
一
．

資
料
に
つ
い
て

一
九
一
九
︵
大
正
八
︶
年
六
月
五
日
夜
︑
井
上
円
了
は
中
国
・
大
連
で
の
講
演
中
に
倒
れ
た
︒
急
性
脳
$
血
で
あ
っ
た
︒
昏
睡
状

態
に
陥
っ
て
︑
つ
い
に
翌
六
日
午
前
二
時
四
〇
分
に
死
亡
し
た
︒
一
般
に
﹁
棺か

ん

を
蓋お
お

い
て
事こ
と

定
ま
る
﹂
と
い
わ
れ
る
が
︑
円
了
の
場

合
︑
ど
の
よ
う
な
評
価
が
死
後
な
さ
れ
た
の
か
︑
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
現
在
の
井
上
円
了
研
究
の
見
方
に
対
す
る
問

題
提
起
を
行
う
︒

東
洋
大
学
に
は
昭
和
三
〇
年
代
に
五
号
館
に
﹁
学
祖
研
究
室
﹂
が
あ
っ
た
(

)
︒
こ
の
研
究
の
一
つ
と
し
て
円
了
の
死
亡
か
ら
葬
儀

1

ま
で
の
新
聞
記
事
が
収
集
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
冊
子
は
昭
和
四
〇
年
代
の
大
学
紛
争
の
と
き
に
︑
他
の
資
料
と
と
も
に
館
外
に
放

擲
さ
れ
た
と
い
う
︒
哲
学
科
の
針
生
清
人
氏
は
こ
れ
を
拾
い
出
し
て
研
究
室
に
保
管
し
て
い
た
︒
針
生
氏
は
昭
和
五
三
年
か
ら
始

ま
っ
た
有
志
の
﹁
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
﹂
会
員
で
筆
者
も
参
加
し
て
い
た
︒
針
生
氏
か
ら
提
供
さ
れ
た
新
聞
記
事
集
は
︑
複

写
・
製
本
し
て
研
究
者
に
配
布
さ
れ
た
︒
同
氏
は
こ
の
資
料
を
﹃
甫
水
先
生
哀
輓
録
﹄
と
命
名
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹃
井
上
円

了
死
亡
新
聞
記
事
集
﹄
︵
以
下
︑
﹃
新
聞
記
事
集
﹄
と
略
す
︶
と
一
般
的
な
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
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聞
記
事
集
﹄
を
元
に
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こ
の
﹃
新
聞
記
事
集
﹄
は
Ｂ
５
版
で
九
九
頁
の
も
の
で
あ
る
︒
記
事

の
前
に
︑
上
の
資
料
の
よ
う
に
︑
手
書
き
で
紙
名
と
月
日
が
記
さ
れ
て
︑

続
い
て
記
事
の
切
り
抜
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
貼
付
け
を
み
る

と
︑
日
付
順
な
ど
で
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
収
集
順
に
な
っ
て

い
る
︒
文
末
の
表
３
﹁
新
聞
記
事
一
覧
﹂
は
︑
こ
れ
を
日
付
順
に
し
た

も
の
で
あ
る
が
︑
新
聞
紙
名
や
日
付
は
収
集
者
が
記
し
た
も
の
に
し
た

が
っ
た
の
で
︑
と
く
に
確
認
は
し
て
い
な
い
︒

﹃
新
聞
記
事
集
﹄
の
記
事
数
は
︑
巻
末
の
表
３
の
よ
う
に
︑
総
数
で
一

九
四
件
で
あ
る
︒
大
き
く
分
類
す
る
と
︑
死
亡
か
ら
葬
式
ま
で
の
記
事

が
一
六
六
件
︵
八
五
・
六
％
︶
︑
追
悼
集
﹃
井
上
円
了
先
生
﹄
の
刊
行
記

事
が
二
八
件
︵
一
四
・
四
％
︶
で
あ
る
︒
総
数
は
一
九
四
件
で
あ
る
か

ら
︑
大
半
が
死
亡
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
表
１
は
記
事
の
長
文
︑

短
文
︑
写
真
の
み
︑
広
告
の
み
に
わ
け
た
も
の
で
あ
る
が
︑
一
番
多
い

の
は
短
文
で
一
一
七
件
︵
六
〇
・
三
％
︶
︑
つ
ぎ
が
長
文
で
六
三
件
︵
三

二
・
五
％
︶
︑
写
真
は
一
一
件
︵
五
・
七
％
︶
︑
広
告
は
三
件
︵
一
・
五

％
︶
で
あ
る
︵
長
文
の
中
に
は
写
真
つ
き
の
も
の
も
あ
っ
た
︶
︒

つ
ぎ
に
︑
表
２
の
六
月
の
日
付
順
に
見
て
お
こ
う
︒
円
了
の
死
亡
は

大
連
で
の
突
然
の
死
で
あ
っ
た
か
ら
︑
死
亡
を
知
ら
せ
る
も
の
が
六
～
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八
日
ま
で
集
中
し
︑
合
わ
せ
て
四
〇
件
︵
二
〇
・
六
％
︶
で
あ
る
︒
そ
の
後
も
記
事
が
続
い
て
い
る
の
は
︑
長
男
の
玄
一
氏
や
東
洋

大
学
・
京
北
中
学
関
係
者
が
大
連
で
の
仮
葬
儀
に
出
発
し
︑
仮
葬
儀
か
ら
遺
骨
を
東
京
駅
ま
で
移
送
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
記
事

は
一
三
～
一
八
日
ま
で
あ
り
︑
合
わ
せ
て
六
二
件
︵
三
二
・
〇
％
︶
に
達
す
る
︒
つ
ぎ
に
多
い
の
は
︑
東
洋
大
学
で
の
校
葬
に
関
す

る
記
事
で
二
三
～
二
五
日
を
合
わ
せ
て
一
七
件
︵
八
・
八
％
︶
で
あ
る
︒

日
付
順
に
整
理
し
な
が
ら
︑
新
聞
紙
名
を
み
る
と
︑
東
京
・
大
阪
の
大
都
市
の
新
聞
︑
そ
れ
以
外
に
福
井
︑
佐
賀
︑
中
国
︑
越
前
︑

岐
阜
︑
山
陽
な
ど
の
地
方
紙
も
目
に
付
く
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
円
了
は
全
国
の
各
府
県
の
町
村
を
巡
講
し
た
か
ら
︑
こ
の
資
料
以
外

に
地
方
紙
で
死
亡
が
報
じ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
の
研
究
者
に
よ
れ
ば
︑
文
末
の
表
以
外
に
す
で
に
数
件
あ

り
︑
改
め
て
収
集
す
れ
ば
全
国
各
地
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
︒

二
．
最
後
の
巡
講

一
九
一
八
︵
大
正
七
︶
年
一
二
月
︑
円
了
は
前
年
の
巡
講
が
国
内
・
一
七
二
日
︑
朝
鮮
・
五
九
日
と
例
年
の
よ
う
に
二
〇
〇
日
を
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表２ ６月の日付別記事数

13

5.49

6

12

1.83

7

11

9

2.4

日付

8

410

1918

9.61617

1.2216

3.0515

7.21214

4.88

22

0.6121

0.00

4.8

12.7

10.8

0.6

％

20

0.6119

11.4

0.6125

1.8324

7.81323

2.4

8

21

18

1

実数

4

100.0166合計

3.66不明

表１ 長文短文別記事数

長文

短文

広告

100

分類

写真

194合計

1.5

5.7

60.3

32.5

％

3

11

117

63

実数



超
え
て
い
た
の
で
︑
そ
の
疲
れ
と
神
経
痛
療
養
の
た
め
に
︑
神
奈
川
県

の
湯
河
原
温
泉
に
い
た
︒
二
四
日
に
帰
京
し
て
︑
一
九
一
九
︵
大
正
八
︶

年
一
月
三
日
に
初
孫
︵
民
雄
氏
︶
の
誕
生
を
迎
え
た
が
︑
元
旦
か
ら
風

邪
に
冒
さ
れ
て
︑
咳
が
続
き
︑
一
六
日
か
ら
再
び
神
奈
川
県
葉
山
で
療

養
に
専
念
し
た
︒
二
二
日
か
ら
東
京
を
出
発
し
て
静
岡
県
下
を
巡
講
し

た
︒
三
月
二
四
日
に
夜
行
で
東
京
に
戻
り
︑
東
洋
大
学
卒
業
式
に
出
席

し
︑
同
日
夜
一
一
時
の
汽
車
で
東
京
を
出
発
し
︑
再
び
静
岡
県
を
巡
講

し
た
︒
同
県
の
巡
講
か
ら
五
月
三
日
に
帰
京
し
た
︒

そ
し
て
︑
中
国
巡
講
へ
と
出
発
す
る
が
︑
写
真
の
チ
ラ
シ
を
み
る
と
︑

三
月
一
〇
日
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
︑
予
め
日
程
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
︒
そ
の
た
め
︑
家
で
二
日
間
と
い
う
短
時
間
で
準
備
を
し
て
︑
五
月

五
日
に
東
京
駅
か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
こ
の
巡
講
に
つ
い
て
︑
長
男
の

玄
一
氏
は
こ
う
語
っ
て
い
る
︒
﹁
父
が
渡
支
︵
中
国
へ
渡
る
︶
し
た
の
は
︑

精
神
的
に
日
支
人
︵
日
本
人
と
中
国
人
︶
の
結
合
を
計
る
の
が
最
大
の

目
的
で
︑
大
体
の
行
程
を
上
海
︑
漢
口
︑
北
京
︑
天
津
︑
栄
口
︑
大
連

と
部
署
を
定
め
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
間
奥
深
く
支
那
︵
中

国
︶
に
も
入
り
込
む
覚
悟
で
出
か
け
た
が
生
憎
排
日
運
動
の
火
の
手
が

揚
が
り
︑
僻
村
に
入
る
こ
と
は
危
険
を
感
じ
且
つ
諸
方
か
ら
の
諌
止
に
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従
い
﹂
旅
を
続
け
た
︒
九
日
に
は
福
岡
に
嫁
に
行
っ
て
居
る
妹
滋
野
の
処
に
寄
っ
て
帰
京
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

一
〇
日
に
上
海
に
到
着
し
て
か
ら
︑
杭
州
︑
蘇
州
︑
鎮
江
︑
南
京
︑
蕪
湖
︑
九
江
︑
漢
口
︑
北
京
︑
天
津
で
講
演
な
ど
を
し
て
︑

円
了
は
最
後
の
地
・
大
連
へ
と
向
か
っ
た
︒
五
月
二
六
日
付
け
で
︑
弥
勒
菩
薩
の
絵
ハ
ガ
キ
に
﹁
昨
日
無
事
に
北
京
安
着
仕
り
候
︒

本
日
は
終
日
見
物
中
に
有
之
︒
二
十
九
日
よ
り
万
里
長
城
を
一
覧
し
三
十
一
日
天
津
に
移
り
可
申
候
﹂
と
自
宅
に
連
絡
が
あ
っ
た
︒

当
初
か
ら
北
京
に
は
一
週
間
滞
在
の
予
定
で
あ
っ
た
︒

そ
の
後
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
馬
関
毎
日
﹄︵
六
月
一
八
日
︶
に
は
︑
円
了
の
﹁
旅
行
日
記
の
一
片
﹂
と
題
す
る
記
事
が
あ
り
︑
ノ
ー

