
関

連

事

項

①

日
本
画
科
の
授
業
法
改
正

342
頁
所
載
記
事
の
と
お
り
、
日
本
画
科
で
は
明
治
――一
十
九
年
九
月
よ
り
実
習

授
業
の
形
式
を
改
め
、
従
来
の
学
年
制
か
ら
教
室
制
へ
変
更
し
た
。
学
年
制
、

つ
ま
り
学
年
ご
と
に
担
任
が
代
わ
る
と
い
う
形
式
は
各
教
官
の
作
風
や
教
育
方

法
に
違
い
が
あ
る
た
め
、
生
徒
の
修
学
に
混
乱
が
起
こ

り
か
ね
な
い
欠
点
が
あ

っ
た
の
で
、
三
十
九
年
に
至
り
、

ロ
ン
ド
ソ
留
学
中
で
あ
っ
た
下
村
観
山
と
日

露
戦
争
で
入
営
し
て
い
た
結
城
素
明
が
学
校
に
戻
り
、
人
員
が
揃
っ
た
の
を
機

つ
ま
り
教
室
を
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
担
当
教
官
を
定
め
、

と
し
て
教
室
制
、

性
の
あ
る
指
導
が
で
き
る
形
式
へ
と
切
り
替
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
日
本
画
科
は
本
館
教
室
（
寺
崎
広
業
、
結
城
素
明
担
任
）
と
新
館
教
室
（
下

村
観
山
、
鶴
田
機
水
担
任
）
と
に
分
か
れ
、
川
端
玉
章
と
荒
木
寛
畝
は
顧
問
格

で
両
教
室
を
監
督
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
生
徒
に
教
室
を
選
択
さ
せ
た
結
果
、

。曾

備
考

塊
一

延

年
彫
刻
撰
科
（
受
験
者
九
人
）

開

野

金

太

郎

加

藤

常

一

富
永
光
一

小
野
員
山
戸

金
工
撰
科
（
受
瞼
者
二
人
）

本

野

義

盛

錨
造
撰
科
（
受
験
者
三
人
）

七

次

時

岡

鐵

次

郎

〇
印
は
消
図
人、

△
印
は
印
度
國
人
な
り

荒
岡

田
中

瀬
戸

△
デ
ー
、

南

治

顎
澤
角
之
助

。

談

誼

孫

。李

ス
ワ
ン
カ
ー
ル

、

ラ
ー
チ

近

岸

一
貫

本
館
教
室
六
十
余
名
、
新
館
教
室
五
十
余
名
と
い
う
、
ほ
ぼ
均
等
の
比
率
を
得

た
。
恐
ら
く
学
校
当
局
は
こ
の
教
室
制
に
よ
っ
て
広
業
と
観
山
に
大
い
に
指
溝

性
を
発
揮
さ
せ
、
教
育
成
果
を
あ
げ
よ
う
と
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

よ
り
二
年
後
に
は
観
山
は
早
く
も
辞
職
し
て
し
ま
う
。
こ
の
三
十
九
年
に
、
壊

滅
状
態
に
陥
っ
て
い
た
日
本
美
術
院
は
茨
城
県
五
浦
に
移
り
、
そ
の
た
め
観
山

は
五
浦
と
美
術
学
校
を
掛
け
持
ち
す
る
か
た
ち
と
な
っ
た
が
、
結
局
彼
も
五
浦

に
引
き
籠
っ
て
大
観
、
春
草
ら
と
と
も
に
画
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。な

