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解
題

　

本
資
料
は
市
島
謙
吉
（
一
八
六
〇
‐
一
九
四
四
）
が
、
東
京
専
門
学
校
創
立
二
十
周
年
記
念
式
典
・
早
稲
田
大
学
開
校
式
等
に
つ
い
て
詳

細
に
記
述
し
た
原
稿
で
あ
り
、
表
紙
に
は
「
早
大
紀
念
録　

篇　

全
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
当
該
の
記
念
式
典
等
は
、
一
九
〇
二
年
、
東

京
専
門
学
校
が
創
立
二
十
周
年
を
迎
え
る
と
と
も
に
、
東
京
専
門
学
校
か
ら
早
稲
田
大
学
へ
と
改
称
し
た
際
に
挙
行
さ
れ
た
。
筆
者
の
市

島
謙
吉
は
越
後
国
出
身
で
、
小
野
梓
の
下
で
立
憲
改
進
党
の
結
成
に
貢
献
し
、
衆
議
院
議
員
や
『
読
売
新
聞
』
の
主
筆
等
を
歴
任
す
る
一

方
、
早
稲
田
大
学
の
運
営
に
お
い
て
、
同
大
学
理
事
、
図
書
館
館
長
等
と
し
て
長
く
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

同
式
典
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、『
早
稲
田
大
学
開
校
東
京
専
門
学
校
創
立
廿
年
紀
念
録
』（
山
本
利
喜
雄
編　

早
稲
田
学
会　

一
九
〇

三
年
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
資
料
は
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
、『
早
稲
田
大
学
百
年
史　

第

二
巻
』（
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編　

早
稲
田
大
学
出
版
部　

一
九
八
一
年
）
で
も
典
拠
史
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本

資
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
同
式
典
の
準
備
過
程
、
具
体
的
に
は
、
学
校
功
労
者
の
油
絵
寄
贈
の
経
緯
、
式
場

　

市
島
謙
吉
「
早
大
紀
念
録
」

西　

腰　

周
一
郎
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の
テ
ン
ト
準
備
に
お
け
る
大
隈
重
信
の
指
揮
、
提
灯
行
列
の
引
率
者
人
事
の
理
由
、
日
本
新
聞
社
の
提
灯
行
列
へ
の
冷
淡
な
接
し
方
等
が

記
述
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
市
島
の
目
線
に
よ
る
当
時
の
学
内
事
情
や
小
野
梓
・
天
野
為
之
ら
へ
の
人
物
評
も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

伊
藤
博
文
来
校
の
感
懐
、
東
京
専
門
学
校
創
立
時
の
回
想
な
ど
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
早
稲
田
大
学
史
の
資
料
と
し
て
も
、
日
本
近
代

史
の
資
料
と
し
て
も
、
貴
重
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
本
資
料
の
後
半
部
分
に
は
、
同
式
典
の
式
次
第
、
提
灯
行
列
の
内
部

規
定
、
行
進
音
楽
、
関
連
す
る
新
聞
記
事
な
ど
の
活
字
資
料
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
資
料
は
、
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
の
特
別
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
資
料
の
形
状
は
、
縦
約
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
約

一
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
紐
で
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
早
稲
田
大
学
の
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
閲
覧
可
能
で

あ
る
（「
早
大
記
念
録
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
）。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
次
に
記
す
。

（http://w
w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/htm

l/i04/i04_01919_0762/index.htm
l

）

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
の
真
辺
将
之
准
教
授
の
御
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

凡
例

・
取
消
線
に
よ
る
抹
消
部
分
は
翻
刻
し
て
い
な
い
。

・
旧
字
・
異
体
字
・
変
体
仮
名
等
は
、
原
則
と
し
て
現
在
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。

・ 

後
半
部
分
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
活
字
資
料
の
翻
刻
は
割
愛
し
た
。
貼
り
付
け
ら
れ
た
新
聞
記
事
切
抜
の
新
聞
名
は
、
本
資
料
に
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
が
、『
読
売
新
聞
』
の
記
事
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
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本
文

○
紀
念
会
雑
事
雑
感

本
年
の
七
月
例
年
の
如
く
卒
業
式
挙
行
之
前
評
議
員
会

に
社
員
会
を
大
隈
邸
に
催
し
た
と
き
に
当
年
は
専
門
学
校
創
立
後
満
二
十
年
に

相
当
す
る
か
ら
紀
念
会
を
開
く
必
要
が
あ
る
早
稲
田
大
学
は
九
月
よ
り
開
校
す
れ
ど
も
開
校
式
は
よ
ろ
し
く
同
時
に
遣
る
べ
し
と
云
ふ
説

が
出
て
大
体
そ
れ
に
決
し
○
扨
て
紀
念
会

に
開
校
式
に
就
て
何
か
面
白
い
意
匠
が
あ
る
ま
い
か
と
銘
々
工
夫
し
た
が
ド
ウ
も
面
白
い
思

ひ
付
も
出
な
か
つ
た
、
先
づ
炬
火
行
列
、
全
国
の
校
友
を
東
京
に
会
す
る
事
な
ど
が
よ
か
ろ
う
と
云
ふ
に
略
々
決
し
た
が
、
全
国
の
校
友

を
東
京
に
会
す
る
ご
と
き
は
校
友
の
計
画
に
属
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
よ
ろ
し
く
校
友
に
図
り
校
友
中
よ
り
若
干
の
委
員
を
選
出
し
こ
れ
に

紀
念
会

に
開
校
式
の
趣
向
を
も
工
夫
せ
し
む
べ
し
と
評
決
し
扨
て
卒
業
式
翌
日
紅
葉
館
に
開
催
し
た
校
友
大
会
に
於
て
委
員
を
若
干
名

挙
げ
た
、

○
此
の
委
員
は
両
三
度
会
合
し
て
協
議
を
尽
し
た
が
炬
火
行
列
を
提
灯
行
列
と
修
正
し
て
第
一
之
れ
を
行
ふ
事
に
委
員
会
は
決
し
次
に
全

国
の
校
友
を
中
央
に
会
す
る
事
も
決
し
た
り
、
扨
而
、
祝
典
の
趣
向
と
し
て
委
員
会
に
議
論
の
起
つ
た
の
は
演
説
会
を
府
下
の
要
所
に
開

き
学
校
の
趣
旨
を
披
露
す
る
事
、
学
校
創
立
以
来
終
始
教
務
に
当
り
し
天
野
高
田
坪
内
に
油
絵
の
肖
像
を
送
り
感
謝
之
意
を
表
す
る
事
其

他
功
労
あ
る
面
々
へ
謝
状
を
呈
す
る
事
紀
念
絵
葉
書
を
作
つ
て
会
衆
に
頒
つ
こ
と
な
ど
が
重
な
る
趣
向
で
何
分
議
論
終
に
決
せ
さ
る
処
か

