
に
報
ぜ
ら
れ
、
あ
の
繁
忙
、
困
難
な
仕
事
の
合
い

こ
う

間
に
人
知
れ
ず
推
敲
し
た
原
誓
こ
と
を
、
感
動

に
も
似
た
思
い
で
読
ん
だ
記
憶
は
な
お
鮮
烈
な
印

象
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

故
秦
理
那
長
の
こ
の
方
面
の
研
究
の
一
部
は
、

は
や
く
大
正
十
三
年
五
・
六
月
、
前
後
十
三
回
に

わ
た
っ
て
、
「
郷
土
の
経
済
・
日
曜
市
」
と
題
し

て
高
知
の
『
土
陽
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
ご
遺

族
の
か
た
か
ら
の
話
に
ょ
れ
ぱ
、
毎
日
曜
日
教
会

へ
の
道
す
が
ら
の
見
聞
に
端
を
窕
し
て
、
こ
の
「
日

じ

曜
市
」
は
成
稿
さ
れ
九
と
い
わ
れ
る
。
尓
来
転
石

を
斜
面
に
こ
ろ
が
す
よ
う
に
戦
争
へ
の
道
を
九
ど

つ
た
一
九
三
0
・
四
0
年
代
、
そ
し
て
敗
戦
と
そ

の
需
、
戦
後
の
高
度
成
長
の
進
む
社
会
の
な
か

白
川
習
院
、
 
A
 
5
 
判

で
、
故
秦
理
事
長
は
劇
務
の
か
た
わ
ら
、
そ
の
視

二
六
二
頁
、
ニ
、
三
0
0
円

点
が
一
貫
し
て
次
の
点
に
注
が
れ
て
い
た
こ
と
は

生
前
の
秦
乱
長
の
同
寝
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ

巴
う

と
重
ね
合
わ
せ
て
、
嘘
目
す
る
思
い
で
あ
る
。
そ

り
よ
う

れ
は
、
そ
の
稜
々
と
し
た
気
骨
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
滋
味
あ
ふ
れ
る
人
問
性
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
故
理
事
長
は
、
同
志
社
が
専

門
学
校
令
に
ょ
る
大
学
を
称
し
九
当
時
の
第
一
回

の
政
治
.
経
済
学
部
の
卒
業
生
で
あ
り
、
尓
来
久

原
鉱
業
、
朝
日
ス
レ
ー
ト
、
つ
い
で
日
昌
硝
子
工

秦
孝
治
郎
著

『
〒
牌
市
・
縁
日
市
』

齊
物
の
な
か
に
故
人
の
俤
を
し
の
ぷ
こ
と
は

そ
ぞ
ろ
は
か
な
い
思
い
を
つ
の
ら
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
故
人
を
泉
下
に
呼
び
誓

す
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
故
人
の
風
貌
に
接

じ
よ
J
J
じ
よ
.
リ

す
る
思
い
は
な
ん
と
余
韻
娚
搦
の
思
い
を
胸
に
ひ

た
し
て
く
れ
る
こ
と
か
0

故
楽
瑞
長
編
店
市
・
縁
巳
市
の
研
究
が
あ

U
い

つ
九
こ
と
は
、
そ
の
逝
去
後
ま
も
な
く
新
聞
紙
上

業
株
式
会
社
と
い
う
企
業
畑
で
そ
の
経
営
に
た
ず

さ
わ
っ
た
方
で
あ
る
。
そ
の
経
営
家
の
生
涯
を
巨

視
的
に
日
本
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
な
が
め
る
と
、

第
一
次
世
界
大
曾
後
の
好
.
代
気
か
ら
関
東
大
震

災
を
境
と
す
る
慢
性
的
不
況
、
そ
し
て
恐
慌
、
戦

岫
統
制
経
済
、
敗
戦
の
混
乱
、
戦
後
の
急
速
な
経

済
成
長
と
い
う
、
ま
こ
と
に
起
伏
転
変
の
は
げ
し

い
社
会
の
中
に
過
ご
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
間
、
故

理
専
長
の
視
点
は
常
に
巨
大
資
本
や
厳
し
い
経
済

籍
の
機
構
の
下
に
あ
っ
て
、
零
細
な
資
本
を
も

と
に
営
ま
れ
る
底
辺
の
商
需
動
に
注
が
れ
て
い

九
。
現
笑
に
は
巨
大
な
圈
家
統
制
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
中
に
収
め
ら
れ
て
し
ま
う
芥
子
粒
の
よ
う
な
資

