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こ
の
百
周
年
記
念
会
館
正
堂
は
大
学
の
入
学
式
・
卒
業
式
で
着
飾
っ
た
子
女

を
前
に
私
が
「
告
辞
」
を
行
な
う
場
所
で
、
そ
こ
で
は
、
型
ど
お
り
に
、
時
に

は
型
を
破
っ
た
話
を
す
る
の
が
主
で
し
た
。
数
え
て
み
れ
ば
そ
れ
を
十
数
回
重

ね
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
モ
ー
ニ
ン
グ
を
着
て
、
「
君
が
代
」
と
共
に

式
を
挙
げ
る
と
い
う
の
が
私
に
と
っ
て
の
こ
の
場
所
で
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
日
は
色
と
り
ど
り
、
と
い
う
よ
り
、
年
さ
ま
ざ
ま
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
て
、
い
っ
た
い
ど
の
辺
り
に
、
焦
点
を
当
て
た
も
の
か
非
常
に
迷
っ
て

い
ま
す
。
史
学
科
設
立
か
ら
四
〇
年
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
去
年
の
秋
く
ら

い
か
ら
何
か
企
画
が
動
い
て
い
る
こ
と
は
知
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

四
月
に
入
っ
て
、
史
学
科
の
代
表
の
方
が
み
え
て
記
念
講
演
を
や
っ
て
く
れ
と

い
う
お
話
が
あ
り
、
断
れ
る
筋
で
は
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
「
ま
あ
、
私
が
や

れ
ば
漫
談
で
す
よ
。
漫
談
で
い
い
ん
で
す
か
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
「
い
や
、
漫

談
半
分
に
学
術
半
分
」
と
言
う
の
で
、
と
も
か
く
お
受
け
し
た
の
で
す
が
、
こ

の
場
に
は
学
術
派
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
漫
談
派
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
そ
の
両
方
を
合
わ
せ
て
二
つ
と
も
ご
満
足
い
た
だ
け
る
か
ど
う
か
大
変
心

も
と
な
い
次
第
で
す
。

　
実
は
き
の
う
、
珍
し
く
校
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
一
日
在
宅
し
て
い
た
ら
、
記

念
講
演
会
の
進
行
予
定
が
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
参
り
ま
し
て
、
来
賓
と
し
て
院

長
先
生
が
お
見
え
に
な
る
と
い
う
情
報
が
入
り
、
「
こ
れ
は
漫
談
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
な
」
と
、
昨
日
に
な
り
ま
し
て
、
急
遽
少
し
話
の
組
み
替
え
を

い
た
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
お
と
と
い
、
卒
業
生
名
簿
が
入
荷
し
て
す
ぐ
に

私
の
所
へ
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
一
昨
年
の
大
学
開
学
五
〇
周
年
の
記
念
講
演
の

時
に
も
申
し
た
の
で
す
が
、
パ
ラ
ッ
と
見
ま
す
と
す
ぐ
誤
植
が
見
つ
か
る
。
私

が
誤
植
を
見
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
誤
植
が
私
を
呼
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。

「
間
違
っ
て
ま
す
よ
」
と
向
こ
う
が
声
を
か
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

名
簿
の
正
誤
表
が
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
大
部
分
は
私
が
五
分
間
の
う
ち
に

早
速
発
見
し
た
も
の
で
す
。
誤
植
と
言
う
よ
り
も
、
編
集
の
方
の
誤
解
も
あ
る

よ
う
な
の
で
す
が
。

　
史
学
科
で
は
創
設
以
来
、
専
任
の
先
生
方
が
こ
れ
ま
で
に
新
旧
あ
わ
せ
て
二

〇
名
お
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
定
員
は
九
名
な
の
で
す
が
、
兼
任
を
お
願
い
し

た
方
が
六
名
、
他
に
助
手
が
一
三
名
、
嘱
託
と
し
て
お
願
い
し
た
方
が
三
五

名
、
副
手
と
し
て
二
五
名
、
そ
れ
に
加
え
て
非
常
勤
講
師
一
八
〇
名
も
の
多
く



2

の
方
々
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
史
学
科
が
運
営
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の

皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
研
究
室
が
成
り
立
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
ひ
し

ひ
し
と
、
今
、
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
お
礼
申
し
上
げ
て
か
ら

と
思
い
ま
し
た
ら
、
最
初
に
学
科
主
任
の
井
上
さ
ん
が
全
部
今
の
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
必
要
な
く
な
り
ま
し
た
け
ど
も
、
繰
り
返
し
て
や
は
り
私
と

し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
の
中
の
か
つ
て
専
任
教
員
の
一
人
で
あ
っ
た

者
と
し
て
、
感
銘
を
深
く
し
て
い
る
次
第
で
す
。
た
だ
な
に
よ
り
も
、
そ
う
い

う
ス
タ
ッ
フ
、
非
常
勤
講
師
の
方
々
を
含
め
た
ス
タ
ッ
フ
以
外
に
、
と
に
か
く

学
部
の
卒
業
生
が
二
七
五
〇
名
、
大
学
院
の
在
籍
者
が
四
八
四
名
、
こ
の
方
々

な
し
に
は
、
「
な
し
に
は
」
と
何
回
も
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
な
し
に
は
史
学
科

は
成
り
立
た
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
先
生
方
が
い
く
ら
壇
上
で
踊
っ
て
み
せ
て

も
ど
う
に
も
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
、
お
集
ま
り
に
な
っ
た
そ
の
二

千
数
百
名
中
の
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
方
々
に
、
心
か
ら
深
く
感
謝
を
申
し
あ
げ
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
の
お
話
は
大
き
く
言
い
ま
し
て
二
つ
に
分
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
最
初

は
史
学
科
誕
生
に
つ
い
て
。
そ
れ
か
ら
漫
談
を
入
れ
ま
し
て
、
最
後
に
学
術
ら

し
い
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
や
り
ま
す
。

　
史
学
科
誕
生
の
こ
と
を
言
お
う
か
と
考
え
た
時
に
、
史
学
科
誕
生
以
前
を
話

す
の
が
い
い
と
考
え
ま
し
た
。
や
は
り
、
「
時
」
と
「
人
」
と
「
所
」
、
こ
の
三

つ
が
揃
い
ま
せ
ん
と
何
事
も
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
辺
の
こ
と
は
あ
と
で
お
見

え
に
な
る
予
定
の
児
玉
幸
多
先
生
こ
そ
が
、
ま
さ
に
生
き
証
人
で
し
て
、
私
ご

と
き
が
申
す
の
は
控
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
。

　
ま
ず
最
初
に
、
「
時
」
で
す
が
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
院
長
も
井
上
先
生
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
一
九
六
一
年
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
の
前
史
が
あ
り
ま

し
て
、
新
制
大
学
と
し
て
学
習
院
大
学
が
発
足
し
た
と
き
に
は
文
政
学
部
と
理

学
部
の
二
学
部
だ
け
で
、
文
政
学
部
に
は
政
治
学
科
と
哲
学
科
と
文
学
科
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
哲
学
科
は
我
が
学
習
院
大
学
に
お
い
て
は
、
安
倍
院
長

先
生
ご
自
身
が
哲
学
者
で
あ
る
し
、
哲
学
関
係
の
先
生
方
が
綺
羅
星
の
ご
と
く

お
揃
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
文
学
科
の
方
の
中
心
は
国
文
学
で
し
て
、
戦
前

の
学
習
院
高
等
科
の
文
科
・
理
科
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
文
科
の
優
れ
た
先

生
方
が
お
ら
れ
、
そ
れ
に
、
外
国
文
学
専
攻
も
あ
り
ま
し
た
。
　
一
九
五
七
年

（
昭
和
三
二
年
）
に
国
文
、
英
文
、
独
文
、
仏
文
の
各
専
攻
が
学
科
と
し
て
独

立
し
た
。
で
す
か
ら
そ
の
時
点
で
文
学
部
と
し
て
あ
り
ま
し
た
の
は
、
哲
学
科

と
国
文
学
科
と
英
文
学
科
、
独
文
学
科
、
仏
文
学
科
で
、
史
学
科
は
影
も
形
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
れ
で
ど
う
し
て
史
学
科
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
諸
説
あ
る
の
で
す
が
、
一
つ
は
新
制
大
学
に
な
っ
た
時
に
、
歴
史
関
係
の

史
学
科
と
い
う
の
は
そ
の
筋
に
少
し
遠
慮
し
た
気
味
が
あ
る
。
「
そ
の
筋
」
と

い
う
の
は
む
ろ
ん
か
つ
て
の
軍
部
で
は
な
く
、
占
領
軍
当
局
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
辺
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
お
り
ま
す
。
或
い

