
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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っ
た
。
其
の
頃
中
學
生
の
中
で
綸
が
う
ま
い
な
ん
て
言
は
れ
て
た
ん
だ
が
、
今

考
へ
れ
ば
此
頃
の
一
年
生
位
の
も
の
を
描
い
て
い
た
ん
だ
ら
う
。

恰
度
舟
四
年
に
美
校
に
入
っ
た
時
分
、
瑕
入
學
と
い
ふ
の
が
出
来
て
、
木
炭

の
意
生
で
瑕
入
學
さ
せ
ら
れ
〔
規
則
に
は
無
試
験
と
あ
る
〕
一
學
期
位
、
何
科

と
い
は
ず
同
じ
課
程
を
得
た
も
の
で
す
。
此
の
制
度
が
何
年
績
い
た
か
、
そ
れ

に
よ
り
本
入
學
が
ゆ
る
さ
れ
て
誰
が
何
科
と
い
ふ
こ
と
が
極
つ
た
の
で
あ
る
。

ま
だ
そ
の
時
正
木
〔
直
彦
〕
さ
ん
が
校
長
に
な
る
前
で
、
久
保
田
鼎
と
い
ふ

〔
校

長

〕

人
が
校
長
代
理
で
あ
っ
た
り
し
た
。
そ
の
前
に
岡
倉
〔
覚
三
〕
さ
ん
が
や
っ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
其
の
後
ま
も
な
く
正
木
さ
ん
が
校
長
に
な
っ
た
。
學
校
に
入

學
し
た
こ
と
か
ら
云
つ
て
も
殆
ん
ど
、
我
々
の
前
、
叉
我
々
の
時
も
撰
科
生
と

い
ふ
も
の
が
質
技
が
優
秀
で
ー
|
'
尤
も
宜
技
だ
け
で
入
學
し
て
る
人
だ
が

l

我
々
本
科
と
い
ふ
の
は
数
育
家
に
な
る
と
か
、
さ
う
い
ふ
こ
と
で
生
活
し
て
行

け
る
と
い
ふ
、
學
校
の
方
針
も
そ
ん
な
風
ら
し
か
っ
た
。
自
然
そ
の
質
技
な
ん

〔
撰
]

か
選
科
生
に
比
ら
べ
て
劣
つ
て
ゐ
た
も
の
だ
。
本
科
生
で
も
立
派
に
宜
技
を
も

〔撰〕

つ
て
、
叉
殊
に
選
科
生
を
な
る
べ
く
取
ら
な
い
で
本
科
生
を
専
ら
に
す
る
様
に

な
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
後
の
こ
と
で
、
恰
度
我
々
は
其
の
境
目
頃
な
の
で
あ

る
。
で
、
ま
だ
學
校
に
も
黒
田
〔
清
輝
〕
敦
室
と
浅
井
〔
忠
〕
数
室
が
あ
っ
た

あ
と
が
残
っ
て
る
時
分
で
、
我
々
が
入
っ
た
時
分
の
先
輩
と
し
て
も
、
倉
田
重

吉
（
白
羊
）
君
や
庄
野
宗
之
助
氏
等
が
ゐ
た
。
其
頃
私
は
岡
吉
枝
氏
倉
田
さ
ん

等
に
親
し
く
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
學
校
へ
入
っ
て
も
、
其
頃
白
馬
會

研
究
所
か
ら
来
た
か
な
り
宜
技
の
う
ま
い
連
中
が
ゐ
た
。
上
の
級
の
人
々
と
下

の
級
が
度
々
一
所
に
競
技
な
ん
か
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

1

有
名
な
チ

ヤ
カ
ホ
イ
は
其
の
頃
出
来
た
も
の
で
、
故
人
渡
邊
了
助
氏
〔
正
し
く
は
亮
輔
。

宮
城
県
出
身
。
明
治
三
十
六
年
西
洋
画
撰
科
卒
。
同
四
十
四
年
歿
〕
が
開
祖
で

う
ま
く
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

1

こ
れ
は
北
の
方
の
唄
な
の
で
、
そ
の
鼻
に

〔撰〕

か
A

つ
た
美
昔
が
今
で
も
耳
に
残
っ
て
る
や
う
で
あ
る
。
其
の
時
分
は
選
科
生

と
い
ふ
も
の
は
質
技
が
う
ま
け
れ
ば
飛
ん
で
進
級
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
其
の