お
、
川
路
誠
（
柳
虹
）
は
こ
の
当
時
の
生
徒
で
あ
り
、

「
画
壇
今
昔
記
」

⑮
(
『
現
代
美
術
』
第
一
巻
第
五
号
、

昭
和
九
年
八
月
）
に
日
本
画
科
在
学
中

の
思
い
出
を
綴
っ
て
い
る
が
、
教
室
制
に
触
れ
た
部
分
が
あ
る
の
で
次
に
転
載

し
て
お
く
。東

京
美
術
學
校

京
都
か
ら
自
分
が
上
京
し
た
の
は
明
治
四
十
一
年
の
三
月
だ
っ
た
。
綸
を

や
め
て
文
學
へ
韓
向
し
よ
う
か
と
思
ひ
早
稲
田
へ
入
る
つ
も
り
で
そ
の
試
験

の
準
備
な
ど
も
し
た
が
、

一
方
に
美
術
を
や
る
氣
も
あ
り
、
そ
れ
に
は
不
合

理
な
日
本
霊
を
捨
て
4
洋
霊
に
就
く
に
若
か
ず
と
考
へ
て
や
は
り
美
術
學
校

の
洋
霊
科
の
入
學
試
験
を
う
け
る
こ
と
に
し
た
。

は
じ
め
て
上
野
公
園
の
美
術
學
校
の
門
を
潜
つ
た
。
黒
い
門
が
あ
っ
て
爪

先
上
り
に
前
庭
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
白
亜
の
二
階
建
洋
館
が
見
え
る
。
こ
れ

が
今
の
記
念
陳
列
館
の
邊
に
あ
た
る
か
と
思
ふ
が
、
古
い
人
な
ら
誰
し
も
記

憶
に
あ
る
有
名
な
東
京
美
術
學
校
の
建
物
だ
っ
た
。
今
の
や
う
に
員
中
に
道

が
出
来
て
美
術
郡
と
エ
臨
部
と
分
れ
て
二
つ
に
な
っ
た
の
は
僕
ら
が
卒
業
す
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っ
た
の
で
あ
る
。

今
で
も
美
術
學
校
に
居
ら
れ
る
増
井

〔兼
吉〕

さ
ん
と
い
ふ
書
記
が

一
々

窯
員
と
見
く
ら
べ
て
入
學
志
願
者
を
貼
検
し
た
。
試
験
は
デ
ッ
サ
ン
と
腔
格

試
験
だ
け
で
簡
箪
な
も
の
だ
っ
た
。
デ
ッ
サ
ン
の
試
験
の
教
室
は
今
の
師
範

科
の
デ
ッ
サ
ソ
赦
室
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
。
入
學
志
願
者
は
洋
聾
科
が

今
と
同
じ
く
最
高
敷
で
そ
の
頃
で
も
應
募
者
は
二
百
名
を
超
え
て
ゐ
た
。
採

る
の
は
四
十
名
。
五
分
の
四
は
落
第
と
決
つ
て
ゐ
る
運
命
だ
っ
た
。

、

、

、

、

、

、

、

、

デ
ッ
サ
ン
の
試
験
の
時
牧
野
虎
雄
君
と
同
級
の
坪
井
玄
治
君

（
こ
の
お
父

さ
ん
は
日
本
の
西
洋
證
操
の
元
祖
だ
と
い
ふ
こ
と
）
が
自
分
と
聾
架
を
並
べ

て
ゐ
た
。
石
脊
の
窟
生
で
僕
ら
の
は
セ
ネ
カ
の
像
で
あ
っ
た
か
と
記
憶
す

、
、
、
、

、

る
。
故
長
原
孝
太
郎
さ
ん
が
試
瞼
委
員
で
時
々
廻
つ
て
こ
ら
れ
た
。

「
綸
を

か
く
に
は
静
か
に
落
ち
つ
い
て
描
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
中
學
校
の

先
生
の
や
う
な
口
調
で
述
べ
て
ゆ
か
れ
た
。
に
も
か
4

は
ら
ず
受
瞼
者
の
中

に
は
こ
れ
で
三
回
目
だ
な
ど
4

い
ふ
常
連
が
ゐ
て
、
そ
の
先
生
た
ち
は
既
に

〔マ

r
〕
ヽ

ヽ

営
時
の
美
術
學
校
風
を
員
似
て
盛
ん
に
教
室
で
ア
バ
レ
て
ゐ
た
長
原
先
生
に

見
つ
か
つ
て
「
ア
バ
レ
る
と
退
場
さ
し
ま
す
よ
」
な
ど
4

叱
ら
れ
て
ゐ
た
。

さ
て
木
炭
を
と
つ
て
セ
ネ
カ
を
描
き
な
が
ら
ふ
つ
と
隣
り
の
坪
井
君
の
作

を
見
て
驚
い
た
。
そ
れ
は
自
分
が
今
迄
京
都
で
習
っ
た
デ
ッ
サ
ソ
と
は
ま
る

つ
き
り
違
っ
た
描
き
方
で
、
要
黙
要
貼
を
か
る
＜
陰
影
づ
け
あ
っ
さ
り
と
形

を
と
り
乍
ら
そ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
圃
味
も
奥
行
も
あ
る
と
い
ふ
描
き
方
ー
つ
ま

