
大
学
の
な
か
の
人
遍
,
ノ

1
主
と
し
て
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
に
関
連
し
て
ー

昨
年
は
大
学
の
年
と
い
わ
れ
、
大
学
は
世
綸
の
蕉
に
立
た
さ
れ
た
が
、
問

題
は
少
し
も
好
転
し
な
い
ま
ま
越
年
し
た
の
で
、
今
年
も
ま
た
大
学
の
年
で
あ

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
研
究
体
制
の
上
か
ら
、
教
介
的
機
能
の
上
か
ら
、

あ
る
い
は
学
生
に
対
す
る
自
治
と
管
理
の
上
か
ら
、
そ
し
て
私
学
は
響
の
上

か
ら
大
学
の
理
念
と
現
実
と
の
混
乱
に
占
悩
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に

お
い
て
心
あ
る
大
学
人
は
、
大
学
と
は
ど
ぅ
い
う
と
こ
ろ
な
の
か
、
果
し
て
大

孑
は
こ
れ
で
ょ
い
の
だ
ろ
う
か
と
大
学
の
教
育
的
姿
勢
に
疑
問
を
投
げ
て
い

る
。
私
は
昨
年
キ
リ
ス
ト
教
学
校
教
育
の
三
月
号
に
「
学
生
に
な
れ
な
い
大
学
」

と
い
う
小
文
を
禽
い
た
が
、
大
学
に
人
学
し
た
学
生
が
真
の
意
味
の
学
生
に
な

れ
な
い
教
育
不
在
の
問
題
が
研
修
会
な
ど
で
討
'
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ

う
な
表
題
を
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

飯
田
宗

戦
後
の
教
育
故
革
は
大
学
教
育
の
発
展
を
う
な
が
し
、
教
育
の
機
会
均
等
の

愚
の
も
と
に
教
育
人
Π
は
急
激
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
要
曹
応
え

な
が
ら
世
界
有
数
の
大
学
国
と
な
る
ま
で
に
儷
し
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

膨
辰
は
正
荏
発
震
と
い
う
よ
り
も
大
学
お
よ
草
部
・
学
科
の
濫
諾
近
い

の
で
あ
る
。
殊
に
新
教
高
度
は
叢
に
ょ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
実
験

と
経
験
を
玉
ね
て
大
学
と
社
会
が
稗
し
て
発
足
し
た
の
で
な
い
か
ら
、
運
用

の
過
程
に
お
い
て
誤
算
を
生
じ
る
の
は
避
.
羅
い
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
大
学
の
任
務
は
教
育
と
研
究
に
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
は
歴
史
を
通
じ
世
界
を

通
じ
て
大
学
に
与
え
ら
れ
た
誘
な
の
だ
か
ら
、
大
学
の
基
本
的
性
格
を
失
い

大
学
と
い
う
仏
の
も
と
に
教
育
不
在
の
場
と
化
し
て
い
る
畏
を
改
善
す
る
た

め
に
最
蓄
努
力
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
大
ぎ
い
ま
こ
そ
人
胞
成
に
正
し

い
地
位
を
与
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
大
学
の
現
実
的
背
禁
に
お
い
て
、
人
間
形
成
の
た
め
の
新
し
い

郎
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下
段
一
瓢
じ
る
と
す
れ
ぱ
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
 
L
大
化
す
る
大
学
の
中
で

人
問
性
の
豊
か
な
人
問
の
形
成
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
ご
と
き
徐
団
在
教
育
単
位

と
し
て
活
用
す
る
の
劣
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ヨ
】
ロ
ッ
。
ハ
の
大
学
に

は
そ
の
伝
統
が
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
教
育
に
最
も
強
く
効
果
を
発
揮
し
て
い

る
。
大
学
の
歴
史
の
浅
い
わ
が
国
は
人
問
形
成
の
試
練
に
乏
し
い
た
め
新
制
大

学
は
人
間
形
成
を
電
要
な
任
務
の
一
つ
と
し
て
取
上
げ
一
般
教
育
を
課
し
た

が
、
期
待
通
り
の
成
果
を
お
げ
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
人
間
形
成
を
妨
げ
て
い
る

諸
条
件
が
余
り
に
も
多
い
こ
と
を
思
え
ぱ
全
て
が
大
学
側
の
穫
と
は
い
い
得

な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
教
肺
と
学
生
と
の
人
間
的
接
触
を
凱
に
し
て
い

る
現
状
に
対
処
し
て
も
う
一
度
こ
の
新
し
い
課
題
に
取
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

)
0

近
年
わ
が
国
の
大
学
の
な
か
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
設
け
よ
う
と
す
る
気
運
が

し芽
ぱ
え
つ
つ
ぁ
る
こ
と
は
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
の
袋
は
正
に
そ
の
よ
う
な
現
実
の
中
で
培
わ
れ
た
教

育
的
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
特
異
な
大
学
の
地
盤
を
馨
す
る
一
つ
の

方
策
と
し
て
こ
の
法
人
は
国
公
私
立
大
学
共
同
の
性
恪
を
と
っ
た
。
大
学
セ
ミ

ナ
ー
ハ
ウ
ス
が
世
界
に
類
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
施
設
と
し
て
そ
忠
立

が
高
く
評
価
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
李
教
育
は
国
公
私
立
共
同

嬰
任
で
改
善
し
よ
う
と
い
う
新
し
い
方
向
に
先
撃
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

沈
明
し
ょ
う
。

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
十
八
日
在
例
に
と
れ
ば
次
の
よ
う
な
大
学
の
教
授
九

ち
の
セ
ミ
ナ
ー
が
行
わ
れ
て
い
る
。
東
棄
立
大
学
塩
田
教
授
、
早
稲
田
大
学

二
神
教
授
、
東
京
工
大
阿
武
教
授
、
都
立
大
学
内
田
教
授
、
中
央
大
学
多
賀
教

授
、
明
治
学
院
大
学
吉
田
教
奨
順
天
堂
大
学
生
儒
饗
、
そ
の
ほ
か
に
、

全
国
的
な
も
の
と
し
て
、
近
代
ア
ジ
ア
教
育
史
研
究
会
、
日
本
学
生
'
管
理

研
究
連
盟
な
ど
の
研
究
柴
会
が
開
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
各
大
学
単
独
の
ゼ
ミ
を
主
と
し
、
し
か
も
文
子
通
り
国
公
私
立

大
学
の
教
師
と
学
生
が
同
時
振
ま
り
、
共
に
泊
り
、
研
究
討
議
を
行
な
っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
正
に
驚
歎
福
す
る
光
邑
あ
る
。
指
導
教
授
を
中
心
と

す
る
学
生
の
小
集
団
が
寝
食
を
共
に
し
、
学
問
の
勉
強
と
同
時
に
人
格
的
鑁
触

を
は
か
り
、
人
生
の
体
験
を
分
か
ち
あ
っ
た
り
、
集
団
的
に
思
索
を
堀
り
下
げ

た
り
、
正
に
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
こ
そ
あ
る
べ
き
大
学
の
姿
で
あ
り
、
人
間
の
出

、ノ

会
い
の
場
で
あ
り
、
対
話
の
場
で
あ
る
。

器
以
来
一
年
¥
を
過
し
た
が
、
一
年
間
に
数
鼎
れ
る
グ
ル
ー
ワ
も
多
い

し
、
二
泊
三
日
を
基
準
と
し
て
い
る
が
五
日
、
七
日
と
滞
在
す
る
グ
ル
ー
プ
も

あ
る
。
大
部
分
嵳
の
負
担
で
あ
る
が
、
籍
の
大
学
で
は
学
生
の
發
の
一

部
を
補
助
し
て
い
る
。
日
本
大
学
法
学
部
の
と
と
き
は
、
毎
圓
一
0
0
名
前
後

の
法
職
課
程
が
二
週
閥
程
度
滞
在
し
集
中
的
な
勉
強
を
し
て
い
る
。
本
年
の
斯

学
年
に
は
武
蔵
工
大
、
津
田
塾
大
学
な
ど
が
新
入
学
生
の
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
シ
"

ン
を
数
日
間
に
旦
っ
て
実
施
す
る
計
画
が
あ
る
。
昨
年
は
文
部
省
が
在
日
留
学

生
の
オ
リ
エ
ン
テ
ィ
シ
,
ン
を
行
な
「
た
し
、
今
夏
は
日
米
学
生
会
倦
場
所

を
提
供
す
る
。
慶
応
大
学
の
学
飯
が
主
催
し
て
学
生
代
表
と
学
生
会
館
器

に
つ
い
て
三
日
間
の
寸
議
を
し
て
意
見
を
一
致
さ
せ
た
り
、
東
京
工
大
の
学
長

大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
東
京
奨
の
多
摩
丘
峻
に
昭
和
四
十
年
七
月
開
館