ト
を
書
き
写
し
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

六
月
一
日
︵
日
曜
晴
れ
︶
昨
来
少
々
風
邪
の
気
味
に
て
午
前
休
養
す
︒
午
後
軍
司
令
官
及
び
領
事
代
理
亀
井
氏
を
官
邸
に
訪
問

し
︑
馬
車
を
駆
り
て
市
内
を
一
巡
せ
る
に
︑
四
�
に
は
学
生
集
ま
り
︑
白
旗
を
立
て
大
声
を
上
げ
演
説
の
広
告
を
し
つ
つ
あ
り
︒

こ
れ
排
日
運
動
な
り
と
聞
く
︒
終
わ
り
に
李
鴻
章
の
墓
に
詣
す
︒
当
地
唯
一
の
見
物
所
に
し
て
︑
そ
の
規
模
小
な
る
も
︑
壮
麗
の

一
廟
舎
た
り
︒
廟
宇
の
額
に
︵
入
場
料
を
出
金
せ
ざ
る
を
得
ず
︶
御
筆
の
﹁
功
昭
翊
賛
﹂
袁
世
凱
書
﹁
中
興
柱
石
﹂
を
掛
く
︒
午

後
八
時
︑
青
年
会
の
た
め
二
席
六
百
人
満
場
︒

六
月
二
日
︵
旧
五
月
五
日
晴
︶
端
午
の
節
句
な
れ
ば
支
那
人
一
同
事
業
を
休
み
各
軒
前
に
菖
蒲
を
掛
く
︒
午
後
八
時
公
会
堂
に

て
二
席
五
百
人
︑
世
界
人
文
の
大
勢
︑
妖
怪
総
論
︒
夜
半
十
二
時
本
願
寺
別
院
を
発
し
て
停
車
場
に
至
り
︒
十
二
時
十
五
分
発
車
︒

司
令
官
を
始
め
と
し
送
行
辱
な
ふ
す
︒
井
口
大
将
も
北
京
よ
り
こ
の
客
車
に
搭
乗
せ
ら
れ
た
り
︒

三
日
朝

七
時
半
秦
皇
島
着
停
車
︒
こ
の
地
に
日
本
の
無
線
電
信
柱
あ
り
︒
八
時
山
海
関
に
着
す
︒
我
国
の
守
備
軍
隊
の
駐
在

所
た
り
︒
午
後
一
時
錦
州
に
停
車
し
︑
午
後
二
時
四
十
五
分
溝
帮
子
駅
に
着
︒
こ
こ
に
支
線
に
乗
換
ふ
︑
営
口
よ
り
□
氏
の
来
た
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り
迎
へ
ら
れ
る
に
会
す
︒
三
時
十
分
溝
帮
子
を
発
し
︑
五
十
六
里
の
間
三
時
間
を
費
や
し
︑
六
時
二
十
分
営
口
駅
に
着
す
︒
有
志

十
余
名
の
歓
迎
あ
り
︒
こ
れ
よ
り
小
汽
船
に
て
遼
河
を
渡
り
営
口
市
街
に
入
る
︒
宿
所
は
本
派
本
願
寺
︒

曠
原〔
１
〕

平
濶〔
２
〕

茫
無
涯
︒
曠
原

こ
う
げ
ん

は
平
濶

へ
い
か
つ

に
し
て
︑
茫ぼ
う

と
し
て
涯は
て

無
し
︒

山
海
関〔
３
〕

頭
一
望
遐
︒
山
海
関

さ
ん
か
い
か
ん

頭
︑
一
望

遐
は
る
か

な
り
︒

車
過
青
楊〔
４
〕

堤
下
路
︒
車
は
過
ぐ
︑
青
楊
堤
下
の
路み
ち

林
間
泥
屋
是
民
家
︒
林
間
の
泥
屋
は
︑
是
れ
民
家
な
ら
ん
︒

広
原
は
ま
っ
平
で
︑
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
果
て
し
無
い
︒

山
海
関
の
上
に
立
っ
て
見
る
と
︑
︵
長
城
を
︶
遥
か
彼
方
ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
︒

私
の
乗
っ
た
車
︵
人
力
車
︶
は
青
楊
並
木
の
堤
の
下
の
道
を
進
ん
で
い
く
︒

林
の
中
に
見
え
る
泥
で
固
め
た
よ
う
な
家
々
は
こ
の
地
の
民
家
で
あ
ろ
う
︒

︹

︺

広
い
野
原
︒
曠
野
に
同
じ
︒

1
︹

︺

平
ら
で
広
い
こ
と
︒
平
曠
に
同
じ
︒

2
︹

︺

河
北
省
秦
皇
島
市
の
東
北
に
あ
る
万
里
の
長
城
東
端
の
関
所
︒

3
︹

︺

ラ
テ
ン
名
は

P
op
u
lu
s
ca
th
a
ya
n
a
R
eh
d
︒
中
国
北
方
に
見
ら
れ
る
楊
柳
科
の
樹
木
︒

～

月
に
開
花
し
︑

～

月
に
結
実

4

3

5

5

7

す
る
︒
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鉄
車
停
處
有
遼
河〔
１
〕

鉄
車
の
停
ま
る
処
に
遼
河
有
り
︒

載
客
煙
舟
渡
瀉
波

客
を
載
せ
た
る
烟
船
は
瀉そ
そ

ぎ
し
波
を
渡
る
︒

營
口〔
２
〕

岸
頭
先
引
眼

營
口
岸
頭
先
に
眼
を
引
く
は

連
檣
林
立
夕
陽
多〔

３
〕

連
な
る

檣
ほ
ば
し
ら

林
立
し
て
夕
陽
は
多
し
︒

汽
車
が
停
ま
っ
た
駅
の
向
こ
う
に
遼
河
が
流
れ
て
い
た
︒

客
を
乗
せ
た
汽
船
が
波
を
切
っ
て
河
を
渡
っ
て
行
く
︒

営
口
の
河
岸
に
立
つ
と
︑
真
っ
先
に
目
に
入
っ
て
く
る
も
の
は
︑

帆
掛
け
船
の

檣
ほ
ば
し
ら

が
夕
陽
の
中
に
林
立
し
て
い
る
光
景
で
あ
る
︒

︹

︺

遼
河
は
︑
州
南
部
を
流
れ
る
大
河
︒
河
北
省
︑
内
蒙
古
自
治
区
︑
吉
林
省
︑
遼
寧
省
を
流
れ
︑
渤
海
に
注
ぐ
︒
河
流
の
長
さ
は

1

1
3
9
k
m
︑
流
域
面
積
は
︑
渾
河
や
太
子
河
も
含
め
る
と
︑

万

8
9
6
0
平
方

k
m
︒
遼
河
の
激
し
い
流
れ
に
よ
っ
て
︑
遼
河
平
原
が

2
2

誕
生
し
た
︒

︹

︺

営
口
市
は
遼
東
半
島
西
北
部
︑
大
遼
河
河
口
左
岸
に
位
置
し
︑
西
は
渤
海
湾
に
面
す
る
︒
北
は
遼
寧
省
盤
錦
市
︑

東
北
か
ら
東

2

は
鞍
山
市
︑
南
は
大
連
市
に
接
し
て
い
る
︒

︹

︺

檣
で
夕
陽
が
幾
片
に
も
切
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
光
景
か
？

3

こ
こ
に
途
上
所
見
を
記
す
る
に
︑
曠
原
平
野
縦
横
に
連
な
り
︑
往
々
山
影
を
煙
裏
に
認
む
る
事
あ
る
も
︑
そ
の
多
く
は
一
眸
の
眼

裏
に
入
る
な
り
︒
一
望
千
里
麦
田
あ
る
も
︑
皆
青
く
菽
圃
あ
る
も
︑
わ
ず
か
に
芽
を
抽
す
る
高
粱
も
青
葉
を
吐
き
た
る
の
み
︒
我
内
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地
の
四
月
頃
に
同
じ
︒
民
家
は
青
楊
の
間
に
散
在
せ
る
が
︑
倭
屋
に
て
土
蔵
く
ら
し
四
壁
屋
上
す
べ
て
泥
土
を
塗
︑
屋
根
は
ほ
と
ん

ど
平
坦
に
し
て
少
し
く
傾
斜
す
る
に
過
ぎ
ず
︒
当
地
方
年
中
降
雨
少
な
く
か
つ
泥
土
よ
く
固
ま
り
雨
を
防
ぐ
力
あ
り
と
い
ふ
︒

六
月
五
日
︑
円
了
は
大
連
で
の
講
演
に
向
か
っ
て
い
た
︒
大
連
で
円
了
を
迎
え
た
の
は
︑
哲
学
館
大
学
哲
学
部
第
一
科
を
明
治
三

八
年
に
卒
業
し
た
新
田
神

量

じ
ん
り
ょ
う

で
あ
る
(

)
︒
新
田
は
︑
明
治
四
三
年
に
真
宗
大
谷
派
東
本
願
寺
大
連
別
院
を
開
設
し
︑
初
代
輪
番

り
ん
ば
ん

︵
代

2

表
者
︶
と
し
て
約
三
〇
年
間
別
院
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
そ
の
新
田
に
円
了
か
ら
ハ
ガ
キ
が
き
た
の
は
六
月
一
日
で
あ
っ
た
︒

大
連
で
三
︑
四
泊
の
予
定
で
あ
る
か
ら
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
っ
た
︒
新
田
は
到
着
の
晩
は
西
本
願
寺
別
院
の
幼
稚
園
で
活
仏
教
︑
翌

日
午
後
一
時
に
東
本
願
寺
別
院
で
仏
教
の
人
生
観
︑
四
時
か
ら
満
鉄
本
社
で
幽
霊
論
の
タ
イ
ト
ル
で
講
演
︑
翌
日
旅
順
見
学
︑
林
権

助
長
官
訪
問
と
い
う
日
程
を
作
っ
て
い
た
︒

新
田
は
五
日
朝
の
列
車
で
大
連
の
前
の
大
石
橋
ま
で
︑
円
了
を
出
迎
え
た
︒
か
つ
て
の
先
生
と
学
生
の
関
係
が
甦
り
︑
喜
ん
で
い

た
︒
﹁
円
了
先
生
は
私
を
ご
覧
に
な
り
︑
ニ
コ
ニ
コ
し
て
︑
や
あ
君
来
て
く
れ
ま
し
た
か
︑
も
う
安
心
し
た
﹂
と
い
わ
れ
た
と
い
う
︒

二
人
は
三
〇
分
ほ
ど
昼
食
を
と
も
に
し
た
︒
そ
の
会
話
の
一
部
を
再
現
し
て
お
こ
う
︒

円
了
が
携
帯
し
て
き
た
ブ
ド
ー
酒
を
コ
ッ
プ
を
出
し
て
︑﹁
一
杯
飲
め
﹂
と
い
わ
れ
た
の
で
︑
新
田
は
﹁
私
は
先
生
が
禁
酒
禁
煙
さ

れ
た
﹂
と
聞
い
て
い
ま
し
た
が
︵
円
了
は
哲
学
館
時
代
に
﹁
禁
酒
禁
煙
禁
筆
﹂
の
三
禁
居
士
と
公
言
し
て
い
た
︶
︑
﹁
い
や
禁
煙
は
し