り
美
術
學
校
風
、
白
馬
會
風
の
デ
ッ
サ
ン
な
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
を
見
る

と
形
は
正
直
に
と
れ
て
ゐ
る
が
調
子
が
員
黒
で
、
こ
ま
か
な
凹
凸
ま
で
忠
質

せ
4

こ
ま
し
く
、

に
陰
影
を
つ
け
る
の
で
感
じ
が
い
か
に
も
ぎ
こ
ち
な
く
、

る
大
正
二
年
で
、
あ
の
火
事
で
丸
燒
に
な
っ
た
校
舎
が
そ
の
白
亜
の
建
築
だ

こ
れ
で
は
て
ん
で
モ
ノ
に
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。

、
、

成
り
へ
ん
な
の
も
あ
る
が
大
方
は
こ
の
坪
井
君
風
で
ど
れ
を
見
て
も
う
ま

い
。
そ
こ
で
こ

り
や
落
第
に
決
つ
て
る
と
腹
の
中
で
き
め
て
終
っ
た
。

そ
の
日
は
終
つ
て
翌
日
が
罷
格
試
瞼
、
こ
れ
も
難
な
く
演
ん
だ
。
そ
れ
か

〔封
〕

ら
何
日
か
し
て
顎
表
の
日
と
い
ふ
前
日
に
美
術
學
校
の
印
が
お
し
て
あ
る
耕

箇
が
舞
ひ
込
ん
だ
。
何
だ
と
思
っ
て
あ
け
て
見
る
と
「
御
面
談
申
上
度
俊
有

之
明

0
日
午
前
九
時
迄
二
本
校
赦
務
係
へ
御
出
頭
ア
リ
タ
ッ
」
と
い
ふ
の
で

あ
る
。
別
に
悪
い
こ
と
も
し
て
ゐ
な
い
か
ら
叱
ら
れ
る
わ
け
も
な
い
と
思
っ

た
が
ま
た
試
験
を
う
け
た
ば
か
し
で
賞
め
ら
れ
る
わ
け
も
あ
る
ま
い
し
、
兎

も
角
へ
ん
な
氣
が
し
た
。
そ
の
日
は
東
京
と
し
て
珍
ら
し
い
大
雪
の
日
で
四

月
と
い
ふ
に
夜
来
の
雪
は
降
り
つ
ん
で
電
線
が
切
れ
る
、
電
柱
が
倒
れ
る
と

い
ふ
駿
ぎ
、
し
か
も
櫻
は
満
開
で
そ
の
花
の
上
に
雪
が
積
る
と
い
ふ
奇
観
を

呈
し
た
天
愛
的
現
象
の
あ
っ
た
日
で
今
で
も
よ
く
憶
へ
て
ゐ
る
。

怖
る
お
そ
る
そ
の
数
務
係
へ
出
て
み
る
と
、
そ
こ
に
前
の
赦
務
主
任
で
永

＜
學
校
に
居
ら
れ
た
羽
田

〔禎
之
進
〕
さ
ん
と
い
ふ
人
が
ゐ
て
自
分
を
招
き

「
君
は
洋
甕
を
志
望
し
た
が
試
験
の
結
果
貼
敷
は
七
十
八
貼
あ
っ
て
落
第
貼

で
は
な
い
。
し
か
し
今
度
は
八
十
貼
以
上
と
つ
て
ゐ
る
も
の
が
豫
定
の
入
學

人
員
だ
け
あ
る
か
ら
君
は
不
幸
落
第
で
あ
る
が
、
君
は
京
都
の
美
術
學
校
で

日
本
聾
を
習
ひ
成
績
も

l

艮
い
と
い
ふ
通
知
が
あ
る
の
で
考
へ
た
事
だ
が
質
は

日
本
聾
科
は
入
學
志
願
者
敷
が
應
募
人
員
に
足
り
ぬ
状
態
で
ま
だ
三
名
の
鉄

員
が
あ
る
。
も
し
君
が
希
望
す
る
な
ら
特
別
に
考
慮
し
て
入
學
を
許
可
し
た

い
。
と
同
時
に
彫
刻
の
方
も
鋏
員
が
あ
る
か
ら
君
が
彫
刻
を
や
る
氣
な
ら
そ

の
方
へ
廻
つ
て
も
よ
い
が
ど
う
だ
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
藪
か
ら
棒
の
話
で

