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六 

『
川
崎
幾
三
郎
翁
傳
』
よ
り 

 
第
十
六 

幾
三
郎
翁
と
秀
才
敎
育
土
佐
中
學
校 

  

一
、
川
崎
翁
は
秀
才
敎
育
の
實
行
者 

  

槍
持
槍
使
は
ず
、
金
持
金
使
は
ず
の
諺
通
り
、
た
ま
る
程
汚
く
な
る
が
俗
人
の
常
だ
が
、
川
崎
翁
は
全
く
此
の
反
對
だ
つ
た
。
翁
が
よ
く

集
め
、
よ
く
散
じ
た
事
は
、
前
章
翁
の
社
會
事
業
の
條
下
に
縷
述
し
た
通
り
、
翁
の
一
代
に
關
與
し
た
社
會
公
共
事
業
と
其
の
爲
に
散
じ
た

金
額
は
、
恐
ら
く
縣
下
全
富
豪
の
筆
頭
で
あ
ら
う
。
イ
ヤ
そ
れ
よ
り
も
翁
一
流
の
陰
徳
が
ど
の
位
あ
つ
た
か
分
ら
ぬ
。
系
圖
を
審
べ
ね
ば
分

ら
ぬ
や
う
な
遠
縁
の
者
が
困
つ
て
を
る
と
聞
い
て
は
、
扶
持
米
を
や
る
し
、
大
火
の
時
に
は
一
般
の
見
舞
金
以
外
、
顔
見
知
り
位
の
罹
災
者

へ
も
屹
度
金
一
封
を
贈
つ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
陰
徳
は
義
理
や
名
譽
心
で
や
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
矢
張
り
之
は
翁
の
天
生
の
仁
愛
の
精
神

か
ら
出
た
も
の
で
、
川
崎
一
門
の
お
家
流
と
も
云
へ
る
。 

 

要
す
る
に
川
崎
翁
の
寄
附
救
恤
の
動
機
は
、
富
を
以
て
屋
を
潤
し
、
依
怙
の
縁
者
を
潤
し
た
の
み
な
ら
ず
、
廣
く
社
會
一
般
を
潤
さ
ん
と

し
た
の
だ
。
し
か
も

め
う
も
ん

名
聞
嫌
ひ
の
翁
は
、
晴
れ
が
ま
し
い
寄
附
は
他
動
的
に
金
は
出
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
隠
れ
た
所
で
、
神
と

と
も偕

に
陰
徳
を

積
む
事
に
專
念
し
た
。
ツ
マ
リ
川
崎
翁
の
寄
附
の
場
合
も
、
そ
の
事
業
と
同
様
、
殆
ど
他
動
的
で
、
云
は
ゞ
据
膳
を
食
つ
た
に
過
ぎ
ぬ
。 
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土
佐
中
の
寄
附
は
翁
の
生
前
死
後
を
通
じ
て
、
總
計
五
十
万
圓
を
出
し
て
を
る
。
此
の
巨
費
を
投
じ
た
育
英
の
大
事
業
も
、
翁
の
諸
他
の

寄
附
と
同
じ
く
、
全
く
他
動
的
だ
つ
た
。
之
は
川
崎
翁
の
み
で
は
な
い
。
盟
友
宇
田
氏
も
「
宇
田
友
四
郎
翁
」
の
傳
ふ
る
が
如
く
、
此
の
寄

附
ば
か
り
は
藤
崎
市
長
の
發
案
で
あ
つ
て
、
宇
田
氏
は
欣
然
之
に
應
じ
は
し
た
が
、
要
す
る
に
受
身
の
寄
附
た
る
事
は
川
崎
翁
と
同
一
で
あ

つ
た
。 

 

「
土
佐
中
」
成
立
に
至
る
ま
で
の
經
過
は
、
宇
田
傳
に
委
曲
を
つ
く
し
て
を
る
か
ら
、
茲
に
は
重
複
を
避
け
る
が
、
只
一
つ
此
寄
附
に
對

す
る
川
崎
翁
の
立
場
だ
け
は
詳
細
說
明
の
必
要
が
あ
る
。 

 

一
軆
「
土
佐
中
」
の
秀
才
敎
育
な
る
も
の
を
、
誰
が
最
初
に
案
出
し
、
そ
の
案
が
又
誰
の
口
か
ら
川
崎
翁
の
耳
に
入
つ
た
か
、
そ
ん
な
詮

索
は
扨
て
お
い
て
、
此
の
秀
才
敎
育
と
い
ふ
事
と
川
崎
翁
の
精
神
な
り
閲
歷
と
ど
う
い
ふ
關
係
が
あ
つ
た
か
ヾ
問
題
で
あ
る
。
若
し
夫
れ
川

崎
翁
の
寄
附
が
、
單
に
寄
附
の
た
め
の
寄
附
で
あ
つ
て
、
育
英
事
業
、
殊
に
秀
才
敎
育
に
對
し
て
何
の
理
解
も
同
情
も
な
く
、
只
だ
親
友
の

勸
め
だ
か
ら
寄
附
す
る
と
云
ふ
程
度
の
も
の
だ
つ
た
ら
、
川
崎
翁
の
五
十
万
圓
の
寄
附
も
、
そ
れ
は
單
に
凡
庸
の
出
資
者
と
い
ふ
だ
け
で
、

精
神
的
意
義
の
大
半
を
喪う

し

な
ふ
結
果
に
な
る
が
、
然
し
今
飜
つ
て
翁
一
代
の
業
績
よ
り
觀
察
す
る
時
、
翁
は
壯
年
時
代
よ
り
育
英
事
業
に
對

し
て
深
き
理
解
あ
り
、
加
之

し

か

も

秀
才
敎
育
は
十
数
年
に
亘
つ
て
、
翁
自
ら
之
を
實
行
し
て
ゐ
た
の
だ
。
そ
れ
な
ら
何
故
翁
自
ら
之
を
唱
道
し
な

か
つ
た
か
と
云
ふ
事
は
、
夫
れ
は
翁
の
平
生
の
や
り
口
で
も
分
る
通
り
、
万
事
表
面
に
立
つ
を
厭
が
る
翁
と
し
て
は
、
決
し
て
無
理
の
な
い

所
で
、
翁
は
心
中
秘
か
に
秀
才
敎
育
の
機
の
熟
し
て
、
識
者
の
主
唱
す
る
の
を
待
つ
て
ゐ
た
の
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
形
式
か
ら
み
る
限
り
、
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之
は
も
と
よ
り
他
動
的
に
相
違
は
な
い
が
、
翁
の
如
く
秀
才
敎
育
に
理
解
あ
り
、
而
し
て
之
に
對
す
る
精
神
的
準
備
の
完
成
し
、
し
か
も
之

を
助
長
す
る
に
必
要
な
る
一
切
の
條
件
と
資
格
と
を
具
備
せ
る
翁
の
如
き
は
、
世
上
往
々
見
う
け
る
と
こ
ろ
の
無
理
解
の
出
過
ぎ
者
に
比
し

て
、
勝
る
こ
と
實
に
万
々
、
そ
の
人
格
の
差
た
る
宵
壞
も
啻た

だ

な
ら
ず
で
あ
る
。 

 

二
、
川
崎
翁
の
家
庭
敎
育 

 

川
崎
翁
は
明
治
二
十
年
台
か
ら
、
晩
年
に
至
る
ま
で
、
敎
育
事
業
に
關
す
る
寄
附
は
、
實
に
枚
擧
に
遑

い
と
ま

な
い
が
、
然
し
之
は
翁
だ
け
の

自
慢
に
は
な
ら
ぬ
。
只
一
つ
翁
が
自
ら
幼
稚
園
を
開
設
し
、
自
ら
そ
の
園
長
と
な
り
、
本
縣
に
於
け
る
私
立
幼
稚
園
の
始
祖
と
な
つ
た
事
は
、

川
崎
翁
が
財
界
に
對
す
る
と
共
に
、
敎
育
界
に
封
し
て
深
き
理
解
の
あ
つ
た
證
據
で
あ
る
。 

 

更
に
又
内
輪
の
人
の
話
を
聞
い
て
も
、
川
崎
翁
が
廣
義
の
敎
育
事
業
に
つ
い
て
、
如
何
に
甚
深
の
興
味
を
持
つ
て
ゐ
た
か
が
分
る
。
今
左

に
二
三
の
實
例
を
舉
げ
て
み
や
う
。 

 

川
崎
翁
は
三
代
幾
三
郎
氏
即
ち
養
嗣
子
庄
太
郎
君
の
幼
年
時
代
な
ど
、
實
に
嚴
格
に
躾し

つ

け
た
も
の
で
、
富
豪
の
子
と
し
て
甘
や
か
し
て
は

碌
な
も
の
に
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
で
、
賢
夫
人
と
共
に
川
崎
の
お
家
風
の
ス
パ
ル
タ
式
硬
敎
育
を
施
し
た
。
例
へ
ば
小
遣
の
如
き
も
、
一
日
分

何
錢
と
定
め
て
、
し
か
も
夫
れ
は
翁
が
特
に
土
佐
銀
行
か
ら
持
ち
歸
つ
た
五
厘
錢
で
、
翁
の
手
づ
か
ら
渡
し
た
さ
う
だ
が
、
か
う
し
た
敎
育
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上
の
苦
心
は
報
は
れ
て
、
そ
の
結
果
は
大
川
崎
翁
の
後
繼
者
と
し
て
の
故
三
代
幾
三
郎
氏
は
、
あ
の
通
り
忠
直
謹
嚴
な
、
云
は
ば
川
崎
家
の

型
い
が
た

に
は
ま
り
切
つ
た
立
派
な
人
格
者
に
ま
で
育
つ
た
の
だ
。 

 

川
崎
翁
は
あ
の
位
徹
底
し
た
理
財
家
で
、
必
要
な
金
は
万
金
も
惜
ま
ぬ
代
り
、
何
に
よ
ら
ず
無
駄
使
ひ
を
戒
め
た
。
そ
し
て
家
庭
敎
育
に

於
て
自
ら
其
の
範
を
示
し
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
翁
の
小
遣
帳
な
ど
全
部
薄
手
の
眞
草
紙
だ
つ
た
が
、
夫
れ
へ
先
づ
薄
黑
で
書
く
、
そ
の
上