は
ど
こ
か
に
記
録
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
教
科
書
墨
塗
り
の
直
後
で
ご
ざ

い
ま
す
し
、
や
は
り
敗
戦
直
後
の
日
本
で
史
学
科
を
看
板
に
掲
げ
る
こ
と
に
は

一
種
の
遠
慮
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
要
因
で
、
も
う
一
つ
は
や
は
り
財
政
難
。
あ
と
で
申

し
ま
す
け
ど
も
、
当
時
の
学
習
院
は
そ
れ
ま
で
の
宮
内
省
か
ら
離
れ
て
、
私
立

の
学
園
と
し
て
自
立
す
る
、
自
分
で
資
金
を
調
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
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に
苦
し
ん
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
と
て
も
贅
沢
は
言
え
な
い
、
と
て
も
新
学
科

を
つ
く
る
ま
で
は
い
け
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
と
い
う
の
か
、
そ
の
準
備
と

い
う
の
か
、
東
洋
文
化
研
究
所
と
い
う
の
を
設
立
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り

ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
後
に
史
学
科
の
教
授
に
な
ら
れ
る
末
松
保
和
教
授
が
図
書

館
長
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
ま
あ
学
科
は
無
理
だ
け
ど
も
ま
ず
研
究
所
を

つ
く
り
、
研
究
所
で
ア
ジ
ア
諸
国
の
文
化
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
、
「
近
き
よ

り
遠
く
に
及
ぼ
す
」
、
つ
ま
り
朝
鮮
か
ら
始
め
よ
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
東
洋

文
化
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
は
学
科
に
な
れ
る
か
な
あ
と
い

う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
い
う
よ
う
な
状

況
で
、
大
学
が
開
設
さ
れ
て
一
〇
年
間
は
史
学
科
は
影
も
形
も
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。
さ
ら
に
「
時
」
と
い
う
こ
と
で
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
昭
和
三
〇
年

代
ー
一
九
五
〇
年
代
の
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
入
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次

の
歴
史
書
ブ
ー
ム
と
い
う
の
が
起
こ
り
ま
し
て
、
「
日
本
の
歴
史
」
、
「
世
界
の

歴
史
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
爆
発
的
に
売
れ
る
、
著
者
は
そ
れ
で
家
が
建

つ
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
、
そ
れ
が
一
つ
の
上
げ
潮
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
第
一
の
「
時
」
の
問
題
で
す
。

　
第
二
の
「
人
」
で
す
け
ど
も
、
昭
和
三
〇
年
代
の
初
期
、
一
九
五
七
年
か
ら

五
九
年
ま
で
の
文
学
部
長
は
富
永
惣
一
先
生
で
し
た
。
富
永
惣
一
さ
ん
と
い
う

の
は
西
洋
美
術
史
と
し
て
は
旧
学
習
院
以
来
の
超
一
流
の
方
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
方
が
文
学
部
長
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
三
四
年
の
四
月
か
ら
新
し
く
で

き
た
国
立
西
洋
美
術
館
の
館
長
に
転
出
さ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
が
決
定
的
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
富
永
文
学
部
長
の
も
と
で
、
富
永
さ
ん
を
中
心
に
し
た

新
学
科
構
想
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
。
美
術
史
と
い
う
の
か
、
或

い
は
文
化
史
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
の
に
基
点
を
お
い
た
学
科
が
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
が
一
九
五
九
年
の
時
に
消
え
た
。

　
そ
の
後
を
受
け
て
文
学
部
長
に
な
ら
れ
た
の
は
近
代
文
学
の
麻
生
磯
次
先
生

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
東
大
か
ら
定
年
で
学
習
院
に
来
ら
れ
て
間
も
な
く
で
し

た
。
麻
生
さ
ん
の
文
学
部
長
時
代
は
五
九
年
か
ら
六
三
年
の
四
年
間
で
、
そ
の

麻
生
さ
ん
が
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
「
学
習
院
大
学
に
は
哲
学
科

と
国
文
学
科
、
そ
れ
に
英
独
仏
の
学
科
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
史
と
い
う
の
が
な

い
ね
。
哲
・
史
・
文
と
揃
う
の
が
こ
れ
が
ま
あ
普
通
だ
。
史
が
な
い
の
は
ど
う

も
常
識
的
で
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。　

そ
れ
で
そ
の
史
学
科
を
作
る
に
つ
い
て
は
そ
の
た
あ
の
人
材
が
学
内
に
い

る
。
ま
ず
当
時
政
経
学
部
に
属
し
て
お
ら
れ
た
児
玉
幸
多
先
生
、
そ
れ
か
ら
図

書
館
長
の
末
松
先
生
。
こ
の
お
二
人
は
日
本
史
、
朝
鮮
史
の
正
に
権
威
で
あ
り

ま
す
。
あ
と
高
等
科
に
金
沢
先
生
、
そ
れ
か
ら
私
、
小
倉
が
い
る
。
そ
れ
に
も

う
少
々
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
な
ら
ば
、
学
科
と
し
て
体
を
成
す
は
ず
だ
。
つ

ま
り
新
た
な
補
充
は
一
名
な
い
し
二
名
で
済
む
。
こ
う
い
う
学
科
・
学
部
の
創

設
の
た
め
に
は
厳
し
い
条
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
現
在
そ
の
た
め
に
苦
し
ん

で
お
り
ま
す
け
ど
も
、
な
に
せ
教
員
を
増
や
す
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
既
存
の
四
人
と
、
そ
れ
か
ら
補
充
を
少
々
す
れ
ば
間

に
合
う
し
、
入
学
定
員
三
〇
名
と
い
う
こ
と
で
行
け
ば
こ
れ
で
充
分
採
算
が
成

り
立
つ
。
そ
れ
と
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
代
の
歴
史
書
ブ
ー

ム
、
こ
れ
が
上
げ
潮
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
歴
史
の
学
科
な
ら
こ
れ
は
需
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
現
に
あ
り
ま
し
て
、
文
学
部
に
進
学
し
よ
う
と
す
る
人
で
も
、

史
学
科
が
あ
れ
ば
史
学
科
に
入
り
た
い
と
い
う
人
が
何
学
年
も
い
た
ん
で
す

が
、
そ
う
い
う
方
は
涙
を
呑
ん
で
他
学
科
で
我
慢
し
た
。
そ
う
い
う
人
を
私
は



4

何
人
も
知
っ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
一
九
六
一
年
に
史
学
科
が
で
き
ま

す
と
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
ど
っ
と
（
男
子
高
等
科
か
ら
は
一
人
か
二
人
だ
っ

．
た
ん
で
す
け
ど
も
）
、
女
子
高
等
科
か
ら
は
才
媛
が
進
学
し
て
参
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
そ
れ
は
「
人
」
の
問
題
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
見

逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
第
三
は
「
所
」
で
す
が
、
先
ほ
ど
す
で
に
触
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
「
所
」
つ

ま
り
大
学
の
研
究
室
は
大
変
惨
め
な
状
態
で
あ
っ
た
の
で
す
。
西
三
号
館
と
呼

ば
れ
て
い
た
研
究
室
ー
実
は
今
年
に
入
っ
て
か
ら
つ
い
に
取
り
壊
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
学
生
の
部
室
棟
の
黎
明
会
館
の
奥
に
「
富
士
見
会
館
」
と
い
う
名

前
を
つ
け
た
学
生
の
集
会
場
を
造
り
ま
し
た
。
富
士
見
会
館
と
い
う
名
を
付
け

た
理
由
は
、
あ
そ
こ
に
む
か
し
江
戸
時
代
に
富
士
見
茶
屋
が
あ
っ
た
か
ら
で
、

本
当
に
富
士
が
見
え
て
い
る
江
戸
の
絵
図
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
あ
そ
こ

で
富
士
が
見
え
る
の
は
屋
上
に
移
し
た
弓
道
場
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

建
て
た
際
に
、
そ
の
南
側
に
あ
り
ま
し
た
西
三
号
館
、
あ
な
た
方
も
演
習
室
な

ん
か
で
か
な
り
使
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
西
三
号
館
は
取
り
壊
し
ま
し

た
。
そ
の
代
わ
り
に
な
る
新
教
室
棟
の
建
築
に
最
近
入
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
西
三
号
館
が
理
学
部
を
除
く
大
学
全
体
の
研
究
室
で
し
た
。