面
喰
っ
た
が
宜
は
自
分
は
日
本
盪
を
や
め
た
く
思
っ
て
洋
甕
を
志
羞
し
た
の

つ
い
で
に
周
園
を
見
る
と
可
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だ
し
、
叉
早
稲
田
へ
入
る
氣
も
あ
る
し
ー
と
い
ふ
の
で
内
心
こ
の
話
を
き
い

て
迷
っ
た
。
日
本
聾
を
や
る
氣
は
な
か
っ
た
の
で
御
厚
意
に
甘
ん
じ
彫
刻
で

も
や
ら
う
か
、
ど
っ
ち
に
し
ろ
豫
科
は
一
學
期
だ
か
ら
そ
の
時
考
へ
直
し
て

も
…
と
思
っ
て
「
で
は
彫
刻
科
へ
で
も
入
ら
せ
て
頂
き
ま
せ
う
か
」
と
言
っ

た
も
の
だ
。
羽
田
赦
官
は
眼
を
。ハ
チ
ク
リ
さ
せ
て
「
君
、
将
来
の
仕
事
を
決

め
る
の
に
で
も
と
い
ふ
や
う
な
不
決
断
な
こ
と
を
言
っ
て
は
こ
ま
る
ぢ
や
な

い
か
」
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。

全
く
そ
れ
に
違
ひ
な
い
が
、
か
う
突
差
に
そ
の
将
来
の
覺
悟
を
決
め
ろ
と

い
は
れ
4
．
は
で
も
と
で
も
い
ふ
よ
り
他
な
い
。
「
で
は
一
日
二
日
考
へ
さ
し

て
頂
き
ま
す
」
と
答
へ
る
と
「
何
し
ろ
こ
ち
ら
の
厚
惹
で
い
ふ
こ
と
で
君
が

不
満
な
ら
無
論
勝
手
に
ど
う
と
も
し
て
よ
い
こ
と
だ
。
た
ゞ
猶
豫
は
出
来
な

い
か
ら
速
答
出
来
ね
ば
打
切
る
ま
で
だ
」
と
い
ふ
。
何
だ
か
ど
う
し
て
も
決

め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
運
命
の
前
に
立
た
さ
れ
て
自
分
は
深
く
考
へ
る
暇
も

な
く
「
で
は
御
厚
意
に
甘
へ
ま
し
て
日
本
聾
に
轄
ら
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
答

へ
た
も
の
だ
。
こ
の
ふ
と
し
た
答
―
つ
が
僕
の
後
の
悪
い
運
命
を
も
出
来
さ

せ
た
ん
だ
か
ら
人
間
ど
こ
に
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。

自
分
の
事
を
永
々
と
か
い
て
す
ま
な
い
が
、
そ
ん
な
い
き
さ
つ
の
下
に
自

分
は
日
本
畳
科
の
豫
科
へ
編
入
さ
せ
ら
れ
た
。
日
本
聾
科
は
三
十
人
募
集
し

た
の
に
か
4

は
ら
ず
二
十
七
人
し
か
應
募
者
が
な
か
っ
た
。
二
百
封
二
十
七

ー
こ
れ
が
営
時
の
洋
畳
科
志
望
者
と
日
本
甕
科
の
夫
れ
の
到
比
で
あ
る
。
今

日
で
は
日
本
霊
科
も
百
餘
名
は
應
募
者
も
あ
っ
て
競
争
試
験
も
中
々
激
し
い

と
き
く
が
こ
の
甚
し
い
等
差
は
中
等
数
育
に
日
本
霊
的
教
育
の
な
い
事
の
結

果
で
あ
る
の
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
と
同
時
に
洋
聾
の
方
が
何
か
智
識
的
に
優

越
し
て
ゐ
る
が
如
き
感
情
を
稚
い
も
の
に
典
へ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
も
否
み

が
た
い
。
そ
れ
ら
は
今
日
明
白
に
是
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
日
に
於
て

