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四
年
の
歳
月
は
長
か
っ
た
で
す
か
、
短
か
か
っ
九
で
す
か
。
こ
の
四
年
間

は
、
諸
君
に
と
っ
て
小
学
校
か
ら
中
学
・
高
校
を
通
じ
て
の
修
養
と
か
研
究

と
か
い
う
あ
ら
ゆ
る
勉
学
の
総
く
く
り
で
あ
っ
た
筈
で
す
0
 
悠
久
の
昔
か
ら

永
劫
の
未
来
へ
音
も
な
く
流
れ
ゆ
く
時
間
の
流
れ
の
九
だ
中
に
し
ぱ
ら
く
停

立
し
て
「
卒
業
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
、
反
省
し
て
み
ま
し
ょ
う

諸
君
は
、
大
切
な
締
め
く
く
り
の
一
年
を
不
正
常
の
学
生
生
活
の
う
ち
に

過
ご
し
ま
し
た
0
 
果
し
て
学
生
生
活
と
呼
び
う
る
生
活
で
あ
っ
た
か
ど
ぅ

読
書
し
思
考
し
、
人
生
の
意
義
や
青
年
学
生
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
刈

>
0

力決
す
る
覚
悟
に
っ
い
て
の
思
い
を
ま
と
め
ま
し
た
か
。
安
保
.
沖
縄
.
人
学.

、

解
体
と
か
改
革
と
か
い
う
こ
と
に
生
甲
斐
と
誇
り
を
雫
て
突
入
し
、
ゲ

ノ

棒
を
揮
っ
た
り
、
暴
力
を
是
認
し
九
り
、
「
目
的
は
手
段
を
正
当
化
す
る
」

と
い
う
哲
学
を
主
張
し
て
、
機
動
隊
と
の
闘
争
に
終
始
し
た
学
生
も
あ
っ
た

こ
と
は
事
実
の
示
す
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
が
大
学
に
籍
を
置
い
た
こ

ろ
、
大
学
教
育
の
根
本
方
針
と
し
て
の
「
教
育
基
本
法
」
が
、
公
布
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
中
心
的
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
を
も
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
「
自
主
性
」
と
「
公
共
性
」
と
が
そ
の
背
骨
を
な

し
て
い
ま
す
0
 
そ
の
こ
と
は
わ
た
く
し
も
諸
君
に
述
べ
て
大
学
教
育
に
お
け

二

豊
幽

1
●

4

住
谷
悦
治る

普
遍
性
を
噐
し
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
な
く
し
て
大
学
生
活
は
そ
の
意

義
を
失
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
九
と
え
ぱ
自
主
的
に
考
え
る
こ
と
そ
の
た

涜
占
に
努
め
、
読
ん
で
考
え
、
考
え
て
読
む
こ
と
、
こ
れ
も
わ
た
く
し
は
・
Ξ

君
に
述
べ
ま
し
た
。
い
く
ら
大
学
の
教
室
に
お
け
る
講
義
の
時
問
力
0
か
っ
ま

つ
て
い
て
も
、
一
力
月
に
良
書
一
冊
は
最
低
で
も
可
能
で
あ
り
、
智
物
の
多

量
の
大
小
は
考
慮
し
て
も
、
一
年
に
十
二
冊
、
四
年
間
に
四
十
八
冊
の
良
書

を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
述
べ
ま
し
九
ね
。

良
書
と
は
、
何
十
年
、
何
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
幾
百
万
か
の
砦

人
に
読
ま
れ
っ
づ
け
て
、
生
き
残
っ
た
書
物
で
、
青
年
時
代
に
読
ん
で
教
え

ら
れ
、
同
じ
本
を
壮
年
時
代
に
読
ん
で
も
新
し
い
意
義
を
悟
ら
せ
、
老
年
に

読
ん
で
も
な
お
人
生
の
問
題
・
思
想
の
問
題
に
感
銘
を
与
え
ら
れ
読
者
を

刺
戟
し
、
数
え
つ
づ
け
る
書
物
の
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
良
沓
に
、
出
会
う

こ
と
が
、
人
生
の
馨
生
活
の
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
わ
た
く
し
は
諸
君
に
説

