
∴三_:Llli円.'''l

5 5

東
憲

一

新
民
叢
報
第
二
十
三
号
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
教
育
思
想

｢

は
じ
め
に

嘉
納
治
五
郎
に
つ
い
て
は
'

一
連
の
拙
稿

｢嘉
納
治
五
郎
の
研
究
の
動

向
と
課
題
｣
1
㌧
｢学
校
教
育
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
｣
2
､
｢熊
本
に
お

け
る
嘉
納
治
五
郎
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ

･
ハ
ー
ン
｣
3
､
｢嘉
納
治
五
郎
と

柔
道
､
教
育
､
ス
ポ
ー
ツ
の
か
か
わ
-
｣
4
､
｢嘉
納
治
五
郎
と
臨
時
教

育
会
議
｣
5
'
｢臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
体
育
思
想
｣
6
､

｢臨
時
教
育
会
議
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
｣
7
､
｢貴
族
院
に
お
け
る
嘉
納

治
五
郎
｣
8
､
｢嘉
納
治
五
郎
再
考
｣
9
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に

主
に
教
育
の
面
か
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
｡

嘉
納
治
五
郎

(
一
八
六
〇
年

‥
万
延
元
年
-

1
九
三
八
年

‥
昭
和

l
三
年
)

は
柔
道
の
父
､
教
育
の
父
､
ス
ポ
ー
ツ
の
父
で
あ
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ

て
い
る
｡
柔
道
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
柔
術

･
柔
を
も
と
に
講
道
館
柔

道
を
創
始
し
た
｡
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
は
第

一
代
大
日
本
体
育
協
会
会
長

を
務
め
､
ア
ジ
ア
初
の
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
委
員
と
し
て
選
出
さ

れ
､
第
五
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

･
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会

二

九

l
二
年

‥

明
治
四
十
五
年
)
に
役
員
二
名
､
選
手
二
名
の
役
員
と
し
て
参
加
し
た
｡

ま
た
､
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
に
お
い
て
､

一
九
三
八
年

(昭
和

一
三
年
)､
第
十
七
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
･東
京
大
会
の
招
致
を
成
功
さ
せ
た
O

教
育
に
つ
い
て
は
'
東
京
高
等
師
範
学
校
校
長
三
期
約
二
十
六
年
を
勤

め
て
い
た
こ
と
を
中
心
と
し
て
､
学
習
院
教
頭
'
第
五
高
等
中
学
校
長
､

第

二
尚
等
中
学
校
長
､
文
部
省
に
長
-
か
か
わ
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
他
に
私

塾
で
あ
る
嘉
納
塾
等
に
か
か
わ
っ
た
｡

こ
れ
ら
の
教
育
関
係
の
他
に
､
留
学
生
教
育
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
よ

-
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
留
学
生
教
育
は
清
国
人
留
学
生
を
対
象
と

し
た
宏
文
学
院

(
l
八
九
六
年

‥
明
治
二
十
九
年
1

一
九
〇
九
年

‥
明
治
四
十

年
)
に
お
い
て
行
わ
れ
た
｡
嘉
納
の
留
学
生
教
育
や
宏
文
学
院
に
つ
い
て

の
研
究
は
酒
井
-｡
､
老
松
-

ら
を
始
め
と
し
て
様
々
行
わ
れ
て
い
る
｡

嘉
納
に
関
す
る
留
学
生
問
題
に
つ
い
て
､
新
民
叢
報
第
二
十
三
号
､

第
二
十
四
号
余
録
に

｢
支
那
教
育
問
題
｣
と
し
て
嘉
納
の
講
話
と
留

学
生
と
の
対
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
二
十
三
号
は
講
話
を
中
心
と
し

て
､
二
十
四
号
は
留
学
生
楊
度
と
の
対
話
を
中
心
と
し
た
内
容
で
あ
る
｡

二
十
三
号
の
講
話
内
容
は
嘉
納
の
教
育
に
つ
い
て
の
発
言
内
容
が
多
-

所
見
で
き
る
｡
従
来
行
っ
て
き
た
嘉
納
研
究
は
､
嘉
納
の
教
育
に
つ
い
て

の
嘉
納
や
日
本
人
に
よ
る
資
料
を
基
に
し
た
考
察
が
多
い
が
､
今
回
は
'

清
国
人

‥
外
国
人
が
刊
行
し
た
新
民
叢
報
二
十
三
号
に
多
-
見
ら
れ
る

嘉
納
の
教
育
思
想
に
つ
い
て
'
従
前
か
ら
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
､
検

討

･
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
｡



二

資
料
と
そ
の
考
察
に
つ
い
て

資
料
と
し
て
､
新
民
叢
報

(
l
九
〇
二
年

‥
明
治
三
十
五
年
1

一
九
〇
七

年

‥
明
治
四
十
年
)
の
影
印
版

(台
北
､芸
文
印
書
館

l
九
六
六
)
二
十
三
号
､

二
十
四
号
余
録

｢支
那
教
育
問
題
｣
に
つ
い
て
､
日
本
語
訳

(本
学
卒
業

生
小
松
宏

一
氏
訳
)
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
し
た
｡
宏
文
学
院
や
新
民
叢