ヘ
ヤ
ゝ
濃
く
書
く
、
三
度
目
に
は
裏
返
し
て
使
ふ
、
そ
し
て
愈
よ
用
濟
に
な
る
と
、
キ
レ
イ
に
截
つ
て
コ
ヨ
リ
に
捻
つ
た
。
此
の
仕
事
は
少

年
時
代
の
富
三
郎
氏
に
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
何
し
ろ
こ
の
コ
ヨ
リ
捩よ

り
は
十
年
一
日
の
如
く
、
毎
晩
の
行
事
な
の
で
、
終
に
は
富
三
郎
氏
は
コ

ヨ
リ
捩
り
の
名
人
と
い
ふ
隠
し
藝
が
出
来
る
程
に
上
逹
し
た
さ
う
だ
。
こ
ん
な
工
合
に
何
不
自
由
の
な
い
豪
門
の
子
弟
に
、
身
を
以
て
節
約

の
範
を
示
し
、
實
物
敎
育
を
授
け
た
と
こ
ろ
に
、
川
崎
翁
の
徹
底
し
た
敎
育
方
針
が
伺
は
れ
る
。 

 

之
も
同
じ
勤
倹
敎
育
の
實
例
だ
が
、
乘
出
邸
が
新
築
中
の
大
正
三
四
年
頃
、
川
崎
翁
は
毎
朝
土
銀
出
勤
の
次
手
に
、
北
奉
公
人
町
の
自
邸

か
ら
、
必
ず
普
請
場
へ
途
寄
り
し
た
。
或
朝
の
事
、
翁
が
普
請
場
を
見
廻
つ
て
を
る
時
、
庭
の
松
の
木
へ
括
り
つ
け
て
あ
る
一
匹
の
小
犬
を

見
付
け
た
。
翁
は
傍
に
居
た
監
督
の
熊
澤
清
馬
君
に
、
此
の
犬
は
ど
う
し
た
も
の
か
と
た
づ
ね
た
。
熊
澤
君
は
夫
れ
は
私
が
大
工
に
貰
つ
た

も
の
で
、
内
で
飼
ふ
つ
も
り
で
す
と
答
へ
る
と
、
翁
は
例
の
砕
け
た
調
子
で
、 

 

「
さ
う
か
よ
、
犬
も
エ
ゝ
が
犬
は
卵
を
産
ま
ん
ぜ
よ
。
鶏
を
飼
ふ
て
卵
を
取
つ
た
方
が
よ
う
は
な
い
か
よ
。
私
な
ら
鶏
を
飼
ふ
が
。
」 

 

翁
の
言
葉
は
短
い
が
意
味
は
深
長
だ
。
熊
澤
君
は
成
程
と
反
省
し
て
、
犬
は
卽
日
大
工
へ
戻
し
、
そ
の
代
り
の
養
鶏
を
始
め
た
。
そ
し
て
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此
の
日
か
ら
同
君
は
飯
よ
り
好
き
な
犬
道
樂
は
サ
ツ
パ
り
止
め
て
し
ま
つ
た
。 

 

三
、
得
月
樓
は
秀
才
の
掘
り
出
し
塲 

  

川
崎
翁
に
限
ら
ず
、
明
治
三
四
十
年
頃
の
名
士
連
は
、
得
月
や
鏡
水
樓
を
倶
樂
部
代
り
に
、
よ
く
出
入
り
し
た
も
の
だ
が
、
川
崎
翁
の
た

め
に
は
、
得
月
樓
は
秀
才
の
掘
り
出
し
塲
に
な
つ
て
ゐ
た
。 

 

翁
は
酒
盃
を
手
に
し
て
る
時
で
も
氣
の
利
い
た
人
物
を
見
付
け
る
と
、
「
ど
う
ぜ
よ
。
此
方

こ

っ

ち

へ
來
て
一
緒
に
や
ら
ん
か
よ
」
と
や
る
。
對
手

あ

い

て

が
無
名
の
青
年
で
も
手
を
執
ら
ん
ば
か
り
に
し
て
献
酬
す
る
。
い
ろ
〳
〵
話
す
う
ち
に
對
手
の
才
識
力
量
を
見
分
け
る
し
、
又
敎
育
も
す
る
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
こ
れ
な
ら
と
い
ふ
見
据
ゑ
が
つ
け
ば
、
直
ち
に
登
用
し
て
川
崎
産
業
陣
營
の
一
部
將
と
し
て
腕
一
杯
の
仕
事
を
や
ら
せ

た
。
卽
ち
川
崎
翁
は
酒
間
に
於
て
英
才
を
發
見
し
、
更
に
之
に
磨
き
を
か
け
る
意
味
で
、
献
酬
談
笑
の
間
に
眞
の
秀
才
敎
育
を
や
つ
た
の
だ
。

さ
れ
ば
こ
そ
翁
は
一
代
に
あ
の
位
手
廣
く
百
貨
店
式
の
多
角
經
營
し
乍
ら
、
し
か
も
尚
ほ
夫
れ
等
に
要
す
る
人
材
を
遺
憾
な
く
翁
の
手
許
へ

集
め
る
事
が
出
來
た
の
だ
。 

川
崎
翁
も
亦
他
の
大
事
業
家
の
例
に
漏
れ
ず
、
趣
味
も
道
樂
も
生
活
の
一
切
を
、
自
己
の
事
業
に
利
用
す
る
事
を
忘
れ
な
か
つ
た
。
一
ケ

年
間
に
三
百
餘
日
を
得
月
に
居
た
と
云
は
れ
た
川
崎
翁
は
、
酒
間
に
同
志
と
懇
談
の
外
、
か
う
し
た
人
物
の
掘
り
出
し
を
や
つ
て
ゐ
た
の
だ
。 
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四
、
川
崎
邸
内
の
秀
才
敎
育 

 

川
崎
翁
は
更
に
亦
自
邸
に
於
て
、
十
數
年
間
に
亘
つ
て
切
實
な
る
秀
才
敎
育
を
や
つ
て
ゐ
た
。
則
ち
翁
は
貧
家
の
秀
才
に
學
資
を
給
し
て
、

其
の
學
業
の
育
成
を
助
け
た
の
だ
。 

 

翁
の
補
助
を
受
け
て
成
業
し
た
者
は
、
十
指
を
屈
す
る
も
尚
餘
る
。
何
れ
も
今
日
成
功
し
て
社
會
の
上
層
部
に
立
つ
紳
士
の
面
目
も
あ
り
、

又
川
崎
家
と
し
て
舊
恩
を
賣
る
如
き
誤
解
を
受
け
て
も
困
る
か
ら
、
茲
に
詳
細
の
發
表
は
遠
慮
す
る
が
、
某
氏
に
は
明
治
三
十
二
三
年
頃
中

學
生
當
時
か
ら
高
等
師
範
卒
業
ま
で
學
資
を
支
給
し
、
尚
ほ
且
つ
同
氏
が
京
都
府
立
某
中
學
校
へ
赴
任
の
際
に
は
早
速
旅
費
等
を
送
金
し
て 

居
る
。
此
人
は
内
地
で
中
學
校
長
を
歷
任
の
上
、
現
在
は
朝
鮮
で
督
學
官
を
務
め
て
ゐ
る
さ
う
だ
。 

得月楼本店

得月楼中店

鏡水楼友の家
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川
崎
翁
の
秀
才
敎
育
は
當
時
有
名
だ
つ
た
と
み
え
て
、
横
山
又
吉
氏
や
高
原
伊
三
郎
氏
等
か
ら
、
度
々
書
生
を
頼
ま
れ
て
を
る
。
翁
は
こ

れ
等
の
書
生
を
自
邸
に
お
い
て
衣
食
を
給
し
、
學
資
や
遣
錢
を
與
へ
、
參
考
書
は
も
と
よ
り
、
年
何
回
か
の
修
學
旅
行
な
ど
に
は
、
何
時
も

過
分
の
金
を
渡
し
た
。
又
翁
は
自
邸

う

ち

で
面
倒
を
見
た
書
生
が
仕
上
げ
る
と
、
必
ず
就
職
の
世
話
を
し
て
や
る
。
そ
し
て
其
際
餞
別
と
し
て
屹

度
金
一
封
を
與
へ
て
を
る
。
い
く
ら
長
者
の
川
崎
翁
で
も
、
義
理
一
遍
で
こ
ん
な
行
き
屆
い
た
世
話
の
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

五
、
秀
才
敎
育
を
案
出
し
た
藤
崎
市
長
と
川
島
助
役 

 

扨
て
「
土
佐
中
」
の
創
立
に
は
、
兩
名
の
出
資
者
以
外
に
、
澤
山
の
援
助 

者
が
あ
つ
た
。
そ
の
一
人
は 

か
の
一
圓
正
興
氏
と
並
ん
で
、
名
市
長
と
謳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 

は
れ
た
藤
崎
朋
之
氏
だ
つ
た
。
藤
崎
氏
は
川
崎
翁
と
は
莫
逆
の
友
で
、
山
林 

 
 
 

（
藤
崎
朋
之
氏
ｖ
ｏ
ｌ
２ 

写
真
） 

 
 

之 

製
材
業
な
ど
で
、
度
々
共
同
經
營
を
や
つ
た
し
、
翁
が
土
銀
頭
取
の
初
期
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朋 

ら
中
期
へ
か
け
て
、
同
氏
は
屡
ば
土
銀
と
三
菱
と
の
連
絡
係
を
務
め
た
關
係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

崎 

も
あ
り
、
川
崎
翁
の
眞
骨
頭
を
最
も
よ
く
理
解
し
て
ゐ
た
心
友
の
一
人
で
あ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤 

つ
た
。 

 

大
正
八
年
白
洋
景
氣
の
正
に
酣

た
け
な

は
の
頃
、
藤
崎
市
長
は
心
友
川
崎
翁
と
宇
田
氏
が
一
攫
數
百
萬
金
の
富
の
一
部
を
最
も
有
益
に
散
ず
る

の
一
大
社
曾
事
業
を
企
て
ゝ
、
一

は
以
て
兩
翁
の
晩
年
を
飾
る
べ
く
、
一
は
以
て
永
久
に
縣
下
の
公
益
に
資
す
べ
く
、
所
謂
一
石
二
鳥
の
名

案
が
な
と
深
思
默
考
の
上
、
ハ
タ
と
兩
手
を
拍
ち
是
な
る
哉
〳
〵
と
胸
中
私
か
に
成
案
を
得
た
。
そ
し
て
直
ち
に
助
役
川
島
正
件
氏
を
招
い