も
洋
聾
劉
日
本
霊
の
應
募
者
敷
を
見
て
も
二
十
年
末
の
事
質
が
さ
ま
で
換
ヘ

ら
れ
て
ゐ
な
い
の
に
氣
付
く
。
と
同
時
に
僕
た
ち
の
入
學
し
た
時
代
が
そ
の

等
差
の
最
も
激
し
い
時
代
だ
っ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、、

、
、

嘗
時
日
本
甕
科
は
新
館
と
本
館
と
い
ふ
建
物
を
別
に
し
た
二
部
に
分
れ
て

ゐ
た
。
新
館
は
即
ち
新
派
で
美
術
院
振
の
最
後
の
残
星
で
も
あ
っ
た
。
即
ち

、、

、、

、
、
、
、

下
村
観
山
先
生
が
主
任
で
下
に
學
校
卒
業
生
の
鶴
田
機
水
と
い
ふ
先
生
が
ゐ

た
。
い
づ
れ
も
今
日
既
に
故
人
で
あ
る
が
こ
の
鶴
田
先
生
は
中
々
逸
話
の
あ

、
、
、
、
、

、
、
、

る
人
だ
。
本
館
は
ま
た
二
つ
に
別
れ
一
部
が
川
端
玉
章
荒
木
寛
畝
の
二
先
生

、
、

、

、

、

、

、

、

が
主
任
、
二
郡
が
寺
崎
廣
業
先
生
と
そ
の
下
に
助
教
授
と
し
て
結
城
素
明
先

生
が
居
た
。
人
氣
の
貼
か
ら
は
こ
の
廣
業
先
生
の
ク
ラ
ス
が
一
番
で
四
年
か

ら
一
年
迄
を
通
じ
て
最
も
人
が
多
く
ゐ
た
。
最
も
人
氣
の
な
い
の
が
川
端
先

生
の
ク
ラ
ス
と
つ
い
で
新
館
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
自
分
た
ち
の
豫
科
を
終
ヘ

て
本
科
へ
入
る
時
に
な
っ
て
學
制
改
革
が
あ
っ
て
第

一
数
室
、
第
二
数
室
、

第
一
二
赦
室
と
い
ふ
一
二
つ
に
分
れ
、
寛
畝
さ
ん
が
や
め
ら
れ
て
か
ら
第
一
数
室

は
川
端
玉
章
翁
が
主
任
、
助
手
に
名
古
屋
の
工
業
學
校
か
ら
轄
じ
て
き
た
幅

、
、、

井
江
亭
氏
が
加
は
っ
た
。第
二
赦
室
は
寺
崎
先
生
主
任
、結
城
先
生
助
手
と
い

ふ
に
愛
り
な
か
っ
た
が
第
三
数
室
と
い
ふ
の
が
少
し
く
あ
と
で
す
つ
か
り
愛

、
、
、

、

っ
た
。
と
い
ふ
の
は
下
村
観
山
先
生
は
新
館
の
主
任
な
る
に
か
4

は
ら
ず
常

時
殆
ん
ど
學
校
に
出
席
せ
ず
、
先
生
の
顔
を
見
る
の
は
年
に
一
度
の
卒
業
競

、
、

、

、

、

、

、

技
の
時
だ
け
で
あ
る
と
い
ふ
現
象
だ
っ
た
の
で
、
や
め
た
の
か
、
や
め
さ
せ

ら
れ
た
の
か
、
と
も
か
く
観
山
先
生
は
正
式
に
教
授
を
よ
さ
れ
た
。
こ
れ
に

、、

、
、

、
、
、
、

代
っ
た
も
の
が
小
堀
鞘
昔
先
生
で
そ
の
下
に
助
手
と
し
て
松
岡
映
丘
さ
ん
が

、
、
、
、

入
ら
れ
第
三
赦
室
が
出
来
た
。
で
前
の
新
館
の
助
手
の
鶴
田
さ
ん
は
師
範
科
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ヘ
廻
さ
れ
た
。
が
こ
れ
は
第
三
學
期
あ
た
り
と
記
憶
す
る
。
そ
れ
迄
新
館
な

、、

、
、

る
も
の
は
全
く
空
位
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
館
の
一
年
生
に
営
時
廣
島
晃
甫

