
図
案
科
は
上
記
の
諸
科
よ
り
遅
れ
て
明
治
二
十
九
年
に
西
洋
画
科
と
と
も
に

開
設
さ
れ
た
科
で
あ
る
。
主
任
教
授
は
福
地
復
一
で
、
第
一
教
室
（
工
芸
図
案
）

を
福
地
が
担
当
し
、
第
二
教
室
（
建
築
装
飾
）
を
塚
本
靖
、
大
沢
三
之
助
ら
が
担

当
し
た
。
同
科
の
実
習
に
は
「
絵
画
」
の
科
目
も
あ
り
、
こ
れ
は
横
山
大
観
と

寺
崎
広
業
が
担
当
し
た
。
同
科
の
実
習
教
程
の
記
録
は
現
存
せ
ず
、
た
だ
、
雑

誌
記
事
に
よ
っ
て
授
業
の
概
要
を
知
る
の
み
で
あ
る
。

左
記
は
図
案
科
設
置
直
前
の
福
地
復
一
の
談
話
筆
記
で
あ
り
、
授
業
方
針
な

い
し
抱
負
が
示
さ
れ
て
い
る
。

〇
圏
案
科
の
新
設
京
都
美
術
工
藝
學
校
に
於
て
は
、
銚
に
既
に
圏
案
科

を
設
け
て
生
徒
を
教
育
な
し
居
た
る
か
、
東
京
美
術
學
校
に
て
は
来
る
九

月
よ
り
此
科
を
設
け
、
學
理
技
術
の
進
歩
を
計
る
と
は
豫
て
聞
及
ふ
慮
な

り
し
が
、
本
月
此
事
に
就
て
来
京
せ
し
、
同
校
教
授
扁
地
復
一
氏
が
、

一

日
日
出
新
聞
記
者
に
語
る
慮
あ
り
、
其
談
載
せ
て
同
紙
上
に
見
ゆ
、
圏
案

の
美
術
に
開
聯
せ
る
、
尤
も
見
る
へ
き
談
話
た
れ
は
、
韓
載
し
て
以
て
考

案
家
に
示
す
、
尚
ほ
聞
く
慮
に
よ
れ
ば
同
氏
は
先
般
来
圏
案
を
學
科
と
し

て
教
授
す
る
方
法
に
就
き
、
大
に
研
究
す
る
所
あ
り
し
由
な
れ
ば
、
本
年

夏
期
束
京
を
侯
て
更
に
其
所
見
を
叩
き
重
ね
て
詳
記
せ
ん
と
す

圏
案
の
美
術
工
藝
の
進
歩
に
重
大
の
開
係
を
有
す
る
は
論
を
待
た
ず
歌

マ
マ

洲
に
て
は
未
だ
一
科
學
と
し
て
立
成
つ
に
は
至
ら
ざ
れ
ど
も
圏
案
に
重
き

を
置
く
こ
と
殆
ん
ど
縮
霊
彫
刻
に
も
譲
ら
ず
其
書
籍
も
勘
か
ら
ざ
れ
ば
特

に
圏
案
に
開
す
る
書
籍
舘
を
設
く
る
さ
へ
あ
り
早
晩
一
科
學
と
し
て
成
立

つ
の
時
あ
る
を
信
ず
る
な
り
本
邦
に
於
て
も
夙
に
此
事
に
就
て
注
目
す
る

図

案

科

所
あ
り
然
れ
ど
も
宜
際
の
成
績
に
依
れ
ば
圏
案
上
の
知
識
は
頗
る
幼
稚
な

る
も
の
に
し
て
例
へ
ば
天
平
時
代
の
様
式
に
元
祗
時
代
の
式
様
を
加
味
し

て
一
種