て
、
其
の
意
中
を
告
げ
た
。
要
領
は
此
の
好
景
気
の
絶
頂
に
當
つ
て
、
翁
と
宇
田
氏
に
相
當
巨
額
の
寄
附
を
さ
せ
た
い
と
云
ふ
の
だ
。
茲
に

藤
崎
市
長
の
成
案
と
い
ふ
の
は
、
或
特
殊
中
學
校
の
設
立
だ
っ
た
。
今
日 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 

藤崎朋之氏
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委
員
と
し
て
歸
縣
す
る
事
と
な
つ
た
、
土
佐
へ
歸
っ
た
北
川
氏
は
川
崎
翁
と
宇
田
氏
と
へ
前
後
し
て
、
豫
算
額
の
最
少
限
度
た
る
六
十
萬 

圓
の
寄
附
を
持
ち
出
し
た
。
そ
れ
も
決
し
て
鹿
爪
ら
し
い
談
判
で
な
く
「
オ
ン
シ
が
、
オ
ラ
が
」
の
打
ち
解
け
た
戯

じ
ょ
う

談だ
ん

話
の
中
に
萬 

事
す
ら
〳
〵
運
ん
で
兩
氏
は
快
く
三
十
萬
圓
づ
つ
の
寄
附
を
承
諾
し
た
。
此
決
定
に
付
某
氏
へ
の
宇
田
氏
の
直
話
に
、
川
崎
へ
は
宇
田
も 

賛
成
だ
か
ら
三
十
萬
圓
出
せ
と
云
ふ
と
、
ソ
ー
カ
、
ヨ
シ
と
一
言
の
も
と
に
決
定
し
、
其
足
で
宇
田
氏
を
訪
ね
川
崎
も
決
つ
た
ぞ
、
ウ
ン
シ

も
出
せ
と
之
も
立
所
に
決
定
し
た
。
北
川
に
は
ヤ
ラ
レ
タ
カ
ノ
ー
シ
と
寄
附
金
決
定
の
裏
面
に
は
か
う
し
た
消
息
が
あ
つ
た
。 

  

茲
に
於
て
「
川
崎
宇
田
財
團
法
人
寄
附
行
爲
」
の
決
定
と
な
り
、
成
規
の
手
續
を
經
て
出
願
の
上
、
い
よ
〳
〵
大
正
九
年
九
月
二
十
四

日
に
許
可
さ
れ
た
。 

 

尚
ほ
右
財
團
法
人
成
立
の
經
路
に
關
し
、
參
考
の
た
め
「
土
佐
中
」
の
沿
革
概
要
か
ら
抜
萃
す
る
と
「
故
川
崎
幾
三
郎
及
び
宇
田
友
四
郎

の
兩
氏
は
夙
に
縣
下
の
た
め
、
私
財
を
投
じ
て
公
共
事
業
を
經
營
せ
ん
と
す
る
の
意
あ
り
、
大
正
七
八
年
の
交
、
豫
て
眤
近
な
る
北
川
信
從

氏
に
、
其
の
事
業
の
撰
擇
を
委
任
せ
り
。
爾
來
北
川
氏
は
審
思
熟
慮
、
永
久
に
且
つ
普
遍
的
に
兩
氏
の
意
志
を
貫
徹
す
る
は
、
敎
育
事
業
に

如
く
は
な
し
と
斷
じ
て
、
之
を
兩
氏
に
通
ぜ
し
が
、
兩
氏
亦
大
に
之
を
賛
し
、
其
の
資
本
六
十
萬
圓
を
提
供
し
、
十
萬
圓
を
設
備
費
と
し
、

五
十
萬
圓
を
基
本
金
と
す
る
財
團
法
人
と
し
て
之
を
管
理
し
、
豫
科
を
附
設
す
る
中
學
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
協
定
せ
り
」
。 

 

七
、
奇
才
天
才
の
育
成
が
目
的 

 
 

宇
田
氏
は
三
十
萬
圓
が
確
定
し
た
時
、
眤
近
の
一
人
に
云
つ
た
さ
う
だ
。
「
最
初
十
萬
圓
の
積
り
が
、
北
川
の
話
で
三
倍
に
な
つ
た
」
と
。
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此
の
話
の
眞
僞
は
兎
に
角
、
土
佐
中
の
誕
生
に
は
、
北
川
氏
は
確
か
に
生
み
の
親
の
一
人
で
あ
つ
た
。 

 
此
の
北
川
氏
は
初
代
校
長
の
三
根
圓
次
郎
氏
に
向
つ
て
、
土
佐
中
創
立
の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 
主
旨
と
し
て
左
の
如
く
語
つ
た
さ
う
だ
。
「
土
佐
は
不
思
議
に
も
、
古
來
天 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郎 

才
奇
才
を
出
す
事
が
少
く
な
い
と
思
ふ
。
そ
れ
で
敎
育
の
し
や
う
に
よ
つ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次 

は
、
先
人
に
劣
ら
ぬ
偉
人
を
輩
出
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
か
ら
、 

 
 

（
三
根
圓
次
郎
氏
ｖ
ｏ
ｌ
２ 

写
真
） 

 
 
 

圓 

シ
ッ
カ
リ
や
つ
て
貰
ひ
た
い
」
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根 

右
は
誠
に
含
蓄
の
あ
る
言
葉
だ
。
此
の
一
語
に
よ
つ
て
土
佐
中
創
立
の
趣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三 

意
は
、
遺
憾
な
く
道
破
さ
れ
て
を
る
。
實
際
北
川
氏
の
云
ふ
や
う
に
、
土
佐 

は
古
來
天
才
の
國
で
あ
る
。
中
に
は
人
格
上
缺
點
は
あ
り
な
が
ら
、
―
―
其
の
爲
め
末
路
の
惨
憺
た
る
も
の
も
あ
つ
た
が
、
―
―
一
方
面
に

傑
出
せ
る
人
物
を
輩
出
す
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
人
格
の
完
成
を
忽

ゆ
る
が

せ
に
せ
ざ
る
は
勿
論
だ
が
、
一
面
右
の
天
才
的
素
質
を
長
養
し
助

成
し
て
、
薩
長
土
と
呼
ば
れ
て
、
奇
才
天
才
の
簇

む
ら
が

り
生
れ
た
る
か
の
維
新
の
盛
時
を
再
現
せ
ん
と
す
る
が
、
北
川
氏
の
意
圖
で
あ
り
、
從

つ
て
土
佐
中
の
目
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
卽
ち
土
佐
中
の
目
指
す
所
は
、
則
ち
天
才
助
長
主
義
で
あ
る
。 

 

此
の
天
才
尊
重
と
い
ふ
こ
と
は
、
川
崎
翁
と
し
て
も
、
そ
の
終
生
の
持
論
で
あ
つ
た
か
ら
、
土
佐
中
の
秀
才
敎
育
に
は
心
底

し
ん
そ
こ

か
ら
共
鳴
し

て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
の
だ
。
川
崎
翁
は
前
に
屡
々
述
べ
た
通
り
、
苟
く
も
一
技
一
能
あ
る
者
は
、
努
め
て
其
の
陣
營
に
吸
収
し
た
。
そ
し
て

三根圓次郎氏
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之
等
を
殆
ど
除
外
例
な
し
に
、
各
方
面
の
部
將
に
任
命
し
て
を
る
。
川
崎
陣
營
の
要
求
す
る
は
必
ず
し
も
無
キ
ズ
の
人
格
者
で
は
な
い
。
川

崎
陣
營
各
方
面
の
必
要
を
充
た
す
才
能
で
あ
り
、
創
意
で
あ
り
、
力
量
で
あ
つ
た
。
ツ
マ
リ
川
崎
翁
の
切
實
に
求
め
た
の
は
、
天
才
的
人
物

だ
つ
た
の
だ
。 

 

更
に
川
崎
翁
そ
の
人
を
み
る
に
、
人
格
上
些
の
缺
陷
な
き
世
に
も
稀
れ
な
る
一
大
天
才
で
あ
つ
た
。
翁
が
如
何
に
不
思
議
の
頭
腦
の
持
主

だ
つ
た
か
は
、
翁
が
家
居
の
際
、
日
誌
を
つ
け
な
が
ら
。
對
談
流
る
ゝ
が
如
き
を
み
て
も
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
が
、
翁
は
更
に
手
紙
を
書
き

對
談
を
し
、
暗
算
を
も
し
て
、
一
時
三
事
三
藝
を
や
つ
て
、
し
か
も
夫
れ
が
三
つ
共
、
完
全
に
出
來
た
と
云
ふ
か
ら
、
之
は
た
し
か
に
聖
徳 

太
子
そ
の
ま
ゝ
だ
。
ト
テ
モ
人
間
業
と
は
思
へ
な
い
。
か
く
の
如
く
川
崎
翁
は
天
下
稀
に
み
る
大
天
才
で
あ
り
な
が
ら
、
翁
に
は
天
才
に
附

き
も
の
ゝ
性
格
上
の
缺
點
が
毫
末
も
な
く
、
あ
の
通
り
圓
滿
至
極
の
人
格
者
だ
つ
た
こ
と
は
、
秀
才
敎
育
―
―
天
才
敎
育
と
結
局
は
同
意
義

―
―
の
創
始
者
と
し
て
實
に
無
上
の
適
任
者
と
云
ふ
べ
き
で
な
い
か
。 

 

八
、
土
佐
中
學
校
の
出
發

ス
タ
ー
ト

は
川
崎
家
の
控
家 

 

今
、
川
崎
翁
の
日
誌
に
よ
る
と
、
大
正
八
年
七
月
二
十
四
日
、
北
川
信
從
、
川
島
正
件
兩
氏
の
世
話
に
よ
り
、
中
學
程
度
の
秀
才
敎
育
學