ら
終
に
学
校
の
重
役
に
も
委
員
会
に
出
席
し
て
可
否
を
言
ふ
べ
し
と
校
友
会
の
請
求
に
よ
り
最
後
の
委
員
会
に
は
鳩
山
高
田
坪
内
と
余
と

は
出
席
し
た

○
油
絵
贈
る
に
就
て
は
高
田
よ
り
我
々
三
人
丈
左
様
之
贈
物
を
受
け
て
は
校
長
に
対
し
て
も
如
何
は
し
け
れ
ば
と
云
ふ
ご
と
き
理
由
を
以

て
辞
意
を
表
し
坪
内
よ
り
も
頗
る
無
益
之
事
柄
に
金
を
投
ぜ
ん
よ
り
は
何
か
我
々
の
論
文
で
も
印
刷
し
て
冊
子
を
配
布
さ
れ
て
は
と
云
ふ

ご
と
き
議
論
出
で
到
底
決
定
を
見
さ
る
に
つ
き
余
よ
り
中
裁
説
を
出
し
、
第
一
油
絵
肖
像
は
天
野
高
田
坪
内
三
氏
に
呈
す
る
の
外
歴
代
の
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校
長
に
も
呈
す
る
こ
と
に
修
正
さ
れ
た
し
然
す
る
以
上
は
高
田
坪
内
の
両
氏
も
折
角
校
友
諸
氏
の
思
立
な
れ
ば
辞
退
あ
る
可
ら
ず
但
し
右

肖
像
画
諸
氏
に
贈
呈
さ
れ
た
る
上
は
銘
々
の
私
有
と
な
さ
ず
宜
し
く
図
書
館
に
寄
贈
あ
り
て
閲
覧
室
の
掲
用
に
供
せ
ら
れ
た
し
と
衆
論
此

議
を
可
と
し
高
田
坪
内
二
氏
も
然
ら
は
受
納
す
べ
し
と
云
ふ
に
定
ま
り

○
府
下
の
要
所
に
演
説
会
を
開
く
べ
し
と
云
ふ
の
議
に
就
て
は
学
校
当
局
者
は
何
れ
も
不
同
意
に
て
結
局
廃
案
と
な
り
た
る
が
、
当
局
者

の
不
同
意
と
す
る
所
は
自
ら
進
む
て
演
説
会
を
開
き
自
家
の
自
慢
話
し
を
な
す
る
は
甚
た
穏
当
な
ら
ず
寧
ろ
云
は
さ
る
方
奥
床
し
く
し
て

却
つ
て
世
上
の
同
情
を
博
せ
ん
況
ん
や
我
校
年
所
を
経
る
僅
か
に
二
十
年
世
間
に
対
し
大
い
に
誇
る
ほ
ど
の
事
情
も
あ
ら
さ
る
に
於
て
を

や
と
此
儀
は
委
員
も
熟
考
之
上
予
期
の
ご
と
き
結
果
を
得
さ
る
の
み
な
ら
ず
却
つ
て
反
対
の
悪
結
果
も
得
ん
も
知
れ
ず
と
漸
や
く
覚
り
之

れ
を
否
決
し
て
開
校
式
の
翌
日

に
翌
々
日
学
校
の
講
堂
に
勝
手
に
舌
を
役
し
気

を
吐
く
事
に
決
し
た
り

○
紀
念
絵
は
が
き
、

に
紀
念
章
を
作
る
事
、
こ
れ
は
絵マ
マ

念
会
の
節
に
配
布
之
事
尚
紀
念
会
の
紀
事
を
あ
つ
め
紀
念
冊
子
を
作
り
配
布
之

事
何
れ
も
熟
議
を
凝
ら
し
そ
れ
〳
〵
委
員
を
挙
げ
て
専
ら
其
事
に
当
ら
し
む
る
事
と
は
な
れ
り

○
如
斯
し
て
準
備
に
取
り
か
ゝ
つ
た
が
一
ヶ
月
計
り
は
実
に
目
を
廻
は
す
ほ
ど
の
繁
忙
を
極
め
た
、
そ
れ
は
そ
の
筈
で
、
新
造
の
図
書
館

書
庫
閲
覧
室
共
に
紀
念
会
迄
に
立
派
に
落
成
し
て
衆
庶
の
覧
に
供
せ
さ
る
を
得
な
い
は
勿
論
、
旧
書
庫

に
閲
覧
室
を
変
し
て
書
庫
を
学

監
室
閲
覧
室
を
講
師
室
に
旧
図
書
事
務
室
を
編
輯
室
に
な
す
模
様
皆
工
事
も
其
時
迄
出
来
さ
ざ
る
を
得
な
い
、
ま
だ
そ
れ
の
み
で
な
い
、

基
金
募
集
も
紀
念
会
を
一
断マ
マ

落
と
し
て
督
促
せ
さ
れ
ば
な
か
〳
〵
応
募
は
か
〴
〵
し
か
ら
ず
と
て
こ
れ
も
一
時
に
募
集
を
つ
と
む
る
こ
と

に
な
つ
た
か
ら
、
な
か
〳
〵
の
大
騒
ぎ
で
余
の
ご
と
き
病
躯
も
午
前
は
図
書
館
の
整
理
に
全
力
を
尽
し
午
後
よ
り
は
凡
そ
十
四
五
日
間
横

浜
に
出
張
し
て
募
集
に
従
事
し
た
様
な
始
末
で
あ
つ
た
が
幸
ひ
に
万
事
好
都
合
に
運
む
だ
の
は
学
校
の
為
め
に
賀
す
べ
き
で
あ
る

○
紀
念
会
の
日
は
最
初
十
月
念
日
と
定
め
た
が
一
日
繰
上
げ
て
十
九
日
に
挙
行
す
る
こ
と
に
な
つ
た
、
全
体
専
門
学
校
の
創
立
は
明
治
十

五
年
十
月
念
日
で
あ
る
か
ら
本
月
念
日
を
以
つ
て
紀
念
日
と
す
る
が
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
十
九
日
は
日
曜
で
あ
る
か
ら
会
衆
の
都
合
を
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考
て
一
日
繰
上
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る

○
紀
念
会
開
校
式
に
つ
き
当
路
者
が
第
一
に
苦
心
し
た
の
は
式
場
で
あ
る
、
従
来
は
煉
化
講
堂
で
大
抵
の
事
は
間
に
合
は
し
て
来
た
の
で

あ
る
が
、
学
生
二
千
五
百
と
云
ふ
多
勢
と
な
つ
て
は
到
底
大
講
堂
な
ど
で
捌
き
の
つ
く
べ
き
で
な
い
、
そ
れ
に
基
金
応
募
者
を
招
請
す
る

