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日
　

時
　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
九
日
（
水
）
午
後
一
時
三
〇
分
～
午
後
三
時
一
〇
分

　

場
　

所
　

名
古
屋
大
学
博
物
館
講
義
室

　

（
司
会
）
　

今
日
は
第
九
一
回
の
博
物
館
特
別
講
演
会
と
い
う
こ
と
で
、「
寸
描―

第
八
高
等
学
校
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
大

学
文
書
資
料
室
の
山
口
さ
ん
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
も
う
皆
さ
ま
ご
案
内
の
と
お
り
、
来
週
土
曜
日
ま
で
、
私
た
ち
の
博

物
館
と
大
学
文
書
資
料
室
の
共
催
と
い
う
形
で
、「
伊
吹
お
ろ
し
の
若
者
た
ち
」
と
い
う
展
示
を
し
て
お
り
ま
す
。
旧
制
の
第

八
高
等
学
校
が
本
年
で
創
立
一
〇
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
先
日
、非
常
に
盛
大
な
記
念
式
典
と
祝
賀
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
記
念
し
て
こ
う
い
う
展
示
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
関
連
の
講
演
会
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
文
書
資
料
室
の

山
口
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

（
山
口
）
　

こ
ん
に
ち
は
。
私
は
大
学
文
書
資
料
室
で
、
名
古
屋
大
学
の
歴
史
を
研
究
調
査
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
、
既
に
下

の
展
示
会
場
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
新
制
名
古
屋
大
学
が
で
き
る
際
、
そ
れ
に
包
括
さ
れ
た
旧
制
高
等
教
育
機
関

が
三
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
第
八
高
等
学
校
を
名
大
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
こ

の
企
画
展
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ご
覧
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に
、
名
大
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
そ
れ
ほ
ど
分
厚
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
は
、
本
学
の
全
学
教
養
科
目
の
中
で
、
主
に
一
年
生
を
対
象
に
自
分
た
ち
の
大
学
の
歴
史
を
学
ん
で
も
ら
う
授
業
が
あ
り
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
す
。
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
で
、
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
収
め
ま
し
た
の

で
、
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
書
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

大
体
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
時
間
が
一
時
間
少
し
ぐ
ら
い
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ほ
ぼ
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
中
身
に
沿
っ

て
、
必
要
な
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
な
が
ら
お
話
し
し
ま
す
。
お
手
元
に
、
前
の
ス
ク
リ
ー
ン
画
像
を
両
面
に
印
刷
し
た
も
の
が

1
枚
と
、同
じ
く
両
面
に
五
つ
ほ
ど
資
料
を
掲
げ
た
資
料
を
お
配
り
し
て
い
ま
す
。
適
宜
そ
う
い
っ
た
も
の
を
ご
覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、

話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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講
演
の
ね
ら
い
【
画
面
①
】

　

本
日
は
、
今
回
の
企
画
展
の
趣
旨
を
皆
さ
ん
に
よ
り
深
く
理
解
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
企
画
展
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
「
伊

吹
お
ろ
し
の
若
者
た
ち
」
を
育
ん
だ
旧
制
八
高
の
草
創
期
を
シ
ョ
ー
ト
ス
ケ
ッ
チ
（
寸
描
）
と
し
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
本
日
は
、
先
ほ
ど
西
川
館
長
か
ら
も
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
先
日
一
〇
〇
周
年
の
記
念
式
典
を
行
い
ま
し
た
旧
制
八
高

の
同
窓
会
「
八
高
会
」
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
私
の
話
よ
り
も
、
当
事
者
で
あ
る
方
々
に
お
話
を
伺
う
と
よ
り
意
味

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
、
で
き
れ
ば
今
日
の
講
演
の
終
了
後
、
質
疑
の
時
間
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
八
高
会
の
方
々

か
ら
も
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

1
．
旧
制
高
等
学
校
と
は
【
画
面
②
】

　

大
学
一
年
生
を
対
象
に
し
た
授
業
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
た
め
基
本
的
な
内
容
で
恐
縮
で
す
が
、

初
に
旧
制
の
高
等
学
校
に
つ

い
て
ご
く
簡
単
に
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
四
頁
あ
た
り
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
簡
単
な
学
校
制
度
図
が
つ
い
て

い
ま
す
。

　

基
本
的
に
戦
前
の
学
校
制
度
は
、
初
等
、
中
等
、
高
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
段
階
ご
と
に
勅
令
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
学
校

の
中
身
が
組
み
立
て
ら
れ
る
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
関
係
も
あ
っ
て
、
初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
ご
と
に

教
育
目
的
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
制
度
と
し
て
、
非
常
に
複
雑
な
形
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
理
解
す
る
の
は
少
し
時
間
が
か
か
っ
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て
難
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
日
の
話
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
だ
け
を
お
示
し
し
ま
し
た
。

　

今
日
の
話
で

初
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
の
は
、一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
出
さ
れ
た
中
等
教
育
学
校
向
け
の
中
学
校
令
で
す
。

こ
の
中
学
校
令
に
つ
い
て
は
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
四
頁
の
図
1
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
中
学
校
は
小
学
校
か
ら
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
つ

な
が
り
、
そ
し
て
、
中
学
校
を
経
由
し
て
大
学
、
つ
ま
り
高
等
教
育
機
関
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
、

小
学
校
と
大
学
の
間
の
中
間
の
中
学
校
と
理
解
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
学
校
は
、
下
の
小
学
校
と
上
の
学
校
を
つ
な
ぐ

た
め
に

も
い
い
形
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
中
学
校
を
卒
業
し
て
職
業
的
な
訓
練
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
実
業
教
育
の
準
備
を
行
う
と
い
う
目
的
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
高
等
学
校
に
も
接
続
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
高
等
教
育
へ
の
準
備
の
教
育
も
こ
こ
で
し
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
う
い
う
形
で
、
中
学
校
令
で
規
定
さ
れ
た
中
学
校
に
は
、
二
重
の
目
的
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
少
し
特
殊
な
ス
タ
イ
ル

の
学
校
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
現
実
に
中
学
校
令
に
規
定
さ
れ
た
学
校
は
、
尋
常
中
学
校
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
、
そ

の
後
に
続
く
高
等
中
学
校
と
い
う
二
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
る
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
話
は
、
こ
の
尋
常
中
学
校
で
は
な
く
高
等
中
学
校
に
つ
い
て
の
も
の
で
す
。
画
面
に
は
「
当
初
七
校
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
資
料
1
「
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
（
旧
制
高
校
）
一
覧
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
少
し
表
の
見
方
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
左
の
欄
の
不
等
号
の
記
号
で
囲
っ
た
と
こ
ろ
に
、
例
え
ば
一
行
目
に
「
第
一
高
等
中
学
校
」、
二
行
目
に
「
第
二
高
等
中
学

校
」
と
、
高
等
中
学
校
と
書
い
た
部
分
を
数
え
て
い
た
だ
く
と
、
五
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
か
ら
五
ま
で
と
、
そ
の
下
に
「
山
口
高

等
中
学
校
」
が
六
番
目
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
7
番
目
が
、「
鹿
児
島
高
等
中
学
造
士
館
」
と
い
う
形
で
、
明
治
期
の
こ
の
段
階
で
は
、

こ
の
高
等
中
学
校
は
七
校
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
高
等
中
学
校
つ
ま
り
高
等
教
育
準
備
、
大
学
へ
行
く
た
め
の
準
備
を
す
る

学
校
と
い
う
目
的
を
中
心
に
、
こ
う
い
っ
た
7
校
が
で
き
ま
し
た
。
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そ
し
て
時
代
が
少
し
下
り
ま
す
が
、
尋
常
中
学
校
と
高
等
中
学
校
の
う
ち
、
大
学
へ
つ
な
が
る
方
の
学
校
が
人
気
を
博
す
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
職
業
教
育
を
目
的
と
し
た
学
校
よ
り
も
、
む
し
ろ
エ
リ
ー
ト
を
目
指
す
高
等
教
育
機
関
、
大
学
を
目
指
す
た

め
の
学
校
と
し
て
の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
く
中
で
、
一
八
九
四
年
に
高
等
学
校
令
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
第
一
か
ら
第
五
の
高
等
中
学
校
、
先
ほ
ど
の
資
料
1
に
あ
る
高
等
中
学
校
を
「
高
等
学
校
」
に
名
称
を

変
え
た
上
で
、
そ
こ
で
は
専
門
教
育
を
行
う
と
い
う
規
定
を
設
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
目
的
の
二
重
性
が
残
っ
て
、
専
門
教

育
を
行
う
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
、
副
次
的
に
大
学
の
予
備
教
育
も
行
う
と
い
う
、
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
た
形
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
実
態
と
し
て
は
、
専
門
教
育
は
や
は
り
あ
ま
り
人
気
が
伸
び
ず
に
、

終
的
に
は
高
等
学
校
は
帝
国
大
学
に
入
る
た
め
の
予
科
を
中

心
と
す
る
予
備
教
育
の
機
関
だ
と
、
世
間
に
は
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
第
一
か
ら
第
五
の
五
つ
だ
け
が
高
等
学
校
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
高
等
学
校
に
通
え
ば
帝
国
大
学
に
つ
な
が
る
と
い

う
こ
と
で
、
人
気
が
高
ま
る
中
で
、
徐
々
に
世
間
の
人
気
に
応
え
る
よ
う
な
形
で
、

終
的
に
一
九
〇
八
年
、
明
治
四
一
年
ま
で
に
八

つ
の
高
等
学
校
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
俗
に
言
わ
れ
る
、
第
一
高
等
学
校
か
ら
第
八
高
等
学
校
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ン
バ
ー

ス
ク
ー
ル
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
日
本
の
教
育
史
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
八
番
で
止
ま
り
、

そ
れ
以
降
、
旧
制
の
高
等
学
校
が
残
り
三
〇
校
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
設
置
さ
れ
た
地
名
を
つ
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ー

ム
ス
ク
ー
ル
」
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
形
で
、
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
と
ネ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
の
間
に
は
少
し
区
別
が
あ
る
と
い
う

受
け
止
め
方
が
、
世
間
で
も
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
高
等
学
校
令
は
、
大
正
期
に
な
っ
て
一
九
一
八
年
に
改
正
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
の
改
正
に
よ
っ
て
、
高
等
学
校
で
は
男
子
の

み
が
高
等
普
通
教
育
を
行
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
修
学
年
限
も
七
年
間
を
原
則
と
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
七
年
間
は
、
尋
常
科

四
年
と
高
等
科
三
年
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
高
等
学
校
は
原
則
と
し
て
七
年
制
で
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
高
等
中
学
校
も
し
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く
は
高
等
学
校
は
就
学
年
限
三
年
間
で
す
か
ら
、
後
ろ
の
高
等
科
三
年
だ
け
で
も
設
置
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
高
等
科
の
み
の

高
等
学
校
が
事
実
上
、
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
作
ら
れ
て
い
く
形
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
仕
組
み
の
中
で
、
戦
前
の
中
等

教
育
、
高
等
教
育
、
特
に
旧
制
の
高
等
学
校
の
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
お
お
む
ね
昭
和
期
に
入
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
戦
後
に
な
る
ま
で
、
こ
れ
を
原
型
と
し
た
形
で
続
い
て
い
く
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
日
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
第
八
高
等
学
校
は
、
今
登
場
し
ま
し
た
よ
う
に
、

後
の
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
一
九
〇
八
年
に

設
立
を
さ
れ
た
の
も
の
で
す
。
今
年
、
八
高
そ
の
も
の
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
一
〇
〇
年
を
迎
え
ま
す
か
ら
、
八
高
そ
の
も
の
の
歴
史
は
、

戦
後
に
な
っ
て
学
制
改
革
で
廃
止
を
さ
れ
る
ま
で
、
四
二
年
間
存
在
し
た
学
校
で
す
。
本
日
は
、
そ
の
四
二
年
の
歴
史
の
中
か
ら
、
ほ

ん
の
一
部
分
を
抜
き
取
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
八
高
そ
の
も
の
の
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

