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関
西
大
学
の
創
設
に
関
わ
っ
た
人
々

―
初
代
校
長
小
倉 

久
の
残
し
た
ア
ル
バ
ム
か
ら
―

徳　

田　

誠　

志

は
じ
め
に

　

関
西
大
学
は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
関
西
法
律
学
校
と

し
て
開
学
し
た
。
ま
も
な
く
創
立
一
三
〇
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
る
が
、
今
日
で
は
一
三
学
部
に
三
万
人
が
学
ぶ
総
合
大
学
に

発
展
し
て
い
る
。
こ
の
一
三
〇
年
の
歴
史
に
お
い
て
、
初
代
校
長

（
学
長
）を
務
め
た
人
物
が
小
倉
久（
お
ぐ
ら 

ひ
さ
し
）
で
あ
る

）
1

（
註

。

こ
の
小
倉
は
創
立
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
百
年

史 

人
物
編
』に
よ
れ
ば「
小
倉
こ
そ
は
創
立
者
た
ち
の
中
で
も
、
最

も
創
立
者
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る

）
2

（
註

。

　

小
稿
の
目
的
は
、
か
つ
て
小
倉
が
所
有
し
た
ア
ル
バ
ム
に
収
め

ら
れ
た
人
々
の
中
か
ら
、
関
西
大
学
の
創
設
に
関
わ
っ
た
人
物
、

あ
る
い
は
関
わ
り
を
持
っ
た
人
々
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。
特
に
、
小
倉
が
ま
だ
司
法
省
法
学
校
生
徒
で
あ
っ
た
時
の
交

友
関
係
を
中
心
に
記
述
し
て
い
く
。
そ
れ
は
関
西
大
学
が
創
立
さ

れ
る
以
前
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
人
々

も
未
だ
雌
伏
の
時
で
あ
る
。
今
回
紹
介
す
る
ア
ル
バ
ム
に
は
、
後

年
に
な
っ
て
功
成
り
名
を
遂
げ
て
か
ら
の
写
真
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
ま
だ
若
々
し
い
面
影
を
残
し
て
い
る
写

真
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
明
治
国
家

を
担
っ
た
人
々
の
、
こ
れ
ま
で
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
、
ま
さ
に
若
き
群
像
を
収
め
た
写
真
資
料
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
に
小
倉

の
ご
子
孫
よ
り
関
西
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ



関西大学の創設に関わった人々　2

ま
で
そ
の
内
容
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
ル

バ
ム
に
は
一
〇
〇
枚
以
上
の
名
刺
判
写
真
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

明
治
十
年
代
ま
で
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
も
数
多
く
含
ま
れ
る
こ
と

か
ら
写
真
史
を
物
語
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
小
稿
に
お
い
て
は
こ
の
写
真
史
に
関
す
る
部
分
に
つ
い

て
は
言
及
で
き
な
い
が
、
関
西
大
学
年
史
編
纂
室
が
所
蔵
す
る
貴

重
な
ア
ル
バ
ム
の
存
在
を
、
ま
ず
は
広
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
も

小
稿
の
目
的
と
し
て
お
こ
う
。

1　

 

明
治
十
二
年
明
治
天
皇
御
下
命

　
「
人
物
写
真
帖
」
―
四
五
〇
〇
余
名
の
肖
像

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
最
初
に
小
倉
の
手
元
に
あ
っ
た
ア
ル
バ
ム
の

存
在
を
知
っ
た
経
緯
か
ら
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
宮
内
庁
所

管
の
三
の
丸
尚
蔵
館
で
開
催
さ
れ
た
、
一
つ
の
展
示
会
が
き
っ
か

け
で
あ
る
。
三
の
丸
尚
蔵
館
は
昭
和
天
皇
の
崩
御
後
、
皇
室
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
御
物
の
一
部
が
国
に
移
管
さ
れ
た
た
め
に
、
こ

の
優
れ
た
美
術
品
を
末
永
く
保
存
し
て
い
く
こ
と
と
、
広
く
国
民

に
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
今
年
（
平
成
二

十
五
年
）
は
開
館
二
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
間
に

秩
父
宮
家
・
高
松
宮
家
か
ら
の
御
遺
贈
品
も
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
在
約
九
五
〇
〇
点
の
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
。

　

こ
の
三
の
丸
所
蔵
館
に
お
い
て
今
春
（
平
成
二
十
五
年
一
月
）、

「
明
治
十
二
年
明
治
天
皇
御
下
命
「
人
物
写
真
帖
」―
四
五
〇
〇

余
名
の
肖
像
」
と
題
さ
れ
た
展
示
会
が
開
催
さ
れ
た

）
3

（
註

。
こ
の
写
真

帖
（
以
下
、「
明
治
写
真
帖
」
と
呼
称
す
る
。）
は
、
明
治
天
皇
の

命
を
受
け
宮
内
省
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
皇
族
・
華
族
・
役

人
・
陸
海
軍
軍
人
な
ど
、
明
治
維
新
後
の
日
本
を
築
い
た
人
々
が

ず
ら
り
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
幕
末
か
ら
明
治
維
新
と

い
う
激
動
の
時
代
に
生
き
た
人
々
で
あ
り
、
歴
史
的
に
著
名
な
人
々

の
一
大
ブ
ロ
マ
イ
ド
集
と
い
え
る
。
こ
の
全
三
九
冊
を
数
え
る
明

治
写
真
帖
は
今
回
初
め
て
公
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
写
真
を
多
数
含
ん
で
い
る
点
で
、
歴
史
的

な
価
値
も
高
い
も
の
で
あ
る
。

　

も
う
少
し
こ
の
明
治
写
真
帖
が
作
成
さ
れ
た
経
緯
を
み
て
い
く

と
、『
明
治
天
皇
紀
』
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る

）
4

（
註

。

「
天
皇
の
群
臣
を
深
く
親
愛
し
た
ま
ふ
や
、
現
任
文
武
百
官
の

写
真
を
座
右
に
備
へ
た
ま
は
ん
と
し
、
之
が
蒐
集
を
宮
内
卿

に
命
じ
た
ま
ふ
、
是
の
日
宮
内
卿
、
聖
旨
を
太
政
官
及
び
各
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省
へ
伝
へ
、
准
奏
任
官
以
上
の
写
真
を
聚
収
せ
ん
こ
と
を
請

ふ
」（
明
治
十
二
年
十
一
月
十
九
日
条
）

　

こ
の
記
述
に
お
い
て
重
要
な
点
は
こ
の
明
治
写
真
帖
に
収
め
ら

れ
た
人
物
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
で
あ
り
、「
明
治
十
二
年
」
に
お

い
て
奏
任
官
以
上
、
准
奏
任
御
用
掛
で
あ
っ
た
者
と
従
五
位
以
上

の
有
位
華
族
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
十
三
年
一
月
以

降
に
任
官
し
た
人
物
は
含
ん
で
お
ら
ず
、
こ
の
明
治
写
真
帖
に
小

倉
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
司
法
省
に
出
仕
し
た
時
期

が
明
治
十
二
年
の
う
ち
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
小
倉
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
記
述
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

　

さ
て
、
こ
の
展
示
会
を
観
覧
し
た
際
、
当
時
の
政
府
高
官
で
あ

り
、
か
つ
関
西
大
学
に
関
係
し
た
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
た
。
真
っ
先
に
名
前
が
浮
か
ん
だ
人

物
は
関
西
大
学
博
物
館
が
所
蔵
す
る
考
古
学
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作

り
上
げ
た
神
田
孝
平
で
あ
っ
た
。
神
田
に
つ
い
て
は
前
稿
で
も
紹

介
し
た
よ
う
に
、
Ｅ
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
が
明
治
十
年
に
発
掘
し
た
大

森
貝
塚
の
資
料
を
明
治
天
皇
が
閲
覧
し
た
際
に
文
部
少
輔
と
し
て

関
与
し
て
い
た
人
物
で
あ
る

）
5

（
註

。
文
部
少
輔
は
文
部
省
の
ト
ッ
プ
で

あ
る
文
部
卿
の
下
に
置
か
れ
た
大
輔
に
次
ぐ
地
位
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
先
の
選
択
基
準
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
果

た
し
て
、
神
田
は
「
議
官
従
四
位
・
五
一
歳
」
と
し
て
収
録
さ
れ

て
い
た
（
写
真
1
）。

　

こ
の
神
田
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
、

明
治
写
真
帖
に
収
録
さ
れ
た
関
西
大
学
に
関
わ
る
人
物
を
も
う
一

人
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
人
物
は
、
本
学
の
創
設
に
関
わ
っ
た

児
島
惟
謙
で
あ
る
（
写
真
2
）。
児
島
も
明
治
四
年
に
司
法
省
に
出写真 1　神田孝平（明治写真帖）



関西大学の創設に関わった人々　4

仕
し
て
以
来
着
実
に
経
歴
を
重
ね
て
お
り
、
当
然
先
の
選
択
基
準

に
合
致
し
て
い
る
。
児
島
の
名
は
「
大
津
事
件
」
に
お
い
て
司
法

の
独
立
を
堅
持
し
た
と
い
う
こ
と
で
つ
と
に
有
名
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
肖
像
写
真
や
あ
る
い
は
本
学
の
簡
文
館
の
前
に
置
か
れ
て