し
、
主
と
し
て
東
京
地
区
の
国
公
私
立
大
学
の
中
に
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
入
れ

た
。
そ
し
て
大
学
側
の
反
応
は
期
待
に
違
わ
ず
活
発
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の

大
学
教
育
の
光
明
で
あ
り
仕
合
わ
せ
で
あ
る
。
そ
の
活
動
の
実
佶
を
具
体
的
に
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が
学
生
と
眼
璽
=
を
開
い
た
り
、
東
京
神
学
大
が
全
学
修
養
会
を
泊
り
込
み
で

行
な
っ
た
り
、
東
京
工
大
が
一
般
教
育
の
新
し
い
試
み
を
実
施
し
六
り
、
こ
こ

で
の
早
大
鶴
岡
ゼ
ミ
倫
禁
早
大
紛
争
解
決
に
一
石
を
投
じ
る
原
因
を
つ
く

つ
九
り
す
る
。
そ
し
て
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
を
最
も
よ
く
利
用
す
る
の
は
早
稲
田

大
学
で
あ
り
、
東
京
大
学
、
都
立
大
学
、
東
京
女
子
大
学
、
日
本
女
子
大
学
が

こ
れ
に
つ
づ
い
て
い
る
が
、
約
三
0
校
の
国
公
私
立
大
学
が
毎
月
二
0
0
0
人

か
ら
二
五
0
0
人
の
学
生
を
送
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
例
を
と
れ
ぱ
咋
年
十
月

に
は
六
四
、
十
一
月
に
は
六
七
、
十
二
月
に
は
五
四
の
セ
ミ
ナ
ー
が
鞭
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

大
学
の
膨
脹
が
伴
う
弊
空
は
批
判
と
吋
議
だ
け
で
は
一
歩
も
改
善
さ
れ
な

わ
れ
わ
れ
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
学
生
は
眼
の
前
に
い
る
。
教
肺
が

)
0

しそ
の
任
務
を
自
覚
し
、
学
生
が
そ
の
立
場
を
嘉
す
る
と
き
単
位
を
と
る
た
め

の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
大
学
生
活
は
、
学
問
の
楽
し
ミ
真
理
に
対
す
る
尊

厳
を
体
得
す
る
研
学
修
練
の
生
活
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ

ス
で
の
彼
ら
の
経
験
は
そ
れ
壽
明
し
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
の
川
原
栄
顎

授
は
「
う
ち
の
学
生
が
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
別
天
地
で
す
よ
と
い
う
か
ら
、

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
が
当
り
前
な
の
で
別
天
地
な
の
は
大
学
の
方
な
の
だ
」
と
答

え
九
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
ぺ
き
姿
の
教
育
的
魏
に
乏
し
い
日
本
の

現
状
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
一
人
か
も
し
く
は
友
人
と
七
日
ま
九
は
十
日
こ
こ

に
滞
在
し
て
希
を
書
い
て
い
る
学
生
が
、
咋
年
の
暮
か
ら
今
年
に
か
け
て
、

慶
応
、
明
治
学
院
、
日
本
女
子
大
に
数
組
い
た
が
、
大
学
教
育
は
こ
の
よ
う
な

新
し
い
形
式
で
世
人
が
袈
で
き
な
い
ほ
ど
、
木
"
、
大
雪
局
*
で
さ
え
考
え

ら
れ
な
い
ほ
ど
、
好
ま
し
い
姿
で
進
展
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
生
の
た
め

の
教
育
は
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
責
任
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
の
指
導
こ
そ
、
そ
の
大
学
に
学
ぷ
学
生
の
う
く
べ
き
教
育
で
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
鬮
定
し
た
形
式
を
は
な
れ
九
他

の
機
関
や
施
設
に
ょ
る
恊
力
も
ま
た
大
学
そ
れ
自
体
の
教
育
の
進
歩
に
重
要
な

役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

学
生
を
立
派
に
教
育
す
る
九
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾
け
、
あ
ら
ゆ
る
方

策
を
考
え
て
も
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
殊
に
日
本
の
よ
う
に
国
立
、
私

立
の
差
別
感
が
今
も
な
お
残
っ
て
い
る
国
に
お
い
て
、
ま
六
大
学
間
の
交
流
の

乏
し
い
国
に
お
い
て
は
、
創
羣
夫
が
極
め
て
緊
要
で
あ
る
。
大
学
セ
ミ
ナ
ー

ハ
ウ
ス
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
捌
待
は
、
大
河
内
東
大
桟
や
笠
仏
太
郎
氏
が

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
学
共
伺
倫
義
で
あ
る
。
他
の
大
学
の
教
授
の
講
義

が
ど
こ
の
大
学
の
学
生
で
も
自
由
に
聴
け
る
よ
う
な
機
会
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

る
。
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
自
ら
の
企
画
に
ょ
っ
て
年
数
回
大
学
共
同
セ
ミ

ナ
ー
を
主
催
し
て
い
る
の
も
そ
の
理
由
に
ょ
る
の
で
あ
る
昭
和
四
十
二
年
一

月
十
三
日
か
ら
器
す
る
二
泊
三
日
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
東
京
お
よ
び
地
方
か
ら

公
私
立
大
学
四
五
校
三
五
四
名
の
学
生
が
そ
の
参
加
を
申
し
込
ん
で
い
る
。
試

み
に
そ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
概
要
を
~
説
明
し
よ
う
。

主
題
実
意
督
現
代

祐

原

東
京
大
学
教
授

全
儒
義
実
存
愚
の
成
立

樫
山
欽
四
郎

早
稲
田
大
学
教
授

実
存
の
思
想

セ
ク
シ
,
ン
演
習

川
原
栄
峰

甲
稲
田
大
子
教
授

A
 
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
超
克

、
ー

東
京
女
子
大
助
教
授

窒
治

B
 
主
休
性
の
問
題

吐
"
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佶
州
大
学
教
授
吉
村
善
夫

神
奈
川
大
学
教
授
信
太
正
三

慶
応
大
学
教
授
三
雲
夏
生

専
修
大
学
教
授
市
倉
宏
祐

東
洋
大
学
教
授
飯
島
宗
亨

ス
ト
早
稲
田
大
学
教
授
松
科
三
郎

作
家

佐
占
純
一
郎

こ
の
よ
う
に
教
授
陣
も
参
加
学
生
も
国
公
私
立
李
に
亘
り
文
霊
り
一
出
'

§
・
d
ヨ
ぐ
曾
巴
q
 
の
構
成
で
あ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
が
特
定
の
大
学
の
施
設

と
し
て
で
な
く
、
広
く
門
戸
を
嬰
し
、
国
公
私
の
別
な
く
、
平
等
に
こ
れ
を

利
用
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
大
学
周
の
交
流
を
増
進
さ
す
の
に
役
立
つ
か
は
こ

・
つ
し
九
セ
ミ
ナ
ー
の
成
果
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ
ス
・
プ

口
大
学
の
弊
害
が
種
々
論
議
さ
れ
る
が
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
そ
の
弊
害
を
救

い
欠
け
た
る
を
補
う
新
し
い
拙
墾
あ
る
。
も
の
ど
と
を
必
要
以
上
に
対
立
的

に
観
念
的
に
考
え
る
九
め
、
と
げ
と
げ
し
い
風
潮
が
大
学
と
い
わ
ず
、
あ
ら
ゆ

る
社
会
に
た
だ
よ
う
て
い
る
が
、
さ
れ
ば
こ
そ
若
い
学
生
に
真
の
対
話
を
縄
験

さ
す
機
会
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

実
存
と
神
の
問
題

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題

技
術
と
人
間

実
存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義

実
存
と
現
代
政
治ゲ

私
が
こ
の
よ
う
な
共
同
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
感
ず
る
こ
と
は
、
本
当
に
学
問

を
し
た
い
学
生
が
各
専
門
の
学
者
の
人
格
に
直
接
に
接
し
な
が
ら
、
単
位
を
風

的
と
し
な
い
講
義
を
き
く
こ
と
の
楽
し
さ
を
学
条
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
正
に
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
が
別
天
地
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
夜
を
徹
し

