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C  A N  A D J  A N  L E G A T I O N  
丁 O K  丫〇

8 th  D ecenber, 1932,

Dear K r, I s h i  i ,

I was v ery  much in te r e s t e d  in  your 
l e t t e r  o f the 6 th  December, in  which you were 
good enough to  g iv e  me a g r ea t dea l of in fc rm - 
a t io n  re g a rd in g  the work of th e  Im p e r ia l School 
C h ild re n * s  A s s o c ia tio n . I' was fm 3 th e r  i n t e r -  
e s te d  to  l e a r n  t l i a t  you had had th e  o p p o r tu n ity  
o f  in v e s t ig a t in g  e d u c a tio n a l m ethods in  o th e r  
c o u n t r ie s ,  and t l ia t  you are  now p la n n in g  to  
p u b lis h  an e d u c a tio n a l maĝazine. as a means o f 
exchanging  view s on inodern m ethods .in c h i ld  
t r a in i n g .

S d u ca tio n  has alv/ays been one o f my 
g r e a t e s t  i n t e r e s t s ,  a n d .1 ani s u re  t h a t  such  a. 
m agazine a s  you p ropose  to  p u b lis h  w i l i  f u l f i .丄 
a  very  u s e fu l  r o l e  in  p rom oting  accuratie  and 
s c l e n t i f i c  in v e s tig a td o n . in to  th e  most modern 
m ethods. I t  shou ld  a l s o  ao a g re a t d e a l in  
■the prom otion  o f  i n t e r n a t io n a l  g o o d - w l l l ,a n d  
fo r  th e t  r e a s o n  etlso I am g la d  to be a b le  to  
w ish you every  su c c e s s ,

I  hope th a  t  when the maga?:ine i s  pub- 
l i s h e d  you w i l l  be good enough to  make l t  
p o s s ib le  f o r  mo to  examine an e a r l y  copy.

. Wi th  ev ery  good vri sh fo r  your s u c c e s s ,

I  aia,

? ・

r w

Yours s in c e r e ly
Mr、 D・ I s h i i ,  ノ -

C hairiaan, ノ K
[ Im p e r ie l  S chocl C h ild re n  * s 

A s s o c ia t io n ,
SG, TTishi-Gokencho 

U shigom e-kut 
T 0 K T O.
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P roclamation

So many countless public and 
private groups are working for 
childrens worlds in Japan. Their 
main purpose use ofcourse limited 
to publish only
the magazins.
But the d istri-切 4«ar Mr. iahii,

Thank 7011 for  your l e t t e r  about the wotk 

of tbe In p erla l Sohool ClilldreD, a A ssoo la tlon , and 

the fa o t th at you ar・  golng to Aznerloa « lth  o o v ie ・  

o f Jdpazu

I o e r ta ln ly  bope that your u&dertaking 

«rlll be U） every 助 y s u o o e s s f u l . 1 am ju r e  that my 

countrTnen need to knon far noro o f  t h ls  oountrj 

than they do and that the 曹ork you 雪!.11 acoompllsb 

.ffill adŭ g rea tly  to  th e lr  knovledge»

Tours very

ぬ . ^

Mr. DezUohl I s h l l ,

Im perlal ^ohool Chliaren* s A.88001a t io n t 

Tokyo.

bution are con- 
fined for their 
members and 
the interior 
country if any 
kind magazins 
are appeared, 
its very hard 
to distinguish 
the content, 
our association 
having the one 
decade experi- 
ence in these
years, during which period we con- 
sistently built by the work for 
international good will founded on 
the children and our propaganda was 
restricted to some necessary pam- 
phlet which published occassionaly. 
Practice is more than preaches was 
our motto, if we count the main 
Business list is as follows: 

Intemational childrens’ drawing

exhibition Csupported by the Depart- 
ment of Education), International 
school Life Exhibition, International 
Film and Lecture Meeting Exhibition 
Tokyo, Aprii 90,1930・  and Lecture

Meeting of the 
foreign mat-
tersetc. Those 
were held in 
main cities in 
Japan and at 
sometime we 
interekchanged 
with 20 or 
more foreign 
countries, with 
the develop- 
ment of the 
business our 
association felt 
the necessity

to investigate the practical move- 
ment of the International affairs. 
In 1930 Mr. Ishii made a world Trip 
for about 14 countries as a non- 
regular member of the Tokyo, 
Osaka and Kyoto Municipal Staff 
and Formosa Government General 
O伍ce, etc.

In those days, Ambassador Castle 
sent a letter to the Association (as
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showing) As we brought a special 
film to introduce our national affaires 
and also made so many speaches, 
Education Minister of Hungarian 
Government aworded a honor Beside 
these the most expensive and 
effective one was the intemational 
childrens hall,r builted in the coro- 
nation memory exhibition in Kyoto, 
1926, at which we have the 200 
Tsubo building and displayed all 
kinds of the seconds list and the 
reference book of the international 
children, having more than 3 mil- 
lions entrances, including every Im- 
perial houses and many state guests.

Moreover appreciating the works 
the Princs Kuni gifted his works 
to the association, for the first inst- 
ance to the peoples works and it 
would not be expected in future too. 
Mr. D. Ishii (founder and chief 
secretary) had the honour of audience 
with the Prince and received a 
Certain Sam of money and greatfull 
words- Not only that the Finnish 
Government honored him for the 
merit with a Decoronation of Rose.

The Association is not only 
«ndevouring t promote international 
good will through the children, but 
also working for the prevention of 
cruelty to animals and to express 
•sympathy to the poor children. The 
purpose which we publish n ew ，

magazin is one of the necessitiesf 
which our business requests. The・ 
refore those who know our associa- 
tion or those who do not know 
because they are in abroad, should 
be acknowledged our purest obĵect, 
and we are sincerely ask your assis- 
tance to get any one of the real 
endorser we should say that as this 
magazin is a means of our organs 
not only restricted at any kind of 
resources, but is in free point of 
view it is sure, the distribution for 
abroad is more than the interior. 
International childrens news requires 
the world-wide knowledge, and 
members should produce any kind 
of references and informations; and 
welcomes to be-come members as 
mnch as possible.

Sember1 fee for 1 years 3 yen

Supporter ,, 10 yen
Members have various privilages 

for the commrade living on the 
Pacific coast.

Twenty thousand commrad will 
have some anxiety for the education 
of the second generation and should 
have eaeh desire, it is an important 
thing to get intimate relation with 
the protĉctors in Japan through this 
magazin, while the International 
children’s appeared at first with the 
intention to get mutual understand-
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ing and build up the foundation of 
the amity.
Main Supporters of this association.

Viscount Kentaro Kaneko.
Baron Yoshiro Sakatani.

” Ichizaemon Morimura.
Doctor of Agriculture: Inazo Nitobe.

Umekichi Yoneyama.
Kunizo Hara.

Baron: Toshitaro MitsuL 

Tsuneta Yano.
Fusanosuke Kuhara

Advisors:
Count Hirotaro Hayashi.
Count Yoshinori Futaara.
，・ Tadamasa Sakai.

Viscount Tsŭyo Mishima.
President: Honorary Proffessor of Im-

perial University Doctor of 
physical science・

Chiyomathu Ishikawa. 
Chief secretary: Denichi ishii.
Imperial School Childrens Association:

Nishi-Gokencho UshigomeJ 
Tokyo Japan.-----

“ Some Tendency between boys and Girls 

from the statistic of the Library”

Some interesting tendency between 
the books, which the boys and Girls 
are reading in libraly, is discovered 
from the statistic examination. It 
is not only interesting but is also ah 
important reference to study the 
charactors and the educations. Pick- 
ing up the 36 most readable books. 
most of the colourfull title’s (for 
instance Blue birds, golden birds, 
Silver Princes. Golden star. Five 
clour star; dark desort,) was read 
by the Girls, it would mean that 
the Girls, from a childish ag.e) 
naturally are sticking to the formality, 
in the end are demanding the beauti 
full names and novelity and not 
the one which the books contents it- 
self for Girls. Specially the childs

Book differs from the t̂illes and 
contents. But the ostentation of the 
womenhood is sprouting such a 
y011nger times, instinct instead this 
the boystide is reading the interest 
one which they thought (not sticking 
for titles) like galivers) travels one of 
the iairy tales and such books of 
the “ brave prince” “ secret of the 
palace ’’ are the books for the Girls, 
it is not confined only for Girls but 
also all children phychologicaly 
fond of the Fairly tales, because they 
are inferior phygicaly and knowledge, 
while reading the fairly tales. They 
can others, think that they conquired 
the everything and fell the satisfac- 
tion.

But the boys are looking out
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these Idea from the radical mens 
like “ Napoleon” “ General Nogi” 
if we classiĥed the Books which 
they read within one year is 
following.