と
云
ふ
特
別
の
日
事
も
あ
る
か
ら
な
か
〳
〵
講
堂
な
ど
で
落
つ
付
べ
き
で
な
い
、
已
む
な
く
屋
外
に
式
場
を
設
く
る
事
に
な
つ
た
が
、
校

内
で
は
新
設
図
書
館
と
煉
化
大
講
堂
の
中
間
に
空
地
を
余
す
の
み
（
こ
の
処
は
他
日
中
央
講
堂
を
作
る
べ
き
地
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
式
場

に
充
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
扨
而
当
日
の
来
客
は
少
な
く
積
つ
て
も
三
千
は
来
る
若
し
晴
天
な
れ
ば
四
千
人
以
上
に
な
る
も
知
れ
ぬ
と
見

て
、
扨
而
こ
れ
を
容
る
ゝ
の
テ
ン
ト
を
張
ら
さ
る
を
得
な
い
が
、
な
か
〳
〵
日
本
で
は
斯
る
大
規
模
の
テ
ン
ト
は
無
い
の
で
、
已
む
な
く

広
目
屋
に
言
ひ
つ
け
て
幾
く
つ
も
テ
ン
ト
を
つ
な
い
で
不
体
裁
な
か
ら
式
場
は
出
来
た
が
、
四
五
千
の
大
衆
を
会
す
る
こ
と
の
少
な
い
我

国
で
は
今
更
な
か
ら
此
般
の
設
備
の
困
難
な
る
を
感
じ
た

○
大
隈
伯
は
テ
ン
ト
設
備
如
何
と
最
も
意
を
用
へ
ら
れ
前
日
よ
り
屡
々
見
廻
は
ら
れ
た
が
式
日
の
前
夜
は
特
に
見
廻
ら
れ
、
幹
事
を
呼
出

し
て
自
ら
こ
ゝ
は
彼
様
に
彼か
し
こ処
は
此
の
様
に
改
む
べ
し
な
ど
熱
心
に
指
図
せ
ら
れ
夜
陰
の
こ
と
ゝ
て
幹
事
も
大
い
に
狼
狽
を
極
め
漸
く
人

夫
を
集
め
て
伯
の
指
図
に
応
じ
た
り
と
云
ふ

○
愈
々
十
九
日
則
ち
専
門
学
校
と
早
稲
田
大
学
の
歴
史
に
特
筆
大
書
す
べ
き
日
が
来
た
、
前
日
の
大
雨
は
夜
来
残
り
な
く
収
ま
り
朝
来
一

天
拭
ふ
か
ご
と
く
霄
れ
渡
り
た
る
は
何
寄
の
挙
で
あ
つ
た

○
扨
て
当
日
定
刻
式
場
に
参
列
し
た
惣
数
は
学
生
か
二
千
四
五
百
も
あ
ら
ん
校
友
講
師
を
合
せ
て
五
六
百
来
賓
か
五
百
と
見
る
も
凡
そ
四

千
人
で
あ
る
、
如
斯
き
大
衆
を
会
す
る
に
は
我
校
に
於
て
未
曾
有
な
る
の
み
な
ら
ず
日
本
に
於
て
も
余
り
例
之
多
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
、
無

慮
六
七
千
と
云
ふ
て
も
誇
張
と
思
は
れ
ぬ
程
の
盛
況
で
後
れ
馳
せ
に
遣
つ
て
来
た
賓
客
の
坐
席
を
作
る
に
は
頗
る
困
却
し
校
友
の
折
角
占

め
居
る
坐
を
奪
ふ
て
之
れ
を
与
ふ
る
の
已
む
を
得
ざ
る
仕マ
マ

末
で
あ
つ
た
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○
今
日
の
式
場
に
演
説
を
頼
む
た
面
々
は
教
育
当
局
者
と
し
て
文
部
大
臣
学
者
の
代
表
者
と
し
て
加
藤
弘
之
実
業
家
の
代
表
者
と
し
て
は

渋
沢
栄
一
と
云
ふ
処
で
あ
る
か
洋
行
中
の
不
在
で
あ
る
か
ら
日
本
銀
行
の
総
裁
山
本
達
雄
、
政
治
家
と
し
て
は
伊
藤
候マ
マ

爵
、
こ
れ
等
の

面
々
は
何
れ
も
当
日
の
式
に
演
説
す
る
を
栄
と
し
快
よ
く
承
知
し
た
、
伊
藤
な
ど
喜
む
で
応
じ
た
と
使
に
行
つ
た
長
田
秋
濤
の
話
し
で
あ

る○
少
し
く
当
日
の
演
説
を
評
し
て
見
ん
か
鳩
山
校
長
の
演
説
は
例
の
ご
と
く
淡
泊
で
あ
つ
た
か
声
は
よ
く
通
徹
し
た
、
学
校
の
成
功
を
隈

伯
に
帰
し
且
つ
伯
夫
人
の
内
助
大
い
に
学
生
を
奨
励
す
る
に
功
あ
り
し
と
特
に
お
世
辞
を
夫
人
に
呈
し
た
る
は
誰
れ
も
今
迄
忘
れ
て
言
は

ぬ
事
で
あ
る
が
校
長
か
之
れ
を
特
説
せ
し
は
体
を
得
た
り
と
云
ふ
て
よ
ろ
し
い

○
大
隈
伯
の
演
説
は
常
よ
り
不
出
来
で
あ
つ
た
、
然
し
小
野
梓
の
功
忘
る
可
ら
ず
若
し
小
野
氏
に
し
て
幸
に
存
命
せ
ば
此
の
祝
典
に
際
し

定
め
て
感
喜
措
く
能
は
さ
る
者
あ
ら
ん
と
云
ひ
し
は
今
日
の
演
説
中
欠
く
可
ら
さ
る
事
実
に
し
て
鳩
山
校
長
か
特
に
天
野
高
田
坪
内
三
博

士
を
云
々
し
て
小
野
を
逸
し
た
る
を
補
ひ
得
て
最
も
好
を
感
せ
し
め
た
り

○
菊
池
文
相
の
祝
詞
代
読
も
別
に
非
難
す
べ
き
所
な
し

○
山
本
は
不
弁
舌
で
あ
る
、
し
か
し
お
め
す
臆
せ
ず
わ
か
り
切
つ
た
る
経
済
話
を
な
せ
し
処
山
本
の
山
本
た
る
処
か
、
演
説
余
り
に
長
く

退
屈
を
生
せ
し
も
生
徒
は
不
思
議
に
静
粛
謹
聴
の
大
任
務
を
完
ふ
せ
り

○
加
藤
博
士
は
大
学
の
沿
革
（
外
国
の
）
や
外
国
の
大
学
数
と
人
口
の
比
較
な
ど
を
調
べ
て
来
て
云
々
せ
り
余
り
新
ら
し
き
事
実
で
も
な