　
そ
の
か
つ
て
の
西
三
号
館
の
建
築
の
苦
労
は
話
す
も
涙
な
の
で
す
が
、
実
は

お
金
が
な
い
の
で
西
落
合
の
現
在
は
「
日
立
ク
ラ
ブ
」
と
な
っ
て
い
る
、
皇
族

の
た
め
の
立
派
な
昭
和
寮
と
い
う
建
物
を
日
立
に
売
り
ま
し
て
、
そ
の
お
金
で

西
三
号
館
を
や
っ
と
建
て
た
。
た
し
か
一
階
が
政
経
学
部
、
二
階
が
国
文
学
科

と
外
国
文
学
科
の
研
究
室
、
三
階
に
哲
学
科
と
も
う
一
つ
人
文
研
究
室
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
。
で
、
人
文
研
究
室
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

が
、
こ
れ
が
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
美
術
史
の
富
永
先
生
が
総
帥
格
で
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
に
教
育
学
の
林
先
生
、
中
国
文
学
の
沢
口
先
生
、
そ
れ
か
ら
末
松
先

生
、
図
書
館
長
で
す
け
ど
も
研
究
室
を
そ
の
西
三
号
館
の
三
階
に
お
持
ち
で
、

そ
れ
に
私
も
哲
学
科
の
講
義
を
手
伝
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
そ
こ
に
机
を
一

つ
も
ら
い
ま
し
て
、
さ
ら
に
金
沢
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
今
言
っ
た
よ
う
な

面
々
で
、
人
文
研
究
室
、
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
専
門
学
科
に
属
さ
な
い
教

科
を
担
当
し
て
い
る
教
員
た
ち
、
こ
れ
の
寄
り
合
い
所
帯
と
言
い
ま
し
ょ
う

か
、
こ
れ
に
人
文
研
究
室
と
い
う
名
前
を
付
け
て
お
り
ま
し
た
。

　
そ
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
そ
れ
で
は
貧
弱
だ
と
言
う
の

で
、
八
五
周
年
記
念
の
時
、
こ
れ
は
前
川
国
男
さ
ん
の
設
計
に
成
る
と
こ
ろ

の
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
教
室
を
中
心
と
し
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
建
物
群
－
東
側
に

本
部
、
北
側
に
北
一
号
館
、
南
側
に
南
二
号
館
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
。
そ

の
北
一
号
館
を
研
究
室
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
す
。
二
階
に
は

政
経
学
部
が
、
三
階
に
仏
文
・
独
文
・
英
文
、
そ
れ
か
ら
四
階
の
国
文
と
哲
学

と
の
間
に
人
文
研
究
室
が
入
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
文
研
究
室
と
い
う
名
前
で
は

内
容
が
は
っ
き
り
し
て
な
い
と
い
う
の
で
、
「
総
合
研
究
室
」
と
名
前
を
そ
の

こ
ろ
変
え
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
総
合
研
究
室
を
新
設
の
史
学
科
に
明
け
渡

す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
に
で
き
た
建
物
の
総
合
研
究
室
の
場
所
を
、

六
一
年
四
月
か
ら
史
学
科
が
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
あ
明
け
渡
し
で
す

ね
。
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
裏
話
的
に
な
り
ま
す
が
、
私
が
史
学
科
に
変
っ
た
部
屋

に
入
っ
て
、
ひ
ょ
い
っ
と
掲
示
版
を
裏
返
し
て
見
ま
す
と
、
裏
側
に
「
○
○
く

た
ば
れ
」
と
旧
研
究
室
の
方
の
名
が
落
書
き
し
て
あ
る
。
そ
う
い
う
怨
念
が
あ

る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
「
所
」
は
そ
う
い
う
由
来
で
、
史
学
科
は
最
初
誕
生

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
私
に
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
当
時
心
理
学
科
は
ま
だ
姿
も
見
せ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
哲
学
科
の
中
に
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心
理
学
専
攻
の
学
生
が
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
独
立
は
し
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
そ
う
い
う
状
態
で
出
発
し
ま
し
た
の
で
、
初
期
の
嘱
託
の
方
は
、
卒
業
生
名

簿
の
最
初
の
三
ペ
ー
ジ
に
「
嘱
託
」
欄
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
覧
に
な
る
と
南

部
さ
ん
、
池
田
さ
ん
、
町
並
さ
ん
、
坂
本
さ
ん
、
坂
本
さ
ん
の
「
阪
」
は
誤
植

で
す
。
土
偏
で
す
。
伊
藤
さ
ん
、
大
鳥
さ
ん
、
こ
こ
ま
で
は
そ
の
年
度
の
国
文

学
科
卒
業
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
国
文
学
科
か
ら
の
輸
入
と
い
う
か
手
助
け
と

い
う
か
、
史
学
科
の
た
め
に
働
い
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
で
あ
り
ま
し
て
、
昭
和

四
〇
年
（
一
九
六
五
年
）
に
第
一
回
の
卒
業
生
が
出
ま
し
て
か
ら
、
史
学
科
卒

の
嘱
託
が
中
村
貞
子
さ
ん
と
野
中
和
子
さ
ん
。
こ
れ
が
史
学
科
卒
と
し
て
の
嘱

託
の
第
一
号
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
助
手
は
と
言
う
と
、
助
手
も
最
初

お
り
ま
せ
ん
で
、
北
海
道
大
学
を
卒
業
し
た
鈴
木
英
雄
さ
ん
と
い
う
方
を
安
田

さ
ん
が
斡
旋
さ
れ
ま
し
て
、
初
代
の
助
手
と
し
て
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

学
習
院
史
学
科
に
大
学
院
が
で
き
ま
し
て
、
前
期
第
一
回
の
修
了
生
は
四
二
年

（一

纔
Z
七
年
）
、
そ
の
中
の
善
積
（
松
尾
）
さ
ん
が
、
最
初
の
助
手
に
な
ら
れ

た
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
最
初
の
出
発
点
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二

　
そ
こ
で
漫
談
に
入
り
た
い
。
今
の
よ
う
な
由
来
で
史
学
科
に
な
っ
た
わ
け
で

す
が
、
実
は
「
史
学
科
」
と
い
う
の
は
少
し
託
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

「
酒
学
科
」
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
自
他
共
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
「
酒
学

科
」
の
「
酒
徒
列
傳
」
と
い
う
の
を
少
し
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
少
々
お
耳
に
触
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
は
記
念
の
会
と

い
う
こ
と
で
お
許
し
頂
き
た
い
。

　
児
玉
先
生
は
「
酒
は
辞
せ
ず
」
、
断
っ
た
の
を
拝
見
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
一
九
一
〇
年
生
ま
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
現
在
満
九
一
歳
。
今
日
も

き
っ
と
辞
さ
な
い
だ
ろ
う
と
（
思
い
ま
す
）
。
ご
承
知
の
よ
う
に
博
覧
強
記
を

正
に
地
で
い
っ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
即
断
力
・
管
理
能
力
は
人
並
み
は
ず

れ
た
方
で
、
女
子
短
大
の
学
長
に
選
ば
れ
、
さ
ら
に
大
学
長
に
な
ら
れ
、
そ
の

後
、
江
戸
東
京
博
物
館
の
館
長
に
な
ら
れ
、
ま
た
そ
の
後
現
在
も
ま
だ
ご
活
躍

中
で
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　
末
松
先
生
。
末
松
先
生
と
酒
と
は
縁
が
な
い
だ
ろ
う
と
み
な
さ
ん
は
お
思
い

で
し
ょ
う
が
、
確
か
に
そ
う
お
好
き
で
は
な
い
。
ま
さ
に
謹
厳
な
る
実
証
史
家

で
あ
り
ま
し
て
、
東
洋
文
化
研
究
所
の
主
事
。
以
前
の
東
洋
文
化
研
究
所
の
所

長
は
安
倍
能
成
院
長
が
兼
ね
て
お
り
ま
し
て
、
所
長
の
下
で
主
事
と
し
て
実
務

を
な
さ
っ
て
い
た
の
が
末
松
先
生
で
す
が
、
そ
の
お
仕
事
の
中
心
の
一
つ
は

『
李
朝
実
録
』
の
復
刻
版
を
出
す
。
こ
れ
を
と
に
か
く
昭
和
二
八
年
か
ら
始
め

ら
れ
た
。
第
一
冊
が
出
た
時
に
は
、
こ
れ
は
未
来
半
永
久
的
な
事
業
で
あ
ろ
う

と
言
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
後
色
々
な
事
情
が
好
転
し
ま
し
て
、

印
刷
事
情
な
ん
か
も
よ
く
な
っ
て
、
全
五
四
冊
で
す
で
に
末
松
先
生
の
在
職
中

に
刊
了
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
先
生
で
す
か
ら
、
酒
席
な
ど
を
お
断
り

に
な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
た
だ
初
め
に
例
外
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