奇
怪
な
る
圏
案
を
調
製
し
以
て
新
意
匠
と
な
す
が
如
き
不
思
議
な

る
こ
と
も
あ
れ
ば
又
た
徒
ら
に
時
の
好
み
に
投
ぜ
ん
こ
と
の
み
を
思
ひ
て

時
の
好
み
を
支
配
す
べ
き
こ
と
を
遺
却
す
る
も
あ
り
僅
か
に
書
家
の
餘
技

と
し
て
従
事
す
る
の
み
に
て
専
門
に
講
究
す
る
も
の
あ
ら
ざ
れ
ば
随
ひ
て

斯
く
の
如
き
弊
に
陥
れ
る
も
の
な
る
べ
し
今
日
ま
で
は
古
物
捜
索
時
代
と

も
云
ふ
べ
ぎ
時
代
に
し
て
内
外
人
と
も
に
我
古
美
術
に
の
み
注
目
し
専
ら

其
捜
索
に
の
み
従
ひ
た
れ
ど
も
今
や
古
美
術
品
は
既
に
全
く
捜
索
し
尽
さ

れ
古
美
術
品
を
手
に
入
れ
む
こ
と
は
殆
ん
ど
容
易
の
事
に
あ
ら
ず
左
れ
ば

今
後
に
於
て
は
内
國
に
於
け
る
装
飾
上
の
必
要
に
到
し
て
も
将
た
又
た
海

外
の
嗜
好
に
到
し
て
も
勢
ひ
新
た
な
る
製
作
を
以
て
之
れ
に
應
ぜ
ざ
る
可

ら
ず
然
る
に
美
術
工
藝
上
其
根
本
と
も
云
ふ
可
き
闘
案
の
進
度
前
述
の
如

し
今
に
し
て
之
が
進
歩
装
逹
を
計
ら
ざ
れ
ば
我
工
藝
品
の
前
途
憂
ふ
可
き

者
あ
ら
む
殊
に
近
年
に
至
り
て
は
我
美
術
品
に
到
す
る
歌
米
人
の
眼
識
著

る
し
く
進
ん
で
殆
ど
其
員
債
を
認
識
す
る
に
至
ら
む
と
す
此
際
に
常
り
て

粗
雑
な
る
エ
藝
品
帥
ち
所
謂
輸
出
向
な
る
も
の
4

運
命
能
＜
幾
時
か
保
つ

を
得
ん
此
回
東
京
美
術
學
校
内
に
圏
案
科
な
る
者
を
設
置
す
る
は
此
に
見

る
虞
あ
り
て
闘
案
の
進
歩
改
艮
を
計
ら
む
と
欲
す
る
な
り
圏
案
科
に
於
て

講
修
研
究
す
べ
き
は
第
一
に
時
代
の
様
式
な
り
次
に
は
嗜
好
の
異
同
な
り

次
に
は
建
築
装
飾
に
闊
す
る
者
な
り
時
代
に
分
て
ば
推
古
、
天
平
、
藤

原
、
鎌
倉
、
足
利
、
豊
臣
、
徳
川
等
各
其
趣
き
を
異
に
し
且
一
時
代
中
に

も
亦
其
前
後
に
依
り
て
多
少
の
相
違
あ
り
是
れ
時
代
の
様
式
を
研
究
す
る

の
必
要
あ
る
所
以
な
り
又
其
製
作
の
形
状
色
彩
に
就
て
も
研
究
せ
ん
と
す
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而
し
て
別
に
各
時
代
様
式
の
源
流
と
も
見
る
可
き
唐
宋
元
明
の
様
式
に
就