人
逹
に
橋
本
邦
助
氏
、
和
田
三
造
氏
、
山
下
新
太
郎
氏
、
兒
島
虎
次
郎
氏
等
が

あ
る
。
人
物
と
し
て
も
宜
技
の
上
か
ら
も
一
方
に
雄
飛
し
て
ゐ
た
、
故
人
青
木

繁
君
の
常
に
そ
ら
う
そ
ぶ
い
た
顔
が
、
か
う
し
た
話
の
中
に
あ
り
（

と
見
え

て
来
る
。

〔
撰
〕

我
々
の
級
に
は
選
科
と
し
て
は
森
田
恒
友
君
な
ん
か
一
緒
だ
っ
た
の
で
あ

る。

山
本
鼎
君
や
惜
し
い
こ
と
に
死
ん
だ
村
上
為
俊
氏
等
一
緒
で
あ
る
。
正
宗

〔
得
三
郎
〕
君
も
一
緒
だ
っ
た
が
兵
隊
に
行
っ
た
の
で
一
年
遅
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
人
逹
は
や
つ
ば
り
う
ま
か
っ
た
し
、
聾
風
も
特
長
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
學
校
関
係
の
人
は
白
馬
會
の
展
覧
會
な
ど
へ
出
品
し
た
り
し
た
。
黒

田
先
生
を
初
め
、
藤
島
〔
武
二
〕

、
長
原
〔
孝
太
郎
〕

、
岡
田
〔
三
郎
助
〕

、

和
田
〔
英
作
〕
等
の
諸
先
生
が
會
員
で
あ
り
、
又
其
他
の
會
員
の
中
に
も
幾
人

も
の
卒
業
生
な
ど
が
居
て
、
其
展
覧
會
で
我
々
在
學
生
も
一
緒
に
な
る
こ
と
が

あ
る
の
で
楡
快
で
も
あ
る
し
、
學
校
の
数
室
で
数
へ
ら
れ
る
事
以
外
、
啓
装
さ

〔
マ
マ
〕

れ
る
こ
と
が
亦
多
か
っ
た
、
白
馬
會
の
展
覧
會
は
美
術
學
校
の
出
店
の
如
く
見

〔
ど
〕

ら
れ
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
今
の
一
帝
展
（
文
展
）
な
と
が
出
来
る
前
の

こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
聾
室
生
活
な
ん
て
こ
と
も
そ
の
頃
ま
る
で
な
か
っ
た
し
、
今
で
こ

そ
親
の
金
で
在
學
中
か
ら
聾
室
を
立
て
4
も
ら
っ
て
勉
強
が
出
来
る
と
い
ふ
様

な
時
代
に
な
っ
て

ゐ
ま
す
が
、
我
々
…
…
…
今
で
も
一
般
は
さ
う
だ
ら
う
が
、

下
宿
屋
や
素
人
や
の
室
借
と
い
ふ
格
だ
っ
た
。

自
分
は
最
初
牛
込
の
親
類
の
所
に

ゐ
て
、

一
里
半
ば
か
り
毎
日
往
復
し
て
通
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で
歩
い
た
も
の
で
あ
る
。

っ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
其
時
分
は
交
通
機
閥
も
上
野
と
新
橋
と
の
間
に
鐵
道

馬
車
が
あ
っ
た
位
で
、
そ
れ
も
十
三
錢
位
で
あ
っ
た
が
大
抵
そ
れ
も
乗
れ
な
い

明
治
三
十
五
年
頃
、
和
田
や
橋
本
や
熊
谷
〔
守
一
〕
な
ど
が
ゐ
た
入
谷
の
家

ヘ
私
と
柳
〔
敬
助
〕
と
が
こ
ろ
げ
こ
ん
で
五
人
で
自
炊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