い
る
胸
像
も
大
礼
服
を
身
に
つ
け
た
晩
年
の
姿
を
よ
く
目
に
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
明
治
写
真
帖
に
掲
載
さ
れ
た
児
島
は
、
法

曹
家
と
し
て
の
経
歴
を
高
め
つ
つ
あ
る
時
の
も
の
で
あ
り
、
児
島

を
象
徴
す
る
よ
う
な
真
っ
白
く
て
長
い
あ
ご
ひ
げ
も
、
こ
の
時
は

ま
だ
ほ
ほ
を
わ
ず
か
に
覆
う
程
度
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
児
島
は
、

大
審
院
民
事
乙
局
局
長
に
任
官
し
て
い
る
と
き
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
前
年
明
治
十
一
年
十
月
二
十
七
日
に
は
、
名
古
屋
裁
判
所
所

長
と
し
て
明
治
天
皇
の
行
幸
を
奉
迎
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
写

真
帖
に
は
、「
判
事
正
六
位
・
四
四
歳
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
田
・
児
島
に
つ
い
て
は
当
然
収
録
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
が
、
四
五
〇
〇
人
に
上
る
明
治
写
真

帖
収
録
者
の
中
に
、
さ
ら
に
関
西
大
学
に
関
与
し
た
人
が
存
在
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
、
図
録
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
一
覧
表
を

探
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、「
有
田
徳
一
（
陸
軍
省
・
四
五
歳
）」・

「
土
居
通
夫
（
判
事
・
四
三
歳
）」
と
、「
小
倉
久
（
司
法
省
・
二
九

歳
）」
の
三
人
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
う
ち
有
田
は
広
島
藩
の
出
身
で
あ
り
、
明
治
五
年
に
陸
軍

省
に
出
仕
す
る
。
こ
の
明
治
写
真
帖
が
作
成
さ
れ
た
時
に
は
、
工

兵
大
尉
に
任
官
し
て
い
た
。
そ
の
後
明
治
十
八
年
に
退
役
し
、
明

治
二
十
三
年
に
は
本
校
に
迎
え
ら
れ
第
三
代
の
校
長
（
学
長
）
と

な
っ
て
い
る
（
写
真
3
）。

　

土
居
は
、
明
治
五
年
に
司
法
省
に
出
仕
し
、
以
後
一
二
年
間
に

写真 2　児島惟謙（明治写真帖）
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わ
た
っ
て
兵
庫
や
大
阪
の
裁
判
所
を
経
て
、
大
審
院
や
大
阪
控
訴

裁
判
所
を
歴
任
す
る
。
明
治
写
真
帖
に
収
録
さ
れ
た
時
期
は
ま
さ

に
中
堅
の
法
曹
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
明
治
十

七
年
に
退
官
し
た
あ
と
は
関
西
の
実
業
界
に
身
を
投
じ
、
明
治
二

十
八
年
か
ら
は
大
阪
商
業
会
議
所
会
頭
を
長
年
勤
め
た
人
物
で
あ

る
（
写
真
4
）。

　

そ
し
て
も
う
一
人
が
小
倉
で
あ
っ
た
。
小
倉
は
図
録
に
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
関
西
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
よ
り
も
ず
っ
と
若
い
時
の
写
真
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
さ
っ
そ
く
年
史
編
纂
室
に
こ
の
写
真
の
存
在
を

照
会
し
た
。
そ
の
結
果
、
小
倉
が
所
持
し
て
い
た
ア
ル
バ
ム
の
存

在
を
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
の
丸
尚
蔵
館
で
開
催
さ
れ
た
展
示
会
図
録
に
小

倉
の
肖
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
小
倉

の
ア
ル
バ
ム
を
知
り
、
さ
ら
に
は
本
学
が
創
設
さ
れ
る
以
前
に
お

け
る
彼
の
交
友
関
係
を
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
交

友
関
係
の
中
に
は
明
治
大
学
を
創
設
し
た
人
物
、
法
政
大
学
の
創

設
に
関
わ
っ
た
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
本
学
の
創

立
前
史
を
草
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
次
第
で
あ
る
。

写真 3　有田徳一（明治写真帖）写真 4　土居通夫（明治写真帖）
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な
お
、
明
治
写
真
帖
に
は
他
に
も
興
味
深
い
面
々
が
多
数
収
録

さ
れ
て
い
る
。
文
化
財
、
あ
る
い
は
博
物
館
関
係
者
に
限
っ
て
も

町
田
久
成
・
田
中
芳
男
・
九
鬼
隆
一
の
写
真
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
は
堺
県
令
と
し
て
文
化
財
の
保
護
に
尽
力
し
た

と
も
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
反
対
に
県
令
の
力
を
持
っ
て
盗
掘
を
影

で
操
っ
た
と
も
噂
さ
れ
る
税
所
篤
の
顔
も
見
え
る
。
普
段
無
味
乾

燥
な
名
前
だ
け
を
見
て
い
て
も
何
の
想
像
も
浮
か
ん
で
こ
な
い
人
々

も
、
一
人
一
人
の
肖
像
写
真
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
功
績

と
と
も
に
そ
の
人
柄
や
、
人
生
さ
え
も
見
え
て
く
る
気
が
す
る
。

小
稿
で
は
関
西
大
学
に
関
係
す
る
人
々
の
み
を
紹
介
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
が
、
い
ず
れ
彼
ら
の
写
真
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
機
会

を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

2　

小
倉　

久
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
改
め
て
小
倉
の
履
歴
を
記
述
し
て
い
き
た
い
。
こ

の
履
歴
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
『
百
年
史 

人
物
編
』
に
纏
め
て
あ

り
、
新
た
な
資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
小
倉
の
肖
像
写
真

を
紹
介
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

）
6

（
註

。

　

小
倉
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
、
上
州
（
群
馬
県
）
沼
田

藩
士
小
倉
久
彜
（
ひ
さ
つ
ね
）
の
長
男
と
し
て
東
京
芝
区
葺
手
町

江
戸
見
坂
に
あ
っ
た
藩
主
土
岐
山
城
守
邸
内
に
て
出
生
し
て
い
る
。

現
在
の
住
所
で
は
、
港
区
虎
ノ
門
に
あ
る
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
の
付

近
に
な
ろ
う
。
幼
少
時
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
邸
内
に
設
け

ら
れ
た
藩
校
（
敬
脩
堂
）
に
て
勉
学
に
励
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
藩
の
貢
進
生
と
し
て
、
大

学
南
校
に
お
い
て
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。
貢
進
生
と
は
国
家
に
有
益

な
人
物
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
各
藩
か
ら
大
学
南
校
に

集
め
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
各
藩
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
時
の
貢
進
生
三
〇
〇
人
ほ
ど
の
中

か
ら
明
治
国
家
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
人
材
が
多
数
輩
出
し
た

）
7

（
註

。

　

こ
の
頃
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
、
年
史
編
纂
室
に
保
存
さ
れ
て

い
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
写
真
は
ア
ル
バ
ム
と
同
じ
く

ご
子
孫
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
三
年
に
撮
影
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
る
。
三
人
の
若
い
武
士
が
写
っ
て
お
り
、
そ
の
右
端
が

数
え
で
一
九
歳
に
な
っ
た
、
小
倉
の
最
も
若
い
姿
を
記
録
し
た
写

真
で
あ
る
（
写
真
5
）。
他
の
二
人
は
「
志
筑
藩
本
堂
鉄
太
郎

（
左
）」「
高
田
藩
鮫
島
晋
（
中
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
志

筑
藩
の
藩
主
本
堂
家
に
つ
な
が
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は
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の
ち
に
東
京
理
科
大
学
の
創
設
に
関
わ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
時
期
の
小
倉
は
、
ま
だ
幼
名
の
「
礎
一
郎
」
を
名
乗
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
大
学
南
校
は
、
江
戸
幕
府
の
教
育
機
関
を
引
き
継
い
だ
も

の
で
あ
り
神
田
一
ツ
橋
の
旧
開
成
所
跡
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
洋
学
を
教
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
小
倉
は
仏
語
を

学
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
鮫
島
も
の
ち
に
東
京
大
学
仏
語
物
理

学
科
を
卒
業
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
互
い
に
仏
語
を
習
得
す
る
課

程
に
所
属
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
明
法
寮
法
学
校

へ
転
学
す
る
に
際
し
て
「
南
校
ノ
仏
正
則
第
一
級
生
凡
ソ
三
十
余

名
ノ
処
、
其
内
十
五
名
程
ハ
挙
テ
転
学
ヲ
願
出
テ
」
と
い
う
記
録

も
残
さ
れ
て
い
る
の
で

）
8

（
註

、
小
倉
が
大
学
南
校
で
仏
語
の
基
礎
を
学

ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
後
の
留
学
へ
も
つ

な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
大
学
南
校
を
あ
と
に
し
、
司
法
省
明
法
寮
へ
の
転
籍
、
さ