て
い
る
が
︑
酒
は
近
年
少
し
ず
つ
飲
む
こ
と
に
し
た
が
︑
健
康
上
甚
だ
よ
い
﹂

大
連
の
予
定
を
申
し
上
げ
︑﹁
私
は
只
今
先
生
を
お
見
受
け
す
る
と
こ
ろ
︑
大
分
お
疲
れ
の
様
子
で
す
か
ら
︑
途
中
の
ヤ
マ
ト
ホ
テ

ル
で
少
時
お
休
み
の
上
︑
会
場
へ
お
で
ま
し
に
な
れ
ば
よ
ろ
し
い
﹂
と
い
う
と
︑﹁
先
生
は
言
下
に
駅
か
ら
会
場
へ
行
っ
て
講
演
す
る

こ
と
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
休
む
必
要
は
な
い
﹂
﹁
死
ん
で
か
ら
墓
の
下
で
ゆ
っ
く
り
休
む
﹂
﹁
講
演
後
揮
毫
を
す
る
か
ら
沢
山
墨
汁
の
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用
意
﹂
を
頼
む
︒

新
田
が
﹁
私
共
は
学
生
時
代
に
先
生
は
常
々
努
力
奮
闘
︑
自
己
の
運
命
開
拓
に
猛
進
せ
よ
と
お
お
せ
ら
れ
ま
し
た
﹂
と
い
う
と
︑

先
生
は
﹁
自
分
は
年
五
十
を
す
ぎ
て
運
命
に
順
応
す
る
こ
と
に
し
た
﹂
︑
﹁
そ
れ
で
は
絶
対
他
力
主
義
で
す
か
﹂
と
問
う
と
︑
円
了
は

﹁
親
鸞
聖
人
は
偉
い
︑
自
分
は
何
処
に
い
て
も
祖
師
の
命
日
に
は
謹
慎
し
て
偉
徳
を
敬
慕
し
て
い
る
﹂
と
言
っ
て
い
た
︒

会
食
後
︑
円
了
は
日
本
の
新
聞
な
ど
を
読
ん
で
︑
大
連
到
着
を
待
っ
た
︒
当
日
の
様
子
は
︑
新
田
が
詳
細
に
記
し
て
い
る
︒
長
い

引
用
に
な
る
が
︑
正
確
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
つ
ぎ
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

八
時
着
連
︒
直
ち
に
迎
え
の
人
と
馬
車
に
同
乗
会
場
に
お
着
き
︑
聴
衆
は
三
百
人
余
︑
八
時
四
十
分
講
演
開
始
︵
﹁
戦
勝
の
結
果

と
戦
後
の
経
営
﹂
︶
︑
十
五
分
程
し
て
突
然
お
顔
色
が
変
わ
り
ク
ラ
ク
ラ
と
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
二
︑
三
の
人
に
支
え
ら
れ
︑
一
寸

休
ん
で
話
を
つ
づ
け
る
か
ら
聴
衆
を
待
た
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
と
い
わ
れ
︑
主
事
室
に
案
内
し
て
腰
を
お
か
け
に
な
り
ま
し
た

の
で
︑
聴
衆
中
の
上
野
︑
板
谷
︑
脇
屋
の
三
医
師
は
先
生
が
長
途
の
ご
旅
行
で
俄
に
お
疲
れ
が
出
た
の
で
し
よ
う
︑
大
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
と
交
々
肩
を
も
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
が
︑
段
々
ご
様
子
が
変
り
ま
し
た
の
で
隣
り
の
畳
の
部
屋
に
お
移
し
て
横
臥

せ
ら
れ
︑
二
回
注
射
し
て
も
ら
い
ま
し
た
ら
意
識
は
明
瞭
に
な
り
︑
明
日
は
東
本
願
寺
別
院
と
満
鉄
本
社
云
々
も
う
さ
れ
ま
し
た

が
漸
次
昏
睡
状
態
に
な
り
︑
何
の
お
積
も
り
か
右
の
手
の
指
を
折
り
数
え
ら
れ
大
き
な
鼾
を
さ
れ
る
︒

そ
こ
で
満
鉄
病
院
内
科
部
長
戸
谷
銀
三
郎
博
士
の
来
診
を
乞
い
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
博
士
は
診
察
の
上
こ
れ
は
急
性
脳
溢
血
で
も

う
何
と
も
手
当
の
仕
方
な
く
恢
復
の
見
込
み
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
︑
二
︑
三
時
後
ご
臨
終
で
す
と
云
わ
れ
ま
し
た
の
で
︑
驚
き

思
わ
ず
落
涙
し
ま
し
た
︒
私
は
妻
と
泣
き
な
が
ら
お
側
に
見
守
っ
て
お
り
ま
し
た
が
︑
翌
午
前
二
時
四
十
分
頃
全
く
絶
命
せ
ら
れ

ま
し
た
の
で
︑
電
話
で
門
徒
を
呼
び
寄
せ
︑
御
遺
骸
を
︵
東
本
願
寺
大
連
︶
別
院
に
お
移
し
す
る
こ
と
に
し
︑
一
方
直
ち
に
東
京

の
ご
留
守
宅
に
長
文
の
打
電
を
し
ま
し
た
︒
別
院
の
客
室
に
御
遺
骸
を
安
置
し
読
経
︑
二
十
余
人
で
お
通
夜
を
い
た
し
ま
し
た
︒
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七
日
午
前
十
一
時
頃
三
名
渡
連
す
る
と
の
︵
東
京
か
ら
の
︶
返
電
が
あ
り
ま
し
た
の
で
︑
戸
谷
博
士
と
相
談
し
て
防
腐
注
射
を

し
て
も
ら
い
︑
東
京
か
ら
の
お
い
で
を
待
っ
た
︒
七
︑
八
両
日
多
数
信
徒
と
共
に
通
夜
し
ま
し
た
︒
十
日
午
後
八
時
嗣
子
玄
一
︑

大
学
代
表
三
輪
政
一
︑
中
学
代
表
安
藤
弘
の
三
氏
が
着
院
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
林
長
官
︑
満
鉄
総
裁
を
始
め
数
十
人
の
弔

間
が
あ
り
ま
し
た
︒
来
連
の
三
氏
と
相
談
の
上
︑
十
二
日
午
後
二
時
別
院
で
仮
葬
を
行
な
い
ま
し
た
が
︑
官
民
百
八
十
余
名
の
会

葬
者
あ
り
︑
三
時
御
遺
骸
を
︵
大
家
屯
大
葬
場
で
︶
荼
毘
に
し
︑
翌
十
三
日
午
前
九
時
収
骨
し
ま
し
た
が
︑
感
慨
無
量
涙
と
と
も

に
読
経
い
た
し
ま
し
た
︒

大
連
の
別
院
か
ら
京
都
の
東
本
願
寺
へ
死
亡
の
電
報
が
届
き
︑
早
速
︑
本
山
か
ら
長
岡
の
慈
光
寺
へ
死
亡
通
知
が
電
報
さ
れ
た
︒

六
日
夜
︑
井
上
家
で
は
家
族
立
ち
合
い
の
も
と
で
﹁
遺
言
状
︵
大
正
七
年
一
月
二
二
日
起
草
︶
﹂
が
開
封
さ
れ
た
︒
そ
の
な
か
に
は
︑

第
一
類

葬
式
及
法
会
の
関
す
る
件
︑
第
二
類

遺
産
に
関
す
る
件
︑
第
三
類

哲
学
堂
に
関
す
る
件
︑
第
四
類

臨
時
に
関
す
る

件
が
長
文
で
記
さ
れ
て
い
た
︒
井
上
家
で
は
︑
大
連
へ
遺
骸
を
受
け
取
り
に
つ
い
て
打
合
せ
が
行
わ
れ
︑
長
男
の
玄
一
氏
︑
東
洋
大

学
代
表
の
三
輪
政
一
氏
︑
京
北
代
表
の
安
藤
弘
氏
の
三
名
が
翌
七
日
に
東
京
を
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

三
．
業
績
・
そ
の
他

〇

新
聞
記
事
に
と
っ
て
︑
見
出
し
は
重
要
で
あ
る
︒
円
了
の
死
亡
記
事
で
は
︑
﹁
井
上
円
了
博
士
死
す
﹂
が
多
い
が
︑
﹁
妖
怪
博
士

逝
く
﹂
と
︑
一
世
を
風
靡
し
た
妖
怪
学
を
挙
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
﹁
妖
怪
学
で
有
名
な
人
﹂
と
い
う
の
が
一
般
的
な
評
価
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
︒
﹁
円
了
博
士
﹂
も
多
い
︒
当
時
の
著
名
人
で
あ
っ
た
︒

〇

書
き
出
し
の
肩
書
に
つ
い
て
︑
哲
学
館
・
哲
学
館
大
学
な
ど
の
学
校
か
ら
﹁
退
隠
﹂
し
た
円
了
は
︑
一
般
的
に
東
洋
大
学
名
誉

学
長
に
な
っ
た
が
︑
死
亡
記
事
の
書
き
出
し
で
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
﹁
東
洋
大
学
の
創
建
者
﹂﹁
前
東
洋
大
学
学
長
︑
﹂
と
し
て
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大
学
引
退
を
意
識
し
た
も
の
も
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
大
谷
派
本
願
寺
の
僧
籍
に
あ
る
文
学
博
士
井
上
円
了
﹂
と
い
う
︑
現
在
の
研
究
者
が
使
わ
な
い
書
き
出
し
も
八
件
と

少
な
く
な
か
っ
た
︒
筆
者
は
こ
れ
に
は
驚
い
た
︒
﹁
妖
怪
学
の
泰
斗
と
し
て
普
く
知
れ
渡
る
﹂
と
い
う
の
も
あ
る
︒
﹁
我
が
国
哲
学
界

の
碩
学
﹂﹁
支
那
︵
中
国
︶
巡
遊
中
に
亡
く
な
っ
た
井
上
円
了
博
士
﹂﹁
大
連
に
お
い
て
客
死
し
た
井
上
円
了
博
士
﹂﹁
文
学
博
士
井
上

円
了
師
﹂
と
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
呼
び
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
︒

〇

哲
学
館
﹁
日
本
人
の
中
で
哲
学
と
云
う
名
目
を
も
っ
と
も
早
く
唱
へ
出
し
た
人
は
博
士
で
︑
明
治
二
十
年
始
め
て
本
郷
麟
祥
院

内
に
哲
学
館
を
起
し
︑
印
度
哲
学
︑
支
那
哲
学
︑
日
本
哲
学
と
称
し
て
仏
教
学
︑
漢
学
︑
国
文
学
の
勃
興
を
策
し
︑
西
洋
哲
学
に
対

し
て
東
洋
哲
学
の
必
要
を
唱
道
し
た
︒
﹂

〇

﹁
仏
教
学
者
と
い
へ
ば
当
時
凡
て
旧
思
想
の
科
文
を
釣
っ
て
︑
一
枚
の
講
釈
に
一
月
も
二
月
も
か
か
ろ
う
と
い
う
学
者
ば
か
り

な
の
で
︑
⁝
⁝
当
時
博
士
は
仏
教
の
学
問
が
旧
型
に
囚
わ
れ
て
字
義
訓
詁
の
学
に
偏
せ
る
を
不
可
と
し
︑
宜
し
く
自
由
討
究
と
す
べ

き
で
あ
る
と
て
仏
教
活
論
を
著
し
井
上
円
了
の
名
は
忽
ち
世
間
に
知
れ
渡
っ
た
﹂

〇

﹁
博
士
は
妖
怪
学
を
唱
え
出
し
妖
怪
非
実
在
論
を
高
唱
す
る
と
と
も
に
同
様
の
見
地
か
ら
方
位
︑
家
相
︑
な
ど
と
い
う
迷
信
打
破