こ
れ
は
史
学
科
一
期
生
の
時
の
逸
話
で
す
。
史
学
科
で
は
今
は
年
度
の
初
め
五

月
く
ら
い
に
、
一
泊
の
研
修
旅
行
を
（
な
る
べ
く
温
泉
の
あ
る
と
こ
ろ
を
選
ん

で
）
行
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
け
ど
も
、
昔
の
　
期
生
の
頃
は
そ
ん
な
贅
沢
は

で
き
ま
せ
ん
で
、
さ
さ
や
か
に
一
日
遠
足
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
第
一
回
の

遠
足
は
川
越
市
に
行
き
ま
し
て
、
喜
多
院
に
行
っ
て
、
そ
れ
で
お
昼
は
吉
見
の

百
穴
の
野
外
で
、
と
い
う
つ
つ
ま
し
さ
。
い
い
天
気
で
し
て
、
陽
に
照
ら
さ
れ
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て
、
あ
の
こ
ろ
は
紫
外
線
な
ん
て
恐
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
ま
あ
大
い

に
楽
し
ん
で
帰
っ
て
き
た
。
山
手
線
で
別
れ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
渋
谷
ま
で

行
っ
て
お
茶
を
飲
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
渋
谷
の
喫
茶
店
で
確
か
一
〇

人
く
ら
い
か
で
お
茶
を
飲
ん
だ
。
普
通
は
そ
れ
で
終
わ
り
な
の
で
す
が
、
そ
こ

に
一
枚
役
者
が
お
り
ま
し
て
、
次
に
申
し
あ
げ
る
金
沢
誠
、
愛
称
マ
コ
ち
ゃ
ん

で
す
が
、
「
ち
ょ
っ
と
や
り
ま
せ
ん
か
？
」
こ
れ
が
曲
者
で
す
。
「
ち
ょ
っ
と
や

り
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
て
で
す
ね
、
「
い
や
、
今
日
は
」
と
絶
対
言
え
ま
せ

ん
、
こ
れ
は
。
「
今
日
は
飲
も
う
」
な
ん
て
、
野
暮
な
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。

「
ち
ょ
っ
と
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　
そ
の
時
も
「
ち
ょ
っ
と
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
男
子
学
生
数
人

と
私
も
同
道
し
ま
し
て
、
先
生
お
通
い
の
新
宿
の
あ
る
二
階
の
バ
ー
、
名
前
は

今
秘
し
て
お
き
ま
す
け
ど
も
、
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
に
ぎ
や
か
に
騒
い

で
、
そ
の
日
は
そ
れ
で
解
散
し
た
の
で
す
け
ど
も
、
翌
日
末
松
先
生
が
研
究
室

に
見
え
ま
し
て
、
「
金
沢
さ
ん
、
あ
あ
い
う
若
い
学
生
を
…
」
、
何
と
言
っ
た
か

な
？
「
誘
惑
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
た
か
な
、
「
堕
落
さ
せ
て
は
い
け
な

い
」
と
言
っ
た
か
、
そ
の
先
は
末
松
先
生
の
剣
幕
に
私
は
恐
れ
て
、
「
私
も
一

緒
だ
っ
た
」
と
言
い
そ
び
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
も
怒
ら
れ
る
は
ず
な
の
で
す

け
ど
も
、
怒
ら
れ
役
は
金
沢
先
生
一
人
引
き
受
け
ま
し
て
、
あ
あ
い
う
地
方
か

ら
出
て
き
た
純
真
な
学
生
1
だ
い
た
い
誰
だ
か
見
当
が
つ
く
と
思
う
ん
で
す

け
ど
も
　
　
そ
れ
を
連
れ
て
歩
く
と
い
う
の
は
よ
く
な
い
、
と
お
叱
り
に
な
ら

れ
た
。
な
ぜ
そ
れ
が
バ
レ
た
か
と
い
う
と
、
連
れ
て
行
か
れ
た
学
生
が
大
変
感

激
し
ま
し
て
、
「
あ
ん
な
楽
し
い
晩
は
な
か
っ
た
。
バ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
お

酒
を
飲
ん
で
騒
げ
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
う
ど
偶
然
電
車
の
中
で
隣
合
わ

せ
た
末
松
先
生
に
嬉
々
と
し
て
話
し
た
ん
で
す
ね
。
末
松
先
生
ど
う
い
う
顔
で

聞
い
て
お
ら
れ
た
か
、
で
恨
り
を
抑
え
か
ね
て
「
金
沢
さ
ん
！
」
と
こ
う
来
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
事
を
私
は
ど

こ
か
に
書
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
金
沢
先
生
は
そ
の
場
で
す
ぐ
「
す
み
ま
せ

ん
」
と
あ
や
ま
っ
て
、
そ
れ
以
来
「
末
松
先
生
は
史
学
科
の
道
徳
係
」
と
い
う

こ
と
を
折
に
触
れ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
ユ
ー
モ
ア
、
こ
れ
は
な
か
な
か
な

も
の
で
し
て
、
下
手
し
た
ら
飲
酒
派
と
酒
学
派
と
に
史
学
科
は
二
分
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
を
「
す
み
ま
せ
ん
」
、
「
末
松
先
生
は
道
徳
係
」
と
い
う
こ

と
で
見
事
に
初
期
の
難
関
を
突
破
し
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
天
稟
の
才
だ
っ
た
。

「
私
も
行
き
ま
し
た
」
と
手
を
挙
げ
た
ら
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
そ
れ
を

申
さ
ず
に
私
が
叱
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
今
で
も
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
末
松
先
生
も
、
そ
の
う
ち
に
は
だ
ん
だ
ん
柔
ら
か
く
な
ら
れ

て
、
コ
ン
パ
の
後
で
、
あ
の
頃
は
サ
ロ
ン
と
言
っ
て
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
、
後

家
サ
ロ
ン
な
ん
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
ま
あ
ダ
ン
ス
を
し
た
り
す
る

サ
ロ
ン
、
そ
こ
へ
行
っ
て
確
か
一
期
生
か
二
期
生
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、

「
先
生
踊
り
ま
し
ょ
う
」
、
と
う
と
う
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
て
、
ド
タ
ド
タ
と
ダ
ン

ス
を
な
さ
る
ま
で
に
「
成
長
」
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
「
成
長
」
で
い
う

と
、
今
お
見
え
に
な
っ
た
、
清
永
先
生
も
お
酒
に
は
あ
ま
り
縁
が
な
か
っ
た
ん

で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
訓
練
さ
れ
ま
し
て
、
お
酒
と
同
時
に
よ
く
お
眠
り
に
な
る

よ
う
に
な
ら
れ
た
。

　
金
沢
先
生
の
話
が
先
に
出
ま
し
た
け
ど
も
、
金
沢
先
生
は
非
常
に
豊
富
な
経

歴
の
方
で
あ
り
ま
し
て
、
私
が
学
生
だ
っ
た
頃
に
は
西
洋
史
学
科
の
助
手
で
し

た
。
戦
中
で
す
。
火
の
気
の
な
い
小
使
室
で
、
二
人
で
新
聞
紙
を
ひ
ね
っ
て
燃

や
し
て
は
、
暖
を
取
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
仲
を
何
の
仲
と
言
う
の

か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
金
沢
先
生
は
そ
の
後
、
回
教
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圏
孜
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
し
ば
ら
く
籍
を
置
か
れ
、
そ
こ
で
大
川
周
明
、
竹

内
好
と
い
っ
た
人
た
ち
と
出
会
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
で
の
体
験
が

あ
り
ま
す
。
戦
後
に
孜
究
所
が
潰
れ
て
か
ら
は
、
ご
親
戚
の
関
係
で
し
ょ
う
か

ス
タ
イ
ル
社
の
編
集
の
仕
事
を
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
の
話
を
や
り
出
す
と
、
宇

野
千
代
さ
ん
の
原
稿
取
り
に
行
か
さ
れ
た
話
で
す
と
か
、
キ
リ
が
な
炉
か
ら
ま

あ
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
学
習
院
に
見
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
生
ま
れ
と

育
ち
は
下
町
の
根
津
桜
木
町
。
そ
れ
に
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
史
、
思
想
、
或
い
は

フ
ラ
ン
ス
文
学
を
通
じ
て
の
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
、
人
間
を
外
面
で
判
断
し
な
い
、
地
位
・
身
分
の
外
側
で
は
判
断
し
な
い
、

辛
辣
な
反
面
、
ま
た
優
し
く
人
間
を
見
透
す
目
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
講
義
は
名
講
義
。
「
そ
こ
で
い
ち
ゃ
つ
い
て
る
二
人
、
話
や
め

ろ
！
」
と
叱
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
も
と
の
講
義
に
戻
る
と
い
う
、
大
変
な
話
術