て
も
講
修
す
る
所
な
か
る
可
ら
ざ
る
な
り
蓋
し
時
代
様
式
の
研
究
に
就
て

は
欧
洲
に
て
も
買
行
し
つ
4

あ
り
素
よ
り
大
事
業
に
相
違
な
し
と
雖
も
至

難
の
事
に
は
あ
ら
ず
唯
材
料
の
調
査
確
賀
周
到
な
ら
む
こ
と
を
期
せ
ざ
る

可
ら
ず
嗜
好
の
異
同
を
調
査
す
る
こ
と
は
欧
洲
な
ど
に
て
は
例
な
き
こ
と

な
れ
ど
も
各
人
嗜
好
の
異
な
る
が
如
く
各
家
各
地
各
図
亦
随
ふ
て
其
嗜
好

を
異
に
す
故
に
其
嗜
好
を
察
し
て
美
術
工
藝
品
を
製
作
せ
ん
と
す
る
に
就

て
も
賂
た
我
美
術
工
藝
品
を
以
て
其
嗜
好
を
支
配
せ
ん
と
す
る
に
就
て
も

深
く
其
異
同
に
就
て
研
究
す
る
所
あ
ら
ざ
る
可
ら
ず
是
亦
之
れ
を
以
て
研

究
の
一
要
項
と
な
せ
る
所
以
也
次
に
建
築
装
飾
の
事
は
在
来
の
建
築
、
歌

風
の
建
築
と
も
に
多
少
の
菱
化
を
見
る
に
至
る
は
必
然
の
敷
な
り
即
ち
臥

風
の
建
築
は
我
國
風
を
ま
ぢ
へ
在
来
の
建
築
、
亦
明
治
の
新
様
式
を
打
建

つ
る
に
至
る
は
必
然
の
敷
な
り
此
勢
ひ
に
封
す
る
建
築
装
飾
の
闘
案
の

要
、
此
に
於
て
か
愈
切
な
り
此
勢
ひ
に
應
じ
此
勢
ひ
を
利
導
す
る
の
目
的

を
以
て
充
分
研
究
す
る
所
無
か
る
可
ら
ず
且
つ
其
成
績
に
依
り
て
は
或
は

厭
米
に
於
け
る
建
築
装
飾
を
一
瑳
す
る
の
望
み
な
き
に
も
あ
ら
ざ
る
を
や

以
上
記
し
束
れ
る
も
の
是
れ
此
九
月
よ
り
東
京
美
術
學
校
内
に
圏
案
科
を

置
く
に
至
れ
る
理
由
の
概
要
な
り

（『
京
都
美
術
協
会
雑
誌
』
第
四
十
八
号
。
明
治
二
十
九
年
五
月
二
十
八
日
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
に
は
日
本
各
時
代
の
図
案
の
様
式
お
よ
び
そ
れ
ら
の

様
式
の
源
流
と
な
っ
た
中
国
の
各
時
代
の
様
式
を
研
究
し
、
第
二
に
各
家
各
地

各
国
に
よ
っ

て
異
な
る
嗜
好
に
つ
い
て
研
究
し
、
第
一
一
一
に
建
築
装
飾
の
研
究
を

行
う
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
香
取
秀
真
著

『
日
本
の
鋳
金
』
昭
和
十
七
年
。
三
笠
書
房
）

福
地
は
前
述
の
よ
う
に
工
芸
図
案
が
専
門
で
あ
っ
た
が
、

て
は
香
取
秀
真
が
次
の
よ
う
な
回
想
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
授
業
に
つ
い