き
ま
し
九
0
 
四
年
の
歳
月
は
容
赦
も
な
く
流
れ
て
い
ま
す
。
大
学
四
年
を
終

る
に
当
っ
て
何
か
ホ
ロ
苦
が
い
悔
い
の
心
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
諸
君

般
的
愆
味
に
お
け
る
光
栄
あ
る
卒
業
の
栄
誉
を
担
う
わ
け
で
す
が
卒

は業
馨
は
正
し
い
愆
味
に
お
い
て
「
卒
業
」
と
「
修
業
」
で
あ
る
こ
と
を
期
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待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
教
授
と
学
生
相
亙
と
の
切
瑳
琢
磨
を
経
験
し
た
で
し

よ
う
か
0
 
わ
た
く
し
ら
は
何
も
昔
の
あ
り
し
よ
き
日
を
、
今
の
学
生
諸
君
に

こ
れ
み
ょ
が
し
の
こ
と
を
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
九
く
し
は
高

等
学
校
時
代
の
校
歌
の
一
節
「
孤
燈
の
も
と
に
襟
正
す
、
夜
半
の
窓
の
影
一

つ
、
天
袈
た
る
た
だ
中
に
、
泣
き
て
も
慕
う
世
々
の
あ
と
」
と
い
う
歌
を

心
に
繰
返
し
夏
休
み
に
四
千
頁
、
五
千
頁
の
誓
物
1
一
冊
四
百
頁
と
す
れ

ば
十
冊
ほ
ど
轟
破
し
た
こ
と
が
む
し
ろ
夏
休
み
二
力
月
の
通
例
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

大
学
生
活
が
、
人
生
的
態
度
確
立
の
時
期
だ
と
す
る
な
ら
ぱ
、
時
問
を
主

体
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
そ
う
し
た
こ
と
に
悔
い
が
あ
る

な
ら
、
今
こ
そ
「
卒
業
」
と
同
時
に
新
し
く
、
現
在
の
知
識
水
準
を
一
歩
も

落
す
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
望
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

「
一
歩
退
却
、
二
歩
鼎
」
は
緊
張
し
た
人
間
の
人
生
的
態
度
と
覚
悟
だ

と
思
い
ま
す
0
 
卒
業
式
な
い
し
卒
業
は
 
9
ヨ
ヨ
曾
兄
ヨ
ゆ
ヨ
と
い
う
こ
と
は

諸
君
が
知
っ
て
い
る
通
り
で
あ
り
9
ヨ
ヨ
含
兄
ヨ
ゆ
ヨ
は
同
時
に
曾
四
ヨ
品

で
あ
り
、
「
初
め
」
で
あ
る
こ
と
も
諸
君
は
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
ど
ぅ
か
、

卒
業
は
終
り
で
は
な
く
勉
学
の
新
し
い
出
発
で
あ
る
こ
と
を
符
し
て
下
さ

)
0

こ
れ
は
大
学
教
育
の
普
遍
性
に
つ
い
て
の
概
念
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

しは
諸
君
.
同
志
社
大
学
生
に
と
っ
て
は
一
面
の
真
理
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
同
志

社
は
、
私
学
と
し
て
の
特
殊
性
を
大
切
な
伝
統
と
し
て
保
持
し
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
は
創
立
者
新
島
裴
先
生
の
建
学
の
精
神
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
に
立
っ
教
育
精
神
で
あ
り
、
一
般
に
同
志
社
精
神
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
同
志
社
大
学
卒
業
生
は
、
こ
の
同
志
社
数
育
の
特
殊
性
を
し
っ
か
り
と

身
に
つ
け
て
卒
業
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
島
先
生
は
、
学
生
・
生

徒
を
キ
リ
ス
ト
数
宣
教
師
や
牧
師
と
す
る
た
め
で
な
く
、
良
心
を
手
腕
に
運

用
す
る
人
物
を
養
成
し
、
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
要
望
さ
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
大
学
の
正
門
の
と
こ
ろ
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
良
心
の
碑
」
は
、

す
る
素
晴
ら
し
い
簡
潔
に
し
て
人
間
の
本
質
を
そ
の
高
さ
深
さ
に
お
い
て
示

し
て
下
さ
っ
た
訓
言
で
あ
り
ま
す
。
卒
業
生
と
し
て
同
志
社
を
去
る
と
き
、

あ
の
碑
の
前
に
立
っ
て
し
ば
ら
く
四
年
の
過
去
の
大
学
生
活
に
想
い
を
め
ぐ

ら
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
述
べ
た
こ
と
が
、
同
志
社
大
学
教
育
に
お
け
る
本
質
で
、
普
遍
性
を

