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明
治

年
４
月

日
︵
月
︶

36

20

本
日
よ
り
夏
目
氏
の
授
業
あ
り
︒
小
泉
師
︹
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
︺
を
見
て
夏
目
氏
を
比
較
せ
ん
と
す
る
は
無
理
な
り
夏
目

氏
如
何
に
秀
才
な
り
と
云
え
ど
も
そ
の
趣
味
の
点
将
た
想
の
点
に

は

於
て
到
底
小
泉
師
の
相
手
た
る
に
価
せ
ず
︒
小
泉
師
を
す
て
て
ロ

イ
ド
︑
夏
目
︑
上
田
︹
敏
︺
の
三
氏
を
入
れ
し
井
上
学
長
の
愚
や

寧
ろ
憫
察
す
べ
き
な
り
︒

び
ん
さ
つ
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明
治

年
４
月

日
︵
木
︶

36

23

夏
目
講
師
本
日
よ
り
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
を
生
徒
に
訳
せ
し

む

通
読
の
上
ア
ク
セ
ン
ト
を
正
し
難
句
を
問
う
に
過
ぎ
ず

つ

ま
ら
ぬ
授
業
と
言
う
可
し
︒

べ

明
治

年
４
月

日
︵
火
︶

36

28

夏
目
氏
の
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
に
出
席
す

ア
ク
セ
ン
ト
を

直
す
は
先
生
の
得
意
な
り

蓋
し
自
ら
得
た
る
所
あ
れ
ば
な
る
べ

け
だ

し
︒︵
中
略
︶
二
時
よ
り
再
び
昇
校
す

夏
目
氏
の
﹁
文
学
概
論

の
﹂
講
義
は
実
に
ア
ン
ビ
ギ
ャ
ス
に
て
筆
記
し
難
し
︒
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明
治

年
５
月
５
日
︵
火
︶

36

弐
時
よ
り
昇
校
す

夏
目
氏
の
レ
ク
チ
ュ
ア
余
り
称
す
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず

語
尾
を
呑
む
く
せ
あ
り
て
筆
記
し
難
し

森
氏
そ

の
ま
ね
を
な
し
衆
を
笑
わ
す
︒

明
治

年
５
月

日
︵
月
︶

36

25

一
時
よ
り
三
時
迄
夏
目
氏
の
文
学
概
論
に
出
席
す

休
み
な
く

引
続
け
ら
る
る
に
は
閉
口
す
︒
講
義
中
三
年
生
の
秀
才
石
川
林
四

郎
氏
︑
先
生
の
誤
解
せ
る
点
を
上
げ
て
質
問
す

氏
は
な
か
な
か
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博
覧
な
り

講
義
終
に
う
や
む
や
に
も
み
消
す

能
き
気
味
な

し
ま
い

よ

り
き
︒

明
治

年
５
月

日
︵
木
︶

36

28

夏
目
氏
学
生
の
下
し
ら
べ
な
き
を
推
し
不
機
嫌
な
り
き
︒
試
験

に
は
一
種
風
変
り
の
こ
と
を
な
し
来
学
年
よ
り
執
ら
ん
と
す
る
英

文
科
授
業
方
針
の
参
考
に
資
せ
ん
と
す
と
︒
英
文
科
を
文
学
的
に

な
す
と
語
学
養
成
的
と
な
す
と
は
試
験
問
題
の
答
案
を
参
考
と
し

て
一
決
す
と
の
意
な
り
︒
深
慮
は
可
な
れ

英
文
科
の
目
的
は
今

更
言
う
の
必
要
な
き
に
あ
ら
ず
や
︒
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明
治

年
６
月

日
︵
木
︶

36

11

午
前
拾
時
よ
り
弐
時
間
の
予
定
に
て
夏
目
氏
の
英
訳
試
験
あ

り

問
題
実
に
突
飛
に
て
復
習
せ
し
者
は
馬
鹿
げ
た
る
目
に
会
え

と
つ
ぴ

り

曰
く
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
の
梗
概
と
之
が
批
評
を
英
文
に