報
に
つ
い
て
の
研
究
は
内
外
に
お
い
て
様
々
行
わ
れ
て
い
る
が
､
嘉
納
の

教
育
思
想
と
の
直
接
的
な
比
較
検
討
は
見
ら
れ
な
い
｡
嘉
納
の
教
育
に
つ

い
て
検
討
を
行

っ
て
き
た
拙
稿

(注
の
Ⅰ
か
ら
9
を
参
照
)
や
､
そ
の
他

の
文
献
と
と
も
に
今
回
は
二
十
三
号
に
み
ら
れ
る
嘉
納

の
教
育
思
想
に

つ
い
て
比
較
検
討
を
行

っ
た
｡

三

本
論

-

梁
啓
超
に
つ
い
て

新
民
叢
報

の
主
筆

で
あ

る
梁
啓
超

(
一
八
七
三
年

‥
明
治
六
年
-

一
九
二
十
九
年

‖
昭
和
四
年
)
は
清
国
に
お
け
る
政
治
家
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
さ
れ
る
｡
日

本
に
亡
命
後
､
新
民
叢
報
他
の
諸
雑
誌
を
刊
行
し
'
啓

蒙
活
動
に
あ
た
っ

た
｡

2

楊
度
に
つ
い
て

二
十
三
号
後
半
と
､
二
十
四
号
は
嘉
納
と
楊
度

二

八
七
五
年

=
明
治
八

年
-

一
九
三

l
年

‥
昭
和
六
年
)
と
の
論
議
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
o
楊
度

は
政
治
家

･
学
者
と
さ
れ
る
｡
楊
度
は
清
国
人
留
学
生
と
し
て
日
本
に
留

学
し
､
宏
文
学
院
で
学
ん
だ
後
､
法
政
大
学
及
び
早
稲
田
大
学
の
前
身
で

2

学
ん
だ
1
｡

3

新
民
叢
報
に
つ
い
て

新
民
叢
報

(
l
九
〇
二
年

‥
明
治
三
十
五
年
-

1
九
〇
七
年

‥
明
治
四
十
年
)

は
横
浜
に
お
い
て
全
九
六
号
が
刊
行
さ
れ
た
｡
各
号
の
内
容
は
多
岐
に
わ

た
る
｡
二
十
三
号
､
二
十
四
号
余
録
は

｢支
那
教
育
問
題
｣
と
し
て
､
宏

文
学
院
に
お
け
る
嘉
納
の
講
話
と
､
嘉
納
と
宏
文
学
院
留
学
生
楊
度
と
の

論
議
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
｡
二
十
三
号
は
嘉
納
の
講
話
が
中
心
で
あ
-
'

二
卜
三
号
後
半
は
二
十
四
号
に
続
-
楊
度
と
の
論
議
が
始
ま
る
｡
二
十
四

号
は
主
に
嘉
納
と
楊
度
と
の
論
議
が
中
心
で
あ
る
｡

3
-
1

二
十
三
号
の
余
録

｢支
那
教
育
問
題
｣
の
構
成
内
容
の
概
略

｢光
緒
二
八
年

(
l
九
〇
二
年
)
よ
-
日
本
は
支
那
に
代
わ
り
自
ら
教
育

を
興
す
こ
と
を
任
と
し
た
｡
そ
の
翌
年
'
文
部
省
､
外
務
省
は
協
力
し
て

東
京
に
宏
文
学
院
を
創
設
し
､
支
那
遊
学
人
を
教
育
し
た
｡
高
等
師
範
学

校
長
嘉
納
治
五
郎
が
こ
れ
を
主
導
し
､
中
に
教
育
の
l
科
を
設
け
､
速
成

と
普
通
の
二
部
門
に
分
け
た
｡
中
国
各
省
は
速
成
師
範
学
生
を
派
遣
し
た

が
､
湖
南
省
の
十
人
が
ま
ず
入
学
し
た
｡
-
-
そ
し
て
各
省
の
士
大
夫
で

教
育
目
的
で
日
本
に
遊
学
し
た
者
は
湖
南
省
の
-
-
楊
度
-
-
ら
で
あ
っ

た
｡
-
…
嘉
納
は
支
那
の
た
め
に
ま
さ
に
教
育
を
興
さ
ん
と
し
て
い
た
｡

北
京
､
江
蘇
'
新
注
､
湖
北
'
湖
南
等
の
省
を
歴
訪
し
､
そ
の
国
政
と
民

3

風
を
見
て
教
育
の
本
旨
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
｣
Ⅰ
｡

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
嘉
納
は
明
治
三
十
五
年
七
月
二
十

l
日
か
ら
十

月

二
ハ
日
ま
で
約
三
ケ
月
に
わ
た
っ
て
清
国
を
視
察
し
て
い
る
崇
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ことばと空ffllf1----------