Boys Girls

Intellectual 84.6 0
Literaly 53.0 158.9
Pleasure 153.9 190.6
Educational 63.5 10.5

Poor Quarter children in Tokyo Orgainzed 

Prohibition Groups

It is reported that the Sirin Public 
schoal childrein (well known slum 
Quarter in Tokyo) organized a 
Prohibition Group iecently. It is 
a harnest of the womens depart- 
ment of the Tokyo Prohibition 
Groups, 'vorked 2 years to give 
some Food for poor childrein, they

promissed stricktly to prohibite even 
in adult and be a good nationality, 
and having the meeting twice in a 
month, to study the dancing and 
singing and so on under the Gui- 
dance of Mrs Yokoyama (Japan 
Student Prohibition Union)

Fine rain bow
Strange Bridge without any NaU

Reconstraction of the Kintai Bashi

It was about 3 hundred years ago 
when the strangest bridge of Kintai- 
bashi Constracted. But it is leamed 
lecently that the bridge is alreadv 
spoild and the municipal office of 
the Iwakuni determined to spend 
about 5 thousand yen for the recon- 
straction.

This Kintai Bridge has a name 
of the Soroban-Bashi. (means the 
five rain-bow) and Very-Very beanti- 
ful one like in the dream long tude 
is about 3 hundred mater and the 
foot of that bridge having the 120 
metars stone pavement, which de- 
fending the bridge from the Torrent.
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As the Nishiki river has the much 
water, the normal bridge was difficult, 
to maintain, the district lord (Feu- 
dal Govenor) planned to have stron- 
gest bridge. But even they get it, 
it is convenient for the attacks of 
the enemies. Lord Hiroyoshi spent 
ĥve years to think how to make it. 
Then 1600 A.C. he started to con- 
stract the bridge, after all. Next year 
unfortunately they met with the 
great storm and the bridge, which 
just compleated, was swept away, 
load himself 'vorried and considered

the new plan, again next year. 
They started the construction, with- 
out use of any nail for the conveni- 
ence to defence the enemies. Making 
the one bridge to five parts, each of 
them having the great stone pave- 
ment along the footside, like a line 
of the ĥne rain bow, and thereafter 
the bridge is located in Iwakuni 
district as the strangest one in the 
world. It is rumored when the 
second bridge was started, some 
beautiful girls were sacrificed as 
Human Pier.

“ Primary school childreifs spontaneous sympathy 
with soldiers in Manchuria.’’

Late in the evening of Deĉ. llth , 
the policcmen at Juso Police station 
in Osaka were visited by eight 
primary school children, who offered 
a contribution of 4.50 with the 
request that the sum be remhted to 
the soldiers staying in Manchuria, 
where the mercury drops 40 degrees 
below zero. All the policemen 
presented there were moved by the 
sincerity of the school children, 
who frankly told them that they 
had gathered the Sum of ダ 2.30 
out of lheir own savings on Sunday, 
the llth, and bought 4 boxes of 
oranges, which they peddled carrying 
on a baby-carriage until they got a 
net proceeds of 4.50 after dark.

The school teacher in charge of 
those children told that those eight 
children attempted to contribute the 
stim out of pure sympathy with 
Japanese soldiers staying in Man- 
churia, to fight against notorious 
bandits for the maintenance of peace 
and order in that district at this 
time when school children at home
can export to enjoy a Happy New 
Year with their dear folks.

Indeed, we cannot help but be 
touched by this episode that how 
those simple and pure hearted young- 
sters of Japanese Empire consider 
about their soldiers and country in 
general,in view of the observation 
that the fate of a nation lies upon 
ths shouldiers of the rising genera- 
tion.



Big Clock of the Imperial Tokyo University seen from the 
window of his own house.

Drawn by 12-year old school boy of the Shinobugaot^ 
Primary School.

Granda Horloĝa Turo de la Tokia Impria Universitato. 
Desegnita de 12-aĝa knabo de la Ŝinobugaoka Elementa Lernejo.



LA IN F A N A R O
Ĉ e fr e d a k to r o  :—Den’iĉi Iŝii. A d m in is tr a c io  s—Intemational School Children，s 

Association, -20 Niŝi-Gokenĉoo, U. higome, Tokio. A b o n p rezo  :—jare 3 enoj

JA R O N-ROl

Esperanta Parto
R e d a k ta n to  d e  C s p e r a n ta  P a r to  : —S a d a j ir o  O k o n o g i

Prospekto de “ La Infanaro
KUN HISTORIO DE LA ASOCIO

,， La pacon de la mondo e l la  infana rondo!”

Sub tiu ĉi devizo, dum nau jaroj, post la fondiĝo de nia asocio ĝis 

hodiau, ni laboradis persiste sur nia principo kulturi la spiriton de pacamo ĉe 

ĉiulandaj infanoj kaj tiel firmigi la fundamenton de la internacia frati ;cj 

kaj nun por memorindigi la dekan jaron de nia entrepreno, ni decidis 
eldoni monatan organ on ，， La Infanaro•” Tio certe estas unuflanke natura 

sekvo postulata de la progreso de nia afero kaj aliflanke, ĉar ni estas 
konvinkitaj, ke nin subtenos nepre ĉiuj pacamantoj en b  tuta mondo, des 

pli, ke tia eldono estas preskau unika nuntempe.

En la. estinteco nia asocio akiris sufiĉe kontentigan efikon sur la 

interlandan edukadon per kolektado kaj elmontrado de desegnaĵoj, ver- 
kajoj, manlaboraĵoj de infanoj de ĉiuj landoj, kiel jam lauokaze raportite 

en diverslandaj ĵurnaloj kaj revuoj. Tiajn aran ojn certe oni ofte havis 

de alia-j, sed nur en limigita mezuro, kaj mankis kompara kaj sistema studo.

Opiniante ke estas tre necese por la organizantoĵ de tiaj internaciaj 

laboroj pli profundigi la reciprokajn konojn kaj praktikoĵn, S-ro Den’ici
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Iŝii, ĉefdirektoro de nia asocio, ekveturis en Junio, 1931, kiel reprezentanto 
por la japana infanaro, travojaĝis 14 landojn tra la mondo ĝis Julio, 1932 
kaj okazigis eli multaj lokoj paroladojn kun kinematografaj prezentoj pri 
la japana infana vivo kaj ekspoziciadon de multespecaj elmontraĵoj, kiujn 
li kun si kunportis. Pli favoran akcepton kaj pli grandan sukceson li ĉie 
ĝuis, o lli  atendis.

Kiam S-ro D .丄su vizitis survoje Havajon, S-ro Long, tiea superin- 
tendanto de edakado lin certigis: „ Lastatempe edukistoj en nia Jando ĉe 
kongreso unuanime decidis, ke la mondpacon devas krei la infanaro, sed 
oni ankorau ne povis elpensi praktikan metodon efektivigi tiun ĉi principon, 
kiu do restas ankorau ne plenumita. Tial mi estas tute certa, ke vi, 
efektiviganta la ideon per faktoĵ, renkontos varmegan bonvenigon cie, 
kien vi iros.” Ce tio S-ro D. Iŝii,li konfesas, estis kuraĝigiia kaj fortike 
konvinkita pri la pli faciligota estonteco. Tian saman kura>igon do ni 
atendas por “ la Infanaro,” kiu volas alvoki al ĉiuj samcelanoj trans la 
limojn landajn kaj gentajn.

La landoj, kun kiuj ni interŝan^is infanajn laboraĵojn:
Usono, Britujo, Germanujo, Sovietio, Svisujo, Nederlando, Svedujo, 
Danujo, Finnlando, Turkujo, Ĉeĥoslovakujo, Siamujo, Hungaruĵo, 
Ĥinujo, Manĝurio.

La landoj, kiujn vizitis S-ro D. Isi】, nia ĉefdirektoro:
Usono, Kanado, Francujo, Belgujo, Svisujo, Germanujo, Ĉeĥoslova- 
kujo, Jugoslavujo, Hungarujo, Italujo, Egiptujo, Hindujo, Ĥinujo 
kaj Manĝurio・

La ĉefaj arangoj entreprenitaj por la internacia amikiĝo:
Sub la auspicioj de la ministrejo de edakado:一  Internacia Ekspozicio 

de infanaj desegnaĵoj; kunveno de paroloj kun kinematografaj prezentoj; 
internacia ekspozicio pri la vivo de lernejaj infanoj; prelegoj kaj ekspozi- 
cioj pri eksterlandaj moroj kaj vivo, intemaciaj tagoj por virinoj kaj mfanoj・

Okaze de la Ekspozicio pro la Memoro de la Kronado, starigita de la 
urbo Kioto, 1926, ni aranĝis sub la auspicioj de la eduka ministrejo, 
ĉiulandaj ambasadoroj,la gubernio Kioto kaj la urbo Kioto, internacian



11

pavilonon por infanoj en la okcidenta tereno de la Ekspozicio, sur 660 
kv. metroj,. kun elmontro da infanaj laboraĵoj el multajlandoj. Dum 
trimonata tempodauro oni ricevis tri milionon da vizitantoj, inter kiuj ni 
havis la honoron akcepti multajn princojn kaj eminent lojn.

La plej honorigitaj ni nin sentis, kiam okaze de la ĉi-supre menciita 
internacia ekspozicio de infanaj desegnaĵoj,la unua en nia lando, al ni 
plej afable donis siajn laboraĵojn iliaj princaj moŝtoj la princido Iehiko de 
Kuni-no-Mija kaj la princidino Kuniko de Kuni-no-Mija. Certe neaudita 
okazajo en nia land.