い
か
学
生
の
着
眼
と
し
て
は
面
白
ろ
い
、
加
藤
老
人
の
特
色
は
此
辺
に
在
る
の
だ
、
い
つ
も
特
色
を
改
め
な
い
処
流
石
に
感
服
す
べ
き
で

あ
る

○
伊
藤
候マ
マ

も
案
内
の
先
駆
と
し
て
行
つ
た
長
田
や
其
後
礼
旁
正
式
の
案
内
に
は
る
〳
〵
大
磯
迄
出
か
け
た
高
田
よ
り
学
校
の
沿
革
や
苦
辛

話
を
一
と
通
り
聞
え
て
居
つ
た
も
の
と
見
え
て
な
か
〳
〵
剴
切
な
演
説
を
や
つ
た
、
学
校
の
今
日
あ
る
を
致
し
た
る
原
因
を
経
済
の
遣
り
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方
の
当
を
得
た
る
に
帰
せ
し
ご
と
き
こ
れ
迄
誰
れ
も
云
は
ぬ
事
で
実
は
よ
く
事
実
を
道
破
し
た
事
で
あ
る
、
又
学
校
の
遣
り
口
を
確
か
に

営
業
的
に
あ
ら
ざ
り
し
と
賞
賛
せ
し
ご
と
き
拍
手
を
禁
じ
能
は
さ
る
処
で
あ
る
、
伯
の
学
校
に
対
す
る
冤
罪
を
弁
じ
た
る
が
如
き
余
等
を

し
て
無
慮
の
感
に
堪
え
さ
ら
し
め
た
り
、
伊
藤
も
大
分
今
日
の
演
説
を
遣
る
に
身
構
ひ
を
な
し
来
り
し
と
見
え
立
派
に
草
稿
を
作
つ
て
来

た
演
説
の
調
子
も
例
の
如
く
朗
読
的
で
漢
語
つ
な
ぎ
倔
屈
の
演
説
で
あ
つ
た
、
而
し
速
記
し
て
見
る
と
ケ
様
の
演
説
は
立
派
に
読
め
る
も

の
で
あ
る

○
毎
年
の
卒
業
式
に
朝
野
の
名
士
を
一
人
つ
ゝ
招
い
て
演
説
せ
し
む
る
が
二
十
年
来
の
慣
例
で
一
返マ
マ

は
大
抵
の
名
家
は
出
席
し
た
が
伊
藤

候マ
マ

の
出
席
は
こ
れ
が
初
め
て
ゞ
あ
る
、
度
々
伊
藤
を
招
く
方
法
を
講
し
た
事
も
あ
る
が
、
時
会
宜
し
か
ら
ず
し
て
実
行
の
難
き
を
感
せ
し

め
し
こ
と
こ
ゝ
に
十
数
年
今
日
終
に
此
処
に
連
れ
来
る
を
得
し
は
一
は
時
勢
の
一
斑
を
見
る
べ
し
又
機
運
の
一
端
を
も
知
る
を
得
べ
し
、

早
稲
田
の
土
壌
に
伊
藤
の
顔
を
印
す
る
を
見
て
は
無
量
の
感
懐
を
禁
じ
能
は
ず
、
思
ふ
に
独
り
余
の
み
な
ら
ず
学
校
の
歴
史
に
浅
か
ら
さ

る
関
連
を
有
す
る
も
の
は
恐
ら
く
皆
同
感
な
ら
ん

○
演
説
は
何
れ
も
予
想
よ
り
も
長
か
つ
た
、
そ
れ
か
為
め
に
園
遊
会
の
時
間
も
後
れ
た
が
、
演
説
の
長
き
に
多
数
の
会
衆
か
退
屈
し
つ
ゝ

も
よ
く
耐
忍
し
て
演
説
者
を
満
足
せ
し
め
し
は
式
の
体
面
に
於
て
大
い
に
満
足
す
べ
き
で
あ
る

○
加
藤
老
博
士
の
演
説
の
処
に
書
く
べ
き
で
あ
つ
た
が
順
序
は
違
つ
て
も
漏
ら
す
可
ら
さ
る
所
感
が
あ
る
、
そ
れ
は
何
か
と
云
ふ
に
二
十

年
前
即
ち
専
門
学
校
創
立
の
当
時
我
々
が
帝
国
大
学
に
於
て
校
長
と
し
て
戴
い
た
人
は
即
ち
け
ふ
此
の
式
場
で
早
稲
田
大
学
の
開
校
を
目

出
度
し
と
祝
詞
を
述
べ
て
居
る
加
藤
君
で
あ
つ
た
、
当
時
の
加
藤
君
は
我
々
か
小
野
に
親
し
み
大
隈
に
接
し
政
党
に
関
係
す
る
を
ヒ
ド
ク

嫌
つ
た
、
そ
れ
で
当
時
の
政
治
学
の
受
持
講
師
フ
ヰ
ネ
ロ
サ
を
し
て
卒
業
式
場
に
於
て
暗
に
吾
々
の
行
動
を
非
と
す
る
演
説
を
な
さ
し
め

た
位
で
あ
る
、
当
時
我
々
か
私
立
専
門
学
校
を
創
設
す
る
に
つ
き
加
藤
君
は
別
に
何
も
言
は
な
か
つ
た
が
小
野
や
大
隈
の
如
き
政
治
家
と

共
に
図
つ
て
大
学
に
対
抗
す
る
ご
と
き
学
校
の
経
画
に
対
し
て
も
無
論
よ
く
思
は
な
か
つ
た
に
違
い
な
い
か
そ
れ
で
あ
る
か
ら
一
時
は
高



294

田
や
天
野
や
坪
内
の
如
き
満
足
に
大
学
を
卒
業
し
てマ
マ

連
中
も
大
学
よ
り
久
し
い
間
他
人
扱
い
を
受
け
た
位
で
あ
る
の
だ
、
然
る
に
今
日
そ

の
老
人
が
快
よ
く
招
待
に
応
じ
て
早
稲
田
大
学
創
立
の
挙
を
嘉
み
し
こ
れ
迄
の
苦
辛
を
多
と
す
る
は
時
勢
の
推
移
気
運
の
変
転
に
よ
る
と

は
云
へ
我
々
に
は
他
人
の
知
ら
さ
る
感
慨
の
胸
間
に
出
没
す
る
を
禁
じ
能
は
ず
で
あ
る

○
式
後
大
隈
邸
の
園
遊
会
は
別
に
記
す
べ
き
程
の
こ
と
も
無
い
、
唯
た
い
つ
も
立
会
の
饗
応
は
伯
の
賄
で
あ
る
が
、
い
つ
も
い
つ
も
伯
を

煩
は
す
は
心
外
で
あ
る
と
云
ふ
趣
意
か
ら
今
度
の
賄
の
費
用
は
学
校
で
弁
ず
る
筈
で
あ
る
、
こ
れ
丈
か
い
つ
も
の
園
遊
会
と
趣
を
異
に
し