ら
に
は
仏
国
留
学
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ

こ
で
は
小
倉
ア
ル
バ
ム
に
残
さ
れ
て
い
る
パ
リ
で
撮
影
し
た
写
真

を
示
し
て
お
き
た
い
（
写
真
6
）。
そ
し
て
小
倉
は
こ
の
留
学
か
ら

明
治
十
二
年
中
に
帰
国
し
た
と
思
わ
れ
、
先
章
で
紹
介
し
た
明
治

写真 5　貢進生時代の小倉久（右端）（明治 3年頃撮影）（年史編纂室）
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写
真
帖
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
こ
で
両
者
の
写
真
を
比
較
し
て
お
こ

う
（
写
真
7
）。
こ
の
二
枚
を
見
る
と
近
い
時
期
に
撮
影
さ
れ
た
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
学
業
を
終
え
て
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
の
活
躍

に
自
ら
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
姿
に
見
え
る
。

　

仏
国
か
ら
の
帰
国
直
後
は
司
法
省
御
用
掛
に
任
官
す
る
が
、
そ

の
後
太
政
官
御
用
掛
、
さ
ら
に
元
老
院
権
少
書
記
官
に
異
動
し
、

明
治
十
七
年
に
は
駅
逓
官
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
リ
ス
ボ
ン
へ
出

張
す
る
。
こ
の
出
張
は
彼
の
語
学
力
を
買
わ
れ
た
た
め
と
も
思
わ

れ
る
が
、
病
の
た
め
翌
年
に
は
途
中
帰
国
と
な
っ
た
。
そ
し
て
明

治
十
九
年
五
月
に
大
阪
控
訴
院
検
事
と
し
て
大
阪
に
赴
任
す
る
。

こ
こ
で
初
め
て
大
阪
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
時

の
控
訴
院
院
長
児
島
惟
謙
を
相
談
役
と
し
て
、
関
西
法
律
学
校
の

設
立
と
初
代
校
長
へ
の
就
任
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

　

小
倉
の
検
事
任
官
は
明
治
二
十
一
年
十
月
ま
で
で
あ
り
、
依
願

免
職
し
た
の
ち
大
阪
で
唯
一
の
「
法
律
学
士
」
と
し
て
代
言
人
（
弁

護
士
）
を
開
業
す
る
。
そ
の
後
は
民
間
人
と
し
て
弁
護
士
業
に
従

事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
政
治
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
が
、
明
治
三
十
一
年
七
月

の
内
務
省
警
保
局
長
へ
の
登
用
で
あ
る
。
警
保
局
長
と
い
う
地
位

写真 6　小倉久（小倉アルバム）写真 7　小倉久（明治写真帖）
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は
内
務
省
で
は
ナ
ン
バ
ー
ス
リ
ー
に
あ
た
る
ほ
ど
の
高
位
で
あ
り
、

一
〇
年
近
く
民
間
人
で
あ
っ
た
小
倉
が
こ
の
ポ
ス
ト
に
就
任
す
る

こ
と
は
極
め
て
異
例
な
人
事
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
人
事
が
行
わ
れ
た
理
由
は
、
日
本
最
初
の
政
党
内
閣
で
あ
る

第
一
次
大
隈
内
閣
の
成
立
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
内
閣

で
内
務
大
臣
に
就
任
し
た
板
垣
退
助
と
小
倉
の
密
接
な
政
治
的
関

係
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
小
倉
が
大
阪
に
お
け
る
自

由
党
の
有
力
者
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
板
垣
と
の

親
し
い
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
は

板
垣
退
助
の
写
真
が
一
枚
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
写
真
に
は
何
の
記
載
も
な
く
、
い
つ
頃
こ
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め

ら
れ
た
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
ア
ル
バ
ム
が
小

倉
の
交
友
関
係
、
あ
る
い
は
思
想
信
条
を
知
る
こ
と
を
予
想
さ
せ

る
に
は
、
十
分
な
一
枚
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
第
一
次
大
隈
内
閣
は
四
ヶ
月
間
の
短
命
内
閣
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
が
、
小
倉
は
警
保
局
長
に
翌
年
四
月
ま
で
在
留
し
、
そ
の

後
和
歌
山
県
知
事
に
転
出
す
る
。
し
か
し
小
倉
が
地
方
自
治
に
ど

れ
ほ
ど
精
通
し
て
い
た
か
を
考
え
た
時
、
こ
の
ポ
ス
ト
は
必
ず
し

も
満
足
で
き
る
人
事
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
後
は

徳
島
・
富
山
、
さ
ら
に
休
職
期
間
を
挟
ん
で
大
分
・
岐
阜
の
各
県

知
事
を
歴
任
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
、
地
方
自
治
の
場
に

お
い
て
は
特
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
司
法

畑
を
歩
ん
で
き
た
小
倉
の
経
歴
を
見
れ
ば
や
む
を
得
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
小
倉
の
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
に
か
け
て
の
写
真
は
、
未

だ
見
い
だ
せ
て
い
な
い
。
小
倉
の
現
在
知
ら
れ
て
い
る
生
前
最
後

の
写
真
は
、
裏
面
に
「
五
二
歳
」
と
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
写

真
8
）。
こ
の
写
真
で
は
い
く
つ
か
勲
章
を
佩
用
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
明
治
三
十
三
年
に
ト
ル
コ
帝
国

か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
治
二
十
三
年
九
月
十

六
日
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が
熊
野
灘
に
て
暴

風
の
た
め
遭
難
し
た
。
そ
の
救
助
、
あ
る
い
は
慰
霊
碑
を
建
立
し

た
こ
と
に
対
し
て
、
感
謝
を
込
め
て
和
歌
山
県
知
事
で
あ
っ
た
小

倉
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
勲
章
を
佩
用
し
た
写
真
が
最
も
多
く
流
布
し
て
お
り
、
こ

の
写
真
を
も
と
に
関
西
大
学
会
館
入
口
に
掲
げ
ら
れ
た
レ
リ
ー
フ

も
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
9
）。
し
か
し
こ
の
写
真
を
撮

影
し
た
頃
が
、
小
倉
に
と
っ
て
元
気
で
あ
っ
た
最
後
に
近
い
の
か
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も
知
れ
な
い
。
明
治
三
十
九
年
十
一
月
四
日
、
岐
阜
県
知
事
在
職

中
に
病
死
し
た
。
享
年
五
四
歳
で
あ
り
、
奇
し
く
も
関
西
大
学
創

立
記
念
日
と
同
じ
日
で
あ
っ
た
。

3　

小
倉　

久
の
残
し
た
ア
ル
バ
ム

　

本
章
で
は
、
小
倉
久
の
手
元
に
あ
っ
た
ア
ル
バ
ム
の
概
要
を
記

し
て
お
き
た
い
。
ア
ル
バ
ム
は
昭
和
六
十
年
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
『
百
年
史 

人
物
編
』
に
そ
の
存
在
が
記

さ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
る
。

　

今
回
明
治
写
真
帖
に
収
録
さ
れ
た
小
倉
の
写
真
を
年
史
編
纂
室

に
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
親
し
く
こ
の
ア
ル
バ
ム

を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
小
倉
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
時
か

ら
数
え
る
と
一
〇
〇
年
以
上
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
が
遺
存
状
況
は
良
好
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
て
い
る
写
真
に
つ

い
て
も
褪
色
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

ア
ル
バ
ム
は
縦
二
八
セ
ン
チ
、
横
二
二
セ
ン
チ
、
厚
さ
八
・
五

セ
ン
チ
を
測
る
革
製
で
あ
り
、
長
辺
小
口
中
央
に
留
め
金
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
（
写
真
10
）。
中
に
は
名
刺
判
写
真
（
縦
一
〇
〜
一
一

セ
ン
チ
・
横
六
〜
七
セ
ン
チ
）
が
四
枚
ず
つ
収
め
ら
れ
る
よ
う
な

写真 8　小倉久（年史編纂室）写真 9　小倉久（関西大学会館レリーフ）
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台
紙
が
三
二
頁
に
わ
た
っ
て
綴
じ
ら
れ
て
い
る
（
写
真
11
）。
す
な

わ
ち
す
べ
て
に
写
真
を
収
め
た
場
合
に
は
一
二
八
枚
が
収
納
で
き

る
。
実
際
に
は
空
隙
も
あ
る
の
で
、
現
在
収
め
ら
れ
て
い
る
写
真

は
一
〇
七
枚
を
数
え
る
。

　

こ
の
種
の
ア
ル
バ
ム
は
「
ウ
イ
ン
ド
ー
・
ア
ル
バ
ム
」
と
称
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
に
西
欧
で
流
行
し
た
「
カ