基
礎
と
し
て
同
志
社
の
特
殊
性
を
発
揮
す
る
こ
と
、
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の

同
時
的
把
握
、
こ
れ
こ
そ
単
に
学
生
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
人
間
と
し
て
社

会
に
立
っ
時
も
、
 
A
者
は
A
者
、
 
B
者
は
B
者
と
人
問
の
生
甲
斐
を
そ
れ
ぞ

れ
感
じ
つ
っ
生
き
抜
け
る
も
の
と
信
じ
ま
す
。
知
識
、
思
慮
、
判
断
、
そ
し

て
良
心
。
け
っ
し
て
、
社
会
へ
出
て
サ
ラ
リ
ー
を
得
て
、
個
人
幸
福
と
か
、

マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
と
か
い
う
個
人
主
義
に
走
る
べ
き
で
な
く
、
多
少
に
拘
ら

ず
社
会
公
共
の
利
益
の
た
め
、
社
会
の
幸
福
が
自
分
の
幸
福
と
結
び
つ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
同
志
社
の
教
育
は
根
底

に
お
い
て
一
貫
し
て
社
会
的
・
国
際
的
な
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
、
ス
ム
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
良
心
教
育
の
実
現
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
教
育
と
は
教
育
者
が
教

育
さ
れ
る
こ
と
、
教
育
と
は
教
育
さ
れ
る
者
の
自
己
確
立
と
真
の
自
己
解
放

で
あ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
を
教
育
者
も
反
省
百
思
し
て
一
体
と
な
っ
て

同
志
社
教
育
の
木
旨
を
、
そ
し
て
新
島
先
生
の
遺
訓
を
、
新
し
い
時
代
に

、
、
、
、

は
つ
ら
つ
と
し
て
生
か
し
て
行
く
こ
と
を
切
望
し
ま
す
0
 
わ
た
く
し
は
、
自

己
に
い
い
き
か
せ
る
こ
と
を
、
同
時
に
諸
君
に
贈
る
一
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。

で
は
一
応
さ
よ
な
ら
。

(
総
長
)
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卒
業
の

今
一
九
七
0
年
は
、
同
志
社
学
園
の
創
立
九
十
五
周
年
目
に
当
り
ま
す
。

創
立
者
新
島
襄
先
生
が
四
十
七
歳
の
働
き
盛
り
で
永
逝
さ
れ
て
か
ら
八
十
一

年
目
に
相
当
い
た
し
ま
す
。

新
島
伝
と
し
て
一
番
最
初
に
上
梓
さ
れ
た
ゼ
ー
・
デ
ー
・
デ
ビ
ス
蓋
山

本
美
越
乃
需
に
「
翻
襄
先
生
伝
」
の
一
節
を
抜
翠
し
て
一

＼
＼
＼

(
明

ノ
ノ
ノ

治
二
十
こ
年
九
月
十
日
、
新
島
先
生
が
全
国
の
主
要
な
二
十
の
新
聞
に
公

表
さ
れ
た
「
同
志
社
大
学
設
立
の
旨
意
」
を
当
時
の
文
語
体
そ
の
ま
ま
で
参

照
し
ま
し
ょ
、
つ
0

「
吾
人
私
立
大
学
を
設
立
せ
ん
と
欲
し
九
る
は
一
日
に
非
ず
。
而
し
て
之

れ
が
た
め
に
経
営
辛
苦
を
費
し
九
る
も
亦
一
日
に
非
ず
。
今
や
計
画
略
ぽ
熟

し
、
時
期
漸
く
来
ら
ん
と
す
。
吾
人
は
今
日
に
於
て
此
を
天
下
に
訴
へ
、
全

国
民
の
力
を
霜
り
、
其
の
計
画
を
成
就
せ
ず
ん
ば
再
び
其
時
期
無
き
を
信

ず
、
是
れ
吾
人
が
従
来
計
画
し
九
る
所
の
顛
末
を
陳
じ
、
併
せ
て
之
れ
を
設

立
す
る
所
の
目
的
を
告
白
す
る
の
止
む
可
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
回
顧
す
れ