本
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
し
而
み
く
だ
か
れ
、
小

き
よ
(
廿
き

さ
な
天
地
忙
腸
踏
す
る
営
み
で
は
あ
っ
て
も
、
な

お
か
つ
営
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
庶
民
と
そ
の
喜

愛
利
害
を
共
に
す
る
鉾
店
商
人
や
市
を
担
う
民
衆

の
経
済
村
為
が
最
も
大
き
な
思
領
域
で
あ
り
、

研
護
題
で
あ
っ
九
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
視

角
は
決
し
て
単
な
る
余
業
や
余
暇
の
な
か
か
暴

け
ら
れ
、
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
、
必
ず

や
故
理
事
長
が
心
に
刻
み
こ
ん
だ
稜
々
と
し
た
反

骨
と
愛
の
「
折
忌
ナ
」
に
も
と
づ
く
と
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
昭
和
十
二
年
、
当
時
「
日
支
事
変
耐
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な
る
秋
」
と
い
う
時
期
に
、
あ
え
て
距
店
に
「
大

衆
経
済
史
の
枢
軸
」
を
考
え
、
そ
こ
に
お
け
る
営

み
に
「
ル
問
性
を
基
盤
と
し
た
取
引
張
L
 
を
見

つ
け
だ
し
て
い
る
こ
と
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
気
悩

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
気
口
か
ら
彫
刻
さ

れ
た
作
品
は
、
専
門
の
学
術
的
な
研
究
領
域
の
な

か
で
の
論
議
を
越
え
た
、
「
人
閻
」
に
視
点
を
す

え
る
玩
味
を
求
め
て
や
ま
な
い
。

そ
れ
は
「
主
流
か
ら
は
な
れ
た
」
人
々
へ
の
愛

情
で
あ
り
、
罪
店
で
物
を
求
め
る
人
の
姿
に
感
じ

ら
れ
る
「
独
特
の
味
わ
い
」
を
、
自
ら
も
共
存
さ

せ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
》
あ
わ
九
だ
し
い
生
活

は
二
十
世
紀
の
不
幸
の
一
っ
だ
0
 
と
思
う
現
代
文

明
批
判
の
姿
勢
で
あ
り
、
「
飾
り
立
て
た
商
品
よ

り
は
、
土
壌
の
付
着
し
た
ま
ま
の
生
の
も
の
に
ひぽ

く

き
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
人
間
生
活
の
「
純
惰
朴

そ
こ
托
「
気
品
と
味
わ
い
」
を
求
め

納
」
さ
と
、

る
姿
勢
で
あ
る
。

け
ん
そ
ん

故
秦
理
事
長
は
簾
遜
し
て
、
「
疫
こ
ろ
ん
で
読

ん
で
も
面
白
く
し
と
、
予
定
し
九
「
は
し
が
き
」

で
述
べ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
ん
な
安
易
な
気
持

ち
で
は
迫
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
缶
の
器
長

に
接
し
た
こ
と
の
あ
る
か
た
が
た
に
、
故
理
事
長

の
姿
を
再
び
か
み
し
め
て
思
う
偲
び
草
と
し
て
本

苫
を
お
徽
し
た
い
。
ま
た
広
く
こ
の
気
骨
の
彫

刻
を
広
く
世
の
人
に
も
覇
め
し
た
し

末
に
な
っ
九
が
、
上
梓
に
当
九
っ
て
の
坂
本
武

人
氏
の
労
を
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
杉
井
六
郎
・
大
学
人
文
科
学
研
辨
専
任
研
究
貝
)