に
務
め
た
﹂
︵
中
国
に
渡
航
し
た
の
は
妖
怪
研
究
の
た
め
と
い
う
誤
解
も
あ
っ
た
︶

〇

﹁
市
内
和
田
山
に
哲
学
堂
を
設
置
し
︑
毎
年
こ
こ
で
釈
�
︑
孔
子
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
︑
カ
ン
ト
の
四
聖
祭
を
行
い
﹂

〇

﹁
東
洋
大
学
学
長
の
職
を
退
い
て
後
は
日
本
全
国
一
町
一
村
を
残
ら
ず
行
脚
し
て
通
俗
学
術
講
演
を
な
し
︑
国
民
思
想
の
鼓
吹

と
教
育
の
普
及
を
志
し
︑
以
来
十
余
年
に
な
り
︑
現
在
で
は
数
県
を
除
く
外
殆
ん
ど
全
国
津
々
浦
々
博
士
の
足
跡
の
到
ら
ざ
る
処
な

し
︒
今
後
五
年
で
自
余
数
県
の
町
村
を
行
脚
し
尽
く
す
は
ず
で
あ
っ
た
が
惜
し
い
こ
と
を
し
た
﹂

〇

﹁
著
書
は
非
常
に
多
く
そ
の
数
百
二
三
十
種
に
上
る
が
︑
仏
教
活
論
序
論
・
破
邪
活
論
︑
顕
正
活
論
︑
真
理
金
針
等
︑
哲
学
要
領
︑
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外
道
哲
学
は
顕
著
で
あ
る
︒
﹂

〇

﹁
博
士
は
日
本
の
教
育
界
に
取
り
て
は
功
労
少
な
く
な
い
の
で
︑
先
年
長
谷
場
氏
文
部
大
臣
の
折
記
勲
章
授
与
の
内
沙
汰
が
あ
っ

た
の
で
︑
博
士
は
こ
れ
を
憂
え
運
動
し
て
止
め
て
も
ら
っ
た
︒
蓋
し
全
く
無
位
無
官
の
一
平
民
で
終
わ
ろ
う
と
の
心
願
で
あ
っ
た
﹂

〇

遺
言
状
の
内
容
も
記
事
に
な
っ
て
い
る
︒
﹁
葬
式
は
質
素
を
本
と
し
他
人
よ
り
の
贈
品
は
勿
論
香
典
も
謝
絶
す
べ
し
﹂

〇

﹁
哲
学
堂
を
私
有
せ
ず
︒
政
府
に
寄
付
す
る
か
財
団
法
人
に
﹂
と
い
う
見
出
し
も
あ
る
︒

〇

﹁
博
士
の
経
歴
﹂
と
し
て
は
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
中
に
︑
﹁
さ
ら
に
哲
学
書
院
を
設
け
て
斯
学
の
書
籍
出
版
を
な
し
て

哲
学
の
普
及
に
努
力
せ
り
﹂

こ
こ
ま
で
業
績
を
書
い
て
き
た
が
︑
元
と
し
た
の
は
前
掲
の
七
日
発
行
の
﹃
東
京
朝
日
﹄
新
聞
で
あ
る
︒
三
頁
に
わ
た
り
掲
載
さ

れ
た
記
事
を
読
む
と
︑
欠
け
て
い
る
の
は
三
回
の
世
界
旅
行
と
﹁
哲
学
会
の
創
設
﹂
ぐ
ら
い
で
あ
る
︒
円
了
の
生
涯
と
思
想
の
大
枠

は
み
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
急
死
し
た
翌
日
に
こ
れ
だ
け
の
記
事
を
掲
載
で
き
た
の
は
︑
円
了
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る

記
者
が
書
い
た
の
か
︑
あ
る
い
は
円
了
が
常
に
社
会
の
注
目
を
集
め
た
人
物
で
あ
る
か
︑
そ
の
ど
ち
ら
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒

多
く
の
短
文
の
記
事
で
も
履
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
た
だ
し
い
よ
う
で
あ
る
︒

新
聞
記
事
の
中
に
は
︑
高
島
米
峰
︑
井
上
哲
次
郎
︑
近
角
常
観
︑
石
黒
忠
悳
︑
境
野
黄
洋
︑
郷
白
厳
︵
幹
事
︶
︑
亀
谷
聖
馨
︑
門
下

生
撃
電
生
︑
高
島
平
三
郎
︑
谷
本
富
︑
誠
堂
︑
安
藤
弘
︑
三
輪
政
一
ら
︑
一
三
名
の
談
話
や
署
名
原
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
他
の

記
事
と
と
も
に
︑
円
了
の
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
︑
残
さ
れ
た
面
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒

井
上
哲
次
郎
は
円
了
の
東
京
時
代
の
先
生
で
あ
る
が
︑
年
齢
の
近
さ
も
あ
り
﹁
の
ち
に
友
人
と
し
て
交
際
し
て
き
た
﹂
と
哲
次
郎

は
い
う
︒
﹃
外
道
哲
学
﹄
に
つ
い
て
︑
﹁
苦
心
の
作
で
之
で
博
士
号
を
得
た
﹂
と
語
っ
て
い
る
が
︑
博
士
号
を
取
得
し
た
の
は
﹁
仏
教

哲
学
系
統
論
﹂
で
あ
り
︑
﹃
外
道
哲
学
﹄
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
哲
次
郎
の
言
に
よ
っ
て
か
︑
記
事
で
は
﹃
外
道
哲
学
﹄
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で
博
士
と
な
っ
た
と
多
く
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
哲
次
郎
は
︑
円
了
の
特
質
と
し
て
︑﹁
世
間
は
君
を
変
人
奇
人
の
如
く
考
へ

て
い
る
が
︑
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
︑
社
交
的
に
抜
目
の
な
い
円
満
な
常
識
者
で
一
面
優
れ
た
創
意
的
の
才
幹
の
あ
る
人
で
あ
っ
た
﹂

﹁
兎
も
角
人
の
遣
ら
ぬ
独
創
的
の
工
夫
に
秀
で
た
ひ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒

近
角
常
観
は
︑
円
了
と
同
じ
東
本
願
寺
の
人
で
あ
る
が
︑﹁
博
士
は
我
国
に
於
け
る
仏
教
研
究
の
先
覚
者
で
名
著
﹃
仏
教
活
論
﹄
は

当
時
の
思
想
界
を
風
靡
し
た
︒
性
格
は
確
信
に
生
き
る
人
で
信
じ
た
事
は
何
処
迄
も
行
る
と
云
う
風
で
言
論
許
か
り
で
な
く
実
行
の

力
も
強
か
っ
た
﹂﹁
氏
に
就
い
て
は
不
思
議
な
因
縁
談
が
あ
る
︒
大
谷
派
の
清
沢
満
之
︑
本
派
︵
西
本
願
寺
︶
の
藤
井
宣
正
氏
は
何
れ

も
井
上
氏
と
親
し
か
っ
た
が
︑
十
七
年
前
の
六
月
六
日
に
死
ん
で
居
り
︑
私
は
今
日
が
そ
の
十
七
回
忌
故
読
経
後
︑
追
憶
に
耽
っ
て

居
た
所
で
あ
っ
た
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒

石
黒
忠
悳
は
︑
円
了
の
最
初
の
先
生
で
一
〇
歳
の
と
き
に
歩
い
て
塾
に
通
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
︒
石
黒
は
︑﹁
私
が
は
じ
め

て
蘭
法
の
医
学
を
修
め
て
郷
里
で
開
業
し
て
み
る
と
︑
時
世
に
合
わ
ず
し
て
頓
と
し
て
流
行
ら
ず
︑
そ
れ
で
は
飯
が
食
べ
ら
れ
な
い

か
ら
村
の
子
供
達
を
集
め
て
読
み
書
き
を
教
え
始
め
た
︒
そ
の
時
三
十
五
六
人
の
子
供
が
毎
朝
通
っ
て
来
た
が
︑
井
上
も
そ
の
中
の

一
人
で
あ
っ
た
︒
井
上
の
家
は
私
の
家
か
ら
余
程
は
な
れ
て
い
た
が
﹂
﹁
女
房
が
あ
な
た
井
上
っ
て
児
は
あ
れ
は
大
き
く
な
る
と
屹

度
偉
い
人
物
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
︒
何
故
か
と
聞
く
と
先
日
大
層
な
雪
の
降
っ
た
朝
︑
井
上
が
鼻
緒
の
切
れ
た
下
駄
を
提
げ
て
裸

足
で
ま
い
り
ま
し
た
か
ら
︑
何
処
で
切
れ
た
の
か
と
聞
き
ま
す
と
︑
家
を
出
て
す
ぐ
に
切
れ
た
と
申
し
ま
す
か
ら
︑
そ
れ
で
は
家
に

引
き
返
し
て
下
駄
を
取
り
換
え
て
来
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
も
う
し
ま
す
と
︑
時
間
に
遅
れ
る
か
ら
と
申
し
ま
し
た
と
い
う
︒

そ
れ
で
女
房
が
大
層
感
心
し
て
︑
井
上
の
勤
勉
を
褒
め
囃
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
語
っ
て
い
る
︒

亀
谷
聖
馨
と
円
了
の
縁
は
︑
勝
海
舟
に
よ
る
︒
海
舟
が
亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
を
︑
亀
谷
は
﹁
海
舟
翁
が
な
く
な
ら
れ
た
後
︑
予

は
富
田
鉄
耕
翁
と
謀
り
︑
わ
れ
わ
れ
ど
も
で
毎
年
︑
春
︑
秋
の
二
季
に
洗
足
村
の
海
舟
翁
の
墓
前
に
︑
洗
足
会
を
催
す
こ
と
に
し
た
︒
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そ
の
折
に
は
︑
雨
が
降
ろ
う
が
︑
風
が
荒
れ
よ
う
と
︑
甫
水
博
士
は
︑
そ
こ
に
出
掛
け
て
︑
墓
前
で
弁
当
を
食
べ
︑
追
憶
談
を
せ
ら

れ
た
﹂
と
い
う
︒

門
下
生
の
撃
電
生
は
新
聞
記
者
で
︑
一
六
回
の
連
載
で
円
了
を
多
面
的
に
語
っ
て
い
る
︒
﹁
事
を
成
す
に
は
無
我
即
ち
我
れ
と
云

う
凡
て
を
忘
れ
て
居
な
け
れ
ば
何
事
も
出
来
な
い
︒
自
分
は
学
校
と
云
う
も
の
の
為
に
万
事
を
放
下
し
て
回
っ
て
い
る
︒
他
の
毀
誉

褒
貶
な
ど
敢
え
て
気
に
す
べ
き
で
な
い
︒
自
分
は
金
の
ち
か
ら
の
切
実
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
不
浄
財
に
あ
ら
ざ
る
か
ぎ
り

は
一
厘
一
毛
た
り
と
も
喜
ん
で
之
を
受
け
る
︒
人
は
金
が
欲
し
く
て
も
欲
し
く
無
い
顔
を
し
た
が
る
が
︑
自
分
は
金
が
欲
し
い
か
ら

欲
し
い
顔
を
し
て
歩
く
の
で
︑
乞
食
学
者
と
謂
わ
れ
て
も
甘
ん
じ
て
之
を
受
く
る
﹂﹁
人
を
使
う
者
は
使
わ
れ
る
の
譬
え
で
︑
人
は
中
々