、

と
責
任

秦

孝
治

△
/

ノ

.
"
.
/

三
V
4
'
拶
▲
r
^
/

,
」

ー
ー
、
、
乢
 
1

y
ノ
欝
,
九
一

冷
多
つ
一

,
~
,'禽

ぱ
、
既
に
二
十
余
年
前
幕
政
の
末
路
外
交
切
迫
し
て
人
心
動
揺
す
る
の
時
に

際
し
、
不
肖
海
外
遊
学
の
志
を
抱
き
脱
藩
し
て
函
館
に
赴
き
、
遂
に
元
治
元

年
六
月
十
四
日
の
夜
、
窃
か
に
国
禁
を
犯
し
、
米
国
商
船
に
搭
じ
、
水
夫
と

な
り
て
労
役
に
服
す
る
凡
そ
一
年
間
、
漸
く
米
国
ボ
ス
ト
ン
府
に
達
し
た
り

き
、
幸
に
し
て
彼
国
義
侠
な
る
人
士
の
助
け
を
得
て
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
に

入
り
、
続
い
て
又
ア
ン
ド
ヴ
ァ
神
学
校
に
学
び
、
前
後
十
余
年
の
苦
学
を
積

め
り
、
而
し
て
米
国
文
物
制
度
の
盛
な
る
を
観
、
其
大
人
君
子
に
接
し
、
其

議
論
を
叩
き
、
茲
に
於
て
米
国
文
明
の
決
し
て
一
朝
偶
然
に
し
て
生
じ
た
る

者
に
非
ず
、
必
ず
由
て
来
る
所
の
者
あ
る
を
知
る
。
而
し
て
其
来
る
所
の

者
偏
へ
に
一
国
教
化
の
敦
き
よ
り
生
ず
る
を
察
し
、
始
め
て
教
育
の
国
運

の
消
長
に
大
関
係
あ
る
を
信
し
、
心
窃
に
一
身
を
教
育
の
璽
に
拙
た
ん
こ

と
を
決
し
た
り
き
」
(
原
文
の
ま
ま
、
下
略
)

そ
の
確
信
と
名
文
は
わ
が
同
郡
学
園
の
後
世
に
残
る
慧
当
あ
っ

て
、
同
嘉
大
学
の
教
育
方
針
と
も
な
る
の
で
す
か
ら
、
毎
年
の
卒
業
式
に

郎
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は
必
ず
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
含
ま
れ
、
読
み
上
げ
る
慣
例
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
不
幸
本
年
の
同
志
社
大
学
に
お
い
て
は
、
各
学
部
別
に
分
割
し
て
卒

業
証
吉
の
授
与
が
行
な
わ
れ
ま
す
の
で
、
殊
更
ら
こ
こ
に
引
用
い
た
し
ま
し

た
。

皆
さ
ん
が
同
志
社
の
各
中
学
校
・
高
等
学
校
な
ど
の
事
過
程
を
経
て
、

同
喜
大
学
・
女
子
大
学
・
大
学
院
を
卒
え
た
と
す
れ
ば
、
人
生
に
お
け
る

十
年
問
乃
至
十
五
年
問
を
わ
が
学
園
に
勉
学
、
研
究
し
た
貴
重
な
体
験
に
な

り
ま
す
。
果
し
て
ど
れ
だ
け
の
収
穫
を
体
得
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
0
 
或

年
の
一
卒
業
生
代
表
の
答
辞
を
抜
翠
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
思
え
ぱ
、
こ
の
古
き
文
化
の
地
に
高
邁
な
理
想
の
実
現
を
求
め
て
設
立

さ
れ
、
自
由
の
伝
統
と
清
新
の
気
風
を
誇
る
同
志
社
に
学
ぷ
こ
と
が
で
き
ま

し
た
こ
と
は
私
達
に
と
っ
て
誠
に
幸
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
学
園
に
お
い
て