校
設
立
の
こ
と
を
計
畫
し
、
翁
と
宇
田
友
四
郎
氏
は
各
自
金
三
十
萬
圓
づ
つ
出
資
す
る
事
を
本
日
發
表
す
と
あ
る
。
恐
ら
く
當
日
土
佐
中
の
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創
立
を
新
聞
に
發
表
し
た
で
あ
ら
う
。
越
へ
て
八
月
十
日
に
は
川
島 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舎 

正
件
氏
の
來
訪
が
あ
つ
た
。
寄
附
額
三
十
萬
円
中
一
千
圓
を
同
氏
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校 
手
渡
し
て
お
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
土
佐
中
學
校
仮
校
舎 

写
真
） 

 
 
 
 
 
 

仮 

翌
大
正
九
年
一
月
十
四
日
、
新
潟
中
學
校
長
三
根
圓
次
郎
氏
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校 

土
佐
中
校
長
と
し
て
就
任
し
、
同
年
二
月
八
日
着
任
、
開
校
準
備 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

學 

に
努
め
、
同
月
二
十
四
日
附
を
以
て
、
私
立
土
佐
中
學
校
及
び
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 

崎
宇
田
財
團
法
人
設
立
認
可
と
な
り
、
同
年
四
月
十
六
日
本
科
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐 

學
式
を
擧
行
し
て
、
生
徒
二
十
八
名
に
入
學
を
許
可
し
、
市
内
帶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土 

屋
町
川
崎
翁
の
控
家
（
元
縣
立
第
一
高
等
女
學
校
舊
屋
）
で
、
そ
の
授
業
を
開
始
し
た
。 

 

大
正
九
年
五
月
六
日
、
川
崎
翁
並
に
宇
田
氏
連
席
の
下
に
、
豫
科
入
學
式
を
擧
行
し
、
第
一
學
年
十
名
第
二
學
年
十
五
名
に
入
學
を
許
可

し
て
豫
科
の
授
業
を
開
始
し
た
。
か
く
し
て
秀
才
敎
育
は
其
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
譯
で
あ
る
。 

 

九
、
六
拾
萬
圓
の
寄
附
金
に
七
朱
の
利
子 

 

扨
て
い
よ
〳
〵
土
佐
中
の
諸
機
關
が
完
備
し
て
、
其
の
活
動
を
開
始
す
る
と
共
に
、
川
崎
翁
は
宇
田
氏
と
相
談
し
て
寄
附
金
六
十
万
圓
の

土佐中學校仮校舎



— 113  —
113 

 

處
置
を
講
ず
る
事
と
な
つ
た
。
當
時
翁
は
土
佐
銀
行
の
頭
取
を
辭
し
て
、
表
面
は
一
切
の
銀
行
と
無
關
係
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
何
し
ろ
明
治

三
十
二
三
年
頃
か
ら
、
二
十
有
余
年
間
、
本
縣
の
銀
行
王
―
―
事
業
王
で
も
あ
つ
た
が
―
―
と
し
て
縣
下
全
金
融
界
に
君
臨
し
て
ゐ
た
翁
の

事
だ
か
ら
、
土
佐
銀
行
引
退
後
も
尚
ほ
且
つ
隠
然
と
し
て
本
縣
銀
行
界
の
最
長
老
だ
つ
た
が
、
殊
に
宇
田
氏
を
頭
取
と
す
る
高
陽
銀
行
で
は
、

川
崎
翁
は
大
御
所
と
し
て
隠
然
た
る
勢
力
を
有
し
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
翁
は
宇
田
氏
と
熟
議
の
上
、
土
佐
中
へ
の
寄
附
金
六
十
万
圓
は
全
部
高

陽
の
預
金
と
し
、
出
來
る
だ
け
高
率
の
利
子
を
附
け
て
學
校
の
便
宜
を
計
る
事
と
し
た
。
土
佐
中
に
對
す
る
此
の
特
別
の
優
遇
こ
そ
、
實
に

兩
翁
の
溫
い
親
心
と
み
る
べ
き
で
あ
ら
う
。 

 

大
正
九
年
五
月
二
十
四
日
、
卽
ち
土
佐
中
の
入
學
式
の
直
後
、
翁
及
び
宇
田
氏
は
先
づ
高
陽
銀
行
に
於
て
、
各
々
三
十
萬
圓
づ
つ
合
計
六

十
万
圓
の
預
金
を
土
佐
中
名
儀
に
振
替
へ
た
。
そ
し
て
其
中
五
十
万
圓
を
定
期
預
金
と
し
て
、
一
ヶ
年
七
朱
に
預
る
事
と
し
た
。
残
余

の

こ

り

十
万

圓
中
、
兼
て
翁
等
の
土
佐
中
へ
の
貸
與
金
六
千
圓
を
差
引
き
殘
金
九
万
四
千
圓
を
小
口
當
座
と
し
て
五
月
二
十
四
日
よ
り
五
月
末
ま
で
七
朱

の
利
子
、
六
月
一
日
よ
り
日
歩
二
錢
と
し
て
、
是
等
全
部
を
土
佐
中
へ
寄
附
の
手
續
を
完
了
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
等
定
期
と
當
座
と
二
通
合

計
六
十
万
圓
也
の
預
金
証
書
は
、
兩
翁
か
ら
改
め
て
川
島
正
件
氏
に
手
交
し
た
。
何
と
行
き
屈
い
た
溫
い
思
ひ
遣
り
の
あ
る
扱
ひ
で
は
な
い

か
。
仁
心
溢
る
ゝ
が
如
く
、
し
か
も
縣
下
第
一
人
の
定
評
の
あ
っ
た
大
理
財
家
川
崎
翁
に
し
て
初
め
て
此
の
事
が
出
來
た
の
だ
。 
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一
〇
、
校
舎
の
新
築
と
川
崎
翁
の
銅
像 

  

土
佐
中
の
授
業
は
川
崎
翁
の
控
家
で
や
つ
て
ゐ
た
が
、
い
よ
〳
〵
校
舎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校 

の
新
築
に
着
手
す
る
事
と
し
、
ま
づ
校
舎
の
敷
地
を
探
し
た
結
果
、
第
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

學 

の
候
補
地
を
市
外
江
ノ
口
と
し
た
が
、
之
は
或
る
故
障
の
た
め
取
り
止
め 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 

と
な
り
、
大
正
九
年
七
月
に
至
り
、
遽
か
に
潮
江
村
に
變
更
再
度
調
査
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐 

開
始
し
、
仝
年
十
月
十
日
仝
地
に
確
定
し
、
十
二
月
二
十
七
日
敷
地
五
千 

 
 

（
建
設
当
時
の
土
佐
中
學
校 

写
真
） 

 
 

 
 

土 

二
百
七
十
七
坪
五
合
の
購
入
を
了
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の 

 

翌
十
年
二
月
十
五
日
埋
立
工
事
を
開
始
の
た
め
地
鎭
祭
を
行
ひ
、
十
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時 

日
か
ら
起
工
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当 

 

仝
年
四
月
入
學
式
を
擧
行
、
本
科
第
一
學
年
十
四
名
、
豫
科
第
二
年
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設 

名
、
仝
一
年
十
三
名
の
入
學
を
許
可
し
た
。
そ
し
て
仝
年
八
月
に
至
り
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建 

い
よ
〳
〵
新
築
工
事
に
着
手
し
た
。 

 

翁
の
日
誌
に
は
工
事
着
手
後
二
ヶ
月
の
十
月
二
十
四
日
、
建
築
費
中
へ
、
棟
梁
長
瀨
か
ら
翁
に
三
万
圓
の
請
求
が
あ
り
、
中
八
千
圓
を
學 

校
卽
ち
財
團
法
人
が
出
し
、
殘
り
二
万
二
千
圓
を
川
崎
翁
と
宇
田
氏
二
つ
割
に
し
て
一
万
一
千
圓
づ
つ
出
し
て
を
る
。
之
は
建
築
費
不
足
の

建設当時の土佐中學校
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た
め
の
追
加
寄
附
で
あ
る
。 

 

川
崎
翁
と
し
て
は
之
が
土
佐
中
と
の
最
後
の
交
渉
で
あ
つ
た
。
何
と
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

式 
れ
ば
翁
は
此
の
一
万
一
千
圓
の
追
加
寄
附
を
し
て
二
週
間
後
の
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

幕 

八
日
に
發
病
し
、
中
一
日
お
い
て
十
日
に
逝
去
し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除 

  

川
崎
翁
の
歿
後
北
川
信
從
氏
は
、
宇
田
氏
と
計
つ
て
、
豫か

ね

て
土
佐
銀 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

（
川
崎
翁
銅
像
除
幕
式 

写
真
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

像 

行
關
係
者
に
依
っ
て
醵
金
し
、
建
設
凖
備
中
の
翁
の
銅
像
を
土
佐
中
校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銅 
 

庭
内
に
建
設
す
る
事
と
し
、
關
係
者
と
協
議
の
上
決
定
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

翁 
 

 

尚
ほ
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、
翁
の
歿
後
、
正
確
に
云
ふ
と
大
正
十
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

崎 
 

年
三
月
六
日
、
松
子
未
亡
人
の
手
か
ら
、
亡
夫
の
遺
志
を
繼
ぐ
意
味
で
、  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川 

十
五
万
圓
の
追
加
寄
附
を
し
た
の
で
、
前
記
の
三
十
五
万
圓
と
合
せ
て 

川
崎
家
の
寄
附
總
額
は
茲
に
五
十
万
圓
に
達
し
た
。     

 

然
る
に
此
の
歿
後
十
五
万
圓
の
寄
附
の
動
機
を
い
ふ
と
、
或
日
の
こ
と
宇
田
友
四
郎
氏
が
川
崎
邸
を
訪
れ
て
云
ふ
に
は
、
ど
う
も
寄
附
金

が
不
足
す
る
ら
し
い
。
そ
れ
で
私
の
考
で
は
お
互
に
更
に
十
五
万
圓
づ
つ
三
十
万
圓
の
追
加
寄
附
を
し
た
ら
ど
う
か
。
私
も
十
五
万
圓
出
す