La Finna Registaro honoris e . i 1930 S-ron D. Iŝii, ĉefdirektoro, per 
la Ordeno de Rozo de la dua grado. En 1931, okaze de sia vizito 
Hungarujon,li estis donacita de la ministro de edukado honoran univer- 
sitatan medalon por korpokulturo.

Krom internacia amikigo de infanoj nia asocio ĉiam sin rilatas al 
favorado al bestoj kaĵ ankau al spirita konsolado de mizeraj infanoj・

! ABONANTOJ KAJ MEMBROJ VARBATAJ !
l

Ni varbas tra la tuta mondo abonantojn al nia bulteno kaj menibrojn 
al nia asocio.

Abono al „ la Infanaro
duonjaro ¥  1.70
Jara ¥  3.20
Membropago jare: ¥  3.00

La membro ricevas membroinsignon kaĵ aliajn diversajn privilegiojn.

ALSENDU ARTIKOLOJN POR „ LA INFANARO ”

Materialojn pri infana vivo, espereble kune kun fotografaĵoj.
Studojn pri la infana edukado, por diskonigi reciproke tra la mondo

kaj por pliprogresigi la aferon.
Notu : pro nia isnuna sperto ni sencias interŝanĝe infanajn laboraĵoip 

NUR kontrau pago de reala kosto, esceptante speciale gravajn.
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I nfanr kroniko

49000 Verketoj pri “ Nacia Flago ” kolektiĝis.

Ĵiĵi-ŝimbun, unu e lla  plej grandaj 
ĵurnaloj en Japanujo, publikigis en 
la 21-a tago de Julio la anoncon ke 
ĝi kolektas verketojn de lernantoj 
de elementaj lernejoj pri “ Nacia 
Flago ” kaj disdonos preemiojn alla 
plej bonaj verketoj. Ĉirkau 49000 
verketoj kolektiĝis post nelonge. 
Unue estis elektitaj 8112 verketoj el 
ili de la direktoroj de 80 elementaj 
lernejoj en Tokio. Poste 24 kompe- 
tentuloj elektis la plej bonajn el 8112 
kaj fine 10 fame konataj eminentuloj 
decidis la lastan elekton. Kaj la 
rezultaton de Felektado oni publikigis 
en la 3-an tagon de novembro, 1932・

S-ro M. Inoue de Nagata Elementa 
Lernejo en Koĵimaĉi, Tokio akiris 
la 1-an premion kaj s-ro T. Iŝikaua 
de la 6-a Elementa Lernejo en Jocuja, 
Tokio la duan premion, s-ro C. 
Takahaŝi de Cukiŝima Elementa 
Lernejo, Kjobaŝi, Tokio kaj s-ro S. 
Ŝinozaki de Aoki Elem. Lern., 
Kanagaua-ku, Jokohama la trian 
premion.

Ĉi-sube mi tradukos la verketon,

kiu ricevis la duan premion, ĉar ĝi 
estas tre interesa.

X X x  X X

Nacia Flago
T. Iŝikaŭa

A
Ciam staras la stelplena flago----

nacia flago de Usono— ĉe la supra 
de 1’ tegmento de nia lernejo en 
Sakramento. Kaj hodiau tie staras
granda suna flago----flago kun ruĝa
suno meze de blanka fono----Kia
do okazas ?

Nin vizitas japanaj mararmeaj 
soldatoj kaj oficiroj sur ekzerca 
navigado. Kun grandega ĝojo ni 
ĉiuj kolektiĝis sub la suna flago, 
Ili ludis diversajn muzikinstrumen- 
tojn kaj kantis diversajn militajn 
kantojn. Sed mi ne povis kompreni 
bone la kantojn. En la fino oni
kantis Kimigajo--- Japana nacia him-
no. Ce la dua strofo de Y himno 
ĉiuj kolegoj ĉirkau mi komencis kun- 
kanti kaj do mi ankau laute akom- 
pane kantis la himnon. De la 
okuloj de ]’ soldatoj kantantaj fluas
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larmoĵ. Mi kaj miaj kolegoj ĉirkau 
mi ĉiuj ankau eligis larmojn. Post 
la kantado ciuj supren rigardis la 
sunan flagon kaj kriis “ banzai.”

Kun tondra kriego. Mi supren 
ĵetis mian ĉapon kaj kriegis per mia 
tuta forto. Tio okazis, kiam mi 
estis lernanto de unuajara klaso.

Mi, kiu naskiĝis en Usono kaj

kreskis en Usono, trovis en tiu ĉi 
okazo la veran signifon de nacia 
himno, banzajo kaj nacia flago・
De tiam venas al mia kapo la ideo 
ke en la ruĝa suno trovigas 
Kimigajo kaj en la blanka fono 
troviĝas la krio de banzai, ĉiufoje 
kiam mi vidas la sunan flagon. 
{trad. K J )

Japana Knabino akiris la Unuan Premion
En la Internacia Belarta Ekspozicio

Japana bildo “ Kurcneko” （ nigra 
kato) de F-ino Tamano Macuda (18- 
jara) akiris la unuan premion en la* 
Internacia Belarta Ekspozicio, okazi- 
gita en la Muzeo Diang de San 
Francisco sub la auspicioj de la 
Tutmonda Amikeca Ekspozicio. Ŝi, 
tiama lernantino de Hagoromo Virina 
Liceo en Dairen, estis honorigita

per la donaco de Ora Medalo.
Por ĉi tiu ekspozicio entute ĉ .1500

artaĵoj estis prezentitaj, inter kiuĵ 
225 estis akceptitaj por aranĝo. 
Cent bonegaj bildoj estas rekom- 
pencitaj, kiuj estas arangataj en aliaĵ 
urboj Omaha, Mephis, Columbus 
ktp. (Trad. S. Ohonogi).

Pupoj Japanaj senditaj de Japana Ministro de 
Edukado al Usona Knabino

Antau kelkaj jaroj s-ro Sekija,la 
nuna direktoro c!e la fako de socia 
edukado en la Minisitrejo de 
Edukado, vojagis al Usono kun 
dudekkelke da pupoj japanaj pro la 
bono de 1’ amikeco inter Japanujo 
kaj Usono kaj li donac.s ilin al la

prefektoj de multaj ŝtatoj lau la 
helpo de 1’ Prezidanto de 1’ Res- 
publiko. Tiam multaj geknaboj, 
kiuj vidis japanajn pupojn, tre ĝojis 
kaj laudis la belecon de japanaj 
pupoj.

Antau kelkaj tagoj venis al s-ro



Hatojama,la ministro de edukado, geknaboj, estas tre kortuŝita ka}
unu letero sendita de usona knabino 
nomata Leon J. Green, East 262, 
the 13 rd Street, Uickter Ransas, 
Usono. En la letero estas skribite 
“ Japanujo estas la plej interesplena 
lando el multaj landoj, kiujn mi 
lernis en la leciono de geografio. 
Kaj tial mi petas al vi ke vi sendu 
al mi unu paron da pupoj de knabo 
kaj knabino. Sincere via.”

La ministro, kiu estas amanto de

decidis sendi pupojn a lla  knabina 
kaj komisiis la aferon al s-ro Sekija.

S-ro Tokubei Jamada, pupfaristo, 
audis tion kaj li tuj proponis a l la  
ministro ke li donacos unu paron 
da pupoj por plibonigi la amikecon 
inter Usono kaj Japanujo.

Kaj la pupoj, kies alteco estas ĉ. 
-g-m., estis elfaritaj antau tagoj kaj： 
en la 9-a tago de novembro, 1932, 
ili estis sendataj alla knabino. (KJ)

Sesjara Knabineto Savis la Vivon 
de Infaneto

En la 22-a de novembro,1932, je 
50 minutoj post la 10-a horo, tram- 
vagono de Oomi Tecudoo veturis 
inter du stacioj Hikoneguĉi kaj 
Takamija.

Tiam antau la veturanta vagono
ludadis du infanoj----unu estis Frau-
】ino Masako Kitakaua, sesjara 
knabineto, kaj alia estis S-ro Tomi- 
zoo Kabori, dujara infaneto. La 
direktisto de F tramvagono vidis tion 
kaj eksonigis avertan fajfon kaj tiam 
la dujara infaneto pro mirego erare 
falis inter la reloj sur la dorso kaj 
baraktadis. La tramveturilo ankorau 
kuradas kaj alproksimigis al la

infaneto baraktanta. En tiu mo 
mento la knabineto sesjara kuraĝe 
enkuris inter la relojn kaj sin ĵetis 
super la infaneto por ŝirmi la infa- 
neton kaj ankau por ke ĝi ne povu 
levigi.