私
達
は
恵
ま
れ
た
環
境
下
詰
先
生
方
の
御
懇
篤
な
御
指
導
に
ょ
り
温
か
く
、

心
豊
か
に
し
か
も
冷
厳
に
轟
を
探
究
す
る
不
屈
の
精
神
を
培
わ
れ
、
お
か

げ
を
も
ち
ま
し
て
、
今
日
修
士
の
課
程
を
了
え
る
日
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
(
下
略
)
」
と
の
述
懐
が
置
士
産
と
な
り
、
女
子
中
学
校
生
か
ら
は

「
私
述
が
本
校
に
入
学
致
し
ま
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
同
志
社
創
立
九
十
周

年
の
栄
光
あ
る
春
で
ご
ざ
い
ま
し
た
(
中
略
)
。
幼
か
っ
た
私
達
で
さ
え
い
ち

早
く
そ
の
雰
囲
気
に
溶
け
込
み
一
層
努
力
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
彬
た

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
三
年
間
に
体
験
し
た
数
多
く
の
楽
し
い
行
事
や

出
来
事
な
ど
を
通
し
て
、
私
達
は
日
を
重
ね
る
毎
に
成
長
し
て
ま
い
り
ま
し

九
。
(
下
略
)
」
の
慧
を
受
け
ま
し
九
。

一
度
同
志
社
の
ど
の
学
校
で
も
¥
業
し
九
人
々
は
必
ず
や
同
志
社
出
身
者

1
同
志
社
マ
ン
の
肩
書
を
獲
得
せ
ら
れ
、
同
志
社
校
友
会
(
共
学
か
男
子
の

み
)
と
同
志
社
同
窓
会
(
同
志
社
女
子
部
)
の
出
身
老
の
名
節
に
の
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
先
ず
同
志
社
校
友
会
の
目
的
事
項
を
掲
げ
る
な
ら
ば
、
同
志

社
校
友
会
会
則
第
二
条
に
こ
う
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
本
会
は
、
会
員
相

互
の
交
誼
を
厚
く
し
、
同
志
社
と
会
員
と
の
関
係
を
密
接
に
し
、
且
つ
同
志

社
の
発
達
を
助
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」

同
褒
を
卒
業
す
る
光
栄
を
担
っ
た
人
々
は
、
鳳
に
母
校
の
発
展
に
奉

仕
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、

学
校
法
人
同
志
社
の
経
営
に
参
画
す
る
重
要
な
特
権
、
即
ち
行
政
に
対
す
る

人
的
要
素
を
提
供
致
し
ま
す
。
同
志
社
の
憲
法
と
も
い
う
べ
き
「
同
志
社
寄

附
行
為
」
の
第
二
章
「
役
員
」
中
、
理
事
十
三
名
・
監
事
三
名
と
第
六
条
に

定
め
ら
れ
、
第
七
条
に
は
、
「
理
事
の
う
ち
一
名
は
総
長
と
し
、
二
名
は
大

学
長
・
女
子
大
学
長
・
学
部
長
・
校
長
及
び
園
長
の
互
選
で
定
め
る
。
理
事

の
う
ち
七
名
は
評
議
員
の
互
選
で
定
め
る
。
理
事
の
う
ち
三
名
は
備
経
験

者
の
う
ち
か
ら
、
評
議
員
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
ょ
っ
て

選
任
さ
れ
た
理
事
の
過
半
数
の
議
決
を
も
っ
て
選
任
す
る
。
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
れ
と
と
も
に
第
三
章
の
「
評
議
員
」
は
、
条
文
第
三
十
条
「
本
法
人

に
評
議
員
会
を
置
き
、
評
議
員
三
十
七
名
を
以
て
組
織
す
る
」
と
定
め
ら

れ
、
そ
の
選
定
は
、
学
園
の
教
職
員
と
学
外
の
校
友
、
同
窓
に
分
割
し
、
う

ち
十
五
名
は
教
職
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。
ま
た
学
外
の
う
ち
十
一
名
は

校
友
会
員
、
四
名
は
同
窓
会
で
二
十
五
歳
以
上
の
う
ち
か
ら
選
定
し
、
七
名

は
社
友
・
教
役
者
・
父
兄
そ
の
他
叢
経
験
者
の
う
ち
か
ら
理
事
会
の
議
を

経
て
理
事
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
と
い
う
規
定
と
な
り
、
三
年
問
の
任
期
と