2
．
八
高
創
設
の
経
緯
【
画
面
③
④
】

　

初
に
、
八
高
創
設
の
経
緯
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
八
高
が
愛
知
県
に
創
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
紹
介
す
る
前
に
、
資
料

2
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
秦
郁
彦
さ
ん
が
二
〇
〇
三
年
に
出
さ
れ
た
『
旧
制
高
校
物
語
』
と
い
う
新
書
の
中
で
、
八
高
が
ど
の

よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
部
分
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。

　

六
高
か
ら
八
年
お
く
れ
て
明
治
四
十
一
年
、

後
の
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
、「
伊
吹
お
ろ
し
」
の
吹
き
お
ろ
す
名
古
屋

市
外
、
南
側
の
瑞
穂
ケ
丘
（
瑞
陵
）
に
開
校
。
東
海
地
区
が
高
校
不
在
と
気
づ
い
た
愛
知
県
と
名
古
屋
市
の
猛
烈
な
誘
致
運
動
に

よ
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
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初
代
の
大
島
義
脩
校
長
は
、
名
古
屋
の
風
土
に
も
合
い
、
し
か
も
「
先
進
高
校
の
旧
弊
を
一
新
し
、
新
鋭
の
模
範
高
校
と
な
る
」

こ
と
を
め
ざ
し
た
。
①
生
活
面
に
わ
た
る
指
導
教
官
制
度
、
②
軍
事
訓
練
の
導
入
、
③
成
績
の
席
次
廃
止
、
④
選
手
制
度
や
応
援

団
の
禁
止
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
す
が
に
禁
酒
・
禁
煙
の
強
制
は
あ
ま
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
上
か
ら
の
規
制
と
管
理
が

き
び
し
く
、
中
学
校
と
変
わ
ら
な
い
と
の
悪
口
も
聞
か
れ
た
。

　

と
も
あ
れ
八
高
の
穏
健
・
中
正
・
堅
実
と
い
わ
れ
る
校
風
は
、
こ
う
し
た
初
期
の
方
針
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
時
代
の
波
は
変
化
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
す
ま
な
い
。
大
正
中
期
頃
か
ら
選
手
制
度
や
応
援
団
も
設
け
ら
れ
、
寮
の
ス
ト
ー

ム
の
頻
度
と
猛
烈
さ
は
有
名
に
な
っ
た
。
昭
和
期
に
入
る
と
左
翼
運
動
も
盛
ん
だ
っ
た
。

　

八
高
は
名
古
屋
と
い
う
関
東
と
関
西
の
中
間
点
に
位
置
し
、
生
徒
の
出
身
地
も
愛
知
県
が
五
割
以
上
を
占
め
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
開
校
か
ら
昭
和
十
七
年
ま
で
の
進
学
先
を
見
る
と
、
東
大
が
四
〇
三
四
人
、
京
大
が
一
六
五
六
人
に
対
し
、
地
元
の
名
古
屋

帝
大
は
わ
ず
か
二
六
八
人
で
、
中
央
志
向
が
き
わ
だ
っ
て
い
る
。

　

昭
和
二
十
四
年
、
八
高
は
名
古
屋
大
学
に
吸
収
さ
れ
、
翌
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
校
の
紹
介
を
す
る
中
で
、
八
高
に
つ
い
て
は
今
読
み
上
げ
た
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
お
む
ね
、
こ
の

説
明
に
間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
は
世
間
に
も
こ
う
い
っ
た
形
で
八
高
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
構

わ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
八
高
が
創
設
さ
れ
る
経
緯
で
、「
猛
烈
な
誘
致
運
動
」
の
結
果
創
設
さ
れ
た
と
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
経
緯
に
は
、
実
は
幾
つ

か
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
り
、
ま
ず

初
に
こ
れ
を
「
背
景
」
と
い
う
形
で
表
現
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
詳

細
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
す
が
、

初
の
も
の
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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一
八
九
一
年
、
明
治
三
一
年
の
時
点
で
、
一
〇
年
ぶ
り
の
官
立
高
等
学
校
増
設
の
議
論
が
帝
国
議
会
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
一
〇
年
間
は
新
し
い
官
立
高
校
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
高
等
学
校
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
都
道
府
県
と
し
て
は
、
一
〇
年
ぶ
り
の
新
し
い
高
校
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
誘
致
合
戦
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

と
き
に
愛
知
県
も
誘
致
合
戦
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

終
的
に
こ
の
と
き
は
二
年
後
、
一
九
〇
〇
年
に
、

岡
山
県
に
そ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
実
の
第
六
高
等
学
校
（
六
高
）
で
す
。

　

そ
れ
で
、
愛
知
県
は
そ
の
時
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
か
を
、
愛
知
県
議
会
史
な
ど
で
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
記
述
と
し
て
若
干

の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
が
取
れ
る
の
で
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
見
書
を
と
り
ま
と
め
、
予
算
案
等
を
ま
と
め
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
資
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
誘
致
の
活
動
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
と
本
日
は
申
し

上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
少
し
時
間
が
た
っ
て
、
連
続
的
に
一
年
ほ
ど
後
に
愛
知
県
に
よ
る
初
め
て
の
誘
致
活
動
が
な
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
六

高
等
学
校
が
で
き
て
た
後
に
、
そ
の
翌
年
度
に
ま
た
七
高
が
で
き
る
と
い
う
情
報
が
流
れ
て
き
た
の
で
し
た
。
六
高
は
逃
し
た
け
れ
ど

も
、
次
の
七
高
は
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
県
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
愛
知
県
も
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
早
速
に
明
治
三
三
年
度
つ
ま
り

一
九
〇
〇
年
度
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
情
報
を
入
手
し
た
時
点
で
愛
知
県
は
直
ち
に
臨
時
県
会
を
開
い
て
、
そ
こ
で
七
高
誘
致
の
た
め

の
追
加
予
算
を
可
決
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
追
加
予
算
に
つ
い
て
は
、
議
案
と
し
て
「
第
七
高
等
学
校
設
置
に
関
す
る
寄
付
金
の
件
」
と
い
う
形
を
と
り
、
内
容
と
し
て
は

設
置
に
関
連
す
る
費
用
を
愛
知
県
が
出
す
こ
と
を
条
件
に
、
第
七
高
等
学
校
を
愛
知
県
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
枠
組
み
の
も
の

で
し
た
。
そ
れ
が
一
八
九
九
年
と
一
九
〇
一
年
で
、
一
九
〇
一
年
の
場
合
は
通
常
県
会
で
や
は
り
意
見
書
を
可
決
し
て
い
る
形
で
、
波

状
攻
撃
を
か
け
な
が
ら
、「
何
と
か
七
高
を
」
と
い
う
運
動
を
展
開
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
も
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
は
、
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終
的
に
七
高
は
鹿
児
島
県
に
設
置
す
る
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
二
回
目
の
誘
致
活
動
が
一
九
〇
五
年
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
官
立
名
古
屋
工
業
高
等
学
校
と
い
う
、

今
の
名
古
屋
工
業
大
学
の
前
身
校
の
誘
致
活
動
が
成
功
し
て
、
愛
知
県
に
こ
れ
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ

の
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
の
誘
致
活
動
に
は
三
～
四
年
の
時
間
を
費
や
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
愛
知
県
は
、
高
等
学
校
の
設
置
に
失
敗

し
た
直
後
に
、
今
度
は
高
等
工
業
学
校
の
誘
致
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
の
誘
致
成
功
が
、
八
高
の

誘
致
活
動
の
再
燃
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
と
き
に
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
た
の
は
静
岡
県
と
長
野
県
で
す
が
、
今
回
の
誘
致
運
動
は

終
的
に
は
八
高
の
創
設
に
結
び
つ
き
ま

し
た
。
そ
の
途
上
で
は
、
愛
知
県
は
や
は
り
通
常
県
会
で
、「
建
設
用
地
と
建
設
設
備
費
用
、
す
べ
て
を
自
分
た
ち
が
負
担
し
ま
す
か
ら
、

旧
制
高
校
を
」
と
い
う
形
で
、
陳
情
活
動
を
行
っ
た
の
で
す
。
そ
の
建
設
用
地
に
つ
い
て
は
、
愛
知
県
が
か
ね
て
よ
り
第
五
中
学
校
用

に
予
定
を
し
て
い
た
土
地
を
振
り
替
え
て
、
旧
制
高
校
の
た
め
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
提
供
の
仕
方
で
し
た
。
さ
ら
に
、
校
舎
等

の
建
設
費
用
と
な
る
二
八
万
六
〇
〇
〇
円
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
三
カ
年
に
分
け
て
分
割
で
支
払
う
と
い
う
形
で
の
寄
付
案
を
県
議
会
は

承
認
し
、
可
決
し
ま
し
た
。

　

こ
の
「
土
地
も
提
供
し
ま
す
、
建
設
費
用
も
提
供
し
ま
す
」
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
よ
う
や
く
文
部
省
は
八
つ
目
の
高
等
学
校
を
愛

知
県
に
設
置
す
る
方
針
を
固
め
、
実
地
検
分
等
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、

終
的
に
一
九
〇
八
年
三
月
三
一
日
の
官
制
改
正
「
文
部
省
直

轄
諸
学
校
官
制
中
改
正
」
に
よ
っ
て
、
四
月
一
日
か
ら
第
八
高
等
学
校
創
設
す
る
こ
と
、
場
所
は
愛
知
県
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し

た
。

　

し
た
が
っ
て
、
愛
知
県
の
誘
致
活
動
は

初
の
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
一
〇
年
の
年
月
を
か
け
て
、
そ
の
途
中
で
別
の
高
等
工
業
学

校
が
で
き
る
な
ど
、
そ
の
意
味
で
は
粘
り
強
い
誘
致
運
動
の
末
に
設
立
さ
れ
た
旧
制
高
校
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
構
わ
な
い
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と
思
い
ま
す
。

3
．
初
代
校
長
大
島
の
八
高
運
営
【
画
面
⑤
～
⑦
】

（
1
）
初
代
校
長
大
島
義
脩
（
お
お
し
ま
・
よ
し
な
が
）

　

次
に
、
粘
り
強
い
誘
致
運
動
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
八
高
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
八
高
の
初
代
校
長
は
大
島
義
脩
と
い

う
人
物
で
す
が
、
彼
の
学
校
運
営
は
他
の
旧
制
高
校
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
八
高
と
し
て
の
特
色
、
輝
き
が
出

て
き
て
い
ま
す
。

　

初
代
校
長
の
大
島
義
脩
は
、
一
八
七
一
年
、
丹
波
国
氷
上
郡
丹
波
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
長
崎
な
ど
、
父
親
の
仕
事
の
関
係
で
国
内

を
い
ろ
い
ろ
と
転
居
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
学
歴
と
し
て
は
、
第
三
高
等
中
学
校
（
三
高
）
を
経
て
帝
国
大
学
に
入
学

し
ま
し
た
。
当
時
、
帝
国
大
学
と
い
う
の
は
今
で
い
う
東
京
大
学
で
す
。
帝
国
大
学
の
文
科
大
学
、
そ
れ
か
ら
大
学
院
を
卒
業
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
二
四
歳
の
と
き
、
一
八
九
四
年
に
一
年
志
願
兵
と
し
て
入
営
し
て
、
近
衛
兵
の
歩
兵
に
配
属
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
一

年
志
願
と
は
い
え
、
そ
の
後
も

終
的
に
は
三
六
歳
ま
で
陸
軍
省
の
兵
籍
を
保
持
し
、

終
的
に
は
、
三
六
歳
の
時
点
で
陸
軍
歩
兵
中

尉
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
経
歴
を
も
つ
大
島
で
す
が
、
八
高
に
は
一
九
〇
八
年
の
創
立
の
年
に
、

初
は
事
務
取
り
扱
い
と
兼
務
の
形
で
八
高
の
校

長
に
就
任
し
ま
し
た
。
年
齢
に
し
て
三
八
歳
で
、
当
時
と
し
て
も
か
な
り
若
い
年
齢
で
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
大
島
に
と
っ
て
は
、
八