La direktisto penis haltigi la 
vagonon per bremso, sed estis tute 
vane. La tramo veturis sur iln kun 
bruego kaj fine haltis. La konduk- 
toro tuj alkuris a l ll i ,  pensante ke 
ili jam estis frakasitaj. Sed feliĉe 
ili estis tute ne vunditaj. La infaneto 
estis savita de la kuraĝa ago kaj 
momenta spriteco de Y knabineto. 
(K Ĵ )
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Knaba Aviadisto

Varbi knabajn aviadistojn estas 
decidite en nia armeo. La budĝeto 
fine estas decidita kaj de la venonta 
jaro oni varbos ilin. Lau la aecido 
de la Aviada Administracio de Armeo 
oni varbas 70 personojn kiel aviadis- 
tojn kaj 100 personojn kiel maŝi- 
nistojn. Oni varbos ilin de la 
komenco de majo gis julio kaj en 
la okazo de ekzameno de ĝenerala 
rekrutigo oni ekzamenos la korpojn 
de la aspirantoj kaj poste ekzamenos 
ilin pri ilia kono. La sukcesintoj de 
P ekzamenoj eniros en la Aviada

Lernejo en Tokorozaua.
K iella lernantojn de aviado oni

nur varbas knabojn de 17 jaroj ĝis 
19 jaroj, kaj k ie lla  lernantojn de 
maŝinmanipulado oni varbas nur 
knabojn de 15 jaroj ĝis 19 ĵaroj. 
La kurso dauras 2 jaroj por avia- 
distoj kaj 3 jaroj por maŝinistoj. 
Post la fino de la kurso ili fariĝas 
soldato-aviadisto kaj poste ili fariĝas 
svboficiro kaj oficiro.

Car aviadistoj ricevas ciam specia- 
lan kromsalajron, ili ĉiam estas tre

A

bohe traktataj. (KJ)

/
Dio, Cefministro, Budao, Instruisto kaj 

Patro-----La plej eminentaj homoj

Por eduki infanojn oni devas unue 
koni la psikologion de infanoj, kiu 
estas tre malsimila al tiu de plena- 
guloj. Antau nelonge oni faris 
enketon pri 】a psikologio de 1’ 
infanoj de 5—6 jaroj.

Oni demandis al Ia infanoj de ĉiuj 
klasoj, kiu estas la plej eminenta 
homo en la mondo, kaj kolektis 
iliajn respondojn.

La rezulto de T enketo estas
1-a) Dio

A
2- a) Cefministro
3- a) Budao
4- a) Instruisto
5- a) Patro

Por vidi diferencojn ĉe infanoj de 
diversaj klasoj oni tre singardeme 
pristudis sed ne povis trovi gravajn 
diferencojn kaj nur vidis ke ĉe 
kelkaĵ aliaj nur la ordoj de la ĉi- 
supre montrita vico estas iom ŝan- 
ĝitaj. (AV)



JAPANA KUTIMO DE GEKNABOJ 
EN NOVJARO

Kiam Novjaro venas, japanaj geknaboj estas tre ĝojaj kaj gajaj, kiel 
birdetoj pepante ĉirkauŝvebantaj ĉirkau la arboĵ. En la mateno de la 1-a 
de Januaro ili, kiel kutimo, manĝas bolkuiritan manĝaĵon nomatan 
“ Ozooni.” Ĝi estas speco de supo, kiun japanoj preskau ĉiumatene prenas, 
sed ĝi enhavas en si pecetojn da rizkuko kune bolkuiritajn.

En la mateno de la 1-a ili ĉeestas ĉe,la Novjar-ceremonio en sia lernejo, 
kaj reveninte knaboj ludas kun pilkoj au Kajtoĵ. Sed knabinoj faras la jam 
de longe tradician ludadon nomatan “ Hane-cuki.” “ Hane ’’ estas 
malgranda, nigra, peza pilko kua plumoj kunligitaj, kaj kiam ili batas tiun 
pilkon per batilo, per helpo de kunligitaj plumoj, ĝi ŝvebas en la aero, 
kvazau ĝi estus el papero kaj tre malpeza. Batilo ankau estas speciale 
farita elligno. Ĝi estas simila al batilo de pinpono, sed bli longa> ĝi 
havas longecon de ĉirkau duono da metro. Ofte ĝi havas pentritajn au 
broditajn ornamaĵojn sur sia dorsa flanko. Tre bele vestitaj knabinoj ludas 
kun “ Hane ” sur la strato, kie ankau iradas kaj venadas la pro likvoro 
vangoruĝiĝintaj maturaj homoj, kiuj vizitadas konatulojn por Novjarsaluto. 
Tio estas ja speciala pejzaĝo en Novjaro de Japanujo.

Knabinoj ludas “ Hane-cuki kantante tradician kanton, kiel jene: 
Hitome Futame 
Mijakoŝi Jomego 
Icujano Mukaŝi 
Nanajano Jakuŝi 
Kokonocu Too

Dum tri tagoj ili havas novjar-festotagojn kaj manĝas “ Ozooni ’’ ĉe la 
matenmanĝo. Kaj de la 4-a komenciĝas la ordinara tago, sekve, kiam la 
3-a finigas, geknaboj tre bedauras.

En la 8-a, nia Imperiestro honorigas nin per sia ĉeestado en paradejo, 
kaj grand parado ja lokon havas. Ĉu vi povas imagi al vi, kiel ĝojege

batas la koroj de geknaboj,la etaj nacianoj, kaim ili rigardas la dignople- 
najn oficirojn kaj soldatojn kun robo en parado.
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La 15-a de Januaro oni nomas “ post-novjaro,” kaj ĉie en Japanujo oni 

manĝas kaĉon kun malgrandaj ruĝaj pizoj. En nia lando ĉi tiu ruĝa pizo 

ciam akompanas festotagojn.

Post Novjaro, d-um ĉirkau duono da monato, oni ordinare havas tre 

malvarmajn tagojn kaj oni ankau devas multe labori post la gaja ludado 

en Novjaro, do oni havas sufiĉs aferoplenajn tagojn. Tamen geknaboj 
ankorau daure ludadas kun “ H ane” aŭ kajto. (J.rad. S. Okonogi.)

ĈERIZFLOROJ KAJ KRIZANTEMFLOROJ

Kiel vi scias, ĉerizfloroj reprezentas Japanlandon. Sed aliflanke krizan- 

temfloro, estante la blazono de nia imperiestra familio, estas estimata de la 

japanoj. Se oni nomas ĉerizfloron la reĝo de la printempaj floroj, oni povas 

nomi krizantemfloron la reĝo de la autunaj floroj. Kompreneble ĉerizarboj 
kaj krizantemo kreskas ankaa en aliaj landoj, sed ili apartenas al aliai 

specoj ol tiuj en nia lando kaj tial ili ne portas tiel bslajn florojn kiel tiuj 

en nia lando. Japanaj ĉerizfloroj ekfloras per unu fojo kaj post kelkaj 

tagoj disfalas malavare. Tio inspiras al ni, japanoj, kavalirecon kaj kaŭzas 

gm ami kiel simbolan floron de tiel nomata “ Japananimo’’ depost la 

malnova tempc. Krizantemfloroj tre bone odoras kaj portas sian floraĵon 
dum longa tempo. Kiam ĝi venas a l l a  fino, ĝiaj folioj kaj trunketo 

forvelkigas, sed gia radiko restas viva en la tero kaj eligas ĝermojn el si 
denove en la sekvanta printempo. Pro tio ĝi estiĝas rigardata kiel longe* 

viva kaj feliĉa floro kaj fariĝas la blazono de nia imperiestra familio.
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っ
た
事
な
深
く
逍
憾 

と
し
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
各
國
兒萤

の
作
品
本
誌
上
II
挿
入
の
カ
ッ
ト 

1:
は
、

一
切
外
國
の
み
な
さ
ん
が
お
描
き
K

な
つ 

7-:
蜜
棗
を
用
ひ
ま
し
た
、
で
ぅ
ぞ
住
意
し
て
御
覽 

下
さ
い
ま
せ
。

▼
各
地
の
兒
筮
風
俗
等
の
面
白
い
材
料
な
成
べ 

く
揭
載
致
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
、
御
寄
犒
下
さ
る 

方
^
寫
眞
な
添
え
て
鉞
く
と尙

結
構
で
す
(イ
生
)

東
京
市
牛
込
區
西
五
軒
町 

三
十
四
番
地

發

行

所 

帝
國
兒
童
敎
育
會

«
括
牛
：<1

1
1

六
五I

番 

振
替
東
京
六11

九
四
三
番

東
京
市
牛
込
區
西
五
軒
町 

三
十
二
番
地

印

刷

所

帝

國

兒

煮

敎

育

會

印

刷

部

發
行
兼
編
輯 

印 

刷 

人

石

井

傳

一

來
京
市
午
込
砥
：四
五
軒
町 

I 

三
十
四
番
地 

g

昭
和
七
年
十
二
月
廿
八
H

印
刷
每
月
一
同
ノ 

同

八

年

一

月

一

日

發

行

ご

日

疲

行

)