思
う
よ
う
に
働
い
て
く
れ
な
い
も
の
で
︑
で
き
る
だ
け
は
自
分
の
手
を
下
す
よ
り
道
は
な
い
の
で
あ
る
︒
﹂
﹁
井
上
氏
が
意
思
堅
固
な

人
で
あ
り
︑
又
確
信
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
⁝
⁝
井
上
哲
次
郎
博
士
の
追
憶
談
で
分
か
る
が
︑
意
思
の
人
と
共
に
情
の
人
で
あ
っ
た

と
云
う
こ
と
も
追
慕
さ
れ
る
﹂
と
い
う
︒

﹁
あ
る
人
か
ら
先
生
の
書
の
弟
子
は
沢
山
に
御
座
ろ
う
と
問
わ
れ
た
の
で
︑
こ
の
円
了
は
師
匠
す
︵
る
︶
一
人
で
弟
子
が
一
人
に
過

ぎ
ぬ
︑
そ
れ
は
自
分
が
師
匠
で
自
分
が
弟
子
で
外
に
何
も
御
座
ら
ぬ
と
答
え
て
置
い
た
と
述
べ
ら
れ
た
﹂

大
連
の
西
本
願
寺
の
小
川
幼
稚
園
主
事
は
﹁
先
生
は
非
常
に
お
元
気
で
汽
車
か
ら
降
り
ら
れ
た
時
は
水
筒
と
雑
曩
と
を
左
右
の
肩

に
か
け
老
書
生
然
と
出
迎
え
の
者
に
快
活
に
物
語
れ
て
﹂
い
た
と
い
う
︒

誠
堂
は
︑
﹁
博
士
は
民
間
の
学
者
と
し
て
一
生
を
貫
か
ん
と
し
た
人
で
あ
っ
た
︒
博
士
は
一
生
無
位
無
官
で
終
わ
っ
た
人
で
あ
っ

た
︒
博
士
は
人
間
の
生
命
あ
る
事
業
は
官
途
に
於
い
て
は
殆
ん
ど
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
て
お
ら
れ
た
﹂
﹁
日
本
人
を
仮
に
四
千
万

人
と
し
て
四
千
万
遍
頭
を
さ
げ
て
依
頼
し
︑
一
人
一
銭
づ
つ
の
寄
付
を
得
た
ら
四
十
万
円
⁝
⁝
も
し
四
千
万
遍
頭
を
下
げ
る
決
心
あ

れ
ば
如
何
な
る
事
業
も
出
来
な
い
は
ず
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
い
う
風
で
あ
っ
た
か
ら
他
の
事
業
家
の
百
倍
努
力
し
て
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い
な
が
ら
他
の
百
分
の
一
の
功
績
し
か
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
⁝
⁝
博
士
は
我
哲
学
館
は
日
本
全
国
の
人
の
熱
意
で
出
来
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
て
非
常
に
愉
快
に
思
う
て
お
ら
れ
た
﹂

安
藤
弘
は
︑﹁
育
英
事
業
に
満
幅
の
努
力
を
傾
け
ら
る
る
︑
傍
ら
深
奥
の
造
詣
を
披
歴
し
て
諸
種
の
著
述
を
為
し
一
世
を

攜
倒
︵
た

ず
さ
わ
る
︶
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
故
に
身
神
の
多
忙
な
る
一
日
と
て
席
の
温
ま
る
こ
と
な
き
有
様
で
あ
っ
た
が
︑
嘗
て
﹃
忙
し
い
﹄

と
嗟
嘆
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︑
私
は
之
を
修
養
の
力
で
あ
る
と
今
度
参
る
汽
車
の
中
で
い
っ
た
が
︑
令
息
︵
玄
一
氏
︶
は
そ
れ
は

天
性
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
︒
そ
れ
位
に
我
慢
強
い
性
格
で
あ
っ
た
﹂

当
時
の
東
洋
大
学
学
長
は
初
の
卒
業
生
出
身
で
︑
新
仏
教
運
動
の
提
唱
者
で
も
あ
る
境
野
黄
洋
で
あ
っ
た
︒
境
野
は
︑
死
亡
記
事

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
か
ら
話
始
め
て
い
る
︒
﹁
博
士
の
訃
音
は
思
い
が
け
な
い
事
で
脳
溢
血
は
東
洋
大
学
の
一
種
の
流
行
の
観

が
あ
る
︒
博
士
が
斯
く
も
早
急
に
逝
か
れ
よ
う
と
は
し
ら
ず
︑
年
来
の
懸
案
た
る
哲
学
堂
譲
渡
の
議
が
未
解
決
に
終
っ
た
の
は
頗
る

遺
憾
で
あ
る
︒
東
洋
大
学
が
大
学
令
に
準
拠
す
る
に
就
い
て
は
︑
哲
学
堂
を
譲
り
受
け
て
解
決
す
る
も
の
で
は
勿
論
な
い
が
︑
確
か

に
一
部
分
の
基
組
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
︒
大
学
令
に
つ
い
て
は
︑
東
大
許
り
で
は
な
い
早
稲
田
で
も
慶
応
で
も
頭
を
な
や
ま
し

て
い
る
こ
と
は
御
同
様
で
あ
っ
た
︑
自
分
の
意
見
と
し
て
は
こ
の
際
六
十
万
円
の
供
託
金
の
外
に
相
当
の
資
金
を
も
集
め
る
覚
悟
で

い
る
︒
哲
学
堂
は
博
士
が
諸
国
の
有
志
者
か
ら
貰
い
集
め
た
金
で
建
設
さ
れ
た
も
の
で
︑
和
田
山
の
風
景
絶
雅
な
処
に
位
置
し
て
一

万
五
千
坪
と
い
う
宏
大
な
地
面
占
め
て
居
る
か
ら
︑
是
非
東
洋
大
学
の
財
産
に
移
し
た
い
も
の
と
︑
種
々
手
を
尽
く
し
て
交
渉
し
て

看
た
が
︑
博
士
は
何
故
か
東
洋
大
学
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
居
ら
れ
た
︒
然
し
自
分
と
し
て
は
未
だ
断
念
せ
ず
以
前
交
渉
中

の
意
志
で
あ
っ
た
﹂
﹁
現
在
の
東
洋
大
学
は
博
士
の
引
退
後
全
く
の
他
人
で
各
学
校
長
と
い
う
尊
称
を
奉
っ
て
居
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
︒

従
っ
て
博
士
の
学
校
に
臨
ま
れ
る
の
は
卒
業
式
位
で
あ
っ
た
か
ら
︑
今
回
の
訃
は
総
て
の
上
に
何
ら
影
響
は
な
い
事
と
信
ず
る
︒
要

す
る
に
博
士
は
過
去
の
人
で
あ
る
﹂
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こ
の
境
野
の
発
言
は
︑﹁
大
学
令
﹂
に
関
す
る
こ
と
で
私
立
大
学
ま
で
帝
国
大
学
と
同
じ
法
的
扱
い
を
す
る
こ
と
が
︑
大
正
七
年
一

二
月
に
公
布
さ
れ
︑
翌
八
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
新
高
等
教
育
の
施
策
を
め
ぐ
る
問
題
で
︑
私
学
の
昇
格
に
は
最
低
の
単
科
大
学
で

六
〇
万
円
を
文
部
省
に
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
境
野
学
長
が
目
を
付
け
た
の
が
︑
哲
学
堂
の
財
産
で
あ
っ
た
︒

﹁
何
故
か
博
士
は
東
洋
大
学
の
も
の
に
す
る
こ
と
に
拒
ん
で
居
ら
れ
た
﹂
と
い
う
︒
境
野
の
財
団
法
人
の
理
解
も
﹁
各
学
校
長
と
い
う

尊
称
を
奉
っ
て
居
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
︒
﹂
と
い
う
か
ら
︑
呆
れ
る
ほ
か
は
な
い
︒
そ
の
上
で
﹁
要
す
る
に
博
士
は
過
去
の
人
で
あ
る
﹂
と

い
う
考
え
で
は
︑
哲
学
堂
譲
渡
の
交
渉
の
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

円
了
の
遺
言
は
新
聞
で
公
開
さ
れ
た
︒
境
野
の
記
事
︵
一
〇
日
︶
を
載
せ
た
﹃
中
外
日
報
﹄
で
は
︑
さ
ら
に
一
四
日
に
﹁
哲
学
堂

は
東
洋
大
学
に
寄
付
す
べ
し

井
上
玄
一
氏
に
寄
す
﹂
と
い
う
記
事
が
﹁
︵
活
︶
﹂
の
署
名
で
発
表
さ
れ
︑﹁
博
士
の
生
涯
を
通
じ
て
最

も
意
義
あ
る
事
業
は
東
洋
大
学
で
な
く
て
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
哲
学
堂
の
如
き
は
全
く
の
余
業
に
過
ぎ
ぬ
と
信
じ
て
居
り
ま
す
﹂

と
い
う
︒
円
了
が
一
三
年
間
︑
午
前
は
移
動
︑
午
後
は
講
演
︑
夜
は
揮
毫
︑
そ
の
寄
付
金
の
半
額
で
建
設
し
た
哲
学
堂
は
︑
円
了
の

生
涯
の
事
業
の
﹁
余
業
﹂
と
し
か
理
解
し
て
い
な
い
者
に
︑
円
了
は
哲
学
堂
を
渡
さ
な
か
っ
た
︒
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
理
念
や

哲
学
の
な
い
も
の
に
事
業
の
意
味
は
関
係
な
い
の
で
あ
る
︒

﹃
中
外
日
報
﹄
に
は
︑
一
三
日
掲
載
の
谷
本
富
の
﹁
井
上
円
了
の
哲
学
﹂
と
い
う
論
評
が
あ
る
︒
谷
本
と
円
了
は
親
し
か
っ
た
が
︑

社
会
的
思
想
的
立
場
は
異
な
っ
て
い
た
︒
谷
本
は
自
分
を
語
る
の
が
優
先
し
︑
円
了
の
こ
と
は
付
随
で
あ
り
︑
学
者
と
し
て
の
立
場

で
円
了
と
一
般
学
者
︵
谷
本
を
含
む
︶
を
比
較
し
て
い
る
︒
﹁
井
上
君
た
る
天
分
は
素
よ
り
こ
こ
に
︵
学
術
︶
存
せ
ず
︑
君
は
自
分
の

観
た
る
所
に
て
は
︑
寧
ろ
事
業
の
才
に
富
み
︑
好
個
の
実
務
家
た
り
︒
こ
れ
に
由
っ
て
哲
学
を
通
俗
的
に
普
及
し
︑
仏
教
の
革
新
を

も
事
業
の
上
に
鼓
吹
し
て
︑
哲
学
会
を
組
織
し
﹃
哲
学
雑
誌
﹄
を
創
刊
し
た
る
外
に
︑
君
自
身
の
業
務
と
し
て
は
︑
之
を
小
に
し
て

は
哲
学
書
院
を
設
け
て
︑
斯
学
の
書
籍
を
こ
ね
あ
げ
た
る
も
の
に
と
ど
ま
り
﹂
と
い
う
︒
た
し
か
に
︑
円
了
は
哲
学
の
通
俗
化
︑
哲
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学
の
実
行
化
を
目
的
と
し
た
︒
谷
本
の
現
象
面
的
理
解
は
あ
た
っ
て
い
る
が
︑
円
了
の
目
的
意
識
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
︒

