合
唱
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の

中
心
と
な
っ
九
の
は
グ
リ
ー
ク
ラ
プ
が
カ
ン
タ
タ

「
復
活
L
を
片
桐
哲
氏
の
指
揮
の
許
に
合
唱
し
た
も

の
で
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
裏
面
に
も
、
そ
の
歌

詞
と
短
か
い
解
説
の
み
が
業
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
ま
だ
そ
の
頃
に
は
合
唱
は
一
般
化
し
て
お
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

②
音
楽
へ
の
関
心

当
時
音
楽
は
ま
だ
女
性
的
な
も
の
と
い
う
考
え

が

般
に
強
く
、
柔
弱
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
し
、
四
部
合
唱
な
ど
は
理
解
さ
れ
ず
べ
ー

グリ

大正初期の同志社

クラブの,思い出^
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ス
を
歌
う
人
々
を
牛
々
と
い
っ
て
か
ら
か
っ
て
い

ま
し
た
。

私
は
音
楽
特
に
合
唱
が
学
生
間
に
理
解
さ
れ
、

重
ん
ぜ
ら
る
る
九
め
に
は
、
グ
リ
ー
ウ
ラ
ブ
の
メ

ン
バ
ー
が
ス
ポ
ー
ツ
の
方
面
に
進
出
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
、
野
球
、
テ
ニ
ス
、
ラ
ク
ビ
ー
、
サ
ッ

カ
ー
、
剣
道
、
柔
道
な
ど
の
方
面
に
選
手
を
送
り

出
す
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。
私
自
身
も
野
球
や
ラ

ク
ビ
ー
を
や
り
ま
し
た
。
当
時
の
選
手
制
度
で
は

そ
ん
な
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
。
そ
の
九
め
か
、

合
喝
も
学
生
間
に
と
け
こ
ん
で
、
重
ん
ぜ
ら
る
る

よ
う
に
な
り
、
興
味
を
ひ
く
よ
う
に
な
り
、
ま
す

ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
来
ま
し
九
。

③
同
志
社
イ
ブ
の
起
原

グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
合
唱
の
理
解
と
普
及
の
た

め
、
年
二
、
三
回
、
「
歌
の
夕
」
と
名
づ
け
て
主
と

し
て
識
美
歌
合
唱
の
会
を
、
同
志
社
チ
ャ
ペ
ル
で

開
き
ま
し
た
が
、
次
第
に
聴
衆
が
多
く
な
っ
て
来

ま
し
九
。
私
の
手
許
に
「
歌
の
夕
L
 
の
第
二
回
、

第
八
回
、
第
九
回
、
第
十
二
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
九
回
ま
で
は
月
日
は

書
い
て
あ
り
ま
す
が
年
が
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
第
十
二
回
は
大
正
八
年
六
月
十
四
日
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
大
正
二
年
秋
か
ら
始
め
九
と
し

て
年
二
、
三
回
は
行
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
歌

の
夕
」
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
、
私
の
手
許
に
第

三
十
六
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
残
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
こ
の
「
歌
の
夕
」
に
だ
ん
だ
ん
聴
衆
が
集

る
よ
う
に
な
り
ま
し
九
の
で
、
大
正
三
年
十
一
月

二
十
八
日
に
同
志
社
イ
ブ
と
し
て
催
し
て
は
ど
ぅ

か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
み
で

「
歌
の
夕
」
の
形
式
で
同
志
社
チ
ャ
ペ
ル
で
始
め

た
の
で
す
。
そ
れ
は
ク
リ
ス
マ
ス
ィ
ブ
と
し
て
十

二
月
二
十
五
日
の
前
夜
催
さ
る
る
の
に
ち
な
ん
で

同
志
社
創
立
記
念
日
の
前
夜
催
す
こ
と
と
し
て
同

志
社
イ
ブ
と
名
づ
け
た
の
で
す
。
そ
れ
が
だ
ん
だ

ん
盛
ん
に
な
り
、
他
の
合
唱
団
も
加
わ
り
、
大
正

六
年
頃
は
超
満
員
で
、
早
く
来
ね
ば
入
場
出
来
な

く
な
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
一
晩
の
み
で
な
く
数

日
続
き
ま
す
の
で
、
同
志
社
イ
ブ
の
名
に
ふ
さ
わ

し
く
な
り
ま
し
た
0

④
同
志
社
青
年
会
館
と
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ

大
正
二
年
に
鳥
丸
通
り
に
市
田
が
通
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
鳥
丸
今
出
川
角
の
宣
教
師
館