誌
代
郵稅

は
一
切
前
金
•、
郵
券
代
用
は
一
割
岈

價定誌本

■
一
 

部

命

參

拾

錢

郵
稅

共
 

半

印

分

命

壹

圓

七

拾

鈸

同 

.
1

平

分

命

參

101
拾

錢

同
 

外阈

送
料
は
別

1:
申
受
く



昨
年
中
の
重
要
な
行
事

►
海
外
事
悄
謙
演
ミ
展
覽
會
は
昨
牢
一
月
下
旬 

ょ
4
開
催
し
、赉

灣
敎
育
會
後
援
の
塞
海
全
島一 

周
、
約
ニ
ケ
月
を
最
長
と
し
、
滿
鮮
のー

ケ
月
、 

大
阪
和
肤
山
方
面
の
ニ
ケ
月
等
其
主
な
る
も
の
で 

あ
っ
た
•か
、
嫌
師
は
理
事
長
石
井
傳
一
氏
、
展览
 

口 g
(x
此
の
蒐
集
し
た
外
遊
中
の
參
考
品
で
あ
り
ま 

し
た
〇

▼
芬
籣
選
丰
歡
迎
會
陸
上
競
技
聯
盟
の
招
聘
し 

た
、
芬
蘭
遂
手
一
行
の
歡
迎
は
公
私
各
方
：曲
に
先 

ん
じ
て
九
w
五
H
淺
草
松
屋
ホ
ー
ル
で
開
催
、
理 

事
長
の
歡
迎
擗
、
選
手
一
行
監
督
の
謝
僻
が
わ
っ 

た
後
餘
興
に
純
日
本
式
の
み
を搛

ん
•た
の
で
多
大 

の
感
與
か
興
へ
た
。

►
滿
洲
國
建
國
祝贺

こ
ど
も
大
會
は
十
月
九
日 

東
苽
市
の
後
援
で
日
比
谷
音
樂
^
で
開
催
、
滿
洲 

国
代
表
鮑
觀
澄
氏
夫
妻
及
館
員
一
行
、
束
鄕
文
部 

政
務
次
官
他
多
数
名
士
の
出
席
あ
り
、
石
井
傳
一 

氏
の
挨
拶
1:
次
い
で
兒
童
-
表
岸
浼
立
子
披
の
祝 

文
拓
務
大
臣
文
部
大
臣
の
祝
辭
あ
リ
、
鮑

表

は
 

孫
氏
の
通
譯L

L

よ
り
約
卅
分
の热

辯
な
挪
は
れ
、

班童歲 二十

會

報

▼
新

平

と

本

會

機

,^
雜
誌
の
辞
行
で
一
砑
の
活 

腿
を
見
る
事
は
當
然
で
あ
つ
て
、
”
來
子
供
に
關 

す
る
座
談
會
の
公
開
、
國
際
關
係
の
種
々
尨
催
し

そ
れ
ょ
り
餘
興
に
入
り
、
新
作
長
井
命
升
段
作
詞 

建阈

祝
ひ
の
小
唄
は
成
美
曾
の
少
女
二
十
餘
名
の 

出
演
に
て
壯
鹿
な
極
め
、
次
に
髙岛

蜻
洲
翁
の
滿 

洲阀

姥
國
祝
詩
を
木
崎
神
武
館
長
の
-、
導
で
七
歳 

以
下
五
名
の
少华

が
劍
舞
を
演
じ
て
喝
釆
を
博
し 

沿
後
1:
鞀
原闽

氏
作
歌
弘
田
龍
太
郞
氏
作
曲
の 

贲

謠
か
深
澤
氏
の
音硕

で
帝
國
女
子
苷
樂
削
の
眢 

絃
樂
1:
來
倚
兒
童
一
同
が
合
唱
し
、
离歲

堪
裡
1: 

四
時
散
會
非
常
な
婢
會
で
わ
り
ま
し
た
。

►
滿
洲
建
国
奉
祝
雛
本
僉
は
純
眞
tc
兒
童
の
喜 

び
を
表
す
る
た
め
、
吉
徳
商
店
で
特
に
囲
澤
笛
畝 

衆
伯
の
考
案
に
ょ
り
謹
製
せ
し
め
れ
滿
洲
建
國
雛 

か
執
政
夫
人
に
獻
上
マ
る
事
と
な
り
、
出
來
hil
時 

日
比
谷
美
松
百
貨
店
で
一
般
の
觀赞

に
佻
し
、
十 

一
月一一

日
石
井
理
事
長
は
親
し
く
執
政
閣
下
に
謁 

見
の
光
榮
に
浴
す
る
と
共
|-
、
御
嘉
納
あ
ら
せ
ら

►
動
物
愛
護
？
兒贲

慰
安
愈
此
の
二
つ
の
事
業 

は
年
中
行
事
と
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、
昨
今
漣
 々

の
寄
附
行
S
が
多
い
た
め
、
逐
苹
故赞

者
が
減
”し 

て
行
く
の
が
.甚
?:谀

憾
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
本
"や 

よ
リ
は
多
少
有
意
箱
に
し
て
共
嗚
を
得
易
い
新
し 

い
試
み
な
し
た
い
考
で
あ
り
ま
す
、尙

慰
安
曾
り 

方
は
一
部
分
か
牢
米
に贸

行
し
、
残
部
(1
新
年
こ 

ど
も
愈
と
し
て
開
催
致
し
ま
す
。

こ 
i
h

お

斷

り

米阔

大
使
、
ノ
ォ
ル
ゥ
エ
ー
公
使
、
其
他
の
御

K 

擗
广
/
切
後
到
着
に
つ
さ
次
號
に
揭
載
し
主
す
。

等
順
次
に
も
く
/>
ま
れ
て
屛
P
ま
す
0 

▼
十
週
年
紀
念
少
年
フ
ァ
シ
ス
ト
展贽

曾
は
本 

會
主
催
nv
太
利
大
使
館
後
援
で
二
M
上
旬
よ
り
、
 

日
本
概
白
木
M
で
開
他
す
る
事
と
な
リ
、
其
の
打 

合
せ
會
も
去
月
十=

同
店
で
開
催
、
大
使
种
員
陸 

海
朮
將
校
吉
田
外
語
敎
授
及
び
殺
術
家
鎵
參
撫
、
 

同阐

に
關
す
る
多
数
の
參
考
品
が
各
方
面
か
ら
出 

口
如
さ
れ
る
事
に
^
つ
て3

5

る
。

▼
入
會
者
報
昔
本
食
事
業
發
展
に
伴
ひ
各
方
面 

よ
り
の
同
悄I

時
1:
髙
ま
リ
、
入
舍
者
も
規
々
わ 

り
ま
マ
事
は
感
謝
の
他
有
ま
せ
ん
が
、
氏
名
は
次 

號
で
報
^
致
し
ま
す
0

▼
斜
に
兇
た
世
界
®
及
版
石
井
理
事
長
者
述
の 

『
斜
に
見
た
世
界
』
(1
時
節
が
ら
各
方
w
よ
り
の
好 

評
^
傅
し
、

一
般
的
1:
汎
く
發
賨
す
る
の
必
耍
を 

認
め
た
の
で
、
今间

大
衆
向
き
の
»
及
版
を
再
版 

す
る
事
と
し
、
本
月
下
旬
我资

す
る
事
に
な
り
ま 

し
た
。

►
事
務
所
移
轉
本贫

事
業赞

展
に
伴
ひ
從
來
の 

事
務
所
が
狭
隘
11
な
つ
た
の
で
、
同
町
内
の
一
一
一
十 

四
番
地
へ
蔣
年
末
称
轉
致
し
ま
し
た
、
市
内
«
堪 

及
乘
合S

I

動
軍
は
、
早
稻
田
線
石
切
概
が
便
利
で 

•こ
ざ
い
ま
す
。
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h
-

し
-ち
は
ぅ
くh

-

だの 

Ŝ

-'
ぎ 

が
く
加5 

Ŭ 

と
"•

いろ

私
達
は
放
課
後
は
樂
し
く
遊
戯
を
し
ま
す
。
學
校
に
居
る
時
で
も
色 

々
な
種
類
の
ス
ポ
ー
ッ
や
體
育
運
動
を
熱
心
に
や
り
ま
す
。
夏
は
河 

で
水
泳
を
、
冬
は
橇
や
、
ス
キ
ー
を
し
て
遊
び
ま
す
。
大
人
は
體
育

の
學
を
修
め
進
ん
で
大
學
に
も
入
る
の
で
あ
り
ま
す
、

沪

く

te
さ 

す
、

だいがく

は
•*

落
に
も
學
校
の
な
い
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ぅ
し
て
他
日
實
社
會
に
入
る
準
備
を
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

高
等
小
學
校
を
出
た
男
女
學
生
達
は
農
、
X
學
校
に
そ
れ
-
^
專
門

ら
"

ところ

し
し
6
い 

に

,I
ん

Z*

ぅ
じ
.？
し
ょ
く
ん

親
愛
な
る
.日
本
の
友
人
諸
君
！

fek

vと
が
歡
な
利
幫
叫
を
B
fltr
り
1す
っ
て护

艦
ふ
、
船
紀
繳
に
し

ぱ

!1
け

.»
せ
5
な
»1
h
fc
-
.
t
e
せ
ぃ
，、
b
つ
じ
や
3
に
い 

あ
心 

せ
S

し
r-p
し
ん 

P

*Ĵ3
.<

て
は
甚
だ
輕
少
乍
ら
私
達
の
生
活
狀
態
を
現
は
す
小
寫
眞
を
御
送 

り
し
ま
し
た
か
ら
御
覽
下
さ
い
。
我
が
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
キ
ア
で
は 