の
持
ち
主
で
ご
ざ
い
ま
す
。
史
学
科
が
で
き
る
以
前
は
政
経
学
部
の
ホ
ー
ム

ル
ー
ム
を
担
当
し
て
、
先
生
は
本
当
に
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
学
生
と
よ
く
付
き
合

わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
「
ち
ょ
っ
と
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
訳
で
、
さ
ん

ざ
あ
ち
こ
ち
連
れ
て
飲
ま
せ
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
最
近
で
も
ま
だ
必
ず
先

生
の
こ
と
を
慕
っ
て
い
ま
す
。

　
安
田
先
生
が
最
後
に
な
っ
た
の
は
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
武
家
の
棟
梁
と

い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
し
た
。
実
際
、
陸
軍
少
尉
で
「
ポ
ツ
ダ
ム
中
尉
」
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
乗
っ
て
た
馬
は
重
く
て
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
噂
し

て
ま
し
た
。
先
生
の
軍
人
と
し
て
の
指
導
力
、
そ
れ
が
研
究
者
と
し
て
も
う
一

回
学
問
の
世
界
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
、
「
や
っ
た
る
ぞ
」
と
い
う
決
意
の
も
と

で
、
全
身
全
力
で
学
問
に
専
念
さ
れ
ま
し
て
、
特
に
史
学
科
に
一
九
六
三
年
に

見
え
て
か
ら
は
、
「
学
習
院
の
史
学
科
を
日
本
一
に
し
て
み
せ
る
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
形
で
沢
山
の
俊
秀
を
育
て
ら
れ
た
と
い
う
事

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
次
に
言
う
の
は
誉
め
言
葉
に
な
る
の
か
、
「
但
し
」
と

い
う
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
変
な
合
理
主
義
者
で
あ
り
ま
し
て
、
お
酒
は

梯
子
で
す
。
こ
れ
は
一
晩
に
三
軒
四
軒
は
必
ず
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
、
そ
の
度
ご

と
に
ホ
ス
テ
ス
へ
の
お
み
や
げ
を
持
ち
な
が
ら
回
る
の
で
す
け
ど
も
、
翌
朝
は

必
ず
、
昨
夜
の
分
を
割
り
勘
で
徴
収
さ
れ
ま
す
。
よ
く
金
沢
さ
ん
と
（
私
と
）

の
三
人
で
い
た
の
で
す
が
、
八
割
は
安
田
さ
ん
が
楽
し
ん
だ
。
八
割
が
安
田
さ

ん
で
私
達
は
一
割
一
割
く
ら
い
な
の
に
、
割
り
勘
で
三
分
の
一
を
徴
収
さ
れ
ま

す
。

三

　
最
後
に
や
や
学
術
的
な
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
お
手
元
の
史
学
科
四
〇
周
年

を
祝
う
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
挟
み
込
ん
だ
資
料
類
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
私
自
身
は
先
ほ
ど
の
よ
う
な
大
酒
徒
が
た
の
中
に
あ
っ
て
、
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て

お
り
ま
し
て
、
結
局
そ
の
間
、
文
学
部
長
を
二
回
計
六
年
、
女
子
短
大
の
学
長

六
年
、
そ
れ
か
ら
今
の
大
学
長
を
五
年
と
六
ヶ
月
少
々
と
い
う
こ
と
で
、
結
局

通
算
一
八
年
間
史
学
科
に
専
念
し
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
四
〇
年
の
う
ち

一
八
年
間
は
「
半
不
在
」
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
間
私
な
り
に
学
生
諸
君
と
付
き
合
っ
て
き
た
わ
け
で

す
け
ど
も
、
初
期
の
頃
は
私
も
ま
だ
研
究
者
と
し
て
頑
張
ろ
う
と
思
っ
て
お
り

ま
し
て
、
学
生
諸
君
が
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
ま
し
た
。
す
ぐ
れ
た
卒
論
な
ど
を
読

み
ま
す
と
、
妬
ま
し
く
な
る
く
ら
い
。
中
期
に
な
り
ま
す
と
、
学
生
諸
君
と
は
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研
究
者
仲
閲
だ
と
い
う
よ
う
な
気
持
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
史

学
科
と
史
学
会
と
の
関
係
は
ど
う
な
ん
だ
と
か
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
り
し

て
、
だ
い
ぶ
い
ろ
い
ろ
議
論
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
か
の
愛
す

べ
き
先
輩
の
金
沢
先
生
と
は
意
見
が
食
い
違
い
ま
し
た
。
金
沢
先
生
は
断
固
と

し
て
私
の
考
え
を
認
め
な
い
。
私
は
金
沢
先
生
は
ど
う
か
し
て
い
る
、
と
い
う

よ
う
に
、
旅
先
で
も
議
論
を
果
て
し
な
く
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
晩
年
と

い
い
ま
す
か
、
い
ろ
ん
な
学
長
や
ら
を
や
っ
た
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は

半
分
も
う
学
生
た
ち
の
祖
父
に
近
く
な
っ
て
参
り
ま
し
て
、
訓
読
伝
授
、
私
は

こ
う
い
う
風
に
訓
読
で
読
ん
で
き
た
、
そ
の
訓
読
は
決
し
て
満
足
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
日
本
の
伝
統
的
文
化
と
し
て
は
こ
ん
な

ふ
う
に
読
ん
で
き
た
ん
だ
か
ら
、
変
な
読
み
方
は
し
な
い
方
が
い
い
よ
、
と
い

う
こ
と
が
中
心
に
な
る
、
極
め
て
ウ
ォ
ー
ム
ハ
ー
ト
で
好
々
爺
。

　
そ
ん
な
状
態
な
も
の
で
す
か
ら
新
し
い
研
究
分
野
を
拓
く
と
い
う
余
裕
は
全

く
な
く
て
、
結
局
一
〇
年
く
ら
い
前
に
完
成
し
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
岩
波
文

庫
の
翻
訳
の
リ
ペ
ア
、
或
い
は
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を
や
る
し
か
な
い
。
実
は
今
日

配
布
さ
れ
た
『
歴
史
遊
学
』
の
中
に
書
い
た
も
の
も
そ
の
一
例
に
な
る
ん
で

す
。
図
1
、
こ
れ
は
衛
と
い
う
国
の
系
図
で
、
そ
の
上
の
方
に
衛
の
国
君
の
即

位
順
で
、
①
荘
公
、
②
桓
公
、
③
州
呼
、
④
宣
公
、
こ
の
宣
公
の
上
の
所
の
線

を
×
×
×
と
直
し
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、
あ
る
読
者

　
　
北
上
市
の
岩
田
さ
ん
と
い
う
方
な
の
で
す
け
ど
も
、
こ
の
方
か
ら
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。
宣
公
（
晋
）
と
い
う
の
は
、
荘
公
と
夷
姜
の
間
に
生
ま
れ
た
子

供
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
宣
公
が
ま
た
夷
姜
　
　
点
線

で
囲
っ
た
2
で
す
ね
。
2
と
あ
る
の
は
当
時
の
女
性
は
一
族
の
間
で
、
俗
に
言

う
盟
回
し
が
あ
っ
た
。
族
を
単
位
に
し
た
婚
姻
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
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図
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②
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け
れ
ど
も
、
夷
姜
は
か
つ
て
荘
公
の
妾
だ
っ
た
が
、
ま
た
宣
公
の
妾
と
な
っ
て

い
る
。
宣
姜
の
ほ
う
は
姜
姓
の
夫
人
で
す
が
、
こ
れ
ま
た
ー
、
2
、
3
と
転
々

と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
族
の
中
で
、
再
婚
三
婚
す
る
こ
と
は
よ
く

あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
宣
公
が
結
ば
れ
た
夷
姜
は
ほ
ん
と
に
自
分
を
産
ん
だ

母
親
な
の
か
、
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
質
問
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
方
は
非

常
に
深
刻
に
考
え
て
い
ま
し
て
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
よ
う
に
知
ら
ず
に
結
ば
れ

た
の
な
ら
よ
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
生
母
を
自
分
の
妻
に
す
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
質
問
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ウ
ー
ン
、
そ

う
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
積
極
的
な
証
拠
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
あ
細
か
い
こ
と
は

略
し
ま
す
け
ど
も
、
系
図
は
次
の
版
で
は
こ
の
太
い
線
の
よ
う
に
、
宣
公
が
荘

公
の
子
供
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
生
母
は
は
っ
き
り
し
な
い
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
直
す
と
返
事
を
し
た
と
こ
ろ
、
岩
田
さ
ん
は
非
常
に
ホ
ッ
と
し
た
と