｢嘉
納
の
帰
国
後
､
r
度
'
湖
南
速
成
師
範
生
が
満
期
帰
国
す
る
こ
と
に

な
っ
た
｡
そ
こ
で
嘉
納
は
西
暦
十
月
二
十

l
目
､
講
演
す
る
こ
と
と
し
た
o

湖
南
省
及
各
省
の
師
範
生
が
多
-
集
合
し
た
｡
し
か
し
'
傍
聴
者
は
湖
南

5

の
哉
展
誠
君
､
楊
度
君
の
み
が
来
た
L

I

二
十
三
号
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
十
二
月

一
目
で
あ
る
か
ら
講
演
後
間
も

な
い
時
期
に
嘉
納
の
講
演
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

十
月
二
十

一
日
の
宏
文
学
院
で
の
講
演
内
容
は
､
清
岡
視
察

の
帰
国
報

告
､
治
国
視
察

の
思

い
を
述
べ
て
み
た
い
と
語

っ
て
い
る
｡
特
に
普
通
教

育

の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

十
月
二
十
三
日
の
宏
文
学
院
で
の
講
演
は
実
業
教
育
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
｡

4

1
九
二
十
五
年

(明
治
三
十
五
年
)
十
月
二
十

一
日
の
講
演
内
容
に

つ
い
て

｢私
は
教
育
と
い
う
問
題
の
た
め
に
貴
国
を
訪
ね
今
帰
国
し
ま
し
た
o
そ

の
視
察
に
よ
り
多
少
思
う
こ
と
が
あ
り
､
今
､
湖
南
の
師
範
諸
君
が
帰
国

さ
れ
る
に
あ
た
り
､
少
し
-
思
い
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
す
｡

教
育
の
種
類
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
'
普
通

･
専
門

･
実
業

･
美
術
な
ど

で
す
が
､
貴
国
の
今
日
の
情
勢
か
ら
み
て
最
も
急
な
る
も
の
は
普
通
と
実

業
の
二
種
で
専
門

･
美
術
は
そ
の
次
に
な
り
ま
し
ょ
う
o
今
は
ま
ず
普
通

教
育
に
つ
い
て
話
を
し
ま
し
ょ
う
｡
普
通
と
い
う
の
は
専
門
の
対
立
語
で

す
o
ま
た
､
専
門
の
た
め
の
基
礎
と
い
う
こ
と
で
も
あ
-
ま
す
｡
ま
ず
､

普
通
教
育
が
な
け
れ
ば
い
き
な
り
専
門
に
進
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
｡
理

科
に
つ
い
て
は
特
に
そ
う
で
す
｡
(中
略
)
普
通
教
育
の
い
か
る
所
以
は
基

6

本
的
に
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
｡
｣
ー

4
-
1

｢目
的
の

l

遺
徳
教
育

(-
)
智
識

(2
)
智
識
と
情

(行
為
)
の

連
携

(3
)
習
慣

智
識
と
い
う
の
は
国
民
の
心
得
と
個
人
の
心
得
を
し
て
深
-
そ
の
理
を
明

ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡
(中
略
)

(

2
)

智
識
と
情
の
連
携
と
い
う
の

は
そ
の
行
為
が
善
で
あ
れ
ば
心
は
愉

快

で

あ

り
'
不
善
で
あ
れ
ば
恥
じ
恐
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
(中
略

)

(3
)

習
慣
と
は
徐
々
に
し
み
込
ん
で
い

-
と
言
う
こ
と
で
あ
り
､
善
を

な

し

て
困
難
と
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

で
あ
る
｡
強
制
す
る
必
要
は
な
-
､
自
然
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
三
者
を
徳
育
と
い
う
｡
国
民
に
こ
の
徳
育
の
根
底
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば

7

専
門
の
学
な
-
て
も
公
衆
の
災
､
国
家
の
害
に
な
ら
な
い
｡
｣
1

4
-
2

｢目
的
の
二

智
識

(-
)
生
活
上
必
須
の
智
識

(2
)
高
等
教
育
の

基
礎

(3
)
国
に
は
少
数
の
高
等
智
識
の
人
と
必
ず
多
数
の
普
通
智
識
の

人
が
い
る
｡

(-
)
生
活
上
必
須
の
智
識
と
は
国
民
の
高
い
字
間
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
が
こ
れ
を
得
て
､
充
分
に
利
用
し
て
自
ら
の
生
活
を
は
か
る
も

の
で
あ
る
｡
嘉
納
氏
は
こ
こ
ま
で
話
し
た
と
き
､
湖
南
師
範
生
に
問
う
て

日
-
､
(中
略
)
高
等
教
育
の
根
底
の
理
に
つ
い
て
話
し
て
-
れ
た
ま
え
｡

師
範
生
が
語
る
｡
(中
略
)
嘉
納
氏
日
-
圏
に
少
数
の
高
等
智
識
の
人
が
お
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り
'
ま
た
多
数
の
普
通
智
識
の
人
が
い
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
が

ふ
っ
の
も
の
に
ま
と
ま
る
必
要
が
あ
る
o

l
人
が
知
り
'
多
数
は
ぼ
ん
や

り
と
し
て
い
る
の
で
は
事
は
成
ら
な
い
｡
か
-
し
て
普
通
の
学
問
を
も
っ

て
専
門
学
の
用
に
備
え
､
こ
れ
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
三

者
を
智
宵
と
い
う
｡
国
民
の
智
識
程
度
が
高
け
れ
ば
す
な
わ
ち
国
家
の
智

識
程
度
が
高
い
こ
と
で
あ
る
｡
日
本
の
人
目
は
四
千
万
あ
り
'
数
と
し
て

は
フ
ラ
ン
ス
に
匹
敵
す
る
｡
し
か
し
'
国
税
の
額
は
こ
れ
に
及
ば
ず
国
民

の
学
問
は
な
お
自
然
と
人
為
の
利
を
尽
-
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
従
っ
て