杉
井
六
郎
著

『
徳
富
蘇
峰
の
研
究
』

法
政
大
学
出
版
局
、
 
A
5
判

四
三
二
真
四
、
八
0
0
円

こ
れ
ま
で
、
Π
本
近
代
思
想
界
の
一
巨
人
、
蘇

峰
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
ゞ
~
あ
る
。
そ
れ
ら
の

諸
研
究
と
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
杉
井
氏
の
労
作
と

の
述
い
は
何
か
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ぱ
、
従
来
の

研
究
が
、
「
圈
民
之
友
」
の
鱗
ψ
や
、
「
将
来
の
口

本
」
、
「
新
日
本
之
こ
」
年
L
、
「
吉
田
松
陰
L
な
ど
の
主

要
箸
作
を
も
と
に
沫
峰
染
禽
し
た
の
に
対

し
、
杉
井
氏
の
場
貪
蘇
條
に
関
す
る
可
能
な
か

し
よ
,
り
"
よ
一
コ

ぎ
り
の
史
料
を
ど
ん
よ
く
に
渉
猟
し
、
そ
の
上
で

一
思
想
家
に
内
在
す
る
西
欧
近
代
文
明
と
在
来
文

化
と
の
相
剋
を
突
体
的
に
把
握
し
九
こ
と
で
あ

る
0
 
氏
が
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ

カ
、
ソ
連
の
史
料
を
渉
猟
し
、
そ
れ
を
犠
し
て

い
く
姿
勢
に
は
解
く
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、

「
第
釡
蘇
峰
の
欧
米
旅
行
」
は
、
従
来
全
く

研
究
が
欠
如
し
て
い
た
問
題
で
あ
り
、
圧
巻
で
あ

る
0
 
ま
た
、
氏
は
、
一
つ
の
史
料
に
対
し
て
詳
細

克
明
に
符
を
加
え
る
。
た
と
え
ぱ
、
第
一
需

は
「
塞
教
慧
書
」
署
名
の
分
析
、
第
二
需
は

新
島
襄
の
第
二
公
会
登
、
は
じ
め
て
の
受
洗
者

に
関
す
る
巽
の
分
析
が
あ
る
が
、
こ
の
克
明
な

分
析
を
通
し
て
、
前
者
か
ら
は
、
修
の
「
繞
」

に
対
す
る
姿
勢
と
「
近
代
」
に
向
か
う
姿
勢
の
交

錯
が
、
後
者
か
ら
は
、
受
洗
当
時
の
蘇
峰
の
キ
リ

私
は
、
か
つ
て
明
治
二
0
年
代
の
政
治
運
動
を

地
方
名
望
家
層
を
中
心
に
分
析
し
た
際
、
彼
ら
名

望
家
居
の
行
動
原
理
が
多
く
の
場
合
徳
富
蘇
峰
の

「
平
民
主
義
」
を
基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
を
嘉

し
た
こ
と
が
あ
る
。
際
の
杏
く
文
章
は
平
易
に

し
て
明
解
、
か
つ
曜
動
に
富
ん
で
い
る
。
多
く
の

人
が
そ
れ
地
魅
了
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
哉
は
な

明
治
一
0
年
代
後
半
か
ら
明
治
期
に
か
け
て

)
0

し蘇
峰
の
思
想
的
影
恕
力
は
か
く
も
甚
大
で
あ
っ

た
0
 
植
木
枝
盛
、
中
江
兆
民
な
ど
は
、
影
粋
力
と

い
う
点
で
は
蘇
峰
延
遠
く
及
ぱ
な
い
。
お
そ
ら
く

福
沢
誓
と
並
ぷ
存
在
で
あ
ろ
う
。
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ス
ト
教
信
仰
の
純
粋
さ
が
み
ち
び
か
れ
る
。
後
者

は
、
『
蘇
峰
自
伝
』
の
表
面
的
な
理
解
か
ら
は
想

起
し
え
な
い
点
で
あ
る
。

『
蘇
峰
自
伝
』
か
ら
想
起
で
き
な
い
氏
の
指
摘

は
他
延
も
あ
る
。
三
国
干
渉
後
の
急
激
な
「
転
向
L

の
問
題
で
あ
る
。
氏
は
、
第
五
卓
で
蘇
峰
の
中
国

観
の
推
移
を
た
ど
り
、
彼
の
膨
張
論
が
「
急
激
」

な
も
の
で
は
な
く
、
潜
在
性
か
ら
顕
在
性
へ
と
推

移
、
展
開
し
て
い
っ
九
こ
と
を
跡
つ
け
る
。
説
得

的
で
あ
る
。

さ
ら
に
特
筆
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
蘇

峰
K
お
け
る
新
鳥
の
存
在
の
大
き
さ
の
指
摘
で
あ

る
。
筆
者
の
乏
し
い
私
見
の
範
囲
内
で
は
、
「
第
二

維
新
」
を
唱
え
る
蘇
峰
が
、
自
己
と
吉
田
松
陰
を

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
指
摘

は
、
従
来
さ
れ
て
い
た
が
、
氏
の
よ
う
に
、
蘇
峰

が
松
陰
像
と
新
島
像
を
壽
さ
せ
て
い
た
、
と
い

う
指
摘
は
な
か
っ
た
。
同
志
社
人
た
る
氏
で
あ
れ

ぱ
こ
そ
、
な
し
う
る
鋭
い
洞
察
で
あ
ろ
う
0

か
つ
て
鹿
野
政
直
氏
は
、
人
文
科
学
研
究
所
キ

リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
会
を
し
て
、
「
蘇
峰
研
究

の
メ
ッ
カ
」
と
称
し
た
0
 
本
佳
ぼ
が
「
メ
ッ
カ
」
た

る
位
置
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
大
著
で
あ
り
、
決
し
て
読
み