書
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
あ
ホ
ッ
と
さ
れ
た
の
は
結
構
で
す
が
、
こ
れ
は

ホ
ッ
と
す
る
か
し
な
い
か
の
話
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
、
ち
ょ
っ
と
蛇
足
で
は
あ

り
ま
す
け
ど
も
返
事
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
図
2
の
晋
国
の
系
図
は
、
や
や
こ
し
い
ん
で
す
け
ど

も
、
こ
の
通
り
、
①
武
公
の
息
子
の
②
献
公
に
は
女
性
が
い
ろ
い
ろ
い
ま
し

て
、
夫
人
斉
姜
が
産
ん
だ
子
供
が
秦
穆
夫
人
（
秦
の
穆
公
の
夫
人
）
、
そ
の
弟

の
申
生
、
そ
れ
か
ら
⑦
文
公
、
⑤
恵
公
、
③
契
斉
、
④
卓
子
と
そ
れ
ぞ
れ
母
親

が
違
う
わ
け
で
す
け
ど
も
、
こ
う
い
う
系
図
に
な
っ
て
い
る
。
献
公
の
継
嗣
を

め
ぐ
っ
て
ゴ
タ
ゴ
タ
が
あ
っ
た
末
に
、
結
局
は
⑦
の
重
耳
が
即
位
す
る
。
こ
れ

が
晋
の
文
公
、
春
秋
の
五
覇
の
一
人
で
、
こ
れ
は
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
落
ち
着
く
ま
で
に
、
③
④
⑤
⑥
と
あ
っ
て
⑦
と
な
る
。
そ
の
事
に
関

わ
っ
た
話
で
す
。
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資
料
1

僖
公
十
年
（
①
α
O
b
J
°
O
°
）

　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ほ
　
　
　
　
　
と
う
　
　
　
　
　
　
し
の
う
ほ
う

5
　
夏
四
月
、
周
公
忌
父
と
王
子
党
は
、
斉
の
限
朋
と
会
合
し
て
、
晋
侯

（
恵
公
夷
吾
）
を
立
て
た
。

　
晋
侯
は
、
〔
婁
斉
と
卓
を
殺
し
た
〕
里
克
を
殺
し
て
〔
諸
侯
へ
の
〕
申

し
開
き
と
し
た
。
里
克
を
殺
す
に
際
し
、
公
は
使
者
に
こ
う
伝
え
さ
せ
た
。

　
あ
な
た

　
「
子
が
い
な
け
れ
ば
、
今
日
の
地
位
に
は
手
が
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
あ
な
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ね
た

し
か
し
子
は
国
君
を
二
人
、
大
夫
を
一
人
殺
し
て
お
ら
れ
る
。
子
の
主
君

た
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
難
し
い
と
思
う
」

　
里
克
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た

　
「
〔
国
君
を
二
人
〕
廃
し
て
お
か
ね
ば
、
君
も
国
君
に
な
れ
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
き

は
ず
。
人
に
罪
を
被
せ
る
つ
も
り
な
ら
、
何
と
で
も
文
辞
は
つ
く
れ
ま
し
ょ

う
。
仰
せ
は
承
わ
り
ま
し
た
」
（
臣
聴
命
　
）

と
答
え
て
、
剣
に
身
を
伏
し
て
自
殺
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
て
い

　
こ
の
と
き
〔
里
克
の
仲
間
の
〕
李
鄭
は
、
〔
黄
河
西
岸
の
五
城
の
〕
割

　
　
　
　
　
　
　
い
い
わ
け

譲
が
遅
れ
て
い
る
言
訳
の
た
め
、
秦
に
使
節
と
し
て
出
向
い
て
い
た
の
で
、

こ
の
難
に
遭
わ
ず
に
す
ん
だ
。

資
料
2

僖
公
二
十
三
年
（
①
ω
↓
b
d
，
O
°
）

A
　
九
月
に
晋
の
恵
公
が
亡
く
な
り
、
懐
公
（
園
）
が
即
位
す
る
と
、

「
亡
命
し
て
い
る
者
（
重
耳
）
に
随
従
す
る
こ
と
は
許
さ
ぬ
。
期
限
を
定

め
、
期
限
ま
で
に
帰
国
せ
ぬ
者
は
赦
免
し
な
い
」
と
い
う
指
示
を
出
し
た
。

こ
と
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
う
　
　
こ
え
ん

狐
突
の
息
子
の
狐
毛
・
狐
偲
は
重
耳
に
随
従
し
て
秦
に
い
た
が
、
狐
突
が

息
子
た
ち
を
呼
び
も
ど
さ
な
い
の
で
、
冬
、
懐
公
は
狐
突
を
逮
捕
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

「
息
子
た
ち
が
も
ど
っ
て
来
れ
ば
免
し
て
や
ろ
う
」
と
言
う
と
、
狐
突
は

　
申
生
と
い
う
の
は
太
子
だ
っ
た
の
で
す
け
ど
も
、
献
公
は
寵
愛
し
た
驕
姫
、

或
い
は
騨
姫
の
媒
の
産
ん
だ
婁
斉
・
卓
子
の
方
に
肩
入
れ
し
て
、
そ
れ
に
あ
と

を
継
が
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
御
家
騒
動
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
献
公
が

死
ん
だ
後
、
婁
斉
が
立
ち
、
続
い
て
卓
子
が
立
つ
の
で
す
が
、
こ
れ
が
相
次
い

で
殺
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
資
料
1
の
僖
公
一
〇
年
の
私
の
訳
文
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
晋
は
恵
公
（
夷
吾
）
を
秦
か
ら
迎
え
入
れ
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
の
時

恵
公
は
、
異
斉
と
卓
子
を
殺
し
た
大
夫
の
里
克
を
殺
し
て
諸
侯
へ
の
申
し
開
き

と
し
た
。
里
克
を
殺
す
に
際
し
て
、
公
は
使
者
に
こ
う
伝
え
さ
せ
た
。
「
あ
な

た
が
い
な
け
れ
ば
今
日
の
地
位
に
は
手
が
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
あ
な

た
は
国
君
を
二
人
（
璽
斉
と
卓
子
で
す
ね
）
、
大
夫
を
一
人
（
こ
れ
は
萄
息
）

殺
し
て
お
ら
れ
る
。
あ
な
た
の
主
君
と
な
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
難
し
い
」
。
そ

れ
に
対
し
て
里
克
は
、
「
国
君
を
二
人
（
婁
斉
と
卓
子
）
廃
し
て
お
か
な
け
れ

ば
、
あ
な
た
も
国
君
に
は
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
し
ょ
う
。
人
に
罪
を
き

せ
る
つ
も
り
な
ら
、
何
と
で
も
文
辞
は
作
れ
ま
し
ょ
う
。
仰
せ
は
承
り
ま
し

た
」
と
言
っ
て
、
剣
に
身
を
伏
し
て
自
殺
し
た
。
こ
の
原
文
は
「
臣
聴
命
　
」
、

訓
読
す
れ
ば
「
臣
、
命
を
聴
け
り
」
と
完
了
形
に
読
む
の
が
普
通
で
す
が
、
ま

あ
こ
の
「
仰
せ
は
承
り
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
自
殺
す
る
わ
け
で
す
。

　
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
資
料
2
の
僖
公
二
三
年
の
場
合
に
も
あ
り
ま
し
て
、

詳
し
く
は
省
略
い
た
し
ま
す
け
ど
も
、
恵
公
の
息
子
の
懐
公
、
先
ほ
ど
の
系
図

で
言
い
ま
す
と
⑤
恵
公
の
息
子
の
⑥
懐
公
で
す
が
、
懐
公
が
立
っ
た
と
き
に
ラ

イ
バ
ル
、
自
分
の
叔
父
に
当
た
る
重
耳
が
国
外
に
い
て
、
虎
視
眈
々
と
帰
国
を

狙
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
潰
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
随

従
し
て
い
る
狐
毛
と
狐
優
の
二
人
を
帰
国
さ
せ
う
と
い
う
こ
と
を
父
親
の
狐
突

に
言
う
わ
け
で
す
ね
、
息
子
た
ち
が
戻
っ
て
く
れ
ば
許
し
て
や
ろ
う
と
言
う
。
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答
え
た
。

　
「
息
子
が
仕
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
父
は
、
こ
れ
に
忠
を
教
え
る
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

古
来
の
定
め
で
す
。
名
を
策
に
記
し
、
質
（
礼
物
）
を
捧
げ
て
〔
仕
え
る

身
と
な
り
な
が
ら
〕
二
心
を
抱
け
ば
、
そ
れ
は
罪
と
い
う
も
の
。
し
か
る

　
　
わ
た
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ふ
だ

に
今
、
臣
の
息
子
た
ち
は
、
名
策
を
重
耳
に
お
預
け
し
て
以
来
、
長
い
年

月
を
へ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
呼
び
も
ど
せ
ば
、
二
人
に
二
心
を
教
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
父
が
息
子
に
二
心
を
教
え
て
は
、
国
君
に
仕
え
る
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
き
み
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