て
記
せ
と
︒
問
題
は
大
人
気
な
れ
共
か
か
る
大
な
る
も
の
は
論
文

と
し
て
出
さ
し
む
る
方
却
て
可
な
る
べ
き
に
︒

か
え
つ

明
治

年
６
月

日
︵
月
︶

36

15

午
前
九
時
迄
に
夏
目
氏
の
文
学
概
論
通
読
す

午
後
一
時
よ
り



10

夏
目
氏
の
試
験
あ
り

問
題
は
又
候
突
飛
の
も
の
な
り

曰
く
四

ま
た
ぞ
ろ

月
以
来
口
述
せ
し
も
の
の
大
要
を
述
べ
合
せ
て
之
が
批
評
を
試
み

よ
と
︒
三
時
に
至
る
も
答
案
を
出
だ
す
も
の
至
て
稀
な
り

予
は

い

書
く
こ
と
に
飽
き
た
る
を
以
て
早
く
出
だ
す
︒

明
治

年
９
月

日
︵
火
︶

36

29

夏
目
氏
の
マ
ク
ベ
ス
に
出
席
す

出
席
者
廿
番
教
室
に
充
溢

す

前
学
年
に
比
し
て
一
大
変
化
を
来
せ
り
︒
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明
治

年

月
１
日
︵
木
︶

36

10

拾
時
よ
り
拾
二
時
ま
で
夏
目
氏
の
マ
ク
ベ
ス
講
義
を
き
く
︒
前

学
年
に
比
し
て
出
席
者
多
し

先
生
快
感
胸
に
溢
る
る
も
の
あ
ら

ん
︒明

治

年

月
８
日
︵
木
︶

36

10

拾
時
よ
り
十
二
時
ま
で
夏
目
氏
の
マ
ク
ベ
ス
講
義
に
出
席
す
︒

講
師
詳
し
く
解
註
を
下
し
毫
も
疑
念
を
は
さ
む
べ
き
所
な
け
れ
ど

も
た
だ
そ
の
き
ざ
な
る
所
あ
る
は
予
の
感
心
せ
ざ
る
点
な
り
︒
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明
治

年

月

日
︵
火
︶

36

10

13

マ
ク
ベ
ス
講
義
及
文
学
概
論
講
義
に
出
席
す

夏
目
氏
は
自

お
よ
び

ら
も
博
学
を
以
て
任
ぜ
る
如
く
吾
人
も
亦
た
そ
の
深
遠
な
る
読
書

ま

眼
を
歎
称
せ
ざ
る
を
得
ず

た
だ
そ
の
欠
点
を
上
ぐ
れ
ば
き
ざ
な

る
所
あ
り
て
相
手
の
者
に
厭
や
味
を
起
さ
し
む
る
こ
と
な
り
︒
な

か
な
か
一
す
じ
縄
に
て
は
く
え
ぬ
し
ろ
も
の
な
り
︒

明
治

年

月

日
︵
火
︶

36

10

27

午
前
夏
目
氏
の
マ
ク
ベ
ス
講
義
及
英
文
学
概
論
に
出
席
す

マ

ク
ベ
ス
の
時
間
に
夏
目
氏
面
白
き
端
書
を
読
み
聞
か
す

そ
は
六

は
が
き
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道
の
辻
に
て
シ
ェ
ク
ス
ピ
ー
ア
出
だ
す
夏
目
様
へ
と
表
記
せ
し
も