定
め
ら
れ
、
こ
の
評
議
員
会
と
理
事
会
が
全
学
園
の
経
営
に
当
っ
て
い
る
こ

と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。



両
大
学
や
各
学
校
は
、
こ
の
学
校
法
人
同
志
社
が
設
置
老
と
な
り
、
学
校

行
政
の
貴
任
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
当
然
、
総
長
は
教
学
の
統
轄
者
と
な

り
、
理
事
長
は
、
私
立
学
校
法
・
裳
教
育
法
・
教
育
基
本
法
に
定
め
ら
れ

た
責
任
者
と
な
っ
て
お
り
、
大
学
長
や
各
学
校
長
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
教

育
に
対
す
る
寝
を
分
担
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
校
友
会
の
会
員
は
、
全
世
界
に
分
布
し
て
生
活
せ
ら
れ
、
十
数
万

名
を
数
え
、
鼎
会
員
は
豹
一
万
九
千
名
に
達
し
、
校
友
会
長
山
口
泰
弘
氏

は
、
や
は
り
同
志
註
議
員
で
同
時
に
同
志
社
理
事
で
あ
り
、
同
窓
会
長
武

問
冨
貴
氏
も
、
議
員
で
ま
た
理
事
に
列
せ
ら
れ
、
湯
浅
八
郎
氏
は
議
員
会

議
長
忙
泰
仕
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

校
友
会
の
惜
都
機
関
と
し
て
は
、
「
同
志
社
タ
イ
ム
ス
」
が
設
け
ら
れ
、

毎
月
一
回
発
行
し
、
学
園
の
近
況
を
知
ら
せ
、
校
友
の
動
静
を
通
報
し
、
喜

び
と
と
も
に
悲
し
み
を
も
庖
さ
せ
ま
す
。
同
窓
会
は
、
「
同
志
社
同
窓
会

報
」
を
発
行
し
、
随
想
や
教
授
の
所
見
と
と
も
に
会
員
の
動
静
を
知
ら
せ
、

こ
と
に
母
校
に
奉
仕
す
る
仕
事
を
忘
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

校
友
会
の
経
営
は
、
校
内
に
校
友
会
館
を
も
ち
、
寺
町
通
丸
太
町
上
る
、

新
島
会
館
を
社
」
父
と
宿
舎
の
需
と
し
、
内
容
的
に
充
実
し
九
組
織
を
も
っ

て
お
り
ま
す
。
学
校
の
エ
キ
ス
テ
ン
シ
.
ン
と
し
て
東
京
都
中
央
区
銀
座
四

の
二
聖
書
館
ビ
ル
に
は
、
同
志
社
分
室
と
と
も
に
同
志
社
ク
ラ
ブ
を
創
立
九

十
周
年
製
事
業
の
些
細
な
一
っ
と
し
て
新
設
し
、
ま
た
大
阪
市
北
区
堂
島

船
大
工
町
毎
日
会
館
八
階
の
大
阪
分
室
と
と
も
に
東
阪
校
友
の
親
交
に
資
し

て
お
り
ま
す
。
近
く
新
卒
業
生
が
全
国
に
散
在
せ
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
、
と
く

に
こ
の
三
つ
の
施
設
を
利
用
さ
れ
る
よ
う
切
望
い
九
し
ま
す
。

わ
が
伺
志
社
の
卸
や
か
し
い
歴
史
を
顧
る
と
き
、
そ
の
卒
業
生
に
は
多
く

の
人
材
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。
校
友
会
名
籌
で
は
、
明
治
時
代
の
巻
で
、
第

一
は
明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
年
)
、
海
老
名
弾
正
・
不
破
唯
次
郎
・
市
原

盛
宏
・
金
森
通
倫
・
加
藤
勇
次
郎
・
小
崎
弘
道
・
宮
川
経
輝
・
森
田
久
万
人

岡
田
松
生
・
下
村
孝
太
郎
・
和
田
正
脩
・
山
崎
為
徳
・
横
井
時
雄
・
吉
田

.作
弥
・
浮
田
和
民
の
十
五
名
が
掲
げ
ら
れ
、
す
べ
て
、
そ
の
当
時
の
社
会
に

お
け
る
一
流
の
人
材
と
な
っ
た
と
信
じ
ま
す
。
筆
者
は
「
同
志
社
九
十
年
小

史
」
に
「
同
志
社
に
育
っ
た
人
々
」
を
執
筆
し
、
列
記
の
大
先
輩
も
そ
の
人

他
に
光
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
が
、
只
骨
格
だ
け
を
羅
列
し
た
に
過
ぎ
な
い