国
民
の
程
度
も
及
ば
な
い
｡
国
家
の
程
度
も
遠
-
及
ば
な
い
｡
貴
国
は
人

口
は
四
億
あ
る
｡
し
か
し
､
人
々
は
そ
の
力
を
発
揮
で
き
ず
､
国
力
は
日

に
衰
え
て
い
る
｡
も
し
､
他
日
､
皆
智
膏
を
得
て
そ
の
程
度
が
高
ま
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
に
十
倍
す
る
人
数
は
国
力
も
ま
た
十
倍
に
成
育
す
る
で
あ
ろ
う
｡

8

こ
れ
は
教
育
上
の
法
則
に
よ
り
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
｣
1

4
1

3｢目
的
の
三

身
体
強
健

こ
こ
で
い
う
体
育
と
い
う
の
は
国
民
を
し
て
労
働
に
慣
れ
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡
健
康
で
す
ば
し
こ
い
者
が
大
き
い
任
務
を
に
な
い
国
事

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
身
体
が
弱
い
が
ゆ
え
に
精
神
が
ま
と
ま
ら

ず
'気
力
も
な
-
､
国
事
の
進
歩
を
阻
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡

国
民
に
こ
の
体
育
が
あ
れ
ば
国
に
政
の
お
こ
た
り
な
-
､
(中
略
)
戦
わ
ず

し
て
も
力
を
示
す
こ
と
が
出
来
､
強
国
の
容
が
あ
る
｡
今
日
の
世
界
は
人

9

種
の
競
争
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
た
人
種
の
一
要
件
で
あ
る
｡
｣

l

｢今
す
で
に
三
目
的
の
列
挙
を
終
え
た
の
で
貴
国
に
適
す
る
方
法
に
つ
い

て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
｡

徳
育
に
つ
い
て
は
孔
子
の
道
を
用
い
る
の
が
い
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て

必
ず
学
ぶ
者
に
そ
の
楕
理
を
体
得
さ
せ
て
教
科
書
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

浅
き
よ
り
深
い
に
入
り
､
祖
か
ら
精
に
入
り
､
幼
児
及
び
児
童
に
教
え
る

こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
､
世
界
の
大
勢
を
調
べ
は
か
-
､
国
民
の
よ
い
性
格

を
養
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
(以
下
略
)

智
再
に
お
い
て
ほ
基
礎
が
重
要
で
あ
る
O
空
理
に
走
ら
ず
､
実
理
を
重

ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
貴
国
で
は
こ
の
方
面
の
学
問
を
知
る
人
は
き

わ
め
て
少
な
い
｡
も
し
'
教
育
で
徳
育
の
み
を
重
視
す
る
な
ら
ば
こ
の
こ

と
は
未
の
こ
と
に
な
る
｡
国
民
は
た
だ
国
語
の
精
神
の
み
あ
っ
て
こ
れ
を

指
示
す
る
芸
術
工
商
の
こ
と
は
人
任
せ
で
自
立
の
備
え
が
な
い
｡
も
し
'

時
勢
の
必
要
が
急
で
あ
り
､
し
ば
し
普
通
を
学
ば
ず
､
急
ぎ
専
門
を
な
ら

う
の
は
そ
れ
は
便
宜
の
方
法
で
は
あ
る
｡
し
か
し
'
普
通
が
不
足
す
る
と

必
ず
様
々
な
障
害
が
出
て
き
て
普
通
を
補
い
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な

る
o
こ
れ
は
急
が
ば
廻
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
(以
下
略
)

体
育
は
重
文
軽
武
の
国
に
あ
っ
て
は
他
国
に
比
し
て
東
大
で
あ
る
｡
そ

れ
に
よ
っ
て
積
弱
の
弊
害
を
挽
回
し
て
強
健
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

貴
国
の
人
士
は
学
問
は
や
や
優
れ
る
も
の
の
､
身
体
は
や
せ
お
と
ろ
え
'

国
事
を
担
当
す
る
気
力
も
な
い
｡
国
家
に
は
何
が
重
要
か
｡
こ
う
い
う
人

は
無
用
と
い
う
も
の
で
あ
る
o
国
民
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
､
強
い
精
神

で
国
力
を
進
め
健
全
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
今
日
の
弱
体
は
ま
た
そ

の
所
以
で
あ
る
｡
今
は
速
や
か
に
文
者
は
武
を
な
ら
い
､
武
者
は
文
を
な

ら
い
､
互
い
に
短
所

･
長
所
を
補
い
あ
っ
て
､
片
や
頭
脳
を
開
化
し
片
や

体
力
を
つ
よ
-
し
て
重
文
軽
武
の
風
を
運
転
さ
せ
､
全
国
皆
兵
の
利
を
実

行
し
､
尚
武
の
精
神
を
養
い
､
こ
れ
を
字
間
を
以
て
支
え
る
な
ら
ば
国
が
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ど
う
し
て
強
-
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
今
､
学
校
は
す
べ
て

体
操
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
武
を
軽
視
す
る
書
人
は
こ
れ
を
児
戯

