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⑦澤田源一校長就任

昭和十五年五月二十九日、芝田徹心が校長を辞任し、澤田源一が

校長に就任した。澤田は明治二十一年六月九日生まれ。同四十五年

七月東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省、次いで文部省

官僚としての道を歩み、昭和二年八月より高松高等商業学校長を、

次いで同十四年四月より浦和高等学校長をつとめた。美術との関係

について言えば、大正八年九月から同十年八月まで文部官僚として

帝国美術院幹事をつとめたことと、本校卒業生にして京都の陶芸家

として名を馳せた澤m宗山がその兄にあたるということが挙げられ
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我
が
日
本
の
國
土
は
太
平
洋
を
南
北
に
貫
い
て
婉
艇
千
敷
百
里
に
亘
り
、

寒
さ
の
厳
し
い
地
域
や
暑
さ
の
酷
い
地
域
も
あ
り
、
時
に
は
急
激
に
猛
威
を

振
つ
て
忽
ち
に
し
て
過
ぐ
る
鹿
風
の
如
き
も
の
の
製
来
も
あ
れ
ば
、
連
日
陰

欝
な
る
空
の
打
蹟
＜
梅
雨
季
も
あ
り
、
又
世
界
に
餘
り
比
類
の
な
い
程
に
積

雷
の
多
い
地
方
も
あ
れ
ば

一
方
に
は
亜
熱
帯
の
植
物
の
繁
つ
て
ゐ
る
海
岸
も

あ
る
、
と
い
ふ
風
に
氣
象
氣
候
の
嬰
化
が
甚
だ
多
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
一

般
的
に
言
ふ
な
ら
ば
概
し
て
温
和
で
あ
り
、
四
季
順
正
に
循
行
し
束
つ
て
、

櫻
花
の
爛
没
た
る
あ
り
、
眼
も
醒
む
る
ば
か
り
の
新
緑
や
紅
我
の
咬
も
股
佃

せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
又
以
手
に
印
絨
の
多
い
我
國
は
所
謂
瑞
穂
の
園
で
あ

つ
て
自
然
に
米
作
に
適
す
る
の
み
な
ら
ず
、
地
勢
の
多
種
季
節
の
斐
移
等
の

為
に
野
菜
に
し
て
も
果
物
に
し
て
も
其
の
種
類
極
め
て
多
く
、
又
我
國
土
を

環
る
海
洋
は

11
に
魚
類
等
の
水
産
物
が
豊
冨
で
あ
っ
て
、
食
物
に
は
不
自
由

が
な
く
非
常
に
潤
澤
で
あ
る
。
さ
れ
ば
此
等
天
恵
の
諸
條
件
が
我
図
民
性
に

至
大
の
影
響
を
有
す
る
こ
と
は
営
然
で
あ
っ
て
、
我
園
民
の
性
格
が
、
素
よ

り
地
方
地
方
に
よ
っ
て
夫
々
特
異
の
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
概
ね
勤
勉
、

功
敢
、
進
取
、
敏
捷
等
の
特
質
を
有
し
、
惨
忍
を
忌
み
仁
侠
を
尊
び
、
義
心

を
蔵
し
て
慈
愛
に
富
み
、
稔
健
宏
祉
に
し
て
俊
雅
簡
素
を
好
み
、

所

感

る
。
宗
山
は
本
校
の
元
校
長
正
木
直
彦
と
大
変
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
が
、
彼

は
京
都
の
澤
田
文
二
（
澤
文
）
の
長
男
で
、
源
一
は
三
男
で
あ
っ
た
。

左
記
は
澤
田
が
新
任
校
長
と
し
て
の
所
感
を
述
べ
た
も
の
で
、
『
東
京
美
術

学
校
校
友
会
誌
』
第
十
九
号
（
昭
和
十
五
年
十
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

澤

田

源

不
偏
中
正

に
し
て
反
省
包
容
の
性
を
共
ふ
る
等
、
多
く
の
長
所
を
有
す
る
こ
と
の
定
に

偶
然
あ
ら
ざ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

又
我
國
土
は
地
理
的
に
は
東
西
雨
半
球
の
中
央
に
位
し
て
臥
米
と
亜
細
亜

の
東
西
雨
文
明
の
融
合
渾
和
に
極
め
て
適
は
し
い
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
の
で

あ
る
が
、
悠
久
の
古
よ
り
、
人
類
の
最
も
有
り
の
ま
ま
の
姿
な
る
家
族
を
根

幹
と
す
る
の
園
家
を
成
し
、
遠
き
箪
闊
よ
り
世
界
に
比
す
べ
き
な
き
一
君
萬

民
の
皇
函
憫
が
建
て
ら
れ
、
古
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
極
に
外
よ
り
優
れ
た

る
宗
教
、
道
徳
、
哲
理
、
藝
術
、
科
學
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
掘
取
吸
牧
し
て

之
を
本
来
の
性
格
に
同
和
醇
化
し
、
惟
紳
の
大
道
を
禰
々
榮
ゑ
し
め
つ
つ

、

生
成
痰
展
、
天
壌
と
窮
り
無
き
理
想
を
追
ふ
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

期
の
如
き
我
が
國
土
の
天
恵
、
我
が
國
柄
の
辱
厳
、
我
が
國
民
性
の
優
秀

等
を
稽
ふ
る
な
ら
ば
、
我
が
日
本
が
世
界
的
の
大
使
命
を
持
つ
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
が
、
我
々
日
本
人
に
は
自
然
に
明
確
に
意
識
せ
ら
る
る
筈
で
あ
る
。

訓
ち
世
界
の
思
潮
、
東
西
の
文
化
を
圃
融
渾

一
し
て
而
も
湘
々
夫
を
痰
展
せ

し
む
る
の
大
使
命
を
有
す
る
も
の
は
代
に
日
本
園
民
を
措
い
て
他
に
無
し
と

信
ず
る
こ
と
必
ず
し
も
不
常
に
あ
ら
ず
と
思
は
る
る
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
私
は
、
我
國
民
が
此
の
天
賦
の
大
使
命
を
逹
成
す
る
に
は
、
是

非
と
も
員
に
之
を
逹
成
す
る
に
足
る
の
宜
力
を
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の

で
あ
る
。
即
ち
我
國
民
を
措
い
て
は
此
の
使
命
を
完
ふ
す
る
も
の
無
き
こ
と

を
世
界
に
納
得
せ
し
む
る
に
充
分
な
る
本
質
、
員
債
、
力
械
を
我
図
民
が
具

備
す
る
と
い
ふ
事
宜
が
何
よ
り
も
必
須
の
要
件
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
空
想
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
大
言
牡
語
の
類

や
獨
善
自
ら
酔
ふ
の
類
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
慎
に
此
の
世
界
的

使
命
を
負
は
さ
る
る
に
足
る
の
徳
と
力
と
を
我
國
民
が
具
有
す
る
の
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
眩
に
宜
力
と
言
ふ
は
閲
民
の
腔
力
や
押

能
や
俯
操
や
徳
性
等
の
凡
て
を
謂
ふ
の
で
あ
っ
て
、
國
民
各
個
の
憫
力
、
智

〔
マ
マ

〕

能
。
情
操
、
徳
性
等
が
統
合
せ
ら
れ
組
織
せ
ら
れ
て
、
國
の
武
力
と
な
り
、

鰹
滴
力
と
な
り
、
文
化
の
梓
と
な
り
、
道
徳
の
梢
髄
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
所
謂
図
民
の
質
力
換
言
す
れ
ば
総
力
で
あ
る
。
園
民
に
員
の
徳
な
く
し

て
徒
ら
に
自
負
し
、
鎖
の
力
掻
な
く
し
て
空
威
張
す
る
が
如
き
こ
と
は
許
さ

る
べ
き
で
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
天
が
此
使
命
を
果
さ
せ
る
為
め
に
下
し
た

る
吾
々
日
本
人
は
、
常
に
其
の
天
賦
に
應
ふ
る
の
質
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず

と
い
ふ
敬
虔
な
る
反
省
を
以
て
、
侶
條
は
宜
賤
と
一
憫
と
な
り
、
事
宜
が
理

想
に
湖
ふ
て
頻
現
せ
ら
る
る
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
然
ら
ば