ル
ト
・
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
（Carte de V

isite

）」
と
呼
ば
れ
た
肖

像
写
真
を
収
め
る
た
め
の
ア
ル
バ
ム
で
あ
る
。
小
倉
の
ア
ル
バ
ム

に
は
製
造
場
所
、
時
期
を
示
す
よ
う
な
手
掛
か
り
は
ま
っ
た
く
な

い
が
、
仏
国
留
学
中
に
買
い
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
名
刺
判
写
真
に
つ
い
て
は
日
本
で
も
明
治
十
年
代

か
ら
流
行
し
た
よ
う
で
あ
り
、
明
治
写
真
帖
の
製
作
も
お
そ
ら
く

こ
の
時
流
に
乗
っ
た
事
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
写

真
史
、
あ
る
い
は
名
刺
判
写
真
の
歴
史
的
価
値
に
つ
い
て
は
十
分

記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
石
黒
敬
章
や
井
桜
直
美
ら
の

先
行
研
究
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
紹
介
し
て
お
き
た
い

）
9

（
註

。

　

こ
の
ア
ル
バ
ム
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
作
ら
れ
た
か
に
つ
い
て

は
、
何
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
写
真
の
裏
に
記

さ
れ
て
い
る
西
暦
（
あ
る
い
は
皇
紀
）
に
よ
っ
て
判
明
す
る
も
の

写真10　 小倉久アルバム
（外形）

写真11　小倉久アルバム（中状況）
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に
あ
っ
て
は
、
明
治
五
年
か
ら
明
治
三
十
五
年
の
三
〇
年
間
に
撮

影
さ
れ
た
写
真
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち

小
倉
が
二
〇
歳
前
後
か
ら
各
県
知
事
を
歴
任
し
て
い
る
頃
ま
で
の

写
真
で
あ
り
、
ほ
ぼ
彼
が
成
人
し
た
以
後
の
期
間
と
重
な
っ
て
い

る
。

　

し
か
し
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
て
い
る
順
序
は
必
ず
し
も
撮
影

さ
れ
た
順
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
一
頁
目
か
ら
順

に
写
真
を
眺
め
て
い
く
と
、
あ
る
程
度
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
を
収
め

て
い
く
意
図
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
「
外
国
人
」

「
家
族
」「
学
友
」「
留
学
中
の
訪
問
者
」「
そ
の
他
（
不
明
を
含
む
）」

と
い
う
分
類
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
区
分
に
そ
っ
て
ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
く
と
、
一
頁
目
の
最

初
に
収
め
ら
れ
て
い
る
写
真
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
で
あ
る
（
写
真
12
）。

い
う
ま
で
も
な
く
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
明
治
初
期
に
来
日
し
た
お
雇

い
外
国
人
の
一
人
で
あ
り
、「
近
代
日
本
法
学
の
父
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
小
倉
に
と
っ
て
は
、
司
法
省

法
学
校
の
先
生
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
仏
国
留
学
を
推
薦
し
て
く
れ

た
恩
師
で
も
あ
る
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
の
一
番
最
初
に
収
め
ら
れ
て

い
て
、
当
然
の
人
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
も
う
一
人
の

恩
師
で
も
あ
る
、
リ
ベ
ロ
ー
ル
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
リ
ベ
ロ
ー

ル
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
よ
り
前
に
来
日
し
て
お
り
、
大
学
南
校
で
仏

語
を
教
授
し
て
い
た
時
か
ら
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
（
写

真
13
）。
こ
の
二
人
と
と
も
に
外
国
人
女
性
の
写
真
も
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
裏
書
き
が
な
く
誰
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
収
め
ら
れ

た
順
序
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
、
リ
ベ
ロ
ー
ル
の
夫

人
で
あ
ろ
う
か
。

　

次
の
「
学
友
」
以
下
は
次
章
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
家
族

を
撮
影
し
た
写
真
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
ア
ル
バ
ム

に
収
め
ら
れ
た
家
族
の
中
で
最
多
の
写
真
を
占
め
て
い
る
人
物
が

長
男
の
「
揆
一
（
き
い
ち
）」
で
あ
る
。
揆
一
は
明
治
一
五
年
（
一

八
八
二
）
に
生
ま
れ
て
お
り
、
成
長
と
と
も
に
そ
の
時
々
の
姿
を

ア
ル
バ
ム
の
中
に
残
し
て
い
る
。
最
後
に
確
認
で
き
る
姿
は
、
明

治
三
十
五
年
に
二
〇
歳
を
迎
え
た
時
の
写
真
で
あ
る
。
こ
の
揆
一

を
写
し
た
写
真
の
裏
に
は
、
明
ら
か
に
子
供
の
筆
跡
で
撮
影
年
月

日
や
人
物
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
揆
一
本

人
が
記
し
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
写

真
を
多
数
、
そ
し
て
大
切
に
収
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
小
倉
の
家

庭
人
と
し
て
の
側
面
が
窺
え
る
。
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こ
の
よ
う
に
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
写
真
の
配
列
は
、
小
倉

自
身
の
手
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
な
さ
れ
た
と
考
え
る

ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
裏
書
き
が
無
い
も
の
も
多

く
、
写
さ
れ
た
人
物
が
誰
で
あ
る
か
の
手
掛
か
り
が
ま
っ
た
く
な

い
写
真
も
あ
る
。
ま
た
、
裏
書
き
が
あ
っ
て
も
読
め
な
い
も
の
も

多
い
。
特
に
、
横
文
字
で
サ
イ
ン
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
文
字
を
読

み
取
る
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
は
難
題
で
あ
る

）
10

（
註

。
小
倉
の
経
歴
か

ら
仏
語
の
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
も
独
語
が
記
さ
れ
た
写
真
も
あ
る
。

　

ま
た
、
撮
影
さ
れ
た
写
真
館
も
日
本
に
あ
っ
て
は
、
東
京
・
大

阪
・
横
浜
は
も
と
よ
り
、
滋
賀
県
な
ど
の
地
方
に
あ
っ
た
と
こ
ろ

も
認
め
ら
れ
る
。
外
国
で
は
仏
国
は
も
ち
ろ
ん
独
国
・
英
国
、
さ

ら
に
は
中
国
上
海
の
写
真
館
で
も
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
撮
影

さ
れ
た
場
所
か
ら
、
被
写
体
の
同
定
を
進
め
て
い
く
作
業
は
今
後

の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

4　

司
法
省
法
学
校
第
一
期
生
の
面
々

　

本
章
で
は
、
小
倉
が
法
律
を
学
ぶ
学
生
で
あ
っ
た
時
か
ら
、
仏

国
に
留
学
し
た
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
て
記
述
を
進
め
て
い
き
た
い
。

写真12　ボアソナード（小倉アルバム）写真13　リベロール（小倉アルバム）
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特
に
、
法
学
校
か
ら
と
も
に
留
学
し
た
仲
間
の
写
真
は
、
先
述
し

た
恩
師
に
引
き
続
い
て
ア
ル
バ
ム
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
生
涯
を

通
じ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
学
友
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
こ
の
法
学
校
時
代
の
同
窓
生
が
、
関
西
法
律
学
校
の
設
立
や
、

そ
の
後
の
運
営
に
大
い
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期

の
交
友
関
係
を
ア
ル
バ
ム
に
残
さ
れ
た
写
真
を
通
じ
て
見
て
い
く

こ
と
と
し
よ
う
。

　

小
倉
は
先
述
し
た
よ
う
に
明
治
三
年
に
大
学
南
校
に
貢
進
生
と

し
て
学
び
、
そ
の
後
明
治
四
年
九
月
に
司
法
省
に
設
置
さ
れ
た
明

法
寮
に
移
籍
す
る
。
こ
の
組
織
は
明
治
政
府
に
よ
っ
て
司
法
官
養

成
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
国
の
法
律
を
学
ぶ
こ

と
を
目
的
と
し
た
。
こ
の
機
関
が
後
に
東
京
大
学
法
学
部
に
発
展

し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
近
代
法
治
国
家
を
建
設
す
る
た
め
の
人

材
を
多
数
輩
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た

）
11

（
註

。
但
し
明
法
寮
と
い
う
名
称

は
明
治
八
年
五
月
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
は
司
法
省
法
学
校
正
則

科
に
引
き
継
が
れ
る
。
よ
っ
て
小
稿
で
は
小
倉
が
卒
業
し
た
時
の

名
称
で
あ
る
、
法
学
校
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
法
学
校
は
明
治
五
年
七
月
に
生
徒
定
員
二
〇
名
と

す
る
こ
と
で
発
足
し
、
入
学
試
験
を
経
て
八
月
に
は
第
一
期
生
が

決
定
し
た
。
や
や
煩
雑
に
は
な
る
が
、
そ
の
名
簿
を
示
し
て
お
き

た
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
掲
げ
た
人
物
が
、小
倉
の
生
涯
に
わ
た
る

学
友
と
い
っ
て
過
言
の
な
い
人
々
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る）

12

（
註

。

【
明
治
五
年
八
月
一
七
日
付　

入
学
者
】

　

1　

井
上
正
一　
　
　

☆　

○　
　

第
一
期
留
学

　

2　

中
村
健
三　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
年
退
学

　

3　

栗
塚
省
吾　
　
　

☆　

○　
　

第
一
期
留
学

　