圏
案
家
福
地
天
香
先
生

明
治
三
十
一
年
三
月
、
東
京
美
術
學
校
騒
動
の
張
本
人
と
云
は
れ
た
天
香

福
地
復
一
先
生
は
反
り
身
に
な
っ
た
様
子
か
ら
、
物
の
云
ひ
方
が
、
頗
る

氣
取
っ
て
見
え
た
所
か
ら
、
キ
ザ
な
奴
だ
と
多
く
の
人
か
ら
嫌
は
れ
た
。

二
十
九
年
七
月
同
校
に
圏
案
科
を
新
設
し
た
時
、
其
の
圏
案
科
の
教
授
と

な
っ
た
の
が
一
―
―
十
五
歳
で
、
キ
ザ
な
様
子
の
人
で
は
あ
っ
た
が
、
生
徒
に

教
へ
る
事
が
頗
る
親
切
で
、
そ
の
教
を
受
け
た
人
逹
は
、
今
に
師
恩
を
感

謝
し
て
居
る
。
造
神
宮
技
師
の
井
上
浦
君
は
た
し
か
其
一
人
で
あ
る
。
古

代
文
様
や
古
器
物
を
模
窟
し
て
、
そ
れ
を
時
代
別
に
し
た
も
の
を
教
授
用

と
し
て
、
愛
遷
と
か
沿
革
と
か
又
は
新
古
の
比
較
を
し
て
懇
切
に
教
へ
ら

れ
た
も
の
で
、
其
の
標
本
や
岡
面
は
今
に
美
術
學
校
文
庫
に
あ
る
筈
だ。

私
も
天
香
先
生
の
教
室
に
一
週
一

日
は
必
ず
興
味
を
以
つ
て
出
席
し
た
一

人
で
あ
っ
た
。

右
文
中
の
福
地
が
授
業
に
用
い
た
標
本
や
図
面
と
い
う
の
は
、
現
在
本
学
附

属
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
「
福
地
天
香
遣
物
」
と
称
す
る
資
料
が
あ
る
い
は

そ
の
一
部
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
初
期
の
図
案
科
に
つ
い
て
は
大
沢
三
之
助
も
次
の
よ
う
な
回
顧
談
を

残
し
て
い
る
。
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圏
案
科
の
回
顧

並

に

建

築

科

の

こ

と

大

澤

三

之

助

明
治
二
十
六
年
の
頃
と
記
憶
し
て
居
り
ま
す
が
、
恩
師
曾
禰
逹
蔵
博
士
の

お
と
も
を
し
て
、
初
め
て
東
京
美
術
學
校
を
参
観
し
ま
し
た
の
は
、
私
が

未
だ
學
生
の
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
場
所
は
勿
論
現
今
の
所
で
、
奮
教
育

博
物
館
の
建
物
を
校
舎
と
し
て
使
用
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
日
案

内
役
を
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
今
泉
雄
作
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
同
先
生

マ
マ

は
曾
根
博
士
と
お
知
り
合
ひ
の
仲
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
其
時
同
行

の
塚
本
靖
君
が
、
今
泉
先
生
と
い
ふ
の
は
日
本
一
の
鑑
定
家
だ
よ
、
と
私

に
耳
打
ち
を
し
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
先
生
の
芳
名
を
初
め
て
知
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
此
日
博
士
の
御
供
を
し
た
の
は
、
塚
本
と
私
と
の
雨
名
で

あ
っ
た
様
に
記
憶
し
て
を
り
ま
す
が
、
偶
然
に
も
此
雨
人
が
後
に
揃
つ
て

圏
案
科
の
嘘
託
に
な
ら
う
と
は
、
誹
な
ら
ぬ
身
の
知
る
由
も
な
か
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
叉
何
か
の
因
縁
の
様
に
も
考
へ
ら
れ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ

り
ま
す
。
私
共
ほ
嘗
時
帝
大
の
造
家
學
科
（
後
に
建
築
科
と
改
稲
）
に
修

學
中
で
あ
り
ま
し
た
故
、
藝
術
の
方
面
に
は
深
ぎ
憧
れ
を
も
つ
て
ゐ
ま
し

た
の
で
、
此
日
の
参
観
は
殊
更
ら
面
白
く
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
狩

マ
マ

野
邦
崖
先
生
の
慈
母
観
音
を
拝
見
し
、
其
来
歴
を
承
つ
て
ひ
ど
く
感
銘
し

た
こ
と
を
覺
え
て
お
り
ま
す
。
其
営
時
に
は
ま
だ
西
洋
霊
科
も
岡
案
科
も

設
け
ら
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。

圏
案
科
が
獨
立
科
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
の
は
、
明
治
二
十
九
年
で
あ