は
そ
の
騒
音
の
た
め
宣
教
師
が
い
な
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
九
め
同
志
社
青
年
会
は
そ
れ
を
譲
り
受

け
、
青
年
会
寮
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
九
。
そ

し
て
大
正
三
缶
に
畳
を
入
れ
九
り
、
諸
設
備
を

大正4年3月当時のグリークラプの部員
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整
え
て
大
正
四
年
一
月
か
ら
一
般
寮
生
を
入
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
0

そ
の
頃
は
同
森
行
年
会
は
大
学
、
學
一
木

と
な
っ
て
い
て
会
長
は
鈴
木
吉
露
生
、
副
会
長

は
私
が
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
大
正
三
年
十

一
月
末
頃
、
私
は
神
.
円
の
殊
に
帰
り
、
日
曜
日
の

タ
、
東
寮
六
寮
の
神
学
校
寮
に
保
寮
せ
ん
と
す
る

と
、
東
門
前
に
平
田
山
と
小
島
応
奪
ち
か
ま
え

て
い
て
、
「
も
う
君
の
荷
物
は
こ
こ
に
な
い
、
 
H
H

年
会
寮
に
運
ん
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
熊
て
そ

の
わ
け
を
明
い
て
み
る
と
二
人
は
「
早
く
青
年
会

寮
に
は
い
り
た
く
て
た
ま
ら
ず
し
ぱ
し
ぱ
鈴
木
先

生
に
早
く
入
れ
て
呉
れ
と
願
い
出
て
い
た
。
つ
い

に
鈴
木
先
生
か
ら
原
君
と
一
緒
な
ら
は
い
っ
て
ょ

い
と
の
許
可
が
出
九
の
で
、
こ
れ
幸
い
と
君
の
荷

物
と
共
に
僕
ら
の
荷
物
も
運
ん
だ
。
さ
あ
行
こ

う
」
と
言
っ
て
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
る
私
を

無
理
矢
理
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
っ
て
青
年
会
寮
に
入

れ
ま
し
九
。
即
ち
一
般
入
寮
生
よ
り
も
一
ケ
月
余

り
早
く
は
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
は
ま
だ
設

備
が
充
分
と
と
の
っ
て
お
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
三
人
は
新
し
い
畳
の
香
を
か
ぎ
な
が
ら
三

人
枕
を
な
ら
べ
て
起
居
し
、
狂
言
の
ま
ね
ご
と
を

諦
な
ど
し
て
ぞ
、
大
正
四
年
一
月
か
ら
は
一

般
嵳
と
し
て
河
原
政
勝
、
井
尻
迩
、
島
田
始
郎

ら
の
諸
君
十
数
名
が
は
い
っ
て
来
て
、
正
式
に
青

年
会
寮
と
し
て
発
足
し
私
が
寮
務
を
と
っ
て
お
り

ま
し
た
。

そ
れ
以
番
年
会
寮
は
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
本
部

の
如
く
な
り
、
グ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
オ
ル
ガ
ン
を
購

入
し
て
青
年
会
に
寄
附
し
、
コ
ー
テ
ッ
ト
な
ど
の

練
習
を
そ
こ
で
し
て
お
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
コ
ー
テ
ッ
ト
が
大
正
六
年
第
一
回

満
鮮
演
奏
旅
行
に
行
く
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ

り
ま
す
が
、
す
で
に
予
定
の
頁
数
が
超
過
し
て
お

り
ま
す
の
で
割
愛
し
て
こ
の
辺
で
終
り
ま
す
。

(
大
正
七
年
大
学
神
学
部
卒
業
)

(
大
塚
節
治
著
)
『
回
顧
七
十
七
年
』

B
6
判
六
、
 
0
0
0
円

大
塚
節
治
先
生
回
顧
録
刊
行
会
発
行

(
取
扱
・
同
朋
舎
、
校
友
会
)

璽
島
吉
造
・
松
井
全
共
編
)

『
同
志
社
歳
時
記
』

B
6
判
六
0
0
円

同
志
社
大
学
出
版
部
発
行

(
取
扱
・
同
志
社
収
益
事
業
課
・
校
友
会
)

(
生
島
吉
造
・
松
井
全
共
編
)