霊
室
が
無
い
ん
だ
か
ら
、
裸
の
モ
デ
ル
を
家
で
か
く
な
ん
て
こ
と
は
無
か
っ
た

し
、
モ
デ
ル
な
ん
か
も
か
な
り
貧
弱
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
其
の
家
が
畳
室
に

な
っ
て
モ
デ
ル
こ
そ
使
は
な
い
が
静
物
な
ん
か
描
い
て
ゐ
た
。
三
性
二
間
に
六

性
で
家
賃
が
三
園
八
十
錢
で
あ
っ
た
。
隣
り
の
巡
査
の
妻
君
の
お
産
に
お
祝
ひ

ま
で
や
っ
て
、

一
人
前
罷
費
が
五
園
位
で
、
家
賃
と
食
費
が
出
た

の
で
あ
る
。

其
の
頃
の
お
か
ず
代
は
五
人
前
で
、
五
錢
位
で
、
豚
な
ど
喰
つ
て
も
拾
錢
位
だ

っ
た
。鴬

生
地
と
云
つ
て
も
郊
外
は
今
の
様
に
開
け
て
な
い
し
、
近
頃
の
様
に
文
化

住
宅
の
赤
瓦
な
ん
て
絶
到
に
な
か
っ
た
。
建
築
を
描
い
て
も
郊
外
な
ら
藁
屋
根

で
あ
っ
て
、
今
の
様
に
日
本
の
風
景
か
ど
う
か
解
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
な
く

純
日
本
式
の
風
景
だ
っ
た
。
僕
が
四
五
年
も
見
な
い
中
に
田
も
、
甫
も
、
山
林

も
、
溝
の
様
な
慮
で
さ
へ
住
宅
地
と
な
っ
て
了
ふ
今
日
此
頃
の
東
京
の
郊
外
、

況
し
て
二
十
七
八
年
も
前
の
窯
生
地
だ
っ
た
早
稲
田
や
日
暮
里
は
跡
形
も
な
く

愛
つ
て
し
ま
つ
て
、
都
の
一
部
を
形
作
っ
て
居
る
事
は
尤
も
の
事
で
あ
る
。

今
で
も
記
憶
し
て
る
こ
と
は
在
學
中
一
度
、
美
術
祭
が
あ
っ
た

こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
治
三
十
六
年
十
一
月
三
日
の
こ
と
で
、
催
と
し
て
各
科
の
祭
神

と
し
て
、
日
本
甕
で
は
狩
野
芳
崖
、
西
洋
盟
で
ラ
フ
ア
エ
ル

、
彫
刻
で
野
見
宿

禰
、
闘
案
で
尾
形
光
琳
、
と
云
ふ
人
逹
を
祭
紳
と
し
て
正
木
校
長
が
衣
冠
束
帯

で
お
祭
り
を
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
祭
神
の
作
品
を
展
観
し
た
。
我
々
生
徒
、

で
あ
る
。

な
ら
ぬ
し
、
穂
て
本
科
生
が
學
校
の
主
の
も
の
と
な
っ
て
来
た
境
目
の
頃
な
の

数
師
も
混
つ
て
、
要
す
る
に
行
列
や
、
芝
居
を
し
て
一
日
を
歓
楽
の
裡
に
暮

し
、
叉
多
く
の
人
を
招
待
し
た
り
し
た
。
餘
り
大
袈
裟
だ
っ
た
の
で
、
文
部
省

あ
た
り
か
ら
差
留
め
ら
れ
た
の
か
二
度
と
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
我
々
西
洋
聾
の

有
志
で
鉛
管
踊
を
や
っ
た
。

そ
れ
は
私
が
考
へ
た
の
だ
っ
た
。
（
二
年
生
の
頃

だ
っ
た
）
又
洋
聾
科
の
大
勢
で
天
象
行
列
を
や
っ
た
。
今
＿帝
劇
に
居
る
薄
〔
拙

太
郎
〕
君
が
裸
罷
で
身
閥
を
赤
黒
く
塗
つ
て
雷
神
に
な
り
、
和
田
三
造
君
が
風

稗
、
そ
れ
ら
に
甜
つ
て
七
彩
の
虹
の
行
列
と
い
ふ
繹
で
、
下
段
に
は
そ
の
雷
神

風
神
の
左
右
に
自
分
や
ら
森
田
編
之
助
君
や
服
部
應
夫
君
な
ど
、
上
段
橋
の
上

に
は
幾
十
人
が
虹
の
形
に
廣
が
つ
て
、
そ
こ
で
に
わ
か
覺
え
の
虹
の
歌
を
合
唱

し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
科
〕

彫
刻
家
の
出
し
物
、
活
人
彫
刻
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
作
の
『
死
』
其
他
各
科
本
科