か
ら
、
川
崎
家
で
も
仝
額
の
追
加
を
願
ひ
た
い
と
云
つ
た
が
、
之
は
誠
に
筋
の
通
つ
た
話
で
、
川
崎
翁
が
生
き
て
居
た
な
ら
一
議
に
及
ば
ず

賛
成
す
る
に
定き

ま

つ
て
る
事
な
の
で
、
未
亡
人
は
直
ち
に
賛
同
し
て
寄
附
の
決
心
し
た
の
で
、
ツ
マ
リ
宇
田
氏
の
話
が
原
因
と
な
つ
て
居
る
の

だ
。 

  

大
正
十
一
年
三
月
末
日
、
校
舎
新
築
第
一
期
工
事
は
落
成
し
、
帶
屋
町
か
ら
新
校
舎
へ
移
轉
し
た
。 

 

仝
年
十
一
月
十
九
日
、
川
崎
翁
銅
像
除
幕
式
舉
行
。 

翌
十
二
年
開
校
紀
念
碑
を
建
設
、
越
え
て
大
正
十
三
年
四
月
二
十
七
日
理
事
長
北
川
信
從
氏
逝
去
、
仝
三
十
日
全
校
靈
柩
を
送
つ
た
。
こ 

れ
よ
り
十
餘
年
を
經
て
校
長
三
根
圓
次
郎
氏
逝
去
し
、
後
任
と
し
て
愛
知
縣
立
第
一
中
學
校
長
青
木
勘
氏
本
校
々
長
と
し
て
就
任
し
、
現
在

に
及
ん
で
を
る
。 

川崎翁銅像除幕式
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一
一
、
土
佐
中
の
設
立
趣
旨
と
三
根
校
長 

 
初
代
校
長
三
根
圓
次
郎
氏
は
、
流
石
に
北
川
信
従
氏
の
推
薦
し
た
ゞ
け
あ
つ
て
、
當
時
の
中
學
校
長
中
、
一
頭
地
を
ぬ
い
た
人
物
だ
っ
た
。

人
格
學
識
兼
ね
具

そ
な
は

り
、
縣
下
の
校
長
會
議
で
は
何
時

い

つ

も
三
根
校
長
が
座
長
格
で
歴
代
の
知
事
が
却
っ
て
頭
を
抑
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
云
は
れ

る
位
だ
。
生
徒
に
對
し
て
も
寛
嚴
よ
ろ
し
き
を
得
た
の
で
全
校
の
生
徒
か
ら
は
慈
父
の
如
く
慕し

た

は
れ
て
ゐ
た
。
土
佐
中
の
今
日
あ
る
は
、
主

と
し
て
此
の
名
校
長
の
施
設
訓
育
當
を
得
た
お
蔭
と
云
つ
て
よ
か
ら
う
。
此
の
頃
三
根
校
長
の
胸
像
建
設
の
議
あ
る
も
所
以

ゆ

ゑ

あ
る
哉
だ
。 

 

此
の
名
校
長
に
依
つ
て
作
ら
れ
た
土
佐
中
設
立
趣
意
書
は
、
簡
に
し
て
要
を
得
て
を
る
。
趣
意
書
に
曰
く
「
本
校
は
大
戦
後
、
國
運
の
進

展
に
伴
ふ
中
等
學
校
内
容
充
實
の
趣
旨
に
よ
り
設
立
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
中
學
校
令
の
示
す
所
に
よ
り
、
中
堅
國
民
の
養
成
を
目
的

と
す
る
は
論
を
俟
た
ざ
れ
ど
も
、
一
面
ま
た
高
等
敎
育
を
受
く
る
に
十
分
な
る
基
礎
敎
育
に
力
を
い
た
し
、
修
業
後
は
進
ん
で
上
級
學
校
に

向
ひ
、
他
日
國
民
の
翹
望
す
る
人
士
の
輩
出
を
期
す
る
も
の
な
り
」
と
。 

 

右
の
趣
意
書
を
更
に
一
言
に
要
約
す
れ
ば
、
土
佐
中
は
大
學
の
理
想
的
豫
備
門
と
い
ふ
の
だ
。
卽
ち
日
本
國
民
中
優
秀
な
る
指
導
階
級
を

作
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
千
羊
の
皮
よ
り
は
、
一
狐
裘

こ

き

う

を
作
る
の
が
、
蓋
し
本
校
の
使
命
で
あ
る
。 
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一
二
、
土
佐
中
の
五
大
特
色 

 
本
校
が
秀
才
敎
育
を
標
榜
す
る
特
殊
學
校
で
あ
る
だ
け
に
、
土
佐
中
は
普
通
中
學
校
に
比
し
て
、
何
所
か
際き

は

立
つ
た
特
色
が
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。 

 

此
の
點
に
關
し
て
土
佐
中
で
は
、
本
校
の
特
に
留
意
せ
る
點
と
し
て
左
記
の
五
項
目
を
舉
げ
て
を
る
。 

 
 

一
、
個
人
指
導
に
重
き
を
お
き
、
敎
授
能
率
の
增
進
を
計
る
事 

 
 

二
、
天
賦
の
能
力
を
發
揮
し
、
自
發
的
修
養
に
努
め
し
む
る
事 

 
 

三
、
堅
忍
剛
毅
の
性
格
、
健
實
な
る
思
想
を
養
成
す
る
事 

 
 

四
、
責
任
を
重
ん
じ
好
ん
で
勞
に
就
く
習
慣
を
養
ふ
事 

 
 

五
、
運
動
を
重
ん
じ
、
養
護
上
の
注
意
を
忘
れ
ず
、
以
て
體
位
の
向
上
を
計
る
事 

 

一
と
二
と
は
天
才
敎
育
の
方
針
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
三
以
下
は
普
通
中
學
校
の
訓
育
方
針
と
大
差
な
く
、
質
實
剛
健
の
氣
象
を
養
成
し
、

體
位
の
向
上
を
奬
勵
し
た
も
の
で
、
之
に
よ
っ
て
天
才
敎
育
の
弊
を
防
が
ん
と
試
み
た
事
が
よ
く
分
る
。 
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一
三
、
天
賦
能
力
の
發
揮
と
自
發
的
修
養 

 

前
記
の
如
く
本
校
は
、
個
人
指
導
に
力
點
を
お
く
結
果
、
學
年
編
成
の
如
き
も
、
普
通
中
學
校
と
異
る
特
色
を
有
し
、
一
學
級
の
定
員
が

普
通
よ
り
ズ
ツ
ト
少
く
な
つ
て
ゐ
る
。
則
ち
本
校
の
學
年
編
成
は
、
本
科
第
一
學
年
に
入
學
せ
し
む
る
も
の
ゝ
外
、
小
學
校
五
學
年
修
了
者

の
中
か
ら
選
拔
せ
る
も
の
よ
り
成
る
修
了
年
限
一
ケ
年
の
豫
科
を
置
き
、
定
員
は
豫
科
は
十
五
名
、
本
科
は
第
五
學
年
を
除
く
外
、
約
三
十

名
の
規
定
で
あ
る
。 

 

本
校
は
上
記
の
如
く
天
賦
の
能
力
を
發
揮
し
、
自
發
的
修
養
に
努
む
る
爲
め
、
個
人
指
導
に
重
き
を
置
く
結
果
、
そ
の
敎
授
に
も
手
心
を

加
へ
て
、
夫
れ
相
應
の
工
夫
を
要
す
る
は
勿
論
で
あ
る
。 

 

則
ち
本
校
の
敎
授
に
當
つ
て
は
、
第
一
生
徒
各
自
の
能
力
と
學
力
に
應
じ
、
敎
科
書
以
外
に
材
料
を
工
夫
し
、
個
人
的
指
導
に
努
む
る
事
、

第
二
に
は
各
敎
室
に
辭
書
を
豊
富
に
備
へ
、
自
學
自
習
の
習
慣
を
養
成
す
る
事
、
第
三
に
は
、
第
四
學
年
の
第
三
學
期
に
於
て
は
、
英
、
國
、

漢
、
數
の
受
験
科
目
は
略
ぼ
普
通
中
學
校
卒
業
程
度
の
學
力
を
有
せ
し
む
る
事
等
、
要
す
る
に
各
自
能
力
に
應
じ
て
、
自
學
自
習
、
自
ら 

刻
苦
精
勵
し
て
、
最
短
期
に
、
最
多
量
の
受
驗
能
力
を
充
實
せ
し
む
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
を
る
。 
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一
四
、
文
武
兼
備
の
理
想 

  

本
校
に
於
て
は
、
斯
の
如
く
其
の
設
備
に
、
そ
の
訓
育
に
、
そ
の
敎
授
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
よ
り
、
上
級
學
校
に
最
優
秀
の
成
績
を
以
て

進
出
す
べ
く
、
一
切
の
努
力
を
此
の
一
點
に
集
中
し
て
を
る
が
、
然
し
此
の
傾
向
は
往
々
に
し
て
智
育
偏
重
の
弊
を
生
み
、
片
々
た
る
輕
薄

才
子
を
生
ず
る
事
あ
る
に
鑑
み
、
本
校
に
於
て
は
、
體
育
と
訓
練
に
重
き
を
置
き
、
智
徳
兼
備
の
健
全
な
る
國
民
の
養
成
を
理
想
と
し
て
ゐ

る
。 

 

故
に
體
育
に
於
て
は
、
第
一
各
種
の
體
育
施
設
を
完
備
し
、
夫
れ
〳
〵
の
體
質
に
應
じ
て
、
全
生
徒
を
し
て
適
當
の
運
動
を
な
さ
し
む
る

事
、
第
二
、
體
操
の
敎
授
時
間
を
普
通
の
中
學
規
程
よ
り
、
一
時
間
多
く
課
す
る
事
、
第
三
、
毎
月
末
に
於
て
身
體
の
状
況
及
體
力
を
檢
査

し
、
養
護
上
遺
憾
な
か
ら
し
む
る
事
、
第
四
、
毎
週
各
學
年
一
回
一
時
間
の
課
外
運
動
を
行
ふ
事
、
第
五
、
第
三
學
期
に
於
て
第
三
學
年
以

下
全
部
に
武
術
寒
稽
古
を
課
す
る
事
、
第
六
、
運
動
の
際
は
裸
體
を
奬
勵
し
、
暑
中
休
暇
が
終
つ
て
開
校
の
時
黒
ん
坊
會
に
て
、
そ
の
等
級