『
続
・
同
志
社
歳
時
記
』

B
6
判
七
0
0
円

同
志
社
大
学
出
版
部
発
行

(
取
扱
・
同
志
社
収
益
事
業
課
・
校
友
合

(
同
志
社
校
友
会
編
)

『
同
志
社
校
友
会
名
簿
1
昭
和
五
十
二
年
度

版
』

B
5
判
一
 
0
、
 
0
0
0
円

同
志
社
校
友
会
発
行

(
取
扱
・
校
友
会
本
部
・
各
支
部
)

(
住
谷
悦
治
校
閲
、
青
山
霞
村
原
著
、
田
村
敬

男
編
集
)

『
改
訂
増
補
山
本
覚
馬
伝
』

B
6
判
二
、
 
0
0
0
円

社
会
福
祉
法
人
京
都
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
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今
出
川
キ
ャ
ン
バ
ス
の
、
神
学
館
と
致
遠
館
の

間
か
ら
相
国
寺
門
前
通
り
へ
抜
け
る
通
用
門
の
傍

に
、
「
同
志
社
東
門
跡
」
と
刻
ん
だ
、
高
さ
三
十

セ
ン
チ
ほ
ど
の
石
碑
が
あ
る
こ
と
は
、
か
ね
て
か

ら
知
っ
て
い
た
。
青
い
自
然
石
の
碑
で
あ
る
。

先
年
、
プ
レ
ハ
ブ
の
事
務
所
を
建
て
た
と
き
、

碑
を
す
こ
し
北
東
へ
ず
ら
し
た
た
め
か
、
門
の
鉄

扉
を
と
り
か
え
九
せ
い
か
、
昼
間
は
鉄
扉
に
か
く

れ
て
見
に
く
く
な
っ
た
。
お
ま
け
に
そ
の
場
所

は
、
自
転
車
置
場
に
な
っ
九
。
碑
が
あ
る
こ
と
を

知
ら
ず
に
通
行
す
る
ひ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
と
し

て
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

同
志
社
東
門
跡
を
後
世
に
伝
え
る
だ
け
の
も
の

な
ら
、
人
目
に
つ
き
に
く
い
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
問

題
に
は
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
古
い
卒
業
生
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や
、
少
数
の
好
事
家
の
関
心
を
み

た
し
さ
え
す
れ
ぱ
よ
い
と
考
え
る
ひ
と
も
あ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
の
目
的
で
建
て
九
碑
で
は

な
い
ら
し
い
の
で
あ
る
。

最
近
、
多
少
は
仕
事
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
明

治
以
来
の
今
出
川
校
地
の
変
遷
を
し
ら
べ
て
み
る

気
に
な
っ
た
。
調
査
の
過
程
で
、
ふ
と
思
い
だ
し

た
の
が
東
門
跡
の
碑
の
こ
と
で
あ
る
。
大
正
初
年

ま
で
、
碑
の
あ
九
り
か
ら
西
へ
の
び
る
新
北
小
路

と
い
う
路
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
数
メ
ー
ト
ル

北
方
、
弘
風
館
、
明
徳
館
な
ど
の
北
の
壁
面
あ
た

り
と
推
定
さ
れ
る
位
置
を
東
西
に
、
少
な
く
と
も

大
正
十
年
こ
ろ
ま
で
、
石
橋
通
り
が
貫
い
て
い

九
。
そ
の
通
り
の
北
側
一
帯
が
、
薩
摩
藩
邸
跡
の

同
志
社
校
地
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
正
門

は
弘
風
館
の
北
側
に
あ
り
、
石
橋
通
り
に
む
か
っ

て
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
当
時
の
校
地
略
図
や

卒
業
ア
ル
バ
ム
な
ど
に
ょ
っ
て
確
認
で
き
る
。
有

終
館
あ
た
り
の
一
面
は
、
い
わ
ぱ
飛
び
地
で
、
右

の
二
本
の
道
路
に
ょ
っ
て
へ
だ
て
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
飛
び
地
が
メ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス

と
つ
な
が
っ
九
の
は
い
つ
か
、
確
か
な
年
代
は
わ

か
ら
な
い
。
も
し
東
門
を
設
置
し
九
年
代
が
確
定

で
き
れ
ぱ
、
お
そ
ら
く
有
力
な
手
掛
り
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
ま
さ
か
公
道
に
門
を
作
る
は
ず
は
あ