當
局
の
少
年
教
育
に
對
す
る
周
到
な
注
意
に
ょ
っ
て
如
何
な
る
パ
村

チ
ェ
ッ
コ
國
ょ
9
の
お
便
9

今
や
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
國
際
聯
盟
總
會
で
は
所
謂
歐
洲
小
國
の
雄 

チ
ェ
ッ
コ
外
紺
べ
ネ
シ
ュ
氏
が
口
本
の
主
張
反
對
の笼

か
揚
げ 

て
居
る
際
同
國
小
國
民
の
純
な
國
際
愛
の
文
字
な
列
べ
て
見
る 

の
も
亦
一
興
と
存
じ
玆
に
其
全
文
か
課
出
し
主
す
。
(
課
者
記
〕

ヤ
ロ
ス
ラ
ウ
、

レ
ぺ
ダ

い
の 

あ

を
祈
り
上
げ
ま
す
。

チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア

終
り
に
皆
樣
初
め
皆
樣
の
先
生
方
御
兩
親
方
の
御
繁
榮
と
御
健
康
と
•

く
感
謝
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
、

り
ま
す
。

r
-

し

ち

し

*

せ

'-
,h
v*
う
る 

T 

こ
と 

•で

し

*

私
達
は
屢
々
先
牛
：か
ら
美
は
し
い
貴
國
の
事
を
敎
へ
ら
れ
て
居
り
ま 

す
が
殊
に
彼
の
歐
洲
戰
爭
後
チ
ヱ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
キ
ア
へ
歸
還
し
た
傷

-
クー 

\

 

こ

ほ

ん

こ

,、
み
"

う

-

し
。
十

つ

-
い 

r

れ
ら 

ビ
フ 

ふ
.

4

病
•其
が
0f
本
國
民
か
ら
受
け
た
御
親
切
に
對
し
て
は
吾
等
一
同
が
深

場
合
に
で
も
祖
國
を
護
る
立
派
な
ソ
コ
ー
ル
、
メ
ム
バ
ー
に
な
る
事

こ
、，r
l:

を 

か 

£仁
し
た
£
ぜん 

び 

*
.*
»■
い

を
心
懸
け
て
居
わ
ま
す
。
そ
れ
計
り
で
な
く
私
達
は
善
と
美
を
愛
敬

ん
な
光
景
は
御
送
り
し
た
寫
眞
で
御
窠
下
さ
い
、
斯
く
申
す
私
達
も

1'
ん
1
-
い

，、わ
い
い
ん 

te,i'

ソ
コ
ー
ル
圃
體
の
會
M
で
あ
り
ま
す
か
ら
大
き
く
な
つ
た
ら
ど
ん
な

か
ら
も
參
觀
に
來
ら
れ
た
事
と
思
は
れ
ま
す
。
ソ
ゴ
1

今
；年
の
夏
酋
府
の
ブ
ラ
ー
ダ
で
第
九
囘
ソ
コ
ー
ル
大
會
が
催
ふ
さ
れ 

て
世
界
谷
國
に
在
る
ソ
コ
ー
ル
團
w
が
參
列
し
ま
し
た
。
多
分
日农

S 

し
快
ぐ
h
u.

•か
ふ
し
ゆ
つ
|>
含

の
爲
に
、
種
々
な
會
合
に
出
席
し
ま
す
。

----- 3 0 ——



□

奔
馬
國
旗
の
下
に
集
る

新
立
屯
附
近
で
匪
賊
の
・
に
ぁ
つ
た
野
砲
二
六
の
第
二
大
隊
で

.一

.,-
t
fl
5 

もつ 

;>
者
た
\
 

パ
つ 

ほぅ！！</
b
i

は
大
砲
を
以
て
賊
を
擊
退
し
ま
し
た
、
が
、何
時
も
な
ら
ば
砲
彈
の
音 

な
ど
、
び
く
と
も
せ
ぬ
軍
馬
も
此
時
ば
か
り
は
恐
れ
を
な
し
て
、
多 

く
の
馬
が
ば
ら
-—

に
な
り
ま
し
た
。
目
前
に
敵
を
控
へ
て
馬
が
逃 

げ
出
し
た
の
で
全
く
軍
隊
の
方
で
は
困
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
此
の

と
'、だ
•-い
て5

-か
じ
***5
?

た
5'
i

こ
ろ
の
は 

はた 

ふ

時
大
除
長
の
中
島
少
佐
は
高
い
所
へ
登
っ
て
旗
を
振
ら
せ
「
オ
ー
ラ
、

た 

一 
5
5
*1
つ 
l

c 

»

<

-

て 

そ
の 
i
ĵ

大屉

熱
心
に
こ
れ
を
送
り
出
し
ま
し
た
。
丁
度
、
其
時
は
雪
が
六
七

し
1»
く

つ

そ

ん

 

•し
ょ
5
し
や
え
ぎ
み
や

5
ち 

や
く

尺
も
積
も
つ
て
ゐ
ま
し
て
、
二
十
村
か
ら
0

驛
の
宮
内
ま
で
は
約

〇 

O
±
A
\ 

ご
ぜ
ん 

じ 

1

じ 

i
e

十
里
も
あ
り
ま
す
の
で
、
人
々
は
午
前
二
時
か
ら
午
後
六
時
迄
(
十 

二
時
間
}
か
K

つ
て
全
村
十
八盘

以
上
の
男
子
は
十
里
の
雪
道
を
踏 

ん
で
莛
を
順
送
り
に
前
へ
押
し
て
や
り
、
馬
の
「
繁
」
に
怪
我
を
さ
せ 

な
い
や
ぅ
に
注
意
し
ま
し
た
。
午
後
六
時
頃
に
は
無
事
に
送
り
出
す

で

ぎ
 

ぢ
ょ
し 

r■
'
し 

そ
ぅ
で 

ぜ
.？
そ
ん
だ
ん
し 

t
Ji>
た
3

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
女
子
は
女
子
で
總
出
で
全
村
男
子
の
爲
に
炊 

出
し
を
し
ま
し
た
が
新
瀉
縣
廳
の
人
々
を
初
め
、
此
の
有
様
を
見
た 

人
達
は
い
づ
れ
も
淚
を
浮
べ
て
感
心
し
た
相
で
あ
り
ま
す
。

前
日
來
の
降
雨
の
福
文
字
通
り
ほ
ん
と
ぅ
に
ひ
ど
い
泥
道
に
な办

ま

加
ぅ
っ
5
*
-
<
わ
ん 

I! 

じ
ど
っ
し
-pr

ご 

-
3

し
た
"
交
通
機
關
は絕

へ
自
動
車
も
動
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
此

と
者 

ぢ
，■
ほ
ぅ
へ
J
-
r
J
い

e

tt
b
b
ょ
く 

つ
く 

ぢ
ぅ
た
い 

ほ
5
し
-P
だ
/0

時
、
重
砲
兵
大
隊
の
軍
馬
の
み
は
死
力
を
盡
し
て
重
大
な
砲
^
や
彈 

藥
等
を
引
張
り
、
前
進
を
つ
r

け
、
惡
い
道
を
七
里
も
行
軍
し
ま
し

5 

て
C
.
っ
ん 

卷
フ
ち
ヤ
く 

こ
ろ 

す
,ノ L
J
J 

く
わ
ら
r
t
t 

で 

>

た
。
羅
店
鎭
に
到
着
す
る
頃
に
は
數
頭
の
過
勞
馬
が
出
来
て
、
中
に 

は
殆
ど
動
け
な
い
馬
な
ど
出
來
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
三
千
年
來
我
民 

族
と
共
に
生
き
て
き
た
馬
の
精
神
が
つ
く
-
^
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。

解
三
月
七
、
八
日
の
重
砲
の
運
搬
と

Hま
ぐ
る
し
い

Ŝ
を
つ
.

4

け

ぐ
れ
つ
か 

な
ん
ょ
ぅ 

し
ん
じ
ょ 

だ
い
u;
t>
ん 

せ
ん 

し
ん
し
ゆ
つ

三
月
十
日
に
は
南
翔
か
ら
眞
茹
、
大
場
鎖
の
線
に
進
出
し
ま
し
た
が

ヤ

せ

ん

？
フ
は
<
\
へ
ぃ
だ
1»
れ
ん
た
い 

ほ
5
C
く 

一

こ
れ
は
野
戰
重
砲
兵
第
二
聯
除
か
ら
の
報
告
で
あ
り
ま
す

八
上
海
*
面

げんき 

て
-1
ざん办

ノ 

?
フ

元
氣
に
な
つ
て
敵
を
全
滅
す
る
こ
と
が
で
き
た
相
で
す
▲

オ
ー
ラ
」
と
言
は
せ
ま
す
と
、
不
思
議
に
も
逃
げ
た
馬
が
皆
立
止
ま 

り
、
中
に
は
國
旗
を
目
あ
て
に
集
つ
て
く
る
も
の
も
あ
り
、
間
も
な 

く
皆
つ
か
ま
へ
る
こ
と
が
出
來
ま
し
た
。
こ
れ
に
一
同
は
ま
す
ま
t
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し
せ
ぅ 

VJ 
くp

ん 

で

し
 

"

•ど
5

て
師
匠
「
チ
マ
ブ
ヱ
」
の
作
品
と
弟
子
「
ジ
ョ
ッ
ト
」
の
作
品
と
が
同
一

■
し
つ 

ち
ん
れ
つ 

み 

t
j
f 

い

室
に
な
ら
ん
で
陳
列
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
た
時
、
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る 

に
打
た
れ
た
。
兩
方
の
畫
を
見
く
ら
べ
て
何
れ
が
優
り
何
れ
が

畫
聖
つ

敵
で
あ
つ
た
が
「
チ
マ
ブ
ヱ
」
と
云
ふ
是
亦
、
大
畫
家
の
爲
に
偶
然 

の

欝

f e
て&

の
S

をi

め
ら
れ
叫
B

s s
r
 
S

觀
な
き 

允
^
豕
と
な
っ
た
A ?
で
ぁ
る
'
^
^
フ
卩
L

フ
ン
ス
」
の

・

^
に

.，
ん 

? 