り
ま
す
が
、
其
以
前
か
ら
日
本
饗
科
に
ゐ
て
特
に
圏
案
を
研
究
さ
れ
た
方

々
が
あ
り
ま
し
た
。
闊
保
之
助

•

島
田
佳
突

・

編
岡
末
吉
・

安
藤
時
蔵
等

の
諸
氏
が
其
れ
で
あ
り
ま
す
。
中
で
編
岡
君
と
安
藤
君
と
は
建
築
の
方
面

の
で
あ
り
ま
し
た
。
此
傾
向
は
丁
度
其
営
時
、
西
洋
の
美
術
界
に
於
て
流

に
進
ま
れ
、
後
に
は
日
本
社
寺
建
築
の
櫂
威
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
其
れ
故

に
岡
案
は
獨
立
し
た
科
目
と
し
て
の
名
目
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
其
質
際
は
既
に
成
立
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
此
園
案
と

い
ふ
言
葉
は
此
時
代
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
嘗
時
欧
洲
に
て

は
専
門
科
目
と
し
て
既
に
成
立
し
て
ゐ
た
、
所
謂
装
飾
藝
術
（
デ
コ
ラ
テ

ー
ヴ
、
ア
ー
ト
）
の
意
義
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
而
し

て
岡
倉
校
長
は
閾
案
と
い
ふ
名
目
の
下
に
、
此
科
を
設
け
よ
う
と
し
て
其

時
機
を
待
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
、
偶
々
其
教
授
た
る
適
任
者
を
見
出
さ
れ

マ
マ

た
の
で
直
ち
に
宜
行
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
ま
り
す
。
其
選
に

白
羽
の
矢
の
営
っ
た
人
は
、
嘗
時
帝
室
博
物
館
の
一
員
に
て
、
古
美
術
を

マ
マ

専
ら
研
究
せ
ら
れ
て
居
た
若
き
秀
才
一幅
池
復
一
君
で
あ
り
ま
し
て
、
岡
倉

先
生
の
鑑
識
に
叶
つ
て
其
寵
遇
を
受
け
、
終
に
圏
案
科
設
立
と
同
時
に
教

授
に
登
用
さ
れ
、
同
科
の
主
任
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が

圏
案
と
い
う
専
門
科
目
が
出
来
た
嘴
矢
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

尤
も
蔵
前
の
工
業
學
校
で
も
圏
案
科
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
島
田

佳
突
君
•

井
手
馬
太
郎
君
な
ど
が
教
鞭
を
取
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
何
れ

が
先
き
で
あ
っ
た
か
妓
に
判
決
を
下
し
か
ね
ま
す
が
、
多
分
本
校
の
方
が

先
鞭
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

明
治
十
五
年
に
エ
部
省
所
轄
の
美
術
學
校
が
麿
校
と
な
り
、
以
来
西
洋

美
術
の
勢
力
頓
に
衰
へ

、
其
れ
に
代
つ
て
我
國
固
有
の
美
術
が
漸
次
接
頭

し
始
め
、
縮
聾
に
彫
刻
に
又
建
築
に
其
研
究
が
進
め
ら
れ
、
歴
史
的
様
式

が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
、
随
つ
て
欺
界
に
勢
力
を
得
て
来
ま
し
て
、
歴
史
的

様
式
を
仄
め
か
さ
ぬ
作
品
は
、
債
値
な
き
も
の
4

様
に
考
へ
ら
れ
て
来
た
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行
し
て
ゐ
ま
し
た
古
様
式
折
衷
主
義
（
エ
ク
レ
ク
テ
シ
ズ
ム
）
の
風
潮
と

同
じ
状
態
で
あ
り
ま
し
て
、
古
物
は
倍
に
尊
重
せ
ら
れ
、
新
品
は
其
も
の

4

如
何
に
依
ら
ず
、
顔
色
な
し
の
慨
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
此
頃