て
も
足
り
な
い
ほ
ど
の
活
発
な
需
、
各
大
学
の
嵳
が
入
り
交
っ
て
囲
む
食

卓
、
教
師
と
学
生
の
個
人
的
問
答
を
っ
づ
け
る
ロ
ビ
ー
の
饗
、
男
女
の
学
生

が
交
際
す
る
ラ
ウ
ン
ヂ
の
風
景
、
こ
の
よ
う
に
学
生
を
愛
す
る
教
師
と
学
問
に

意
欲
的
な
学
生
が
集
っ
て
っ
く
り
出
す
さ
わ
や
か
な
塾
1
的
環
境
が
大
学
の
な

か
の
人
間
形
成
の
機
能
を
器
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る

時
こ
i

一
般
教
育

的
主
題
の
下
に
、
時
に
は
専
門
教
育
の
深
化
を
倒
的
と
す
る
憲
を
選
び
、
大
学

共
同
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
る
が
、
毎
回
極
め
て
好
雫
、
教
授
た
ち
の
積

極
的
な
協
力
と
学
生
九
ち
の
意
欲
的
な
参
加
に
よ
っ
て
単
位
に
な
ら
な
い
ユ
ニ

ー
ク
な
教
育
が
進
展
し
て
い
る
。
セ
ミ
ナ
ー
と
は
若
い
苗
を
育
て
る
苗
床
の
意

味
で
あ
る
か
ら
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
の
生
活
で
、
大
学
鴛
三
年
に
し
て
始
め
て

学
問
を
す
る
姿
勢
が
で
き
た
と
か
、
一
般
腎
の
何
九
る
か
を
器
し
六
と
か
、

学
生
た
ち
轟
祭
寄
せ
る
よ
う
に
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
新
し
い
大
学
教
育

の
一
つ
の
源
泉
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
、
私
は
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
に
力
点
を
お
き
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
登
の
発
想
の
速
因
は
同
志
社
人
で
あ
る
筆
者
で
あ
る
こ
と

に
ょ
っ
て
許
し
て
も
ら
い
九
い
。
創
立
者
新
島
先
生
の
開
拓
者
的
教
育
の
理
想

実
現
へ
の
熱
情
、
同
志
社
在
学
中
に
授
業
の
後
や
教
会
の
帰
り
に
岡
本
委
二
、

岡
本
辰
次
両
先
生
と
共
に
洛
外
の
山
々
に
登
っ
て
は
山
崎
為
徳
の
人
と
な
り
を

き
い
九
り
、
教
室
倫
義
よ
り
は
こ
う
し
た
血
の
通
っ
六
対
話
の
中
で
若
き
日

の
人
生
観
が
つ
く
ら
れ
九
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ら
は
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
。
コ
具

理
は
口
伝
に
よ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
大
学
の
な
か
の
人
間
形
成
は
研
究
と
教

育
に
即
し
た
対
話
を
ぬ
き
に
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
生
に
お
け
る
人
と
人

と
の
出
会
い
、
そ
れ
は
人
生
の
秘
儀
と
い
う
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
大
学

は
そ
の
よ
う
な
出
会
い
の
場
で
あ
り
た
い
も
ω
で
あ
る
。

(
昭
6
高
商
卒
.
六
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
専
弼
理
事
)

四

GFEDC

19



1
<
丹
明
治
時
代
>

同
志
社
と
東
華
学
校

明
治
の
半
ぱ
に
、
仙
台
に
「
東
華
学
校
と
称
す

る
同
志
社
の
分
校
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
で
は
一
部

の
人
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

先
年
の
『
同
志
社
九
十
年
小
史
』
に
も
、
東
輩
学
校

に
つ
い
て
は
ひ
と
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
仙
台

の
同
志
社
関
係
者
は
淋
し
い
忠
い
を
し
た
。
笹
者
は

不
幸
に
し
て
同
志
社
に
学
ぷ
機
会
は
持
た
な
か
っ
た

父
も
厩
も
、
ま
た
兄
も
恩
社
に
学
ん
だ
中
に

゛
)
、

力育
ち
、
日
頃
、
同
志
社
を
心
か
ら
敬
愛
し
て
い
る
。

璽
部
か
ら
、
東
華
学
校
に
つ
い
て
何
か
知
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
書
く
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て
、

喜
ん
で
そ
の
大
略
を
御
紹
介
申
し
上
げ
る
こ
と
に
し

た
。
な
お
文
中
の
敬
称
は
略
さ
せ
て
頂
い
九
。

端
純
四

新
島
・
富
田
・
デ
フ
ォ
レ
ス
ト

元
治
元
年
(
一
八
六
巴
禁
を
犯
し
て
出
国
し
た

祈
島
は
、
滞
米
八
年
後
の
明
治
五
年
(
一
八
七
己

に
は
耕
政
府
の
嘱
を
受
け
て
、
文
部
理
事
官
田
中

不
二
麿
に
随
行
し
て
、
欧
米
の
学
事
を
視
察
調
査
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
米
合
衆
国
の
視
察
を
お
え
た

新
島
は
明
治
五
年
五
月
十
一
Π
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
を
出

帆
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
向
か
っ
た
。
こ
の
時
の
ニ
ユ

ー
ヨ
ー
ク
駐
在
領
事
心
得
を
し
て
い
た
の
が
仙
台
出

身
の
富
田
鉄
之
助
と
い
う
人
で
あ
る
。
新
島
と
富
田
、

そ
し
て
宣
教
師
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
、
こ
の
三
人
が
後
に

仙
台
東
華
学
校
設
立
の
中
心
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
新
島
と
富
田
が
相
雙
た
の
は
、
こ
の
時
が
お

そ
ら
く
最
初
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
新
島
は
三
十
歳
、

富
田
は
三
十
八
璽
あ
っ
た
。
も
う
一
人
の
デ
フ
ォ

レ
ス
ト
(
.
一
.
工
区
n
 
ご
ゆ
一
又
旦
)
は
、
こ
の
時
二
十

七
歳
で
、
前
年
に
工
ー
ル
神
学
校
を
卒
業
し
て
、
結

婚
し
ニ
ユ
ー
ヘ
ヴ
ン
郊
外
の
マ
ウ
ン
ト
・
カ
ル
メ
ル

で
牧
師
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
年
の
春
に
産
後
の

病
気
の
た
め
に
ぞ
長
子
を
一
他
失
い
、
讃
の

ど
ん
威
に
あ
う
六
。
自
身
も
マ
ラ
リ
ャ
に
か
か
り
、

一
時
は
自
分
の
使
命
に
怨
を
皆
、
二
度
と
説
教

は
す
ま
い
と
決
心
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
教
会
員

の
深
い
愛
情
に
支
え
ら
れ
て
立
ち
直
り
、
そ
の
後
二

年
間
の
愨
な
牧
会
活
動
の
後
に
、
ア
メ
リ
カ
ン

.

川

郎
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ボ
ー
ド
の
器
に
応
え
て
宣
教
師
と
し
て
日
本
に
渡

る
決
心
を
し
九
。
明
治
七
年
(
一
八
七
四
)
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
年
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
が
日
本
派
遣

を
決
定
し
九
宣
教
師
は
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
夫
妻
(
日
本