格
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
刑
罰
が
濫
用
さ
れ
ぬ
こ
と
は
、
君
の
賢
明
の
証
に

　
わ
た
く
し

て
、
臣
の
心
よ
り
願
う
と
こ
ろ
。
刑
罰
を
濫
用
し
て
気
が
済
む
よ
う
に
な

さ
る
な
ら
、
誰
だ
と
て
無
罪
で
は
済
み
ま
す
ま
い
。
仰
せ
は
承
わ
り
ま
し

た
」
（
臣
聴
命
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
く
え
ん

　
そ
こ
で
懐
公
は
狐
突
を
殺
し
た
。
ト
優
は
病
気
を
口
実
に
し
て
門
か
ら

出
ず
、
こ
う
言
っ
た
。

　
「
『
周
書
」
に
、
「
君
、
大
明
に
し
て
、
民
、
服
す
」
（
康
誰
）
と
あ
る
。

己
れ
は
不
明
な
く
せ
に
、
人
を
殺
し
て
気
晴
ら
し
を
し
て
は
、
と
て
も
長

く
は
も
つ
ま
い
。
民
は
徳
行
に
お
目
に
か
か
ら
ず
、
聞
こ
え
て
来
る
の
は

殺
裁
の
こ
と
ば
か
り
。
き
っ
と
〔
懐
公
の
〕
子
孫
は
後
が
続
く
ま
い
」
↓

（
僖
二
十
四
A
）

資
料
3

僖
公
十
一
年
（
♂
b
。
b
d
．
ρ
）

8
・
1
0
　
九
月
、
諸
侯
は
全
軍
を
あ
げ
て
ふ
た
た
び
鄭
に
侵
攻
し
た
。

　
　
　
　
り
ょ
う
し
ム
う
　
　
　

せ
き
ち
ゃ
く

　
鄭
の
人
は
良
雷
と
大
宰
石
契
と
を
楚
に
派
遣
し
、
晋
に
服
従
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
旨
を
通
告
し
た
。

　
　
わ
た
く
し

　
　
孤
は
社
稜
〔
の
危
機
〕
の
た
め
、
貴
君
を
お
慕
い
で
き
ま
せ
ぬ
。
貴

　
　
君
が
玉
吊
も
て
晋
を
安
撫
し
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
し
、
し
か
ら
ず
ん
ば
、

そ
れ
に
対
し
て
狐
突
は
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
重
耳
に
仕
え
る

こ
と
を
息
子
た
ち
に
教
訓
し
て
き
た
。
二
人
に
二
心
を
教
え
る
こ
と
は
私
に
は

で
き
ま
せ
ん
。
刑
罰
を
濫
用
し
て
気
が
済
む
よ
う
に
な
さ
る
な
ら
、
誰
で
あ
っ

て
も
無
罪
で
は
済
み
ま
す
ま
い
。
仰
せ
は
承
り
ま
し
た
」
。
臣
、
命
を
聴
け
り
、

と
言
っ
て
、
こ
れ
は
自
殺
で
は
な
し
に
、
狐
突
は
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

　
要
す
る
に
こ
の
「
臣
、
命
を
聴
け
り
」
と
い
う
表
現
は
、
自
殺
す
る
、
な
い

し
は
殺
さ
れ
る
直
前
の
言
い
分
と
い
う
わ
け
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
一
に
無

念
の
思
い
を
込
め
る
。
「
あ
な
た
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
前
に

そ
ん
な
こ
と
は
と
っ
く
に
分
か
っ
て
お
り
ま
す
よ
」
。
「
　
」
と
い
う
の
は
完
了

形
と
見
て
い
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
っ
て
ま
す
よ
」
。

こ
れ
は
君
主
に
向
か
っ
て
そ
れ
を
言
っ
ち
ゃ
あ
お
し
ま
い
よ
、
と
い
う
や
つ
な

ん
で
す
ね
。
い
わ
ば
捨
て
身
の
発
言
な
ん
で
す
。
「
あ
な
た
の
お
言
葉
承
り
ま

し
た
。
は
い
」
、
な
ん
て
い
う
素
直
な
話
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
も
う
簡
単
に
話
し
ま
す
。
こ
れ
は
資
料
3
の
嚢
公
一

一
年
に
、
魯
の
裏
公
が
威
孫
絶
に
命
じ
て
こ
う
答
え
さ
せ
た
。
「
我
が
同
盟
参

加
の
諸
国
よ
、
小
国
に
罪
あ
れ
ば
大
国
こ
れ
を
討
つ
も
、
い
さ
さ
か
嘉
す
べ
き

こ
と
あ
ら
ば
、
赦
さ
ざ
る
こ
と
な
け
ん
」
。
こ
れ
は
ど
う
も
盟
約
の
言
葉
の
よ

う
な
の
で
、
文
語
体
に
訳
し
ま
し
た
。
「
と
の
仰
せ
、
寡
君
は
拝
承
い
た
し
ま

し
た
」
と
い
う
。
私
は
こ
れ
を
翻
訳
し
た
時
に
は
、
な
る
べ
く
簡
潔
に
し
よ
う

と
、
敬
語
な
ど
な
る
べ
く
少
な
く
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
で
「
寡
君
は
拝
承
い

た
し
ま
し
た
」
と
し
た
ん
で
す
が
、
ま
あ
考
え
て
み
る
と
「
寡
君
に
（
お
か
れ

て
）
は
拝
承
さ
れ
ま
し
た
」
と
言
う
方
が
い
い
か
な
と
思
う
。
直
せ
た
ら
直
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
れ
は
別
に
致
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
何
で
こ
ん
な
事
を
言
う
か
と
い
う
と
、
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わ
た
く
し

　
　
武
威
も
て
晋
を
お
ど
し
て
く
だ
さ
れ
ば
、
こ
れ
ぞ
孤
の
願
う
と
こ
ろ

　
　
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ
よ
う
し
ホ
う

　
楚
の
人
は
二
人
を
拘
留
し
た
。
経
文
に
「
行
人
良
雷
」
と
あ
る
の
は
、

〔
拘
留
し
て
は
な
ら
ぬ
〕
使
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
諸
侯
の
軍
は
鄭
城
の
東
門
外
で
閲
兵
式
を
挙
行
し
た
。
鄭
の
人
は
王
子

は
く
へ
ん

伯
餅
を
派
し
和
議
を
申
し
入
れ
さ
せ
た
。
〔
九
月
〕
甲
戌
の
日
、
晋
の
趙

武
が
入
城
し
て
、
鄭
伯
（
簡
公
）
と
盟
を
交
わ
し
た
。
冬
十
月
丁
亥
の
日
、

鄭
の
子
展
が
城
を
出
て
、
晋
侯
（
悼
公
）
と
盟
を
交
わ
し
た
。
十
二
月
戊

　
　
　
し
ょ
う
ぎ
ょ

寅
の
日
、
瀟
魚
で
〔
諸
侯
が
〕
会
合
。
〔
二
日
後
の
〕
庚
辰
の
日
、
鄭
の

捕
虜
を
解
放
し
て
、
全
員
に
礼
を
つ
く
し
て
帰
国
さ
せ
、
偵
察
部
隊
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ぜ
つ
き
つ

ど
し
、
掠
奪
を
禁
止
し
た
。
晋
侯
は
羊
舌
腓
（
叔
向
）
を
派
し
て
〔
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
う
そ
ん
こ
つ

ら
の
処
置
を
〕
諸
侯
に
通
告
さ
せ
た
。
魯
の
嚢
公
は
戚
孫
乾
に
命
じ
て
こ

う
答
え
さ
せ
た
。

　
「
「
我
が
同
盟
参
加
の
諸
国
よ
、
小
国
に
罪
あ
れ
ば
大
国
こ
れ
を
討
つ

　
　
　
　
　
　
よ
み

も
、
い
さ
さ
か
嘉
す
べ
き
こ
と
あ
ら
ば
、
赦
さ
ざ
る
こ
と
な
け
ん
」
と
の

　
　
　
わ
が
き
み

仰
せ
、
寡
君
は
拝
承
い
た
し
ま
し
た
」
（
寡
君
聴
命
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
い
　
　
し
し
ょ
く
　
　
し
け
ん
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
ヤ