の
に
て
文
面
実
に
抱
腹
絶
倒
の
文
字
に
富
み
滑
稽
の
字
を
籍
り
て

教
師
を
諷
戒
す
る
所
あ
る
も
の
に
似
た
り

恐
ら
く
は
哲
学
科
の

学
生
な
ら
ん
前
に
フ
ロ
レ
ン
ツ
宛
の
端
書
現
わ
れ
今
又
夏
目
氏
宛

の
端
書
現
わ
る
奇
と
云
う
べ
し
︒

明
治

年

月
１
日
︵
火
︶

36

12

九
時
昇
校
し
拾
時
迄
夏
目
講
師
の
講
義
を
聞
く
︒
二
人
の
西
洋

婦
人
参
観
に
来
る
︒
夏
目
氏
の
﹁
マ
ク
ベ
ス
中
に
現
わ
れ
し
幽
霊

に
関
す
る
議
論
評
講
﹂
は
何
人
も
言
わ
ん
と
す
る
所
に
て
毫
も
注

な
ん
ぴ
と
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意
に
価
す
べ
き
も
の
な
し

氏
の
長
所
決
し
て
此
る
点
に
あ
ら

か
か

ず
︒明

治

年

月
７
日
︵
月
︶

36

12

拾
二
時
迄
夏
目
氏
の
文
学
概
論
を
聞
く

例
証
の
広
き
を
た
だ

称
す
べ
き
の
み

他
は
陳
套
の
こ
と
の
み
な
り
︒

明
治

年

月

日
︵
木
︶

36

12

17

午
前
拾
時
夏
目
講
師
の
マ
ク
ベ
ス
講
義
に
出
席
し
拾
弐
時
に
帰

え
る
︒
講
義
中
暗
に
当
時
の
ハ
イ
カ
ラ
文
学
者
を
冷
評
す
る
の
語

あ
ん
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気
あ
り
き

夏
目
講
師
得
意
の
筆
鋒
な
り
︒

明
治

年
１
月

日
︵
月
︶

37

18

夏
目
講
師
の
講
義
は
こ
の
学
期
よ
り
新
ら
た
ま
る
と
の
こ
と
な

り
し
を
以
て
心
何
と
な
く
勇
み
て
出
席
せ
し
に
又
昨
年
と
大
差
な

き
講
義
を
見
る
に
至
れ
り
︒
曰
く
文
学
の
材
料
を
詳
し
く
論
究
せ

ん
と
⁝
⁝

此
る
問
題
は
趣
味
深
き
も
の
に
は
あ
れ
ど
夏
目
氏
の

か
か

如
き
人
に
は
不
可
能
の
事
に
あ
ら
ざ
る
か
︵
昨
年
は
失
敗
に
帰
せ

し
に
も
関
ら
ず
︶

予
は
寧
ろ
大
塚
教
授
の
美
学
に
於
て
こ
の
講

義
を
聞
か
ん
と
欲
す
る
者
な
り
︒
た
だ
夏
目
氏
に
於
て
敬
服
す
べ
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き
は
多
読
の
一
点
に
あ
る
の
み
︒

明
治

年
２
月

日
︵
火
︶

37

23

午
前
九
時
よ
り
十
一
時
迄
夏
目
講
師
の
時
間
に
出
席
す

キ
ン

グ
・
リ
ー
ヤ
の
講
義
は
マ
ク
ベ
ス
に
於
け
る
が
如
く
成
功
す
る
な

ら
ん

何
と
な
れ
ば
出
席
者
の
数
は
以
前
よ
り
も
却
て
増
加
し

か
え
つ

た
れ
ば
な
り
︒
面
白
味
を
与
う
る
点
に
於
て
シ
ェ
キ
ス
ピ
ー
ア
は

千
古
独
歩
の
勢
を
有
す

故
に
此
る
大
天
才
の
作
を
真
面
目
に
講

か
か

義
す
る
は
徒
ら
に
新
し
き
を
の
み
求
む
る
よ
り
は
学
生
の
為
め

い
た
ず

利
益
な
る
こ
と
な
ら
ん
︒
予
は
こ
の
点
に
於
て
ロ
イ
ド
博
士
︑
夏
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目
講
師
の
労
に
謝
せ
ん
と
す
る
者
な
り
︵
中
略
︶
兎
に
角
く
実
力

を
養
わ
ん
と
す
る
上
に
於
て
夏
目
︑
ロ
イ
ド
の
二
氏
が
と
れ
る
方

法
稍
々
当
を
得
た
る
に
近
し
︒

や

や

明
治

年
４
月

日
︵
金
︶

37

22

上
田
敏
氏
︵
中
略
︶
の
講
義
に
出
席
す
る
者
は
以
前
よ
り
き
わ

だ
ち
て
減
じ
ぬ

是
に
反
し
て
夏
目
講
師
の
沙
翁
講
義
は
常
に
聴

講
者
多
く
初
め
よ
り
廿
番
の
大
教
室
に
充
満
し
て
い
さ
さ
か
も
減

ぜ
ず
︵
姉
崎
氏
の
神
秘
主
義
講
義
と
好
一
対
︶
之
を
見
る
に
つ
け

て
も
人
は
実
力
の
あ
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
可
ら
ず
︒
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明
治