出
発
直
前
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
タ
ー
と
結
婚
)
、
そ
し

て
も
う
一
人
が
実
は
新
島
で
あ
っ
九
。
彼
ら
の
送
別

会
が
行
わ
れ
た
の
が
ラ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ア
メ
リ

カ
ン
.
ボ
ー
ド
第
六
五
回
年
会
で
、
こ
の
時
に
新
島
は

有
名
な
演
説
を
行
な
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
基

督
教
主
義
学
校
設
立
の
九
め
に
五
千
ド
ル
の
寄

金
を
献
げ
ら
れ
九
。
新
島
と
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
は

同
じ
コ
ロ
ラ
ド
丸
で
日
本
に
向
か
い
、
明
治
七

年
十
一
月
二
十
六
日
日
本
に
到
着
し
九
。
デ
フ

オ
レ
ス
ト
は
そ
の
後
大
阪
に
伝
道
し
、
し
ぱ
ら

く
は
新
島
と
直
接
の
関
係
は
持
っ
て
い
な
い
。

富
田
鉄
之
助
(
天
保
五
年
t
大
正
五
年
、
一

八
三
四
t
一
九
二
◇
は
、
仙
台
藩
の
桃
生
郡

小
野
村
三
千
石
の
武
士
で
、
藩
命
に
ょ
り
江
戸

に
出
て
勝
海
舟
に
学
び
、
慶
応
三
年
(
一
八
六

七
)
三
十
三
歳
の
時
に
幕
府
か
ら
遣
わ
さ
れ
て

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
が
、
維
新
の
報
に
ょ
り

帰
国
後
に
外
六
X
官
と
し
て
、
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク

総
領
事
、
駐
英
公
使
館
一
等
醤
曾
、
明
治
十
五

年
(
一
八
八
己
大
蔵
省
に
転
じ
て
、
そ
の
後

日
銀
輪
、
東
京
府
知
事
等
を
歴
仟
し
た
。
新

島
の
運
動
に
常
に
好
§
讐
を
抱
ミ
大
学

設
立
に
あ
た
っ
て
も
種
々
援
助
を
惜
し
ま
な
か

つ
た
こ
と
は
、
新
島
補
条
ら
も
う
か
が
え

る
。
営
田
田
は
在
米
中
、
ニ
ユ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お

け
る
馨
教
主
義
の
学
校
教
育
に
深
い
感
銘
を
受

け
、
郷
里
仙
台
に
も
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
基
盤
の
上

に
立
っ
た
学
校
が
欲
し
い
も
の
と
か
ね
て
か
ら
考
え

て
い
九
ら
し
い
。
外
交
官
生
活
十
年
の
後
に
富
田
は

帰
国
し
て
大
蔵
省
に
転
じ
、
日
銀
設
立
の
希
に
あ

た
「
て
い
九
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
新
島
が
彼
を
訪
閻

し
、
東
北
に
事
校
を
開
き
た
い
が
、
仙
台
が
よ
い

か
福
島
が
よ
い
か
と
相
談
を
持
ち
か
け
九
。
富
田
は

言
下
に
仙
台
を
推
し
、
援
助
を
約
し
た
。
明
治
十
八

年
(
一
八
八
毛
十
二
早
三
、
四
日
の
こ
と
で
あ

る
。

新
島
は
こ
の
時
四
十
三
歳
、
同
志
社
設
立
後
十
年

を
経
て
お
り
、
新
し
い
伝
道
河
の
拠
点
を
求
め
て

い
た
。
前
年
来
欧
米
巡
遊
中
で
あ
っ
九
が
、
デ
フ
井

レ
ス
ト
の
記
す
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ぱ
、
明
治
十
七
年
冬

ク
リ
フ
ト
ン
温
畢
療
養
中
に
、
持
参
の
日
本
地
図

を
壁
に
か
け
て
眺
め
な
が
ら
、
仙
台
を
中
心
と
し
九

東
北
地
方
へ
の
伝
道
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
,
ン
を
得

た
と
.
口
わ
れ
る
。
事
実
、
器
二
月
二
十
四
日
の
市

覆
宏
宛
の
当
簡
に
は
こ
の
束
北
伝
道
の
志
が
告

け
ら
れ
て
い
る
。
療
は
後
に
棗
裳
裂
長
と

し
て
仙
台
に
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
新
島
は
こ
の
時

に
す
で
に
、
市
原
を
仙
台
に
派
造
す
る
考
え
で
い
九

東華学校の本館(現在の仙台二女高図書館)
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の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
欧
米
釜
か
ら
新
島
が
帰

国
し
た
の
は
明
治
十
八
年
十
二
月
十
二
日
(
横
努
)

で
あ
る
。
先
の
富
田
訪
問
は
、
そ
の
翌
日
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
新
島
が
い
か
に
こ
の
東
北
伝
道
に
熱
意
を

持
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
と
も
か
く
、
新
島
と
富

田
の
そ
の
後
の
折
衝
に
ょ
っ
て
、
富
田
は
郷
里
仙
台

に
は
た
ら
き
か
け
て
、
学
校
の
九
め
の
敷
地
、
校
舎

設
備
等
を
と
と
の
え
、
新
島
は
教
師
陣
を
立
て
る
こ

と
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
に
一
父
渉
し
て
外
人
宣
教

師
数
名
を
派
遣
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

宣
教
師
の
一
人
と
し
て
、
当
時
大
阪
に
あ
っ
た
デ
フ

*
レ
ス
ト
が
派
邇
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
新

島
、
富
田
、
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
の
東
輩
学
校
登
の
三

人
の
中
心
人
物
が
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。

直
等
に
伝
え
ら
れ
た
時
、
彼
ら
は
た
だ
ち
に
賛
成
し

た
。
か
く
て
明
治
十
九
年
五
月
に
新
島
と
デ
フ
寸
レ

ス
ト
が
仙
台
を
訪
れ
、
松
貪
松
平
等
と
協
議
し
九

吐
軍
富
田
鉄
之
助
と
欝
恂
が
設
立
者
と
な
り
、

理
事
に
は
松
平
正
直
を
は
じ
め
、
書
記
官
和
達
孚
嘉
、

遠
藤
敬
止
、
大
童
契
夫
等
の
仙
台
の
官
民
有
力
者

が
あ
た
り
、
諦
の
選
任
は
新
島
に
一
任
と
い
う
こ

と
に
決
定
し
た
。
つ
ま
り
、
非
基
督
者
理
事
会
と
基

督
者
教
師
陣
と
の
協
力
と
い
う
形
で
発
足
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
は
こ
れ
を
一
つ
の
新

し
い
試
み
と
し
て
注
目
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

結
果
と
し
て
は
こ
れ
は
失
敗
に
終
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
の
会
合
で
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
は
、
学
校
に
お
い

て
鄭
を
行
な
う
こ
と
、
聖
書
を
教
科
の
一
つ
と
し

て
一
、
皿
く
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
問

題
は
、
明
治
十
三
年
来
仙
台
に
伝
道
し
て
い
た
押
川

方
.
戎
が
、
ち
ょ
、
つ
ど
こ
の
頃
、
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
り
フ

.
ー
ム
ド
の
片
教
師
ホ
ー
イ
の
協
力
を
得
て
仙
台
に

学
校
の
没
立
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
新

島
デ
フ
す
レ
ス
ト
、
抑
川
、
ホ
ー
イ
の
四
者
は
相
会

し
て
二
つ
の
学
校
が
競
争
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め

に
恊
講
し
、
結
局
押
川
は
神
学
校
(
現
在
の
東
北
学

院
)
を
、
新
島
は
並
通
中
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に

、
▲
つ
こ
0

設
立
と
消
畏

当
時
の
仙
台
に
は
、
す
ぐ
れ
九
内
容
を
も
っ
た
中

等
教
育
機
関
が
不
足
し
て
い
た
。
明
治
十
年
に
設
立

さ
れ
た
県
立
仙
台
中
学
校
(
後
に
宮
城
中
学
校
、
さ

ら
に
宮
城
県
尋
儒
学
校
と
改
称
)
が
雌
一
の
中
等

教
育
の
機
関
で
あ
っ
た
。
貧
弱
な
地
方
財
政
で
は
、

学
校
を
も
う
一
つ
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た

の
で
、
東
京
の
富
田
鉄
と
助
か
ら
英
学
校
登
の
趣

旨
が
初
代
仙
台
区
長
松
倉
恂
、
宮
城
県
知
事
松
平
正

こ
う
し
て
い
よ
い
よ
準
備
な
り
、
明
治
十
九
年
十

月
十
一
Π
、
仙
台
市
清
水
小
路
九
番
地
に
伺
志
社
の

分
校
と
し
て
の
「
宮
城
英
学
枝
が
登
さ
れ
た
。

設
立
申
薄
白
に
ょ
れ
ぱ
、
敷
地
五
千
坪
余
、
校
舎
及

寄
宿
舎
百
二
十
五
坪
、
収
入
予
算
七
千
円
(
内
授
業

料
千
八
百
円
)
、
支
出
予
鈍
中
教
員
七
人
の
籍
六

百
円
と
な
っ
て
い
る
。
校
長
は
新
島
襄
、
裂
長
市

原
盛
宏
で
、
新
島
は
京
都
に
い
る
た
め
、
事
実
上
の

責
任
者
は
市
原
で
あ
っ
た
。
教
師
に
は
デ
フ
分
レ
ス

ト
の
ほ
か
に
和
田
正
幾
、
田
中
兎
毛
(
現
同
志
社
神

学
部
長
遠
藤
彰
教
授
の
尊
祖
父
)
等
が
あ
っ
た
。
学

生
数
は
三
八
名
、
予
科
二
年
と
本
科
五
年
と
か
ら

な
る
課
程
で
、
馨
需
、
聖
繁
拠
論
、
神
学
綱

領
等
の
教
科
が
含
ま
れ
て
い
る
。
和
漢
学
科
以
外
は

す
べ
て
英
雫
教
授
さ
れ
九
。
越
え
て
明
治
二
十
年

(
一
八
八
七
)
六
月
十
七
日
、
二
階
建
の
本
校
舎
の

新
築
を
黒
し
て
、
正
式
に
開
校
式
が
行
わ
れ
、
新

島
を
迎
え
て
盛
大
な
式
典
が
祝
わ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど

同
志
社
の
卒
業
式
と
叉
っ
た
た
め
、
新
島
は
卒
業

式
に
不
在
と
な
っ
た
の
で
、
特
に
卒
業
生
一
同
に
宛

て
て
仙
台
か
ら
手
紙
を
し
た
た
め
九
が
、
そ
の
文
中

に
も
「
東
華
学
校
の
開
校
式
も
誠
に
華
々
敷
く
相
済

み
・
・
・
・
・
・
慶
賀
の
至
り
」
と
あ
る
。
宮
城
英
学
校
と
し

て
発
足
し
九
が
、
こ
の
正
式
の
開
校
式
の
時
に
、
万
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券
歌
に
ち
な
ん
で
「
*
"
校
」
と
名
づ
け
ら
れ
、