こ
れ
が
当
時
の
学
者
の
円
了
理
解
の
一
面
と
す
れ
ば
︑
長
い
間
︑
井
上
円
了
研
究
が
取
り
組
ま
れ
な
か
っ
た
日
本
の
研
究
環
境
が
わ

か
る
︒

記
事
以
外
に
コ
ラ
ム
の
中
で
も
︑
円
了
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

〇

﹁
躰
を
少
し
も
動
か
さ
ず
手
真
似
で
お
化
け
の
話
を
す
る
図
は
︑
円
遊
︵
円
朝
？
︶
以
上
の
凄
み
を
み
せ
︑
大
内
青
巒
居
士
ほ
ど

流
暢
で
は
な
い
が
︑
噺
に
旨
味
が
あ
っ
た
︒
落
語
家
連
中
は
随
分
博
士
の
講
話
を
聴
い
た
そ
う
だ
﹂

〇

そ
の
専
攻
の
哲
学
よ
り
も
宗
教
よ
り
も
︑
例
の
妖
怪
学
者
で
有
名
で
あ
っ
た
︒
人
間
知
識
の
幼
稚
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
迷
信
と
奇

怪
の
中
に
つ
つ
ま
れ
お
る
︒
時
々
そ
れ
を
き
り
ひ
ら
い
て
天
地
万
物
何
ら
不
思
議
な
し
と
断
定
し
た
博
士
は
偉
い
も
の
で
あ
っ
た
﹂

〇

﹁
博
士
が
往
時
欧
米
漫
遊
を
終
え
て
帰
り
︑
東
洋
学
の
振
興
を
計
ろ
う
と
思
っ
て
︑
そ
の
趣
意
書
を
知
名
人
に
配
付
し
た
︒
も
ち

ろ
ん
勝
海
舟
翁
の
許
に
も
送
っ
た
︒
翁
は
之
を
読
ん
で
青
二
才
が
と
云
っ
て

打

棄

う
っ
ち
ゃ
っ
て

し
ま
っ
た
︒
こ
の
と
き
あ
た
か
も
そ
の
席
に

あ
っ
た
︑
目
賀
田
男
爵
が
︑
井
上
博
士
の
人
物
を
大
い
に
賞
賛
し
一
度
と
云
っ
た
の
で
︑
翁
も
そ
の
気
に
な
っ
て
な
り
︑
目
賀
田
男

爵
に
そ
の
意
を
告
げ
た
の
で
︑
男
爵
は
井
上
博
士
に
之
を
伝
え
た
︒
早
速
博
士
は
海
舟
翁
を
訪
ね
︑
自
分
の
抱
懐
し
て
居
る
意
見
を

述
べ
た
⁝
⁝
翁
は
井
上
博
士
の
話
し
を
聞
き
終
わ
っ
て
﹃
そ
れ
は
面
白
い
︑
十
分
遣
る
が
好
い
︑
然
し
そ
れ
に
は
資
金
を
集
め
る
必

要
が
あ
ろ
う
﹄
⁝
﹃
己
れ
は
金
持
ち
で
な
い
か
ら
︑
⁝
⁝
己
は
幾
ら
で
も
書
を
書
い
て
遣
る
か
ら
︑
そ
の
書
を
種
に
寄
附
金
を
募
る

の
が
よ
か
ろ
う
﹄
と
云
っ
て
激
励
し
た
﹂

〇

﹁
そ
れ
は
博
士
が
多
量
の
喀
血
せ
ら
れ
た
︑
博
士
は
あ
る
ひ
と
が
之
を
な
ぐ
さ
め
た
と
こ
ろ
平
然
と
し
て
︑
﹃
有
る
も
の
が
出
た

の
で
あ
る
か
ら
ご
心
配
は
御
無
用
な
り
︒
無
い
も
の
が
出
た
ら
そ
れ
こ
そ
心
配
で
あ
る
﹄
と
呵
々
と
大
笑
し
て
居
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
﹂
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〇

﹁
学
校
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
た
︵
哲
学
館
事
件
︶
の
際
に
︑
欧
州
漫
遊
中
の
博
士
は
直
ち
に
﹃
火
に
や
か
れ
風
に
た
お
さ
れ
又
人

に
ふ
ま
れ
て
も
な
お
枯
れ
ぬ
若
桐
﹄
と
い
う
一
首
を
送
っ
て
人
々
を
激
励
し
た
︒
文
部
省
は
そ
の
後
︑
中
島
教
授
の
免
職
を
迫
っ
た

が
︑
校
長
た
る
博
士
は
頑
と
し
て
応
じ
な
か
っ
た
︒
博
士
は
﹁
自
分
の
主
義
は
死
ん
で
も
枉
げ
な
い
﹂
と
い
う
て
お
ら
れ
た
が
︑
何

事
に
よ
ら
ず
一
旦
決
心
し
た
事
は
万
難
を
排
し
て
進
も
う
と
す
る
概
が
あ
る
﹂

〇

﹁
井
上
円
了
博
士
は
か
つ
て
京
北
中
学
の
校
長
と
し
て
修
身
を
教
え
て
い
た
が
︑
生
徒
等
が
妖
怪
談
を
聴
き
た
く
て
﹁
こ
の
時
間

は
お
化
け
の
話
﹂
と
白
墨
で
書
い
て
お
く
と
︑
教
室
に
入
っ
た
博
士
は
﹁
お
化
け
の
﹂
を
﹁
修
身
の
﹂
と
書
き
直
し
て
講
話
を
始
め
︑

か
つ
て
一
度
も
こ
の
種
の
話
を
生
徒
に
聴
か
せ
た
事
が
な
か
っ
た
﹂

四
．
葬
儀

す
で
に
新
田
神
量
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
井
上
家
代
表
の
玄
一
氏
︑
東
洋
大
学
代
表
の
三
輪
政
一
氏
︑
京
北
代
表
の
安

藤
弘
氏
が
東
京
を
七
日
午
前
八
時
半
に
出
発
し
︑
大
連
に
到
着
し
た
の
は
一
〇
日
で
あ
っ
た
︒
相
談
の
結
果
︑
一
二
日
午
後
二
時
か

ら
東
本
願
寺
大
連
別
院
で
新
田
を
導
師
と
し
て
﹁
仮
葬
儀
﹂
が
行
わ
れ
た
︒
円
了
の
遺
言
の
よ
う
に
祭
壇
は
質
素
で
︑
一
対
の
白
蓮

の
花
輪
の
み
で
あ
っ
た
︒
大
連
の
関
係
者
か
ら
の
強
い
要
請
が
あ
っ
て
︑
荼
毘
の
あ
と
に
分
骨
さ
れ
た
︒

金
襴
の
袋
に
包
ま
れ
た
遺
骨
は
︑
大
連
駅
で
多
数
の
見
送
り
を
受
け
て
︑
一
三
日
午
後
七
時
汽
車
で
出
発
し
た
︒
一
四
日
午
後
六

時
に
釜
山
駅
に
到
着
し
︑
釜
山
の
桟
橋
で
焼
香
式
が
行
わ
れ
︑
関
釜
連
絡
船
で
一
六
日
朝
に
下
関
に
到
着
し
た
︒
山
陽
ホ
テ
ル
の
階

上
に
安
置
さ
れ
︑
午
後
七
時
一
〇
発
の
列
車
で
東
京
へ
向
か
っ
た
︒
一
行
は
貸
し
切
り
の
一
等
室
に
遺
骨
を
安
置
し
て
︑
一
七
日
午

前
七
時
四
〇
分
に
神
戸
駅
を
通
過
し
た
が
︑
卒
業
生
一
同
か
ら
霊
前
に
花
輪
を
供
し
︑
短
時
間
に
焼
香
し
た
︒
午
前
九
時
一
七
分
に

京
都
駅
に
到
着
し
た
︒
駅
で
は
東
本
願
寺
の
録
事
が
法
主
︵
句
仏
上
人
︶
に
よ
る
﹁
甫
水
院
釈
円
了
﹂
の
染
筆
の
院
号
法
名
と
色
紙
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の
俳
句
﹃
大
陸
の
客
窓
の
あ
ま
り
明
け
易
き
﹄
を
お
盆
の
上
に
乗
せ
遺
骨
に
供
え
︑﹁
二
百
余
名
﹂
が
送
迎
し
た
︒
遺
骨
の
﹁
周
囲
に

は
六
個
の
花
輪
悲
し
げ
に
陳
列
さ
れ
﹂
て
い
た
︒
二
一
日
午
前
八
時
に
東
京
駅
到
着
︒
金
井
法
学
博
士
︑
鵜
沢
法
制
局
参
事
︑
伊
藤

第
五
中
学
校
長
︑
加
藤
豊
山
大
学
長
︑
望
月
日
蓮
宗
大
学
長
︑
石
川
曹
洞
宗
官
長
代
理
︑
峰
岸
高
師
教
授
︑
礒
江
京
華
中
学
校
長
︑

学
長
境
野
︑
哲
学
館
出
身
者
な
ど
数
十
名
が
出
迎
え
︑
駅
前
に
は
東
洋
大
学
生
︑
京
北
中
学
・
実
業
の
各
級
代
表
者
が
整
列
し
て
礼

拝
し
出
迎
え
た
︒
早
速
︑
五
台
の
車
に
分
乗
し
て
︑
本
郷
駒
込
富
士
前
町
三
五
番
地
の
自
宅
に
遺
骨
は
安
置
さ
れ
た
︒
親
族
︑
学
校

関
係
者
︑
近
親
者
な
ど
で
お
通
夜
が
行
わ
れ
た
︒
通
夜
は
二
一
日
ま
で
続
い
た
︒

二
二
日
に
東
洋
大
学
校
葬
が
行
わ
れ
た
︒
自
邸
で
真
浄
寺
住
職
の
寺
田
慧
眼
氏
が
導
師
と
な
り
︑
棺
前
葬
が
営
ま
れ
︑
午
後
九
時

に
葬
列
を
組
ん
で
雨
の
中
を
東
洋
大
学
ま
で
進
ん
だ
︒
学
校
関
係
者
に
続
い
て
︑
喪
主
の
玄
一
氏
を
先
頭
に
遺
族
が
徒
歩
に
て
向

か
っ
た
︒
午
前
一
〇
時
半
か
ら
大
学
講
堂
に
て
校
葬
が
営
ま
れ
た
︒
導
師
は
京
都
の
本
山
か
ら
派
遣
さ
れ
た
南
條
文
雄
博
士
で
︑
中

央
の
十
字
名
号
︑
右
手
に
東
本
願
寺
法
主
の
筆
に
な
る
﹁
甫
水
院
釈
円
了
﹂
の
法
名
軸
︑
左
手
に
は
井
上
博
士
の
油
絵
︑
中
橋
文
相
︑

野
村
満
鉄
総
裁
か
ら
の
造
花
が
飾
ら
れ
た
︒
導
師
の
南
條
は
四
人
の
僧
侶
を
従
え
て
壇
前
に
進
み
︑
法
主
代
理
︑
南
條
と
焼
香
し
て

読
経
が
始
ま
っ
た
︒
境
野
学
長
な
ど
の
弔
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
︒
そ
の
他
に
七
六
〇
余
通
の
弔
電
が
一
束
に
し
て
奉
げ
ら
れ
︑
そ