、
、

〔
新
太
郎
〕
が
居
り
、
後
に
洋
霊
に
轄
じ
亡
く
な
っ
た
二
科
會
の
鬼
オ
小
出

、

、

、

、

、

、

楢
重
が
ゐ
た
。

川
崎
小
虎
〔
隆
一
〕
氏
は
第
三
教
室
時
分
に
は
む
ろ
ん
居
た

、、

、

が
そ
の
新
館
時
代
に
も
や
は
り
居
た
や
う
に
思
ふ
。
東
豪
邦
霊
會
の
香
川
東

、
、
、
、

華

〔敬
事
〕
氏
な
ど
、
亡
く
な
っ
た
増
田
牧
山

〔
久
太
郎
〕
氏
な
ど
み
な
新

館
組
だ
っ
た
。

新
館
の
人
々
は
ご
く
少
敷
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
吾
々
は
豫
科
の
時
こ
の

人
逹
と
同
じ
赦
室
の
一
隅
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
不
知
不
識
顔
見
知
り
に
も
な

っ
た
の
か
と
思
ふ
。
は
じ
め
て
豫
科
で
顔
を
合
せ
た
人
の
中
に
は
つ
い
雨
三

、
、
、
、

年
前
ま
で
美
校
の
助
数
授
も
し
て
ゐ
た
篠
田
拍
邦
〔
十
一
郎
〕
君
が
ゐ
た
。

、
、
、
、

そ
れ
か
ら
組
は
違
っ
た
が
永
田
春
水
〔
良
亮
〕
君
が
同
じ
級
で
あ
る
。
こ
の

二
人
と
は
卒
業
迄
一
緒
だ
っ
た
が
豫
科
の
時
は
永
田
君
は
本
館
の
方
の
数
室

だ
っ
た
。
そ
っ
ち
で
は
箱
の
先
生
は
助
教
授
だ
っ
た
結
城
素
明
さ
ん
が
赦
ヘ

ら
れ
て
ゐ
た
が
僕
ら
の
方
で
は
観
山
先
生
の
助
手
で
あ
っ
た
前
述
の
鶴
田
機

水
さ
ん
が
援
嘗
だ
っ
た
。
京
都
で
習
っ
た
や
う
な
日
本
盟
の
寓
生
が
主
で
花

の
標
本
み
た
い
な
も
の
を
か
く
の
が
主
だ
っ
た
。
臨
聾
な
ど
は
未
だ
や
ら
な

か
っ
た
。
あ
と
は
腔
操
と
語
學
が
二
時
間
づ

4
あ
る
と
い
ふ
だ
け
で
ま
る
で

遊
ん
で
ゐ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

滑
稽
な
の
は
そ
の
橙
操
だ
っ
た
。
ま
だ
豫
科
に
入
っ
た
ば
か
り
の
も
の
は

一
學
期
間
和
服
で
も
よ
い
と
い
ふ
の
で
大
半
は
和
服
に
袴
を
は
い
て
ゐ
た
。

そ
れ
が
駒
下
駄
を
は
い
た
ま
4

で
中
に
は
帽
子
も
か
ぶ
ら
ず
や
る
の
だ
か
ら

の
ん
き
な
も
の
だ
。
下
駄
の
力
、
卜
で
廻
れ
右
な
ど
や
る
ん
だ
か
ら
凡
そ
奇

観
だ
。
罷
操
の
先
生
も
さ
る
も
の
、
帽
子
も
か
ぶ
ら
ず
背
廣
の
ま
4

で
「
氣

を
付
け
」
な
ど
4
く
る
。
美
術
學
校
と
は
官
に
の
ん
き
な
學
校
だ
な
と
そ
の

時
つ
く
づ
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

鶴
田
機
水
先
生
は
中
々
議
論
家
で
、
東
西
綸
蜜
の
異
同
を
論
じ
た
り
寓
宜

理
想
の
別
を
縮
じ
た
り
し
て
こ
ち
ら
が