最
も
慎
剣
な
る
問
題
は
、
果
し
て
現
在
の
吾
々
日
本
人
が
此
使
命
に
枇
へ
天

賦
に
應
ふ
る
の
宜
を
有
す
る
と
信
じ
得
る
か
否
か
の
貼
に
存
す
る
の
で
あ

る
。
若
し
吾
人
が
虚
心
坦
懐
に
自
ら
顧
み
て
祖
泥
た
る
も
の
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
こ
そ
大
に
自
ら
戒
め
自
ら
改
め
、
粛
正
、
鞭
鞄
、
精
進
し
て
、
慎

に
其
の
質
を
備
ふ
る
べ
く
専
念
努
力
す
る
こ
と
が
最
緊
要
な
の
で
あ
る
。
是

こ
そ
厳
然
と
し
て
今
吾
々
の
前
に
存
在
す
る
大
問
題
な
り
と
信
ず
る
。
而
し

て
私
は
二
三
の
観
貼
よ
り
現
代
の
吾
々
日
本
人
が
此
大
任
に
應
ふ
る
に
足
る

や
否
や
を
省
察
し
て
見
度
い
と
思
ふ
。

凡
そ
國
の
力
は
其
の
人
口
、
図
民
の
資
質
、
其
の
天
然
資
源
等
に
負
ふ
と

こ
ろ
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
人
口
が
少
い
と
か
國
民
の
資
質
が
劣
つ

て
ゐ
る
と
か
天
然
の
資
源
に
乏
し
い
と
か
い
ふ
や
う
な
こ
ー
と
は
非
常
に
不
利

で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
ぬ
が
、
我
閾
の
人
口
並
び
に
其
の
増
殖
力
は
悲
観

す
る
に
及
ば
ぬ
状
態
で
あ
り
、

又
天
然
資
源
は
若
し
滴
支
其
他
東
亜
の
所
謂

共
榮
圏
と
協
力
す
る
な
ら
ば
極
め
て
有
望
で
あ
る
。
然
る
に
我
國
民
の
資
質

今
次
の
事
礎
に
於
て
抜
群
の
武
動
を
樹
て
て
ゐ
る
人
の
内
に
は
、
武
道
に

の
内
殊
に
其
の
儒
力
と
い
ふ
黙
に
つ
い
て
は
大
に
辿
憾
な
る
も
の
が
あ
る
や

う
に
思
ふ
。

近
時
我
國
民
の
棚
位
が
次
第
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
事
宜
は
徴
兵
検

査
等
に
よ
っ
て
も
證
せ
ら
れ
、
又
國
民
各
府
に
結
核
性
疾
患
が
非
常
に
多
い

こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
此
等
の
事
質
は
之
を
如
何
に
観
る
べ
き

で
あ
ら
う
か
。
近
年
罷
育
が
奨
勘
せ
ら
れ
、
武
道
の
振
興
、
ス
ボ
ー
ツ
の
隆

盛
、
塞
に
眼
醒
ま
し
い
も
の
が
あ
る
に
拘
ら
ず
、
斯
の
如
き
焚
ふ
べ
き
状
態

に
あ
る
は
一
憫
何
に
因
る
の
か
。
私
は
若
し
武
道
や
ス
ポ
ー
ツ
等
が
今
日
の

如
く
奨
勘
せ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
な
ら
ば
も
っ
と
悪
い
結
果
を
見
た
か
も
知

れ
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
之
は
現
代
の
日
本
國
民
の
生
活
の
方
法
や
内
容

に
多
く
の
鋏
陥
が
あ
る
為
で
あ
る
と
思
ふ
。
衣
食
住
が
不
合
理
に
螢
ま
れ
た

り
、
憫
練
衛
生
の
指
導
や
施
設
が
不
徹
底
不
完
全
で
あ
っ
た
り
、
種
々
の
事

情
に
よ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
源
は
政
治
、
教
育
、
厚
生
の
各
部
面
に
於
け

る
指
導
が
正
し
く
強
く
行
は
れ
な
か
っ
た
に
よ
る
と
も
見
ら
る
る
の
で
あ

る
。
今
此
等
の
原
因
の
探
求
は
問
題
と
し
な
い
が
、
何
は
兎
も
あ
れ
是
非
と

も
國
民
の
罷
力
を
増
進
し
、
其
の
水
準
を
高
め
、
強
靱
旺
盛
な
る
肉
憫
を
有

す
る
日
本
人
を
次
代
に
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
我
國
裳
面
の
最
大
問
題
の

―
つ
で
あ
る
と
信
ず
る
。
國
民
の
憫
力
の
問
題
は
園
防
と
か
産
業
と
か
い
ふ

見
地
か
ら
は
勿
論
、
其
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
於
て
も
最
も
切
宜
に
考
究
さ
る

べ
き
緊
急
問
題
で
あ
る
。
學
問
に
し
て
も
臨
術
に
し
て
も
煩
に
梢
深
、
雄
渾

な
る
も
の
を
生
み
出
す
為
に
は
國
民
各
自
の
閥
力
が
強
健
で
な
け
れ
ば
到
底

望
み
得
ら
れ
ぬ
と
確
信
す
る
。

逹
し
た
人
が
非
常
に
多
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
又
重
い
軍
装
を
背
負
つ
て
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私
は
近
時
我
國
民
の
一
部
に
、
我
國
の
文
化
、
我
國
民
の
力
巌
に
到
す
る
自

ぎ
て
、
近
頃
で
は
何
で
も
日
本
が
欧
米
や
支
那
よ
り
も
優
れ
た
も
の
を
持
つ

十
里
二
十
里
の
瞼
道
を
進
軍
す
る
際
に
其
の
難
行
軍
に
堪
へ
ず
し
て
落
伍

し
、
為
に
残
敵
に
襲
撃
せ
ら
れ
て
戦
死
し
た
と
い
ふ
や
う
な
事
例
も
聞
く
の

で
あ
る
。
斯
の
如
ぎ
事
宜
は
、
戦
場
に
於
て
橙
力
の
優
劣
が
個
人
と
し
て
も

亦
部
隊
と
し
て
も
如
何
に
重
大
な
る
幸
不
幸
を
分
か
つ
も
の
で
あ
る
か
を
知

る
に
足
る
の
で
あ
る
。
而
も
騰
力
の
問
題
は
営
に
こ
の
や
う
な
戦
場
に
於
け

る
場
合
等
に
限
ら
ず
、
平
時
の
如
何
な
る
職
場
に
於
て
も
、
如
何
な
る
活
動

部
面
に
在
つ
て
も
、
事
の
成
否
勝
敗
を
決
す
る
一
大
要
件
た
る
こ
と
を
否
む

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
世
に
虚
弱
な
る
人
に
し
て
而
も
天
典
の
才
能
を
追
憾

な
く
装
揮
し
た
る
人
は
無
い
で
は
な
い
。
併
乍
ら
若
し
其
の
人
が
強
健
で
あ

っ
た
な
ら
ば
更
に
大
な
る
天
分
を
頻
は
し
得
た
筈
で
あ
る
。
天
才
は
瑕
令
不

健
康
な
る
儒
の
持
主
で
あ
る
場
合
に
も
現
は
る
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い

が
、
不
健
康
或
は
病
弱
な
る
が
故
に
天
才
が
痰
揮
せ
ら
る
る
事
例
が
あ
る
と

為
す
が
如
き
は
曲
庇
し
た
る
観
方
で
あ
っ
て
正
し
く
な
い
。
學
問
で
も
藝
術

で
も
員
に
偉
業
大
作
を
成
し
遂
ぐ
る
に
は
健
全
な
る
慨
の
持
主
で
あ
る
こ
と

が
必
須
の
要
件
な
り
と
信
ず
る
。
軍
人
、
政
治
家
、
事
業
家
等
に
閥
力
が
如

何
に
重
要
な
る
成
敗
を
決
す
る
條
件
で
あ
る
か
は
素
よ
り
明
か
で
あ
る
が
、

學
者
や
菰
術
家
に
於
て
も
亦
同
様
に
骰
力
の
優
れ
て
ゐ
る
者
が
そ
の
劣
れ
る

者
に
勝
つ
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
此
事
を
思
ふ
な
ら
ば
我
國
民
の
現
在
の
憫

