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一
、
実　

学

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
島
善
高
と
申
し
ま
す
。
私
は
佐
賀
市
金
立
町
の
出
身
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

こ
う
い
う
場
所
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
非
常
に
光
栄
に
感
じ
る
と
同
時
に
、
ま
た
非
常
に
緊
張
も
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
中
学
生
の
ス
ピ
ー
チ
、
い
ず
れ
も
大
隈
さ
ん
を
的
確
に
と
ら
え
て
お
り
ま
し
て
、
私
が
こ
れ
か
ら
話
そ
う
と
思
う
こ
と
も
大

体
話
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
本
日
は
、
国
会
議
員
の
先
生
方
は
じ
め
、
小
学
生
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ど
こ
に
焦

点
を
絞
っ
て
話
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
と
悩
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
な
り
の
大
隈
重
信
観
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

本
日
ご
列
席
の
皆
様
は
、
大
隈
さ
ん
が
ど
う
い
う
人
生
を
送
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
業
績
を
残
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
大
体
の
事
は
ご

〔「
大
隈
祭
」
に
お
け
る
講
演
活
動
〕

大
隈
重
信
が
追
い
求
め
た
も
の

　

島　
　
　

善　

高
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承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
体
何
を
目
標
に
し
て
政
治
活
動
を
や
り
、
何
の
た
め
に
教
育
を
や
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
十
分
お
考
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
深
く
掘
り
下
げ
て
御
紹
介
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
大
隈
さ
ん
の
業
績
の
第
一
は
早
稲
田
大
学
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
早
稲
田
大
学
に
は
、
早
稲
田
大
学

校
歌
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
学
生
、
卒
業
生
、
教
職
員
は
皆
、
そ
ら
ん
じ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、「
早
稲
田
じ
ゃ
な
い
、
慶
応
出

身
だ
」
と
か
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
非
常
に
恐
縮
な
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
番
目
は
「
都
の
西

北
」
で
始
ま
り
、
二
番
目
が
「
東
西
古
今
の
文
化
の
う
し
ほ
」、
三
番
目
は
「
あ
れ
見
よ
か
し
こ
の
常
盤
の
森
は
」
で
始
ま
り
ま
す
。
皆

が
知
っ
て
い
る
、
皆
が
覚
え
て
る
こ
の
歌
、
い
っ
た
い
何
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
一
番
目
は
「
久
遠
の
理
想
」、

二
番
目
も
「
久
遠
の
理
想
」、
そ
し
て
三
番
目
に
も
「
理
想
の
光
」
と
あ
り
ま
す
。
早
稲
田
大
学
校
歌
の
メ
ー
ン
テ
ー
マ
は
「
理
想
」
な

の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
早
稲
田
大
学
校
歌
で
歌
っ
て
い
る
「
理
想
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
早
稲
田
大

学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み
ま
し
て
も
、
早
稲
田
大
学
の
百
年
史
を
開
い
て
み
ま
し
て
も
、
残
念
な
が
ら
こ
の
「
理
想
」
に
つ
い
て

は
一
言
も
触
れ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
本
日
は
、
早
稲
田
大
学
の
校
歌
に
書
か
れ
て
い
る
「
理
想
」、
そ
し
て
大
隈
さ
ん
が
追
い
求
め

た
「
理
想
」
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
の
理
解
す
る
範
囲
内
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
中
学
生
た
ち
が
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
隈
さ
ん
は
、
佐
賀
で
生
ま
れ
て
藩
校
弘
道
館
で
勉
強
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
大
隈
さ
ん
が
中
学
生
ぐ
ら
い
の
年
齢
の
と
き
、
十
五
六
歳
の
と
き
に
、
ペ
リ
ー
が
来
航
い
た
し
ま
し
た
。
藩
校
弘
道
館
で
は
儒
学
、

特
に
朱
子
学
を
皆
勉
強
し
て
い
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
朱
子
学
を
い
く
ら
学
ん
で
も
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
単
語
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん

し
、
ペ
リ
ー
が
乗
っ
て
き
た
軍
艦
の
造
り
方
な
ん
か
、
ど
こ
に
も
書
い
て
な
い
。
今
ま
で
一
生
懸
命
に
朱
子
学
を
勉
強
し
て
き
た
の
で
す

が
、
ペ
リ
ー
来
航
と
い
う
現
実
に
直
面
し
て
、
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
段
に
な
っ
て
、
朱
子
学
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
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こ
と
に
気
付
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
、
志
の
あ
る
若
い
青
年
た
ち
は
、
皆
、「
今
ま
で
ど
お

り
の
学
問
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
悩
み
ま
し
た
。

　

大
隈
さ
ん
は
、
藩
校
の
先
生
た
ち
に
抗
議
を
し
て
、
結
局
は
退
学
処
分
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
の
朱
子
学
の
眼

目
「
修
身
治
国
平
天
下
」（
自
分
の
身
を
修
め
、
家
庭
を
治
め
、
自
分
の
郷
里
を
治
め
、
そ
し
て
天
下
を
平
定
す
る
）
そ
れ
自
体
は
そ
れ
と
し
て
意

味
が
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
、
大
隈
さ
ん
は
学
校
騒
動
を
起
こ
し
て

退
学
処
分
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
大
隈
さ
ん
が
出
会
っ
た
の
が
、
藩
校
の
先
生
で
あ
っ
た
枝
吉
神
陽
で
す
。
枝
吉
神
陽
も
早
く
か
ら
朱
子
学
中
心
の
学
問
に

批
判
を
唱
え
て
い
ま
し
た
。
朱
子
学
も
も
ち
ろ
ん
い
い
と
こ
ろ
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
、
日
本
の
歴
史
と
か
、
日
本
の
法
律
と

か
、
貿
易
と
か
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
神
陽
は
、
奈
良
平
安
時
代
に
は
、
日
本
で
も
大
き
な
船
を
作
っ
て

海
外
に
行
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
、
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
鎖
国
を
し
て
、
貿
易
は
長
崎
に
限
る
と
い
う
よ
う
に
し
た
だ
け
で

あ
る
、「
そ
れ
じ
ゃ
、
よ
く
な
い
。
学
問
は
、
実
際
の
役
に
立
た
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
ま
す
。

実
学
で
あ
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
、
こ
の
神
陽
先
生
の
教
え
を
受
け
て
、
国
学
と
か
、
律
令
と
か
、
あ
る
い
は
実
際
に
役
に
立
つ
学
問
に