と
み
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
こ
れ
は

l
顧
も
せ
ず
､
是
非
実
行
せ
ね
ば
な

ら
な
い
｡
ま
た
､
学
校
を
多
-
作
り
､
疾
病
を
防
ぎ
'
国
民
の
成
育
を
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣
2

4
-
4｢教

員
養
成
に
つ
い
て

小
学
校
の
教
員
の
養
成
が
急
務
で
あ
る
｡
国
民
教
育
の
根
本
は
そ
の
創

造
に
よ
る
｡
(中
略
)
教
員
は
師
範
学
校
の
卒
業
生
を
正
式
の
も
の
と
す
る

必
要
が
あ
る
o
L
か
し
､
師
範
の
前
に
普
通
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
あ
と

に
教
育
学
を
云
々
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
貢
国
は
今
は
こ
れ
を
行
う
の
は

難
し
い
だ
ろ
う
｡
中
学
校
と
師
範
学
校
を
分
け
な
い
で
そ
の
中
間
的
な
学

校
を
作
り
､
卒
業
生
を
あ
る
者
は
教
員
に
､
あ
る
者
は
専
門
を
勉
強
さ
せ

る
の
も
よ
か
ろ
う
｡
(中
略
)
教
育
者
は
普
通
の
学
が
な
い
と
確
実
に
人
を

教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
ま
た
､
普
通
を
学
ん
だ
者
も
教
育
の
方
法
に

習
熟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
教
員
に
充
当
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡

二
つ
を
兼
ね
備
え
た
者
の
養
成
に
は
相
当
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
｡｣
2

｢大
学
校
は
各
専
門
の
程
度
の
非
常
に
高
い
も
の
い
い
'
今
貴
国
で
は
各

省
で
命
令
で
大
学
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
が
､
私
の
考
え
で
は
う
ま
-
い

っ
て
も
漢
籍
を
学
ん
だ
者
を
取
る
の
が
関
の
山
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
(中

略
)
従
っ
て
岩
国
で
も
他
は
大
学
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
が
､
今

2

は
し
ば
し
延
期
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｣
2

｢専
門
で
は
医
学
と
法
学
の

二
つ
の
専
門
学
校
は
た
だ
ち
に
作
っ
て
い

い
だ
ろ
う
｡

(中
略
)
ま
ず
､

普
通
を
学
ば
せ
る
の
も
叉
容
易
だ
ろ
う
と

思
う
o
L
2

｢法
学
は
必
ず
し
も
普
通
学
の
準
備
を
必
要
と
は
せ
ず
に
た
だ
ち
に
学
ぶ

こ
と
が
出
来
る
｡
従
っ
て
今
'
た
だ
ち
に
学
校
を
建
設
し
､
人
々
に
各
国

の
政
治
体
制
と
法
制
､
経
済
に
通
じ
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｣
警

以
上
の
こ
と
は
嘉
納
が
清
国
視
察
を
終
え
て
宏
文
学
院
の
活
同
人
留
学

生
に
語

っ
た
教
育
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
｡

嘉
納
が
酒
国
視
察

に
出
か
け
た

の
は
､

一
九

〇
二
年

(明
治
三
十
五

午
)
七
月
の
こ
と
で
あ
る
｡
嘉
納
四
十
三
歳
'
高

等
師
範
学
校
長
の
時
で

あ
る
｡
啓
蒙
雑
誌

｢国
士
｣
の
発
行
が
明
治
三

l
年
十
月
で
あ
り
､
宏
文

学
院
に
お
け
る
講
話
が
､

一
九

〇
二
年

(明
治
三
十
五
年
)
十
月
二
十

一

日
で
あ
る
こ
と
か
ら

｢国
士
｣
に
宏
文
学
院
で
の
講
話
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
検
索
し
た
が
掲
載
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
｡
た
だ
し
､

｢国

士
｣
第
六
巻
第
五
十
号

(明
治
三
十
五
年
十

一
月
十
日
)
､
同
五
十

l
号

(明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
日
)
巻
頭
に
清
国
巡
遊
所
感

(
l
)
'

(二
)

と
し
て
清
国
視
察

の
感
想
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
｡
侍

に
治
国
巡
遊
所
感

(三
)
に
お
い
て
官
吏
登
用
試
験
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て
い
る
が
､
宏

文
学
院
の
講
演
と
結
び

つ
く
も
の
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
｡
た
だ

｢
l
国
の

学
問
の
方
法
が
そ
の
国
の
興
廃
に
関
す
る
如
何
に
大
な
る
も
の
か
は
容
易

に
之
を
知
る
を
得
べ
し
｡
我
が
国
に
於
け
る
教
育
の
方
法
の
如
き
も
今
日

l
歩
を
誤
る
時
は
-
-
｣
と
述
べ
､
清
国
に
於
け
る
教
育

の
状
況
を
批
判

的
に
述
べ
て
い
る
｡

従

っ
て
､
当
時
の
嘉
納
は
高
等
師
範
学
校
長
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
嘉
納
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な
り
の
教
育
理
念
を
も
と
に
校
長
と
し
て
の
教
育
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
嘉
納
の
言
説
に
関
す
る
資
料
目
録
と
し
て
は