の
で
す
か
ら
、
他
日
を
期
し
て
血
を
注
ぎ
肉
づ
け
を
し
こ
れ
に
油
光
り
を
加

え
、
わ
が
母
校
出
身
者
列
伝
を
書
き
た
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
。
明
治
時
代

は
、
去
る
昭
和
四
十
年
四
月
発
行
の
名
緯
で
は
僅
か
一
0
頁
に
過
ぎ
ま
せ
ん

が
、
明
治
四
十
五
年
普
通
学
校
卒
業
生
に
は
筆
者
も
そ
の
一
人
に
列
し
て
い

ま
す
。
只
こ
の
年
の
五
月
に
は
「
同
志
社
大
学
」
の
創
立
が
決
定
さ
れ
、
こ

こ
に
創
立
者
の
悲
願
が
達
成
し
、
画
期
的
な
一
大
伸
展
を
遂
げ
九
の
で
あ
り

ま
コ
g大

正
時
代
の
卒
業
生
は
、
第
十
頁
か
ら
三
十
四
頁
に
至
り
、
昭
和
時
代
は

第
三
十
四
頁
か
ら
七
二
六
頁
に
達
し
て
い
る
。
同
志
社
が
大
学
を
創
立
し
て

か
ら
長
足
の
伸
展
を
遂
げ
、
全
学
の
卒
業
生
は
九
露
を
数
え
た
の
で
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
戦
前
、
即
ち
昭
和
元
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
は
名
鉢
の

上
で
は
三
七
頁
の
卒
業
生
で
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
即
ち
昭
和
二
十
一
年
か

ら
昭
和
四
十
年
ま
で
が
五
六
五
頁
と
な
り
昭
和
四
十
一
年
か
ら
昭
和
四
十
三

年
ま
で
の
推
定
頁
数
を
三
八
頁
と
み
れ
ぱ
、
名
筵
未
済
分
と
併
せ
れ
ぱ
合

計
六
九
三
頁
と
な
り
、
如
何
に
卒
業
生
の
大
多
数
が
最
近
に
多
く
を
数
え
た

か
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
。
人
数
の
統
計
は
「
同
志
社
九
十
年
小
史
」
の
過
去



と
現
在
に
掲
げ
て
ぃ
ま
す
が
、
新
し
い
数
値
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
四
年
十

二
月
末
日
現
在
、
校
友
一
0
二
、
四
五
九
名
(
永
眠
者
五
、
一
四
二
名
を
含

む
)
同
窓

、

八

七
四
八
名
(
一
、
-
0
0
名
永
眠
を
含
む
)
と
な
っ
て
お

り
ま
す
0

卒
業
生
の
年
代
別
は
大
観
し
て
前
記
の
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
ど
れ
だ
け

社
会
に
役
立
っ
人
材
が
送
り
出
さ
れ
て
い
ま
し
ょ
う
か
。
元
日
本
銀
行
総

)し

裁
、
宮
中
顧
問
官
で
あ
っ
た
深
井
英
五
氏
が
「
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
四
年

ま
で
」
の
在
学
中
の
思
い
出
を
次
の
如
く
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
同
恙
社

で
教
え
て
ぃ
た
だ
い
た
こ
と
は
多
い
、
そ
の
益
は
大
き
い
、
し
か
し
な
が

ら
、
私
も
意
穫
し
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
校
風
の
感
化
で
す
。
私
の

人
生
観
は
大
に
そ
の
影
響
を
う
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
人
生
槻
の
談
義
を
な

す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
そ
の
一
端
を
挙
げ
て
み
れ
ぱ
、
公
共
の
た
め

に
奉
仕
す
る
精
神
と
、
個
性
を
尊
重
し
、
自
己
判
断
に
立
脚
す
る
意
気
と
の
結

合
で
あ
り
ま
す
。
新
島
先
生
は
犠
牲
奉
公
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
」
(
「
同
疹
創
立
九
年
小
史
1
同
志
社
に
育
っ
た
人
々
」
よ
り
)

明
治
は
古
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
同
志
社
の
滋
味
、
新
島
先
生
の
衣
鉢