目
を
向
け
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

当
時
、
日
本
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
だ
け
を
公
式
の
外
国
語
と
し
て
許
可
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
オ
ラ
ン
ダ
語
は
世
界
に
通
じ

な
い
、
世
界
に
通
じ
る
の
は
英
語
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
隈
さ
ん
は
佐
賀
藩
に
提
案
し
て
、
長
崎
に
致
遠
館
（
最
初
は
蕃
学
稽
古
所
）

を
作
ら
せ
ま
し
た
。
長
崎
駅
か
ら
歩
い
て
十
分
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
在
は
碑
文
が
建
っ
て
お
り
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
致
遠
館
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の
宣
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
英
語
を
一
生
懸
命
教
わ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
聖
書
を
学
ん
だ
り
、

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
学
ん
だ
り
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
の
大
隈
さ
ん
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
、
西
洋
の
立
憲
思
想
、
そ
し
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て
議
会
制
民
主
主
義
を
学
ん
だ
こ
と
で
す
。「
政
治
と
い
う
の
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
議
論
を
し
て
結
論
を
出
し
て

い
く
、
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
に
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
大
隈
さ
ん
が
終
生
持
ち
続
け
た
理
想
の
一
つ
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
の
ち
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
て
明
治
政
府
が
で
き
ま
す
と
、
大
隈
さ
ん
は
明
治
政
府
の
官
僚
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
い
き
さ
つ
は
、
本
日
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

二
、
真
の
利

　

幕
末
に
佐
賀
・
長
崎
で
成
長
し
た
大
隈
さ
ん
に
、
さ
ら
に
、
も
う
少
し
素
晴
ら
し
い
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
が
、
小
野
梓
と
い
う
人
で
あ

り
ま
す
。
小
野
梓
は
、
四
国
の
一
番
西
側
に
宿
毛
と
い
う
、
現
在
、
人
口
三
万
人
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
小
さ
な
市
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
の
出
身
者
で
あ
り
ま
し
て
、
明
治
の
初
め
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
帰
国
し
ま
す
。
当
時
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ベ
ン
タ
ム
と
い
う
人
の
功
利
主
義
思
想
が
流
行
し
て
お
り
ま
し
た
。
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
政
治
の
目
的
は
、

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」

と
い
う
、
有
名
な
も
の
で
す
ね
。
何
代
か
前
の
総
理
大
臣
も
、「
最
少
不
幸
社
会
を
作
る
の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
つ

い
一
週
間
ほ
ど
前
に
も
、
あ
る
県
知
事
さ
ん
が
、「
政
治
の
目
的
は
、
幸
せ
の
量
を
最
大
に
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
も
、
功
利
主
義
に
属
す
る
考
え
と
見
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

　

小
野
は
こ
の
功
利
主
義
を
日
本
に
伝
え
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
小
野
梓
が
偉
い
の
は
、
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義

は
ま
だ
不
徹
底
で
あ
る
、
ま
だ
足
り
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と

い
う
と
き
に
は
、
ま
だ
救
済
さ
れ
な
い
人
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。「
最
大
多
数
」
と
い
う
の
は
、
す
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べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
幸
な
人
の
存
在
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
実
政
治
で
は
、
確
か
に
全
部
の
人
を
救
済
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
理
論
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
理
想
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
、
や
は
り
不
徹
底
で
あ
り

ま
す
。

　

小
野
梓
は
、『
利
学
入
門
』
と
い
う
文
書
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
政
治
活
動
の
目
的
、
経
済
活
動
の
目
的
、
あ
る
い
は
人

生
の
目
的
を
、
ど
こ
に
置
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、「
他
に
及
ぼ
し
済
世
度
衆
し
て
衆
と
其
楽
を
共
に
す
る
は
快
楽
の
至
大
な
る

者
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
他
の
人
を
救
済
す
る
、
悩
ん
で
い
る
人
を
救
う
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
と
一
緒
に
楽

し
む
。
そ
れ
が
、
快
楽
の
極
致
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

逆
に
言
え
ば
、「
救
済
で
き
な
い
人
が
一
人
で
も
残
っ
て
い
た
ら
、
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
が
一

番
の
苦
痛
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
仏
教
と
か
儒
教
か
ら
導
か
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
理
論

的
に
は
、
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
小
野
は
「
全
員
を
救
済
し
な
い
と
い
け

な
い
ん
だ
」
と
、
高
い
理
想
を
掲
げ
て
お
り
ま
し
た
。
小
野
は
、
全
員
を
救
済
す
る
の
が
「
真
の
利
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
間
に
は
、
経
済
力
の
差
、
能
力
の
差
が
あ
り
ま
し
て
、
境
涯
の
差
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
全
員
が
同
じ
よ
う
な
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
困
っ
て
い
る
人
の
そ
ば
に
行
っ
て
一
緒
に
泣
い
て
や
る
と
い
う
こ
と
で
は
で
き
ま
す
。「
あ
あ
、
痛
か
っ

た
ね
」
と
言
っ
て
や
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
政
治
を
す
る
、
教
育
を
す
る
、
経
済
活
動
を
す

る
、
家
庭
生
活
を
営
む
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、「
真
の
利
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
小
野
梓
は
考
え
ま
し
た
。
小
野
は
帰
国
後
に
共

存
同
衆
と
い
う
会
を
組
織
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
会
員
た
ち
の
智
慧
を
借
り
て
、
こ
う
い
っ
た
考
え
を
ま
と
め
上
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
明
治
十
四
年
頃
に
実
際
に
政
党
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
立
憲
改
進
党
と
い
う
政
党
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま

す
。「
留
客
斎
日
記
」
と
題
す
る
小
野
の
日
記
の
、
明
治
十
四
年
九
月
二
十
五
日
の
条
に
「
吾
が
党
の
樹
立
の
目
的
を
議
す
。
討
論
数
次
、
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終
に
真
利
の
趣
旨
を
取
り
て
吾
が
党
の
操
る
所
の
主
義
と
な
す
」（
原
漢
文
）
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
四
年
政
変
よ
り
も
前
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。「
真
利
」
の
趣
旨
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、「
困
っ
て
い
る
人
全
員
を
救
済
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。

　

小
野
は
立
憲
改
進
党
を
作
る
直
前
の
明
治
十
四
年
十
二
月
に
「
何
以
結
党
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
、「
幸
福
は