高
が
初
め
て
の
校
長
職
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
三
二
歳
の
と
き
、
東
京
音
楽
学
校
長
を
兼
ね
て
お
り
、
学
校
運
営
の
経
験
は
既
に
持
っ

て
い
ま
し
た
。
さ
て
、
大
島
は
第
八
高
等
学
校
に
は
一
〇
年
間
在
任
し
て
い
ま
す
。
後
の
伝
記
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
八
高
に
は
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特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
当
時
の
同
僚
か
ら
も
八
高
の
基
盤
づ
く
り
に
献
身
し
た
と
い
う
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
書
物

な
ど
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

　

資
料
3
と
し
て
八
高
の
略
年
表
、
資
料
4
と
し
て
八
高
の
歴
代
校
長
一
覧
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
ま
た
、
資
料
5
は
大
島
先
生
記

念
会
が
刊
行
し
た
『
大
島
義
脩
先
生
伝
』
と
い
う
伝
記
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
。
一
九
一
九
年
に
大
島
校
長
の
胸
像
を
八
高
内
に
設
置

し
た
際
、
そ
の
式
典
に
大
島
校
長
自
ら
が
語
っ
た
あ
い
さ
つ
部
分
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
す
。

　

…
…
本
校
の
創
立
は
此
頃
流
行
の
学
校
増
設
と
は
全
然
意
味
を
異
に
し
て
居
た
の
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
こ
の
頃
の
は
志

願
者
が
入
り
切
ら
な
い
か
ら
学
校
を
殖
や
す
の
で
す
が
、
本
校
の
出
来
た
時
は
既
に
七
つ
の
高
等
学
校
が
あ
る
所
で
す
か
ら
、
一

つ
位
増
し
た
と
て
収
容
人
員
を
増
す
上
に
は
殆
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
訳
で
す
。
こ
れ
は
他
の
七
つ
の
高
等
学
校
が
出
来
て
か

ら
十
年
以
上
に
な
り
、
段
々
だ
ら
け
て
来
た
か
ら
、
新
し
い
高
等
学
校
を
造
つ
て
引
締
つ
た
所
を
示
し
、
他
の
学
校
を
覚
醒
せ
し

め
よ
う
と
い
ふ
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。
即
ち
こ
の
頃
の
学
校
増
設
は
量
の
拡
張
で
あ
り
、
本
校
の
創
設
は
質
の
向
上
で
あ
つ
た
の

で
す
。
而
し
て
本
校
は
こ
の
重
大
な
責
任
を
立
派
に
果
し
て
来
た
の
で
、
こ
の
こ
と
は
先
づ
文
部
省
が
認
め
、
次
い
で
各
帝
国
大

学
や
、
高
等
学
校
も
認
め
る
や
う
に
な
つ
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
本
校
は
十
年
以
上
の
先
輩
た
る
七
つ
の
高
等
学
校
を
押
上
げ

て
来
た
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
十
年
後
の
今
日
新
に
出
来
る
後
輩
を
引
張
り
上
げ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
を
持
つ
て
居
る
も

の
と
私
は
信
じ
ま
す
。

　

大
島
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、「
あ
い
さ
つ
」
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
た
と
し
て
も
、
八
高
に
対
す
る
思
い
入
れ
、
そ
れ
か

ら
自
ら
の
学
校
運
営
に
対
す
る
自
信
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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（
2
）
大
島
に
よ
る
新
機
軸

　

大
島
初
代
校
長
の
八
高
の
運
営
に
つ
い
て
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
大
島
伝
の
書
物
等
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
大

島
独
自
の
取
り
組
み
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
以
下
で
は
、
そ
の
中
で
か
ら
新
槻
軸
、
い
わ
ゆ
る
新
し
い
試
み
と
し
て
代
表
的
な
も

の
を
幾
つ
か
、
順
に
簡
単
に
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
、
大
島
は
教
員
の
訓
練
に
か
な
り
力
を
入
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
教
育
は
教
師
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
っ
た

考
え
方
が
基
に
な
り
、
至
る
と
こ
ろ
で
機
会
あ
る
ご
と
に
教
員
を
集
め
て
、
あ
る
い
は
教
員
に
接
し
て
、
教
師
た
る
も
の
、
こ
う
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
よ
う
で
す
。
具
体
的
に
は
、
食
堂
座
談
と
い
う
こ
と
で
、
食
事
を
し
て
い
る
と
き
も
、
機

会
が
あ
れ
ば
そ
う
い
っ
た
訓
話
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
教
官
室
の
ス
ト
ー
ブ
会
議
と
い
う
こ
と
で
、
教
官
室
で
皆
さ
ん

ス
ト
ー
ブ
で
暖
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
や
は
り
校
長
が
話
を
し
た
り
、
常
に
教
師
を
指
導
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
話
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
大
島
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、「
諸
君
は
学
者
で
あ
り
、
教
育
家
で
あ
り
、
官
吏
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
う
大
島
の
言
葉
を
紹
介
し
、
当
時
の
教
師
が
大
島
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
こ
の
一
言
に
尽
き
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
指
導
教
官
制
で
す
。
こ
れ
は
今
の
時
代
に
も
通
用
す
る
も
の
で
、
学
生
に
対
し
て
担
任
を
す
る
指
導
教
官
を
作
り
、
す
べ

て
の
学
生
は
ど
こ
か
の
教
員
、
誰
か
の
指
導
教
官
の
下
で
教
育
を
受
け
る
と
い
う
体
制
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
八
高
創

設
時
に
、
大
島
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
時
こ
う
い
っ
た
制
度
は
な
く
て
、
後
に
よ
う
や
く
ほ
か
の

高
校
に
も
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
指
導
教
官
制
を
始
め
た
の
は
大
島
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

第
三
に
、
後
ほ
ど
の
テ
ー
マ
に
も
な
り
ま
す
が
、
軍
事
教
練
と
現
役
将
校
に
よ
る
検
閲
が
あ
り
ま
す
。
八
高
で
は
軍
事
教
練
が
早
く

か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
全
国
の
高
等
学
校
の
中
で
は
、
八
高
が

初
に
軍
事
教
練
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
大
島
の
略
歴
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、
軍
籍
を
持
っ
て
い
た
期
間
も
か
な
り
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
、
学
問
の
向
上
、
教
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練
を
二
本
立
て
に
し
て
教
育
を
し
て
い
く
と
い
う
、
大
島
の
独
自
の
や
り
方
が
こ
こ
か
ら
も
み
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
四
に
、
五
点
飛
採
点
法
と
成
績
群
団
制
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
点
ご
と
の
点
数
差
で
生
徒
を
並
べ
る
の
で
は
な
く

て
、
五
点
単
位
で
点
数
を
与
え
て
、
そ
の
五
点
の
枠
に
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
大
同
小
異
同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
す
。
わ
ず
か
な

点
数
差
に
よ
っ
て
生
徒
た
ち
の
品
等
づ
け
を
す
る
の
を
や
め
て
、
お
お
よ
そ
同
じ
、
粒
の
そ
ろ
っ
た
生
徒
た
ち
を
束
ね
て
グ
ル
ー
プ
を

作
り
、
そ
こ
で
教
育
活
動
を
し
て
い
く
と
い
う
工
夫
を
し
た
指
導
法
で
、
こ
れ
も
大
島
の
発
案
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
五
に
、
少
し
教
育
と
は
異
な
る
事
務
体
制
の
話
で
す
が
、
大
島
は
課
長
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。
生
徒
課
、
教
務
課
、
庶
務
課
、

図
書
課
と
い
う
四
つ
の
課
に
、
従
来
は
な
か
っ
た
課
長
を
配
置
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
学
校
事
務
の
迅
速
化
を
図
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

大
島
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
多
く
の
直
轄
学
校
、
つ
ま
り
国
立
学
校
に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
六
に
、
大
島
の
守
備
範
囲
は
か
な
り
広
く
、
一
九
一
一
年
に

初
の
卒
業
生
が
出
た
と
き
に
八
高
の
同
窓
会
を
設
立
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
高
等
学
校
で
は
初
め
て
の
同
窓
会
で
し
た
。
当
時
、
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
を
中
心
と
す
る
旧
制
高
校
に
入
る
者
た
ち
は
、
す

ぐ
先
に
帝
国
大
学
が
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
高
等
学
校
は
あ
る
意
味
、
通
過
地
点
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
大
学
の
同
窓
会
活
動
が
活
発
で
あ
っ
て
も
、
中
間
地
点
で
あ
る
高
等
学
校
で
は
活
動
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。
大
島
は
、
そ
う
し
た
現
実
に
対
し
て
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
同
窓
会
の
設
立
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
同
窓
会
の
活
動
は
、
年
に
一
回
会
員
名
簿
（
後
に
会
報
）
を
必
ず
発
行
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
年
に
一
回
母
校
に
生
徒
た
ち
が
集

ま
っ
て
式
典
や
総
会
を
開
催
し
て
い
く
こ
と
を
ず
っ
と
続
け
て
い
た
よ
う
で
、
ま
さ
に
今
日
の
同
窓
会
の
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
名
古
屋

大
学
の
場
合
も
年
に
一
回
、
ほ
か
の
大
学
で
も
そ
う
で
す
が
、
年
に
一
回
、
同
窓
会
総
会
を
母
校
に
て
開
催
す
る
こ
と
が
、
こ
の
と
き

に
発
案
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
第
七
と
し
て
、
再
び
教
育
活
動
の
面
に
話
を
戻
し
ま
す
。
大
島
は
運
動
を
奨
励
し
ま
し
た
が
、
選
手
制
度
と
い
う
も
の
は
嫌
い
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ま
し
た
。
選
手
制
度
と
は
、
野
球
部
で
あ
れ
ば
野
球
だ
け
の
特
定
の
運
動
に
か
か
わ
っ
て
、
対
校
試
合
な
ど
で
選
手
と
し
て
活
動
す
る

と
い
う
制
度
を
意
味
し
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
大
島
の
考
え
方
で
し
た
。
つ
ま
り
、
大
島
は
、
人
間
は
心

身
と
も
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
成
長
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
さ
ら
に
運
動
に
つ
い
て
は
一
つ
の
運
動
に
限
る
こ
と
な
く
、
二
つ

以
上
の
運
動
の
練
習
を
心
が
け
る
よ
う
生
徒
に
指
示
を
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
も
運
動
す
る
際
に
は
、
と
に
か
く
実
力
を
高
め
て
い

け
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
と
や
っ
て
勝
っ
た
負
け
た
と
い
う
勝
敗
主
義
に
は
陥
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
気
に
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
形
の
一
番
分
か
り
や
す
い
も
の
が
選
手
制
度
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
島
の
新
機
軸
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

そ
の
他
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で
、
特
待
生
制
度
あ
る
い
は
入
試
の
免
除
な
ど
で
、
学
業
奨
励
の
施
策
も
大
島
な
り
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の

を
用
意
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
学
寮
の
話
が
後
ほ
ど
出
ま
す
が
、
す
べ
て
の
生
徒
を
寮
に
収
容
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
大
島
は
、

主
に
第
二
学
年
以
上
の
も
の
を
対
象
と
し
て
、
自
宅
通
学
が
困
難
な
者
に
つ
い
て
公
認
の
下
宿
を
指
定
し
て
利
用
さ
せ
る
措
置
を
と
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
夏
の
水
泳
訓
練
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
知
多
半
島
の
野
間
海
岸
で
水
泳
を
す
る
こ
と
を
大
島
が
始
め
た
と
い

う
こ
と
で
す
。「
野
間
海
岸
を
開
発
し
た
の
は
、
八
高
の
大
島
校
長
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
文
書
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
少
し
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
夏
に
八
高
生
は
野
間
海
岸
に
出
向
い
て
水
泳
の
訓
練
を
受
け
た
こ
と

は
事
実
で
す
。

　

以
上
、
紹
介
し
た
よ
う
な
独
特
の
教
育
的
な
施
策
を
大
島
は
ど
ん
ど
ん
打
ち
出
し
て
、
八
高

初
の
一
〇
年
の
間
に
八
高
に
し
か
な

い
教
育
方
法
を
た
く
さ
ん
生
み
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
後
に
、
ほ
か
の
旧
制
高
校
等
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
点
で
、
先
ほ
ど
紹