は
、
こ
の
時
代
に
脈
々
と
し
て
流
れ
て
い
た
と
い
っ
て
ょ
い
で
し
ょ
う
。
こ

の
時
代
の
傑
出
し
た
人
物
と
し
て
救
世
軍
の
山
室
軍
平
氏
を
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
「
平
民
の
福
音
」
と
自
か
ら
の
伝
道
行
脚
に
ょ
っ
て
大
衆
の
中
に

神
の
光
り
を
注
入
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
「
同
志
社
ス
ピ
リ
ッ
ト
」

の
藹
で
同
志
社
人
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
次
の
主
張
で
あ
り
ま
す
。

「
同
志
社
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
も
っ
九
有
為
な
る
男
女
の
青
年
を
養
成
し
て
、
こ

れ
を
社
会
の
各
力
面
に
送
り
出
す
外
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
所
謂
、
同
志
社

ス
ピ
リ
ッ
ト
と
は
、
神
を
愛
し
、
人
を
愛
し
、
そ
の
た
め
に
ク
凡
て
の
者
の

僕
ι
と
な
っ
て
奉
仕
す
る
基
督
教
的
精
神
の
他
に
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
。

も
う
忘
れ
ら
れ
て
ぃ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
街
頭
に
立
っ
て
救
世
軍
の
人

々
が
、
歳
晩
に
お
い
て
慈
善
鍋
に
喜
捨
を
求
め
る
声
は
山
室
救
世
軍
中
将
の

発
想
で
あ
り
、
こ
れ
が
大
衆
に
対
す
る
医
療
施
設
や
社
会
福
祉
事
業
の
萠
芽

と
な
り
ま
し
た
。
同
志
社
の
出
身
者
は
一
般
社
会
や
実
業
界
に
華
や
か
な
存

在
を
打
出
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
味
な
人
の
魂
を
救
う
伝
道
界
や
社

会
事
業
界
、
学
界
な
ど
に
頭
角
を
現
わ
し
た
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
0

今
か
ら
も
う
十
年
も
以
前
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
、
東
京
の
校
友
会
大
会
に

出
席
し
、
数
百
名
の
盛
ん
な
会
合
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
自
家
用
車
を
も

つ
て
い
る
方
は
手
を
挙
げ
て
下
さ
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
明
治
・
大
正
の
卒

業
生
に
非
ず
し
て
す
ぺ
て
昭
和
の
戦
後
に
卒
業
し
た
、
然
も
十
年
以
来
の
青

作
紳
士
ぱ
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
な
く
も
う
十
年
も
以
前
の
実
状
で

か
く
新
進
気
鋭
の
人
々
が
大
き
な
活
躍
を
遂
げ
、
無
名
の
人
材
が
多
か
ら
ぬ

こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
筆
者
は
、
校
友
会
の
名
緯
を
め
く
り
な
が
ら
人
物
の

鉱
脈
を
探
検
す
る
こ
と
に
特
別
の
興
味
を
も
つ
も
の
で
す
。

か
つ
て
大
阪
の
有
名
な
貿
易
会
社
の
玄
関
に
、
一
人
の
外
人
が
訪
ね
て
き

ま
し
た
。
「
受
付
」
で
、
大
き
な
声
で
「
同
志
社
い
る
か
」
と
叫
ん
で
、
同
志

社
出
身
者
の
語
学
の
達
者
な
社
員
を
呼
ぶ
の
で
し
た
。
「
同
志
社
い
る
か
」
と

の
突
嵯
の
叫
び
声
は
、
や
が
て
卒
業
生
一
人
一
人
が
同
志
社
大
学
と
そ
の
他

の
学
校
を
背
負
っ
て
立
っ
て
い
る
存
在
を
探
が
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
一
度

び
校
門
を
巣
立
っ
た
人
々
が
同
志
社
学
園
の
責
任
を
全
身
に
負
っ
て
い
る
こ

と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
五
年
後
に
は
母
校
創
立
百
年
が
待
っ
て
い

ま
す
。
大
き
な
ヴ
ィ
ジ
,
ン
を
描
き
な
が
ら
物
心
両
面
の
捌
待
と
責
任
を
全

う
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
0

(
伺
志
社
理
事
長
)