田
中
ら
の
に
詳
し
い
が
-5
響

資
料
収
集
に
課
題
が
残
り
､
今
後
の
課
題

と
し
た
い
｡
今
回
は
嘉
納
の
教
育
思
想
に
つ
い
て
の
公
的
な
集
大
成
で
あ

る
臨
時
教
育
会
議
委
員

-

7
-
8
-
9
-
0

,
貴
族
院
議
員

-
1
の

発
言
か
ら
検
討
し

て
み
る
｡

臨
時
教
育
会
議
は

l
九

`
七
年
(大
正
六
年
)-

1
九

一
九
年
(大
正
八
年
)

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
｡
嘉
委
員
と
し
て
出
席
し
､
教
育
に
関
す
る
様
々

な
発
言
を
行

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
嘉
納
が
東
京
高
等
師
範
学
校
長
最
後
の

在
任
期
間
に
あ
た
る
｡
従

っ
て
学
校
教
育
現
場
に
於
け
る
最
後
の
発
言
と

考
え
ら
れ
る
｡
責
族
院
議
員
は

l
九
二

一
年

(大
正
十
年
)
-

一
九
三
八

年

(昭
和

三

一年
)
の
在
任
で
あ
る
が
こ
れ
も
教
育
に
関
す
る
様
々
な
発

言
を
行

っ
て
い
る
｡
買
族
院
に
お
け
る
様
々
な
教
育
に
関
す
る
発
言
は
臨

時
教
育
会
議
を
も
と
に
し
た
発
言
と
考
え
ら
れ
る
の
で
､
臨
時
教
育
会
議

の
発
言
内
容
を
も
と
に
宏
文
学
院
十
月
二
十

l
目
の
教
育
に
関
す
る
発
言

内
の
比
較
検
討
を
行
う
｡

-

道
徳
教
育
に
つ
い
て

嘉
納
は
道
徳
教
育
に
つ
い
て

(-
)
智
識

(2
)
智
識
と
情

(行
為
)

の
連
携

(3
)
習
慣
と
述
べ
て
い
る
｡
臨
時
教
育
会
議
第
三
回
総
会

一
九

一
七
年

(大
正
六
年
)
｢小
学
校
教
育

二
関
ス
ル
｣
審
議
に
お
い
て
､

｢-
-
日
本
は
教
育
勅
語
と
い
う
教
育
､
遺
徳
と
い
う
指
針
が
あ
り
な
が
ら

そ
の
方
法
を
知
ら
な
し
､
現
在
の
遺
徳
の
退
潮
を
嘆
い
て
い
る
｡
嘉
納
が

こ
こ
で
い
う
遺
徳
は
､
学
校
教
育
だ
け
が
道
徳
の
場
で
な
-
､
社
会
全
体

の
勤
労
等
を
含
め
た
道
徳
教
育
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
｣
警

ま
た
､

｢嘉
納
は
臨
時
教
育
会
議
の
か
な
-
多
-
の
発
言
部
分
で

｢遺
徳
｣
に
つ
い

て
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
が
､
狭
い
部
分
の
遺
徳
だ
け
で
な
-
､
国
民
全

体
の
遺
徳
の
指
針
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
｣
警

ま
た
､
臨
時
教
育
会
議
に
お
い
て
､
高
等
普
通
教
育
や
通
俗
教
育
に
お

い
て
も

｢徳
声

が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
-2
禦

嘉
納
の
啓
蒙
雑
誌

｢国
士
｣
､
｢柔
道
｣
'
｢有
効
の
活
動
｣
'
｢大
勢
｣
､
｢作

興
｣
等
や
そ
の
他
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
遺
徳

･
徳
育
に
関
す
る
内
容
は

多
数
み
ら
れ
る
が
､
｢精
力
善
用
｣
､
｢自
他
共
栄
｣
に
通
じ
る
道
徳
的
な

理
念
の
基
本
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
今
回
の
弘
文
学
院
に

お
け
る
遺
徳
教
育
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
そ
の
後
の
嘉
納
の
遺
徳
教

育
に
関
す
る
理
念
と
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
た
｡

2
智
識
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
も
嘉
納
の
啓
蒙
雑
誌

｢国
士
｣
､
｢柔

道
｣
､
｢有
効
の
活
動
｣
､
｢大
勢
｣
､
｢作
興
｣
等
や
そ
の
他
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
内
容
に
よ
-
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢普
通
｣
と
い
う

こ
と
は
弘
文
学
院
の
み
な
ら
ず
各
種
啓
蒙
雑
誌
､
臨
時
教
育
会
議
の
発
言
､

貢
族
院
議
員
の
発
言
に
よ
-
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
社
会
や
智
識
と
し
て

基
礎
的
な
習
得
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
社

会
的
な
常
識
､
基
礎
的
な
学
力
､
教
養
と
い
う
も
の
が
専
門
教
育
の
前
提

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

3
身
体
強
健
に
つ
い
て
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嘉
納
が
講
道
館
柔
道
を
創
始
し
た
の
が

一
八
八
二
年

(明
治
十
五
年
)