»
1
7 

こ
：

2 

い

rj:
す
こ

れ
ば
ジm

ヴ
ァ
ー
1
1
君
は
シ
ー
(左
様
)
と
答
へ
る
で
あ
ち
う
否
少 

し
謙
遜
し
て
『
「
マ
ガ
ー
リ
」
そ
う
な
り
た
い
が
だ
め
で
す
』
と
で
も 

元
ふ
か
と
概
つ
た
ら
、『僕
は
ジ
ョ
ッ
ト
に
な
り
た
い
』
と
答
へ
た
の 

で
あ
つ
た
。

實
に
伊
太
利
に
は
上
に
は
上
が
あ
る
"
諸
君
も
御
存
じ
で
あ
ら
う
が

✓»
た

.0

1

5«，
，
) 

Ŭ 
な
i«
〇 
つ
じ

ヨ
ッ
ト
」
は
伊
太
利
「
フ
ロ 
I
ラ
ン
ス
」
附
近
の
田
舎
の
羊

フ
ア
ヱ
ル0

」
「
ミ
ケ
ラ
ン
ゼ
ロ
」兩
畫
«
は
伊
太
利
美
術
の
代
表
と 

し
て
lLt--
の
A ?
の
截
に
世
界
の
畫
人
を
伊
太测

に
集
め
て
居
る
の
で
あ

れ
う
ぐ
hせ

た
〇
び
-吵っ 

忙
ハ
へ
•つ

る
氣
で
す
か
』
と
聞
い
て
見
た9

同
君
は
ノ
ー
と
.答
へ
た
。
そ
こ
で 

~
^
^
は
折
»
ね
て
『
そ
れ
で
は
「
ミ
ヶ
ラ
ン
ゼ
ロ
」
に
な
6-
氣
か
』 

と
問
ふ
た
の
で
あ
つ
た
"
諸
君
も
知
ら
る
"
が
如
く
、
此
の
「
ラ
ッ

軍

馬

美

談
 

I

陸
軍
省
副
官

眞

田

大

尉
 

対

7

加
し 

.
?
£ 

ぶ

し
 

*/,?«!
へ
.»»'
し 

あ
□
/;
加
づ
か
y 

5
つ
く 

|

昔
か
ら
馬
と
武
士
、
軍
馬
と
兵
士
と
の
間
に
は
數
限
〇
も
な
く
美 

し
い
お
話
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
此
度
の
事
變
に
も
隨
分
色
々
な
美
詠 

が
あ
ゎ
ま
し
た
。

ィ
軍
馬
の
徵
發

•
 
|いが|1け
ん
こ
—'ĵr
fl
ノ
 

そん 

は
ん
ね
ん
e
h
っ-»
-ろ

で

ぎ

，
んほうたい

新
潟
縣
古
志
郡
十
村
で
本
年
二
月
頃
の
出
來
事
で
す
。
山
砲
除
の 

出
動
に
伴
ひ
ま
し
て
、
此
村
か
ら
約
十
頭
の
馬
が
出
征
す
る
事
に
な 

〇
ま
し
た
。
村
の
人
々
は
出
征
兵
士
を
送
り
出
す
の
と
同
じ
や
ぅ
K

そ
？r

し
レ 

5

£

*>
こ
く
し

は
、
其
恩
師
-■}
チ
マ
ブ
エ
」
あ
つ
て
生
れ
た
の
で
あ
る
，、
そ
こ
で
私
の

<
ん

？

け
い
*
5 
b 

け

!t
5
ふ
，

p
 

, 

v
*
^
;

»*
5
-n
乂

ジ
ョ
ヴ
ア
ニ
ー
君
の
憧
憬
又
思
ひ
切
つ
た
抱
負
を
聞
き
伊
太
芽
^
年

メ
p
-
a»
?

•*
;
<
> 

. 

*

ん 

よ 

ぅ
か

r

ど
ぅ
じ 

4

■ん
じ
ん 

の

こ

&

•{>
ふ

進
取
氣
分
の
一
斑
を
能
く
窺
は
れ
た
と
同
時
に
先
人
の
遣
し
た
偉
業 

が
能
く
後
進
の
氣
を
勵
ま
し
其
の
結
果
今
日
の
如
き
繁
榮
せ
る强

き 

青
年
伊
太
利
を
築
い
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
居
る

« ?
れ
る
か
は
、
氣
よ
り
わ
か
ら
な
い
が
、
*此
の
大
畫
聖
「
ジ
ヨ
ッ
ト
」



東
S

・

學

校

教

授

吉

田

彌

邦

そ 

ほ
ん
ど 

めんせき 

やぅヤ 

ま
ん
き
ろ
め
え
と
る
へ
い
はn

其
の
本
土
の
面
積
漸
く
三
十
二
萬
吉
羅
米
突
平
方
と
叫
千
二
百 

萬
の
人
口
を
有
っ
て
ゐ
る
。
伊
太
利
は
其
の
國
土
の
面
積
に
於
て
も

*
た
そ 

じ
ん
こ
5 

ね
い 

b 

に

.,
I
ん

't
6

T.
V 

く
に

亦
其
の
人
口
に
於
て
も
我
が
日
本
ょ
り
は
遙
か
に
/J\
さ
な
國
で
あ
る 

が
五
大强

國
の
一
と
し
て
世
界
に
活
躍
し
て
ゐ
る
の
は
蓋
し阈

民
が

•

-

そ

*
.
ん 

i
:i
i 

し 

る
•
こ
く
し
ん 

«0 

こ
と 

し
ん
し
ゆ 

す 

，*

其
の
祖
先
の
尊
き
を
知
〇
愛
國
心
に
燃
ぇ
殊
に
進
取
の
氣
に
滿
ち
て

咏
»! 

そ

の

し

1
;
,
•そ 

て

ほ

ん 

こ
れ

ゐ
る
が
故
で
あ
る
：
そ
し
て
其
師
と
し
て
又
其
の
手
本
と
し
て
之
に

な

， 

<
こ

ぶ

-
a

た

-

つ
い 

ち

*
--
く

倣
は
ん
と
す
る
人
々
が
頗
る
多
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
秀
で
た
愛
SI

あ
こ
が
れ

伊
太
利
國
兒
童
の
憧
憬

た
。

く
ん 

あ
6
u
»>
た

く

し

ベ
，？

*
-

や
ぅ
し
つ
3-
い

ろ

く

*t
な
し

「
ジ

ョ

ヴ

ァ-I

丨
」
君
は
或
日
私
の
勉强

室
に
來
て
色
々
の
話
を 

し
て
ゐ
ま
し
た
が
前
に
も
述
べ
た
や
ぅ
に
戴
が
上
手
で
あ
る
故
に
私 

は

『
坊
ち
ゃ
ん
あ
な
は
未
來
の
大
畫
家
「
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ロ
ル
に
な

さ

-J
-*6

せ
1
ね
ん 

V
5
げ
い 

つ
い 

し

く

ん 

；
つ
°

- 

;
1
4

ゐ
た
際
試
み
に
少
年
の
憧
憬
に
就
て
諸
君
に

實
話
を
申
上
げ
た
い
。

•
C
T-
,
、し 

な
が 

そ 

一
へ 

r

い
ĈT
一 

ら
ぅ
** 

4
9
.
0

り
ぐ
e
ん
に
•
 

5 

れ
い

私
が
永
ら
く
其
の
家
に
滞
在
し
て
ゐ
た
羅
馬
の
或
陸
軍
大
佐
の
令 

息

に

「
ジ

ョ

ヴ

ア-
I

1
」
君
と
云
ふ
當
年
十
二歲

の
可
愛
い
坊
ち

V
5 
く
ん 

た

•

te
り
-
1'
ブ

-
た
さ
い
1

i 

C

ん
'*
、フ
か

や
ん
が
ゐ
た
。
同
君
は
大
へ
ん
怜
俐
で
又
才
氣
に
富
み
運
動
家
で
も

こ
と 

ブ

-
ゆ
つ
-
く 

せ
う
^
ん 

•
 

こ
b
;'
-
0 

じ
1*
，
づ

あ
つ
た
が
殊
に
美
術
國
の
少
年
で
あ
る
だ
け
に
繪
畫
が
上
手
で
あ
つ

枚
舉
に
遑
が
な
い
程
で
あ
る
"
今
玆
に
私
は
彼
の
國
に
留
學
し
て
、

f l
h.*

し
や 

せ

か

づ

」
5 

U

;»
く
わ
>>:
ぐ
し
ヤ 

«
い
次一

(9>
つ
か 

だ
い
し
じ
ん 

だ
い
お
ん
*:
く
5«
i

>

者
、
世
界
的
な
大
科
學
者
、
大
藝
術
家
、
大

詩
人
、
大
音
樂
家
、
等

子
な
お
も
ふ
心
に
な
り
て
た
ら
ち
ね
の

深
き
な
さ
け
の
い
や
し
の
ば
る
\

ま
さ
子
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が
わ
か
り
ま
し
た
。

少
年
の
虐
待
防
止
案
が
で
き
る
P5
務
省
社
會
局
で
は
兒
童

虐
待
防
止
法
案
を
來
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
此
の
法
案

含
ょ
く
.