人
類
の
以
て
得
ん
こ
と
を
期
す
る
所
也
。
然
れ
ど
も
少
数
専
有
の
幸
福
は
我
党
こ
れ
を
排
す
。
蓋
し
是
の
如
き
の
幸
福
は
所
謂
る
利
己
的

の
も
の
に
し
て
、
我
党
の
所
謀
な
る
大
日
本
全
般
の
幸
福
に
反
す
れ
ば
な
り
。
大
日
本
全
般
の
幸
福
は
我
党
の
以
て
謀
る
を
期
す
る
所
也
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、「
大
日
本
全
般
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
最
大
多
数
」
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。「
大
日
本
全
般
の
幸
福
を
謀
る
ん
だ
」、

こ
れ
が
立
憲
改
進
党
の
目
的
で
あ
り
ま
し
た
。

　

小
野
梓
の
こ
の
よ
う
な
強
い
考
え
、
こ
れ
に
大
隈
さ
ん
も
同
意
い
た
し
ま
し
た
。
少
々
前
後
し
ま
す
が
、
小
野
の
日
記
の
明
治
十
四
年

三
月
二
十
日
条
に
は
「
午
後
、
大
隈
参
議
を
訪
う
、
対
座
し
て
今
政
十
宜
に
就
き
て
大
い
に
時
事
を
論
ず
。
参
議
、
胸
襟
を
啓
き
、
詳
に

時
勢
の
所
在
を
示
す
。（
中
略
）
余
も
亦
、
切
に
施
治
の
方
嚮
を
定
め
ざ
る
の
非
を
痛
論
す
。
参
議
、
大
い
に
之
を
可
と
す
。
懇
話
数
時
間
」

（
原
漢
文
）
と
あ
り
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
忙
し
い
人
だ
っ
た
の
で
、
政
治
を
や
っ
た
り
、
教
育
を
や
っ
た
り
、
全
部
を
一
人
で
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
す

か
ら
、
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
小
野
梓
を
活
用
し
て
い
ま
し
た
。
小
野
の
考
え
は
大
隈
さ
ん
の
考
え
、
大
隈
さ
ん
の
考
え
は
ま
た
小
野
の
考
え

で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
隈
さ
ん
は
小
野
梓
の
力
を
借
り
て
、
明
治
十
四
年
の
政
変
で
政
府
を
去
っ
た
あ
と
、
立
憲
改

進
党
を
作
り
、
東
京
専
門
学
校
を
作
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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三
、
犠
牲
的
精
神

　

小
野
梓
は
非
常
に
優
秀
で
、
し
か
も
利
他
心
に
富
ん
だ
人
で
あ
り
ま
し
た
。
東
京
専
門
学
校
を
作
っ
て
も
、
最
初
八
十
人
ぐ
ら
い
し
か

生
徒
は
集
ま
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
程
度
の
学
生
数
で
は
だ
め
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
っ
と
多
く
の
、
日
本
全
体
の
青
少
年
に
い

ろ
い
ろ
な
新
知
識
を
授
け
る
に
は
、
書
物
を
出
版
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
本
屋
さ
ん
を
経
営
い
た
し
ま
す
。
現
在
の
冨
山
房
の

前
身
、
東
洋
館
書
店
で
す
。

　

他
方
小
野
は
、
立
憲
改
進
党
の
運
営
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
大
忙
し
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
遂
に
、
忙
し
く
て
体
を
壊
し
て
、

わ
ず
か
三
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
小
野
梓
を
非
常
に
頼
り
に
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
が
っ
か
り
す
る
ん
で
す

ね
。

　

大
隈
さ
ん
は
「
殉
教
者
と
し
て
の
小
野
梓
君
」
と
い
う
文
章
を
残
し
て
、
小
野
を
追
悼
し
て
い
ま
す
。「
小
野
君
は
あ
の
か
弱
い
身
体

を
持
ち
な
が
ら
、
死
ぬ
る
迄
積
極
的
に
働
い
た
」
と
。
小
野
は
、
本
当
に
よ
く
働
き
ま
し
た
。
小
野
に
は
漢
文
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
は
吐
血
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
小
野
は
結
核
で
し
た
の
で
、
血
を
吐
く
ん
で
す
ね
。
普
通
の
人
だ
と
、

血
を
吐
い
た
ら
一
週
間
ぐ
ら
い
休
養
す
る
わ
け
で
す
が
、
小
野
は
、
血
を
吐
い
て
も
、
休
む
間
も
な
く
、
東
洋
館
書
店
に
行
っ
て
仕
事
を

す
る
と
か
、
早
稲
田
に
来
て
仕
事
を
す
る
と
か
、
立
憲
改
進
党
の
事
務
所
に
行
っ
て
仕
事
を
す
る
と
か
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と

で
、
若
死
に
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
、「（
小
野
は
）
早
稲
田
大
学
で
帝
国
を
維
持
す
る
と
い
ふ
考
え
で
あ
つ
て
、
一
生
の

事
業
と
し
て
学
校
の
経
営
に
従
事
し
た
」、「
こ
の
意
味
で
小
野
君
の
死
は
、
帝
国
の
為
に
身
を
犠
牲
に
し
た
殉
教
者
で
あ
る
。
小
野
君
は

己
が
生
命
を
棄
て
ゝ
も
国
を
救
お
う
と
し
た
、
そ
の
精
神
が
学
校
に
入
つ
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
東
京
専
門
学
校
、
そ
し
て
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後
の
早
稲
田
大
学
に
は
、
小
野
梓
の
「
全
員
を
救
済
す
る
」
と
い
う
強
い
熱
意
が
入
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

小
野
梓
が
三
十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
と
、
そ
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
の
は
、
高
田
早
苗
と
い
う
人
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
、
東
大

の
学
生
の
頃
か
ら
小
野
梓
の
も
と
で
勉
強
し
た
人
で
あ
り
ま
す
。
後
に
文
部
大
臣
に
も
な
り
、
早
稲
田
大
学
の
総
長
に
も
な
る
人
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
人
も
、
小
野
梓
の
熱
烈
な
確
信
を
受
け
継
い
で
い
き
ま
す
。

　

高
田
早
苗
も
立
派
な
人
で
、
小
野
の
意
志
を
よ
く
受
け
継
い
で
、
学
校
経
営
に
全
力
投
球
し
ま
す
。
高
田
が
『
読
売
新
聞
』
明
治
二
十