理
事
会
は
「
東
華
於
会
と
称
し
た
命
名
考
は
松

平
正
直
で
あ
る
。
新
築
さ
れ
た
本
校
舎
の
正
面
墨

に
は
二
仂
軍
一
さ
一
ず
含
=
ご
0
 
0
0
0
区
ご
と
き

ー
{

ざ
ま
れ
、
訟
堂
に
は
新
島
の
知
友
、
敬
宇
中
村
正
直

の
筆
に
よ
る
「
修
実
徳

勿
求
虚
栄
」
の
額
が
か

が
げ
ら
れ
た
(
こ
倫

,

は
現
在
仙
台
キ
リ
ス
ト

教
育
児
院
に
伝
わ
っ
て

い
る
。
な
お
東
苹
学
校

亀

の
建
っ
て
い
た
場
所
は

現
李
は
専
売
稔
の

土
地
に
な
っ
て
い
る

J
)
、

が
、
そ
の
構
内
に
昭
和

七
年
、
徳
冑
嬰
毒
に

よ
っ
て
東
帳
学
校
遺
址

禦
建
て
ら
れ
た
)
。

こ
の
本
館
は
、
当
時
の

'

仙
台
に
は
珍
し
い
洋
風

建
築
と
し
て
注
同
を
あ

び
た
が
、
そ
の
後
移
転

し
た
た
め
に
、
幸
い
空

襲
に
も
あ
わ
ず
、
呪
征

宮
城
旧
璽
一
女
子
璽
革
校
胤
鮎
と
し
て
疾
り
、

往
時
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。

新
島
の
令
名
と
優
秀
な
教
師
陣
、
美
し
い
校
舎
等

に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
材
が
東
華
学
校
に
惹
き
つ
け

ら
れ
た
。
特
に
明
治
二
十
一
年
宮
城
県
尋
●
中
学
校

盆
々
の
理
由
か
ら
剛
鎖
さ
れ
突
め
に
、
東
華
学

校
は
仙
台
に
お
け
る
唯
一
の
中
等
教
育
機
関
と
な

り
、
優
秀
な
"
が
す
べ
て
張
学
校
に
架
ま
る
よ

う
に
な
っ
た
。
教
師
た
ち
は
、
教
育
活
動
と
共
に
活

液
な
仏
道
而
を
行
な
っ
九
。
ま
ず
市
内
東
二
番
丁

の
謡
寺
を
借
り
て
教
員
の
社
を
行
な
い
、
安
息

日
学
校
を
は
じ
め
た
。
翌
二
十
年
(
一
八
八
七
)
三

月
十
三
日
に
は
、
同
じ
仏
寺
で
正
式
に
教
会
を
没
立

し
、
「
凹
本
組
介
教
会
宮
城
教
会
」
と
称
し
た
。
現

在
の
仙
台
東
三
番
丁
教
会
で
あ
る
。
当
日
、
東
革
学

校
生
徒
六
名
が
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
よ
り
受
洗
し
た
。
そ

の
中
の
一
人
が
後
に
河
北
新
級
の
創
馨
と
な
っ
た

一
力
健
次
郎
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
編
に
発
展
し
て
来
た
東
帳
学
校
が

急
憾
嵯
下
閉
校
の
や
む
な
き
に
到
っ
た
の
に
は
、

)し

く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
直
叢
大
の
原
因
は
、
明

治
一
十
三
年
の
新
島
の
死
で
あ
る
。
誓
校
長
の
名

円
が
学
校
を
支
え
る
最
も
大
き
な
力
で
あ
う
た
。
し

か
し
閉
校
の
京
と
し
て
陰
に
陽
に
大
き
な
力
を
及

ぽ
し
た
の
は
、
や
は
り
明
治
二
十
三
年
教
育
勅
'
発

布
以
後
の
急
速
な
反
基
督
襲
情
の
波
で
あ
っ
た
。

内
村
の
不
敬
事
件
に
端
を
廃
し
て
、
つ
い
に
明
治
二

十
四
年
に
は
馨
科
を
廃
止
し
、
さ
ら
に
同
年
十
月

に
は
外
人
教
師
が
総
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
ま
で

至
っ
た
。
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
、

明
治
二
十
四
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
を
以
っ
て
中

学
校
令
が
改
正
さ
れ
、
一
県
に
必
ず
中
学
校
一
校
以

上
を
握
く
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
宮
城
県
も
二
十

五
年
よ
り
県
立
の
中
学
校
を
仙
台
に
設
匙
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
後
の
仙
台
一
中
、
裂
の
仙
台
一

高
で
あ
る
が
、
こ
の
設
立
に
あ
た
っ
て
、
県
当
局
と

東
華
学
校
理
事
会
と
の
話
し
合
い
倫
果
、
つ
い
に

東
華
学
校
は
鴇
し
て
、
そ
の
校
舎
冉
籍
器
貝
一
切

を
新
設
の
県
立
中
学
校
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
決
定
し

た
。
生
徒
も
も
ち
ろ
ん
全
員
が
優
先
的
に
編
入
さ

れ
、
教
員
も
何
名
か
は
そ
の
ま
ま
教
師
と
し
て
残
っ

た
。
こ
う
し
て
明
治
二
十
五
年
(
一
八
九
己
三
月

末
を
も
っ
て
東
輩
学
校
は
閉
鎖
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
教
師
の
火
部
分
は
片
邪
に
掃
っ
た
が
、
デ
フ
式

レ
ス
ト
と
田
中
兎
毛
は
仙
台
に
残
り
、
伝
適
の
九
め

に
働
き
続
け
た
。
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
は
生
涯
仙
台
を
根

拠
地
と
し
て
活
動
し
、
明
治
四
十
四
年
東
亭
没
す

る
と
、
腎
に
ょ
っ
て
仙
台
の
北
山
に
非
ら
れ
た
。

束華学校木館,'堂にかかっていた頬、中村正直筆
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こ
の
大
事
な
時
に
市
原
が
渡
米
中
で
留
守
で
あ
っ

九
こ
と
も
心
残
り
な
こ
と
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
設
立
の
当
初
か
ら
仙
台
市
民
と
同
森
の
協
力

と
い
う
複
雑
な
形
で
出
発
し
た
た
め
に
、
仙
台
市
の

事
情
の
変
化
と
共
に
閉
校
せ
ら
れ
九
の
も
や
む
を
得

な
い
こ
と
で
あ
っ
九
。
特
に
理
事
者
の
多
く
は
、
西

洋
文
明
を
受
け
入
れ
る
手
段
と
し
て
基
督
教
を
利
用

し
九
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
(
瑞
長
松
平
は

後
に
熊
本
県
知
事
と
し
て
基
督
教
の
盃
圧
を
行
な

う
て
悪
名
高
い
松
平
正
直
そ
の
人
な
の
で
あ
る
)
、

基
督
教
に
対
す
る
世
論
の
変
化
と
共
に
基
督
教
を
切

り
籬
そ
う
と
し
九
こ
と
も
、
こ
れ
ま
九
や
む
を
え
な

し
か
し
東
華
学
校
は
無
駄
に
消
え
九
の
で
は
な

0

東
華
学
校
遺
址
碑
(
本
.
岫
⑳
ヘ
ー
ジ
の
写
真
)