二
十
二
歳
の
時
で
あ
る
｡
そ
れ
以
前
か
ら
柔
道
､
す
な
わ
ち
身
体
運
動
の

効
果
に
つ
い
て
は
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
項
に
つ
い
て
は

身
体
､
健
康
は
同
家
の
用
に
結
び
つ
-
と
述
べ
て
い
る
｡
臨
時
教
育
会
議

に
お
い
て
も
様
々
な
体
育
に
関
す
る
発
言
が
み
ら
れ
る
｡
嘉
納
は
'
体
育

の
持

つ
価
値
は
身
体
と
精
神
で
あ
-
'
教
育
の
目
的
で
あ
る
知
育
､
徳
育

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
の
他
の
啓
蒙
雑
誌
や
講
演
に

お
い
て
も
様
々
な
視
点
か
ら
体
育
の
効
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
､
弘

文
学
院
に
お
け
る
講
演
に
お
い
て
は
国
家
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

点
が
み
ら
れ
た
｡

4
教
員
養
成
に
つ
い
て

こ
れ
に
つ
い
て
は

J
貫
し
た
師
範
学
校
や
高
等
師
範
学
校
の
立
場
を
代

弁
し
た
も
の
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
述
べ

た
と
お
-
で
あ
る
｡
弘
文
学
院
に
お
け
る
師
範
教
育
に
関
す
る
発
言
は
嘉

納
の
師
範
教
育
に
関
す
る
理
念
の

一
部
に
過
ぎ
な
い
0

5
楊
度
の
発
言
に
つ
い
て

最
後
に
楊
度
が
質
問
し
て
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
｡
｢我
が
国
の
教

育
に
つ
い
て
の
普
通
と
専
門
､
緩
急
前
後
に
つ
い
て
は
先
生
の
言
わ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
皆
当
然
の
こ
と
で
敬
服
す
る
と
い
う
程
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
平
和
主
義
に
あ
り
と
い
う

の
は
わ
か
り
ま
す
が
､
万
や
む
を
得
ず
和
平
主
義
を
す
て
､
激
烈
に
走
る

と
い
う
の
が
実
情
で
す
｡
先
生
の
学
術
的
な
眼
で
我
が
国
を
観
察
さ
れ
た

の
で
は
､
そ
の
社
会
的
情
勢
に
つ
い
て
見
通
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
我
が
国
の
こ
と
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
皆

知

っ
て
い
ま
す
｣
禦

楊
度
は
清
国
の
実
情
を
話
し
､
嘉
納
の
理
想
論
に

つ
い
て
反
論
し
て
い
る
｡
嘉
納
は

｢君
の
言
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と

思
う
｡
貴
国
の
実
情
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
こ
れ
も
時
勢
い

か
ん
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
話
は
次
回
に
し
よ
う
｡
そ

の
時
君
と
論
じ
合
お
う
｡
か
-
て
各
自
散
会
し
た
｣
誉

こ
こ
に
お
い
て

注
目
す
べ
き
は
嘉
納
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
o
当
時
の
日
本
人
に
お
い
て
､

嘉
納
に
反
論
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
本

論
の
趣
旨
で
は
な
い
が

､
嘉
納
と
楊
度
の
議
論
に
つ
い
て
､
嘉
納
の
発

言
の
変
化
に
注
目
し
た
い
｡

6

1
九
二
五
年

(明
治
三
十
五
年
)
卜
月
二
十
三
日
の
講
演
内
容
に
つ
い

て
｢高
等
実
業
は
即
ち
専
門
で
あ
る
｡
必
ず
普
通
学
の
準
備
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
こ
れ
は
理
論
上
の
実
業
教
育
に
つ
い
て
の
こ
と
で

あ
っ
て
､
実
際
の
実
業
教
育
に
つ
い
て
は
普
通
学
の
準
備
が
な
-
て
も
よ

い

｣習
実
業
教
育
に
つ
い
て
嘉
納
は
臨
時
教
育
会

議

で
発
言
し
て
い
る
が
､

働
き
な
が
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
､
普
通
学
に
つ
い
て
は
触
れ

て
い
な
い
｡

三

ま
と
め

新
民
叢
報
第
二
十
三
号
､
第
二
十
四
号
の
余
禄

｢支
那
教
育
問
題
｣
に

お
い
て

嘉
納
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
嘉
納
の
教
育
思
想

に
つ
い
て
は
一
一十
三
号
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
内
容
は
主
に

(-
)

遺
徳
教
育
､
(2
)
智
識

(
3
)
身
体
強
健
で
あ
る
が
､
新
民
叢
報
に
み
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ら
れ
る
嘉
納
の
教
育
思
想
は
､
清
国
視
察
を
終
え
､
清
国
留
学
生
を
対
象

と
し
た
も
の
で
あ
-
､
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
が
'
そ
の

後
の
嘉
納
の
教
育
思
想
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
二
十
四
号
に
お
け
る