年
七
月
十
五
日
号
に
載
せ
た
「
学
者
の
心
得
方
」
と
い
う
文
章
に
は
、「
今
の
学
者
ハ
」
…
学
者
と
い
う
の
は
研
究
者
だ
け
を
指
す
の
で

は
な
く
て
、
勉
強
す
る
人
く
ら
い
の
意
味
で
す
ね
…
「
今
の
学
者
ハ
鄙
事
に
多
能
な
る
べ
し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。「
鄙
事
に
多
能
」
と

い
う
の
は
、
些
細
な
こ
と
で
も
何
で
も
出
来
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
京
の
大
学
へ
行
っ
て
勉
強
し
て
偉

そ
う
に
し
て
い
て
も
、
大
工
仕
事
も
出
来
な
い
、
米
も
作
れ
な
い
。
た
と
え
中
卒
、
高
卒
で
あ
っ
て
も
、
家
を
建
て
、
米
を
作
る
こ
と
が

出
来
れ
ば
、
単
な
る
大
卒
よ
り
も
立
派
で
あ
り
ま
す
。
大
卒
、
大
卒
と
偉
そ
う
に
し
て
い
て
も
、
何
の
役
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。「
何
事
に
も
手
を
出
す
が
宜
し
」
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
何
の
た
め
に
勉
強
を
し
、
な
ぜ
鄙
事
に
多
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
庶
民
済
度
」
の
た
め
で

あ
り
ま
す
。

　

本
日
は
中
学
生
や
高
校
生
も
来
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
皆
さ
ん
、
高
校
を
選
ん
だ
り
大
学
を
選
ん
だ
り
す
る
と
き
に
は
、
普
通
は
、
偏
差

値
と
か
、「
親
が
、
こ
こ
へ
行
け
と
言
う
か
ら
」
と
か
、
世
間
体
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
大
体
考
え
ま
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
、
会
社
を

選
ぶ
と
き
も
、「
こ
こ
は
給
料
が
高
い
か
ら
」
と
か
、「
福
利
厚
生
施
設
が
い
い
か
ら
」
と
か
で
会
社
を
選
ぶ
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
い
に
結
構
で
あ
り
ま
す
が
、
頭
の
片
隅
に
、「
社
会
の
役
に
立
つ
仕
事
、
人
の
役
に
立
つ
仕
事
は
何
だ
ろ

う
か
」
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
で
も
入
れ
て
お
く
と
、
進
路
に
悩
ん
だ
と
き
に
、
あ
る
い
は
、
会
社
の
選
択
に
悩
ん
だ
と
き
に
、
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多
少
は
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
庶
民
済
度
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
大
目
的
と
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
小
野
梓
の
考
え
を
紹
介
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
人
を
救
う
と
い
う
と
き
に
は
、
自
分
の
こ
と
ば
っ
か
り
考
え
て
い
て
は

い
け
な
い
わ
け
で
す
ね
。
他
人
を
救
う
た
め
に
は
、
あ
る
と
き
に
は
自
分
を
犠
牲
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
例
え
ば
、
今
日
、
こ
こ
で
、

こ
う
い
う
会
が
開
か
れ
る
と
き
に
、
前
も
っ
て
宣
伝
を
す
る
人
が
必
要
で
す
。
ま
た
当
日
椅
子
を
並
べ
た
り
、
テ
ン
ト
を
張
っ
た
り
す
る

人
も
必
要
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
雨
が
降
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
か
考
え
る
必
要
も
あ
り
ま
す
。
受
付
係
に
専
念
す
る
人

も
必
要
で
す
。

　

自
分
は
前
面
に
出
な
い
け
れ
ど
も
、
黒
子
と
な
っ
て
、
会
の
運
営
の
た
め
に
尽
く
す
人
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
他
に
仕
事
を
抱
え
て
忙

し
く
し
て
い
て
も
、
会
を
運
営
す
る
た
め
に
、
全
体
の
た
め
に
自
分
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

小
野
梓
が
創
立
に
奔
走
し
た
東
京
専
門
学
校
は
わ
ず
か
八
十
人
ほ
ど
の
入
学
者
で
す
か
ら
、
こ
れ
で
は
、
学
校
の
収
入
は
大
し
た
こ
と

は
な
く
、
教
員
の
給
与
す
ら
満
足
に
支
払
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
教
員
た
ち
は
、
学
校
経
営
に
邁
進
し
ま
し
た
。
東
京
専
門

学
校
を
創
設
し
て
、
一
刻
も
早
く
青
少
年
に
健
全
な
知
識
を
授
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
使
命
感
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

人
の
た
め
に
な
る
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
利
他
行
と
い
い
ま
す
。
小
野
梓
は
そ
う
い
う
考
え
を
持
っ
て

お
り
、
高
田
早
苗
も
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
継
い
で
お
り
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
大
隈
さ
ん
も
、
そ
う
い
う
考
え
の
熱
烈
な
持
ち
主
で
し
た
。
大
隈
さ
ん
は
明
治
四
十
三
年
三
月
に
『
国
民
読
本
』
と
い
う
書

物
を
出
版
し
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
東
京
専
門
学
校
そ
し
て
早
稲
田
大
学
を
作
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
、
日
本
全
国
の
青
少
年
の
教
養
の
レ
ベ

ル
が
低
い
か
ら
、
政
治
が
ど
ん
な
も
の
か
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
、
分
か
り
や
す
い
形
で
基
礎
的
な
知
識
を
提
供
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

今
で
言
え
ば
岩
波
文
庫
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
日
本
国
民
と
し
て
の
最
低
限
の
心
構
え
を
書
い
た
も
の
を
印
刷
し
て
配
り
ま
す
。
こ
れ
は
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ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
大
隈
さ
ん
は
こ
の
書
物
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、「
我
等
は
至
誠
な
る
べ
し
。
我
等
は
正
義
に
し
て
、
仁

愛
な
る
べ
し
。
我
等
は
剛
健
な
る
意
志
に
兼
ぬ
る
に
、
犠
牲
の
精
神
を
以
て
す
べ
し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

人
間
が
生
き
て
い
く
と
き
に
は
、
い
ろ
い
ろ
道
徳
と
い
う
の
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
道
徳
の
根
本
、
一
番
素
晴
ら