を
表
彰
す
る
事
、
第
七
、
毎
日
放
課
後
任
意
に
運
動
競
技
を
奬
勵
す
る
事
。 

 

體
育
に
關
す
る
規
定
と
し
て
は
、
眞
に
微
に
入
り
、
細
を
穿
ち
、
恐
ら
く
縣
下
の
普
通
中
學
校
に
比
し
て
ま
さ
る
と
も
、
決
し
て
劣
ら
ざ

る
體
育
の
奬
勵
ぶ
り
だ
。 
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し
か
も
本
校
體
育
の
特
徴
は
、
學
科
の
個
人
指
導
と
同
じ
く
、
生
徒
各
個
人
の
體
質
に
應
じ
て
、
夫
々
適
切
な
る
運
動
を
行
は
し
む
る
點

に
あ
る
。
殊
に
普
通
中
學
校
の
各
學
期
の
體
格
検
査
に
對
し
、
本
校
で
は
毎
月
末
に
身
體
並
に
體
力
の
檢
査
を
す
る
。
更
に
又
裸
體
の
奬
勵

と
黒
ん
坊
の
表
彰
の
如
き
、
理
想
的
健
康
法
た
る
自
然
生
活
の
推
奬
を
す
る
な
ど
、
恐
ら
く
縣
下
そ
の
比
を
見
ざ
る
一
大
特
色
と
云
ふ
べ
き 

だ
。 

 

か
く
の
如
く
本
校
が
體
育
に
鋭
意
す
る
に
係
ら
ず
、
或
一
部
の
評
者
か
ら
は
、
土
佐
中
は
主
智
敎
育
の
結
果
、
生
徒
の
缺
點
は
、
大
體
文

弱
で
、
そ
の
性
格
は
個
人
的
、
孤
立
的
で
あ
り
、
體
質
も
薄
弱
だ
と
い
ふ
非
難
で
あ
る
。
之
は
要
す
る
に
單
に
秀
才
敎
育
と
い
ふ
名
だ
け
聞

い
て
實
際
を
知
ら
ざ
る
者
の
云
ふ
所
だ
。
万
一
本
校
生
徒
に
か
ゝ
る
缺
陷
あ
り
と
す
れ
ば
、
體
格
と
勇
気
を
喧や

か

ま
し
く
云
ふ
陸
士
や
海
兵
や

幼
年
學
校
の
試
驗
に
、
今
日
迄
連
續
的
に
且
つ
最
優
秀
の
成
績
を
以
て
合
格
の
出
来
る
筈
は
な
い
の
だ
。 

 

論
よ
り
證
據
、
左
に
掲
ぐ
る
「
中
等
學
校
身
體
檢
査
比
較
表
」
に
於
て
、
本
校
生
徒
が
縣
下
及
び
全
國
中
學
校
生
徒
に
比
し
て
、
身
長
、

體
重
、
胸
圍
の
三
拍
子
揃
つ
て
、
如
何
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
か
を
見
れ
ば
、
本
校
生
徒
を
文
弱
な
ど
と
は
義
理
に
も
云
は
れ
ま
い
。 
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十
七
年 

 十
六
年 

十
五
年 

十
四
年 

十
三
年 

十
二
年 

年 

齡 

土
佐
中
學
校 

縣 

中 

學 

校

 
 

 
  

 

全
國
中
學
校 

土
佐
中
學
校 

縣 

中 

學 

校

 
 

 
  

 

全
國
中
學
校 

土
佐
中
學
校 

縣 

中 

學 

校

 
 

 
  

 

全
國
中
學
校 

土
佐
中
學
校 

縣 

中 

學 

校

 
 

 
  

全
國
中
學
校 

土
佐
中
學
校 

縣 
中 
學 
校

 
 

 
  

全
國
中
學
校 

土
佐
中
學
校 

縣 

中 

學 

校

 
 

 
  

全
國
中
學
校 

學 

校 

別 

一
六
三
、
三 

一
六
一
、
四 

一
六
〇
、
三 

一
六
一
、
八 

一
五
九
、
〇 

一
五
七
、
一 

一
五
六
、
九 

一
五
三
、
七 

一
五
一
、
九 

一
五
一
、
五 

一
四
八
、
〇 

一
四
五
、
三 

一
四
五
、
四 

一
四
〇
、
七 

一
三
九
、
四 

一
三
七
、
一 

一
三
七
、
五 

一
三
六
、
一 

身 

長 

五
四
、
四 

五
三
、
五 

五
一
、
二 

五
二
、
五 

五
一
、
一 

四
八
、
八 

三
七
、
二 

四
五
、
八 

四
二
、
九 

四
三
、
〇 

四
〇
、
二 

三
七
、
五 

三
六
、
一 

三
四
、
七 

三
三
、
一 

三
一
、
六 

三
一
、
九 

三
〇
、
八 

體 

重 

八
六
、
五 

八
二
、
三 

七
九
、
九 

八
四
、
五 

八
〇
、
三 

七
七
、
三 

七
九
、
九 

七
六
、
五 

七
三
、
九 

七
七
、
五 

七
二
、
一 

六
九
、
九 

七
二
、
八 

六
八
、
三 

六
六
、
五 

六
八
、
五 

 
 
 

六
七
、
七 

六
五
、
五 

胸 

圍 
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右
比
較
表
で
一
目
瞭
然
た
る
通
り
、
身
長
、
體
重
、
胸
圍
共
に
、
土
佐
中
は
、
各
學
年
を
通
じ
て
最
優
秀
だ
。
縣
下
中
學
校
の
成
績
は
全

國
の
平
均
よ
り
愈ま

さ

つ
て
ゐ
る
が
、
本
校
に
比
べ
て
は
全
く
顔
色
な
し
で
あ
る
。
身
長
、
體
重
共
に
さ
う
だ
が
、
胸
圍
に
至
つ
て
は
全
然
段
違

だ
。
殊こ

と

に
十
二
歳
よ
り
年
を
重
ね
る
に
従
つ
て
、
そ
の
開
き
が
大
き
く
な
り
、
十
七
歳
に
至
つ
て
は
、
全
國
中
學
校
の
平
均
よ
り
ま
さ
る
事

約
七
糎
の
差
と
な
つ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
是
れ
要
す
る
に
本
校
の
特
色
あ
る
體
育
の
効
果
が
、
年
を
重
ぬ
る
と
共
に
、
愈

い
よ
い

よ
如
實
に
顯
は

れ
來
つ
た
證
據
で
あ
る
。
此
の
一
事
を
以
て
す
る
も
土
佐
中
に
健
兒
な
し
と
い
ふ
事
の
暴
論
な
る
は
も
と
よ
り
、
凡
そ
夫
れ
と
は
正
反
對
に
、

秀
才
敎
育
の
土
佐
中
は
、
天
下
に
冠
た
る
健
兒
の
集
團
た
る
こ
と
が
確
實
な
る
統
計
に
依
つ
て
明
示
さ
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
殊
に
本
校

生
徒
が
他
校
に
比
し
て
胸
圍
の
發
育
著
し
き
事
は
、
理
想
的
強
健
體
と
し
て
誇
る
に
足
る
べ
く
、
要
す
る
に
土
佐
中
は
、
獨
り
秀
才
敎
育
に

於
て
天
下
有
數
の
特
別
校
た
る
の
み
な
ら
ず
、
體
育
に
於
て
も
全
國
屈
指
の
中
學
で
あ
る
。
實
に
文
武
兩
道
の
理
想
的
道
場
と
は
蓋
し
本
校

で
あ
ら
う
。 

 

一
五
、
本
校
の
徳
育 

― 

級
會
長
と
週
番
の
制
度 

  

本
校
は
智
育
は
固
よ
り
體
育
に
於
て
も
上
陳
の
通
り
、
全
國
に
覇
を
稱
す
る
の
好
成
績
を
舉
げ
て
ゐ
る
が
、
更
に
徳
育
に
於
て
も
、
種
々

新
機
軸
を
出
す
に
銳
意
し
て
を
る
。
則
ち
本
校
の
訓
練
は
智
育
、
體
育
の
場
合
と
同
じ
く
、
主
と
し
て
自
治
的
で
あ
つ
て
、
學
校
が
干
渉
し
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て
、
生
徒
が
澁
々
從
ふ
の
で
は
な
く
、
生
徒
の
内
部
よ
り
、
自
發
的
に
修
養
練
磨
す
る
の
だ
。
此
の
點
諸
他
の
中
學
校
の
訓
育
と
余
程
そ
の

趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
流
石
は
三
根
校
長
の
苦
心
發
案
し
た
ゞ
け
あ
つ
て
、
理
智
發
達
せ
る
秀
才
に
ふ
さ
は
し
い
遣
り
方
で
あ
る
。 

 

本
校
は
毎
月
一
回
、
第
四
學
年
主
體
の
「
向
陽
會
」
と
稱
す
る
自
治
修
養
會
を
開
催
し
、
此
の
向
陽
會
が
中
心
と
な
つ
て
、
全
校
生
徒
は

風
紀
そ
の
他
に
關
す
る
希
望
を
發
表
討
論
し
、
生
徒
各
自
に
警

い
ま
し

め
、
以
て
校
規
の
振
作
向
上
を
計
つ
て
を
る
。
此
の
向
陽
曾
は
吉
田
校
長

時
代
の
海
南
學
校
に
あ
つ
た
四
五
年
中
心
の
談
決
會
と
略
ぼ
其
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
、
自
治
團
體
と
し
て
最
も
微
妙
且
つ
靈
活
な
る
機
能

を
具
へ
て
ゐ
る
。 

 

本
校
は
清
潔
、
整
頓
の
習
慣
を
つ
け
る
事
に
銳
意
し
て
ゐ
る
。
則
ち
運
動
器
具
の
整
理
監
督
一
切
の
作
業
は
總
て
生
徒
の
各
係
に
よ
り
、

自
治
的
に
や
ら
せ
る
。
第
三
に
本
校
は
報
恩
の
念
を
堅
め
し
む
る
一
端
と
し
て
、
毎
年
一
回
全
生
徒
は
、
本
校
創
立
の
偉
人
た
る
川
崎
幾
三