位
の
低
劣
な
る
こ
と
は
日
本
國
民
の
大
使
命
に
鑑
み
て
洵
に
痛
暖
す
べ
き
こ

と
の
―
つ
な
り
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

次
に
國
民
の
資
質
と
い
ふ
こ
と
は
素
よ
り
憫
力
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の

は
勿
論
で
あ
っ
て
、
國
民
各
個
の
智
能
の
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
や
研
究
心
の
旺

盛
で
あ
る
こ
と
等
も
質
に
國
家
将
来
の
典
隆
を
決
す
る
一
大
要
素
で
あ
る
。

惚
が
著
し
く
な
っ
て
来
た
や
う
に
思
は
る
る
こ
と
は
大
に
警
戒
す
べ
き
こ
と

で
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
我
國
民
は
本
来
趣
致
に
富
み
、
雅
味
を

解
し
、
佗
と
か
寂
と
か
い
ふ
こ
と
の
わ
か
る
こ
と
に
於
て
は
恐
ら
く
世
界
に

類
稀
な
る
秀
で
た
る
性
格
を
持
ち
、
叉
頭
脳
も
技
術
も
優
れ
た
國
民
で
あ
る

こ
と
は
疑
を
容
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
古
も
今
も
其
の
例
は
幣
し
く
存
す
る

こ
と
も
事
宜
で
あ
る
。
文
學
に
し
て
も
藝
術
に
し
て
も
東
洋
的
な
る
氣
韻
や

雅
致
に
富
め
る
も
の
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
特
に
日
本
獨
自
の
秀
で
た
る
梢

紳
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
又
明
治
以
降
は
臥
米
文
物
の
長
所
を
取
入
れ

て
、
根
術
が
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
、
軍
備
も
充
宜
し
産
業
も
増
強
し
、
固
有

の
精
神
文
化
と
共
に
見
事
な
る
科
學
文
明
を
成
立
せ
し
め
た
る
先
輩
の
貢
献

は
質
に
感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
併
乍
ら
近
時
、
日
本
精
神
の
昂

揚
、
國
力
焚
展
の
顕
著
な
る
事
質
に
眩
惑
し
た
と
で
も
言
は
う
か
充
分
な
る

反
省
な
く
し
て
只
何
事
で
も
日
本
の
も
の
が
凡
て
他
國
の
も
の
よ
り
も
優
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
が
如
く
誤
信
し
誇
張
し
自
惚
る
る
の
傾
向
が
生
じ
て
来
た
や

う
に
惑
ぜ
ら
る
る
の
で
あ
っ
て
、
之
は
大
に
戒
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な

か
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

明
治
以
来
西
洋
物
質
文
明
の
急
激
な
る
流
入
に
よ
っ
て
、
歌
米
文
化
の
皮

相
に
か
ぶ
れ
、
古
来
の
立
派
な
我
が
傭
統
を
忘
失
せ
む
と
す
る
の
傾
向
が
あ

っ
た
が
、
幸
に
し
て
そ
の
危
機
を
防
止
し
日
本
古
来
の
文
物
の
優
秀
性
に
到

す
る
再
認
識
に
眼
醒
め
た
こ
と
は
窟
に
仕
合
は
せ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
又
度

々
の
戦
争
に
は
大
勝
し
、
経
演
力
は
國
外
に
装
展
し
、
僅
か
の
歳
月
の
内
に

世
界
の
強
大
國
の
列
に
入
っ
た
燈
く
べ
き
躍
進
力
は
宜
に
日
本
人
の
誇
と
す

る
に
足
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
此
の
認
識
、
此
の
自
尊
が
、
行
き
過

823 第18節 昭和 15年



て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
何
事
に
よ
ら
ず
彼
等
を
凌
駕
し
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
が

如
き
自
惚
を
生
じ
て
来
た
部
面
が
方
々
に
存
在
す
る
や
う
に
思
は
る
る
の
で

あ
る
。
併
乍
ら
具
さ
に
検
討
す
る
な
ら
ば
臥
米
文
化
の
員
諦
に
は
非
常
に
深

味
の
あ
る
尊
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
夫
等
の
黙
を
閑
却
し

て
ゐ
る
嫌
が
無
い
で
は
な
い
、
加
之
西
洋
の
文
物
制
度
習
慣
を
取
入
れ
た
内

に
は
反
つ
て
そ
の
内
容
の
長
所
を
自
得
せ
ず
し
て
外
形
的
な
短
所
を
員
似
て

得
意
然
と
し
た
や
う
な
憾
も
な
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

又
日
本
が
長
足
急
激
に
進
歩
し
つ
つ
あ
る
の
は
事
質
で
あ
る
が
、
進
歩
し

て
ゐ
る
の
は
日
本
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
の
進
ん
で
ゐ
る
間

に
彼
等
も
亦
進
ん
で
ゐ
る
の
事
宜
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
之
は
必
ず
し
も
所

謂
物
質
文
明
と
か
自
然
科
學
と
か
、
技
術
と
か
産
業
と
か
の
方
面
に
限
ら
ぬ

の
で
あ
っ
て
、
思
想
と
か
信
念
と
か
い
ふ
所
謂
精
紳
文
明
の
方
向
に
於
て
も

亦
同
様
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
此
際
吾
々
は
國
粋
に
劉
し
深
く
省
察
す
る

と
同
時
に
他
園
文
化
の
長
所
を
軽
視
す
る
の
態
度
は
微
塵
も
あ
っ
て
は
な
ら

ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
事
に
つ
い
て
も
自
惚
は
禁
物
で
あ
る
。
世

界
に
先
行
し
、
東
西
を
統
合
す
る
學
問
や
藝
術
を
樹
て
る
に
は
、
本
然
に
劉

す
る
自
省
と
共
に
誰
虚
な
る
心
を
以
て
す
る
不
断
の
研
究
と
努
力
と
を
必
要

と
す
る
と
信
ず
る
。
殊
に
近
時
又
も
や
明
治
初
年
の
西
洋
模
倣
の

二
の
舞
に

似
て
、
我
國
骰
や
我
國
史
や
我
民
情
に
副
は
ぬ
や
う
な
西
洋
の
新
閥
制
の
際

み
に
習
は
む
と
す
る
の
傾
向
が
な
い
で
は
な
い
が
、
是
亦
恨
み
深
く
顧
念
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ
る
。
此
等
の
事
た
る
日
本
人
全
儒
の
心
構
と
し
て
、

〔
マ
ご

現
時
最
も
大
切
な
る
こ
と
と
て
あ
る
が
、
同
時
に
又
吾
々
は
個
人
と
し
て
も

同
様
の
事
に
つ
き
大
に
自
省
戒
心
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

次
に
私
は
、
隊
民
の
正
義
心
が
熾
烈
な
り
や
否
や
闊
民
の
間
に
如
何
に
道

軍
備
の
み
に
つ
い
て
は
、

い
く
ら
で
も
巧
妙
な
る
も
の
や
強
力
な
る
も
の
が

出
現
し
倅
止
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
永
久
に
11
鉱
心
と
不
安
と

も
必
ず
や
叉
力
に
よ
っ
て
報
復
せ
ら
る
る
の
時
が
来
る
で
あ
ら
う
。
謀
略
や

徳
が
箕
践
せ
ら
れ
あ
り
や
と
い
ふ
こ
と
が
、
國
家
興
麿
の
氣
運
國
民
資
質
の

優
劣
を
判
定
す
る
大
な
る
指
針
な
り
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
近
時
我
國
に
も

只
力
と
略
と
を
絶
到
的
な
る
も
の
と
為
す
が
如
き
釦
向
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ

る
こ
と
は
大
に
恨
戒
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
。
現
時
の
世
界
の

情
勢
を
観
る
に
、
國
際
間
に
は
只
武
力
と
謀
略
と
の
葛
藤
あ
る
の
み
で
あ
っ

て
、
其
の
強
く
し
て
巧
な
る
も
の
が
最
後
の
勝
利
を
獲
る
と
い
ふ
が
如
く
客

観
的
情
勢
が
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
図
家
と
し
て
畷
際
場
裡