し
い
道
徳
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
犠
牲
的
精
神
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
大
隈
さ
ん
は
、
小
野
梓
の
考
え
、
高
田
早
苗
の

考
え
を
も
吸
収
し
つ
つ
、
だ
ん
だ
ん
と
大
隈
さ
ん
な
り
の
理
想
と
い
う
も
の
を
固
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

四
、
自
利
と
利
他

　

と
こ
ろ
で
、
東
京
専
門
学
校
が
早
稲
田
大
学
と
名
を
変
え
て
も
、
別
段
に
校
是
の
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
高

田
早
苗
が
提
唱
し
て
、
創
立
三
十
周
年
の
こ
ろ
、
早
稲
田
大
学
の
教
育
方
針
を
掲
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
早
稲

田
大
学
教
旨
」
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
教
旨
は
、「
学
問
の
独
立
」、「
学
問
の
活
用
」、「
模
範
国
民
の
造
就
」
の
三
つ
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
最
も
重
要
な
も

の
が
三
番
目
の
「
模
範
国
民
の
造
就
」
で
す
。
早
稲
田
大
学
で
は
何
の
た
め
に
教
育
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
模
範
国
民
を
作
る

た
め
だ
と
い
う
の
で
す
。
大
正
二
年
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

早
稲
田
大
学
は
模
範
国
民
の
造
就
を
本
旨
と
為
す
を
以
て
、
立
憲
帝
国
の
忠
良
な
る
臣
民
と
し
て
個
性
を
尊
重
し
、
身
家
を
発
達
し
、

国
家
社
会
を
利
済
し
、
併
せ
て
広
く
世
界
に
活
動
す
可
き
人
格
を
養
成
せ
ん
事
を
期
す

　

有
名
な
文
章
で
す
け
れ
ど
も
、
今
と
な
っ
て
は
少
々
む
つ
か
し
い
文
章
で
す
ね
。
ま
ず
は
「
個
性
を
尊
重
」
す
る
、
こ
れ
は
当
た
り
前

で
す
ね
。
つ
ぎ
に
「
身
家
を
発
達
」
さ
せ
る
。
先
ほ
ど
、「
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
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ま
す
。
い
く
ら
偉
そ
う
に
世
界
平
和
と
言
っ
て
も
、
家
へ
帰
っ
て
兄
弟
げ
ん
か
や
夫
婦
げ
ん
か
を
し
て
い
た
ら
、
何
に
も
な
ら
な
い
わ
け

で
す
ね
。

　

そ
し
て
「
国
家
社
会
を
利
済
し
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
利
済
」
と
い
う
単
語
が
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
。『
広
辞
苑
』
を
引
い

て
も
出
て
き
ま
せ
ん
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
と
い
う
大
き
な
も
の
を
引
け
ば
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
仏
教
用
語
で
あ
り
ま
し
て
、

利
済
の
「
利
」
と
い
う
の
は
、
利
他
行
の
利
で
あ
り
ま
す
。「
済
」
は
、
衆
生
済
度
の
済
で
あ
り
ま
す
。
利
他
の
精
神
を
持
っ
て
、
衆
生
、

ま
あ
、
庶
民
を
救
済
す
る
、
そ
う
い
う
の
が
「
利
済
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
利
済
」
の
気
持
ち
を
持
っ
た
う
え
で
、「
世
界
に
活
動
」

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
学
生
や
高
校
生
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
こ
れ
が
早
稲
田
大
学
の
憲
法
と

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

高
田
早
苗
は
、
こ
の
教
旨
が
で
き
た
頃
、
大
正
二
年
七
月
、
卒
業
生
を
前
に
し
て
次
の
よ
う
に
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

　

此
学
校
で
は
、
平
生
専
門
学
術
の
教
授
と
模
範
国
民
の
養
成
と
此
の
二
の
目
的
を
達
し
た
い
と
云
の
が
趣
旨
に
成
て
居
り
ま
す
。

（
中
略
）
諸
君
は
段
々
世
の
中
の
仕
事
に
就
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
其
仕
事
に
就
か
れ
る
に
付
て
も
、
自
分
の
事
ば
か
り
考
え
て
居

る
や
う
で
は
身
を
立
て
る
こ
と
は
望
ま
れ
な
い
。

　

自
分
の
事
ば
か
り
考
る
利
己
主
義
の
人
間
を
世
間
は
相
手
に
す
る
者
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
も
諸
君
は
人
を
利
す
る
と
云
こ
と
は

其
結
果
は
自
か
ら
利
す
る
と
云
こ
と
に
な
る
、
之
を
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
身
を
立
て
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
其
結
果

は
世
の
中
の
益
に
な
る
。
世
の
中
の
為
に
計
る
と
云
こ
と
は
其
結
果
は
自
分
の
利
益
に
な
る
。
他
利
即
自
利
、
自
利
即
他
利
、
此
持

ち
つ
持
れ
つ
の
関
係
と
云
者
を
能
く
考
へ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

無
論
社
会
の
為
め
国
の
為
に
諸
君
は
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
の
為
め
社
会
の
為
に
尽
し
て
居
れ
ば
、
自
ら
諸
君
の
利
益
は

其
中
に
あ
る
。
又
会
社
な
り
銀
行
な
り
へ
這
入
て
も
さ
う
で
あ
る
。
工
場
へ
這
入
て
も
さ
う
で
あ
る
。
自
分
の
事
ば
か
り
を
考
へ
、
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其
会
社
の
利
益
、
其
銀
行
の
利
益
、
其
工
場
の
利
益
を
諸
君
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
さ
う
云
ふ
人
間
を
尊
重
し
て
、
其
会
社
な
り

銀
行
な
り
が
頼
ん
で
置
か
う
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
諸
君
が
一
旦
何
れ
に
で
も
身
を
任
せ
た
な
ら
ば
、
自
分
の
事
は
打
忘
れ
て
そ
こ

の
為
に
尽
す
、
ど
う
し
て
も
利
他
の
精
神
と
云
ふ
者
を
十
分
に
有
つ
て
、
世
の
中
に
活
動
し
て
貰
ひ
た
い
。
さ
う
す
れ
ば
自
ら
諸
君

は
立
派
に
身
が
立
て
行
く
だ
ら
う
と
思
ふ
。

高
田
の
言
っ
て
い
る
こ
と
と
小
野
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
利
他
の
精
神
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
も
ま
た
、『
早
稲
田
清
話
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
自
利
と
利
他
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