獣
つ
て
ゐ
れ
ば
い
4
氣
に
な
っ
て
ニ

時
間
で
も
三
時
間
で
も
し
や
べ
っ
た
。
鶴
田
先
生
は
家
へ
訪
ね
る
と
い
つ
も

大
き
な
凍
り
砂
糖
を
菓
子
鉢
に
盛
つ
て
出
し
て
ゐ
た
さ
う
だ
。
そ
し
て
生
徒

が
そ
れ
に
手
を
つ
け
な
い
で
ゐ
る
と
「
諸
君
、
大
に
や
り
給
へ
。
僕
た
ち
も

諸
君
の
年
頃
に
は
牛
飲
馬
喰
し
た
も
の
だ
」
と
凍
砂
糖
の
塊
を
前
に
置
い
て

言
は
れ
た
さ
う
だ
が
凍
砂
糖
の
牛
飲
馬
食
は
困
る
な
あ
と
よ
く
噂
し
て

ゐ

た
。
又
僕
の
慮

へ
き
て
或
る
日
「
君
西
洋
聾
も
日
本
主
乎
ぶ
変
り
は
し
な
い
。

西
洋
聾
な
ん
て
唯
ハ
イ
カ
ラ
が
つ
て
三
脚
や
縮
具
箱
を
ぶ
ら
さ
げ
て
ゆ
く
の

、
、
、
、

が
嬉
し
い
だ
け
な
の
さ
。
か
う
い
ふ
ボ
ン
チ
縮
み
た
い
な
話
が
あ
る
よ
。
僕

も
友
だ
ち
と
一
緒
に
縮
具
箱
を
も
つ
て
不
忍
池
で
窓
生
し
て
ゐ
た
も
ん
た

が
、
遠
娯
を
か
く
の
に
、
こ
れ
で
は
ま
だ
近
す
ぎ
る
。
も
っ
と
離
れ
て
と
段

々
三
脚
を
後
へ
下
げ
て
ゆ
く
途
端
に
ド
プ
ソ
と
池
の
中
へ
お
つ
こ
ち
ち
ゃ
っ

た
も
ん
だ
。
…
…
」
だ
か
ら
「
西
洋
聾
な
ん
て
ッ
マ
ラ
ヌ
」
と

い
ふ
ん
で
は

い
か
に
三
段
論
法
を
ひ
つ
く
り
返
し
て
も
議
論
に
な
ら
ぬ
や
う
だ
が
、
こ
の

、
、
、
、

話
を
あ
と
で
嘗
時
よ
く
つ
き
合
っ
て
た
織
田
一
磨
に
話
し
た
ら
彼
腹
を
か
4

へ
て
笑
つ
て
「
西
洋
聾
を
や
る
に
は
池
ヘ
一
度
落
ち
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
ね
」
と
一
時
一
っ
話
に
し
て
ゐ
た
。
そ
の
奇
論
家
鶴
田
先
生
は
組
は
ま
こ

と
に
お
下
手
で
あ
っ
た
が
そ
の
熱
意
た
る
や
顧
み
て
ま
こ
と
に
珍
と
す
べ
き

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

豫
科
の
一
學
期
を
終
へ
る
頃
、
ど
う
も
こ
の
日
本
霊
科
が
面
白
く
な
い
。

と
い
ふ
の
は
意
氣
銅
沈
し
て
る
や
う
な
ク
ラ
ス
の
空
氣
が
つ
ま
ら
な
か
っ
た
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② の
で
あ
る
。
そ
れ
で
ま
た
ム
ラ
氣
を
出
し
て
箕
宜
に
韓
向
す
る
氣
に
な
り
一

年
の
ば
し
て
も
洋
甕
へ
入
る
か
、
で
な
く
ば
美
術
に
お
さ
ら
ば
し
て
早
稲
田

へ
で
も
と
い
ふ
こ
と
に
腹
の
中
で
決
定
し
て
ゐ
た
が
、
幸
い
お
や
ぢ
が
裳
時

、
、
、
、

の
女
子
美
術
學
校
の
校
長
の
磯
野
義
男
氏
（
今
は
故
人
）
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で