は
、
昭
和
七
年
十
月
、
仙
台
市
清
水
小
路
の
専

売
公
社
仙
台
地
方
局
の
敷
地
内
に
建
て
ら
れ

九
。
当
時
、
東
輩
校
第
一
回
卒
差
で
あ
る

黒
沢
良
平
氏
が
書
い
た
「
旧
東
華
学
校
論
略

並
に
址
碑
建
立
始
末
」
に
よ
れ
ぱ
、
昭
和
円
年

五
月
に
開
か
れ
た
同
窓
会
の
席
上
、
記
念
の

建
立
が
決
誓
れ
、
募
金
の
墾
で
き
た
も
の

で
、
「
石
工
翻
平
五
郎
氏
に
托
し
良
石
を
稲

井
に
求
め
名
工
を
同
地
に
索
め
礎
石
の
雅
致
あ

る
物
を
鳴
子
峡
中
に
獲
伊
東
一
郎
氏
能
く
工

人
を
督
励
し
基
礎
を
三
尺
深
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ま
か
れ
た
種
子

東
華
学
校
の
精
神
は
生
徒
を
通
じ
て
県
立
中
学
校

に
受
け
継
が
れ
、
今
な
お
仙
台
一
高
の
中
に
余
韻
を

残
し
て
い
る
こ
と
は
「
仙
台
一
高
六
十
年
史
」
等
に

よ
っ
て
も
朋
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
一
力
健
次
郎
(
前

出
、
)
山
梨
勝
乃
進
(
学
習
院
長
)
、
早
川
菖
一
(
仙

台
の
財
界
指
遵
者
)
、
栗
原
基
(
英
文
学
者
)
真
山

璽
(
作
ぎ
等
の
す
ぐ
れ
九
人
材
を
東
華
学
校
は

世
に
送
っ
六
。

し
か
し
最
大
の
遺
産
は
仙
台
東
三
番
丁
教
会
で
あ

る
。
後
の
同
嘉
祁
学
部
教
授
日
野
恐
も
当
教
会

で
受
洗
し
た
。
本
年
は
正
に
教
会
剣
立
八
十
年
、
そ

の
歴
史
の
中
に
東
華
学
校
と
新
島
の
精
神
は
今
も
な

お
生
嘉
け
て
い
る
。

上
に
据
へ
、
文
界
の
雄
簾
峰
翁
の
名
文
を
筆

に
す
る
に
臨
地
の
大
家
梧
竹
門
下
の
鬼
才
高
橋

天
華
翁
の
璽
を
以
て
し
、
久
光
宮
司
に
依
し

十
月
二
十
六
日
先
づ
天
地
神
祇
を
祭
り
て
畿

祭
を
な
し
其
冥
護
を
祈
り
、
十
二
月
三
十
日
を

以
て
工
成
る
を
告
ぐ
」
と
あ
る
。

碑
文
は
つ
ぎ
の
通
り
、

東
華
学
校
址
碑

育
人
才
。
補
風
教
。
必
有
条
裂
堂
篶
。
是
所

以
有
仙
臺
東
粂
學
校
之
設
也
。
明
治
十
九
年
。

富
田
鐵
之
助
。
松
倉
恂
。
有
見
于
此
。
與
宮
城

縣
知
事
松
平
正
直
。
需
嘉
逹
孚
嘉
及
速
藤

敬
止
。
大
童
松
太
夫
等
烹
。
相
地
裂
。
名

国
東
率
學
校
。
推
新
島
嬰
条
爲
校
長
。
市
原

盛
宏
爲
副
校
長
。
璃
米
國
博
士
的
法
列
斯
徳
等

爲
之
教
師
。
掲
二
目
国
。
敬
天
愛
人
。
日
獨
立

自
助
。
入
斯
畏
者
。
謡
五
百
有
絵
名
。
學
風

頗
興
。
人
才
難
出
。
成
名
天
下
者
弗
勘
。
明
治

二
十
五
年
。
逮
宮
城
懸
興
中
學
校
。
本
校
逢

畷
。
今
既
閲
四
十
餘
年
。
其
遺
跡
亦
將
連
滅
。

同
窓
之
士
深
惜
之
欲
建
卿
得
予
文
散
經
營
之

始
。
仍
係
之
銘
日
。
東
華
堺
。
倫
文
起
士
。

銚
詞
于
石
。
一
憙
其
始
徳
富
璽
撰

(
片
、
ヒ
学
院
大
学
助
教
授
)

東華学校遺址碑
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1
<
轟
明
治
時
代
>

薄
倖
の
詩
人
・
雲
峰
(
己

雲
峰
の
メ
イ
を
た
ず
ね
る

内
田
家
を
辞
し
て
か
ら
神
戸
教
諭
の
案
内
で
松
井

田
町
立
第
一
小
学
校
の
近
く
に
土
屋
ヨ
シ
ノ
夫
人
を

た
ず
ね
九
。
町
と
い
っ
て
も
第
六
小
鞍
に
近
い
内

田
家
か
ら
第
一
小
学
校
ま
で
は
か
な
り
の
綴
で
ハ

イ
ヤ
ー
で
も
二
十
分
は
か
か
っ
九
。
謬
に
は
一
人

の
姉
と
二
人
の
兄
が
あ
っ
九
が
、
そ
の
母
は
な
く
な

り
、
謬
は
釜
に
生
れ
斎
一
子
で
、
弟
が
一
人

あ
っ
た
。
土
屋
夫
人
は
そ
の
弟
兵
三
郎
の
娘
光
か
ら

.
謬
と
の
血
の
つ
な
が
り
は
一
番
濃
い
。
戸
籍
柴

を
霧
に
み
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
戸
主
磯
貝
由
太

郎
(
雲
峰
)
は
翌
三
郎
の
養
父
で
、
由
太
郎
が
死

亡
し
た
日
に
弟
兵
三
郎
が
磯
貝
家
の
戸
主
と
な
っ
て

手
塚
竜
麿

こ
の
と
き
は
じ
め
て
雲
峰
の
正
し
い
生
没
年
を
知

る
こ
と
が
で
き
九
。
慶
応
元
年
六
月
八
日
の
生
れ
ガ

^
ら
^
陽
^
で
は
^
ハ
月
=
^
^
日
で
あ
る
。
こ
の
日
^

嵯
は
母
ム
ラ
の
実
・
雫
あ
轟
契
一
番
地
で
生
れ

九
。
現
在
は
安
中
市
に
な
て
い
る
そ
し
て
ア
メ

り
力
貿
工
病
を
え
て
伽
国
し
東
京
で
療
養
中
、
明

治
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日
に
死
亡
し
、
郷
里
に
埋

葬
さ
れ
六
。
こ
の
日
は
、
く
し
く
も
母
校
伺
志
社
の

開
校
黒
日
で
あ
っ
六
。
死
亡
の
場
所
に
つ
い
て
土

屋
夫
人
は
行
山
だ
と
い
わ
れ
九
。
も
っ
と
も
冨
は

む
か
し
か
ら
渋
谷
に
あ
っ
九
の
だ
か
ら
、
一
馨
で
も

青
山
で
も
大
し
た
ち
が
い
は
な
い
。
磯
県
一
竺
一

八
六
五
・
六
・
三
0
1
一
八
九
七
・
一
一
・
二
九
)

と
い
う
こ
と
に
な
r
 
黒
い
眼
と
否
の
目
で

麓
花
は
雲
催
と
は
同
年
殆
ガ
と
書
い
て
い
る
の
で
、

私
は
て
っ
き
り
、
こ
の
ふ
た
り
は
同
年
生
れ
だ
と
思

つ
て
い
六
。
明
治
百
年
に
は
麓
花
・
謹
の
生
誓

年
記
念
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
九
の
に
、
ふ
光
り
は

三
歳
も
ち
が
っ
て
い
た
。
弟
の
兵
三
郎
も
雲
峰
よ
り

三
歳
年
下
で
、
こ
の
方
鞭
花
と
同
年
だ
っ
九
。

雲
峰
の
メ
イ
、
盧
ヨ
シ
ノ
夫
人
は
明
治
三
十
八

年
生
れ
で
東
.
岫
を
定
年
退
職
さ
れ
九
夫
署
と
共
に
元

気
に
す
ご
し
て
お
ら
れ
る
が
、
伯
父
雲
峰
が
な
く
な

つ
て
八
年
目
に
生
れ
九
の
で
ま
っ
六
く
の
す
れ
ち
が

い
で
あ
う
九
。
だ
が
、
父
か
ら
き
い
九
こ
と
を
よ
く

お
ぼ
え
て
い
て
、
そ
れ
を
器
に
順
序
よ
く
は
な
さ

れ
六
。
響
者
の
う
ち
で
、
謬
を
一
爵
よ
く
知
っ

て
い
る
の
は
土
屋
夫
人
だ
と
思
う
。
一
度
も
あ
っ
九

こ
と
の
な
釜
峅
を
、
「
由
ち
ゃ
ん
、
由
ち
ゃ
ん
」

と
い
っ
て
な
つ
か
し
が
り
、
伯
父
の
こ
と
で
た
ず
ね

て
き
九
わ
れ
わ
れ
に
対
し
喜
び
の
気
持
を
か
く
す
こ

と
が
で
き
ず
感
激
し
て
い
た
。
話
の
内
客
は
こ
れ
か

ら
の
答
峡
研
究
の
手
が
か
り
に
な
る
も
の
ぱ
か
り
だ

東
京
で
火
葬
に
し
馨
と
な
っ
九
遜
は
柳
g

一
杯
の
逮
品
と
共
坂
原
の
磯
貝
殊
に
か
え
っ
九
。

雲
峠
は
米
国
輩
中
に
櫂
病
し
六
が
、
そ
の
頃
懲

し
ブ
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と
い
え
ぱ
い
な
か
で
は
忌
み
嫌
っ
て
い
た
の
で
遺
骨