や
す
い
と
は
い
え
な
い
が
、
蠢
洗
を
こ
う
し
だ
い

で
あ
る
。

(
高
久
嶺
之
介
・
大
学
人
文
科
学
研
究
所
専
任
研
究
員
)

荻
野
恕
三
郎
著

『
生
甲
斐
無
用
の
論
』

南
窓
社
、
 
B
 
6
 
判

二
三
八
頁
、
一
、
七
0
0
円

本
書
は
、
も
と
「
生
甲
斐
の
讐
と
批
判
」
と

い
う
題
名
で
数
年
前
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
生
き
が
い
論
が
ブ
ー
ム
の
こ
ろ
で
、
こ

の
方
面
の
本
が
か
な
り
店
頭
に
見
受
け
ら
れ
九

が
、
本
書
は
そ
れ
ら
の
群
書
と
は
お
よ
そ
類
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一

に
、
本
書
が
生
き
が
い
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
く
ま

な
く
取
り
上
げ
、
し
か
も
そ
の
一
つ
一
つ
に
徹
底

的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
生
き

が
綸
を
、
単
に
今
日
と
い
う
時
代
の
い
わ
ぱ
時

需
問
題
に
と
ど
め
ず
、
む
し
ろ
、
時
代
を
超
え

た
人
問
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
に
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
の
よ
う

な
問
題
の
受
け
止
め
方
に
ょ
っ
て
、
前
者
の
網
羅

的
、
徹
底
的
な
生
き
が
い
論
批
判
が
、
さ
ら
に
す

す
ん
で
そ
れ
の
構
造
的
な
批
判
に
ま
で
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
領
域
は
、
も
は
や
著
者
の

哲
学
的
思
索
の
独
壇
場
の
感
が
深
く
、
単
な
る
評

肅
的
思
考
の
遠
く
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
と
、
一
般

に
批
判
と
い
う
も
の
は
何
か
基
準
と
な
る
も
の
が

な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
批
判
は
つ
ね
に
そ
う

い
う
基
準
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
「
生
甲
斐
の
構
造
と
批
判
」
の
本
で
も
、
無

論
、
そ
う
い
う
批
判
の
基
準
と
な
る
も
の
(
韮
偏

の
立
場
)
は
確
固
と
し
て
あ
っ
九
。
た
だ
、
そ
こ

で
は
そ
れ
は
ま
だ
暗
黙
に
前
提
さ
れ
る
に
と
ど
ま

つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
涜
者
は
そ
も

そ
も
何
の
九
め
に
こ
の
よ
う
な
生
き
が
い
論
の
批

判
と
否
定
が
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
か
、

そ
の
意
図
を
じ
ゅ
う
ぷ
ん
く
み
取
り
か
ね
る
う
ら

み
が
あ
っ
た
。
今
度
の
「
生
甲
斐
無
用
倫
」
で

は
、
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
暗
黙
の

前
提
と
な
っ
て
い
た
著
者
の
立
場
そ
の
も
の
を
よ

り
明
暸
に
し
九
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
こ

そ
、
他
に
類
例
を
見
な
い
本
書
の
最
大
の
特
色
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
著
者
の
立
場
と
は
何
か
。
ひ
と
こ
と
で
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い
え
ば
、
そ
れ
は
遊
び
の
世
界
で
あ
る
。
著
者
の

い
う
遊
び
の
仙
界
は
、
荘
子
の
思
想
を
手
が
か
り

に
し
て
縦
横
に
論
じ
ら
れ
、
簡
単
に
要
約
す
る
こ

と
を
許
さ
な
い
が
、
と
に
か
く
人
生
に
何
一
つ
と

し
て
む
だ
な
こ
と
も
無
意
味
な
こ
と
も
な
い
、

い

つ
さ
い
の
も
の
に
意
味
の
み
ち
み
ち
た
、
豊
か
な

世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
反
し
、
か
の
生

き
が
い
曹
い
ず
れ
も
、
仕
事
・
家
庭
・
愛
・
未

来
・
希
望
・
理
想
・
日
的
・
自
己
実
現
と
い
っ
た

人
生
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
何
も
の
か
に
特
別
の

価
値
を
お
き
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
人
生
全
体
を
意
味

づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
当
然
、
人
生
の
一
部
分
の
も
の
が
価
値
あ
り
と

し
て
追
求
さ
れ
る
反
面
、
他
の
大
部
分
の
も
の
は

無
価
値
の
も
の
と
し
て
切
り
す
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
豊
か
な
人
生
を
わ
ざ
わ
ざ
貧
し
い