「
そ
れ
に
意
見
を
き
け
」
と
云
は
れ
出
か
け
た
。
す
る
と
磯
野
氏
は
天
神
霰

を
し
ご
き
乍
ら
洋
聾
の
今
現
主
義
を
説
き
、
ぜ
ひ
も
う
一
度
束
年
洋
蜜
科
の

、
、
、
、

試
験
を
う
け
ろ
と
云
は
れ
、
そ
れ
に
は
黒
田
清
輝
先
生
の
世
話
を
し
て
を
ら

れ
る
溜
池
研
究
所
（
今
の
葵
橋
研
究
所
）
へ
通
つ
て
デ
ッ
サ
ン
を
も
っ
と
み

っ
ち
り
勉
強
す
る
こ
と
を
数
へ
ら
れ
た
。
そ
し
て
親
切
に
黒
田
先
生
へ
紹
介

状
を
か
い
て
呉
れ
た
。
何
事
も
自
分
自
身
で
判
然
と
決
定
し
に
く
い
程
美
術

そ
の
も
の
に
暗
か
っ
た
自
分
は
磯
野
氏
の
言
れ
る
ま
4

に
黒
田
先
生
を
尋
ね

た
。
明
治
四
十
一
年
六
月
夏
休
の
四
五
日
前
だ
っ
た
。

文
庫
移
転
と
文
庫
規
則
改
正

文
庫
と
は
本
校
所
蔵
の
図
書
、
標
本
お
よ
び
生
徒
成
績
品
を
収
蔵
す
る
所
で

あ
る
。
文
庫
の
名
称
が
本
校
の
記
録
文
献
に
登
場
す
る
の
は
『
東
京
美
術
学
校

一
覧
繍
麟
ニ
サ
昇
』
が
最
初
で
、

「
敷
地
及
建
物
」
の
項
に
「
文
庫
二
十
七
坪

九
合
七
勺
六
オ
、
図
書
閲
覧
室
十
八
坪
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
記
一
覧
に
は

明
治
三
十
二
＼
三
十
三
年
の
分
か
ら
敷
地
建
物
略
図
が
添
付
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
文
庫
（
面
積
は
前
と
同
じ
。
）
は
煉
瓦
造
り
二
階
建
て
で
、

こ
れ
に
閲
覧
室
（
十
五
坪
）
と
文
庫
掛
室
（
三
坪
）
が
附
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
建
物
は
本
館
（
明
治
四
十
四
年
焼
失
）
の
裏
手
に
あ
り
、
長
い
廊
下
で
本
館
と
繋

が
っ
て
い
た
。
閲
覧
室
は
そ
の
後
拡
張
さ
れ
、
明
治
三
十
八
ー
三
十
九
年
頃
は

三
十
四
坪
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
文
庫
お
よ
び
閲
覧
室
は
「
東
京
美
術
学
校
近
事
」

(344
頁
）
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
九
年
七
月
に
旧
帝
国
図
書
館
の
建
物
煉
瓦
造
り
三
階

建
と
同
二
階
建
に
移
転
し
た
。
か
く
て
、
面
積
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
、
明
治
三
十
二
年
九
月
創
定
の
文
庫
規
則
(22
頁
）
は

次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

東
京
美
術
學
校
文
庫
規
則
明
治
三
十
九
年
十
一
月
改
正

東
京
美
術
學
校
文
庫
ハ
本
校
所
有
ノ
固
書
標
本
及
生
徒
成
績
品
を

牧
蔵
ス
ル
所
ト
ス

第
二
條
牧
蔵
品
ヲ
分
テ
左
ノ
五
種
ト
ス

第

一

種

通

常

闘

書

第

二

種

貴

重

圏

書

第
一
一
一
種
通
常
標
本

第

四

種

貴

重

標

本

第

五

種

生

徒

成

績

品

第
三
條
本
校
ノ
職
員
、
卒
業
生
、
生
徒
ハ
文
庫
所
蔵
品
ヲ
閲
覚
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

篤
志
ノ
研
究
者
ニ
ッ
テ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
モ
亦
同
ジ

閲
覧
者
ハ
閲
究
ノ
場
所
及
手
績
二
就
キ
テ
ハ
凡
テ
文
庫
掛
員
ノ
指
示
二
従

フ
ベ
ッ

第
四
條
第
二
種
及
第
四
種
ノ
貴
重
品
ハ
閲
覧
ヲ
許
サ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
五
條
文
庫
掛
員
ノ
外
文
庫
内
二
入
リ
所
蔵
品
ヲ
検
索
シ
叉
ハ
出
納
ス
ル

ヲ
許
サ
ス

第
六
條
文
庫
所
蔵
品
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
閲
覧
票
ノ
交
付
ヲ

受
ク
ベ
シ

第
一
條
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