る
ま
い
し
、
弘
風
館
の
北
側
と
二
力
所
に
設
け
る

必
要
も
な
い
は
ず
だ
。
東
門
跡
の
碑
に
は
、
門
の

設
置
年
月
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

あ
る
土
曜
日
の
午
後
、
自
転
車
を
と
り
除
き
、

生
垣
の
有
刺
鉄
線
を
気
に
し
な
が
ら
、
碑
の
裏
側

を
覗
い
て
み
た
。
す
る
と
、
表
の
文
字
と
ほ
ぽ
お

な
じ
大
き
さ
の
文
字
で
、
「
野
崎
昌
さ
ん
を
偲
ん

で
し
と
刻
ん
で
あ
っ
九
。
ほ
か
に
文
字
ら
し
い
も

ある報恩

^「東門のおぱさん」の碑^

河野仁昭

56



の
は
一
字
も
な
い
。
期
待
は
は
ず
れ
た
が
、
そ
の

数
文
字
に
ょ
っ
て
、
碑
を
建
て
九
意
味
は
即
座
に

理
解
で
き
た
。
こ
れ
は
、
東
門
跡
を
示
す
も
の
に

は
ち
が
い
な
い
、
だ
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
野
崎

昌
と
い
う
人
物
を
記
念
す
る
九
め
の
も
の
な
の

だ
。

野
崎
昌
、
野
崎
臼
国
・
・
・
:
・
。
何
か
で
見
九
名
前
だ

と
思
い
な
が
ら
緬
集
所
へ
ひ
き
か
え
し
て
、
お
よ

そ
の
見
当
で
諸
記
録
の
ぺ
ー
ジ
を
繰
っ
て
み
た
。

す
る
と
あ
っ
九
。
『
同
志
社
新
報
』
第
六
十
号
(
昭

和
十
六
年
七
月
)
の
最
下
段
に
、
「
野
崎
昌
子
姉

慰
労
金
募
集
」
と
い
う
見
出
し
で
、
長
年
勤
め
九

野
崎
昌
さ
ん
が
こ
の
九
び
退
職
さ
れ
る
の
で
、
一

口
一
円
の
慰
労
金
を
募
っ
て
彼
女
に
贈
り
た
い
。

申
込
所
は
同
志
社
校
友
会
、
発
起
人
は
、
大
塚
節

治
、
宗
藤
圭
三
、
南
石
福
二
郎
、
奥
村
龍
三
、
秋

山
哲
治
ら
八
名
、
と
い
っ
た
内
容
の
記
事
で
あ

る
0

お
な
じ
ぺ
ー
ジ
の
中
段
に
、
デ
ン
ト
ン
の
記
事

が
写
真
入
り
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
日
米
佶
勢
の

悪
化
に
と
も
な
っ
て
、
外
国
人
教
師
は
一
人
去
り
、

二
人
去
り
、
次
々
に
同
志
社
を
去
っ
て
婦
国
し
、

あ
と
は
太
平
洋
婦
人
伝
道
協
会
か
ら
バ
イ
プ
オ
ル

ガ
ン
を
則
ら
れ
た
ぱ
か
り
の
デ
ン
ト
ン
た
だ
一
人

に
な
っ
た
。
彼
女
は
、
「
国
交
断
絶
の
時
ラ
ス
ト

ボ
ー
ト
に
は
乘
ら
な
い
、
平
和
回
復
後
の
フ
ァ
ー

ス
ト
ボ
ー
ト
こ
そ
自
分
の
乗
る
べ
き
船
だ
」
と
語

つ
九
と
書
か
れ
て
お
り
、
徳
纂
羅
か
ら
「
デ
ン

ト
ン
先
生
だ
け
は
同
志
社
の
名
誉
に
か
け
て
帰
え

す
な
し
と
伝
'
が
あ
っ
た
と
も
業
れ
て
い
る
。

太
平
洋
戦
争
開
戦
前
夜
の
こ
の
記
事
が
印
線
に
残

4

C
＼

上
゛
ー

"
、

q

入
、
.
ー

、

、

建

、

司

、

、
゛
▲

亀
"

ノ

イ

一
.
゛

旦
.