年
６
月

日
︵
水
︶

37

15

夏
目
講
師
の
文
学
内
容
論
試
問
あ
り
︒
問
題
は
六
問
な
り
し
が

自
己
の
講
義
せ
し
も
の
僅
か
二
問
あ
り
し
の
み

而
も
之
す
ら
習

し
か

い
し
も
の
を
そ
の
儘
に
記
す
べ
か
ら
ず
と
の
注
文
な
り
き
︒
他
の

四
問
は
何
れ
も
批
評
に
て
漠
然
た
る
問
い
と
言
う
べ
し
︒

い
ず

明
治

年

月

日
︵
木
︶

37

10

13

夏
目
氏
の
文
学
論
講
義
に
出
席
す
︒
文
学
論
は
講
師
赴
任
以
来

つ
づ
け
る
講
義
に
し
て
予
は
最
初
よ
り
聞
け
る
一
人
な
り

そ
の
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内
容
を
言
え
ば
さ
し
た
る
特
色
な
け
れ
ど
も
例
の
多
き
に
は
驚
歎

せ
ざ
る
を
得
ず
︒
こ
は
講
師
の
多
読
な
る
に
依
る
も
の
な
ら
ん
︒

明
治

年

月
１
日
︵
木
︶

37

12

九
時
よ
り
十
一
時
迄
夏
目
講
師
の
文
学
論
講
義
に
出
席
す
︒
英

文
二
年
の
手
の
不
具
な
る
一
学
生
時
間
中
に
懐
手
し
て
他
の
書
物

を
見
た
り
と
て
講
師
の
怒
を
受
け
反
論
す
る
事
は
げ
し
か
り
き
︒

こ
は
講
師
が
本
学
生
の
手
な
き
を
知
ら
ず
し
て
常
に
懐
手
し
つ
つ

あ
る
も
の
と
誤
解
せ
し
に
由
る
︒
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明
治

年
１
月

日
︵
火
︶

38

17

ハ
ム
レ
ッ
卜
講
義
の
折
に
夏
目
講
師
の
談
わ
き
道
に
走
り
学

長
︑
校
長
な
ど
を
望
む
者
は
多
く
の
場
合
に
於
て
利
害
を
の
み
打

算
す
る
人
に
あ
り
と
公
言
す
︒
一
理
あ
る
事
な
り
︒
当
時
﹁
文
科

大
学
々
生
の
生
活
﹂読
売
紙
上
に
あ
る
折
と
て
衆
皆
な
耳
を
傾
く
︒

明
治

年
１
月

日
︵
月
︶

38

23

午
前
十
時
よ
り
夏
目
講
師
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
講
義
に
出
席
す
︒
昨

年
に
比
す
れ
ば
時
間
割
上
の
都
合
に
て
聴
講
者
の
数
三
分
の
一
ほ

ど
減
ぜ
し
様
子
な
れ
ど
な
お
盛
況
を
呈
し
つ
つ
あ
り
︒
二
︑
三
日
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以
前
よ
り
こ
の
講
師
と
上
田
敏
氏
と
の
比
較
論
読
売
紙
上
に
載
せ

ら
れ
て
面
白
し

言
う
ま
で
も
な
く
敏
氏
の
遠
く
及
ば
ざ
る
は
何な

ん

人
も
認
む
る
所
な
れ
ど
そ
の
人
格
の
上
ま
で
け
な
さ
る
る
に
至
り

ぴ
とて

は
寧
ろ
気
の
毒
の
感
に
堪
え
ず
︒
名
誉
心
に
汲
々
た
る
敏
氏
の

胸
中
や
如
何
又
之
と
同
時
に
非
常
の
賛
辞
を
う
け
し
夏
目
講
師
の

い
か
ん

こ
れ

感
や
如
何

聞
か
ま
ほ
し
き
は
こ
の
間
の
消
息
に
こ
そ
︒

明
治

年
２
月

日
︵
火
︶

38

14

文
学
論
講
義
に
出
席
す

悲
劇
も
喜
劇
も
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

使
用
の
点
に
於
て
一
致
す
と
の
説
は
聞
く
べ
き
価
値
あ
り
︒
悲
劇
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は
喜
劇
と
な
り
得
る
要
素
を
有
し
喜
劇
は
悲
劇
と
な
り
得
る
傾
向