楊
度
と
の
討
論
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

資
料
の
提
供
を
し
て
-
だ
さ
っ
た
､
本
学
卒
業
生
小
松
紘

一
氏
に
感
謝

し
ま
す
｡
本
研
究
は
日
本
武
道
学
会
第
四
十
四
回
大
会

一
般
研
究
発
表

｢新
民
叢
報
に
見
る
嘉
納
治
五
郎
の
教
育
思
想
｣
-

第
二
十
三
号
に
つ

い
て
-

｣
(東
憲

二

飯
島
啓
子
)
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡

道
館
柔
道
科
学
研
究
会
紀
要
､
第
八
締
､
十

一
･
二
十
二
頁
0

8
東
憲

一

一
九
九
七
年
､

｢寅
族
院
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
｣
東
京
外
国
語
大
学
請

集
､
六
三
号

‥
九
九
-

百
十
三
貢
｡

9
東
憲

一

二
〇
〇
二
年
､

｢嘉
納
治
五
郎
再
考
｣
Sym

p
os
ion'
Nr.)7
:
4
5
ふ
4
､

ド
イ
ツ
語
学
文
学
研
究
会
編
0

10

酒
井
順

l
郎

二
〇
一
〇
年
､

｢清
国
人
日
本
留
学
生
の
言
語
文
化
接
触

相
互
誤

解
の
口
中
教
育
文
化
交
流
｣､
ひ
つ
じ
書
房
｡

EI

老
松
倍

l

l
九
七
六
年
､

｢嘉
納
治
五
郎
の
中
国
人
留
学
生
教
育
｣
日
本
式
遺
学

会
第
八
回
大
会
研
究
発
表
抄
録

12
前
掲
書

(注
10
を
参
照
)

13

小
松
氏
訳
文
よ
り
0

14
嘉
納
治
五
郎

一
九
九
八
年
'

｢
l
九
〇
二
年

(明
治
三
十
五
年
)

七
月
二
十

一
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-

東
憲

一

一
九
九
二
m一年
､

｢嘉
納
治
五
郎
研
究
の
動
向
と
課
題
｣
東
京
外
国
語
大
学

論
集
､
四
五
号

‥
百
二
十
九
･
百
三
十
九
貢
｡

2
東
憲

一

7
九
九
五
年
'

｢学
校
教
育
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
｣
東
京
外
国
語
大
学

論
集
､
五
〇
号

二

･
十
二
責
0

3

東
憲

一

一
九
九
五
年
､

｢熊
本
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ

･
ハ
ー

ン
｣
東
京
外
国
語
大
学
論
集
､
五

一
号

‥
百
八
十
七
･
二
百
二
頁
0

4
乗
憲

l

l
九
九
六
年
､

｢嘉
納
治
五
郎
と
柔
道
､
教
育
､
ス
ポ
ー
ツ
の
か
か
わ
り
｣

東
京
外
国
語
大
学
論
集
､
五
二
号

‥
百
九
九
∴
一百
九
貢
｡

5
東
憲

一

1
九
九
六
年
'

｢嘉
納
治
五
郎
と
臨
時
教
育
会
議
｣
東
京
外
国
語
大
学
論

集
､
五
三
号

‥
九
九
･
百
十
三
貢
C

6
東
憲

l

l
九
九
七
年
､

｢臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
体
育
思
想
｣
東

京
外
国
語
大
学
論
集
､
五
四
号

:
二
十
三
1
三
十
五
貢
0

7
東
憲

一
､
村
田
直
樹

一
九
九
九
年
､

｢臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
｣
請

口
､
公
命
を
も
っ
て
､
治
国
視
察
の
た
め
､
新
橋
出
発
｡
七
月
二
十
三
日
清
岡
に
着
-
0

十
月
十
六
日
帰
国
｣
講
道
館
監
修

｢嘉
納
治
五
郎
体
系
第
1
3
巻
｣
本
の
友
社
｡

15
前
掲
書

16
前
掲
書

17
前
掲
書

18
前
掲
書

19
前
掲
書

2

0
前
掲
書

21
前
掲
書

22

前
掲
書

23

前
掲
書

24
前
掲
書

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
ほ
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照
)

(注
13
を
参
照

)

(注
13
を
参
照
)

25
田
中
洋
平
､

石

川
美
久

二
〇
〇
九
年

｢嘉
納
治
五
郎
の
言
説
に
関
す
る
資
料
目

録

(-
)

｣
-

『嘉
納
治
五
郎
体
系
』
未
収
録
史
料

(明
治
期
)
を
中
心
に
1
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武
道
学

研
究
'
第

四
二
号
-
二

三

三

l
l四
六

百
0

26
田
中
洋

平
､
石
川

美
久

二
〇
二

年
､

｢

嘉
納
治

五
郎

の
言
説

に
関

す

る資料
目

録

(2
)｣
-

『嘉

納
治
五
郎
体
系
』

未収

録

史
料
(

大
正
期
)
を
中
心

に

2

､
武

道
学
研

究
､
第
四

三
-
二
号
､
二
五

1
四〇

頁

0

27
前
掲
書

(注
5
を
参

照
)

28
前
掲
書

(注
6
を
参

照
)

29
前
掲
書

(注
7
を
参

照
)

30
海
後
宗
臣
編

1
九

六
l
年

､

｢臨
時
教
育
会
議
の
研
究
｣
東
京
大
学
出
版
会
｡

31
前
掲
書

32
前
掲
雷

33
前
掲
書

34
前
掲
書

35
前
掲
書

36
前
掲
書

(注
8
を
参

照
)

(

注
5
を
参

照
)

(

注
5
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参

照
)

(

注
13
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参

照
)

(
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13
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参

照
)

(
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13
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参

照
)