て
居
る

○
園
遊
会
か
終
る
と
一
杯
元
気
で
提
灯
行
列
に
出
か
け
る
と
云
ふ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
、
し
か
し
一
杯
元
気
と
云
ふ
も
の
ゝ
園
遊
会
で
麦

酒
に
あ
り
つ
く
も
の
は
賓
客
や
講
師
や
校
友
で
学
生
は
一
杯
元
気
と
云
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
、
終
日
式
に
つ
か
れ
た
揚
句
長
距
離
の
歩

行
は
学
生
に
取
り
て
も
取
り
わ
け
職
員
に
取
り
て
も
難
儀
な
事
で
あ
る
が
し
か
し
式
当
日
多
衆
の
会
し
た
機
会
に
こ
れ
を
遣
ら
さ
れ
ば
決

し
て
成
効
し
な
い
は
歴
然
で
あ
る
か
ら
断
然
此
日
と
決
定
し
た
の
で
あ
る

○
炬
火
行
列
は
外
国
で
よ
く
や
る
示
威
運
動
で
西
洋
の
大
学
な
ど
に
は
恰
も
今
度
の
如
き
場
合
に
遣
る
ソ
ウ
だ
、
児
戯
に
類
す
る
様
だ
が

外
国
で
は
六
十
七
十
の
老
人
迄
加
は
つ
て
真
面
目
に
遣
る
ソ
ウ
だ
、
日
本
で
も
慶
応
義
塾
に
や
つ
た
事
が
あ
る
、
其
と
き
は
確
か
よ
く
出

来
た
様
で
あ
つ
た
が
、
早
稲
田
大
学
は
慶
応
義
塾
と
気
風
自
ら
異
な
り
彼
れ
か
如
く
西
洋
崇
拝
で
な
い
か
ら
、
成
功
如
何
と
実
は
気
遣
つ

た
、
併
し
早
稲
田
中
学
の
生
徒
は
兎
に
角
訓
練
し
て
あ
り
強
制
的
に
や
れ
る
か
ら
大
概
は
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
と
高
を
く
ゝ
つ
て
か
ゝ
つ

た
が
果
し
て
大
出
来
で
あ
つ
た
、

○
提
灯
行
列
は
今
度
の
式
典
の
趣
向
の
内
で
最
も
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
る
、
若
し
こ
れ
に
失
体
で
も
あ
る
か
、
左
な
き
も
余
り
見
栄
え

な
き
様
の
事
あ
り
て
は
実
に
大
事
で
あ
る
と
云
ふ
事
か
ら
当
局
者
は
尤
も
こ
れ
が
取
締
や
督
励
に
意
を
用
ひ
必
ら
ず
隊
長
は
学
校
の
重
な

る
職
員
で
平
素
学
生
に
信
を
博
し
て
居
る
も
の
と
し
た
、
こ
れ
と
同
時
に
隊
長
は
い
か
に
平
素
無
性
の
人
で
も
今
日
は
真
面
目
に
責
務
を
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完
ふ
せ
さ
る
可
ら
ず
と
し
た
、
余
の
如
き
も
身
体
に
申
分
が
無
け
れ
ば
自
ら
進
む
で
一
軍
の
将
た
る
べ
き
に
、
此
度
は
閉
口
し
て
自
ら
も

申
出
で
ず
、
人
も
病
人
と
見
て
責
任
を
免
除
し
て
呉
れ
た
、
ま
こ
と
に
な
さ
け
無
い
は
病
体
で
あ
る

○
朝
か
ら
の
問
題
で
靴
に
足
痛
を
感
じ
た
余
は
園
遊
会
が
済
む
と
直
ち
に
帰
宅
し
た
が
此
の
千
載
一
遇
の
行
列
に
加
は
ら
な
い
の
は
実
に

遺
憾
の
極
で
あ
る
か
ら
切
め
て
は
二
丁
で
も
三
丁
で
も
紀
念
の
た
め
に
加
ら
ん
と
和
服
に
改
装
し
行
列
を
九
段
坂
下
に
迎
へ
た
、
ま
づ
九

段
坂
を
下
る
行
列
の
光
景
を
こ
ゝ
に
聊
か
記
し
て
置
か
う

○
五
時
半
に
早
稲
田
を
発
し
た
行
列
で
あ
る
か
ら
六
時
過
に
は
九
段
へ
通
り
か
ゝ
る
と
時
間
を
見
計
ら
ひ
出
か
け
て
行
つ
た
が
予
想
よ
り

は
後
れ
て
十
五
分
余
り
待
つ
た
が
、
遥
か
に
坂
上
に
奏
楽
の
声
が
聞
こ
え
る
と
間
も
な
く
紅
い
提
灯
か
見
え
は
じ
め
た
、
そ
れ
は
三
人
一

列
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
遠
く
よ
り
見
る
と
紅
い
縄
を
坂
上
よ
り
曵
く
様
に
見
え
奏
楽
に
連
れ
て
蜿
蜒
と
下
つ
て
来
る
有
様
は
な

か
〳
〵
の
壮
観
で
前
刻
よ
り
道
の
両
側
に
立
迎
へ
た
る
群
衆
は
堵
を
築
き
行
列
の
灯
火
か
見
え
る
と
何
れ
も
覚
え
ず
喝
采
を
し
た
、
扨
而

行
列
の
先
鋒
は
漸
や
く
坂
を
下
つ
た
か
先
鋒
隊
は
早
稲
田
中
学
の
学
生
で
高
く
紀
念
会
と
開
校
式
を
染
抜
き
た
る
高
張
を
擡
け
た
る
を
見

れ
ば
早
稲
田
中
学
と
大
書
し
あ
り
た
り
中
学
生
は
常
に
号
令
の
下
に
進
退
す
る
慣
例
あ
れ
ば
歩
調
も
よ
く
と
ゝ
の
ひ
唱
歌
の
声
も
さ
す
が

に
面
白
ろ
く
聞
こ
え
た
り

○
想
ふ
に
炬
火
行
列
若
く
は
た
い
ま
つ
行
列
は
慶
応
義
塾
に
帝
国
大
学
に
（
憲
法
発
布
の
節
）
催
さ
れ
た
る
こ
と
あ
り
、
然
れ
と
も
紅
灯

を
以
つ
て
炬
火
に
代
ゆ
る
は
体
裁
に
於
て
よ
ろ
し
き
の
み
な
ら
ず
衛
生
に
も
防
火
に
も
よ
ろ
し
き
は
言
ふ
を
待
た
ず
、
但
し
見
栄
え
は
何

れ
か
と
云
へ
ば
炬
火
行
列
を
目
撃
せ
し
友
人
は
そ
は
カ
ン
テ
ラ
の
方
な
り
と
云
へ
り
、
如
何
に
も
む
き
出
し
た
る
灯
火
が
油