に
慮
す
る
に
営
り
、
正
道
を
踏
み
仁
義
を
以
て
進
む
が
如
き
こ
と
は
迂
遠
も

甚
し
い
と
い
ふ
が
如
き
考
へ
方
が
存
す
る
や
う
に
思
は
る
る
の
で
あ
る
。
か

か
る
こ
と
が
個
人
に
あ
っ
て
も
亦
正
義
を
顧
み
ず
術
策
を
以
て
糊
塗
す
る
を

利
と
す
る
が
如
き
領
向
を
生
じ
て
ゐ
な
い
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
併
乍
ら
斯

の
如
き
こ
と
は
果
し
て
承
服
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
是
認
せ
ら
る
べ
き

こ
と
で
あ
ら
う
か
。

今
日
の
如
く
國
際
閥
係
の
複
雑
に
し
て
世
界
の
到
る
慮
に
危
瞼
が
包
蔵
せ

ら
る
る
大
轄
換
の
時
機
に
あ
っ
て
は
、
何
物
を
も
恐
れ
ぬ
強
大
な
る
武
力
を

備
ふ
る
一
方
、
深
謀
大
肥
な
る
謀
略
の
必
要
な
る
こ
と
は
論
を
依
た
ぬ
。
何

國
を
も
黙
し
得
る
軍
備
を
保
つ
と
同
時
に
國
力
を
縮
動
員
し
氣
塊
の
旺
溢
し

た
る
大
策
を
以
て
臨
む
こ
と
が
緊
切
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
図
際
間
に

於
て
も
決
し
て
力
と
謀
と
に
よ
っ
て
の
み
最
後
の
勝
を
齊
ら
し
得
る
と
思
ふ

の
は
誤
な
り
と
信
ず
る
、
若
し
聖
な
る
理
想
な
く
正
義
の
信
念
な
く
し
て
カ

を
用
ひ
る
な
ら
ば
、
た
と
ヘ
一
時
は
力
に
よ
っ
て
他
國
を
屈
服
せ
し
め
得
て
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の
で
あ
る
。
此
貼
は
宜
に
我
園
民
が
お
互
に
大
に
自
粛
自
戒
せ
ぬ
ば
な
ら
ぬ

想
を
顕
現
す
べ
き
我
僻
國
の
使
命
の
逹
成
は
期
し
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
惧
る
る

を
連
紐
せ
し
め
謡
詐
と
惨
害
と
を
増
大
せ
し
む
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史
の
證

す
る
が
如
く
、
力
と
謀
と
に
よ
り
策
と
略
と
に
よ
っ
て
は
員
の
平
和
は
腐
ら

さ
れ
ず
餌
の
楽
土
は
望
ま
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
誠
を
以
て
人
心
を
把
握
す
る
に

あ
ら
ず
ん
ば
永
辿
な
る
國
運
の
痰
展
は
期
し
得
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
我
日

本
こ
そ
が
員
に
其
の
宜
證
を
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
畠
國

の
天
業
な
り
と
信
ず
る
。
八
紘
一
宇
の
我
箪
國
の
大
理
想
は
徳
に
よ
り
義
に

よ
っ
て
世
界
を
我
國
威
に
光
被
せ
し
む
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ

れ
は
決
し
て
力
や
謀
に
の
み
よ
っ
て
は
完
遂
し
得
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
こ
と
を

悟
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
國
民
が
本
営
に
徳
を
具
へ
な
か
っ
た
な
ら
ば
廊
邦

を
我
國
光
に
よ
っ
て
被
ふ
こ
と
は
笙
み
得
な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
甚
だ
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
現
に

聖
戦
半
ば
の
今
日
、
支
那
に
入
っ
て
居
る
多
敷
の
邦
人
の
内
に
は
、
相
剋
に

よ
っ
て
醜
朕
を
暴
涵
し
又
は
不
行
跡
に
し
て
支
那
人
士
の
緊
盛
を
買
つ
て
ゐ

る
者
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
多
敷
の
内
の
少
敷
者
の
所
作
で
は

あ
ら
う
が
、
か
く
の
如
き
こ
と
が
あ
っ
て
は
果
し
て
抗
日
思
想
を
絶
滅
し
日

支
提
携
の
宜
が
期
待
し
得
ら
る
る
で
あ
ら
う
か
。
又
建
國
既
に
敷
年
を
紐
て

王
道
架
土
の
建
設
に
歩
を
進
め
つ
つ
あ
る
満
洲
國
に
於
て
さ
へ

、
日
満
雨
國

有
識
者
の
獣
身
的
な
熱
誠
努
力
の
塞
に
多
と
す
べ
き
も
の
あ
る
に
拘
ら
ず
、

一
面
に
は
日
本
人
の
面
目
を
演
す
が
如
き
征
服
者
的
胤
暴
を
敢
て
す
る
者
が

未
だ
に
絶
へ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
聞
く
に
及
ん
で
は
宜
に
慨
唆
に
堪
へ
ぬ
の

で
あ
る
。
斯
の
如
き
事
例
が
根
絶
せ
ら
る
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
東
亜
新
秩
序

の
建
設
も
日
満
支
親
善
の
樹
立
も
甚
だ
覺
束
な
く
更
に
世
界
平
和
へ
の
大
理

急
務
中
の
急
務
で
あ
る
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
獨
乙
軍
が
巴
里
に
入
城
し
た
る
後
彼
等
の
軍
紀

は
厳
然
と
し
て
何
等
犯
す
と
こ
ろ
な
く
、
大
き
な
笑
性
さ
へ
惧
む
で
ゐ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
若
し
彼
等
が
待
望
の
巴
里
を
占
領
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら

そ
の
歓
喜
に
乗
じ
て
騒
慢
な
る
振
舞
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
彼
等
は
間
も

な
く
巴
里
を
失
ふ
で
あ
ら
う
が
、
此
の
粛
然
た
る
節
制
の
下
に
あ
る
こ
と
を

聞
い
て
は
、
恐
ら
く
巴
里
人
は
彼
等
を
心
よ
り
仇
敵
視
し
な
い
で
あ
ら
う
か

ら
、
巴
里
は
或
は
永
く
獨
乙
の
支
配
に
入
る
か
も
知
れ
ぬ
と
も
思
は
る
る
の

で
あ
る
。
又
獨
乙
は
占
領
地
和
蘭
に
獨
乙
人
の
入
國
を
禁
じ
専
ら
和
閑
人
の

〔逍
]

生
活
を
猟
さ
な
い
心
逍
を
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な

く
、
吾
々
日
本
人
の
心
に
は
義
を
璽
ん
じ
敵
を
畏
敬
さ
へ
す
る
武
士
道
の
精

紳
、
弱
き
を
扶
く
る
一
視
同
仁
の
寛
容
な
る
日
本
魂
が
潜
ん
で
ゐ
る
筈
で
あ

る
が
、
獨
乙
軍
の
軍
規
の
巌
粛
な
こ
と
や
彼
等
が
占
領
地
の
利
樅
を
尊
重
し

て
ゐ
る
こ
と
等
と
我
同
胞
が
滴
支
に
於
て
指
斥
せ
ら
る
る
者
の
居
る
事
等
を

到
比
し
、
大
に
稽
へ
さ
せ
ら
る
る
慮
が
あ
る
。
今
に
し
て
反
省
す
る
と
こ
ろ

が
な
け
れ
ば
、
國
の
為
め
に
尊
い
護
國
の
神
と
な
れ
る
無
敷
の
英
成
に
針
し

て
も
定
に
申
諄
な
い
次
第
で
あ
る
と
思
ふ
。

私
は
今
日
の
波
瀾
重
性
の
國
際
間
に
於
て
も
國
家
の
進
路
に
は
道
義
に
立

脚
し
た
る
信
念
が
な
け
れ
ば
員
に
國
威
の
疲
揚
は
期
し
難
し
と
信
ず
る
の
で

あ
る
が
、
況
ん
や
霰
内
の
儒
制
に
於
て
は
、
道
理
を
以
て
人
心
を
悦
服
せ
し

め
希
望
を
以
て
民
惹
を
暢
逹
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
員
の
安
定
と
圏
結
は
堂