介
し
た
資
料
に
既
存
の
七
つ
の
学
校
が
、「
だ
ん
だ
ん
だ
ら
け
て
き
て
」
云
々
と
あ
り
ま
し
た
が
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
や
は
り
八
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高
の
教
育
運
営
の
仕
方
、
大
島
に
よ
る
学
校
運
営
の
仕
方
は
、
従
来
の
高
等
学
校
の
枠
を
超
え
た
新
し
い
も
の
を
求
め
て
日
々
学
校
運

営
を
行
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

4
．
八
高
の
校
風
【
画
面
⑧
】

　

さ
て
、
初
代
校
長
の
大
島
が
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
施
策
を
行
う
中
で
、
八
高
そ
の
も
の
は
ど
う
い
っ
た
校
訓
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た
資
料
2
で
は
、「
穏
健
・
中
正
・
堅
実
と
い
わ
れ
る
校
風
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も

の
を
排
除
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、
私
は
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
中
で
三
つ
の
こ
と
を
挙
げ
ま
し
た
。
第
一
が
「
勤
勉
八
高
」、
第

二
に
「
教
練
八
高
」、
そ
し
て
第
三
が
「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
で
す
。
今
回
の
企
画
展
で
も
、
こ
の
三
つ
の
テ
ー
マ
で
パ
ネ
ル
が
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

（
1
）
勤
勉
八
高

　

ま
ず
一
番
目
の
「
勤
勉
八
高
」
は
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
二
〇
頁
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
例
え
ば
八
高
生
の
高
い
出
席
率
を
例
と
し
て

挙
げ
て
い
ま
す
。
創
設
当
初
が
九
五
％
、
大
正
期
以
降
も
九
四
％
と
い
う
高
い
出
席
率
で
す
。
当
時
の
年
間
授
業
時
数
を
み
ま
す
と
、

今
の
高
校
と
大
体
同
じ
で
年
間
一
〇
〇
〇
時
間
を
ち
ょ
っ
と
切
る
ぐ
ら
い
で
、
九
七
〇
時
間
と
か
九
八
〇
時
間
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
の
授

業
の
中
で
、
八
高
生
の
平
均
の
出
席
率
は
九
五
％
前
後
で
あ
り
、
こ
れ
は
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
る
と
『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』（
通

史
）
の
中
に
も
そ
う
い
っ
た
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
確
か
に
高
等
学
校
と
い
う
名
称
か
ら
新
制
高
校
と
混
乱
し
そ
う
で
す
が
、
旧
制
高

校
は
大
学
に
相
当
す
る
高
等
教
育
機
関
で
あ
り
、
そ
の
出
席
率
が
九
〇
～
九
五
％
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
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か
と
思
い
ま
す
。「
出
席
率
が
よ
い
＝
勤
勉
で
あ
る
」
と
単
純
化
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高
い
出
席
率
を
誇
っ
た
と
い
う
こ

と
自
体
が
一
つ
の
、
や
は
り
八
高
の
校
風
と
し
て
記
録
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
二
〇
頁
の
表
3
で
、
単
な
る
出
席
率
だ
け
で
は
な
く
学
年
の
成
績
概
況
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
一
九
一
一

年
と
一
九
二
一
年
の
も
の
を
比
較
し
た
も
の
で
す
が
、
九
五
％
の
出
席
率
を
誇
る
八
高
で
あ
っ
て
も
、
毎
年
や
は
り
落
第
し
た
者
は
存

在
し
た
の
で
す
。
落
第
率
を
計
算
し
て
み
ま
し
た
。
学
校
の
制
度
が
途
中
で
変
わ
り
、
一
九
一
一
年
の
段
階
で
は
一
部
、
二
部
、
三
部

と
い
う
三
部
構
成
で
制
度
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
二
一
年
の
段
階
で
は
文
科
と
理
科
、
今
で
い
う
文
系
と
理
系
に
分
け
た

上
で
学
年
が
分
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
少
し
比
較
の
仕
方
が
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
応
計
算
を
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
一
一
年
で
は
平
均
し
て
一
一
％
の
落
第
率
、
ま
た
一
九
二
一
年
で
は
約
六
％
の
落
第
率
と
な
っ
て
少
し
下
が
っ
て
い
ま
す
。

出
席
率
が
高
く
、
授
業
に
出
席
し
た
と
し
て
も
、
試
験
等
で
振
り
落
と
さ
れ
て
、
休
学
で
は
な
く
落
第
す
る
生
徒
が
五
～
一
〇
％
存
在

し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
『
名
古
屋
大
学
五
十
年
史
』（
通
史
）
な
ど
で
は
、
八
高
で
は
厳
し
い

授
業
が
な
さ
れ
て
い
て
、
単
に
出
席
を
し
て
い
れ
ば
点
数
が
取
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
就
学
状
況
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
以
上
が
「
勤
勉
八
高
」
に
つ
い
て
で
す
。

（
2
）
教
練
八
高

　

次
に
、「
教
練
八
高
」
に
つ
い
て
で
す
。
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
二
一
～
二
二
頁
に
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
申

し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
島
校
長
の
創
意
に
よ
る
軍
事
教
育
を
指
摘
で
き
ま
す
。

　

長
く
軍
籍
に
あ
っ
た
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、
大
島
は
軍
事
教
練
が
持
つ
教
育
効
果
に
確
信
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
教

練
を
高
等
学
校
と
い
う
場
に
持
ち
込
み
、
厳
格
な
生
徒
教
育
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
の
ち
に
大
島
校
長
を
短
評
し
た
文
書
の
中
に
、
彼
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は
「
学
問
尊
重
と
並
行
し
て
教
練
に
は
頗
る
熱
心
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
心
身
と
も
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
教
育

の
あ
り
方
と
い
う
の
が
、
常
に
大
島
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

（
3
）
ス
ポ
ー
ツ
八
高

　

「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
に
つ
い
て
は
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
二
二
～
二
四
頁
で
簡
単
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
は
、

す
で
に
述
べ
た
（
1
）（
2
）
と
は
少
し
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
大
島
自
身
が
ス
ポ
ー
ツ
制
度
を
否
定
し
て
「
選
手
養
成
を
せ
ず
」

と
い
う
原
則
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
原
則
は
大
島
が
去
っ
た
後
も
第
二
代
の
岡
野
義
三
郎
校
長
時
代
も

守
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
八
高
に
選
手
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
二
二
年
の
こ
と
で
し
た
。
第
三
代
の
芝
田
徹
心
校
長
の
時

代
で
す
。

　

選
手
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
例
え
ば
他
の
学
校
と
対
校
試
合
を
行
う
に
も
選
手
が
い
な
い
た
め
、「
八
高
に

は
選
手
が
い
な
い
か
ら
試
合
は
で
き
な
い
」
と
辞
退
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
特
定
の
運
動
部
の
選
手
が
い
な
い
た
め
、

試
合
の
都
度
有
志
を
募
る
こ
と
で
に
わ
か
に
チ
ー
ム
を
作
っ
て
対
校
試
合
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
八
高
生
の
立

場
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
一
つ
の
ス
ポ
ー
ツ
に
専
念
し
て
選
手
と
し
て
の
訓
練
を
受
け
、
他
の
旧
制
高
校
を
相
手
に
試
合
を
し
た
い
と

い
う
願
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
選
手
制
度
を
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
生
徒
側
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
大
島
校

長
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
二
代
目
の
校
長
も
そ
れ
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
三
代
目
の
芝
田
校
長
の
際
に
よ
う

や
く
選
手
制
度
が
認
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
本
に
は
、
生
徒
側
と
し
て
は
、「
ど
う
せ
だ
め
だ
ろ
う
。
芝
田
校
長
も
選
手
制
度
を
採
用
し

な
い
だ
ろ
う
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
恐
る
恐
る
芝
田
校
長
に
選
手
制
度
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
分
か
っ
た
」
と
ほ
ぼ
即
答
的
に
選
手
制
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度
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
拍
子
抜
け
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
対
応
の
背
景
に
は
、
芝

田
校
長
が
時
代
の
変
化
を
み
て
、
事
前
に
歴
代
校
長
か
ら
内
々
に
了
解
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
選
手
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
運
動
部
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
八

高
で
は
、
野
球
部
、
陸
上
競
技
部
、
水
泳
部
、
漕
艇
部
、
柔
道
部
、
卓
球
部
、
蹴
球
部
、
弓
道
、
剣
道
、
そ
の
他
多
く
の
運
動
部
が
作

ら
れ
て
活
躍
す
る
と
い
う
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
八
高
の
選
手
団
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
と
い

う
三
つ
目
の
校
風
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
運
動
部
の
解
禁
＝
「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
と
い
う
校
風
が
に
わ
か
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
選
手
制
度
採
用
せ
ず
と
言

い
な
が
ら
も
、
常
に
複
数
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
わ
り
、
い
つ
も
体
を
鍛
え
て
お
く
こ
と
を
求
め
た
初
代
校
長
の
教
育
方
針
が
ベ
ー
ス
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に
は
思
っ
て
い
ま
す
。
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
教
育
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
運
動
部
が
創
部

さ
れ
た
こ
と
で
選
手
た
ち
の
活
躍
力
が
増
幅
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
、
八
高
の
校
風
で
あ
る
「
勤
勉
八
高
」「
教
練
八
高
」「
ス
ポ
ー
ツ
八
高
」
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

5
．
生
活
拠
点
と
し
て
の
学
寮
【
画
面
⑨
⑩
】

（
1
）
代
用
学
寮

　

旧
制
高
校
と
い
え
ば
、
や
は
り
寮
生
活
と
い
う
も
の
が
欠
か
せ
な
い
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
次
に
、
生
活
拠
点
と
し
て
の
「
学
寮
」

に
つ
い
て
、
残
り
の
時
間
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

八
高
の
場
合
、
創
設
さ
れ
た
一
九
〇
八
年
に
は
、
正
式
な
校
舎
は
ま
だ
完
成
し
て
お
ら
ず
、
仮
校
舎
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
校
舎
が
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仮
校
舎
で
あ
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
寮
も
正
式
な
も
の
で
は
な
く
て
、
代
用
、
代
わ
り
の
も
の
と
し
て
の
寮

が
用
意
さ
れ
ま
し
た
。「
代
用
学
寮
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
名
古
屋
市
東
区
の
小
川
町
周
辺
に
は
、今
で
も
た
く
さ
ん
の
寺
院
が
残
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
あ
る
七
つ
の
寺
院
と
公
認
下
宿
一
軒
を
代
用
学
寮
と
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
生
徒
を
分
散
さ
せ
て
寮
と
し
て
機
能

さ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
八
高
で
は
寮
を
「
学
寮
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
本
部
は
妙
本
寺
と
い
う
寺
院
に
置
か
れ
、
そ
こ
に

は
事
務
所
と
炊
事
場
が
置
か
れ
た
。
本
部
と
し
て
の
妙
本
寺
に
は
教
員
が
宿
直
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

代
用
と
は
い
え
寮
生
活
が
始
ま
る
と
、
そ
こ
に
生
活
す
る
生
徒
た
ち
は
寮
の
ル
ー
ル
を
制
定
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
の
二
四
～
二
五
頁
で
簡
単
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
八
高
で
は
一
九
〇
八
年
に
「
寮
紀
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通

り
で
す
。

　

「
吾
人
寮
生
ハ
校
風
発
揚
ノ
中
心
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
言
行
苟
ク
モ
セ
ス
至
誠
ヲ
以
テ
天
地
ニ
愧
チ
サ
ル
ヘ
シ
」

　

「
吾
人
ハ
恥
ヲ
知
レ
ノ
一
語
を
掲
ゲ
テ
標
榜
ト
シ
卑
屈
懦
弱
ヲ
斥
ケ
放
肆
暴
慢
ヲ
戒
メ
廉
恥
ヲ
重
ン
シ
操
守
ヲ
固
ク
シ
品
性
ノ