4　

熊
野
敏
三　
　
　

☆　

○　
　

第
一
期
留
学

　

5　

木
下
廣
次　
　
　

☆　
　
　
　

第
一
期
留
学

　

6　

水
野
貞
次　
　
　
　
　
　
　

明
治
七
年
退
学

　

7　

岸
本
辰
雄　
　
　

☆　

○　
　

第
二
期
留
学

　

8　

加
太
邦
憲　
　
　

☆　

○　
　

司
法
省
出
仕

　

9　

野
々
村
保
次
郎　
　
　
　
　

明
治
六
年
退
学

　

10　

横
田
孝
敬
（
勝
太
郎
）　
　

明
治
六
年
退
学

　

11　

関
口　

豊　
　
　
　
　

○　
　

第
一
期
留
学

　

12　

佐
藤
金
三
郎　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
退
学

　

13　

中
川　

元　
　
　
　
　

○　

明
治
七
年
退
学

　

14　

宮
城
浩
蔵　
　
　

☆　

○　
　

第
二
期
留
学
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15　

高
畠
里
美　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
退
学

　

16　

小
倉　

久　
　
　

☆　

○　
　

第
二
期
留
学

　

17　

磯
部
四
郎　
　
　

☆　

○　
　

第
一
期
留
学

　

18　

近
藤
孝
一　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
退
学

　

19　

岡
村
誠
一　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
期
留
学

　

20　

浅
岡　

一　
　
　
　
　
　
　

明
治
六
年
退
学

　
　
　
　
　
　
　
　

☆
＝
大
学
南
校
か
ら
の
移
籍
者

　
　
　
　
　
　
　
　

○
＝
小
倉
ア
ル
バ
ム
収
録
者

　

こ
の
二
〇
人
が
最
初
の
入
学
者
と
な
る
が
、
こ
の
う
ち
九
名
が

学
業
を
終
了
す
る
前
に
退
学
し
て
お
り
、
欠
員
が
生
じ
た
た
め
に

四
名
が
追
加
合
格
と
な
っ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
明
治
七
年
四
月
四
日
付　

入
学
者
】

　

21　

井
上　

操　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

22　

木
下
哲
三
郎　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

23　

内
藤
直
亮　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

24　

矢
代　

操　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用

　

す
な
わ
ち
明
治
五
年
入
学
者
の
う
ち
在
学
し
て
い
た
一
一
名
と

追
加
の
四
名
の
合
計
一
五
名
が
明
法
寮
が
廃
止
さ
れ
た
時
点
（
明

治
八
年
五
月
）
の
在
校
生
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
ま
ま
司
法
省
法

学
校
正
則
科
に
移
籍
す
る
が
、
こ
れ
ら
生
徒
の
う
ち
優
秀
な
人
材

を
選
ん
で
仏
国
に
留
学
さ
せ
る
方
針
が
固
ま
る
。
そ
の
結
果
、「
第

一
期
留
学
」
と
し
た
七
名
の
留
学
が
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
一
五

名
の
う
ち
七
名
が
抜
け
、
こ
の
時
点
で
在
学
生
は
八
名
と
な
っ
た

の
で
、
定
員
二
〇
名
を
充
足
す
る
た
め
に
一
二
名
の
補
欠
入
学
者

が
決
定
し
た
。
次
の
一
二
名
で
あ
る
。

【
明
治
八
年
九
月
付　

入
学
者
】

　

25　

大
島
三
四
郎　
　
　
　

○　
　

司
法
省
出
仕

　

26　

福
原
直
道　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用

　

27　

一
瀬
（
沢
井
）
勇
三
郎　
　
　

司
法
省
出
仕

　

28　

橋
本
胖
三
郎　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

29　

井
田
鐘
次
郎　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

30　

亀
山
貞
義　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

31　

立
木
頼
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用

　

32　

高
木
豊
三　
　
　
　
　
　
　
　

司
法
省
出
仕

　

33　

杉
村
虎
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用
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34　

藤
林
忠
良　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用

　

35　

岩
野
新
平　
　
　
　
　

○　
　

司
法
省
出
仕

　

36　

大
塚
成
吉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
採
用

　

途
中
退
学
し
た
者
を
含
め
こ
の
三
六
名
が
、
司
法
省
法
学
校
正

則
科
第
一
期
生
と
し
て
よ
い
。
こ
の
三
六
名
に
つ
い
て
卒
業
後
の

進
路
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
一
〇
名
が
仏
国
留
学
、
一
一
名
が
司

法
省
出
仕
、
六
名
が
不
採
用
、
九
名
が
中
途
退
学
と
な
る
。
そ
し

て
こ
の
一
覧
表
の
中
で
星
印
を
付
し
た
九
名
が
、
大
学
南
校
か
ら

移
籍
し
た
者
で
あ
る
。
こ
の
九
名
の
う
ち
八
名
が
仏
国
留
学
を
果

た
し
て
お
り
、
大
学
南
校
で
仏
語
の
学
習
に
励
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
っ
て
優
秀
な
生
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
ま
た
、

丸
印
を
付
し
た
人
物
は
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
肖
像
写
真
が
収
め
ら

れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
星
印
と
丸
印
が
両
方
付
さ
れ
た
人
々
は
、

大
学
南
校
か
ら
司
法
省
法
学
校
、
さ
ら
に
は
仏
国
留
学
と
い
う
小

倉
と
同
じ
経
歴
を
た
ど
っ
た
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
強
い
絆

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
の
う
ち
大
学
南
校
か
ら
の
移
籍
者
の
う
ち
、
一
名
だ

け
が
留
学
を
し
て
い
な
い
人
物
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
の
人
物
が
、「
加
太
邦
憲
（
か
ぶ
と
く
に
の
り
）」
で
あ
る
。
加

太
は
本
学
が
「
関
西
法
律
学
校
」
か
ら
「
関
西
大
学
」
に
昇
格
し

た
際
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
人
物
で
あ
り
、
学
長
と
名
乗
っ
た

人
物
と
し
て
は
初
代
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
簡
単
に
加
太
の
略
歴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い

）
13

（
註

。
誕
生

は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
五
月
に
桑
名
藩
の
上
級
藩
士
の
三
男

と
し
て
誕
生
し
た
。
明
治
三
年
に
桑
名
藩
の
貢
進
生
と
し
て
大
学

南
校
に
入
り
、
小
倉
と
同
じ
履
歴
を
た
ど
る
。
明
治
九
年
に
法
学

校
を
卒
業
す
る
が
、
他
の
八
名
と
は
異
な
り
、
留
学
は
し
て
い
な

い
。
卒
業
後
す
ぐ
に
司
法
省
に
出
仕
し
、
法
学
校
の
助
教
と
し
て

第
二
期
生
以
降
の
教
育
に
従
事
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
法
学
校
副

長
、
校
長
心
得
を
経
て
、
東
京
大
学
初
代
法
学
部
長
と
な
る
。
明

治
十
九
年
に
は
判
事
に
任
官
し
た
後
、
一
瀬
勇
三
郎
（
明
治
八
年

九
月
付
入
学
者
NO. 

27
・
本
学
第
4
代
校
長
）
ら
と
と
も
に
欧
州
へ

留
学
す
る
。

　

そ
の
留
学
か
ら
帰
国
し
た
の
ち
大
阪
控
訴
院
長
に
任
じ
ら
れ
、

大
阪
に
赴
任
し
た
こ
と
か
ら
本
学
と
の
関
係
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
明
治
三
十
一
年
に
校
長
（
第
5
代
）
に
推
挙
さ
れ
、
専
門
学
校

令
に
よ
っ
て
「
私
立
関
西
大
学
」
に
昇
格
す
る
と
と
も
に
学
長
（
校
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長
か
ら
通
算
で
第
6
代
）
に
就
任
す
る
。
明
治
三
十
八
年
に
学
長

を
辞
任
し
た
後
は
貴
族
院
議
員
に
選
ば
れ
、
昭
和
四
年
（
一
九
二

九
）
に
、
八
〇
歳
の
長
寿
を
も
っ
て
逝
去
す
る
。

　

こ
の
加
太
が
本
学
に
果
た
し
た
大
き
な
功
績
に
つ
い
て
『
百
年

史 

人
物
編
』
で
は
、「
本
学
の
発
展
期
に
加
太
を
迎
え
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
は
大
き
な
し
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。」
と
記
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
大
学
へ
の
昇
格
と
自
前
校
舎
の
建
設
が
、
ま
さ
に
こ
の

加
太
が
学
長
で
あ
っ
た
時
に
な
さ
れ
た
二
大
事
業
で
あ
る
。

　

さ
て
、
小
倉
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
加
太
の
肖
像
写
真
（
写

真
14
）
と
、
晩
年
の
大
礼
服
を
着
用
し
た
写
真
（
写
真
15
）
の
両

方
を
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
写
真
を
見
る
に
つ
け
小
倉
の
ア
ル

バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
写
真
が
、
晩
年
功
を
遂
げ
た
人
々
の
若
き
姿