郎
翁
の
墓
參
を
す
る
。
第
四
に
無
監
視
販
賣
を
實
施
し
て
公
徳
心
の
涵
養
に
資
す
る
。
第
五
に
向
上
心
を
喚
起
せ
し
む
る
爲
め
、
閲
覧
室
に

縣
先
輩
の
傳
記
、
内
外
英
雄
の
史
傳
、
そ
の
他
の
修
養
書
を
具
へ
、
生
徒
に
隨
時
閲
覧
せ
し
む
る
等
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
よ
り
自
治
的
訓
練
を

施
し
て
を
る
。 

 

本
校
は
又
生
徒
の
自
治
制
度
を
徹
底
せ
し
む
る
た
め
、
普
通
中
學
校
の
級
長
の
代
り
に
、
級
會
長
及
び
週
番
の
制
度
を
設
け
て
を
る
。
週

番
は
軍
隊
の
夫
れ
の
如
く
、
上
級
の
生
徒
で
は
な
く
、
互
選
に
よ
る
級
會
長
が
各
學
級
に
割
り
出
し
た
も
の
で
、
週
番
に
は
正
副
二
名
が
あ

り
、
そ
の
役
目
は
主
と
し
て
、
當
該
學
級
生
徒
の
風
紀
振
作
に
努
め
る
。
日
常
の
勤
務
と
し
て
は
、
毎
日
生
徒
の
出
缺
を
調
査
し
て
出
席
簿
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に
記
入
し
、
敎
室
の
備
品
を
整
頓
し
、
掃
除
當
番
を
割
り
當
て
、
敎
師
と
生
徒
間
の
傳
逹
に
當
り
、
毎
朝
登
校
す
る
と
、
敎
室
廊
下
の
硝
子

戸
を
開
き
、
且
つ
敎
壇
机
上
の
塵
芥
を
拂
ひ
、
そ
し
て
敎
師
が
敎
室
に
出
入
り
毎
に
、
「
起
立
、
禮
」
の
號
令
を
す
る
。 

 

之
を
み
て
も
本
校
の
週
番
の
任
務
は
、
普
通
中
學
校
の
級
長
に
等
し
く
、
そ
の
上
位
に
あ
る
級
會
長
な
る
も
の
は
、
一
見
虚
器
を
擁
す
る

如
き
も
、
之
は
一
級
の
徳
望
家
、
最
優
秀
生
と
し
て
、
週
番
の
最
高
顧
問
な
る
事
は
、
丁
度
市
町
村
に
助
役
、
書
記
の
上
に
、
市
町
村
長
が

あ
る
と
等
し
く
、
本
校
の
眞
意
は
、
生
徒
の
在
學
中
よ
り
自
治
に
慣
れ
し
め
、
卒
業
後
、
社
會
自
治
體
の
一
員
と
し
て
、
完
全
に
其
の
任
務

を
盡
さ
し
め
ん
た
め
の
準
備
と
し
て
、
か
ゝ
る
徹
底
的
自
治
制
度
を
設
け
た
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
。 

 

一
六
、
自
治
制
の
中
心
「
向
陽
會
」 

  

次
ぎ
に
自
治
制
度
の
中
心
機
關
た
る
「
向
陽
會
」
に
就
い
て
一
言
す
る
と
、
そ
も
〳
〵
向
陽
會
な
る
も
の
は
本
校
生
徒
が
學
力
の
進
歩
と

共
に
、
品
性
陶
冶
の
闕
く
べ
か
ら
ざ
る
を
痛
感
し
、
本
校
の
傳
統
的
自
治
精
神
に
基
づ
き
て
善
良
な
る
校
風
を
樹
立
振
作
せ
む
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
乃
ち
本
校
生
徒
全
部
を
以
て
會
員
と
な
す
。
第
四
學
年
が
其
の
幹
部
と
な
り
、
毎
月
一
回
會
合
し
、
幹
部
會
に
於
て
、
豫
め
主
要

事
項
を
協
議
、
實
行
要
目
の
設
定
を
經
、
開
會
前
、
之
を
公
表
し
、
一
般
の
希
望
を
も
參
酌
し
た
る
上
、
茲
に
最
後
の
決
定
を
す
る
の
だ
。 

 

更
に
進
ん
で
本
會
の
徳
目
を
舉
げ
る
と
、
第
一
本
會
員
は
、
至
誠
を
旨
と
し
、
勤
儉
力
行
の
風
を
養
ひ
、
正
義
を
尚
び
、
職
分
を
全
う
し
、
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和
衷
協
同
、
遜
讓
の
半
面
、
獨
立
進
取
の
氣
象
を
養
ひ
、
以
て
品
性
の
向
上
を
期
し
、
專
ら
決
議
事
項
の
實
踐
躬
行
に
是
れ
努
む
る
事
。 

そ
し
て
「
向
陽
會
」
趣
意
書
の
末
尾
に
曰
く
「
斯
の
如
く
ん
ば
本
會
の
面
目
益
す
揚
が
り
、
校
風
の
發
展
せ
ん
こ
と
期
し
て
俟
つ
べ
き
な

り
。
冀
く
は
諸
君
之
を
彊つ

と

め
む
こ
と
を
」
と
。 

 

一
七
、
講
堂
の
寫
眞
と
扁
額 

  

本
校
は
創
立
よ
り
數
ふ
れ
ば
、
既
に
二
十
年
を
經
過
し
、
建
築
落
成
の
大
正
十
一
年
十
一
月
よ
り
數
ふ
る
も
十
有
八
星
霜
を
經
て
、
そ
の

設
備
も
頗
る
充
實
し
た
が
、
報
恩
を
以
て
主
徳
目
と
す
る
本
校
は
、
そ
の
講
堂
に
、
本
校
の
恩
人
と
し
て
崇
敬
す
べ
き
故
人
の
寫
眞
を
揭
げ

て
あ
る
。
則
ち
川
崎
翁
を
筆
頭
に
、
元
理
事
長
の
北
川
信
從
氏
、
元
監
事
池
本
浩
靜
氏
、
三
根
校
長
、
宇
田
友
四
郎
氏
、
元
理
事
の
安
藝
喜

代
香
、
中
谷
速
水
兩
氏
、
元
監
事
曾
和
貞
雄
氏
の
寫
眞
を
講
堂
の
左
右
に
揭
揚
し
て
あ
る
。
又
講
堂
の
正
面
に
は
、
本
校
創
立
の
恩
人
北
川

氏
の
「
養
之
如
春
」
の
扁
額
と
並
ん
で
、
郷
土
の
大
先
輩
濱
口
雄
幸
氏
の
「
實
踐
躬
行
」
の
扁
額
が
掲
げ
て
あ
る
。 

 

卒
業
記
念
樹
以
外
、
校
庭
に
異
彩
を
放
つ
は
、
三
根
校
長
の
在
職
中
運
動
場
の
周
圍
に
植
ゑ
た
樟
樹
で
、
當
時
僅
か
に
一
、
二
尺
だ
つ
た

が
、
今
で
は
二
丈
に
垂
ん
と
す
る
大
樹
と
な
つ
て
、
鬱
蒼
と
し
て
繁
茂
し
て
ゐ
る
。 

 

現
在
の
劍
道
場
、
則
ち
元
の
柔
道
場
の
南
側
に
、
プ
ー
ル
を
設
け
た
の
は
、
校
舎
新
築
の
大
正
十
一
年
九
月
中
の
事
で
、
工
費
八
千
圓
を
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投
じ
て
竣
工
し
た
る
縣
下
そ
の
比
を
見
ざ
る
設
備
で
あ
る
。
他
校
が
卒
業
生
の
寄
附
を
う
け
て
漸
く
設
置
せ
る
も
の
と
は
異
り
、
流
石
は
財

源
の
豊
富
な
本
校
だ
け
に
、
一
文
半
銭
の
寄
附
も
仰
が
ず
に
見
事
竣
工
し
て
を
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雄 

 

（
中
谷
速
水
氏 
写
真
） 

 
 
 
 
 

速 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
曾
和
貞
雄
氏 

写
真
） 

 
 
 
 
 

貞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

谷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曾 

 

一
八
、
開
校
記
念
碑
と
校
歌 

 
 

大
正
十
一
年
本
校
新
築
と
共
に
、
建
設
さ
れ
た
る
記
念
碑
は
、
大
町
桂
月
氏
の
撰
に
か
ゝ
り
、
僅
々
三
百
字
中
に
土
佐
中
創
立
の
意
義
が

遺
憾
な
く
顯
は
れ
て
を
る
。 

  

中谷速水氏

曾和貞雄氏
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開
校
記
念
碑
文 

 
 

筆
山
ノ
麓
鏡
川
ノ
畔
、
校
舎
巍
々
ト
シ
テ
咿
晤
ノ
聲
、
雲
ニ
響
ク
是
レ
土
佐
中
學
校
ニ
非
ズ
ヤ
、
敎
育
振
ヘ
バ
國
家
榮
エ
、
敎
育
振
ハ 

 

ザ
レ
バ
國
家
衰
フ
、
維
新
の
際
薩
長
土
と
並
稱
セ
ラ
レ
テ
土
佐
ヨ
リ
人
材
多
ク
輩
出
シ
タ
リ
シ
ハ
文
ニ
武
ニ
父
兄
ノ
敎
育
氣
分
盛
ン
ニ 

 

シ
テ
子
弟
ノ
向
學
心
盛
ナ
リ
シ
ニ
因
ラ
ズ
ン
バ
ア
ラ
ズ
、
爾
來
敎
育
振
ハ
ズ
人
材
漸
ク
凋
落
セ
ン
ト
ス
、
川
崎
幾
三
郎
宇
田
友
四
郎
二
氏 

 

大
ニ
慨
ス
ル
所
ア
リ
、
巨
財
ヲ
投
ジ
テ
土
佐
中
學
校
ヲ
創
立
大
正
九
年
四
月
ヨ
リ
假
校
舎
ニ
テ
授
業
ヲ
始
メ
大
正
十
一
年
十
一
月
十
八 

 