の
有
志
に
よ
っ
て
『
巴
里
の
壺
學
生
』
の
瑕
装
行
列
等
の
呼
物
で
、
そ
れ
等
催

物
の
一
部
が
市
中
に
ま
で
ネ
リ
出
し
た
の
が
問
題
に
な
っ
た
ら
し
い
。
此
行
列

の
中
に
は
、
岩
村
〔
透
〕

、
岡
田
、
合
田
〔
清
〕

、
和
田
の
諸
先
生
も
這
入
っ

て
活
動
さ
れ
た
。
私
の
勉
強
時
代
は
先
輩
と
後
輩
と
が
一
緒
に
面
白
く
、
有
盆

〔
制
〕

に
勉
強
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
以
後
は
學
校
の
服
装
も
正
服
で
な
け
れ
ば

其
の
頃
既
に
相
営
名
を
な
し
て
ゐ
た
、
石
井
柏
亭
君
や
ら
、

営
時
小
さ
な
展
翌
會
な
ど
は
展
覧
會
場
な
ど
は
無
い
の
で
、

日
本
甕
の
卒
業

生
だ
っ
た
平
輻
百
穂
君
な
ど
の
顔
も
西
洋
壷
の
教
室
に
見
え
た
も
の
で
あ
る
。

お
寺
な
ど
で
油

箱
を
な
ら
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
倉
田
君
と
か
岡
君
と
か
、
死
ん
だ
照
見
〔
競
〕

君
、
同
じ
く
死
ん
だ
原
田
〔
竹
二
郎
〕
君
、
そ
れ
ら
の
先
輩
に
混
つ
て
、
若
い
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と
こ
ろ
で
は
二
科
の
齋
藤
豊
作
氏
、
極
若
輩
で
は
柳
敬
助
君
と
ボ
ク
な
ど
で
、

s
o會
と
い
ふ
會
で
あ
っ
て
、
お
寺
な
ど
で
陳
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
な
ら
べ
て
、
お
互
に
研
究
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

美
校
時
代
の
こ
と
な
ど

（
『
画
学
生
の
頃
』
昭
和
五
年
。
ア
ト
リ
ニ
社
）

長
谷
川
昇

札
幌
の
中
學
を
出
て
上
京
し
た
頃
は
、
高
等
學
校
の
三
部
、
つ
ま
り
醤
科
の

方
を
志
望
し
て
勉
強
し
て
ゐ
た
。
整
科
を
選
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
に
は
大
し
た
意

味
も
無
い
が
、
周
園
の
友
だ
ち
が
皆
竪
科
志
望
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
然
し

幣
學
の
事
は
好
き
な
こ
と
は
好
き
だ
っ
た
。
今
で
も
好
き
で
あ
る
。
綸
は
中
學

時
代
に
も
水
彩
畳
な
ど
描
い
て
ゐ
て
、
上
京
後
、
試
瞼
準
備
を
し
て
ゐ
る
時
も

描
い
た
。
甕
家
に
な
ら
う
と
決
心
が
着
い
た
の
は
、
そ
の
高
等
學
校
試
験
を
二

度
落
第
し
て
し
ま
っ
た
頃
だ
。

箱
か
き
に
な
る
と
い
ふ
事
は
私
の
家
は
勿
論
、
親
戚
で
も
大
反
射
で
、
二
度

目
の
落
第
を
し
た
年
の
夏
小
樽
へ
蹄
つ
て
説
き
伏
せ
や
う
と
し
た
け
れ
ど
も
駄

目
だ
っ
た
。
で
、
結
局
自
分
か
ら
美
術
學
校
へ
這
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ

〔
マ
マ
〕

っ
ち
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
私
の
這
入
っ
た
年
〔
明
治
三
十

八
年
。
予
備
科
設
置
の
年
〕
は
そ
の
年
に
限
つ
て
志
望
者
を
全
郡
入
れ
て
、

一

學
期
間
は
誰
も
か
も
洋
聾
と
日
本
霊
と
彫
刻
を
勉
強
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
一

學
期
の
終
り
に
全
課
目
の
試
験
を
し
て
入
學
の
採
否
を
す
る
と
い
ふ
妙
な
制
度

で
あ
っ
た
。

私
の
美
校
時
代
に
は
今
の
や
う
に
外
園
の
給
に
接
す
る
機
會
も
な
け
れ
ば
、

又
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
な
か
っ
た
。
わ
づ
か
に
コ
ラ
ソ
と
か
ロ

ー
ラ
ン
ス

と
か
を
唯
一
の
偉
い
霊
家
と
心
得
て
ゐ
た
。
黒
田
〔
清
輝
〕
先
生
も
コ
ラ
ソ
等

（
同
）

の
手
法
を
主
と
し
て
赦
へ

、
例
へ
ば
パ
レ
ッ
ト
に
プ
ラ
ッ
ク
が
出
て
ゐ
る
と
叱

ら
れ
た
程
で
あ
る
。

我
々
の
同
級
は
田
邊
至
君
、
九
里
四
郎
君
、
加
藤
評
兒
君
、
近

藤

浩

一

路

君
、
田
中

l

艮
君
、
藤
田
嗣
治
君
、
岡
本
一
平
君
、
或
は
現
に
中
外
商
業
を
編
輯

し
て
ゐ
る
大
谷
〔
浩
〕
君
な
ど
で
、
何
れ
も
劣
ら
ず
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
を
焚
揮
し
て

ゐ
た
。
例
の
チ
ャ
カ
ホ
イ
節
を
大
い
に
流
行
ら
せ
た
り
、
銀
座
を
踊
り
練
っ
た

り
、
そ
し
て
餘
り
學
校
へ
出
ず
に
家
で
描
い
た
り
酒
を
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
の

方
が
多
い
位
だ
っ
た
。
美
校
に
あ
4

い
ふ
空
氣
を
作
っ
た
人
は
、
今
思
ふ
と
あ

の
美
術
史
を
受
持
つ
て
ゐ
た
岩
村
〔
透
〕
先
生
で
あ
る
や
う
に
思
ふ
。
先
生
は

巴
里
の
聾
家
の
奔
放
な
生
活
を
説
い
て
、
學
生
を
大
い
に
興
奮
感
激
せ
し
め
た

や
う
な
わ
け
で
あ
る
。

岡
本
君
は
ど
う
し
て
今
は
油
箱
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
か
惜
し
い
と
思
ふ
、

獨
得
な
い
い
箱
を
描
い
て
ゐ
た
ん
だ
が
。

一
度
ラ
ソ
ニ
ン
グ
の
選
手
と
し
て
岡

本
君
を
我
々
の
ク
ラ
ス
か
ら
出
し
て
盛
ん
に
應
援
し
た
が
、
彼
は
遅
く
て
皆
よ

り
ず
つ
と
離
れ
て
殿
り
を
つ
と
め
た
が
、
と
に
か
く
終
り
ま
で
獨
り
で
走
つ
て

ゐ
た
、
却
々
員
面
目
な
人
で
ね
、
今
で
も
員
面
目
な
人
で
あ
る
。

始
め
て
展
翌
會
へ
箱
を
出
し
た
の
は
明
治
四
十
年
に
上
野
で
行
は
れ
た
博
覧

會
へ
出
し
た
も
の
で
、
今
思
ふ
と
宜
に
冷
汗
を
登
え
る
や
う
な
も
の
だ
。
手
古

舞
を
描
い
た
五
十
琥
大
の
も
の
で
、
こ
れ
を
今
も
皆
が
覺
え
て
ゐ
て
「
君
が
手

古
舞
を
描
い
た
つ
け
な
あ
」
と
言
は
れ
る
の
に
は
質
に
弱
つ
て
ま
ふ
。
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