を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
加
太
の
名
誉
の
た
め
に
も
留
学
生
に
選
抜
さ
れ
な
か
っ

た
理
由
を
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
要
因
は
け
し
て
成
績
が
ふ
る

わ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く

）
14

（
註

、
彼
が
第
一
期
法
学
校
生
徒
の
中
で

最
年
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
加
太
は

大
学
南
校
に
入
学
す
る
時
か
ら
す
で
に
年
齢
制
限
を
超
え
て
お
り
、

司
法
省
法
学
校
で
も
最
年
長
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
以
上
留

写真14　加太邦憲（小倉アルバム）写真15　加太邦憲（年史編纂室）
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学
さ
せ
る
よ
り
は
、
即
戦
力
と
し
て
法
学
校
の
教
育
を
担
う
人
材

と
し
て
司
法
省
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
優
秀
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
す
ぐ
助
教
に
任
官
し
、
後
進
の

指
導
に
あ
た
っ
た
と
考
え
た
い
。
本
学
に
と
っ
て
も
、
加
太
が
司

法
省
法
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
大
学
法
学
部
長
と
い
う
司
法
教
育

に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
幸
い
な
こ
と
と
し

て
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、
仏
国
へ
留
学
し
た
一
〇
名
の
様
子
を
、
小
倉
の
ア
ル

バ
ム
に
収
録
さ
れ
た
肖
像
写
真
と
と
も
に
見
て
い
き
た
い
。
留
学

生
は
井
上
ら
七
名
が
第
一
期
と
し
て
、
明
治
八
年
に
派
遣
さ
れ
た
。

そ
し
て
翌
明
治
九
年
に
小
倉
・
岸
本
・
宮
城
の
三
名
が
あ
と
を
追

う
よ
う
に
第
二
期
留
学
生
と
し
て
出
発
す
る
。
仏
国
へ
の
渡
航
の

様
子
は
、
岸
本
が
日
本
に
送
っ
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
引

用
し
て
お
く

）
15

（
註

。

「
日
本
横
浜
港
ヨ
リ
仏
国
馬
塞
里
港
（
筆
者
註
：
マ
ル
セ
ー
ユ

港
）
マ
テ
四
千
四
百
十
九
里
余
航
海
日
数
四
十
九
日
の
間
時

正
ニ
盛
夏
ナ
リ
ト
雖
モ
或
ハ
冷
気
ヲ
覚
エ
着
用
ス
ル
所
モ
ア

リ
」

「
仏
国
馬
塞
里
港
ヘ
達
シ
ヨ
リ
仏
国
京
城
巴
里
府
マ
テ
二
百

二
十
里
余
鉄
道
ニ
テ
安
着
」

　

こ
の
手
紙
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
三
名
は
同
じ
船
で
渡
欧
し
た
と

思
わ
れ
る
が
、
三
名
の
留
学
決
定
は
明
治
九
年
八
月
五
日
で
あ
り
、

留
学
先
の
パ
リ
大
学
第
一
回
履
修
登
録
日
は
十
一
月
五
日
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
九
月
早
々
に
出
立
し
、
約
二
ヶ
月
で
巴
里
に
到
着
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

巴
里
に
は
す
で
に
七
名
が
留
学
し
て
お
り
、
小
倉
ら
の
留
学
生

活
も
ス
ム
ー
ズ
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
倉
の
下
宿

先
は
不
明
で
あ
る
が
、
パ
リ
大
学
に
ほ
ど
近
い
ラ
シ
ー
ヌ
街
オ
デ

オ
ン
座
近
く
に
他
の
留
学
生
達
と
生
活
を
共
に
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
頃
の
留
学
生
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
良
・
中
村
義
幸
・

大
久
保
泰
甫
ら
の
先
行
研
究
に
詳
し
い

）
16

（
註

。
い
ず
れ
に
せ
よ
小
倉
ら

一
〇
名
は
よ
く
勉
強
に
励
み
、
そ
の
う
ち
熊
野
敏
三
は
（
写
真
16
）、

留
学
年
数
八
年
を
経
て
明
治
十
六
年
十
二
月
に
パ
リ
大
学
法
学
博

士
号
を
取
得
し
て
い
る
。
小
倉
に
つ
い
て
は
、
中
村
ら
の
研
究
に

よ
っ
て
も
学
生
原
簿
が
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
正
確
な
履
修
状

況
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
岸
本
・
宮
城
と
同
じ
く
三
年
間
の

課
程
を
修
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
る
に
そ
の
一
方
、『
百
年
史 

人
物
編
』に
は
、
小
倉
の
留
学
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時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
次
の
よ
う
な
一
文
を
掲
載
し
て
い
る

）
17

（
註

。

「
巴
里
に
留
学
中
な
り
し
西
園
寺
公
望
公
と
莫
逆
の
友
な
り
し

由
に
て
、
同
公
爵
に
は
巴
里
社
交
界
の
花
形
婦
人
よ
り
深
き

恋
愛
を
注
が
れ
非
常
に
迷
惑
さ
れ
た
際
、
余
は
之
が
撃
退
役

を
な
し
た
る
こ
と
も
あ
り
し
と
、
呵
々
大
笑
せ
ら
れ
た
り
。」

　

こ
の
一
文
を
読
む
限
り
西
園
寺
だ
け
が
巴
里
の
社
交
界
に
出
入

り
し
た
の
で
は
な
く
、
小
倉
も
同
様
に
巴
里
の
生
活
を
謳
歌
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
勉
強
だ
け
で
な
く

巴
里
の
華
や
か
な
生
活
を
楽
し
む
一
コ
マ
に
、
肖
像
写
真
の
撮
影

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
留

学
生
の
う
ち
栗
塚
省
吾
と
宮
城
浩
蔵
の
写
真
は
（
写
真
17
・
18
）、

同
じ
ポ
ー
ズ
で
同
じ
写
真
館
で
撮
影
し
て
お
り
、
連
れ
だ
っ
て
撮

影
に
出
か
け
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
小
倉
自
身
の
写
真
に
つ
い

て
も
、
ポ
ー
ズ
は
違
う
が
同
じ
写
真
館
（J. T

O
U
RT
IN
 A
IN
E

）

で
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
6
）。

　

こ
の
よ
う
に
法
律
の
勉
強
と
社
会
勉
強
の
両
方
に
大
活
躍
す
る

様
子
が
窺
え
る
が
、
当
然
不
如
意
と
な
る
の
が
生
活
資
金
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
彼
ら
一
〇
名
は
官
費
留
学
生
で
あ
る
か
ら
学
費
そ
の
他

生
活
費
も
合
わ
せ
て
支
給
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

岸
本
辰
雄
（
写
真
19
）
と
小
倉
が
帰
国
後
に
留
学
中
の
借
金
返
済

を
月
賦
払
と
す
る
こ
と
を
記
し
た
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る

）
18

（
註

。
そ
の

一
部
を
、
引
用
す
る
。

「
在
留
中
両
人
共
不
幸
ニ
シ
テ
疾
病
ニ
罹
リ
殆
ン
ト
一
命
ニ
モ

可
関
程
ノ
大
患
ニ
テ
多
方
療
養
ヲ
尽
シ
之
レ
カ
為
メ
療
養
入

費
等
相
嵩
ミ
尋
常
学
資
ニ
テ
支
弁
難
致
ニ
因
リ
金
額
拝
借
ノ

儀
願
出
ノ
末
・
・
・（
中
略
）・
・
・
、
小
倉
久
ヘ
金
弐
千
五

拾
五
円
弐
拾
銭
七
厘
貸
渡
候
・
・
・（
後
略
）」

写真16　熊野敏三（小倉アルバム）
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こ
の
よ
う
に
三
年
間
の
留
学
中
に
、
二
千
円
以
上
の
借
金
を
公

使
館
に
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
年
間
に
支
給
さ
れ
る

学
資
金
は
九
五
〇
円
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
年
分
を
超
え
る
額

の
借
金
で
あ
る
。
小
倉
が
留
学
中
に
疾
病
に
苦
し
ん
だ
か
否
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
か
た
や
華
族
の
西
園
寺
と
同
じ
よ
う
に
社
交
界

で
お
つ
き
あ
い
を
す
れ
ば
、
支
弁
金
で
は
足
り
な
く
な
る
こ
と
は

必
定
で
あ
る
。『
百
年
史 

人
物
編
』
の
記
載
に
あ
る
よ
う
に
小
倉

が
社
交
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
本
人
が
語
る
西
園
寺
と

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
借
金
が
病
気
に
よ
る
も
の
だ

写真17　栗塚省吾（小倉アルバム）写真18　宮城浩蔵（小倉アルバム）

写真19　岸本辰雄（小倉アルバム）
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け
と
は
思
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
明
治
初
期
の
留
学
生
活
が
、
現
代
で
は
想
像
も