太
陽
系
の
中
心
は
言
ふ
迄
も
な
く
太
陽
だ
が
、
此
中
心
を
取
り
捲
い
て
金
星
、
水
星
、
地
球
、
火
星
、
木
星
、
土
星
、
天
王
星
、

海
王
星
と
い
ふ
様
な
諸
惑
星
が
取
り
捲
い
て
居
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
離
心
力
の
働
く
と
共
に
求
心
力
が
働
く
。（
中
略
）
月
は
地

球
を
中
心
と
し
て
軌
道
を
画
き
、
地
球
は
此
月
を
衛
星
と
し
て
又
太
陽
の
周
り
に
軌
道
を
画
く
。
是
に
よ
つ
て
諸
天
体
の
秩
序
が
整

然
と
し
て
一
糸
乱
れ
ず
に
往
く
ん
で
あ
る
。
利
己
と
利
他
と
関
係
も
又
其
通
り
で
あ
る
。
利
己
が
離
心
力
な
ら
ば
利
他
は
求
心
力
で

あ
る
。
是
が
旨
く
調
和
し
て
往
く
所
が
、
仏
者
の
所
謂
利
己
利
他
覚
行
円
満
と
い
ふ
も
の
だ
。
此
覚
行
円
満
の
根
本
を
称
し
て
、
プ

ラ
ト
ー
ン
は
理
智
と
い
ふ
が
、
我
輩
は
寧
ろ
之
を
良
心
と
呼
ば
ん
と
欲
す
る
。
良
心
の
命
ず
る
所
に
従
つ
て
日
常
一
切
の
事
物
に
応

酬
し
て
行
く
。
是
が
我
輩
の
処
世
観
だ
。

大
隈
さ
ん
は
、
己
を
利
し
、
相
手
を
利
し
、
お
互
い
が
悟
り
合
っ
て
、
円
満
な
社
会
を
作
る
、
こ
れ
が
自
分
の
処
世
観
で
あ
る
と
言
っ
て

い
ま
す
。
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五
、
東
西
文
明
の
調
和

　

大
正
二
年
十
月
、大
隈
さ
ん
は
早
稲
田
の
創
立
三
十
周
年
式
典
の
際
に
、先
ほ
ど
言
及
し
た
早
稲
田
大
学
教
旨
を
宣
言
し
ま
し
た
。少
々

長
い
文
章
で
す
が
、
大
隈
さ
ん
が
何
を
目
的
と
し
て
政
治
活
動
を
行
な
い
、
ま
た
教
育
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
文
章
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
先
ず
、「
世
界
の
文
明
は
停
滞
す
る
も
の
で
は
な
い
。
世
界
の
文
明
は
日
に
進
歩
し
つ
ゝ
あ
る
。
総
て
世
界
の
思
想
感
情
、

総
て
社
会
の
状
態
は
日
に
月
に
変
化
し
つ
ゝ
あ
る
時
に
当
つ
て
、
国
を
立
て
社
会
を
為
し
、
又
こ
の
国
と
社
会
と
の
為
に
大
学
教
育
を
施

さ
ん
と
す
る
に
は
、
其
根
本
と
し
て
雄
大
な
る
理
想
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
、
明
治
の
末
年
か
ら
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
唱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
東
洋
文
明
と
西
洋
文
明
は
そ
れ
ぞ
れ
長
年

月
の
間
、
別
々
に
発
達
し
て
き
ま
し
た
が
、
幕
末
の
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、
東
西
の
両
文
明
が
日
本
の
地
で
合
流
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
洋
の
東
西
で
別
々
に
発
達
し
た
文
明
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
調
和
統
一
で
き
る
の
か
と
危
ぶ
む
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、

大
隈
さ
ん
は
、
世
界
平
和
の
た
め
に
は
、
是
非
と
も
東
西
文
明
を
調
和
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
と
主
張
し
た
わ
け
で
す
。
大
隈
さ
ん
は
、

「
今
、
日
本
は
将
に
東
西
文
明
の
接
触
点
に
立
つ
て
居
る
。
吾
人
の
大
な
る
理
想
は
文
明
の
調
和
者
と
し
て
、
東
洋
の
文
明
と
西
洋
高
度

の
文
明
と
平
行
せ
し
め
、
調
和
せ
し
む
る
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
何
と
し
て
も
、
学
問
の
独
立
、
学
問
の
活
用
を
主
と
し
、
独
創
の
研
鑽
に
力
め
、
其
結
果

を
実
際
に
応
用
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
早
稲
田
大
学
の
教
旨
「
個
性
を
尊
重
し
、
身
家
を
発
達
し
、
国

家
社
会
を
利
済
し
、
併
せ
て
広
く
世
界
に
活
動
す
可
き
人
格
を
養
成
せ
ん
こ
と
を
期
す
」
を
宣
言
い
た
し
ま
し
た
。
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皆
さ
ん
は
、
世
界
平
和
と
か
東
西
文
明
の
調
和
と
か
聞
い
た
ら
、「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
」
と
、
大
体
、
す
ぐ
理
解
で
き
、

そ
し
て
、「
そ
ん
な
の
大
し
て
珍
し
く
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
隈
さ
ん
は
、
さ
ら
に
丁
寧
に
こ
れ

を
説
明
し
て
、「
模
範
国
民
と
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
知
識
の
み
で
は
い
か
ぬ
。
道
徳
的
人
格
を
備
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
一
身
一
家
、

一
国
の
為
の
み
な
ら
ず
、
進
ん
で
世
界
に
貢
献
す
る
抱
負
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
支
那
古
代
の
語
を
以
て
説
明
す
れ
ば
、
修
身
、
斉

家
、
治
国
、
平
天
下
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
何
度
か
話
し
ま
し
た
ね
。
自
分
の
身
も
修
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、「
世

界
平
和
だ
」
と
言
っ
て
ど
こ
か
海
外
へ
出
か
け
て
行
っ
て
も
、
野
た
れ
死
に
す
る
の
が
落
ち
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
自
分
の
身
を
し
っ

か
り
修
め
な
い
と
い
け
な
い
。
ま
た
、
家
も
し
っ
か
り
整
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
地
域
、
あ
る
い
は
自
分
が
所
属
す
る
サ
ー
ク