の
心
底
に
聖
業
遂
行
の
熱
望
が
あ
っ
て
こ
そ
、
始
め
て
全
國
民
が
固
き
一
園

と
な
っ
て
娠
難
辛
苦
に
堪
へ
欣
然
と
し
て
全
力
を
國
家
の
為
め
に
捧
げ
得
る

み
難
し
と
思
ふ
。
國
民
の
生
活
の
根
底
に
倶
理
の
確
信
が
あ
り
、
國
民
各
自
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同
時
に
叉
我
圏
史
上
未
曾
有
の
大
事
菱
を
慮
理
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
大
難
局

り
、
早
起
き
を
す
る
に

は
早
寝
を
す
る
を
要
し
、
暴
飲
や
暴
食
は
恨
む
べ

き

今
や
世
界
は
史
上
未
曾
有
の
大
菱
換
期
に
際
會
し
、
現
代
の
日
本
図
民
は

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
確
信
こ
の
熱
望
を
彰
群
と
し
て
溢
ら
せ
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ソ
聯
で
は
、
あ
の
や
う
な
國
柄
で
も
あ
る
為
め

か
、
兵
士
が
動
員
せ
ら
る
る
の
は
極
め
て
秘
密
裡
に
行
は
れ
、
所
謂
歓
呼
の

磐
に
送
ら
る
る
と
い
ふ
が
如
き
感
激
の
光
景
が
見
ら
れ
な
い
そ
う
で
あ
る

が
、
而
も
彼
等
の
多
く
は
獣
々
と
し
て
忠
宜
に
職
務
に
斃
れ
て
ゐ
る
と
言
ふ

こ
と
で
あ
る
。
愛
図
心
は
日
本
人
の
み
が
持
つ
て
ゐ
る
な
ぞ
と
思
っ
て
は
な

ら
ぬ
。
叉
支
那
事
焚
よ
り
も
敷
年
も
前
か
ら
蒋
介
石
は
其
の
軍
人
に
麻
雀
を

厳
禁
し
て
居
る
の
み
な
ら
ず
其
の
所
謂
新
生
活
運
動
は
可
な
り
徹
底
し
て
ゐ

た
と
聞
く
。
そ
の
時
分
に
我
國
に
は
頒
麿
的
な
歌
謡
が
流
行
し
て
ゐ
た
の
で

あ
り
、
今
頃
漸
く
學
生
に
麻
雀
の
禁
令
を
出
し
て
ゐ
る
や
う
な
涵
工
本
で
あ

り
、
又
所
謂
戦
時
利
得
者
が
勝
手
な
振
舞
を
し
た
り
、

一
般
に
銃
後
の
闘
内

生
活
が
緊
張
の
鋏
け
て
ゐ
る
宜
例
が
定
に
多
い
の
で
あ
る
。
我
國
は
國
内
に

食
糧
が
豊
冨
で
あ
り
、
戦
場
が
國
外
に
あ
っ
て
國
内
に
敵
の
攻
撃
を
受
け
た

鰹
瞼
を
持
た
ぬ
等
の
、
餘
り
に
も
有
り
難
過
ぐ
る
國
情
の
為
め
に
、
國
民
が

思
ひ
上
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
陸
に
困
苦
と
闘
つ
て
ゐ
る
多
く
の
同
胞

へ
の
感
謝
の
念
が
詣
々
と
迫
ら
ぬ
為
め
で
も
あ
ら
う
が
、
宜
に
相
滴
ま
ぬ
次

第
で
あ
る
ま
い
か
。
兎
も
あ
れ
図
際
間
に
於
て
も
道
義
仁
愛
に
基
く
武
士
道

的
梢
神
に
よ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
員
に
人
心
を
把
握
す
る
こ
と
難
く
、
國
内
に

あ
っ

て
も
正
し
い
道
理
に
立
つ
に
あ
ら
ず
ん
ば
國
家
的
統
制
も
図
民
精
神
の

緊
張
も
望
ま
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
事
た
る
や
個
人
の
間
に
あ
っ
て
も

亦
同
様
で
あ
る
と
信
ず
る
。

の
員
只
中
に
居
る
の
で
あ
っ
て
、
員
に
國
運
の
隆
頬
興
隈
の
岐
貼
に
立
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
各
個
々
々
の
党
悟
と
宜
践
と
は
建
國
以
来
の
大

理
想
を
逹
成
す
る
こ
と
の
成
否
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
然
る
に
以
上
私
が
省

察
し
た
る
が
如
く
、
園
民
の
儒
力
に
果
し
て
多
く
の
鉄
陥
あ
り
と
せ
ん
か
、

國
民
に
自
惚
あ
り
て
其
の
宜
力
に
必
ず
し
も
萬
全
の
信
を
措
き
難
き
も
の
あ

り
と
せ
ん
か
、
道
理
と
仁
義
を
軽
視
し
て
只
力
と
略
と
を
崇
む
る
の
風
あ
り

と
せ
ん
か
、
火
の
玉
の
如
き
國
民
の
園
結
未
だ
成
ら
ざ
る
の
憾
あ
り
と
せ
ん

か
、
正
に
速
か
に
痰
幣
す
べ
き
の
時
で
あ
り
、
反
省
と
覺
醒
は
急
を
要
す
る

の
で
あ
る
。
斐
除
す
べ
き
宿
弊
あ
り
改
菱
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
禍
根
あ
り
と

す
れ
ば
、
次
代
を
換
裳
す
べ
き
現
代
日
本
の
青
年
た
る
も
の
、
匝
ち
に
立
つ

て
自
ら
改
め
自
ら
戒
む
る
と
共
に
警
醒
の
錨
を
打
つ
て
時
勢
を
開
き
圏
家
陛

昌
の
氣
運
を
促
進
す
る
の
先
駆
と
な
っ
て
貰
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
而

し
て
時
勢
を
革
新
す
る
の
方
途
た
る
や
必
ず
し
も
所
謂
電
撃
的
に
し
て
多
く

〔摩
〕

の
磨
擦
を
生
ず
る
が
如
き
も
の
た
る
を
要
せ
ず
、
又
過
激
突
飛
に
し
て
危
険

な
る
破
壊
的
方
法
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
極
め
て
穏
健
に
地
味

に
日
常
の
生
活
を
改
善
し
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
其
の
目
的
を
逹
し
得
る

の
み
な
ら
ず
、
反
つ
て
冷
静
に
着
宜
に
宜
行
す
る
こ
と
こ
そ
合
理
的
に
し
て

有
効
な
る
結
宜
を
腐
ら
し
得
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

私
は
先
に
我
図
民
の
儒
力
の
上
に
大
な
る
鉄
陥
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た

が
、
此
問
題
に
つ

い
て

は
種
々
の
所
説
論
議
も
立
て
ら
れ
て
居
り
、
之
が
改

善
向
上
に
は
幾
多
の
方
策
が
あ
ら
う
。
私
は
之
に
つ

い
て
特
に
研
究
し
て
ゐ

る
わ
け
で
も
な
い
が
、
改
善
の
方
法
は
寧
ろ
極
め
て
平
凡
な
虞
に
あ
る
の
で

あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
過
榜
や
運
動
の
後
に
は
安
眠
や
休
蓑
が

必

要

で

あ
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こ
と
で
あ
り
、
少
し
で
も
多
く
自
然
の
日
光
と
洞
澄
な
る
空
氣
に
親
し
む
こ

と
が
必
要
で
あ
る
、
等
極
め
て
常
識
的
の
事
に
て
足
る
の
で
あ
る
。
節
制
と

同
時
に
合
理
的
の
鍛
錬
を
稲
む
で
、
健
全
な
る
精
紳
を
宿
す
が
如
く
健
全
な

る
身
憫
を
作
る
こ
と
に
努
む
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
併
乍
ら
言
ふ
は
易
く
行

ふ
は
難
し
で
、
日
常
の
生
活
に
之
を
具
現
宜
行
す
る
の
は
強
い
決
心
と
克
己

と
努
力
と
を
要
す
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
理
窟
は
さ
ほ
ど
六
ケ
敷
い
も
の
で