つ
て
い
て
、
そ
の
記
事
と
の
関
連
で
、
野
崎
昌
の

名
が
、
記
憶
の
片
隅
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
九
の
で

あ
る
。

『
同
志
社
新
報
』
の
そ
の
前
月
号
(
第
五
十
九
号
)

に
も
、
野
崎
の
写
真
入
り
で
小
さ
い
記
事
が
出
て

い
る
。
や
は
り
最
下
段
の
片
隅
だ
が
「
東
門
の
お

ば
さ
ん
去
る
し
と
い
う
見
出
し
で
、
「
来
る
日
も

来
る
日
も
受
取
人
の
名
前
本
二
々
黒
板
に
齊
付
け

て
、
十
八
年
の
長
い
問
郵
便
の
帯
を
し
て
下
さ

つ
九
,
受
付
の
お
ば
さ
ん
'
野
崎
昌
さ
ん
は
高
齢

の
故
に
こ
の
五
月
を
最
後
と
し
て
東
門
を
去
ら

れ
、
最
寄
に
身
を
寄
せ
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
し
、

落
着
く
先
は
鎌
倉
長
谷
の
鈴
木
方
。
彼
女
の
多
年

の
労
地
報
い
る
た
め
目
下
慰
労
金
を
募
集
中
、
と

い
っ
九
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

昭
和
初
期
に
在
職
さ
れ
た
二
、
三
名
の
方
に
た

ず
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
女
は
一
人
身
で
、
学
生
生
徒

宛
の
郵
便
物
を
手
渡
し
て
く
れ
た
ほ
か
、
ほ
こ
ろ

び
た
学
生
服
を
つ
く
ろ
っ
た
り
、
取
れ
た
ボ
タ
ン

を
取
り
つ
け
て
く
れ
る
な
ど
、
親
身
に
な
っ
て
学

生
生
徒
の
世
話
嘉
け
て
く
れ
た
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
東
門
の
受
付
は
小
さ
い
家
屋
に
な
っ
て

い

て
、
十
八
年
間
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
。
昭
和
十
六

年
か
ら
逆
算
す
る
と
大
正
十
二
、
三
年
こ
ろ
か
ら

智
J

.
゛
一

ψ

、

.
一

.
、

1
」

〆
゛

一
、

'
、

"・・r

'舮1'1'j

、.

闇闇.

.:

、

.、、

で'ミ

r同志社東門跡」の碑、表面(左)と裏面
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住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
黒
社
東
門
が
設
置

さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
ろ
だ
。

加
藤
延
雄
先
生
の
話
に
ょ
る
と
、
西
門
に
も
聚

芳
館
の
西
側
に
受
付
の
小
家
屋
が
あ
り
、
長
谷
川

と
い
う
子
供
の
な
い
作
業
員
夫
婦
が
住
ん
で
い
た

そ
う
だ
。
ご
主
人
は
、
廃
品
を
利
用
し
て
教
材
を

作
っ
た
り
す
る
手
先
の
器
用
な
、
実
直
で
働
き
者

の
好
人
物
だ
っ
た
と
い
う
。

欝
さ
ん
は
、
昭
和
十
八
年
師
走
二
十
日
に
鎌

倉
で
亡
く
な
っ
た
。
束
門
跡
の
碑
は
、
彼
女
の
永

眠
を
悼
ん
で
建
て
た
も
の
な
の
だ
。
名
も
記
さ
ず

に
碑
を
建
て
た
人
た
ち
と
、
そ
う
い
う
報
恩
を
う

け
る
よ
う
な
生
き
方
を
、
黙
々
と
十
八
年
問
つ
づ

け
九
欝
昌
と
い
う
女
性
が
、
ご
く
近
い
過
去
に

い
九
。
お
そ
ら
く
い
ま
も
、
そ
う
い
う
人
々
が
い

る
に
ち
が
い
な
い
、
た
だ
、
報
恩
の
か
た
ち
が
ち

が
う
だ
け
だ
ろ
う
。
黒
社
は
健
在
だ
と
、
唐
突

に
わ
た
し
は
思
っ
九
。
そ
の
お
も
い
は
静
か
に
、

そ
し
て
さ
わ
や
か
に
、
わ
九
し
の
胸
中
に
ひ
ろ
が

つ
ナ東

門
跡
の
卿
は
、
も
う
少
し
ひ
と
目
に
つ
き
や

す
く
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

(
本
部
社
史
史
料
編
集
所
事
務
主
任
)