を
放
ち
光

天
を
射
る
さ
ま
は
紅
灯
よ
り
見
栄
え
あ
る
べ
き
か
な
れ
ど
も
、
油

の
き
た
な
き
と
油
の
衣
類
を
汚
す
の
不
衛
生
は
な
か
〳
〵
に
、
特
に

衣
服
で
も
当
坐
用
に
作
ら
ず
て
は
堪
へ
が
た
か
ら
ん

○
兎
角
机
上
の
兵
法
は
実
地
に
協
は
ぬ
も
の
で
あ
る
、
伝
令
使
に
は
自
転
車
隊
こ
そ
よ
か
ら
め
と
、
其
事
に
定
め
し
が
、
速
力
の
著
し
く
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異
な
る
車
隊
な
ん
ど
斯
る
場
合
に
先
駆
な
ど
ゝ
な
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
矢
張
り
騎
馬
に
て
奏
楽
に
つ
れ
徐
づ
〳
〵
と
進
む
の
優
る
万
々

た
る
は
今
度
に
於
て
実
験
さ
れ
た
り

○
早
稲
田
中
学
の
一
隊
が
万
世
橋
の
筋
道
を
曲
り
て
二
六
新
報
社
迄
を
過
ぎ
た
ら
ん
と
覚
し
き
こ
ろ
実
業
学
校
の
一
隊
は
来
れ
り
、
こ
れ

か
隊
長
は
天
野
博
士
な
り
、
有
名
な
る
無
性
先
生
年
に
一
度
徒
歩
な
ど
せ
し
こ
と
な
き
男
な
り
、
又
斯
る
運
動
な
ど
に
は
真
先
に
欠
席
を

例
と
す
る
先
生
な
り
、
こ
れ
を
通
過
の
路
傍
に
フ
ト
思
ひ
出
で
、
其
の
一
隊
の
来
る
を
迎
へ
試
み
に
天
野
は
あ
る
と
の
ぞ
け
ば
殊
勝
な
り
、

平
生
の
無
性
に
は
似
ず
粛
然
と
し
て
先
導
し
居
り
た
る
に
は
成
る
程
感
服
と
一
笑
し
た

○
実
業
学
校
の
一
隊
去
つ
て
漸
く
に
し
て
早
稲
田
大
学
の
諸
隊
は
高
等
予
科
の
一
隊
を
先
鋒
と
し
て
来
る
は
余
は
之
れ
に
投
じ
て
行
列
と

共
に
進
行
し
神
保
町
角
に
更
ら
に
政
治
経
済
の
一
隊
即
ち
高
田
か
率
へ
し
一
隊
を
迎
へ
之
れ
と
共
に
更
ら
に
進
行
せ
り

○
神
保
町
小
川
町
辺
は
九
段
下
よ
り
も
群
衆
の
混
雑
一
層
甚
し
く
殊
に
当
夜
は
月
色
も
染
み
渡
り
た
れ
ば
月
見
が
て
ら
の
意
着
男
女
の
賑

ひ
さ
な
か
ら
祭
礼
で
も
あ
る
か
の
様
に
思
は
れ
た
り
又
此
辺
は
学
校
に
縁
故
あ
る
書
店
少
か
ら
ず
こ
れ
等
は
勿
論
左
な
く
も
自
家
の
広
告

の
た
め
又
学
校
と
未
来
の
関
係
を
欲
す
る
た
め
何
れ
も
盛
ん
に
歓
迎
準
備
を
な
し
或
は
店
頭
に
早
稲
田
大
学
の
開
校
を
祝
す
る
旨
を
大
書

し
た
る
額
を
掲
ぐ
る
あ
り
或
は
同
じ
文
字
を
染
抜
き
た
る
旗
や
提
灯
を
掲
ぐ
る
あ
り
、
行
列
の
通
過
す
る
や
店
員
は
大
挙
道
に
擁
し
て
万

歳
を
連
呼
し
行
列
又
其
店
の
為
め
に
万
歳
を
唱
ひ
て
相
応
す
る
、
喧
囂
は
天
地
を
撼
か
す
計
か
り
に
て
此
道
は
時
な
ら
ず
大
熱
閙
場
と
な

り
了
り
ぬ
、
余
は
行
列
進
行
中
富
山
房
の
前
を
過
き
小
野
先
生
に
旧
縁
あ
る
此
書
店
は
如
何
と
特
に
注
意
せ
し
に
店
先
に
先
生
の
肖
像
を

安
置
し
あ
り
た
り
、
こ
れ
に
は
余
も
無
慮
の
感
慨
を
惹
き
起
し
、
行
列
を
わ
さ
と
外
れ
て
店
近
く
進
み
像
を
拝
し
な
か
ら
よ
く
視
れ
ば
先

生
の
像
何
と
な
く
微
笑
を
含
み
居
る
か
の
如
く
見
ゆ
る
は
余
の
意
想
な
れ
ど
も
氏
に
し
て
霊
あ
ら
ば
此
の
行
列
を
見
て
喝
采
禁
す
る
能
は

さ
る
も
の
あ
ら
ん

○
更
ら
に
進
む
て
雉
子
町
辺
に
行
く
に
何
人
に
も
目
立
ち
た
る
は
日
本
新
聞
社
の
闃
然
と
し
て
斯
る
場
合
に
不
似
合
な
る
冷
淡
の
態
度
は
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人
を
し
て
不
満
に
感
せ
し
め
し
の
み
か
新
聞
社
又
営
業
に
抜
目
あ
る
も
の
と
の
感
を
抱
か
し
め
た
り
勿
論
社
の
構
造
は
表
屋
敷
に
あ
ら
さ

れ
ば
他
の
同
業
者
と
聊
か
趣
を
異
に
し
歓
迎
を
な
す
に
多
少
不
便
の
か
ど
無
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
操
觚
者
と
し
て
は
誠
に
似
合
は
し
か
ら

さ
る
怠
慢
と
云
は
さ
る
を
得
ず
、

○
「
日
本
」
と
反
対
に
満
場
の
同
情
を
表
し
大
歓
迎
を
な
せ
し
は
「
二
六
新
報
」
社
な
り
け
り
彼
れ
は
街
道
を
挟
む
て
大
緑
門
を
構
ひ
大

灯
籠
を
掲
げ
祝
早
稲
田
大
学
開
校
と
大
書
し
社
長
秋
山
は
自
ら
社
員
朋
友
を
率
い
て
社
楼
の
欄
干
に
整
列
し
手
巾
を
揮
つ
て
歓
迎
し
た
り

こ
れ
は
二
六
社
に
於
て
未
曽
有
の
事
に
て
社
の
祝
典
に
際
し
て
す
ら
今
迄
斯
る
設
備
を
な
せ
し
こ
と
な
し
と
云
ふ
社
前
は
馬
車
鉄
道
敷
設