は
な
い
筈
で
あ
る
。

叉
私
は
我
図
の
文
化
や
我
図
民
の
宜
力
に
到
す
る
自
惚
を
憂
ふ
る
黙
を
述

べ
た
が
、
我
國
民
全
憫
と
し
て
の
文
化
や
力
量
に
到
す
る
謙
虚
な
反
省
と
不

撓
の
精
進
が
必
要
な
る
こ
と
は
取
り
も
直
ほ
さ
ず
吾
々
各
個
人
が
智
能
や
オ

幹
に
就
て
も
反
省
と
籾
進
と
が
緊
要
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
凡
そ
藝

術
や
學
問
は
人
の
天
分
に
負
ふ
部
分
が
多
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、

天
分
は
之
を
研
か
ず
し
て
は
痰
揮
せ
ら
れ
ぬ
。
僅
か
ば
か
り
天
才
に
似
た
や

う
な
も
の
を
有
す
る
と
す
る
慢
心
の
為
め
に
伸
び
る
べ
き
人
に
し
て
凡
物
に

終
る
の
が
多
い
反
面
に
、
如
何
に
も
不
器
用
不
得
手
と
思
は
れ
た
人
が
工
夫

努
力
に
よ
っ
て
大
成
し
た
る
事
例
も
亦
捗
く
な
い
の
で
あ
る
。
か
の
性
束
咄

雛
で
あ
っ
た
デ
モ
ス
ゼ
ネ
ス
が
怒
満
に
到
つ
て
揺
論
の
練
磨
を
稼
み
て
大
雄

揺
家
と
な
っ
た
如
き
事
例
は
藝
術
と
か
武
道
と
か
の
世
界
に
は
寧
ろ
非
常
に

多
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
鈍
物
と
思
は
れ
た
人
が
練
磨
研
精
に
よ
っ
て
逹

人
と
な
っ
た
例
は
仲
々
多
い
の
で
あ
る
。
魂
を
打
込
み
夢
痣
に
も
忘
れ
ぬ
底

の
装
粥
精
進
に
よ
っ
て
の
み
員
の
天
才
が
痰
揮
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
日
本
に
於
け
る
青
年
學
徒
た
る
も
の
は
、
須
ら
く
日
本
固
有
の
文

化
の
慎
防
を
把
握
す
る
と
同
時
に
、
飽
く
迄
も
外
國
文
化
の
長
所
を
も
吸
牧

し
、
絶
へ
ざ
る
の
研
究
を
為
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
な
け
れ
ば
持

ち
得
な
か
っ
た
輝
し
い
僻
統
を
儒
得
し
、
之
が
集
成
に
頁
猷
し
た
る
先
人
の

業
績
に
感
謝
を
捧
ぐ
る
と
同
時
に
、
浦
新
に
し
て
僻
大
な
る
道
を
拓
く
に
努

む
べ
き
で
あ
る
。
併
乍
ら
新
し
い
も
の
の
尊
さ
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
過
去

の
業
績
を
破
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
な
く
し
て
現
在
に
到
る
迄
の
凡
て
の
業

績
の
上
に
更
に
一
歩
を
進
め
る
こ
と
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
確
認
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
叉
創
造
と
か
創
見
と
か
い
ふ
も
の
は
絶
到
の
意
味
に
於
て
は
有

り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
の
装
展
と
先
人
努
力
の
結
晶
の
上
に
更
に

夫
れ
等
の
内
の
最
も
卓
越
せ
る
も
の
を
痰
見
し
劉
現
す
る
こ
と
が
所
謂
創
造

で
あ
り
創
見
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
悟
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
極
め
て
平
凡

の
や
う
に
思
は
る
る
温
古
知
新
の
工
夫
こ
そ
最
も
大
切
な
の
で
あ
る
。

私
は
前
に
道
理
と
正
義
と
に
よ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
員
の
世
界
平
和
も
賂
束

し
得
ざ
る
が
故
に
國
内
の
園
結
も
園
際
関
係
の
打
開
も
逍
と
誠
と
が
最
後
の

鍵
で
あ
る
と
い
を
意
味
の
事
を
述
べ
た
が
、
之
は
個
人
が
身
を
立
て
世
に
慮

す
る
に
も
同
様
で
あ
る
と
思
ふ
。
小
理
窟
や
小
オ
に
よ
っ
て
は

一
時
は
人
の

眼
を
眩
ま
し
人
の
耳
を
奪
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
心

の
底
よ
り

悌
出
づ
る
叡
智
の
働
き
至
誠
よ
り
逃
る
熱
情
の
力
に
よ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
慎

に
人
心
を
服
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
小
手
先
の
技
巧
や
器
用
な

る
オ
登
に
よ
っ
て
は
瑕
令
営
世
の
喝
采
を
拍
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
も

な
か
ら
う
が
、
後
代
萬
人
を
納
得
さ
せ
る
に
は
精
魂
を
傾
到
し
神
に
通
ず
る

員
心
よ
り
出
で
た
る
仕
事
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
藝
術
に
於
け
る
が

如
き
は
特
に
然
り
で
あ
る
。
如
何
な
る
職
業
の
人
に
あ
っ
て
も
最
も
大
切
な

る
も
の
は
人
格
で
あ
る
。
私
は
お
幣
者
で
も
其
人
の
學
問
や
技
拡
よ
り
も
寧

ろ
其
人
の
誠
―ャ吋
心
の
信
頓
し
得
る
方
を
選
ぶ
。
商
人
に
で
も
最
重
要
な
る
も
の

は
算
盤
や
懸
引
で
な
く
て
信
用
で
あ
る
。
藝
術
家
と
か
数
育
家
と
か
も
亦
素
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よ
り
然
り
で
あ
る
。
敬
虔
な
る
心
を
以
て
作
り
上
げ
た
作
品
で
な
け
れ
ば
永

く
人
の
心
を
打
た
ぬ
、
正
し
い
考
を
以
て
仕
上
げ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
心
あ

る
人
の
尊
敬
を
受
け
ぬ
こ
と
を
私
は
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

本
年
は
紳
武
天
皇
御
即
位
紀
元
二
千
六
百
年
の
意
義
深
き
年
で
あ
る
。
我

等
の
祖
先
は
此
の
永
き
歴
史
の
間
に
多
く
の
優
れ
た
る
不
朽
の
藝
術
を
追
し

た
。
我
が
東
京
美
術
學
校
ぱ
今
や
創
立
以
来
五
十
年
を
紐
、
卒
業
生
を
出
す

こ
と
既
に
四
千
餘
、
此
等
の
人
々
も
亦
我
美
術
界
に
偉
大
な
る
業
紐
を
逍
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
藝
術
に
志
せ
る
學
徒
た
る
も
の
宜
し
く

我
國
の
世
界
文
化
史
上
に
於
け
る
地
歩
と
責
務
と
を
自
覺
し
、
東
西
文
化
の

融
合
渾
和
を
使
命
と
す
る
日
本
が
、
現
に
成
し
遂
げ
む
と
し
つ
つ
あ
る
極
め

て
困
難
に
し
て
而
も
宜
に
意
義
重
き
聖
業
の
大
な
る
一
衷
の
任
を
、
逍
憾
な

く
果
す
こ
と
に
全
力
を
捧
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
。

崇
高
な
る
宗
教
、
卓
絶
せ
る
思
想
が
如
何
に
人
類
の
生
命
に
舘
い
成
の
糧

を
典
ふ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
秤
尊
や
基
督
や
孔
聖
等
の
数
へ
ら
れ
た
る
道

が
敷
千
年
後
の
現
代
に
於
て
全
世
界
の
人
類
の
心
を
強
く
動
か
し
つ
つ
あ
る

事
宜
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
り
、
大
翌
明
や
大
稜
見
が
如
何
に
人
間
生
活
に
大

な
る
福
祉
を
齊
ら
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
ニ
ュ
ー
ト
ソ
や
コ
ロ
ン

1
ー

ズ

や
工
ヂ
ソ
~
等
の
逍
業
が
現
代
の
吾
々
の
日
常
生
活
に
及
ぽ
し
て
ゐ
る
影
響

の
大
な
る
を
思
ふ
だ
け
で
も
充
分
感
得
出
来
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
偉
大
な