つ
か
な
い
ほ
ど
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

第
一
期
留
学
生
七
名
の
う
ち
「
岡
村
誠
一
」「
関
口
豊
」
の
二
名

は
、
巴
里
で
客
死
し
て
い
る
。
死
亡
年
月
日
は
、
岡
村
が
明
治
十

年
一
月
（
日
付
不
明
）、
関
口
は
同
年
八
月
二
十
八
日
に
病
死
し

た
。
こ
の
二
名
の
う
ち
関
口
の
写
真
が
、
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
収

め
ら
れ
て
い
る
（
写
真
20
）。
そ
し
て
こ
の
写
真
の
裏
に
は
、
お
そ

ら
く
小
倉
自
身
が
書
き
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
「
関
口
豊
遺
像
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
巴
里
に
お
け
る
華
や
か
な
生
活
が
あ
る
一
方
、

国
家
の
威
信
を
背
負
っ
て
勉
強
に
励
ん
だ
明
治
初
期
留
学
生
の
悲

し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
そ
の
他
の
留
学
生
の
写
真
も
掲
載
し
て
お
こ
う
。
そ
の

一
人
は
井
上
正
一
で
あ
り
（
写
真
21
）、
第
一
期
留
学
生
と
し
て
パ

リ
大
学
に
学
び
、
明
治
十
一
年
に
法
学
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。

も
う
一
人
は
、
井
上
と
同
じ
経
歴
を
経
た
磯
部
四
郎
で
あ
る
（
写

真
22
）。
彼
は
学
士
号
を
取
得
後
直
ち
に
帰
国
し
、
明
治
十
二
年
二

月
に
司
法
省
に
判
事
と
し
て
出
仕
す
る
。
そ
の
た
め
明
治
写
真
帖

に
収
録
さ
れ
る
資
格
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
（
写
真
23
）。
小
倉
の

写真20　関口豊（小倉アルバム）写真21　井上正一（小倉アルバム）
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ア
ル
バ
ム
に
収
録
さ
れ
た
人
物
の
う
ち
、
明
治
写
真
帖
に
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
留
学
生
は
、
小
倉
と
磯
部
の
二
名
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
司
法
省
法
学
校
か
ら
巴
里
に
学
ん
だ
、
若
き
日
の

小
倉
ら
留
学
生
の
姿
を
見
て
き
た
。
そ
の
巴
里
で
客
死
し
た
関
口

の
よ
う
に
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
の
み
そ
の

姿
を
留
め
て
い
る
人
物
が
他
に
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
留

学
生
活
を
終
え
た
後
、
彼
ら
は
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
の

司
法
界
・
政
界
・
官
界
を
背
負
う
人
材
に
成
長
し
て
い
く
。
さ
ら

に
は
、
小
倉
・
加
太
が
本
学
の
設
立
に
関
与
し
た
よ
う
に
、
宮
城
・

岸
本
が
現
在
の
明
治
大
学
の
創
設
に
関
与
す
る
。
さ
ら
に
木
下
廣

次
は
、
後
年
京
都
帝
国
大
学
の
初
代
総
長
と
し
て
教
育
界
に
も
大

い
に
貢
献
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
は
小
稿
で
は
触
れ
な
い
こ
と

と
す
る
が
、
彼
ら
の
青
春
の
日
々
が
こ
の
ア
ル
バ
ム
の
中
に
収
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

5　

そ
の
他
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
人
々

　

小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
収
録
さ
れ
た
一
〇
七
枚
の
写
真
に
は
、
後

年
功
成
り
名
を
遂
げ
た
人
物
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
姿
を
追
っ
て
い
け
ば
明
治
時
代

写真22　磯部四郎（小倉アルバム）写真23　磯部四郎（明治写真帖）
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の
若
き
日
本
の
礎
を
築
い
た
人
々
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
だ
十
分
に
被
写
体
の

同
定
作
業
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
そ
し
て
ま
た
紙
幅
の
関
係
も

あ
る
の
で
、
本
学
に
関
係
し
た
二
名
の
人
物
だ
け
を
掲
載
し
て
お

き
た
い
。

　

関
西
法
律
学
校
は
明
治
十
九
年
に
開
校
し
、
同
二
十
二
年
に
第

一
回
の
卒
業
生
を
送
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一
回
卒
業

証
書
授
与
式
は
九
月
十
六
日
に
挙
行
さ
れ
、
三
年
間
の
勉
学
を
終

え
た
一
七
名
が
卒
業
生
と
な
っ
た
。
そ
の
時
の
記
念
写
真
が
年
史

編
纂
室
に
残
さ
れ
て
お
り
、
一
一
名
を
数
え
る
卒
業
生
が
写
っ
て

い
る
（
写
真
24
）。
こ
の
写
真
の
手
前
左
側
か
ら
二
人
目
に
顔
が
見

え
る
人
物
が
「
野
崎
勇
二
郎
」
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
卒
業
後
の

履
歴
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
人
物
の
写
真
が
小
倉

の
ア
ル
バ
ム
に
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
25
）。
小
倉
は
第
一
回
の
卒

業
生
を
輩
出
す
る
前
年
に
校
長
（
学
長
）
を
辞
任
し
て
い
る
が
、

こ
の
写
真
は
小
倉
と
在
学
生
の
関
係
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
す

と
い
え
よ
う
。

　

も
う
一
人
卒
業
生
が
、
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
人
物
の
名
は
「
阿
川
甲
一
」
と
い
い
（
写
真
26
）、
作
家
で
あ

写真24　 関西法律学校第 1期卒業生
（明治22年）（年史編纂室）

写真25　 野崎勇二郎
（小倉アルバム）
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る
阿
川
弘
之
の
父
に
し
て
、
法
学
者
阿
川
尚
之
（
慶
應
大
学
教

授
）・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
阿
川
佐
和
子
の
祖
父
で
あ
る
。

　

阿
川
甲
一
は
明
治
三
年
に
生
誕
し
、
本
学
の
第
三
期
卒
業
生

（
明
治
二
十
四
年
）
で
あ
る
。
そ
の
後
、
和
佛
法
律
学
校
（
現
在
の

法
政
大
学
）
も
卒
業
し
て
い
る
。
卒
業
後
は
中
国
大
陸
に
進
出
し
、

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
建
設
を
請
け
負
う
な
ど
実
業
家
と
し
て
の
頭
角

を
現
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
日
露
戦
争
の
前
後
に
満
州
に
渡
り
大

正
時
代
半
ば
頃
ま
で
満
州
に
お
け
る
事
業
を
展
開
す
る
。
そ
の
後

は
隠
居
し
て
、
広
島
に
居
を
定
め
昭
和
二
十
三
年
に
没
し
て
い
る
。

阿
川
に
つ
い
て
も
実
業
家
と
し
て
活
躍
し
た
以
降
の
写
真
は
知
ら

れ
て
い
る
が
、
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
写
真
は
、
最
も

若
い
姿
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

阿
川
と
小
倉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
年
史
編
纂
室
に
残
さ
れ
て

い
る
阿
川
の
明
治
二
十
二
年
度
「
金
銭
領
収
押
切
」
と
い
う
、
い

わ
ば
学
費
の
領
収
を
証
明
す
る
書
類
に
「
小
倉
講
師
紹
介
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
正

確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
小
倉
は
自
宅
を
「
友
愛
館
」
と
名
付
け
、

何
名
か
の
学
生
を
住
ま
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
あ

る
い
は
そ
こ
に
阿
川
が
寄
宿
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
阿
川
の
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

校
長
と
し
て
関
西
法
律
学
校
の
業
務
に
精
魂
を
傾
け
て
い
た
頃
の

思
い
出
と
し
て
、
強
く
心
の
中
に
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
小

倉
は
校
長
を
辞
任
し
た
後
は
ほ
と
ん
ど
本
学
と
の
関
係
を
無
く
し

て
し
ま
う
が
、
ア
ル
バ
ム
に
卒
業
生
の
写
真
を
収
め
て
い
た
こ
と

は
、
初
代
校
長
を
務
め
た
関
西
法
律
学
校
に
深
い
思
い
を
持
ち
続

け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

写真26　阿川甲一（小倉アルバム）
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お
わ
り
に

　

明
治
写
真
帖
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
小
倉
の
写
真
か
ら
、
彼
の
手

元
に
あ
っ
た
ア
ル
バ
ム
の
存
在
を
知
っ
た
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
に
収

め
ら
れ
た
写
真
か
ら
、
関
西
大
学
の
創
立
に
関
与
し
た
人
々
の
若

き
姿
を
見
て
き
た
。
最
後
に
今
後
の
課
題
を
記
し
て
ま
と
め
と
し

た
い
。

　

ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
被
写
体
を
同
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
先

述
し
た
よ
う
に
ま
っ
た
く
手
掛
か
り
の
な
い
写
真
も
あ
る
が
、
撮

影
し
た
写
真
館
で
も
判
明
す
る
写
真
は
そ
の
方
面
か
ら
も
探
査
を

進
め
て
い
き
た
い
。
現
状
で
は
家
族
を
除
い
た
と
し
て
も
、
三
分

の
一
ほ
ど
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
写
真
史
に
お
け
る
本
ア
ル
バ
ム
の
位
置