向
上
ヲ
企
図
ス
」

　

「
吾
人
ハ
此
精
神
ヲ
以
テ
自
彊
息
マ
ス
共
同
一
致
シ
テ
寮
紀
の
振
作
ヲ
努
ム
ヘ
シ
」

　

こ
こ
に
は
、
八
高
学
寮
生
と
し
て
社
会
に
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、「
恥
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
、
剛
健

か
つ
誠
実
で
節
操
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
品
性
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
す
べ
て
の
学
寮
生
が
こ
の
こ
と
に

日
々
努
力
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
寮
紀
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
に
な
り
ま
す
。
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（
2
）
新
学
寮

　

さ
て
、
寮
紀
制
定
の
翌
年
一
九
〇
九
年
に
は
新
し
い
校
舎
が
完
成
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴
っ
て
新
し
い
学
寮
も
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

八
高
の
学
則
は
、
そ
の
五
二
条
で
全
寮
制
を
謳
っ
て
い
ま
す
。「
新
ニ
入
学
シ
タ
ル
生
徒
ハ
特
別
ノ
事
情
ニ
依
リ
通
学
ノ
許
可
ヲ
受

ケ
タ
ル
モ
ノ
ゝ
外
総
テ
学
寮
ニ
入
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
一
文
が
そ
れ
で
す
。
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
通
学
で
も
よ
い
と
い

う
内
容
で
す
が
、
こ
の
条
文
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
一
年
生
は
学
寮
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学
寮
の
収
容
人
数
の
関
係
も
あ
っ

て
、
全
学
年
の
生
徒
に
対
す
る
入
寮
制
で
は
な
く
、
一
年
生
に
つ
い
て
は
原
則
入
寮
で
す
が
、
上
級
生
は
収
容
枠
が
あ
れ
ば
入
寮
で
き

る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
実
に
は
、
上
級
生
と
一
年
生
の
組
み
合
わ
せ
で
一
部
屋
を
構
成
し
、
六
人
で
一
つ
の
部
屋
を
利

用
す
る
形
式
の
学
寮
生
活
が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
新
し
い
学
寮
で
は
大
正
期
に
入
っ
て
「
学
寮
規
約
」
が
新
し
く
決
め
ら
れ
ま
す
。
も
と
の
学
寮
規
約
は
新
学
寮
完
成
時
に
作

ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
一
九
二
〇
年
に
な
っ
て
、
大
正
期
の
「
に
お
い
」
が
反
映
さ
れ
た
新
学
寮
規
約
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
画
面
上

に
赤
文
字
で
書
い
た
と
こ
ろ
が
具
体
的
に
追
加
さ
れ
え
た
部
分
で
す
。
寮
生
は
「
寮
紀
寮
則
ヲ
守
リ
自
治
ノ
精
神
ニ
基
キ
テ
善
美
ナ
ル

校
風
ヲ
発
揚
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス
」
と
な
り
ま
す
。
従
来
、
自
治
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
学
寮
規
約
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
一
九
二
〇
年
の
学
寮
規
約
改
正
に
お
い
て
、「
自
治
ノ
精
神
ニ
基
キ
テ
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
旧
制
高

校
と
い
え
ば
寮
の
自
治
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ
れ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
寮
運
営
面
で
の
自
治
精
神
を
重
ん
じ
る
「
学
寮
自
治
」
が
規
約

上
に
示
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

新
し
い
学
寮
は
、
新
校
舎
と
同
じ
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
今
の
名
古
屋
市
立
大
学
の
場
所
で
す
。
名
古
屋
市
瑞
穂
区
瑞

穂
町
山
の
畑
、
つ
ま
り
八
高
の
あ
っ
た
場
所
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
初
代
校
長
の
大
島
は
、
学
寮
で
の
生
徒
の
勉
学
が
生
徒
の
成
長
に

大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
学
寮
の
設
置
形
態
に
つ
い
て
は
独
自
の
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
大
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島
が
赴
任
し
た
と
き
に
は
、
既
に
学
校
校
地
が
決
ま
っ
て
い
て
、
寮
の
建
設
も
進
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
大
島
の
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
に

は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
学
校
の
敷
地
の
中
に
し
っ
か
り
と
学
寮
を
位
置
づ
け
た
学
校
運
営
を
行
い
た
か
っ
た
と
い
う

内
容
の
こ
と
を
大
島
は
述
べ
て
い
ま
す
。

　

現
実
に
で
き
上
が
っ
た
の
は
、
校
地
に
隣
接
す
る
よ
う
な
形
で
学
寮
は
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
、
大
島
の
学
寮
と
校
舎

と
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
後
に
大
島
は
寮
の
置
か
れ
方
は
違
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
運
営
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

自
分
の
目
指
し
て
い
た
寮
生
活
の
成
果
は
八
高
生
に
十
分
み
ら
れ
る
の
で
満
足
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。

（
3
）
学
寮
生
活
の
「
ア
ク
セ
ン
ト
」

　

さ
て
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
生
活
拠
点
と
し
て
の
学
寮
生
活
に
つ
い
て
は
日
課
表
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
日
課
表
に
よ
る
と
、
か
な
り
規
則
正
し
い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日
課
表
ど
お
り
の
生
活
だ
け
で
な

く
、
当
時
の
八
高
生
は
コ
ン
パ
や
寮
会
を
よ
く
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
寮
会
に
つ
い
て
は
、
代
用
学
寮
時
代
か
ら
あ
っ
た
茶
話
会
が

起
源
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
コ
ン
パ
に
は
、
全
学
で
行
う
「
全
寮
コ
ン
パ
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
寮
風
喚

起
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、「
少
し
寮
が
た
る
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
卒
業
に
際
し
て
の
三
年

生
歓
送
と
い
っ
た
目
的
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
全
寮
コ
ン
パ
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
と
は
機
会
に
応
じ
て
不
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
コ
ン

パ
、
今
日
の
大
学
生
生
が
や
っ
て
い
る
の
も
こ
う
い
う
形
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
コ
ン
パ
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
寮
会
に
つ
い
て
は
コ
ン
パ
よ
り
も
少
し
組
織
立
っ
た
も
の
で
、
通
常
は
年
三
回
開
催
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
あ
る
資
料
に
は
、

寮
会
の
場
合
に
は
校
長
や
教
官
も
臨
席
を
し
た
と
書
い
て
あ
り
、
校
歌
を
歌
っ
た
り
、
寮
紀
を
朗
読
し
た
り
、
あ
る
い
は
寮
生
の
演
説

を
聞
い
た
り
と
い
う
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
っ
た
一
連
の
行
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
、
楽
器
演
奏
や
演
劇
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な
ど
余
興
が
行
わ
れ
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
ち
ら
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
連
の
行
事
や
余
興
の
あ
と
に
、
み
ん
な

で
寮
歌
を
合
唱
す
る
こ
と
で
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
ス
ト
ー
ム
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
ス
ト
ー
ム
（
嵐
）
で
、
代
用
学
寮
時
代
か
ら
、
小
規
模
な
ス
ト
ー
ム

は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
時
代
と
共
に
行
動
は
大
規
模
化
、
過
激
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
辞
書
な
ど
に
よ
る
と
、
基
本

的
に
ス
ト
ー
ム
は
突
発
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、「
一
般
に
、
夜
間
に
集
団
で
寮
歌
な
ど
を
大
声
で
歌
い
な
が
ら
寮
外
を

乱
舞
し
た
り
す
る
。
他
人
の
部
屋
に
侵
入
し
て
、手
当
た
り
次
第
荒
ら
し
て
ま
わ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ス
ト
ー
ム
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
あ
る
記
録
に
よ
る
と
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
三
月
に
大
き
な
ス
ト
ー
ム
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
ス
ト
ー
ム
で
は
、
窓
ガ
ラ
ス
が
四
〇
枚
、
入
り
口
の
扉
が
二
七
本
、
壁
一
カ
所
、
消
火
器
二
本
が
壊
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
、
水

入
れ
、
ジ
ョ
ウ
ロ
、
洗
面
器
、
ち
り
と
り
、
ほ
う
き
と
い
っ
た
小
さ
な
器
物
は
、
数
も
数
え
切
れ
な
い
ぐ
ら
い
被
害
を
被
っ
た
と
い
う

記
録
が
あ
り
ま
す
。
冒
頭
の
紹
介
し
た
資
料
2
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
八
高
の
ス
ト
ー
ム
は
時
代
と
と
も
に
過
激
化
・
大
規
模
化
し
た

よ
う
で
す
。
そ
し
て
大
規
模
化
の
一
例
と
し
て
、
展
示
会
場
の
パ
ネ
ル
に
も
あ
り
ま
す
が
、
名
古
屋
市
繁
華
街
の
中
心
地
で
あ
る
栄
交

差
点
で
路
面
電
車
を
止
め
た
ス
ト
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
で
き
る
社
会
、
八
高
生
が
そ
ん
な
こ
と
を
行
っ
て
も
許
し

て
し
ま
う
「
ゆ
と
り
」
と
い
う
表
現
が
正
し
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
社
会
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
ス
ト
ー
ム
が
発
展
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
学
生
寮
、
寮
生
活
、
ス
ト
ー
ム
、
こ
れ
ら
も
ま
た
一
連
と
し
て
連
想
さ
れ
る
言
葉
で
す
。

　

後
に
、
寮
歌
合
唱
に
触
れ
ま
す
。
一
般
に
、
旧
制
高
校
生
は
事
あ
る
ご
と
に
寮
歌
を
合
唱
し
ま
し
た
。
各
校
ご
と
に
自
分
た
ち
の

寮
歌
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
ま
す
。
八
高
の
場
合
も
お
そ
ら
く
一
〇
〇
曲
を
超
え
る
寮
歌
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
今
日
の

名
古
屋
大
学
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
寮
歌
の
一
つ
に
「
伊
吹
お
ろ
し
」
が
あ
り
ま
す
。
展
示
会
場
で
も
「
伊
吹
お
ろ
し
」
の
音
楽
が
流

れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
三
つ
制
定
さ
れ
た
う
ち
の
一
つ
だ
そ
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う
で
す
。
八
高
学
寮
で

初
の
寮
歌
は
「
殺
伐
の
風
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
歌

詞
は
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
伊
吹
お
ろ
し
」
制
定
後
は
、
そ
れ
が
八
高
を
代
表
す
る
寮
歌
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
素
晴
ら
し
い
歌
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
今
は
本
学
の
体
育
会
や
運
動
部
な
ど
で
も
、
応
援
歌
・
学
生
歌
と
い
う
形
で

「
伊
吹
お
ろ
し
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
残
念
こ
と
に
、現
在
の
名
大
生
の
多
く
は
八
高
の
存
在
を
知
り
ま
せ
ん
が
、「
伊

吹
お
ろ
し
」
は
知
っ
て
い
る
、
歌
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
学
生
は
一
定
数
存
在
し
、
寮
歌
は
健
在
と
い
う
側
面
も
あ
り
ま
す
。

ま
と
め
に
か
え
て
【
画
面
⑪
】

　

後
に
、「
ま
と
め
に
か
え
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

以
上
、
お
お
ま
か
な
話
で
恐
縮
で
す
が
、「
伊
吹
お
ろ
し
の
若
者
た
ち
」
を
育
ん
だ
旧
制
八
高
の
、
ま
さ
に
シ
ョ
ー
ト
ス
ケ
ッ
チ
を

試
み
て
み
ま
し
た
。
冒
頭
に
西
川
館
長
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
一
〇
日
ほ
ど
前
に
、
八
高
会
で
は
創
立
一
〇
〇

年
記
念
祭
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
当
日
の
会
場
に
は
七
〇
〇
名
ぐ
ら
い
の
参
加
者
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
な
お
八
高
は
存
在
感

を
み
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
八
高
だ
け
に
限
ら
ず
、
旧
制
高
校
全
体
に
共
通
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
に
お
い
て
も
旧
制
高

校
は
強
烈
な
存
在
感
を
維
持
し
て
い
る
の
は
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
に
資
料
2
で
紹
介
し
た
秦
氏
は
、
旧
制
高
校
が
今
日
な
お
強
烈
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
原
因
を
彼
な
り
に
分
析
を
し
て
お
り
ま