る
藝
術
や
優
れ
た
る
文
學
が
音
に
其
の
巨
匠
文
豪
を
生
め
る
民
族
に
到
し
て

の
み
な
ら
ず
、
全
人
類
の
精
紳
を
昂
揚
し
、
情
操
を
豊
富
に
し
、
其
の
勇
氣

を
鼓
舞
し
、
其
の
文
化
を
向
上
す
る
力
が
如
何
に
大
な
る
も
の
で
あ
る
か
は

今
我
東
京
美
術
學
校
に
學
び
つ
つ
あ
る
諸
君
が
各
々
其
の
志
す
道
に
精
進

塞
に
測
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

る
事
績
に
酬
ゆ
べ
く
将
束
へ
の
充
宜
痰
展
に
専
念
協
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
心

校
半
世
紀
の
歴
史
を
回
顧
し
、
先
師
先
輩
が
我
圏
美
術
の
額
揚
に
盪
さ
れ
た

重
き
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
職
員
各
位
や
在
校
生
徒
諸
君
と
共
に
我

私
は
先
般
乏
し
き
を
我
東
京
美
術
學
校
長
の
職
に
享
け
、
誠
に
其
の
任
の

し
、
藝
術
を
通
じ
て
我
國
運
の
進
展
我
國
威
の
装
揚
に
力
を
致
し
、
脩
國
の

理
想
逹
成
に
向
つ
て
各
自
の
分
搬
を
完
ふ
せ
む
と
布
起
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、

諸
君
の
學
窓
生
活
は
塞
に
慈
義
深
き
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。
咋
年
ヒ
ト
ラ
ー

穂
統
は
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
に
於
け
る
演
説
の
内
に
彼
の
第
三
帝
國
建
設
の
理
想
は

営
に
領
土
的
に
廣
大
な
る
第
三
帝
國
た
ら
し
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
藝
術
と
文

化
の
第
一
テ
帝
國
を
建
て
る
に
あ
り
と
言
っ
て
ゐ
る
。
定
に
味
ふ
べ
き
言
で
あ

る
。
領
土
、
人
口
、
資
源
、
富
、
武
器
、
此
等
の
も
の
は
素
よ
り
強
大
國
た

る
に
鉄
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
領
土
の
廣
大
に
し
て
資
源
の
豊
富

な
る
而
も
世
界
第
一
の
人
口
を
有
す
る
支
那
の
現
状
は
ど
う
で
あ
る
か
。
世

界
の
黄
金
の
大
半
を
保
有
す
る
米
國
が
果
し
て
最
も
羨
む
べ
き
國
で
あ
ら
う

か
。
精
鋭
な
る
無
敷
の
武
器
を
一
括
し
て
獨
乙
の
歯
獲
に
委
か
せ
た
佛
閾
西

の
醜
態
は
ど
う
で
あ
る
か
。
國
家
隆
昌
の
要
諦
は
此
等
の
事
物
に
存
す
る
の

で
な
く
し
て
國
民
の
魂
に
あ
る
。
國
民
の
魂
と
は
、
國
民
の
燃
ゆ
る
が
如
き

情
熱
と
、
透
徹
せ
る
理
念
と
、
同
一
方
向
を
指
し
て
一
園
と
な
っ
て
邁
進
す

る
意
力
と
の
綜
合
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
國
民
の
魂
を
作
る
も
の
は
藝
術
、

學
問
、
数
育
の
力
で
あ
る
。
獨
乙
で
さ
へ
其
の
理
想
は
藝
術
と
文
化
の
第
三

帝
國
に
あ
り
と
叫
ん
で
ゐ
る
。
世
界
に
比
類
な
き
歴
史
を
有
せ
る
皇
國
の
世

界
的
使
命
を
思
ふ
時
、
藝
術
の
學
園
に
學
び
つ
つ
あ
る
現
代
の
日
本
青
年
た

る
諸
君
の
指
標
は
自
ら
明
か
で
あ
り
、
諸
君
の
日
常
は
塞
に
生
き
甲
斐
あ

り
、
諸
君
の
血
潮
は
高
鳴
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
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に
替
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
現
状
に
は
追
憾
な
事
が
甚
だ
多
く
又
吾

々
に
は
多
く
の
鉄
陥
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
互
に
孜
々
螢
々
と
し
て
改
善
向

上
に
努
む
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
理
想
に
近
づ
く
こ
と
は
出
来
る
も
の
な
り
と

信
ず
る
。
生
徒
諸
君
に
於
か
れ
て
も
徒
ら
に
空
疎
な
る
想
に
堕
す
る
こ
と
な

く
、
遠
大
な
る
理
想
を
婿
し
、
恒
に
脚
下
を
照
顧
し
つ
つ
、
健
宜
な
る
歩
を

進
め
て
貰
ひ
度
い
。
即
ち
極
め
て
卑
近
平
凡
で
は
あ
る
が
、
絶
へ
ず
健
康
に

留
意
し
閥
力
の
強
健
に
努
め
、
毎
日
毎
日
一
歩
一
歩
の
研
鑽
工
夫
を
積
み
、

精
神
の
修
練
と
品
性
の
陶
冶
に
専
心
せ
ら
れ
む
こ
と
を
切
望
し
て
止
ま
ぬ
の

で
あ
る
。

（
昭
和
十
五
年
九
月
十

一
日
記
）

澤
田
が
本
校
校
長
に
抜
擢
さ
れ
た
い
き
さ
つ
は
不
明
だ
が
、
美
術
界
に
疎
遠

で
あ
っ
た
こ
と
と
在
任
期
が
戦
争
激
化
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

苦
慮
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
長
男
澤
田
隆
治
氏
の
話
に
よ

れ
ば
、
澤
田
源
ー
は
横
山
大
観
を
美
術
学
校
に
招
聘
し
よ
う
と
し
て
断
ら
れ
た

り
、
小
磯
良
平
を
招
聘
し
よ
う
と
し
て
文
部
省
に
挿
絵
を
描
い
て
い
る
よ
う
な

者
を
採
用
で
き
な
い
と
反
対
さ
れ
、
非
常
に
怒
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、
戦
争
中
は
教
官
も
国
民
服
や
ゲ
ー
ト
ル
着
用
を
強
制
さ
れ
た
が
、

源
一
は
最
後
ま
で
背
広
で
通
し
た
と
い
う
。
左
記
は
同
氏
の
「
父
を
憶
う
」

（
『
追
悼
』
昭
和
五
十
年
、
東
京
女
学
館
）
の
一
節
で
あ
る
。

父
は
学
生
時
代
か
ら
可
成
り
の
勉
強
家
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
戦
災
で
家
を

焼
か
れ
る
ま
で
は
、
書
庫
に
原
書
の
蔵
書
を
持
ち
後
年
私
が
想
い
出
し
て

も
、
あ
れ
だ
け
の
洋
書
を
読
み
切
る
こ
と
は
私
に
は
出
来
な
い
が
、
学
生
時

に
於
い
て
強
い
打
繋
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
順
調
な
環
境
で
生
き
た

代
に
既
に
読
破
し
て
居
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
敬
服
に
値
す
る
。

父
は
二
度
ま
で
も
配
偶
者
を
亡
く
し
、
そ
の
点
で
は
決
し
て
幸
福
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
が
、
良
き
両
親
に
恵
ま
れ
、
特
に
母
親
ぎ
ん
は
仲
々
の
偉
丈
夫

で
も
あ
り
、
且
つ
賢
母
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
母
親
の
教
育
を
受
け

つ
つ
当
時
と
し
て
は
エ
リ
ー
ト
と
し
て
内
務
官
僚
と
な
り
、
後
、
文
部
省
に

移
っ

て
四
十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
内
に
勅
任
官
と
な
っ
て
旧
制
高
松
高
等