し
あ
り
馬
車
通
行
の
時
刻
内
と
て
社
前
の
雑
踏
は
譬
ふ
る
に
も
の
な
く
万
歳
の
声
は
楼
上
と
途
上
と
相
応
じ
耳
を
聾
す
る
計
覚
え
す
人
を

し
て
快
哉
を
呼
ば
し
め
た
り
、
嗚
呼
斯
る
機
会
に
思
ひ
切
つ
た
る
大
歓
迎
を
な
す
は
、
新
聞
社
そ
れ
自
身
に
取
り
て
も
頗
る
有
益
の
事
な

り
秋
山
定
輔
な
か
〳
〵
の
利
巧
も
の
な
る
こ
と
今
回
の
挙
に
依
り
尤
も
よ
く
知
ら
れ
た
り

○
余
は
二
六
社
前
よ
り
列
を
脱
し
先
駆
隊
を
迎
ひ
且
つ
二
重
橋
集
合
之
光
景
を
見
ん
と
て
、
そ
れ
へ
赴
き
し
が
そ
の
模
様
は
後
に
書
く
こ

と
に
し
て
行
列
か
新
橋
ま
で
進
行
し
た
其
途
上
の
光
景
を
聞
く
に
到
る
処
の
歓
迎
は
予
期
よ
り
も
盛
ん
に
し
て
日
報
社
の
ご
と
き
は
当
日

休
業
な
る
に
拘
ら
す
殊
に
花
瓦
斯
を
点
し
て
盛
ん
に
歓
迎
し
平
素
同
感
を
寄
せ
居
る
新
聞
社
に
劣
ら
さ
る
挙
措
を
な
せ
し
ご
と
き
は
特
筆

の
価
あ
り
読
売
社
に
て
麦
茶
と
蝋
燭
を
供
給
せ
し
は
誰
れ
の
指
図
か
調
法
の
点
に
於
て
大
喝
采
を
博
し
た
り
丸
善
主
人
か
シ
ル
ク
ハ
ツ
ト

を
戴
い
て
出
で
迎
万
歳
を
唱
ひ
た
る
後
行
列
に
も
書
店
の
為
万
歳
を
請
ひ
る
か
ご
と
き
兎
角
世
の
中
は
交
換
的
な
り
け
り
殊
に
お
か
し
き

は
中
将
湯
か
大
歓
迎
を
な
せ
し
こ
と
な
り
女
子
大
学
な
ら
ば
縁
故
も
あ
ら
め
男
子
学
校
に
中
将
湯
の
歓
迎
少
し
く
方
角
違
な
り
と
て
校
友

の
一
人
は
笑
ひ
な
が
ら
報
ぜ
し
を
其
儘
に
書
き
つ
く

○
話
頭
転
し
て
余
は
二
重
橋
の
方
へ
迎
へ
し
が
同
所
へ
着
せ
し
は
九
段
坂
に
先
駆
隊
を
迎
へ
し
よ
り
既
に
一
時
間
半
に
も
垂
ん
と
す
れ
ば

間
も
な
く
先
駆
隊
は
こ
ゝ
に
来
る
な
ら
ん
と
思
ひ
の
外
三
十
分
余
待
受
け
た
り
扨
而
兼
而
新
聞
紙
上
に
て
今
夜
の
催
し
を
聞
知
せ
る
都
下
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の
老
弱
男
女
は
月
夜
に
乗
じ
て
余
の
至
る
前
四
方
よ
り
集
ま
り
会
し
居
る
も
の
既
に
数
百
の
多
き
に
及
び
其
後
追
て
来
り
会
せ
る
も
の
又

数
百
に
達
し
た
る
が
七
時
（
？
）
五
十
分
と
云
ふ
時
刻
に
先
駆
隊
は
奏
楽
と
共
に
見
付
に
入
り
来
り
天
地
を
撼
か
す
喝
采
声
裡
に
徐
々
と

二
重
橋
近
く
よ
り
整
列
を
は
じ
め
た
る
が
最
尾
隊
の
着
す
る
ま
で
凡
そ
三
十
分
間
を
費
や
し
、
高
き
処
に
攀
ち
て
群
衆
を
見
れ
ば
さ
し
も

に
広
き
境
内
も
紅
灯
な
ら
さ
る
な
く
壮
観
云
は
ん
方
な
く
校
長
の
発
声
に
て
天
皇
陛
下
の
万
歳
を
三
呼
し
一
同
恭
し
く
礼
を
な
し
て
思
ひ

〳
〵
に
退
散
を
は
じ
め
た
り
、
当
初
此
処
に
於
て
爆
竹
を
な
す
予
定
な
り
し
も
宮
城
警
察
に
て
認
可
を
与
え
さ
り
し
な
ら
ん
其
事
は
已
み

し
が
、
無
論
聖
上
の
御
膝
元
へ
斯
る
多
衆
会
合
し
喧
囂
を
極
む
る
事
に
な
れ
ば
予
じ
め
今
夕
の
事
は
奏
上
に
及
び
居
た
る
に
相
違
な
く
、

或
は
伝
ふ
聖
上
は
畏
く
も
今
夕
の
事
を
い
と
も
興
あ
る
事
に
覚
召
さ
れ
一
同
陛
下
の
万
歳
を
三
唱
せ
し
頃
は
高
楼
に
御
出
御
あ
り
親
し
く

群
衆
を
見
そ
な
は
せ
ら
れ
龍
顔
殊
に
麗
は
し
か
り
し
と
（
此
事
は
二
六
其
他
の
新
聞
に
も
掲
載
し
あ
り
）
嗚
呼
今
よ
り
二
十
年
前
を
顧
み
れ
ば

短
褐
汚
袴
を
穿
ち
た
る
五
六
大
学
書
生
が
教
鞭
を
取
り
七
八
十
人
の
生
徒
に
業
を
授
け
、
草
深
き
早
稲
田
の
里
と
共
に
世
人
も
余
り
注
意

せ
さ
り
し
私
立
学
校
も
、
二
十
年
の
星
霜
を
経
て
今
や
天
聴
を
煩
し
龍
眄
を
辱
ふ
す
る
に
至
る
曷
ん
ぞ
今
夕
に
感
じ
て
熱
涙
な
き
を
得
ん

や
後
に
て
聞
け
ば
当
夜
校
友
数
輩
は
某
酒
楼
に
会
せ
し
が
坐
中
田
原
栄
あ
り
龍
眄
を
蒙
む
り
し
一
報
を
耳
に
す
る
や
感
激
に
堪
へ
す
声
を

惜
ま
す
泣
き
出
せ
り
と
田
原
は
学
校
の
最
も
窮
厄
時
代
に
尽
萃
せ
し
も
の
感
極
ま
り
て
此
の
態
を
為
す
も
と
是
れ
当
然
と
云
ふ
べ
き
の
み