こ
こ
に
掲
げ
る
徳
富
蘇
峰
の
牧
野
虎
次
の
七

七
の
祝
寿
の
詩
な
ら
び
に
書
簡
は
、
こ
の
五

貝
東
京
に
お
け
る
「
徳
富
欲
峰
と
同
志
社
」

と
題
し
た
公
開
講
演
会
の
案
内
が
機
縁
と
な
っ

て
、
福
岡
の
福
嶋
八
百
松
氏
か
ら
大
谷
實
学
長

に
申
し
出
が
な
さ
れ
、
同
志
社
が
寄
贈
を
う
け

た
も
の
で
あ
る
。

牧
野
虎
次
は
湯
浅
八
郎
総
長
辞
任
の
後
を
う

け
て
、
昭
和
十
三
年
七
月
総
長
事
務
取
扱
と
な

り
、
十
六
年
七
月
か
ら
二
十
二
年
三
月
ま
で
同

志
社
総
長
の
任
に
あ
っ
た
。
は
げ
し
い
戦
争
の

進
む
中
で
、
「
戦
時
非
常
措
置
方
策
」
に
ょ
っ

て
ま
っ
た
く
姿
を
変
え
た
学
園
に
あ
っ
て
、
困

難
な
黒
社
の
運
営
に
当
九
っ
た
人
で
あ
る
。

徳
富
蘇
峰
は
当
時
、
首
相
東
条
英
機
に
進
言
し

て
同
志
社
(
大
学
)
の
存
続
を
計
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
。
牧
野
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
苦
し

い
歳
月
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

こ
の
詩
な
ら
び
に
書
簡
は
、
総
長
職
を
戦
後

再
び
総
長
に
就
任
す
る
湯
浅
八
郎
に
譲
っ
た
牧

野
に
贈
っ
た
も
の
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
牧
野

の
喜
寿
を
祝
う
も
の
で
あ
る
。
欲
峰
か
ら
見
れ

ぱ
牧
野
は
五
0
代
の
若
さ
と
も
思
え
る
働
き
振

り
で
、
牧
野
に
総
長
職
の
労
を
謝
し
、
あ
わ
せ

徳
富
沫
峰
の
牧
野
虎
次
喜
寿
祝
賀
の
詩
な
ら
び
に
書
簡

て
「
兼
人
L
の
業
を
進
め
る
牧
野
に
な
お
活
躍
を

期
待
し
て
い
る
。
詩
は
「
山
王
艸
堂
.
一
と
あ
る

蘇
峰
用
篝
に
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。

追
々
喜
寿
叟
意
気
凌
二
青
春
一
問
暑
何
"

所
"
楽

奉
二
仕
神
一
兼
0
人
頑
蘇
八
十
五
頑
蘇

書
筒
は
牧
野
の
喜
寿
を
祝
い
、
併
せ
て
故
人

と
な
っ
た
留
岡
幸
助
、
水
崎
基
一
の
業
を
偲
ぷ

も
の
で
あ
る
。

逃
二
老
台
ノ
喜
寿
祝
賀
ノ
報
二
接
シ
驚
喜
交

々
諜
ル
。
迂
生
ハ
老
台
ヲ
少
ク
ト
モ
ニ
十
齢

割
引
シ
テ
錯
覚
シ
居
タ
リ
。
心
身
双
全
寔
二

健
羨
ノ
至
り
ニ
勝
へ
ス
。
仍
テ
共
通
ノ
亡
友

留
岡
水
崎
両
君
ノ
心
ヲ
モ
付
度
シ
驚
ヲ
賦

シ
以
テ
微
枕
ヲ
表
ス

昭
和
二
十
二
年
六
月
十
五
日
頑
蘇
病
夫
猪
一

g
、

牧
野
先
生
梧
右

良
な
お
、
こ
の
書
簡
に
は
紙
背
に
次
の
よ
う
な

追
白
が
あ
る
。
「
逞
々
ノ
ニ
字
ハ
孔
子
力
孟
子

力
西
ニ
カ
ケ
東
ニ
カ
ケ
奔
走
周
旋
ノ
時
二
第
三

0
 
0
 
0

者
力
使
用
シ
タ
ル
文
句
ナ
リ
字
書
二
急
忙
ノ

0風
ト
ア
ル
、
牧
野
老
先
生
二
対
シ
テ
蓋
シ
餘
師

ノ
語
二
幾
シ
妄
言
一
則
頑
」

58