ル
と
か
稲
門
会
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
大
事
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
次
第
に
広
が
っ
て
い
っ
て
、
世
界
平
和
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
い
た
ず
ら
に
世
界
平
和
を
唱
え
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

　

大
隈
さ
ん
の
言
葉
を
続
け
ま
し
ょ
う
。「
治
国
平
天
下
、
世
界
の
平
和
を
計
ら
ん
と
す
れ
ば
、
先
づ
国
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
立

国
の
意
味
は
、
現
在
の
思
想
か
ら
云
へ
ば
二
ツ
に
別
れ
る
。
一
ツ
は
国
、
一
ツ
は
社
会
。
社
会
が
堅
実
に
発
達
し
な
け
れ
ば
国
も
治
ま
ら

な
い
。
而
し
て
其
根
本
は
家
で
あ
る
。
一
国
の
本
は
一
家
で
あ
る
。
家
庭
は
則
国
を
成
す
根
本
で
あ
る
。
道
義
の
根
本
も
亦
此
家
庭
に
発

す
る
。善
良
の
風
俗
も
此
家
庭
か
ら
生
ず
る
」。大
隈
さ
ん
は
、家
庭
が
最
も
大
切
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。私
も
大
学
で
偉
そ
う
な
こ
と
し
ゃ

べ
っ
て
い
ま
す
が
、
家
へ
帰
る
と
、
家
内
か
ら
命
じ
ら
れ
て
茶
わ
ん
を
洗
っ
た
り
、
洗
濯
物
を
取
り
込
ん
だ
り
、
畳
ん
だ
り
し
て
お
り
ま

す
。
最
初
は
嫌
々
な
が
ら
だ
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
随
分
慣
れ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
自
然
体
で
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
平

和
を
念
じ
つ
つ
茶
わ
ん
を
洗
う
、
世
界
平
和
を
念
じ
つ
つ
洗
濯
物
を
畳
む
、
自
分
の
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
や
っ
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
。
大
隈
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
唯
だ
専
門
知
識
を
吸
収
す
る
の
み
に
汲
々
と
し
て
、
此
点
を
閑
却
す
る
に
於
て
は
、
人
間
は
利
己
的
と
な
る
」。
大
体
お
分
か
り
に
な
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ら
れ
ま
す
ね
。
本
日
こ
こ
に
お
ら
れ
る
年
配
の
方
、
会
社
を
経
営
し
た
り
、
自
分
の
部
下
を
持
っ
た
り
し
て
お
ら
れ
る
方
は
、「
あ
あ
、

あ
の
人
間
利
己
的
だ
な
」
と
瞬
間
的
に
分
か
り
ま
す
よ
ね
。

　

利
己
的
に
な
れ
ば
、「
進
ん
で
国
と
世
界
の
為
に
尽
す
と
い
ふ
犠
牲
的
精
神
」
が
だ
ん
だ
ん
と
衰
え
て
く
る
、
恐
る
べ
き
こ
と
だ
、
こ

れ
が
文
明
の
弊
害
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
弊
害
を
避
け
る
よ
う
に
す
る
の
が
模
範
国
民
の
責
任
で
あ
り
、
そ

れ
が
早
稲
田
大
学
教
旨
の
最
も
根
本
を
な
す
と
こ
ろ
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

現
実
は
、「
利
他
行
」
と
か
、「
世
界
平
和
」
と
か
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
と
言
う
だ
け
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
や
戦
争
は
な
く
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、「
世
界
平
和
」
や
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
理
想
と
し
て
、
そ
れ
を
念
じ
て
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
コ
ツ

コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
と
一
歩
一
歩
、
歩
ん
で
い
く
ん
で
す
ね
。
大
隈
さ
ん
も
、「
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
吾
人
は
終
身
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、「
吾
人
の
理
想
と
は
如
何
、
東
西
の
文
明
其
物
を
調
和
し
、
遂
に
世
界
の
平
和
を
来
す
と
云
ふ
の
が
吾
人
最
後
最
大
の

理
想
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
が
、
大
隈
さ
ん
が
追
い
求
め
て
い
た
理
想
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
本
日
話
そ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
大
体
話
し
終
え
ま
し
た
が
、

も
う
ち
ょ
っ
と
時
間
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
々
付
け
加
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

今
日
私
が
話
し
た
こ
と
を
聞
い
て
も
、あ
る
い
は
大
隈
さ
ん
の
文
章
を
読
ん
で
も
、家
に
帰
れ
ば
、「
今
日
の
話
は
ま
あ
ま
あ
だ
っ
た
な
」

と
思
う
だ
け
で
、
直
ち
に
利
他
行
と
か
世
界
平
和
と
か
の
行
動
に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
隈
さ
ん
の
い
う
よ
う
な

行
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
も
う
一
つ
、
実
は
、
心
の
奥
底
に
慈
悲
心
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
大
隈
さ
ん
は
、「
慈

悲
心
を
起
こ
し
て
善
を
な
せ
」
と
い
う
こ
と
を
始
終
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
大
隈
さ
ん
が
生
れ
た
佐
賀
藩
に
は
山
本
常
朝
が
語
り
残
し
た

『
葉
隠
』
と
い
う
書
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
四
誓
願
と
い
う
の
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

（
一
）
武
士
道
に
於
て
お
く
れ
取
り
申
す
ま
じ
き
事
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（
一
）
主
君
の
御
用
に
立
つ
べ
き
事

（
一
）
親
に
孝
行
仕
る
べ
き
事

（
一
）
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事

こ
れ
を
毎
日
唱
え
て
い
る
と
少
し
ず
つ
前
進
す
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
葉
隠
』
で
は
こ
の
中
の
四
番
目
を
特
に
重
視
し
、

「
慈
悲
よ
り
出
る
勇
気
が
本
の
物
な
り
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
五
月
、
菩
提
寺
の
龍
泰
禅
寺
で
講
演
を
し
た
際
に
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

　

慈
悲
は
家
族
制
度
の
根
本
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
又
実
に
勇
気
の
源
で
あ
る
。
吾
々
が
三
百
年
来
養
わ
れ
来
っ
た
葉
隠
の
根
本
精

神
に
も
亦
此
慈
悲
を
重
ん
ず
る
事
が
あ
り
、
所
謂
四
誓
願
が
葉
隠
の
根
本
を
為
し
て
い
る
。
吾
輩
微
力
短
才
に
し
て
今
日
の
地
位
に