も
こ
っ
そ
り
と
帰
っ
た
。
し
か
し
非
式
に
は
得
燕

^
も
^
^
し
九
と
い
う
。
^
.
一
{
^
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
^

つ
た
が
非
儀
は
仏
式
で
い
と
な
ま
れ
、
遺
骨
は
輩

の
ぽ
だ
い
寺
に
葬
ら
れ
た
。

そ
の
翌
年
、
児
島
争
と
柏
木
或
円
が
雛
へ
き

て
出
版
す
る
か
ら
と
い
う
の
で
、
持
ち
か
え
っ
て
い

た
遺
穂
す
べ
て
玉
し
た
が
、
そ
れ
っ
き
り
篇

も
出
版
す
る
は
ず
の
本
も
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
ふ
た
り
は
雲
峠
と
同
年
の
同
志
社
英
学
校
の
卒
楽

生
で
あ
る
柏
木
義
円
は
新
潟
号
出
身
だ
が
、
の

ち
に
笈
巾
教
会
の
牧
師
と
な
っ
て
そ
こ
に
荏
し

た
。
同
志
社
で
教
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
金
城
女
学

校
へ
転
じ
た
X
峰
に
代
っ
て
亘
心
社
文
学
』
の
編

架
者
と
な
っ
た
。
児
島
勺
ヒ
は
岡
山
県
出
身
の
令
持

の
セ
ガ
レ
で
、
雲
峰
よ
り
早
く
金
城
女
学
校
で
教
え

て
い
た
。
『
金
城
六
十
年
史
全
四
・
-
0
刊
)
に

よ
れ
ぱ
、
児
島
は
、
剣
立
(
明
治
二
十
二
年
)
当
時
、

初
代
校
長
の
ラ
ン
ド
ル
フ
夫
人
を
た
す
け
教
頭
と
し

て
尽
し
た
。
ま
九
、
'
一
.
雁
は
讐
代
の
ミ
ス
・
ヒ
ユ

ー
ス
ト
ン
時
代
(
明
治
二
十
六
年
)
に
教
頭
と
し
て
ま

ね
か
れ
た
。
雲
峰
が
金
城
に
つ
と
め
た
の
は
児
島
の

後
任
者
と
し
て
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
器
は
ま
だ

名
占
屋
に
い
た
よ
う
だ
。
ヨ
シ
ノ
夫
人
の
庚
で
は
、

児
島
饗
峰
と
一
緒
に
業
し
た
模
李
あ
る
。
伯

父
は
貧
乏
だ
っ
た
が
、
ア
タ
マ
は
児
島
よ
り
よ
か
っ

た
と
き
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
児
島
も
そ
の

後
な
く
な
り
、
そ
れ
以
蒸
獄
峰
の
遺
稿
は
行
方
不
明

に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

東
寮
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
ろ
校
友
の
砂
川
千
秋

君
は
、
咋
年
一
月
、
金
城
女
学
校
時
代
の
雲
峰
と
の

交
友
の
跡
を
物
諦
ゐ
先
考
竹
戚
老
の
日
詞
世
路
の先

噛
雨
」
の
逐
乞
聾
し
て
お
く
っ
て
く
れ
た
。

考
は
そ
の
こ
ろ
名
古
屋
で
伝
道
し
て
お
ら
れ
、
両
者

の
往
復
は
頻
繁
だ
っ
た
お
く
ら
れ
た
門
外
不
出
の

め
ず
ら
し
い
磯
貝
謙
の
研
究
資
料
の
内
容
は
、
明

治
二
十
七
年
十
二
月
は
じ
め
か
ら
器
七
月
は
じ
め

に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

日
記
に
は
、
.
徐
の
ほ
か
児
島
犯
士
や
同
期
卒
業

の
木
下
令
太
郎
の
名
が
み
ら
れ
る
。
二
十
八
年
一
月

二
十
三
日
夜
に
は
.
去
唯
に
七
、
八
名
の
黒
泰

ま
っ
て
新
島
襄
永
岻
五
罍
黒
の
需
会
を
Ⅷ
い

て
い
る
。
製
の
会
合
で
は
女
子
腎
の
問
祭
奥

剣
に
討
議
さ
れ
て
い
る
。
六
月
末
に
金
城
女
学
校
の

第
二
回
卒
美
(
明
治
二
十
八
年
)
に
招
§
れ
た

と
き
の
模
讐
ど
も
四
れ
て
い
る
。
そ
の
年
七
月

二
日
の
と
こ
ろ
に
は
、

今
夜
は
磯
貝
循
島
召
な
ど
の
此
地
を
去
る
と
い

一
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を
去
り
渡
米
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。

渡
米
後
の
懲
は
亡
父
か
ら
も
あ
ま
り
き
い
て
い

な
か
っ
た
よ
う
だ
。
金
城
女
学
校
で
教
え
六
こ
と

は
、
初
回
だ
と
夫
人
縛
っ
・
光
が
、
こ
の
と
き
私
は

群
馬
県
松
井
田
に
あ
る
雲
鰹
の
生
家

犬
人
か
ら
、
そ
う
い
え
ぱ
、
金
城
女
学
校
時
代
に
婚

約
が
あ
た
こ
と
を
き
い
て
い
る
と
慧
外
な
は
な

し
キ
き
い
六
渡
米
の
と
き
、
雲
暫
す
で
に
三
十

歳
だ
六
が
、
欝
は
遂
に
実
呪
さ
れ
な
か
っ
六
。

雲
峰
は
同
志
社
卒
堂
後
『
国
民
之
友
、
『
女
学

鷲
、
同
嘉
文
学
』
、
そ
し
て
名
古
屋
の
金
城
女

学
校
時
代
に
は
『
中
京
文
学
に
拠
て
文
笹
を
つ
づ

け
た
が
、
一
度
も
箭
生
栗
ら
誹
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
す
べ
て
が
キ
リ
ス
ト
教
主

義
の
女
学
校
で
あ
っ
た
。
砂
川
日
湛
に
も
そ
の
耀

が
み
ら
れ
る
が
、
雲
峰
は
い
つ
も
会
う
人
ご
と
に
、

H
本
を
よ
く
す
る
に
は
女
十
教
育
を
盛
ん
に
し
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
っ
て
女
十
教
育
の
必
要
を
と
い

た
と
い
わ
れ
る
。

私
は
か
つ
て
、
自
分
の
研
綴
器
「
東
京
の
女

十
教
育
」
を
え
ら
び
、
明
治
初
年
か
ら
二
十
年
代
ま

で
に
創
立
さ
れ
九
私
立
の
女
十
教
嘉
譜
関
す
る

、
器
を
あ
さ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
雲
峰
が
易
に
つ

と
め
た
明
治
女
学
校
(
明
治
十
八
年
創
立
)
の
創
立

当
初
、
創
琴
木
村
熊
二
か
ら
提
出
さ
れ
た
設
島

や
黒
社
卒
差
の
窃
猛
(
有
美
)
、
湯
谷
磋
一

郎
が
あ
ら
た
纏
牙
に
加
わ
っ
た
三
十
年
代
後
期

の
「
設
烹
増
加
二
付
例
印
」
な
ど
履
歴
書
添
付
の

文
を
を
探
し
出
し
た
が
、
儒
籍
、
北
村
透
谷
、

磯
貝
需
な
ど
が
相
つ
い
磊
任
し
た
こ
ろ
の
文
書

が
欠
け
て
い
る
の
を
知
(
た
と
き
は
が
う
か
り
し

六
。
咽
治
女
学
校
や
『
女
学
鯉
.
豊
に
つ
い
て
は
、
冴

山
な
を
、
さ
ん
が
き
め
細
か
な
研
究
を
つ
づ
け
て
お
ら

れ
る
が
、
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
雲
峰
に
ふ
れ
た
も
の

は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

同
寝
女
学
校
時
代
に
つ
い
て
は
は
じ
め
に
一
'