は
新
造
よ
り
も
、
婆
さ
ん
の
方
が
も
て
る
世
の
中
だ
」
、
な
ど

A

椰
楡
す

る
も
の
が
あ
っ
た
位
で
あ
り
ま
し
て
、
現
今
の
新
し
が
り
藝
術
界
と
は
、

正
反
封
の
局
面
を
表
は
し
て
お
り
ま
し
た
。
斯
の
如
き
歴
史
の
研
究
が
、

我
國
美
術
界
に
覺
醒
の
賓
を
學
げ
た
の
は
事
貰
で
あ
り
ま
す
が
、
又
一
方

に
は
好
古
癖
の
た
め
に
現
代
の
藝
術
を
視
軽
し
て
、
敗
残
湮
滅
に
蹄
せ
ん

と
す
る
汚
な
い
も
の
を
、
稲
揚
す
る
の
弊
に
陥
っ
た
思
想
を
持
つ
輩
も
、

少
敷
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
建
築
の
方
面
に
於
て
も
其
風
潮

が
か
な
り
甚
だ
し
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
寸
其
一
例
を
畢
げ
て
見
ま

す
れ
ば
、
彼
の
日
光
廟
の
如
ぎ
は
昔
か
ら
日
光
を
見
ず
し
て
結
構
を
語
る

な
、
な
ど
A

稲
揚
し
て
天
下
の
偉
観
と
し
て
ゐ
た
の
は
世
人
の
夙
に
承
知

し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
員
面
目
な
審
美
眼

を
通
じ
て
の
、
批
判
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
営
時
所
謂
美
術

家
と
稲
す
る
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
日
光
廟
を
批
評
し
て
唯
巨
額
の
金
銀

を
浪
費
し
た
、
俗
臭
紛
々
見
る
に
堪
へ
ざ
る
駄
作
で
あ
る
と
、
け
な
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
た
営
を
得
た
批
判
と
は
思
は
れ
ま

せ
ぬ
。
つ
ま
り
此
等
の
輩
は
徒
ら
に
徳
川
時
代
と
い
へ
ば
、
宜
際
を
観
察

せ
ず
し
て
直
ち
に
悪
の
断
案
を
下
し、

僅
か
に
二
十
六
七
年
位
し
か
時
代

を
隔
て
4

ゐ
な
い
桃
山
時
代
を
観
る
や
、
却
つ
て
口
を
極
め
て
其
美
を
稲

讚
す
る
と
言
ふ
様
な
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
話
が
些
か
傍
路
に
逸
れ
ま
し

た
が
、
営
時
の
岡
案
科
に
於
て
も
亦
、
其
時
世
に
相
應
し
た
教
育
法
を
行

つ
て
居
た
こ
と
は
、
よ
ろ
し
く
御
推
察
を
願
ひ
ま
す
。

明
治
―
―
―
十
年
に
塚
本
君
と
私
と
が
園
案
科
の
講
師
を
拝
命
し
ま
し
て
、

建
築
の
方
面
を
推
営
す
る
こ
と
A

な
り
ま
し
た
。
抑
々
営
校
に
建
築
科
を

置
く
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
は
、
岡
倉
校
長
豫
て
よ
り
の
腹
案
が
あ
っ
た
の

だ
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
其
れ
が
此
時
に
到
つ
て
地
中
の
種
が
潮
＜
朋
芽
し

始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
営
初
は
未
だ
建
築
科
と
い
ふ
名
稲
は
な
く

岡
案
科
の
第
二
部
と
し
て
、
建
築
圏
案
を
専
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た

の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。
本
校
一
覧
を
見
ま
す
と
、
大
正
四
年

の
卒
業
生
か
ら
、
第
一
部
第
二
部
と
謳
別
し
て
記
載
し
其
以
前
に
於
て
は

謳
別
が
見
ら
れ
ま
せ
ぬ
が
、
私
ど
も
初
め
て
園
案
科
に
束
ま
し
た
時
、
既

に
此
謳
別
が
出
来
た
も
の
と
覺
え
て
お
り
ま
す
。
教
室
の
如
き
も
ま
た
寺

子
屋
式
で
あ
っ
て
、
甍
敷
ぎ
の
室
に
坐
し
て
賓
習
を
行
っ
て
ゐ
ま
し
た

が
、
建
築
志
望
の
も
の
だ
け
は
、
別
室
に
て
背
の
高
い
テ
ー
ブ
ル
を
据

へ
、
立
式
で
製
圏
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
普
通
岡
案
の
方

マ
マ

は
、
一
幅
池
教
授
一
人
で
撚
営
せ
ら
れ
別
に
助
教
授
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
建
築
の
方
は
私
等
雨
人
の
み
で
塚
本
君
は
主
と
し
て
講
義
を
も
た