日
本
校
舎
ノ
落
成
式
ヲ
舉
ゲ
茲
ニ
在
校
ノ
父
兄
相
圖
リ
碑
ヲ
建
テ
丶
二
氏
ノ
功
ヲ
傳
ヘ
ム
ト
ス
善
イ
哉
舉
ヤ
父
兄
旣
ニ
恩
ヲ
知
ル
子
弟 

 

亦
恩
ヲ
知
ラ
ザ
ラ
ム
ヤ
、
體
ヲ
鍛
ヘ
心
ヲ
練
リ
德
器
ヲ
高
ク
シ
知
能
ヲ
大
ニ
シ
國
家
ニ
盡
ス
ハ
二
氏
ノ
恩
ニ
報
ズ
ル
也
二
氏
ノ
恩
ニ
報 

 

ズ
ル
ハ
君
國
ノ
恩
ニ
報
ズ
ル
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大 

町 

桂 

月 

撰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松 

村 

翠 

濤 

書 
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碑 念 

 
 

 
 

（
開
校
記
念
碑 

写
真
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 校 開 

 

此
の
碑
文
の
精
神
は
、
職
員
も
生
徒
も
出
身
者
も
、
夢
寐
忘
る
ゝ
能
は
ざ
る
信
條
た
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
尚
ほ
本
校
の
校
歌
は

大
正
十
一
年
五
月
、
敎
諭
越
田
三
郎
氏
の
作
で
、
土
佐
中
魂
が
殘
る
所
な
く
吐
露
さ
れ
て
を
る
。 

   
 
 
 
 
 

校 
 
 
 
 

歌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、 

 
 

 
 

向
陽
の
空
淺
緑 

 
 
 
 
 
 

廣
き
ぞ
己
が
心
な
る 

 
 

 
 

大
洋
の
岸
物
榮
ゆ 

 
 
 
 
 

伸
ぶ
る
は
我
の
力
な
り 

 
 

 
 

嗚
呼
幸
多
き
天
と
地 

 
 
 
 

自
然
の
啓
示
か
し
こ
し
や 

開校記念碑
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二
、 

 
 

 
 

誠
忠
剛
武
並
び
な
く 

 
 
 
 

靈
夢
に
入
る
か
護
國
の
士 

 
 

 
 

達
識
叡
智
類
ひ
な
く 

 
 

 
 

自
由
を
唱
ふ
不
死
の
人 

 
 

 
 

嗚
呼
先
賢
に
績
あ
り 

 
 
 
 

三
才
秀
で
尊
し
や 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
、 

 
 

 
 

孕
灣
頭
軒
高
く 

 
 
 
 
 
 

兼
山
碑
下
に
庭
清
し 

 
 

 
 

協
力
一
致
誓
ひ
し
て 

 
 
 
 

集
ふ
同
袍
意
氣
强
し 

 
 

 
 

嗚
呼
勉
め
よ
や
竭
せ
よ
や 
 

 
冠
す
る
土
佐
の
名
に
叶
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

四
、 

 
 

 
 

そ
れ
右
文
と
尚
武
こ
そ 

 
 

 

強
者
の
競
ふ
榮
冠
ぞ 

 
 

 
 

人
道
正
義
の
理
想
こ
そ 

 
 

 

王
者
の
擔
ふ
使
命
な
れ 

 
 

 
 

嗚
呼
吾
れ
享
け
ん
不
朽
の
名 

 

奮
ヘ
や
土
州
健
男
兒 
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一
九
、
國
家
に
盡
す
が
何
よ
り
の
報
恩 

  

上
陳
の
記
事
に
依
つ
て
明
か
な
如
く
、
本
校
の
秀
才
敎
育
は
、
究
局
す
る
所
、
日
本
國
民
の
中
堅
層
を
指
導
し
支
配
す
る
優
良
且
つ
强
力

な
る
上
層
國
民
の
育
成
を
目
的
と
せ
る
も
の
で
、
個
人
指
導
を
主
と
せ
る
合
理
的
且
つ
自
然
的
の
敎
授
、
訓
練
に
依
つ
て
學
識
、
才
能
、
品

性
、
體
格
等
あ
ら
ゆ
る
點
に
於
て
、
普
通
中
學
校
の
水
準
よ
り
一
頭
地
を
ぬ
き
ん
づ
る
所
の
所
謂
棟
梁
の
材
を
造
る
を
以
て
、
そ
の
理
想
と

し
て
を
る
。
而
し
て
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に
は
、
何
は
扨
て
お
き
、
第
一
の
關
心
は
、
本
校
よ
り
す
る
上
級
學
校
へ
の
入
學
率
だ
が
、
此

の
點
に
關
し
て
、
未
だ
精
確
な
る
他
校
と
の
比
較
表
は
な
い
が
、
本
校
の
入
學
率
の
素
睛
ら
し
く
、
且
つ
入
學
試
驗
に
優
秀
の
成
績
を
舉
ぐ

る
こ
と
は
、
今
日
已
に
定
評
が
あ
る
。
現
に
昭
和
十
四
年
度
高
知
高
等
學
校
へ
は
本
校
よ
り
の
受
驗
生
十
二
名
中
十
名
ま
で
合
格
し
て
ゐ
る
。

し
か
も
中
八
名
は
四
年
生
だ
。
殊
に
最
も
困
難
視
さ
る
る
海
兵
で
す
ら
、
毎
年
六
七
割
の
合
格
率
だ
。
し
か
も
其
の
合
格
順
位
の
如
き
、
他

校
に
比
し
て
著
し
く
上
位
だ
。
流
石
は
秀
才
敎
育
を
標
榜
せ
る
だ
け
あ
つ
て
、
縣
下
で
入
試
の
ト
ツ
プ
を
切
っ
て
進
出
す
る
の
は
、
何
時
も

土
佐
中
に
定き

ま

つ
て
ゐ
る
。 

 

今
、
本
校
の
卒
業
生
を
み
る
に
、
十
中
七
八
は
最
高
の
學
府
を
出
て
を
る
。
試
み
に
第
一
回
の
卒
業
生
に
つ
い
て
、
在
校
中
の
死
亡
退
學

を
除
く
十
七
名
中
、
帝
大
出
は
實
に
十
五
名
に
達
し
、
二
名
は
外
語
と
高
商
で
あ
る
。
更
に
前
き
の
帝
大
出
身
の
十
五
名
中
、
最
も
多
き
は

法
學
士
の
五
名
、
次
い
で
文
學
士
の
四
名
、
醫
學
士
の
三
名
で
、
法
學
士
に
は
鐡
道
省
の
副
參
事
や
、
判
檢
事
や
、
關
東
州
警
部
な
ど
が
あ
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る
し
、
文
學
士
に
は
高
等
學
校
敎
授
や
中
等
學
校
敎
諭
な
ど
が
あ
り
、
理
學
士
に
は
高
校
敎
授
や
鑛
山
技
師
が
あ
り
、
醫
學
士
に
は
病
院
長

や
軍
醫
が
あ
る
。
第
一
回
は
大
正
十
三
年
で
、
卒
業
後
十
五
六
年
、
年
齢
に
し
て
も
三
十
二
三
歳
で
、
正
味
十
七
名
の
卒
業
生
中
、
高
校
敎

授
二
名
、
病
院
長
一
名
、
鐵
道
副
參
事
一
名
を
出
し
て
を
る
。
そ
の
榮
進
振
り
の
鮮
や
か
な
る
こ
と
、
流
石
に
秀
才
の
名
に
恥
ぢ
ざ
る
も
の

が
あ
る
。 

 

今
、
本
校
の
盛
運
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
川
崎
翁
の
逝
去
が
返
す
〴
〵
も
残
念
だ
。
翁
の
六
十
七
歳
の
壽
命
は
勿
論
短
命
で
は
な
い
が
、

翁
よ
り
五
歳
年
下
の
宇
田
氏
が
昭
和
十
年
ま
で
永
ら
へ
て
、
本
校
の
卒
業
式
に
何
回
と
な
く
臨
場
し
た
事
か
ら
考
へ
て
も
、
川
崎
翁
に
し
て

假
り
に
丸
三
ケ
年
だ
け
で
も
長
生
き
し
た
な
ら
、
大
正
十
三
年
三
月
の
第
一
回
の
卒
業
を
み
て
、
安
ん
じ
て
暝
目
の
出
来
た
事
と
思
ふ
。
翁

の
病
中
最
後
の
一
言
が
「
セ
メ
テ
第
一
回
の
卒
業
生
の
進
出
が
見
た
い
」
で
あ
つ
た
事
か
ら
考
へ
て
も
、
一
生
幸
運
に
惠
ま
れ
通
し
の
川
崎

翁
に
も
、
此
一
點
に
遺
憾
が
あ
つ
た
譯
だ
。
川
崎
翁
が
幸
運
な
人
だ
け
に
却
つ
て
此
の
一
事
が
、
限
り
な
く
悼

い
た
ま

し
い
。 

 

然
し
死
生
は
天
の
命
、
今
更
人
力
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
所
だ
。
故
に
本
校
生
徒
並
に
出
身
者
に
し
て
、
眞
に
川
崎
翁
の
恩
義
に
感

ず
る
者
は
、
常
に
翁
の
墓
前
に
額ぬ

か

づ
く
の
み
な
ら
ず
、
か
の
開
校
記
念
碑
の
撰
文
の
如
く
、
體
を
鍛
へ
、
心
を
鍊
り
、
徳
器
を
高
く
し
、
知

能
を
大
に
し
、
國
家
有
用
の
材
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
是
れ
乃
ち
川
崎
翁
の
高
恩
に
酬
ゆ
る
唯
一
の
途
で
あ
る
。
げ
に
や
泉
下
の
翁
に
し
て
、 

土
佐
中
今
日
の
隆
運
と
卒
業
生
諸
氏
の
榮
逹
を
知
る
あ
ら
ば
、
翁
は
必
ず
や
手
を
拍う

ち
、
巨
眼
を
輝
か
し
て
善
哉
々
々
を
叫
ぶ
で
あ
ら
う
。 
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草
枕
旅
ゆ
く
人
も
行
き
觸ふ

ら
ば
に
ほ
ひ
ぬ
く
べ
く
も
咲
け
る
萩
か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
萬 

葉 

集
」  
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