を
具
有
す
と
の
謂
な
り
︒
要
す
る
に
夏
目
講
師
の
口
吻
は
頗
る

い
い

す
こ
ぶ

世
の
所
謂
学
者
批
評
家
と
異
り
一
種
の
特
質
を
有
す
る
は
注
目
す

べ
き
事
な
り
︒

明
治

年
２
月

日
︵
木
︶

38

16

夏
目
講
師
の
文
学
論
講
義
に
出
席
す
︒
講
義
終
り
け
る
後
読
書

の
注
意
を
な
し
て
曰
く

如
何
に
多
く
の
書
を
読
む
も
己
の
心
先

ず
定
ま
ら
ざ
れ
ば
何
の
益
も
な
き
事
な
り
︑
特
に
文
学
を
味
わ
ん

と
欲
す
る
者
は
こ
の
点
に
心
を
と
め
ざ
る
時
は
底
ぬ
け
と
な
り
終
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る
べ
し
︑
世
に
は
多
く
の
書
を
読
み
た
り
と
て
誇
れ
る
も
の
あ
れ

ど
何
が
故
に
誇
る
も
の
な
る
や
予
に
は
毫
も
わ
か
ら
ず
︑
大
学
の

図
書
館
に
一
生
涯
も
ぐ
り
込
み
て
書
を
読
み
た
り
と
て
到
底
読
み

つ
く
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
⁝
⁝
又
世
に
は
読
む
こ
と
多
く
し
て
然し

か
も
読
書
の
為
め
に
影
響
を
う
け
ざ
る
者
多
し
是
等
は
何
の
た
め

こ
れ
ら

に
読
書
せ
し
な
る
か
頗
る
怪
し
き
も
の
な
り

従
て
か
か
る
徒

す
こ
ぶ

の
多
読
を
誇
る
は
愚
の
極
み
と
言
う
べ
し
云
々
⁝
⁝
平
凡
の
様
な

れ
ど
聞
く
べ
き
値
あ
り
︒
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明
治

年
３
月
９
日
︵
木
︶

38

文
学
論
に
出
席
す
︒
夏
目
講
師
の
写
実
主
義
︵
平
凡
な
る
事
を

材
料
と
す
る
意
︶
は
従
来
の
論
者
と
多
少
見
解
を
異
に
し
て
聞
く

べ
き
点
多
し
︒

明
治

年
４
月

日
︵
火
︶

38

18

午
前
九
時
よ
り
夏
目
講
師
の
ハ
ム
レ
ッ
卜
講
義
︑
文
学
論
講
義

に
出
席
す
︒
文
学
は
現
今
の
評
家
が
言
え
る
如
く
千
古
不
変
の
も

の
に
あ
ら
ず
又
普
遍
的
︵
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
︶
の
も
の
に
も
あ
ら
ず

只
科
学
に
比
し
て
比
較
的
不
変
の
も
の
に
過
ぎ
ず
と
の
議
論
が
こ
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の
講
師
の
持
論
な
り
︒
全
面
的
に
賛
成
す
べ
き
説
に
は
あ
ら
ざ
れ