の
後
︑
喪
主
以
下
遺
族
親
族
並
び
に
会
葬
者
全
体
が
焼
香
し
た
︒
葬
儀
の
後
︑
午
後
四
時
に
柩
は
自
動
車
に
て
校
門
を
出
て
︑
府
下

和
田
山
哲
学
堂
に
運
ば
れ
︑
導
師
の
南
條
が
揮
毫
し
た
墓
標
の
あ
る
蓮
華
寺
の
墓
地
に
︑
午
後
五
時
に
読
経
の
あ
と
で
埋
葬
さ
れ
た
︒

九
月
に
は
︑
東
洋
大
学
の
機
関
誌
﹃
東
洋
哲
学
﹄
で
井
上
円
了
先
生
の
追
悼
号
が
発
行
さ
れ
︑
一
〇
月
に
は
そ
れ
を
校
友
会
が
単

行
本
﹃
井
上
円
了
先
生
﹄
と
し
て
出
版
し
た
︒
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五
．﹁
人
間
一
生
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
事
業
が
で
き
る
の
か
﹂

円
了
は
一
八
五
八
︵
安
政
五
︶
年
に
生
ま
れ
一
九
一
九
︵
大
正
八
︶
年
に
亡
く
な
っ
た
︒
六
一
年
間
の
生
涯
に
多
く
の
業
績
を
残

し
た
︒
大
正
八
年
一
月
の
﹃
東
洋
哲
学
﹄
に
﹁
哲
学
上
に
於
け
る
余
の
使
命
﹂
で
︑
円
了
は
﹁
哲
学
の
通
俗
化
︑
哲
学
の
実
行
化
﹂

を
挙
げ
て
い
る
︒
通
俗
化
は
社
会
化
と
理
解
さ
れ
︑
哲
学
の
普
及
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
実
行
化
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
か
︑
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
二
つ
は
一
対
不
二
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
円
了
の
教
育
理
念
を
理
解
す
れ
ば
︑
教
育
家
︑

宗
教
家
の
養
成
ば
か
り
で
は
な
く
︑
法
律
家
︑
商
業
家
︑
工
業
家
も
︑﹁
一
応
哲
学
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
思

弁
的
な
哲
学
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
︑
若
い
と
き
か
ら
円
了
の
哲
学
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

東
洋
大
学
の
第
二
代
学
長
と
な
っ
た
前
田
慧
雲
は
︑
円
了
が
日
頃
か
ら
掲
げ
て
い
た
こ
と
を
︑
こ
う
語
っ
て
い
る
︒
﹁
己
れ
は
他よ

方そ

か
ら
月
給
を
貰
わ
な
い
で
︑
一
つ
人
間
一
生
ど
の
位
の
事
業
が
出
来
る
の
か
試
し
て
見
よ
う
(

)
﹂
円
了
は
自
己
を
学
者
︑
教
育
者
︑

3

事
業
家
の
ど
れ
か
一
つ
に
規
定
し
て
い
な
い
︒
日
本
の
統
一
国
家
形
成
期
に
活
躍
し
た
人
物
の
な
か
で
︑
一
つ
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら

ず
︑
自
由
に
生
き
た
︑
そ
の
意
味
で
常
識
に
囚
わ
れ
な
い
人
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
円
了
の
内
面
で
重
要
な
こ
と
は
︑
哲
学
し
た
結

果
を
実
行
し
て
︑
世
界
の
標
準
へ
と
日
本
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
他
人
の
評
価
は
気
に
し
な
い
︑
チ
ャ
レ
ン

ジ
ャ
ー
で
あ
っ
た
︒

こ
の
﹃
死
亡
新
聞
記
事
集
﹄
を
読
ん
で
思
わ
れ
る
こ
と
は
︑
な
ぜ
円
了
は
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
時
代
の
変
化
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
昭
和
五
三
年
に
東
洋
大
学
の
井
上
円
了
研
究
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ま
で
︑
歴
史
の

中
に
埋
も
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
︒
針
生
清
人
氏
が
﹁
日
頃
︑
学
祖
の
名
を
口
に
す
る
者
と
い
え
ど
も
︑
哀
輓
録
の
行
方
を
尋

ね
る
者
一
人
だ
に
あ
ら
ざ
る
な
し
︑
ま
た
︑
学
祖
研
究
室
の
廃
止
さ
れ
し
こ
と
疑
う
者
も
な
く
︑
今
日
に
至
れ
り
﹂
と
嘆
い
て
い
た

こ
と
は
︑
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
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表３ 『井上円了死亡新聞記事集』一覧

NO.

6.75

36.74

26.73

16.72

936.61

貼付け日付

9

76.78

66.77

56.76

4

136.712

126.711

116.710

96.7

156.714

146.713

迷信打破に努力した井上圓了博士

悲しみの胸を抱て大連へ亡き厳君の骸を

井上圓了博士

脳$血で井上圓了博士大連に客死す

妖怪博士大連にて客死す

井上圓了氏＝大連に逝去

井上圓了博士大連の客舎に逝く

井上圓了博士死す

大連で講演中卒倒して井上圓了博士逝く

死亡広告（大連大谷派本願寺別院）

見出し

時事

東京朝日

遼東新聞

新聞紙名

井上圓了氏

井上圓了博士

職に殉じたるる井上圓了博士

井上令息急行

大阪毎日

大阪新報

大阪新報

大阪新報

大阪朝日

東京毎夕

東京日々

讀賣新聞

都新聞

萬朝報

国民新聞

短

短

長

長

長

長

短

短

短

長

長

短

分類

井上圓了博士逝去す名古屋新聞短226.716

井上圓了博士大連に死す大勢新聞短166.715

短

短

6.719

井上博士客死京都日ノ出短386.718

井上圓了博士逝く福井新聞短366.717

長446.721

井上圓了博士報知新聞長436.720

圓了博士逝くやまと新聞長41

井上圓了博士佐賀毎日新聞短526.723

妖怪博士逝く神戸又新日報短516.722

井上圓了博士客死中央新聞

26

妖怪学の泰斗井上圓了博士逝く満州日々新聞短576.725

妖怪博士中国民報短546.724

1026.728

井上圓了博士脳B血にて死す満州日々新聞長996.727

防腐剤注射後の井上博士満州日々新聞写596.7

圓了博士福岡日々長1106.729

死亡広告（大連大谷派本願寺別院）満州日々短
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6.834

256.833

246.832

236.831

106.830

38

296.837

286.836

276.835

26

346.841

326.840

316.839

306.8

396.843

376.842

（浮世双紙）

井上圓了博士客死

妖怪博士逝く

明治時代に於ける哲学の先駆者井上圓

了博士逝く

（雑記帳）

井上博士臨終枕頭の扇面に文字

（苦味辛味）

文学博士井上圓了師

井上博士半生を哲学に捧ぐ

父圓了博士の遺骸を迎へに

大阪時事

東京毎夕

時事新聞

井上圓了博士追憶談（一）

井上博士客死

井上圓了氏逝く

圓了博士の訃を聞いて

越前毎日新聞

呉公論

新総房

越前毎日

国民新聞

二六新報

中外商業

東京毎日

東京日々

大阪朝日

毎夕新聞

短

長

短

短

長

長

短

短

短

短

長

写

妖怪博士井上圓了氏山陽新報短496.845

井上圓了博士岐阜日々新聞長486.844

長

短

6.848

（江湖片々）神戸又新日報短536.847

圓了博士の遺言状中国民報長506.846

短1076.850

逝ける井上博士と其真蹟北越新報短626.849

圓了博士馬関毎日短60

他山移話名古屋毎日短186.952

（閑話休題）国民新聞短176.951

圓了博士客死東奥日報

55

井上圓了博士追憶談（二）越前毎日新聞長406.954

（人の噂）都新聞短356.953

876.957

（大連にて客死せる井上圓了博士と其

筆跡）
東奥日報短756.956

井上博士北越新聞長476.9

圓了博士の遺言岐阜日々長1166.958

井上博士令息来満州日々新聞短
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井上博士が国民新聞短556.1486

6.1163

1196.1062

566.1061

416.1060

216.1059

67

436.1266

1216.1165

426.1164

33

646.1270

636.1269

426.1268

406.12

926.1272

916.1271

井上博士遺骸通過

井上圓了博士の哲学一枚起請文

井上圓了博士追憶談（五）

（逝ける井上圓了氏）

井上圓了博士追憶談（四）

井上圓了博士を憶う

井上圓了博士

妖怪博士と天狗探検

井上圓了博士追憶談（三）

現代学者と井上博士の影響

神戸新聞

越前毎日新聞

中外日報

道の為に殉した故井上博士を弔ふ

死亡広告（井上玄一・東洋大学・京北中

学校、東本願寺別院）

井上博士葬儀日取

喪中の井上邸

満州日々新聞

満州日々新聞

中外日報

中外日報

中外日報

大阪毎日新聞

越前毎日新聞

荘内新報

越前毎日新聞

東京日々

岩手毎日

短

短

長

短

長

写

長

短

写

長

長

長

井上博士の遺骸遼東日々新聞長1016.1274

井上博士葬儀満州日々新聞短946.1273

長

広告

6.1377

死亡広告（井上玄一、東洋大学、京北中

学）
報知新聞広告206.1376

井上圓了博士の仮葬儀報知新聞短196.1375

長686.1379

圓了博士遺骸萬朝方短466.1378

井上圓了博士追憶談（六）越前毎日新聞長44

井上博士の遺骸遼東日報長1246.1381

仮葬儀広告（本願寺別院）遼東日々短1046.1380

井上圓了君の哲学（谷本 富）中外日報

84

圓了博士遺骸東京日々短86.1483

井上博士葬儀満州日々新聞短1266.1382

哲学堂は東洋大学に寄付すべし中外日報長456.1485

井上圓了博士追憶談（七）越前毎日新聞長456.14
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956.1493