在
る
は
実
に
龍
造
寺
鍋
島
の
遺
沢
、
殊
に
名
君
閑
叟
公
撫
育
の
賜
で
あ
る
。

大
隈
さ
ん
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
「
人
の
た
め
に
善
を
な
せ
」
は
、
こ
の
『
葉
隠
』
の
「
大
慈
悲
を
起
し
人
の
為
に
な
る
べ
き
事
」
に
由
来

す
る
の
で
す
。

　

心
の
奥
底
に
こ
の
慈
悲
心
が
な
い
と
、
人
を
哀
れ
む
と
い
う
気
持
ち
が
な
い
と
、
な
か
な
か
利
他
行
な
ん
て
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
例
え
ば
道
端
を
歩
い
て
い
て
、
小
さ
い
子
供
が
井
戸
に
落
っ
こ
ち
よ
う
と
し
て
い
る
。「
あ
、
危
な
い
」
と
走
っ
て
い
っ
て
抱
き

か
か
え
る
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
な
い
と
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
行
動
が
取
れ
る
人
じ
ゃ
な
い
と
、
な
か
な
か
利
他
行
と
い
う
の
は
で

き
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、「
自
分
は
貧
乏
だ
か
ら
、
人
に
対
し
て
何
に
も
し
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
と
き
に
は
、

そ
ば
に
行
っ
て
涙
を
流
し
て
や
る
、
一
緒
に
泣
い
て
や
る
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
、
東
西
文
明
の
調
和
と
い
う
も
の
を
体
系
化
し
て
、
書
物
を
出
そ
う
と
考
え
、
早
稲
田
大
学
の
教
員
た
ち
を
集
め
て
、
勉

強
会
を
開
き
ま
し
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
洋
、
あ
る
い
は
日
本
と
中
国
、
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
け
ど
も
、
必
ず
共
通
す
る
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と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
儒
教
の
「
仁
」
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
愛
」
と
を
比
較
し

仁
と
愛
と
は
そ
の
根
本
精
神
に
於
て
互
に
甚
し
く
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
思
想
は
共
に
人
類
の
自
然
な
社
交
性
を

地
盤
と
し
て
そ
の
上
に
発
達
し
た
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。（
中
略
）
我
が
心
を
推
し
て
之
を
他
人
に
及
ぼ
さ
ん
と
し
、
又
は
他
人
の

悲
喜
を
我
が
悲
喜
と
せ
ん
と
す
る
同
情
的
精
神
に
至
っ
て
は
、
両
者
全
く
揆
を
一
に
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

大
隈
さ
ん
は
総
理
大
臣
を
二
度
経
験
し
た
実
力
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
各
方
面
に
い
ろ
い
ろ
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
ひ
と

つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
労
働
党
が
政
権
を
と
る
前
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
、
労
働
党
を
結
成
し
た
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
日
本
に
や
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
〇
月
五
日
に
は
、
早
稲
田
大
学
に
も
き
て
、
早
稲
田
の
学
生
た
ち
に
「
国
民
生
活
の
最
低
限
度
」
と
題
し

て
講
演
を
し
て
お
り
ま
す
。
大
隈
さ
ん
は
立
憲
改
進
党
と
い
う
野
党
を
結
成
し
、
明
治
三
十
一
年
に
は
総
理
大
臣
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
同
じ
野
党
で
あ
る
労
働
党
の
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
大
隈
さ
ん
の
働
き
、
も
の
の
考
え
方
に
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
シ
ド
ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
労
働
党
大
会
に
際
し
て
、『
労
働
党
と
新
し
い
社
会
秩
序
』Labour and 

the N
ew
 Social O

rder-A
 D
raft Report on Reconstruction

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
綱
領
を
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
綱
領
は
、
イ
ギ

リ
ス
労
働
党
の
最
初
の
綱
領
と
し
て
、
今
も
価
値
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
綱
領
の
最
初
は
「
一
つ

の
文
明
の
終
焉
」
と
い
う
章
で
す
が
、
実
は
そ
の
中
に
大
隈
さ
ん
がCount O

kum
a

と
し
て
登
場
す
る
の
で
す
ね
。

大
隈
伯
は
、
日
本
の
最
も
老
齢
で
、
最
も
経
験
が
あ
り
、
最
も
有
能
な
政
治
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
は
今
回
の
戦
争
（
第
一
次
世

界
大
戦
）
を
地
球
の
裏
側
か
ら
観
察
し
て
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
死
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
恰
も
か
つ
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て
バ
ビ
ロ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ア
、
カ
ル
タ
ゴ
そ
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
文
明
が
相
次
い
で
亡
び
た
よ
う
に
、
冷
静
な
観
察
者
（
大

隈
さ
ん
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
）
の
判
断
で
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
今
、
致
命
的
な
強
打
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
「
も
し
、
我
々
英
国
人
が
、
日
本
人
政
治
家
（
つ
ま
り
大
隈
さ
ん
）
が
予
想
し
て
い
る
文
明
の
崩
壊
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

我
々
は
、
こ
れ
か
ら
造
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
新
し
い
社
会
秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

云
々
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
以
下
、
具
体
的
な
政
策
が
い
く
つ
か
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
最
低
限
の
生
活
保
障
を
す
る
と
か
、

産
業
の
民
主
的
統
制
を
す
る
と
か
、
国
家
財
政
の
変
革
を
す
る
と
か
、
余
剰
の
富
を
公
共
福
祉
の
た
め
に
使
う
と
か
で
す
。
こ
う
い
っ
た

綱
領
を
つ
く
っ
て
、
労
働
党
は
、
よ
う
や
く
政
権
の
座
に
つ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

大
隈
さ
ん
の
影
響
力
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
す
。
私
は
一
介
の
大
学
教
員
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
教
室
で
犬
の

遠
吠
え
の
よ
う
に
、
学
生
た
ち
に
説
教
す
る
く
ら
い
が
関
の
山
で
す
が
、
本
日
お
集
ま
り
の
方
々
、
国
会
議
員
を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
職
種

の
方
が
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は
各
自
の
身
近
か
ら
、
世
界
平
和
を
念
じ
て
い
ろ
い
ろ
活
動
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
大
隈
さ
ん
も
喜
ぶ

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ろ
そ
ろ
私
に
与
え
ら
れ
た
時
間
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
こ
れ
で
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