れ
、
私
は
主
と
し
て
宜
習
を
携
営
し
て
お
り
ま
し
た
。
後
圏
案
の
方
に
千

頭
庸
哉
君
、
建
築
の
方
に
河
邊
正
夫
君
が
助
教
授
に
な
ら
れ
た
の
は
明
治

三
十
二
年
以
後
と
存
じ
ま
す
。
綸
霊
は
横
山
大
観
君
と
本
多
天
城
君
と
が

受
持
つ
て
居
ら
れ
、
日
本
聾
風
の
窯
生
で
あ
っ
て
、
動
物
園
か
ら
借
用
し

て
来
た
動
物
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
机
の
中
央
に
置
き
其
れ
を
周
園
か
ら
寓

生
し
て
ゐ
た
の
を
見
受
け
ま
し
た
。
参
考
圏
又
は
参
考
書
の
如
き
は
極
め

て
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
て
、
圏
案
の
方
で
は
教
室
の
一
隅
に
筵
笥
様
の
も

の
が
あ
っ
て
、
其
引
ぎ
出
し
の
中
に
時
代
別
に
し
た
文
様
な
ど
の
参
考
圏

が
若
干
蔵
め
ら
れ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
建
築
の
方
は
勿
論
皆

463 第 2節 専門教育



無
で
あ
り
ま
し
た
故
、
さ
し
嘗
り
帝
大
の
建
築
科
教
室
か
ら
借
り
て
来

て
、
問
に
合
は
せ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
尤
も
帝
大
の
建
築
科
で
も

参
考
書
類
は
甚
だ
貧
弱
で
あ
っ
て
、
美
校
目
下
の
建
築
科
岡
書
室
に
比
し

て
遥
か
に
劣
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た。

（
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
誌
』
第
十
九
号
。
昭
和
十
五
年
十
月
）

「
美
学

第
三
節

フ
ェ
ノ

ロ
サ
の

「
美
学
及
び
美
術
史
」
講
義

「
美
学
及
び
美
術
史
」
の
科
目
は
本
校
の
創
立
者
で
あ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡

倉
覚
三
が
斯
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
学
科
の
中
で
特
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
ら
し
く
、
開
校
当
初
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
は

普
通
科
第
二
年
で
週
二
時
、
専
修
科
第
一

、
第
二
年
で
も
そ
れ
ぞ
れ
週
―
―
一
時

と
、
多
く
の
時
間
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
東
京
大
学
な
ど
の
美
学
、
美
術
史
講

座
が
発
足
す
る
の
は
こ
れ
よ
り
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
科
目
の
最
初

の
担
当
者
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
で
、
講
義
の
通
訳
は
岡
倉
が
つ
と
め
た
。
講
義
の
内

容
は
、
美
学
講
義
に
関
し
て
は
塩
沢
峰
吉
（
大
村
西
崖
の
旧
名
）
の
筆
記
ノ
ー
ト

が
参
考
に
な
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
は
罫
紙
に
毛
筆
で
丁
寧
に
沼
書
さ
れ
て
お
り
、

表
紙
に
は

明
治
廿
三
年
第
一
学
期
筆
記

美
術
学
校
御
雇
エ
ル
ネ
ス
ト
、

同
校
幹
事
文
学
士
岡
倉
覚
三
口
諄

学
生
塩
澤
峰
吉
筆
記
」

学

科

授

業

ェ
フ

、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
講
述

と
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
記
の
時
期
は
、
当
時
は
一
学
年
が
第
一
学
期
（
九
月
1

二
月）
、
第
二
学
期
（
二
月
1
七
月
）
に
区
分
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
明
治
二
十
―
――

第 5章 授業内容 464 