井上博士遺骨遼東新聞短906.1492

井上博士の仮葬儀遼東新聞短896.1491

94

井上博士葬儀（井上圓了師仮葬儀）

886.1490

776.1489

616.1488

586.1487

満州日々新聞短

釜山新報短806.1596

井上圓了博士追憶談（八）越前毎日新聞長466.1595

井上圓了師仮葬儀満州日々写1446.14

1376.1599

井上博士遺骸京都日の出短1326.1598

井上博士遺骸神戸新聞短1256.1597

故井上博士焼香式

110

圓了博士の遺骨讀賣新聞短1126.17111

井上圓了博士追憶談（九）越前毎日新聞長476.16100

井上博士遺骨満州日々写

東京日々短1086.17108

（序に最近……）東京朝日短1096.17109

故井上博士の遺骨国民新聞短1116.17

大阪朝日新聞短1006.17106

井上圓了博士を憶ふ（亀谷聖香）

井上博士葬儀日取

故井上圓了博士の逸事逸聞

井上博士遺骸

圓了博士遺骸、死亡広告（大連大谷派

本願寺別院、井上玄一、東洋大学校友

会、京北中学校）

やまと新聞長1066.17107

井上博士の遺骨

京都日ノ出新聞

東京朝日

やまと新聞

井上博士遺骨大阪朝日新聞短716.17104

井上圓了博士遺骸到着中央新聞短726.17105

井上博士遺骨

1136.17112

圓了博士遺骸鷲城新聞短676.16101

分骨を大連に留めて大阪毎日短656.17103

遼東新聞

1156.17114

圓了博士の遺骨報知新聞短1146.17

写

長

短

短

113

故博士の遺骨着萬朝報短

井上博士遺骸広島中国短1306.17116

故井上圓了博士の逸事逸聞（誠堂）京都日ノ出新聞長1226.17115

(井上圓了博士遺骸到着）国民新聞短
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706.18121

圓了博士の遺骸五百の学生に迎れてやまと新聞短696.18120

花輪に包まれた圓了大居士神戸新聞長666.18119

122

井上博士遺骨

486.18102

1506.17118

1496.17117

1276.23144

神戸又新日報短

時事新報短766.18124

圓了博士遺骨着都新聞短746.18123

昨夜東京駅に着いた圓了博士の遺骨東京朝日新聞長736.18

826.18127

（井上圓了博士の遺骨）萬朝報短796.18126

圓了博士遺骨着やまと新聞短786.18125

圓了博士遺骸到着す

137

故井上博士告別式東京毎日広告1036.22138

（井上圓了博士遺骨東京駅着）やまと新聞写836.18128

井上博士遺骨中央新聞短

神戸又新短1476.18135

井上博士遺骨福井毎日新聞短816.19136

（万里長城下に於ける故井上圓了博士

と其絶筆）
大阪時事写1366.21

京都日ノ出短1406.18133

故圓了博士が最終の筆に成れる旅行日

記の一片

井上圓了博士追憶談（一一）

井上圓了博士遺骨

幼稚園の演壇に殪る

長

馬関毎日長1416.18134

井上博士遺骨

門司新聞

福岡日々

讀賣新聞

井上博士遺骨著京中外商業新報短866.18131

圓了博士の遺骨到着大阪新聞短1236.18132

井上博士遺骸

1056.22139

圓了博士の遺骸五百の学生に迎れて毎夕新聞長846.18129

圓了博士遺骨著東京毎日新聞短856.18130

越前毎日新聞

1436.22141

（井上圓了博士告別式）国民新聞短1186.22

長

短

長

井上博士の校葬

140

井上圓了博士の葬儀東京毎日短

井上博士校葬信濃毎日短986.23143

梅雨の中に圓了博士中央新聞短976.23142

圓了博士の校葬横浜貿易短
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1356.23150

圓了博士葬儀二六新報短1346.23149

圓了居士の校葬と告別式萬朝報長1336.23148

151

井上圓了博士告別式

1316.23147

1296.23146

1286.23145

154163

中外商業短

東京朝日長1426.23153

故井上圓了博士本日校葬東京毎日短1396.23152

故井上圓了博士校葬大阪時事短1386.23

1176.24156

（むせんでんわ）時事新聞短966.24155

井上妖怪博士の校葬やまと短1466.23154

圓了博士の葬儀

長155164

井上圓了博士追憶談（一四）福井毎日新聞長

圓了博士校葬都新聞写1456.24157

（井上圓了博士伝）萬朝報長

8.14167

井上博士遺骸短158166

井上圓了博士追憶談（一六）（門下生撃

電生）
福井毎日新聞長156165

井上圓了博士追憶談（一五）（門下生撃

電生）
福井毎日新聞

福井毎日新聞長153162

短

井上圓了博士の告別式

圓了博士の葬儀

故圓了博士葬儀

1739.17168

井上圓了先生中国民報短176

時事新聞

大阪新聞

国民新聞

（大連に客死せる井上圓了博士とその

筆蹟）
高田日報写120160

井上圓了博士追憶談（一二）（門下生撃

電生）
福井毎日新聞長152161

井上圓了博士追憶談（一三）

9.17169

東洋哲学（第八号）

故井上博士の七恩人中外日報短1516.24158

井上博士校葬中外短1486.25159

毎夕新聞

17810.4171

井上圓了先生東京毎夕新聞短1729.23

長

短

短

170

東洋哲学（井上圓了先生号）二六新報短174

井上圓了先生愛媛新報短
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15910.7177

井上圓了先生神戸新聞短18110.6176

井上圓了先生静岡民友新聞短18510.5175

178

井上圓了先生

18410.5174

18010.5173

17710.5172

16410.14187

高知新聞短

鹿児島新聞短16210.8180

井上圓了先生満州日々新聞短16110.8179

井上圓了先生朝鮮新聞短18210.7

16010.10183

井上圓了先生横浜貿易新報短18310.9182

井上圓了先生神戸又新日報短17910.8181

井上圓了先生

短16710.17188

東洋哲学（第九号）東京毎夕新聞短

井上圓了先生門司日々新聞短16310.10184

井上圓了先生名古屋新聞短

10.30191

井上圓了先生京城日報短17010.23190

井上圓了先生伊勢新聞短16610.18189

井上圓了先生台湾日日新報

17111.27193

井上圓了先生九州日日新聞短

井上圓了先生

井上圓了先生

井上圓了先生

16911.15192

井上圓了先生京都日出新聞短168

河北新報

大分新聞

東洋大学記念祭中外日報短15711.27194

井上圓了先生都新聞短

井上圓了先生下野新聞短16510.11185

井上圓了先生芸備日日新聞短17510.13186

小樽新聞短

短

短

（日付の空欄は不明、見出しのゴチは大きな活字）



【
註
︼

(

)

天
野
才
八
﹁
学
祖
研
究
室
に
つ
い
て
﹂
﹃
井
上
円
了
研
究
﹄
第
七
号
︑
平
成
九
年
二
月
︑
一
五
三
～
一
五
九
頁
︒

1
(

)

新
田
神
量
﹁
井
上
円
了
先
生
御
臨
終
記
﹂
﹃
サ
テ
ィ
ア
﹄
第
二
一
号
︑
平
成
八
年
一
月
︑
三
二
～
三
三
頁
︒

2
(

)

前
田
慧
雲
﹁
︵
無
題
︶
﹂
﹃
井
上
円
了
先
生
﹄
東
洋
大
学
校
友
会
︑
大
正
八
年
九
月
︑
九
三
頁
︒

3
附
記
１

円
了
が
五
月
二
日
に
船
で
中
国
・
上
海
へ
向
か
っ
た
と
き
︑
衆
議
院
議
員
︵
立
憲
民
政
党
︶
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
山
田
毅
一

も
同
船
し
て
い
た
︒
山
田
は
第
一
次
大
戦
後
の
欧
米
視
察
へ
向
か
う
途
中
で
あ
っ
た
︒
そ
の
記
録
は
山
田
毅
一
﹃
戦
後
の
欧
米
漫
遊
記
﹄
1
9
2
0

年
に
詳
し
い
︒
円
了
と
の
出
会
い
は
︑
八
日
に
門
司
を
出
発
し
た
あ
と
で
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

﹁
海
上
依
然
︵
と
し
て
︶
平
穏
︵
な
り
︶
︒
夕
刻
︑
壱
岐
対
馬
の
間
を
過
ぎ
て
上
海
に
向
ふ
︒
同
船
の
客
中
︑
井
上
圓
了
博
士
あ
り
︒
白
鬚
を
撫

し
︵
撫
で
︶
黙
々
と
し
て
読
書
す
︒
上
海
に
上
陸
︒
揚
子
江
を
廻
航
し
︑
中
部
支
那
の
形
勢
を
観
察
せ
ん
が
爲
め
の
旅
程
に
あ
る
な
り
︒
北
支

那
海
上
︑
夕
陽
の
没
せ
ん
と
し
て
︑
波
上
金
線
を
走
︵
ら
︶
す
や
︑
甫
水
博
士
︑
予
を
顧
み
感
慨
を
示
し
て
曰
く
︑

幾
歳
戰
雲
今
漸
収

幾
歳
の
戦
雲
今
漸
く
収
ま
り

講
和
使
節
在
歐
洲

講
和
の
使
節
は
欧
州
に
在
り

賢
明
人
各
凝
神
策

賢
明
な
る
人
々
は
各
々
神
の
策
を
凝
る
も

老
朽
吾
猶
試
壯
遊

老
朽
の
吾
は
猶
ほ
壯
遊
を
試
み
る

何
年
に
も
わ
た
っ
た
︵
第
一
次
世
界
︶
大
戦
が
漸
く
収
ま
り
︑

講
和
︵
条
約
︶
使
節
︵
団
︶
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
い
て
い
る
︒

賢
人
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
に
今
後
の
優
れ
た
政
策
を
練
っ
て
い
る
が
︑

老
齢
に
達
し
た
私
は
今
後
さ
ら
な
る
海
外
遊
説
を
画
策
し
て
い
る
︒

︹
注
︺

・
静
岡
丸
航
海
は
大
正
８
︵
1
9
1
9
︶
年
︒
前
年
︵
1
9
1
8
年

月
に
︶
第
一
次
世
界
終
結
︒

1
1
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赤
馬
關
頭
時
已
夏

赤
馬
関
頭
時
は
已
に
夏
に
し
て

玄
洋
波
上
氣
如
和

玄
洋
の
波
上
気
は
和な

ぎ

の
如
し

船
床
結
得
英
雄
夢

船
床
に
結
び
得
る
は
英
雄
の
夢

壓
倒
支
那
四
百
洲

圧
倒
す
支
那
の
四
百
洲

下
関
も
今
は
も
う
夏
︑

玄
界
灘
は
凪
の
よ
う
に
穏
や
か
で
あ
る
︒

船
室
で
夢
見
る
の
は
英
雄
の
夢
で
︑

こ
の
英
雄
が
中
国
全
土
を
平
ら
げ
る
の
だ
︒

︹
注
︺

・
︵
赤
︶
馬
關
＝
下
関

・
玄
洋
＝
玄
界
灘

・
英
雄
は
日
本
︑
あ
る
い
は
中
国
の
新
し
い
指
導
者
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
︵
第
一
次
世
界
大
戦
で
︑
日
本
は
対
華
二
十
一
ヶ

条
条
約
を
手
に
入
れ
た
︶

・
四
百
洲
＝
中
国
全
土
の
こ
と

と
老
い
來
た
る
も
意
氣
は
愈
々

い
よ
い
よ

旺
盛
な
り
︒
﹂

そ
の
後
︑
円
了
が
大
連
で
客
死
し
た
こ
と
を
知
り
︑
文
中
の
註
と
し
て
﹁
余
︑
倫
敦
に
於
て
︑
円
了
博
士
支
那
漫
遊
中
逝
去
の
報
を
受
く
︑
人

事
変
遷
の
急
な
る
一
夢
の
如
し
︑
哀
悼
の
情
に
堪
ず
︑
悲
し
い
哉
︒
﹂
と
追
悼
し
て
い
る
︵
同
書
︑
一
一
～
一
二
頁
︶
︒

こ
の
山
田
毅
一
の
著
書
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
は
︑
佐
藤
厚
客
員
研
究
員
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
︒

附
記
２

研
究
員
の
ラ
イ
ナ
・
シ
ュ
ル
ツ
ァ
は
︑
海
外
の
新
聞
に
お
け
る
円
了
の
死
亡
記
事
を
調
査
し
て
収
集
し
た
︒
﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
﹄
の

死
亡
記
事
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

81 回想の井上円了（一）



附
記
３

漢
詩
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
︑
い
つ
も
の
よ
う
に
︑
東
洋
大
学
大
学
院
非
常
勤
講
師
の
中
村
聡
先
生
の
お
世
話
に
な
っ
た
︒
記
し
て
感
謝
の
意

を
表
し
ま
す
︒

ま
た
︑
引
用
文
に
つ
い
て
は
︑
漢
字
は
通
行
体
に
︑
送
り
仮
名
も
現
代
化
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
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