し
た
。
同
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、
第
一
に
エ
リ
ー
ト
養
成
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
全
国
の
中
の
ほ
ん
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
者
し
か

旧
制
高
校
に
入
れ
な
い
と
い
う
中
で
、
す
ぐ
れ
た
教
師
陣
に
よ
る
少
人
数
の
教
育
環
境
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
二
に
、
ゆ
と
り
あ
る
一
般
教
養
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
英
語
・
外
国
語
を
中
心
と
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
語
学
に
力
点
が
置
か
れ
た
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カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
八
高
の
場
合
は
数
学
も
そ
う
で
す
が
、
質
の
高
い
教
養
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
そ
こ
で
提

供
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
何
よ
り
も
学
寮
生
活
を
通
じ
て
生
徒
間
に
強
い
絆
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
う
い
っ
た
三
つ
の
要
因
が
絡
み
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
を
越
え
て
、
い
つ
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
活
動
が
で
き
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
例
え
ば
八
高
を
例
に
と
っ
て
も
よ
い
と
思
う
の
で
す
が
、
今
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
三
つ
の
要
因
が
整
え

ば
、
八
高
の
よ
う
な
存
在
の
高
等
学
校
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
視
点
を
変
え
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
か
な
り
難
し
い
と
思

い
ま
す
。
エ
リ
ー
ト
養
成
機
関
と
い
う
点
で
そ
う
い
う
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
人
数
制
を
採
り
入
れ
て
、
す
ぐ
れ
た
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
用
意
し
、
例
え
ば
寮
生
活
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
生
徒
を
教
育
す
る
環
境
を
整
え
た
な
ら
ば
、
ま
さ
に
旧
制
高
校
が
文

化
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
、
今
の
新
し
い
高
校
や
大
学
が
新
た
な
文
化
を
生
み
出
せ
る
の
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
れ
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
と
個
人
的
に
は
思
い
ま
す
。

　

そ
の
理
由
を
問
わ
れ
る
と
、
今
の
時
点
で
は
十
分
な
説
明
を
す
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
回
、
八
高

の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
ま
と
め
た
り
、
今
日
の
講
演
準
備
を
行
っ
た
り
す
る
中
で
、
時
代
を
越
え
て
今
同
じ
環
境
が
整
え
ら
れ
た
と
し
て

も
旧
制
高
校
の
復
活
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
る
と
直
感
的
に
思
い
ま
し
た
。
や
は
り
旧
制
高
校
は
、
明
治
期
と
い
う
日
本
の
歴
史
上

一
つ
の
意
味
の
あ
る
時
代
、
し
か
も
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
手
探
り
状
態
で
高
等
教
育
を
作
っ
て
い
た
時
代
、
近
代
学
校
制

度
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
の
中
で
、
生
み
出
さ
れ
た
教
育
機
関
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
再
現
性
の
な
い
条

件
が
重
な
っ
て
で
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
文
化
を
新
た
に
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、で
き
れ
ば
次
の
世
代
に
も
、

や
は
り
語
り
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
ど
ん
取
り
入
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れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
の
教
養
教
育
に
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
日
の
話
で
は
、
八
高
四
二
年
の
中
で
、
ほ
ん
の
一
部
分
し
か
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
戦
時
下
の
八
高
、
そ
れ

か
ら
戦
後
の
八
高
と
い
う
点
で
は
復
興
浮
運
動
と
い
う
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
残
念
な

が
ら
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
幸
い
な
こ
と
に
、
本
日
の
会
場
に
は
大
先
輩
で
あ
り
ま
す
八
高
O 

B
の
方
々
も

お
越
し
で
す
の
で
、
こ
の
あ
と
の
質
疑
の
際
に
、
ぜ
ひ
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

予
定
の
一
時
間
を
少
し
越
え
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
「
寸
描
～
第
八
高
等
学
校
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

〔
本
稿
は
、
講
演
会
当
日
の
録
音
内
容
を
テ
キ
ス
ト
化
し
、
不
正
確
な
表
現
や
文
脈
の
乱
れ
な
ど
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

1 2



2008/10/29 
NUM 15

1 / 22

【資料１】

1886(M19) 4 1894(M27) 6

1886(M19) 4 1894(M27) 6

1886(M19) 4 1894(M27) 6

1886(M19) 4 1894(M27) 6

1886(M19) 4 1894(M27) 6

1886(M19) 11 1894(M27) 9

1900(M33) 3

1887(M20) 12 1901(M34) 3

1908(M41) 3

【
資
料
２
】 

第
八
高
等
学
校
（
名
古
屋
） 



2008/10/29 
NUM 15

2 / 22

【資料３】 42

1908(M41) 3 ( )

1908(M41)  9

1909(M42)  12 (1921 )

1 9 1 7 ( T 6 )  2 ( )

1 9 2 0 ( T 9 )  11 ( )

1922(T11)  4 (5 )

1922(T11)  7

1 9 2 8 ( S 3 )  6

1 9 3 0 ( S 5 )  2 10 8

1938(S13)  8

1940(S15)  12

1942(S17) ( )

1943(S18)  10

1945(S20)  3 (4 )

1945(S20)  10

1946(S21)  9

1947(S22)  9

1949(S24)  5

1949(S24)  7 ( )

1950(S25)  3

【資料４】

1908(M41) 6
1918(T7) 9

2 1918(T7) 9
1921(T10) 11

3 1921(T10) 11
1927(S2) 8

4 1927(S2) 8
1940(S15) 1

5 1940(S15) 1
1945(S20) 11

6 1945(S20) 11
1946(S21) 5

7 1946(S21) 8
1950(S25) 3

【
資
料
５
】 

大
島
義
脩
胸
像
除
幕
式
（
一
九
一
九
年
十
二
月
）
挨
拶
に
て 
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2 2

高 学

NUM 第15回企画展 特別講演

寸描―第八高等学校

大学文書資料室

助教 山口 拓史

【講演のねらい】【講演のねらい】

第15回企画展の趣旨をより深く理解いただくために、

「伊吹おろしの若者たち」を育んだ旧制第八高等学校のショート･

スケッチとして、草創期八高に焦点をあてる。

１．旧制高等学校とは

(1)中学校令［1886(M19)年］
＊実業教育と高等教育準備教育
＊尋常中学校と高等中学校（当初7校）

(2)高等学校令［1894(M27)年］
＊（第一から第五の)高等中学校を高等学校に改称
＊法令上は専門教育、実態は帝国大学予備教育
＊1908(M41)年までに８校のナンバースクール＊1908(M41)年までに８校のナンバースクール

(3)改正高等学校令［1918(T7)年］
＊男子高等普通教育
＊原則は７年制(尋常科4年、高等科3年)で、高等科のみも可能

2
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(1)創設の背景
約 高 学

２．八高創設の経緯①

＊1898(M31)年：約10年ぶりの官立高等学校増設議論

＊1900(M33)年：岡山県への六高設置が決定

＊愛知県の誘致活動は詳細不明

(2)愛知県による誘致活動①
＊「1900(M33)年度に七高設置」の情報

1899(M32)年臨時県会 誘致のための追加予算可決＊1899(M32)年臨時県会：誘致のための追加予算可決

＊1901(M34)年通常県会：誘致のための意見書可決

＊1901(M34)年：鹿児島県への七高設置が決定

3

(3)愛知県による誘致活動②

２．八高創設の経緯②

＊1905(M38)年：官立名古屋高等工業学校の誘致成功
＊八高誘致活動の再燃（愛知、静岡、長野の各県が誘致）
＊1907(M40)年通常県会：

建設予定地（第五中学校建設予定地）の提供と
校舎等の建設設備費用の寄付を可決

(4)第八高等学校の創設(4)第八高等学校の創設
＊1908(M41)年3月31日：

「文部省直轄諸学校官制中改正」(勅令68号) に
より、翌4月1日に第八高等学校創設

4
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(1)初代校長大島義脩(おおしま・よしなが)

３．初代校長大島の八高運営①

＊1871(M4)年丹波国氷上郡(現･兵庫県丹波市)生まれ

＊第三高等中学校、帝国大学文科大学、同大学院を卒業

＊1894(M27)年：一年志願兵として入営(24歳)
以後、36歳まで陸軍省兵籍を保持

＊1908(M41)年：八高初代校長に就任(38歳)

＊10年の在任期間中に八高の基盤づくりに専心

5

(2)大島による新機軸

３．初代校長大島の八高運営②

＊教官訓練：食堂座談、教官室ストーブ会議など実施
「諸君は学者であり、教育家であり、官吏であらねばならぬ｣

＊指導教官制：創設時に導入、のちに他校にも普及

＊軍事教練と現役将校による検閲：
高等学校での軍事教練は八高が初めて実施高等学校での軍事教練は八高が初めて実施

＊五点飛採点法と成績群団制：
わずかな点数差による品等づけをやめ、大同小異の
成績の生徒でグループをつくる

6
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(2)大島による新機軸(つづき)

３．初代校長大島の八高運営③

＊課長制度：事務迅速化のため生徒･教務･庶務･図書の
４課に課長を配置、後に多くの直轄学校が採用

＊八高同窓会：1911(M44)年7月に、高等学校では初め
ての同窓会を設立

＊運動奨励 選手制度否定により各種運動を均しく奨励＊運動奨励：選手制度否定により各種運動を均しく奨励

＊その他：
特待生制度による学業奨励、公認下宿(第２学年以
上が対象)、知多海岸野間での夏期水泳場の創始など

7

(1)「勤勉八高」(ﾌﾞｯｸﾚｯﾄp.20) 

４．八高の校風

＊高い出席率：創設当初が平均95％、大正期以降も平均
94％程度の出席率

(2)「教練八高」(ﾌﾞｯｸﾚｯﾄpp.21-22)
＊大島校長の創意による軍事教練
＊「校長は･･･学問尊重と並行して教練には頗る熱心であった。」

(3)「スポ ツ八高 ﾞ 22 24(3)「スポーツ八高」(ﾌﾞｯｸﾚｯﾄpp.22-24)
＊「運動奨励ニ関スル方針」の制定：「選手ヲ養成セス」
＊1922(T11)年の選手制度導入：

野球部、陸上競技部、水泳部、漕艇部、柔道部、排球部、蹴球部、
弓道部、剣道部、相撲部など多くの運動部がつくられて活躍

8
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(1)代用学寮(1908(M41)年)

５．生活拠点としての学寮①

＊７つの寺院と公認下宿１軒：
妙本寺(本部)、本住寺、本要寺、大法寺、蓮勝寺、蓮華寺、本立寺

＊寮紀の制定(ﾌﾞｯｸﾚｯﾄpp.24-25)

(2)新学寮(1909(M42)年～)
＊学則(第52条)に基づく全寮制：

「新ニ入学シタル生徒ハ特別ノ事情ニ依リ通学ノ許可ヲ「新ニ入学シタル生徒ハ特別ノ事情ニ依リ通学ノ許可ヲ
受ケタルモノヽ外総テ学寮ニ入ルヘキモノトス」

＊新学寮規約(1920(T9)年)：
「吾人寮生ハ寮紀寮則ヲ守リ、自治ノ精神ニ基キテ善美
ナル校風ヲ発揚センコトヲ期ス」

9

(3) 学寮生活の「アクセント」

５．生活拠点としての学寮②

＊コンパや寮会：代用学寮時代の茶話会が起源とされ、
寮会は通常年3回の開催された。

＊ストーム：代用学寮時代から小規模なものが行われたが、
時代とともに行動が大規模化・過激化した。

＊寮歌合唱：1912(T1)年に最初の寮歌｢殺伐の風」選定。
「伊吹おろし は1917(T6)年選定歌のひとつ「伊吹おろし」は1917(T6)年選定歌のひとつ。

10
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今なお強烈な存在感をみせる旧制高等学校

まとめにかえて

今 強烈 存在感を 旧制高等学校

エリート養成機関ゆえの･･･

＊すぐれた教師陣による少人数教育

＊ゆとりある一般教養カリキュラム＊ゆとりある 般教養カリキュラム

＊学寮生活を通じての強い絆形成

11

寸描―第八高等学校
NUM 第15回企画展 特別講演

大学文書資料室

助教 山口 拓史

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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【
付
録
】