し
た
。
(
本
竺
十
三
号
)
『
伺
志
社
九
十
年
小
史

に
よ
れ
ば
、
磯
貝
由
太
郎
は
も
う
ぱ
ら
国
文
(
十
六

佼
品
・
枕
"
リ
十
・
方
丈
記
・
徒
翁
+
・
古
今
求
)
、

風
史
(
巾
世
)
、
国
文
典
、
邦
語
作
文
棚
撃
担
山
↓
し

て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、
今
後
の
雲
峰
研
究
に
役
立

つ
も
の
で
あ
る
。

分
城
女
学
校
時
代
は
雲
惨
と
っ
て
一
つ
の
転
機

と
な
う
た
吸
要
な
時
期
に
思
わ
れ
る
が
、
『
金
城
女

学
校
六
十
年
史
』
以
外
に
資
料
ら
し
い
も
の
が
見
当

ら
ぬ
。
六
十
年
史
と
て
も
十
二
分
に
は
役
立
つ
も
の

で
は
な
い
。
教
頭
と
し
て
外
人
の
校
長
巻
補
佐
し
た

と
い
う
だ
け
で
、
ど
ぅ
い
う
学
科
意
父
持
っ
た
か
は

あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
学
校
は
、
昭
和

四
年
の
創
立
四
商
鴛
念
の
と
き
、
物
故
者
の
追

悼
式
を
行
な
っ
た
。
二
十
三
名
の
物
攸
教
幟
員
の
な

か
に
光
捻
士
と
磯
貝
由
太
郎
の
夕
が
み
ら
れ
る
の

は
当
箏
あ
る
が
、
旧
職
員
に
対
し
て
は
ど
こ
で
も

^、菖
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こ
の
よ
う
で
あ
り
た
い
。
士
屋
夫
人
の
は
な
し
や
、

こ
れ
ら
の
資
料
を
総
合
し
て
、
女
子
教
育
家
と
し
て

の
雲
峰
の
業
績
と
い
う
新
し
い
研
究
分
野
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
九
。

雲
峰
の
に
も
う
で
る

士
屋
夫
人
の
案
内
で
雲
峰
の
眠
る
自
性
寺
へ
む
か

う
。
こ
の
寺
の
あ
る
安
中
市
郷
原
ま
で
は
タ
ク
シ
ー

で
十
五
分
ぐ
ら
い
は
か
か
っ
九
か
と
思
う
。
ク
ル
マ

の
な
か
で
も
夫
人
の
は
な
し
は
つ
づ
け
ら
れ
九
。
夫

人
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
と
い
う
か

ら
、
雲
峰
の
死
後
十
四
、
五
年
は
九
う
て
ぃ
九
と
思

う
。
そ
の
頃
夫
人
の
父
あ
て
に
東
京
の
留
岡
幸
助
(
家

庭
学
校
の
創
設
者
)
か
ら
一
通
の
手
紙
が
届
い
九
。

留
岡
は
同
志
社
で
雲
峰
の
一
年
先
輩
で
あ
っ
た
。
雲

峰
の
死
は
風
の
便
り
で
知
っ
て
い
九
が
、
遺
族
の
住

所
が
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
放
置
し
て
お
い
て
申
し
訳
な

い
と
い
っ
て
、
丁
重
な
悔
み
の
言
葉
を
寄
せ
て
き
た

と
い
う
。
夫
人
は
一
字
一
字
読
ん
で
伯
父
の
え
ら
さ

を
身
に
し
み
て
壱
た
と
い
っ
て
そ
の
と
き
の
思
い

出
を
語
っ
た
。
雲
峰
と
留
岡
幸
助
、
こ
の
ふ
九
り
の

人
が
ら
が
に
じ
み
出
て
い
て
心
あ
た
九
ま
る
思
い
だ

つ
九
が
、
こ
の
手
紙
の
文
面
も
、
今
で
は
夫
人
の
心

の
な
か
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

墓
地
へ
は
裏
の
方
か
ら
入
っ
た
の
で
、
山
門
や
寺

の
た
た
式
ま
い
、
そ
の
雰
囲
気
は
味
え
な
か
っ
九

自
性
寺
は
一
誉
宗
豊
山
派
に
属
し
、
上
州
で
は

.
)
、

力由
緒
あ
る
寺
で
あ
る
。
新
島
襄
の
曽
祖
父
中
島
忠
七

の
墓
の
あ
る
こ
と
は
帰
京
し
て
か
ら
知
っ
九
。
こ
の

あ
た
り
は
磯
貝
姓
が
多
い
の
で
、
寺
の
名
を
き
い
た

だ
け
で
は
、
と
て
も
探
し
出
す
の
は
む
ず
か
し
い
。

普
通
の
寺
繋
地
に
み
ら
れ
る
角
型
の
謹
は
、

夫
人
の
両
親
が
な
く
な
っ
て
か
ら
建
て
ら
れ
た
ら
し

く
、
正
面
に
は
弟
夫
妻
の
戒
名
と
俗
名
が
き
ざ
ま

れ
、
そ
の
上
に
磯
貝
家
の
紋
ど
こ
ろ
「
丸
に
ハ
ッ

槌
」
が
か
た
ど
っ
て
あ
っ
九
。
謡
は
生
前
、
こ
の

紋
ど
こ
ろ
を
き
ら
い
、
改
姓
後
も
内
田
家
の
「
丸
に

の
羽
」
を
紋
付
に
も
ち
い
て
い
た
と
い
う
。

謬
の
戒
名
は
、
そ
の
左
横
に
、
同
じ
年
の
二
月

に
な
く
な
っ
た
実
母
の
姉
と
な
ら
ぺ
て
き
ぎ
ん
で
あ

墓
地
を
出
る
と
間
も
な
く
十
八
号
道
路
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
旧
中
仙
道
に
面
す
る
郷
原
の
謙
綴
の

家
の
あ
っ
た
あ
た
り
を
し
ば
ら
く
眺
め
、
夫
人
に
別

れ
を
つ
け
九
。
桑
畑
の
な
か
の
小
路
を
ぬ
け
る
と
碓

氷
川
が
流
れ
て
い
た
。
橋
を
渡
る
と
や
が
て
磯
部
鉱

泉
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
タ
ク
シ
ー
を
ひ
ろ
い
、

新
島
旧
邸
へ
向
か
っ
九
。
も
う
暗
く
な
っ
て
ぃ
九
が
、

雨
戸
を
あ
け
て
も
ら
う
て
な
か
を
一
巡
す
る
。
十
年

前
に
き
た
と
き
は
、
ま
だ
伯
人
の
住
宅
で
外
観
し
か

み
な
か
っ
た
が
、
移
築
後
は
安
中
市
の
ゆ
き
と
ど
い

た
管
理
に
う
つ
さ
れ
九
。
資
料
室
へ
も
は
い
っ
た

ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
と
思
っ
た
。
一
昨
年
五

.
)
、

力月
た
ず
ね
た
中
津
市
の
福
沢
記
念
館
ぐ
ら
い
に
は
充

実
し
た
い
も
の
だ
。

い
ま
郷
士
で
は
雲
峰
の
研
究
が
盛
ん
に
つ
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
「
安
中
市
誌
」
全
九
・
三
市
役
所

内
市
誌
編
纂
会
刊
)
の
文
化
篇
に
は
淺
半
月
、
湯

浅
一
郎
、
磯
貝
雲
峰
の
業
禦
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
上
毛
人
物
め
ぐ
り
」
会
一
八
・
上
毛
警
友
編
集
部

刊
)
は
絶
版
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
英
文
学
の
俊
才

磯
貝
雲
峰
」
の
一
卸
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
需
研
究

者
の
髪
ル
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
大
⑩
年
大
学
英
卒
・
都
政
史
料
館
勤
功
)

涯
讐
由
居
士

明
治
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日

俗
名
磯
貝
由
太
郎
事

亨
年
三
十
三
歳

と
記
さ
れ
て
あ
っ
九
。

ーコ

た
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