商
業
学
校
の
校
長
と
し
て
四
国
高
松
に
赴
任
し
た
。
私
が
ま
だ
学
齢
に
達
す

る
か
ど
う
か
の
頃
か
ら
私
は
東
京
に
留
ま
り
、
父
は
単
身
の
生
活
を
送
る
身

と
な
り
、
以
来
長
き
に
亘
っ
て
私
共
と
の
別
居
生
活
を
送
る
事
と
な
っ
た
の

だ
が
、
そ
の
後
旧
制
浦
和
高
等
学
校
、
旧
制
東
京
美
術
学
校
の
校
長
と
転
じ

て
、
専
ら
校
長
業
を
そ
の
職
業
と
し
、
戦
後
東
京
女
学
館
に
招
か
れ
て
以

来
、
永
眠
す
る
ま
で
、
即
ち
昭
和
初
期
か
ら
五
十
年
近
く
、
学
校
行
政
に
そ

の
生
涯
を
果
た
し
た
事
に
な
る
。

父
の
生
涯
に
於
て
最
も
苦
難
な
時
代
は
、
戦
争
末
期
に
当
時
目
白
の
椎
名

町
に
在
っ
た
家
を
戦
災
で
焼
か
れ
、
殆
ん
ど
無
一
物
に
な
っ
て
了
っ
た
時
で

あ
っ
た
。
戦
災
当
時
私
は
軍
籍
に
在
っ
た
為
、
家
に
居
ら
ず
そ
の
模
様
は
知

ら
な
か
っ
た
が
、
ま
だ
焦
土
か
ら
煙
が
立
ち
上
っ
て
居
る
頃
に
父
を
尋
ね
て

焼
け
残
っ
た
方
の
家
に
身
を
寄
せ
て
居
る
父
に
逢
っ
た
。
そ
の
時
の
惜
然
と

し
た
姿
は
殊
の
外
哀
れ
に
見
え
、
そ
れ
ま
で
何
不
自
由
な
く
順
調
な
人
生
を

生
き
て
来
た
父
に
と
っ
て
生
涯
で
最
悪
の
受
難
の
時
が
暫
く
続
く
事
に
な
っ

た
。
そ
し
て
や
が
て
終
戦
を
迎
え
る
の
だ
が
、
当
時
美
術
学
校
を
去
っ
て
か

ら
近
衛
文
麿
公
主
宰
す
る
東
亜
同
文
会
に
一
時
奉
職
し
て
居
た
為
、
生
涯
で

初
め
て
浪
人
の
身
と
な
り
、
短
か
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
更
に
そ
の
生
涯
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父
、
受
難
の
時
代
に
生
き
た
父
の
生
涯
を
貫
い
て
居
た
も
の
、
そ
れ
は
や
は

り
自
分
の
レ
ー
ル
の
上
を
唯
超
然
と
生
き
る
事
で
あ
っ
た
。

東
京
美
術
学
校
在
職
中
、
時
折
斯
界
で
の
著
名
な
先
生
方
が
家
に
来
ら

れ
、
美
術
に
つ
い
て
は
何
の
知
識
も
趣
味
も
な
い
父
と
の
対
話
は
さ
ぞ
無
味

乾
燥
で
、
先
生
方
に
も
さ
ぞ
お
気
の
毒
な
思
い
を
さ
せ
て
居
た
事
と
思
う

が
、
そ
れ
で
も
作
品
を
頂
い
て
は
応
接
問
の
壁
に
掲
げ
た
り
、
マ
ン
ト
ル
ビ

ー
ス
の
上
に
置
い
た
り
し
て
、
戦
争
が
は
げ
し
く
な
る
に
つ
れ
、
空
製
も
度

重
な
り
幾
度
も
薦
め
ら
れ
は
し
た
が
、
遂
に
疎
開
し
よ
う
と
も
せ
ず
に
最
後

ま
で
自
分
の
身
辺
に
骰
い
て
焼
き
尽
し
て
了
っ
た
。
現
在
残
っ
て
居
た
ら
い

ず
れ
も
大
変
費
重
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
頂
い
た
方
へ
の
感
謝
の
気

持
で
自
分
の
傍
に
囮
い
て
居
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
戦
争
中
も
当
時
の
美
術

学
校
に
は
自
由
な
風
潮
が
残
っ
て
居
り
、
当
然
当
時
の
政
府
当
局
か
ら
戦
争

遂
行
に
非
協
力
だ
と
圧
力
が
か
か
り
始
め
、
相
当
数
の
教
授
の
方
々
の
整
理

が
問
題
と
な
り
、
校
長
た
る
父
へ
の
弾
圧
と
い
う
形
で
迫
っ
て
来
た
。
そ
ん

な
状
況
の
中
で
も
私
共
に
は
何
―
つ
語
る
事
な
く
、
或
る
日
突
然
そ
の
戦
を

辞
し
た
。

私
は
そ
れ
ま
で
何
も
予
知
す
る
筈
も
な
く
、
そ
の
日
の
ラ
ジ
オ

・
ニ
ュ
ー

ス
で
辞
任
を
知
っ
た
。
後
で
父
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
芸
術
と
云
う
も

の
は
自
由
の
中
で
こ
そ
生
ま
れ
育
つ
も
の
だ
か
ら
、
自
由
な
風
潮
が
な
け
れ

ば
美
術
教
育
と
云
う
も
の
は
在
り
得
な
い
。
先
生
方
に
辞
任
し
て
頂
く
こ
と

は
、
自
分
が
校
長
と
し
て
は
出
来
な
い
か
ら
、
先
づ
自
分
が
辞
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。」

と
説
明
し
て
呉
れ
た
事
を
憶
え
て
居
る
。

知
識
も

趣
味
も
な
か
っ
た
父
が
、
美
術
教
育
に
示
し
た
理
解
、
そ
し
て
殆
ん
ど
生
涯

を
学
校
教
育
行
政
に
打
ち
込
ん
で
来
た
父
と
し
て
は
当
然
で
は
あ
ろ
う
が
、

あ
る
。

如
何
に
苦
悩
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
事
だ
か
ら
生
活
の
問
題
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
が
、
自
分
の
主
張
、
自
分
の
主
義
を
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
絶
対

に
貫
き
通
そ
う
と
し
た
態
度
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
共
に
は

容
易
に
心
境
を
打
ち
開
け
る
事
は
な
か
っ
た
。
唯
一
人
冥
想
し
、
苦
悩
し
、

決
断
し
た
。
私
に
は
父
の
と
っ
た
当
時
の
決
断
と
行
動
、
そ
れ
ま
で
の
半
生

の
官
僚
と
し
て
の
人
生
を
、
自
ら
退
官
し
て
、
自
分
の
レ
ー
ル
を
踏
み
外
さ

な
か
っ
た
事
は
、
私
に
と
っ
て
今
に
生
き
る
教
訓
と
な
っ
た
。
長
い
そ
の
生

涯
で
、
そ
の
職
場
で
、
共
に
働
き
協
力
頂
い
た
方
々
に
も
本
当
に
心
の
中
を

語
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
に
色
々
と
御
迷
惑
も
掛
け
た

と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
本
人
の
苦
悩
は
深
か
っ
た
と
想
像
す
る
の
で

澤
田
は
昭
和
十
九
年
五
月
二
十
日
、
本
校
改
革
が
断
行
さ
れ
た
際
に
退
官
す

る
。
そ
の
後
一
時
期
東
亜
同
文
会
に
勤
務
し
た
の
ち
、
昭
和
二
十
一
年
に
東
京

女
学
館
理
事
、
次
い
で
理
事
長
兼
館
長
に
就
任
し
、
同
五
十
年
二
月
七
日
に
在

職
中
死
去
。
前
出
『
追
悼
』
は
そ
の
人
物
を
知
る
上
で
最
も
ま
と
ま
っ
た
資
料

と
言
え
る
。

⑧
故
正
木
直
彦
学
校
葬

昭
和
十
五
年
―
―
一
月
二
日
、
元
本
校
校
長
、
名
誉
教
授
正
木
直
彦
が
死
去
し

た
。
本
校
は
そ
の
功
績
に
鑑
み
、
空
前
絶
後
の
学
校
葬
を
挙
行
し
た
。
ま
た
、

正
木
が
会
長
を
つ
と
め
て
い
た
図
画
教
育
奨
励
会
は
機
関
誌
『
美
育
』
第
十
六

巻
第
五
号

（昭
和
十
五
年
五
月
）
を
「
正
木
会
長
追
悼
号
」
と
し
て
発
行
。
関
係

者
十
九
名
の
追
悼
文
と
正
木
の
股
歴
、
非
俊
お
よ
ぴ
告
別
式
の
記
事
、
写
真
を

第2卒 制度確立期 830 