　

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
講
演
会
当
日
に
は
八
高
会
の
方
々
に
も
ご
来
場
い
た
だ
い
た
の
で
、
質
疑
の
時
間
を
利
用
し
て
八

高
O 

B
の
方
々
か
ら
当
時
の
こ
と
を
直
接
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
に
、
ご
発
言
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

（
O 

B 

1
）
　

実
は
私
、
八
高
の
生
き
残
り
の
一
人
で
す
。
そ
の
生
き
残
り
の
一
人
と
し
て
、
今
の
お
話
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

非
常
に
よ
く
勉
強
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
非
常
に
よ
く
調
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
感
心
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
学
生

サ
イ
ド
に
立
っ
た
考
え
方
で
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
難
し
く
突
っ
込
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
か
と
。

　

と
い
い
ま
す
の
は
、
私
た
ち
学
生
は
、
八
高
に
お
り
ま
し
て
何
を
学
ん
だ
か
と
い
い
ま
す
と
、
た
だ
一
言
「
考
え
よ
」
と
い
う
こ
と

だ
け
な
の
で
す
。
そ
れ
を
実
際
学
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
ま
ず
初
め
に
八
高
の
採
る
人
数
、
八
高
の
学
生
の
人
数
よ
り
、
大

学
の
人
数
の
方
が
多
い
の
で
、
高
等
学
校
に
入
れ
ば
、
必
然
的
に
ど
こ
の
大
学
で
も
入
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
目
の
前
の

勉
強
は
特
に
し
な
く
て
も
い
い
。
例
え
ば
今
、
高
等
学
校
に
な
り
ま
す
と
、
大
学
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
勉
強

に
さ
い
な
ま
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
大
学
へ
行
き
ま
す
と
、
今
度
は
就
職
に
さ
い
な
ま
れ
る
。
も
う
の
ん
び
り
と
し
て
考
え
る
余

裕
は
全
く
な
い
生
活
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
、
私
た
ち
が
あ
り
が
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
三
年
間
、
全
く
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ず
、

「
考
え
よ
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
一
点
に
教
え
ら
れ
て
き
た
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
寮
生
活
は
何
だ
と
い
う
と
、
寮
の
中
に
あ
る
の
は
、
す
べ
て
若
い
人
間
を
集
め
て
、
そ
れ
で
、
も
の
を
考
え
よ
。
そ

の
た
め
に
人
生
な
り
、
人
間
の
生
き
方
な
り
を
と
こ
と
ん
議
論
す
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
昼
か
ら
や
り
出
し
て
、
明
日
の
朝
ま
で
議
論
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す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
何
回
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
覚
え
さ
せ
た
。
こ
れ
が
一
つ
に
は

寮
生
活
で
す
。
さ
ら
に
学
校
の
生
活
も
そ
れ
に
準
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
寮
歌
と
い
う
の
は
、
内
容
を
見
て
み
ま
す
と
、
私
は
、
実
は
八
高
の
校
歌
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
、
校
歌
よ

り
、
寮
歌
の
方
が
盛
ん
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
寮
歌
は
も
う
全
部
、
人
生
を
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
成
り
立
っ
て
い
た
歌
で

す
。
そ
の
た
め
に
、
こ
ん
な
ふ
う
に
人
生
を
考
え
よ
と
か
、
人
間
を
考
え
よ
と
か
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
明
治
時
代
に
、
学
校
を
、
こ
の

八
高
を
、
高
等
学
校
を
作
っ
た
大
き
な
方
向
で
す
。
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
社
会
を
作
ろ
う
と
、
そ
の
た
め
に
高
等
学
校
八
つ
を
作
っ
て
、

次
の
世
代
を
こ
れ
に
お
願
い
し
よ
う
と
。

　

確
か
に
そ
の
と
お
り
で
、
実
は
八
高
も
作
ら
れ
た
当
初
、
明
治
天
皇
が
行
幸
さ
れ
ま
し
た
。
昔
、
明
治
天
皇
が
行
幸
さ
れ
る
な
ん
て
、

え
ら
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
大
正
天
皇
ま
で
も
、
ま
だ
皇
太
子
殿
下
の
と
き
に
行
啓
さ
れ
ま
し
た
。
毎
年
、
必
ず
文
部
省

か
ら
文
部
大
臣
が
視
察
に
来
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
、
次
の
世
代
を
担
わ
せ
る
た
め
に
、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
生
懸
命
、
国
家

の
肝
い
り
で
作
っ
て
き
た
学
校
で
、
非
常
に
私
た
ち
は
い
い
生
活
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
中
で
出
て
き
た
の
が
、「
考
え
よ
」と
い
う
一
言
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、「
恥
を
知
れ
」と
。
考
え
て
む
ち
ゃ
む
ち
ゃ

な
こ
と
を
や
る
な
ら
、「
恥
を
知
れ
」。
こ
う
い
う
人
間
が
も
っ
と
今
の
世
代
に
い
れ
ば
、
こ
ん
な
む
ち
ゃ
む
ち
ゃ
な
こ
と
は
や
ら
な
い

だ
ろ
う
。
必
ず
考
え
て
か
ら
物
を
行
動
す
る
と
教
え
ら
れ
て
き
た
の
が
、私
た
ち
八
高
の
学
生
生
活
だ
っ
た
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
今
の
ス
ト
ー
ム
で
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
こ
と
を
や
る
と
い
う
の
で
す
が
、
あ
れ
は
若
い
人
間
を
集
め
て
く
れ
ば
、
ど
こ
か

で
息
抜
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
ち
ょ
っ
と
ご
飯
が
ま
ず
い
と
「
賄
い
征
伐
」
に
行
っ
て
、
も
う
明
日
の
朝
の
ご
飯
を
全
部

食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
、
若
さ
の
象
徴
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
寮
歌
の
あ
と
、
デ
カ
ン
シ
ョ
を
も
う
裸
に
な
っ
て

踊
り
ま
く
る
。
こ
れ
も
若
さ
の
象
徴
で
、
ど
こ
か
の
息
抜
き
を
作
っ
て
き
た
方
法
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
要
は
学
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生
生
活
を
通
し
て
勉
学
に
い
そ
し
み
な
が
ら
、
勉
学
で
も
普
通
の
単
な
る
点
取
り
の
勉
学
で
は
な
し
に
、
人
生
を
考
え
て
く
れ
た
。
こ

れ
が
三
年
間
、
私
た
ち
八
高
で
教
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
皆
さ
ん
、
八
高
の
卒
業
生
は
、
後
期
高
齢
者
で
す
か
ら
、
も
う
何
に
も
や
る
こ
と
で
き
な
い
の
で
、
一
時
、
戦
後
は
そ
う
い
う

ま
た
高
等
学
校
の
サ
イ
ド
を
作
ろ
う
と
い
う
運
動
が
非
常
に
起
こ
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
人
た
ち
も
皆
亡
く
な

り
ま
し
た
。
今
は
も
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
も
、
全
く
分
か
ら
な
い
人
た
ち
ば
か
り
で
す
。
高
等
学
校
の

こ
と
を
、
今
日
、
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
た
ち
非
常
に
あ
り
が
た
く
て
、
こ
う
い
う
学
校
が
名
古
屋
に
あ
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
だ
け
、
皆
さ
ん
に
覚
え
て
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
。
僕
は
、
も
し
ま
た
こ
う
い
う
学
校
が
で
き
れ
ば
、
こ
ん
な
い
い
こ
と
は
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
（
拍
手
）。

（
O 

B 

2
）
　

実
は
私
、

終
入
学
者
で
し
た
。
昭
和
二
三
年
に
入
り
ま
し
て
、
八
高
一
年
で
新
制
大
学
に
変
わ
っ
た
と
い
う
、
終
戦

直
後
の
学
制
改
革
を
受
け
た
人
間
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
も
う
そ
の
と
き
は
、
学
校
は
、
寮
は
焼
け
て
お
り
ま
し
て
、
ほ
ん
の
一
部
の

人
し
か
入
れ
な
い
。
今
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
新
た
に
入
っ
た
一
年
は
全
寮
と
い
う
こ
と
は
、
食
糧
事
情
も
そ
う
で
し
た
し
、
と
て

も
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
岐
阜
の
奥
か
ら
い
ら
し
た
と
か
、そ
う
い
う
や
む
を
得
な
い
方
だ
け
が
入
寮
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
大
体
、

七
〇
～
八
〇
人
ぐ
ら
い
の
人
が
入
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

禁
酒
・
禁
煙
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
中
学
五
年
を
過
ぎ
る
と
、
世
の
中
も
親
た
ち
も
そ
う
で
し
た
が
、
た
ば
こ

な
ど
は
解
禁
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皆
、
大
っ
ぴ
ら
に
や
り
ま
し
た
し
、
私
ど
も
も
、
八
高
へ
入
り
ま
し
た
一
年
の
と
き
に
は
、
入
っ

て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
学
校
内
で
コ
ン
パ
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
高
辻
付
近
へ
ど
ぶ
ろ
く
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
で
、
や
り
ま
し
た
。
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そ
れ
か
ら
、
議
論
に
つ
い
て
は
、
寮
生
は
確
か
に
や
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
ど
も
は
そ
う
い
う
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ろ
い
ろ
な
議
論
は
し
ま
し
た
が
、
個
人
の
う
ち
へ
行
っ
て
や
る
と
い
う
こ
と
で
、
寮
で
う
ん
ぬ
ん
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

（
O 

B 

3
）
　

私
も
同
級
生
で
、
八
高
に
は
一
年
間
だ
け
お
世
話
に
な
っ
て
、
新
制
に
切
り
替
わ
っ
た
者
で
、
文
科
と
理
科
で
す
の
で
、

若
干
の
差
は
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。
今
、
ご
質
問
に
な
ら
れ
ま
し
た
、
文
科
と
理
科
で
議
論
の
内
容
が
違
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
差
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
渾
然
一
体
で
、
理
科
の
人
も
文
科
へ
行
っ
て
、
文
科
の
人
も
理
科
へ
混

ざ
っ
て
、
そ
こ
で
文
科
・
理
科
の
分
け
隔
て
な
く
議
論
し
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
同
じ
専
攻
、
理
科
の
中
で
あ
っ
て
も
、
文
科

系
に
進
ん
だ
方
も
結
構
お
ら
れ
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
文
科
の
中
か
ら
理
系
に
変
わ
っ
て
こ
ら
れ
て
、
大
学
は
理
科
へ
入
ら
れ
た
方
も
た

く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
文
科
と
理
科
と
い
う
セ
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
み
た
い
な
も
の
は
、
全
然
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

（
O 

B 

1
）
　

女
性
と
の
問
題
は
、
戦
前
は
私
た
ち
、
男
女
七
歳
に
し
て
同
席
せ
ず
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
の
と
き
に
は
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
。
戦
後
に
な
っ
て
急
に
オ
ー
プ
ン

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
八
高
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
す
ぐ
手
を
つ
な
い
で
歩
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
誰
も
や
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
戦
前
の
ま
ま
で
。

　

そ
れ
か
ら
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
た
だ
し
、
女
性
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
は
確
か
に
あ
り
ま
し
た
。
何
だ
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
名
古

屋
か
ら
河
和
の
地
へ
学
校
を
移
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
名
古
屋
の
学
校
が
戦
争
で
燃
え
て
し
ま
い
ま
し
て
、
勉
強
す
る
と
こ
ろ
が

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
河
和
の
航
空
隊
の
跡
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
こ
へ
移
り
ま
し
て
や
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
ま
た
火
を
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出
し
て
、
ち
ょ
っ
と
燃
や
し
た
。
そ
れ
は
名
古
屋
へ
来
る
大
き
な
意
味
合
い
で
は
な
し
に
、
き
っ
か
け
に
な
っ
た
だ
け
で
、
若
い
人
間