ど
文
学
を
徹
頭
徹
尾
難
有
が
り
て
好
都
合
な
る
定
義
を
下
す
者
に

あ
り
が
た

比
す
れ
ば
頗
る
敬
服
す
べ
き
名
論
な
り
と
思
う
な
り
︒

明
治

年
４
月

日
︵
木
︶

38

20

午
前
九
時
よ
り
夏
目
講
師
の
文
学
論
に
出
席
す
︒
今
日
よ
り
講

義
の
題
目
改
ま
り
文
学
的
要
素
の
一
た
る
コ
グ
ニ
チ
ー
ブ
・
エ
レ

メ
ン
ト
の
各
時
代
各
個
人
に
由
て
異
る
こ
と
を
述
べ
ら
る
︒
観
察

点
の
奇
警
な
る
は
こ
の
講
師
の
特
色
な
り
︒
来
六
月
迄
に
こ
の
講

義
を
完
結
す
る
予
定
な
り
と
言
え
ば
余
等
は
最
も
幸
福
の
位
置
に
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立
て
り
と
言
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︵
三
年
引
続
い
て
同
一
の
問
題
に

て
研
究
せ
ら
れ
し
を
以
て
な
り
︶︒

明
治

年
５
月

日
︵
火
︶

38

16

午
前
九
時
よ
り
拾
一
時
迄
夏
目
講
師
の
講
義
に
出
席
す
︒
講
義

の
折

談
た
ま
た
ま
批
評
家
の
上
に
及
ぶ
や
熱
心
に
そ
の
持
論
を

述
べ
て
曰
く

今
日
の
批
評
家
は
見
識
頗
る
狭
く
度
量
余
り
に
小

な
り
︑
例
え
ば
彼
等
の
或
者
は
他
人
の
小
説
を
評
し
て
曰
く

か

か
る
作
中
の
カ
ラ
ク
タ
ー
は
実
際
の
世
の
中
に
あ
り
得
べ
か
ら
ず

故
に
不
自
然
な
り
と

安
ん
ぞ
知
ら
ん
や
文
学
的
作
品
は
定
木

い
ず
く

じ
よ
う
ぎ
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に
由
て
常
に
律
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
を
︑
又
或
者
は
曰
く
か

か
る
主
人
公
は
か
か
る
境
遇
に
会
う
て
か
か
る
カ
ラ
ク
タ
ー
に
変

ず
べ
き
理
な
し
故
に
こ
の
作
は
実
際
を
穿
て
る
も
の
に
あ
ら
ず

こ
と
わ
り

う
が

従
て
見
る
べ
き
価
値
な
し
と
安
ん
ぞ
知
ら
ん
や
人
間
界
の
事
は
評

家
の
言
え
る
如
く
一
つ
の
鋳
型
に
の
み
入
る
る
能
わ
ざ
る
を
︑
謂

あ
た

お
も

う
に
文
学
者
の
活
動
す
べ
き
位
置
︑
材
料
拾
集
の
田
地
は
こ
の
評

家
の
言
え
る
が
如
き
狭
き
も
の
に
あ
ら
ず

否
極
め
て
広
き
極
め

て
自
由
な
る
天
地
を
有
す
︑
人
事
も
と
複
雑

評
家
の
以
て
不
自

然
と
な
す
所
必
ず
し
も
文
学
的
材
料
と
な
ら
ざ
る
に
非
ず
︑
現
今

の
評
家
は
狭
き
自
己
の
経
験
的
智
識
を
以
て
宏
大
無
限
の
文
学
的
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要
素
を
律
せ
ん
と

抑
も
抑
も
過
れ
る
の
甚
し
と
言
う
べ
し

そ

そ

あ
や
ま

は
な
は
だ

云
々
︒
こ
の
言
余
り
に
極
端
に
流
る
れ
ど
も
又
一
面
の
真
理
を
穿

て
り
︒

明
治

年
６
月
６
日
︵
火
︶

38

午
前
九
時
よ
り
夏
目
講
師
の
講
義
に
出
席
す
︒
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

講
義
は
面
白
く
読
ま
れ
た
り
︒
惜
む
ら
く
は
な
お
四
ペ
ー
ジ
を
残

し
て
本
年
度
の
授
業
を
終
ら
ん
と
す
る
を
︒

︵
金
子
三
郎
編
﹃
記
録
東
京
帝
大
一
学
生
の
聴
講
ノ
ー
ト
﹄

私
家
版
︑
リ
ー
ブ
企
画
︑
平
成
十
四
年
三
月
所
収
︶
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