づ
け
を
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
内
の
写
真
館
、
あ
る
い
は

写
真
師
の
う
ち
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
も
「
内
田
九
一
」「
葛
城
思

風
」「
鈴
木
真
一
」「
清
水
東
谷
」
ら
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
海
外
の
写
真
館
で
は
小
倉
の
留
学
先
で
あ
る
巴
里
を
は
じ

め
、
倫
敦
・
伯
林
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
写
真
館
で
撮
影
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
倉
の
ア
ル
バ
ム
に
は
、
写
真
史
に
お
け

る
資
料
的
な
価
値
も
十
分
に
備
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

作
業
は
筆
者
に
は
荷
が
重
い
が
、
と
り
あ
え
ず
小
稿
で
こ
の
ア
ル

バ
ム
の
存
在
を
周
知
で
き
れ
ば
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
関
西
大
学
文
学
部
に
お
い
て
考
古
学
を
学
ん
だ
者
と
し

て
は
か
な
り
困
難
な
課
題
だ
が
、
仏
国
法
と
独
逸
法
、
さ
ら
に
は

英
米
法
が
ど
の
よ
う
に
取
捨
選
択
さ
れ
、
わ
が
国
に
浸
透
し
て
い

く
か
。
さ
ら
に
は
そ
の
過
程
で
仏
国
法
を
学
ん
だ
司
法
省
法
学
校

第
一
期
生
の
履
歴
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い

は
無
か
っ
た
の
か
な
ど
、
法
制
史
の
観
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
に

な
る
。
さ
ら
に
は
、
小
倉
が
内
務
省
警
保
局
長
に
任
命
さ
れ
る
背

景
と
な
っ
た
隈
板
内
閣
に
つ
い
て
の
問
題
な
ど
明
治
時
代
の
政
治

史
か
ら
こ
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
人
物
を
探
っ
て
い
く
こ
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
近
代
政
治
史
、

法
制
史
の
研
究
者
の
援
助
を
得
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

今
回
、
初
代
校
長
小
倉
久
が
所
持
し
て
い
た
ア
ル
バ
ム
を
見
な

が
ら
、
あ
ら
た
め
て
「
正
義
を
権
力
よ
り
護
れ
」
と
い
う
建
学
の

精
神
や
、「
学
の
実
化
（
じ
つ
げ
）」
と
い
う
学
是
の
意
味
を
噛
み

し
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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文
末
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
ル
バ
ム
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
多
々

ご
協
力
賜
っ
た
年
史
編
纂
室
の
皆
さ
ん
、
関
西
大
学
博
物
館
事
務

室
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
あ
げ
て
、
拙
文
を
擱
筆
し
た
い
。

註（
註
1
）  

関
西
大
学
卒
業
生
と
し
て
初
代
校
長
に
敬
称
を
付
さ
な
い

こ
と
は
不
適
切
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
彼
は
様
々
な
経
歴
を
経
て
い
る
の
で
、
ど
の
敬

称
が
適
切
か
を
迷
う
こ
と
が
あ
る
。
よ
っ
て
小
倉
の
み
な
ら

ず
、
小
稿
で
は
登
場
人
物
す
べ
て
の
敬
称
を
省
略
す
る
こ
と

で
ご
了
解
願
い
た
い
。

（
註
2
）  

薗
田
香
融
「
小
倉
久
」『
関
西
大
学
百
年
史 

人
物
編
』
関

西
大
学　

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
四
日

（
註
3
）  

『
明
治
十
二
年
明
治
天
皇
御
下
命
「
人
物
写
真
帖
」―
四

五
〇
〇
余
名
の
肖
像
』
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館　

平
成
二
十

五
年
一
月
十
二
日

（
註
4
）  

『
明
治
天
皇
紀
』
第
四　

宮
内
庁　

昭
和
四
十
五
年
八
月

十
五
日

（
註
5
）  

徳
田
誠
志
「
児
島
惟
謙
と
大
森
貝
塚
―
没
後
一
〇
〇
年

に
寄
せ
て
―
」『
関
西
大
学
年
史
紀
要
』
第
一
八
号　

平

成
二
十
一
年
三
月

（
註
6
）  

小
倉
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
註
2
の
薗
田
論
文
と
、
次
の

論
文
を
参
照
し
た
。

 
 

高
橋
雄
豺
「
明
治
時
代
の
警
保
局
長
（
七
）（
八
）」『
警

察
学
論
集
』
第
二
二
巻
一
二
・
一
三
号
警
察
大
学
校　

昭
和

四
十
四
年
十
一
・
十
二
月

（
註
7
）  

唐
沢
富
太
郎
『
貢
進
生
―
幕
末
維
新
期
の
エ
リ
ー
ト
た

ち
―
』
唐
沢
富
太
郎
著
作
集　

第
四
巻　

ぎ
ょ
う
せ
い　

平
成
二
年
十
月
二
十
日

（
註
8
）  

手
塚
豊
「
司
法
省
法
学
校
小
史
」『
明
治
法
学
教
育
史
の

研
究
』
手
塚
豊
著
作
集
第
九
巻　

昭
和
六
十
三
年
三
月
十
五

日

（
註
9
）  

石
黒
敬
章
『
幕
末
明
治
の
肖
像
写
真
』
角
川
学
芸
出
版　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

 
 

井
桜
直
美
『
セ
ピ
ア
色
の
肖
像　

幕
末
明
治
名
刺
判
写
真

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
株
式
会
社
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ　

平
成
十
二
年

十
月
十
日

（
註
10
）  

小
倉
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た
写
真
の
裏
に
フ
ラ
ン
ス
語

で
記
載
さ
れ
た
文
字
に
つ
い
て
は
関
西
大
学
文
学
部
フ
ラ
ン

ス
学
専
修
の
奥
純
教
授
、
同
じ
く
友
谷
知
己
教
授
に
解
読
賜
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っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
る
。

（
註
11
）  

司
法
省
法
学
校
に
つ
い
て
は
、
註
8
に
掲
示
し
た
手
塚
論

文
を
参
照
し
た
。

（
註
12
）  
法
学
校
第
一
期
生
の
名
簿
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照

し
た

 
 

「
第
四
節　

創
立
者
の
司
法
省
法
学
校
時
代
」『
明
治
大
学

百
年
史
』
第
一
巻
資
料
編
Ⅰ
明
治
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会　

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 
 

他
に
、
註
8
に
掲
示
し
た
手
塚
論
文
も
参
照
し
た
。

（
註
13
）  

薗
田
香
融
「
加
太
邦
憲
」『
関
西
大
学
百
年
史 

人
物
編
』

関
西
大
学　

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
四
日

（
註
14
）  

法
学
校
の
生
徒
の
成
績
に
つ
い
て
は
、
教
師
で
あ
る
ブ
ス

ケ
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
そ
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
明
治
八

年
の
ブ
ス
ケ
に
よ
る
加
太
の
評
価
は
三
組
中
第
二
組
で
あ

り
、
翌
明
治
九
年
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
評
価
で
は
二
〇
人
中

第
四
位
で
あ
る
。
留
学
生
の
選
考
が
成
績
順
で
決
定
さ
れ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
加
太
は
選
ば
れ
る
成
績
を
残
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
卒
業
後
す
ぐ
に
法
務
省
に
出
仕

し
た
理
由
を
成
績
で
は
な
く
、年
齢
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

（
註
15
）  

「
岸
本
辰
雄
渡
仏
中
の
書
簡
」『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
一

巻
資
料
編
Ⅰ
明
治
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会　

昭
和
六
十
一

年
三
月
三
十
一
日

（
註
16
）  

鈴
木
良
「
西
園
寺
公
望
と
フ
ラ
ン
ス
」『
近
代
日
本
社
会

と
思
想
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
四
年
十
一
月
一
日

 
 

中
村
義
幸
「
パ
リ
法
科
大
学
に
お
け
る
宮
城
浩
蔵
の
留
学

生
活　

―
「
新
」「
旧
」二
種
の
学
籍
カ
ー
ド
を
通
し
て
―
」

『
明
治
大
学
史
紀
要
』
一
二
号
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー　

平
成
六
年
十
二
月

 
 

大
久
保
泰
甫
「
明
治
初
期
、
パ
リ
大
学
法
学
部
日
本
人
留

学
生
の
留
学
記
録
（
一
）―
司
法
省
法
学
校
生
徒
を
中
心

と
し
て
―
」『
東
京
大
学
史
紀
要
』
第
一
六
号
東
京
大
学

史
史
料
室　

平
成
十
年
三
月

（
註
17
）  

註
2
に
同
じ

（
註
18
）  

「
岸
本
辰
雄
仏
国
留
学
中
拝
借
金
月
賦
返
納
許
可
」『
明
治

大
学
百
年
史
』
第
一
巻
資
料
編
Ⅰ
明
治
大
学
百
年
史
編
纂
委

員
会　

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日

 
徳
田
誠
志
（
と
く
だ　

ま
さ
し
・
宮
内
庁
書
陵
部
首
席
研
究
官
）