を
河
和
の
山
の
中
に
置
い
て
き
ま
し
て
、
放
っ
て
お
け
ば
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
と
い
う
学
校
サ
イ
ド
の
問
題
よ
り
、
む
し
ろ
、
ほ
と
ん

ど
学
生
サ
イ
ド
で
そ
う
い
う
こ
と
を
決
め
て
出
た
。
総
務
と
い
う
も
の
を
作
り
ま
し
て
、
ど
っ
ち
が
い
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
ろ

い
ろ
学
生
全
体
で
議
論
し
て
検
討
し
た
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
、や
は
り
女
性
が
周
囲
に
い
て
く
れ
た
方
が
い
い
と
い
う
意
味
合
い
で
、

名
古
屋
の
方
へ
移
っ
た
要
因
が
大
多
数
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
ぐ
ら
い
、
離
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
心
の
中
で
は
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
ば
に
一
緒
に
は
お
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
や
は
り
周
囲
の
状
況
、
何
し
ろ
戦
前
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
育
て
ら
れ
て
き
た
私
た
ち
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
、
手
を
触
る

な
ど
と
い
う
の
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
す
。
そ
の
た
び
に
遠
く
か
ら
見
て
美
し
い
な
と
い
う
あ
こ
が
れ
で
、
だ
か
ら
名
古
屋
ま
で
、
学
校

を
無
理
に
持
っ
て
き
た
と
。
そ
の
大
き
な
要
因
は
、
火
災
で
は
な
し
に
、
そ
の
問
題
、
男
女
の
問
題
の
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

つ
い
で
な
の
で
、
面
白
い
先
生
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
勉
強
し
た
ん
だ
ぞ
と
い
う
こ
と
を
一
言
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
。
例
え
ば
、

「
マ
ッ
コ
ウ
」（
＝
近
藤
鉦
太
郎
）
と
い
う
数
学
の
先
生
が
み
え
た
の
で
す
。
そ
の
先
生
の
問
題
は
皆
、
英
語
で
出
る
の
で
す
。
英
語
の

単
語
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
ゼ
ロ
で
す
。
一
学
年
の
と
き
に
、
全
部
で
一
回
四
問
題
出
て
、
そ
れ
で
前
期
・
後
期
と
四
回
あ
る
の
で
す
。

四
×
四
＝
一
六
問
題
。
そ
の
う
ち
一
問
題
さ
え
解
け
れ
ば
、
ま
ず
進
級
、
合
格
で
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
の
難
し
さ
の
問
題
を
出
さ
れ
る
も

の
で
。
先
生
が
あ
と
か
ら
解
答
を
や
る
の
で
す
が
、
先
生
も
途
中
で
間
違
え
て
、「
こ
れ
は
問
題
解
答
な
し
が
正
解
だ
な
」
と
そ
ん
な

ふ
う
で
。
本
当
に
難
し
く
、
単
な
る
考
え
る
と
い
う
物
事
の
人
生
論
で
は
な
し
に
、
普
通
の
勉
強
も
と
こ
と
ん
や
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
が
八
高
の
現
状
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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（
O 

B 

2
）
　

そ
れ
か
ら
、
女
性
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
、
先
輩
が
言
っ
た
あ
と
で
す
が
、
学
校
の
方
と
し
て
は
、
学
制
改
革
に

よ
り
ま
し
て
、
初
め
て
女
子
学
生
が
二
人
、
わ
れ
わ
れ
の
年
度
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
二
人
と
も
理
科
の
方
に
進
学
し
た
わ
け
で

す
。
や
は
り
、
あ
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
機
関
誌
に
投
稿
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
本
当
に
八
高
の
程
度
の
高
さ
と
い
う
も
の
に
は
び
っ
く
り

し
た
と
。
そ
れ
で
、
野
崎
勝
太
郎
と
い
う
有
名
な
英
語
の
先
生
が
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
学
生
た
ち
は
、
個
人
指
導
を
受
け
に
い
っ
た

と
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

（
O 

B 

4
）
　

八
高
の
出
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
展
示
会
を
拝
見
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
知
ら
な
い
資
料
を

た
く
さ
ん
見
ま
し
て
、
な
る
ほ
ど
と
感
じ
入
っ
た
次
第
で
す
。
た
だ
、
表
現
の
中
に
、
八
高
は
エ
リ
ー
ト
を
育
て
る
学
校
で
あ
っ
た
と

書
い
て
あ
り
、
卒
業
生
が
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
文
化
勲
章
、
文
化
功
労
者
の
方
々
の
お
名
前
は
出
て
い
ま
し
た

が
、
大
部
分
の
方
は
全
く
出
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

八
高
に
は
、
そ
の
折
々
に
同
窓
会
名
簿
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
中
を
、
各
々
の
同
窓
会
名
簿
を
繰
っ
て
み
ま
す
と
、
ア
メ
リ

カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
「W
ho’s W

ho

」
に
載
せ
て
も
決
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
方
が
、
き
ら
星
の
よ
う
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
で
、
先
生
に
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
、
卒
業
生
が
そ
の
後
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
た
か
、
ど
う
い
う
場
で
活
躍
し
た
か

と
い
う
こ
と
を
、
ぜ
ひ
公
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
O 

B 

5
）
　

私
、
八
高
会
の
会
長
を
や
っ
て
い
ま
す
。
今
日
、
八
高
の
O 
B
の
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
私
が
戦
前

の
八
高
を
出
た
生
き
残
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
入
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
先
の
大
東
亜
戦
争
が
始
ま
っ
た
昭
和
一
七
年
で
す
。
そ
の

前
年
に
、
三
年
の
修
業
年
限
が
短
縮
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
二
年
半
、
昭
和
一
九
年
の
九
月
に
卒
業
し
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
申
さ
れ
ま
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し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
復
興
と
か
、
そ
う
い
う
苦
労
を
し
た
O 

B
と
は
私
た
ち
は
違
い
ま
し
て
、
や
は
り
昭
和
一
八
年
に
な
る
と
ち
ょ
っ

と
戦
況
が
怪
し
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
一
七
年
は
非
常
に
わ
れ
わ
れ
は
自
由
奔
放
で
し
た
。

　

当
時
の
一
番
、
高
等
学
校
へ
入
る
と
い
う
の
は
、
中
学
校
を
出
る
わ
け
で
す
か
ら
、
大
体
平
均
で
い
く
と
一
七
歳
。
四
修
で
入
れ
ば

一
六
歳
。
早
生
ま
れ
で
四
修
で
入
れ
ば
一
五
歳
で
入
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
昔
は
高
等
学
校
で
も
専
門
学
校
で
も
、
そ
こ
へ
入
れ
ば
、

も
う
社
会
が
大
人
と
し
て
取
り
扱
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
や
は
り
、
そ
れ
に
応
ず
る
だ
け
の
、
皆
さ
ん
が
そ
う
い
う
見
識
が
あ
っ
た
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
私
ら
と
一
緒
に
入
っ
た
の
で
も
、
一
五
歳
が
い
た
の
で
す
。
一
五
歳
で
も
、
も
う
八
高
入
れ
ば
、
大
人
と
し
て
認
め

ら
れ
ま
す
か
ら
、
お
酒
も
飲
む
、
た
ば
こ
も
や
る
と
い
う
形
で
し
た
。

　

先
ほ
ど
山
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
高
等
学
校
は
基
本
的
に
は
全
寮
制
で
す
。
け
れ
ど
も
、
昭
和
の
中
期
ご
ろ
か
ら
、

あ
ま
り
収
容
人
員
、
学
生
の
数
が
増
え
ま
し
て
、
一
年
生
で
も
入
れ
な
い
。
特
に
私
は
名
古
屋
市
の
出
身
な
の
で
、
名
古
屋
市
内
の
者

は
入
れ
な
い
。
も
う
入
る
学
生
の
数
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
私
に
は
唯
一
の
残
念
な
こ
と
で
し
た
。

　

寮
の
生
活
は
、
寮
生
、
同
級
生
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
が
、
一
つ
の
部
屋
に
八
高
の
場
合
は
六
人
。
そ
の
う
ち
一
名
が
二
年
生
で
、

室
長
と
い
い
ま
す
。
あ
と
五
人
が
、
大
体
文
科
と
理
科
と
混
ぜ
こ
ぜ
に
し
ま
し
て
、
や
っ
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
れ
が
非
常
に
う
ら

や
ま
し
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
あ
や
か
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
陸
上
競
技
部
に
、
運
動
部
に
お
り
ま
し
た
が
、
何

の
か
ん
の
と
言
っ
て
合
宿
ば
か
り
や
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
八
高
の
場
合
は
、
金
沢
の
四
高
と
ラ
イ
バ
ル
校
で
、
対
抗
戦
を
や
る
。
対
抗
戦
の
前
に
、
ど
こ
の
何
の
か
ん
の
と
言
っ
て
、

多
い
と
き
に
は
、
私
は
四
月
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
四
月
の
中
ご
ろ
か
ら
、
運
動
部
の
合
宿
だ
と
い
っ
て
、
み
ん
な
寮
に
い
な
い
者
は

こ
こ
へ
入
っ
て
、
二
年
も
三
年
も
来
て
、
一
種
の
寮
生
活
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
特
に
戦
争
前
に
「
男

女
七
歳
に
し
て
席
同
じ
う
せ
ず
」
と
、
そ
ん
な
女
性
と
つ
き
あ
う
人
は
い
な
い
。
た
だ
、
あ
こ
が
れ
の
目
で
見
て
い
る
程
度
だ
と
思
い
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ま
す
。

　

そ
れ
で
、
一
つ
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
た
い
の
は
、
松
本
市
に
、
先
ほ
ど
申
さ
れ
ま
し
た
、
一
〇
年
あ
と
に
地
名
校
、
学
校
が
で
き
ま

し
た
。
松
本
、
新
潟
、
そ
れ
か
ら
松
山
に
そ
う
い
う
の
が
で
き
ま
し
た
が
、
松
本
は
一
番
、
そ
れ
以
前
か
ら
高
等
学
校
の
誘
致
に
非
常

に
熱
心
で
、
町
を
挙
げ
て
松
本
の
高
等
学
校
の
生
徒
を
非
常
に
大
切
に
し
ま
し
た
。
今
、
松
本
の
旧
制
の
高
等
学
校
の
敷
地
が
残
り
ま

し
て
、
そ
こ
に
旧
制
高
等
学
校
記
念
館
が
で
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
各
地
の
高
等
学
校
が
結
局
、
い
ず
れ
は
同
窓
会
と
し
て
維
持
で
き

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
へ
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
寄
贈
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
へ
行
け
ば
、
一
高
か
ら
す
べ
て
の
日
本
の

高
等
学
校
の
資
料
が
そ
ろ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
に
先
ほ
ど
申
さ
れ
ま
し
た
、各
学
校
の
非
常
に
頭
角
を
現
し
た
方
々
な
ど
の
偉
績
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、有
名
な
「
ど

く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
」
で
す
。
彼
は
や
は
り
昆
虫
採
集
が
好
き
で
、
山
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
東
京
か
ら
松
本
へ
行
っ
て
、
寮
に
い
て
、

そ
の
と
き
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
落
書
き
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
も
残
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
、
も
し
松
本
へ
お
出
か
け
に
な

る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
こ
れ
は
一
見
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
や
は
り
各
高
等
学
校
の
特
色
が
出
て
お
り
ま
す

の
で
。
陸
上
自
衛
隊
に
侵
入
し
て
亡
く
な
っ
た
三
島
由
紀
夫
の
、
学
習
院
の
学
生
の
と
き
の
集
合
写
真
な
ど
も
残
っ
て
い
ま
す
。
非
常

に
貴
重
な
資
料
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
お
出
か
け
に
な
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

〔
こ
の
付
録
部
分
は
、
講
演
会
当
日
の
録
音
内
容
を
テ
キ
ス
ト
化
し
、
山
口
の
判
断
に
お
い
て
一
部
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。〕

（
や
ま
ぐ
ち
・
た
く
じ
　

大
学
文
書
資
料
室
）