も
の
に
す
る
こ
と
以
外
の
伺
も
の
で
も
な
い
。
か

く
て
遊
び
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
い
か
な
る
生
き

が
い
論
も
無
用
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
書

は
こ
の
あ
た
り
倫
理
を
、
配
感
の
行
き
届
い
九

平
明
磊
述
に
ょ
っ
て
、
読
者
に
じ
ゅ
う
ぷ
ん
納

得
さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
寺
岡
弘
雄
・
大
学
文
学
部
嘱
託
需
師
)

明
治
中
期
の
同
志
社
校
地

こ
の
号
の
扉
の
略
図
は
、
明
治
二
十
七
年

ご
ろ
の
同
専
校
地
で
あ
る
。
約
三
万
五
千

坪
あ
り
、
現
在
の
今
出
川
校
地
の
面
曾
ほ

ぽ
匹
敵
す
る
。
こ
れ
以
外
に
、
一
万
二
千
余

坪
の
士
地
を
所
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

新
島
嬰
は
校
地
の
拡
器
は
ず
い
ぷ
ん
力

を
注
い
だ
ら
し
い
。
御
所
の
周
辺
に
売
地
が

あ
る
と
、
か
な
り
む
り
を
し
て
も
購
入
に
つ

と
め
た
よ
う
だ
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

新
島
の
一
面
で
あ
る
。

現
在
の
私
学
会
館
の
北
隣
あ
た
り
に
黒

社
病
院
と
看
病
婦
学
校
が
あ
り
、
今
出
川
校

地
に
は
ハ
リ
ス
理
科
学
校
、
政
法
学
校
な
ど

が
み
え
、
女
子
部
も
ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
い

る
。
左
端
は
現
在
の
寺
町
鞍
馬
口
の
あ
九
り

で
、
こ
れ
は
大
学
用
地
と
し
て
大
沢
善
助
が

買
っ
た
彦
根
屋
敷
跡
で
あ
る
。

今
出
川
校
地
の
中
に
は
、
新
北
小
路
通
り

と
石
橋
通
り
が
東
西
に
抜
け
て
い
て
、
主
要

な
建
物
は
石
橋
通
り
の
北
側
に
並
ん
で
い

る
。
こ
の
あ
た
り
が
、
山
本
覚
果
所
有
し

て
い
た
薩
摩
屋
敷
跡
で
あ
ろ
う
。
建
物
の
藝

手
は
す
ぐ
相
国
寺
境
内
に
接
し
て
い
て
、
現

在
の
中
学
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
松
林
だ
っ
九
よ
う

だ
。
鳥
丸
通
り
は
上
立
売
通
り
ま
で
し
か
通

じ
て
い
な
か
っ
九
よ
う
で
、
道
幅
も
狭
か
っ

た
。
現
在
の
大
学
会
館
あ
九
り
に
は
尋
常
中

学
校
が
あ
っ
九
。
な
お
、
新
島
邸
と
そ
の
敷

地
制
千
坪
が
未
亡
人
か
ら
同
志
社
へ
寄
付
さ

れ
た
の
は
、
明
治
四
十
年
十
一
月
で
あ
る
。

こ
の
校
地
図
が
『
同
志
社
報
告
』
に
掲
げ

ら
れ
た
直
後
、
す
な
わ
ち
明
治
三
十
年
代

に
、
社
会
的
に
も
「
国
粋
保
存
の
需
が
勢

力
を
占
め
る
や
う
に
な
り
」
(
原
田
助
)
、
新
島

亡
き
同
志
社
は
存
続
さ
え
危
ぷ
ま
れ
る
よ
う

な
危
機
に
直
面
す
る
。
看
病
婦
学
校
や
病
院

は
理
事
佐
伯
理
一
郎
の
名
義
に
な
り
、
理
科

学
校
、
政
法
学
校
は
閉
校
の
や
む
な
き
に
い

た
っ
た
。

だ
が
、
校
地
が
売
却
さ
れ
る
の
は
明
治
四

十
二
年
以
降
で
、
専
門
学
校
令
に
ょ
る
大
学

開
設
の
基
金
を
え
る
九
め
で
あ
っ
九
。
多
く

の
宣
教
師
館
は
、
岩
倉
土
地
購
入
に
と
も
な

つ
て
処
分
さ
れ
た
。
昭
和
二
年
の
こ
と
で
あ

る
0

略
図
が
、
校
地
の
今
昔
を
し
の
ぷ
よ
す
が

と
も
な
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

(
河
野
仁
昭
・
社
史
史
料
編
集
所
主
任
)