　
鄭
の
人
は
、
楽
師
の
師
捏
・
師
触
・
師
錫
の
三
人
、
広
車
（
攻
撃
車
）
・

と
ん
し
ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

輔
車
（
防
禦
車
）
十
五
対
（
計
三
十
輌
）
、
武
装
完
備
の
他
の
兵
車
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ょ
う

わ
せ
て
百
輌
、
そ
れ
に
楽
器
と
し
て
歌
鐘
二
列
と
、
そ
れ
に
つ
り
合
う
数

　
ふ
　
　
　
け
い

の
鋪
と
磐
、
女
楽
十
六
人
を
晋
侯
（
悼
公
）
に
贈
与
し
た
。
晋
侯
は
〔
楽

器
・
楽
人
の
〕
半
分
を
魏
緯
（
魏
荘
子
）
に
下
賜
し
、

　
あ
な
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
く
し

　
「
子
は
、
戎
狭
と
和
解
し
て
中
華
諸
国
を
整
え
る
こ
と
を
寡
人
に
教
え

て
く
れ
た
（
嚢
四
A
）
。
以
来
、
八
年
の
間
に
九
度
も
諸
侯
を
召
集
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た

楽
声
の
諸
和
す
る
が
如
き
状
況
と
な
っ
た
。
子
と
と
も
に
こ
れ
を
楽
し
み

た
い
」

と
言
う
と
、
魏
緯
は
辞
退
し
た
。
〔
下
略
〕

そ
れ
の
前
を
見
れ
ば
分
か
る
の
で
す
が
、
諸
侯
の
軍
が
、
鄭
城
を
攻
撃
し
て
閲

兵
式
を
や
る
ん
で
す
ね
。
諸
侯
の
軍
が
一
致
し
て
攻
め
た
、
と
こ
ろ
が
鄭
の
側

で
は
、
当
時
晋
は
大
国
で
す
か
ら
、
大
国
の
晋
の
悼
公
と
の
間
に
単
独
で
盟
を

結
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
単
独
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
要
す
る
に
晋

の
国
君
と
鄭
の
国
君
と
が
他
の
諸
侯
を
出
し
抜
い
て
、
袖
に
し
た
形
で
、
盟
を

結
ん
だ
。
そ
し
て
、
ど
う
も
そ
の
盟
と
同
時
に
大
量
の
贈
り
物
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
の
先
の
方
の
「
鄭
の
人
は
楽
師
の
師
裡
・
師
燭
・

師
錫
の
三
人
、
広
車
（
攻
撃
車
）
・
輔
車
（
防
禦
車
）
十
五
対
（
計
三
十
輌
）
、

武
装
完
備
の
他
の
兵
車
も
あ
わ
せ
て
百
輌
、
そ
れ
に
楽
器
と
し
て
歌
鐘
二
列

と
、
そ
れ
に
つ
り
あ
う
数
の
鋳
と
磐
、
女
楽
十
六
人
を
晋
侯
（
悼
公
）
に
贈
与

し
た
」
。
こ
う
い
う
の
を
「
賂
」
、
賄
賂
の
「
賂
」
と
い
う
字
を
使
う
の
で
す

が
、
賂
は
決
し
て
賄
賂
で
は
な
く
て
、
今
で
も
外
交
機
密
費
が
あ
る
よ
う
で
す

け
ど
も
、
賂
は
外
交
上
必
要
な
ん
で
す
。
後
世
の
賄
賂
と
い
う
も
の
で
は
な
し

に
、
手
続
き
上
必
須
な
ん
で
す
が
、
こ
の
場
合
は
そ
の
賂
を
晋
に
出
し
た
ん
で

す
ね
。
悼
公
は
そ
の
半
分
を
臣
下
の
魏
緕
（
魏
荘
子
）
に
下
賜
し
よ
う
と
し
た

ん
で
す
が
、
魏
荘
子
は
そ
れ
を
断
る
。
断
っ
た
理
由
は
ど
う
も
そ
う
い
う
筋
の

通
ら
な
い
も
の
は
私
は
い
ら
な
い
、
そ
の
頂
き
物
を
す
る
筋
じ
ゃ
な
い
と
い
う

こ
と
で
断
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
う
い
う
よ
う
に
晋
が
鄭
と
の
間
で
単
独
講
和
を
や
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
単

独
講
和
し
た
内
容
を
魯
に
対
し
て
通
告
し
た
。
そ
れ
を
、
さ
っ
き
の
「
我
が
同

盟
参
加
の
諸
国
よ
云
々
、
と
の
仰
せ
、
我
が
君
に
は
拝
承
さ
れ
ま
し
た
」
と
賊

孫
絶
が
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
何
言
っ
て
や
ん
だ
い
、
自
分
勝
手
に
一
方

的
に
盟
を
結
ん
で
、
｝
方
的
な
通
告
だ
け
で
済
ま
す
つ
も
り
か
」
、
と
い
う
の

が
裏
の
意
味
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
魯
は
小
国
で
す
か
ら
、
小
国
の
魯
が
大
国
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の
晋
に
対
し
て
反
発
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
が
反
発
の
ぎ
り
ぎ
り
の
線
。
「
わ
っ

か
り
ま
し
た
。
そ
の
お
言
葉
を
聞
く
だ
け
は
聞
き
ま
し
た
よ
」
、
と
無
念
の
思
い

を
込
め
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
読
む
の
が
、
こ
の
「
寡
君
、
命
を
聴
け

り
」
と
い
う
表
現
の
裏
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
「
命
」
と
か
「
辞
」

と
い
う
言
葉
の
や
り
と
り
で
成
り
立
っ
て
い
る
一
本
勝
負
の
外
交
辞
令
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
そ
れ
に
国
運
が
懸
か
っ
て
い
る
、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
い
っ
ぱ
い
の
所

の
抵
抗
の
言
葉
に
な
る
。

　
そ
う
い
う
こ
と
を
、
別
な
と
こ
ろ
で
、
五
年
く
ら
い
前
に
論
文
に
も
し
た
の

で
す
け
ど
、
こ
の
「
歴
史
遊
学
』
と
い
う
本
に
は
、
「
史
料
を
読
む
」
と
い
う

オ
ソ
ロ
シ
イ
副
題
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
読
み
方
で
い
い
か
ど
う
か

の
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
そ
う
い
う
史
料
を
読
む
訓
練
を
史
学
科
四
〇

年
、
そ
の
う
ち
十
何
年
か
は
外
様
み
た
い
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
状
態
で
読
ん

で
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
の
訓
練
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
第
一
に
は
史
学
科
の
演
習
の
時
間
で
『
史
記
』
や
『
左
氏
伝
』
を
素
材
と

し
て
講
読
し
て
い
く
う
ち
に
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
一
つ
の
訓
練
の
場
で
し
た
。
第
二
は
卒
業
論
文
口
述
試
験

の
場
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
卒
論
或
い
は
修
論
の
口
述
試
験
で
部
屋
に

入
っ
て
こ
ら
れ
る
方
に
し
て
み
れ
ば
胸
が
潰
れ
る
思
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

一
方
わ
れ
わ
れ
の
方
も
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
も
続
く
と
思
い
ま
す
が
、
史
学
科

教
員
全
員
が
揃
い
ま
し
て
、
時
に
は
居
眠
り
も
し
ま
す
け
ど
も
、
全
員
揃
っ

て
、
主
査
の
指
導
教
授
と
副
査
と
三
査
が
寄
っ
て
質
問
を
し
て
、
そ
の
受
け
答

え
を
傍
で
拝
聴
す
る
。
こ
れ
は
た
し
か
井
上
さ
ん
が
書
か
れ
た
け
ど
も
、
一
種

の
道
場
で
あ
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
今
の
学
界
の
先
端
研
究
は
こ

う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
、
そ
れ
を
先
生
方
が
こ
う
指
導
し
て
お
ら
れ
る
、

そ
れ
に
対
し
て
こ
う
い
う
注
文
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
、
な
る
ほ
ど
、
と
い
う
訳

で
、
聞
き
な
が
ら
つ
く
づ
く
こ
れ
は
道
場
だ
と
毎
年
痛
切
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
蛇
足
で
す
け
ど
も
、
学
内
あ
る
い
は
院
内
に

お
い
て
、
様
々
な
立
法
・
行
政
上
の
試
練
の
場
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
大
事
さ
を
覚
え
て
き
た
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
ん
な
こ
と
で
史
学
科
四
〇
年
と
私
自
身
の
四
〇
年
は

切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
講
義
を
期
待
さ
れ
て
き
た
方
、
漫
談
を
期
待
さ
れ
て
き
た
方
、
両
方
を
話
し

た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
私
の
し
ゃ
べ
れ
る
限
界
は
こ
こ
ま
で
で
す
。
ど

う
か
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


