
師
は
河
辺
を
残
し
て
全
員
辞
任
し
、
新
た
に
島
田
佳
突
が
教
授
に
就
任
し
た
。

島
田
は
絵
画
科
（
日
本
画
）
を
明
治
二
十
七
年
二
月
に
卒
業
し
、
東
京
高
等
工

業
学
校
図
案
科
助
教
授
を
つ
と
め
て
い
た
図
案
家
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン

ス
留
学
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
岡
田
三
郎
助
が
教
授
と
し
て
加
わ
っ
た
。
建

築
図
案
の
教
室
は
河
辺
と
同
期
図
案
科
卒
業
の
千
頭
庸
哉
が
助
教
授
と
し
て
起

用
さ
れ
、
武
田
五
一
が
留
学
の
た
め
辞
職
し
て
大
沢
三
之
助
が
教
授
と
し
て
再

起
用
さ
れ
た
。
こ
の
人
事
に
は
学
校
当
局
の
図
案
教
育
刷
新
拡
充
の
意
図
が
よ

く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
小
場
恒
吉
の
「
図
案
科
思
ひ
出
」

(99
頁
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
西
洋
図
案
の
導
入
に
よ
る
教
育
の
大
改
革

を
期
待
し
て
い
た
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
改
革
も
姑
息
な
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
よ
う
だ
。

明
治
三
十
年
代
の
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
に
は
本
校
内
外
の
懸
賞

図
案
募
集
の
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
高
賞
を
さ
ら
っ
た

の
は
図
案
科
生
徒
沢
田
誠
一
郎
と
十
二
町
貞
吉
で
、
と
も
に
明
治
三
十
八
年
に

卒
業
。
十
二

町
は
富
山
県
工
芸
学
校
へ
赴
任
し
、
大
正
八
年
死
去
。
沢
田
は
郷

里
の
京
都
へ
戻
り
、
陶
芸
家
沢
田
宗
山
と
な
っ
た
。

山
田
鬼
斎
死
去

⑦
 

明
治
三
十
四
年
二
月
二
十
日
、
彫
刻
科
教
授
山
田
鬼
斎
が
病
死
し
た
。
享
年

三
十
八
。
二
十
二
日
、
浅
草
吉
野
町
光
照
院
で
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
鬼
斎
は
木

彫
部
に
お
い
て
木
彫
の
ほ
か
に
塑
造
に
よ
る
人
体
研
究
の
指
導
に
あ
た
っ
た

(
11
頁
高
村
光
太
郎
の
回
想
記
参
照
）
。
夫
人
蝶
子
は
岡
倉
覚
三
の
妹
で
あ
っ

こ。
キー

⑧

学
生
生
活

美

術

學

校

生

活

辻

永

中
學
校
を
出
て
美
術
學
校
に
入
っ
た
の
は
、
明
治
舟
四
年
の
春
で
、
正
式
に

洋
霊
の
課
程
を
修
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
田
舎
（
水
戸
）
に
ゐ
た
。
中
學

校
の
固
霊
の
数
師
は
丹
羽
林
平
氏
〔
明
治
三
十
一
年
西
洋
画
科
卒
〕
で
あ
っ

た
。
白
馬
會
の
會
員
で
小
林
萬
吾
氏
、
白
瀧
〔
幾
之
助
〕
氏
、
湯
浅
〔
一
郎
〕

氏
逹
の
仲
間
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
聾
家
に
成
る
氣
で
、
其
の
聾
の
先
生
の
所

に
ゐ
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
の
油
箱
を
見
た
の
は
、
其
の
先
生
の
が
初
め
て
で
、

今
で
も
記
憶
し
て
ゐ
る
の
は
、
其
の
丹
材
さ
ん
が
横
濱
の
原
善
三
郎
氏
の
大
き

い
肖
像
を
描
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
見
て
非
常
に
感
心
し
た
。
（
恰
度
世
二
、
三
年

の
頃
）
自
分
も
あ
ん
な
聾
を
い
つ
に
な
っ
た
ら
描
け
る
か
只
感
心
し
て
ゐ
る
ば

か
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
あ
そ
の
先
生
の
油
箱
具
を
借
り
て
、
中
學
校
の
庭

か
ら
筑
波
山
を
、
一

、
二
度
描
い
た
。
そ
れ
が
私
が
初
め
て
油
籍
具
を
使
ふ
初

め
で
あ
る
。
自
分
も
珍
し
か
っ
た
し
、
そ
の
頃
の
學
生
に
限
ら
ず
、
と
に
か
く

珍
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
丹
羽
と
い
ふ
人
は
割
合
に
不
遇
で
、
先
年
な
く
な

っ
た
が
、
風
裁
が
＿艮
い
人
で
、
そ
れ
は
餘
談
だ
が
、
女
の
人
に
さ
わ
が
れ
な
ん

ど
し
て
ゐ
た
の
も
、
原
因
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
丹
利
さ
ん
の
家
に
ゐ

る
頃
、
そ
の
お
母
さ
ん
が
、
學
校
を
出
て
も
決
し
て
ヱ
カ
キ
な
ん
て
な
る
の
を

お
よ
し
な
さ
い
と
、
し
き
り
に
言
は
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

．．． 

學
校
の
教
材
と
し
て
古
事
記
と
い
ふ
題
で
、
何
か
書
け
と
言
は
れ
た
事
が
あ

・

・

・

〔
だ
〕

り
ま
し
た
。
そ
の
時
私
は
例
の
コ
ジ
キ
た
と
思
っ
て
、
巖
窟
に
乞
食
が
ゐ
る
所

を
窯
生
し
て
大
笑
ひ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
で
こ
そ
中
學
生
が
油
箱
を
描
い
て
も
珍
し
く
な
い
が
、
と
に
か
く
今
か
ら

舟
年
近
く
前
の
こ
と
で
す
か
ら
、
水
彩
綸
具
を
使
ふ
こ
と
さ
へ
も
容
易
で
な
か
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