○
五
千
の
大
衆
夜
中
都
下
を
横
行
す
多
少
の
失
体
や
行
違
位
は
設
令
あ
り
し
と
て
別
に
咎
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
而
る
に
些
の
規
律
に
触
れ

し
こ
と
な
か
り
し
は
特
記
す
る
に
足
る
、
又
警
視
庁
も
深
く
同
情
を
寄
せ
し
と
覚
し
く
都
下
幾
千
の
巡
査
を
非
常
召
集
し
尤
も
深
切
な
る

警
戒
を
加
え
吾
校
を
し
て
頗
る
満
足
を
感
せ
し
め
し
も
又
特
記
を
要
す

○
行
列
を
行
ひ
し
翌
日
即
二
十
日
の
午
後
よ
り
校
友
帝
国
ホ
テ
ル
に
大
隈
伯
以
下
学
校
に
功
労
あ
る
も
の
十
数
名
を
招
請
し
頌
表
を
呈
す

余
も
亦
与
る
、
頌
表
贈
進
に
対
し
大
隈
伯
前
島
鳩
山
天
野
の
諸
氏
は
或
は
一
個
人
と
し
て
或
は
数
人
の
代
理
と
し
て
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
た

る
が
余
も
砂
川
田
原
小
川
平
田
山
田
（
一
郎
）
今
井
、
秀
島
の
七
名
に
代
り
て
左
の
如
き
謝
辞
を
述
べ
た
り
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世
の
中
追
々
形
式
に
流
れ
て
賛
辞
真
の
賛
辞
な
ら
ず
勲
章
必
ら
ず
し
も
功
勲
を
表
せ
ず
お
世
辞
や
諛
辞
や
賞
功
の
表
示
に
随
伴
し
ウ
ツ

カ
リ
と
褒
め
詞
を
受
取
り
か
た
き
おマ

マぶ
な
き
世
の
中
に
於
て
少
し
も
懸
念
な
く
又
尤
も
愉
快
に
受
取
得
べ
き
は
諸
同
人
よ
り
与
へ
ら
れ
た

る
賛
辞
な
り
諸
同
人
は
日
夕
相
往
来
す
る
も
の
吾
れ
の
非
も
吾
れ
の
瑕
瑾
も
皆
な
尽
知
し
て
而
し
て
後
お
世
辞
な
く
謟
諛
な
く
褒
む
べ
き

を
褒
む
こ
れ
真
の
褒
む
る
な
り
諸
同
人
は
わ
る
口
に
は
巧
者
の
方
な
れ
と
も
人
を
褒
る
は
寧
ろ
巧
者
に
あ
ら
ず
而
る
に
褒
る
を
苟
く
も
せ

さ
る
諸
君
か
吾
れ
〳
〵
の
微
功
を
用
捨
な
く
褒
む
、
吾
等
敢
て
当
ら
す
と
雖
も
其
栄
や
実
に
大
な
り
吾
れ
〳
〵
は
王
候マ
マ

の
勲
爵
を
拝
す
る

よ
り
も
諸
同
人
の
頌
辞
を
栄
と
す
る
も
の
な
り
庶
幾
く
は
益
々
勤
勉
し
て
犬
馬
の
労
を
取
ら
ん
云
々

余
の
辞
は
如
此
な
り
と
雖
も
恐
ら
く
頌
を
受
け
た
る
も
の
ゝ
意
中
は
誰
れ
も
余
の
陳
ふ
る
所
の
如
く
な
ら
ん

○
小
野
東
洋
は
学
校
の
恩
人
な
り
君
の
死
は
学
校
の
不
幸
也
大
学
設
置
之
盛
事
君
の
霊
に
告
け
さ
る
可
ら
す
、
こ
ゝ
を
以
て
高
田
学
監
は

学
校
総
代
と
し
山
沢
俊
夫
は
校
友
総
代
と
し
て
小
野
君
の
墓
を
谷
中
に
展
し
恭
し
く
今
回
之
挙
を
告
げ
た
り
、
こ
れ
ま
こ
と
に
体
を
得
た

る
も
の
而
か
も
小
野
君
に
対
し
唯
た
こ
れ
の
み
に
て
は
少
し
く
慊
焉
た
る
処
あ
り
廿
一
日
地
方
校
友
を
招
請
の
席
上
此
事
に
関
し
二
三
同

人
よ
り
説
あ
り
余
も
一
説
を
提
出
せ
し
か
終
に
余
の
説
の
如
く
な
す
こ
と
ゝ
な
れ
り
、
そ
は
校
友
よ
り
功
労
者
の
油
絵
を
作
る
た
め
醵
集

せ
る
金
之
内
若
干
金
を
以
て
図
書
を
購
求
し
こ
れ
を
小
野
君
紀
念
之
為
め
図
書
館
に
備
付
く
べ
し
、
こ
れ
小
野
君
の
気
質
に
適
ひ
恐
ら
く

君
の
霊
も
之
れ
を
可
と
せ
ん
と
、
因
に
云
く
小
野
君
の
肖
像
は
油
絵
額
一
枚
あ
り
復
た
作
る
を
要
せ
さ
る
也
故
に
小
野
君
に
対
す
る
仕
向

は
他
と
異
に
せ
さ
る
を
得
ず
余
の
案
す
る
所
以
也

※
以
下
に
は
活
字
資
料
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
凡
例
に
記
し
た
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
の
み
を
記
す
。
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・
早
稲
田
大
学
開
校
式　

東
京
専
門
学
校
創
立
廿
週マ
マ

年
紀
念
会
順
序

・
提
灯
行
列
順
序

・
提
灯
行
列
ニ
関
ス
ル
心
得

・
出
発
順
序

・
早
稲
田
大
学
祝
典
行
進
歌

・
早
稲
田
大
学
祝
典
行
進
曲

・
早
稲
田
大
学
開
校　

東
京
専
門
学
校
創
立
二
十
年
紀
念
は
か
き

・
早
稲
田
大
学
基
金
寄
付
人
名　

明
治
三
十
五
年
十
月
十
六
日
調

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
早
稲
田
大
学
開
校
式

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
大
隈
伯
の
演
説

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
伊
藤
侯
爵
の
演
説

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
加
藤
文
学
博
士
の
演
説

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
山
本
日
本
銀
行
総
裁
の
演
説

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
菊
池
文
部
大
臣
の
祝
詞
大
要

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
開
校
式
と
牛
込
区
の
光
景

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
提
灯
行
列
と
我
社

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
大
隈
伯
演
説
大
要
（
早
稲
田
大
学
開
校
式
）

・〔
新
聞
記
事
切
抜
〕
伊
藤
侯
演
説
の
大
要
（
早
稲
田
大
学
開
校
式
）
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・
稟
告
校
友
諸
君

明
治
三
十
五
年
十
月
念
日
起
筆　

春
城
山
人