X

か
る
わ
ざ 

ふ

ぐ

*
!
け

.•
じ
こ
ぅ
し
う
て
-
?
'
ん 

ゲ
い
じ
T

'4>
ゥ
Ĵ

か
せ 

つ
じ

は
•
曲
馬
、
軽
業
、
不
具
畸
形
兒
公
衆
I

、
街
上
遊
藝
稼
ぎ
、
辻

う
ら
-
?
〇 

-A

し
ざ
し
T

'
ち
6
□
と
-3

る

,J

►
“
"•
•
 

5
じ 

さ

-*
み 

i
ん

占
賣
、
賢
座
敷
、
待
合
等
に
類
す
る
業
務
に
從
事
す
る
十
四
歳
未
満 

の
兒
童
を
保
護
す
る
た
め
で
ぁ
り
ま
す
。

— 
4
・
・
・
G 

»
k 

へ
*
?
'
-
け
ん
り
つ
じ
ど
う
す
ん
さ
う
じ
±

ゲ

ク

ベ

お
ほ
く
ら
5»
t
こ

ん

5

»»

兒
童
硏
究
所
が
丘
ハ
席
縣
立
兒
童
硏
究
所
が
神戶

大
倉
山
公阑

西

か

た

 

し

、
ん

す

ふ

し

？-
 

ま

け

C
す

け

し

.1
ど
1»
い
だ
.»
し
ゆ
ん

下
に
建
つ
た
。
資
金
寄
附
希
は
八
馬
兼
介
氏
で
，
こ
の
程
盛
大
な
竣 

エ
式
が
ぁ
り
ま
し
た
。

世
界
的
怪
童
ヵ
ナ
ダ
の
プ
リ
チ
シ
•
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
に
今
年
A歲
 

に
な
る
ア
ン
ド
リ
ュ
ゥ
と
い
ふ
怪
童
が
ゐ
ま
す
。
彼
は
二歲

の
と
き

I
J

t
'

-S.

6

々
ぎ 

フ
—
卜

は
し
ご

子
{寸
り
を
し
て
ゐ
た
お
母
さ
ん
の
隙
を
ぅ
か
が
ひ
二
十
呎
の
梯
子
を 

昇
り
、
お
父
さ
ん
の
屋
根
蘇
き
の
手
助
け
を
し
、
四歲

で
一
八
〇
ポ 

ン
ド
の
お
父
さ
ん
と
、

一
九
五
•ホ
ン
ド
の
叔
父
さ
ん
を
肩
車
に
の
せ 

て
、
人
達
を
び
つ
く
〇
さ
せ
沱
し
仁
。
今
は
六
歳
に
な
る
の
で
す
が 

十
幾歲

の
男
と
相
撲
を
と
つ
て
勝
を
と
る
相
で
す
。
此
が
我
國
の
子 

供
な
ら
今
金
時
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
有
ま
せ
ぅ
。

ま

ん

■•，
が
，
：
バ
ラ 

ぢょ・かく 

5
^
d-
5 

づ
、
 

こ 

えい

萬
五
千
の
中
學权

、
女
學
校
、
小
學
校
に
、
一
校
宛
二
個
づ
ゝ
の
「
榮 

養
小
箱
」
を
配
布
し
義
損
金
を
募
つ
て
ゐ
ま
す
。

缺

貪

兒

童

/b:
f
校
の
缺
食
兒
童
十S

人
は
、
文
部
省
の
1
於
に 

ょ
つ
て
救
濟
さ
れ
た
が
、
未
就
學
兒
童
と
し
て
家
庭
に
殘
つ
た
も
の 

が
、
ま
だ
十
萬
人
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
救
濟
す
る
ZĈ
め

全

國一一
^
ん
-z
ĵ

を
感
激
さ
せ
;:
そ
う
で
あ
る

・
 

や
1
な
か
：5
</
|>
<>

し 

や
t 
•.で
"
t
ち

大
臣
と
少
年
と
の
握
于
山
中
温
泉
で
知
ら
れ
て
ゐ
る
山
中
町 

の
山
本
隆
平
(一
し
は
、
大
の
永
井
柳
太
郞
拓
相
*
負
で
ぁ
る
が
此

'1
る 

2
が
Ŭ 

1!二
こ 

いの 

は
く
さ
ん
じ
ん
じ
'P

に
つ
5
ん

の
春
、
永
井
さ
ん
の
當
選
を
祈
る
た
め
•
白
山
神
社
に
日
參
を
し
た 

程
熱
心
さ
で
、
先
般
温
泉
復
興
を
視
瘵
に
き
た
、
大
臣
を
誰
ょ
•り 

も
眞
先
に
出
迎
へ
て
、
大
臣
就
任
の
祝
辭
を
述
べ
て
、
ひ
ど
く
大
臣

き 

Q

 

か
く
加
5 

b 

こ 

あ

る

ひ

5

せ
な
い
た
め
、
切
り
拔
い
て
學
校
に
持
つ
て
來
さ
せ
•
或
は
切
り
拔

て
5 

£ 

く
り
*フ
し
つ
そ
ん
す
5

ね
ん 

せ
*
し

き
帳
に
張
り
つ
け
さ
せ
た
〇
す
る
た
め
で
、
皇
室
尊
崇
の
念
を
赤
子 

に
あ
ま
ね
く
植
へ
村
け
る
た
め
で
あ
〇
ま
，，
。

皇
室
球3

{一

K

齋
藤
首
相
を
總
裁
に
®
郷
從
德
侯
を
會
長
に
持
つ
大

こ
ĈI
ん
!£■
者しくりい 

か
ひ
び
や
こ
っ
,
t>
.，どっ 

i•い！！

い

tt
つ
く
.&いしき

01
本
赤
子
會
は
二
十
日
日
比
谷
公
會
堂
で
盛
大
な
發
曾
式
を
ぁ
げ
た

ご

そ

ぐ

え

»■»
け
い
さ
い 

し
ん
ぶ
ん
し
と
5 

け
つ 

そ

《
つ

そ
れ
は
御
尊
影
な
ど
の
揭
載
さ
れ
た
新
聞
紙
等
を
決
し
て
粗
末
に
さ
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と
:1

て
^
，•£>
し
く 
わ
い 

一
!

f l
ん 

こ

：.-1

こ
と
が
な
く
、
遠
い
ア
メ
リ
カ
の
展
覽
會
ま
で
も
、
日
本
の
子
供
を

?;
い
へ
5 

a

tf
.5
,り 

い
へ 

I
づ 

た

び

ヤ

代
表
し
て
繪
を
出
し
た
こ
と
が
有
ま
す
。
家
は
貧
し
い
足
袋
星
さ
ん 

で
、

一
家
六
人
の
家
族
が
眞
黑
に
な
つ
て
働
い
て
ゐ
ら
れ
ま
す
。

I
 

I
C 

ち
，

5

じ
ん 
>
ぅ

は
ん
ね
ど
け
ん
え
い

b

か 

へ
て
い 

ひ 

ザ
ん

和
敗
の
當
選
明
治
神
宮
本
年
度
獻
詠
和
歌
「
兵
營
の
日
」
は
全

こ
く 

す

ん
 

け
ん
え
い 

h 

% 

や
1
し

り

つ

•-
•

加「
A
-
*
n

-*
つ
よ
が
く
'•
ぅ

國
か
ら
數
萬
の
獻
詠
が
あ
つ
た
が
、
和
歌
山
市
立
第
一
高
等
女
學
校

出
て
兩
親
に
孝
養
を
つ
く
し
た
か
ど
に
依
つ
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

天

才

兒

童

禁

i一

ĥ
K鬆
三

S
・K變

く
れ
は
ん
5 

へ
 r 
び
';
ゆ
つ
く
り
-? 

か 
\
y 
パ

'?
ん
--
く
じ
•と.re.>c.?
、？■>,、»■>
い

だ

»•

は
、
，過
般
上
野
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
全
國
兒
童
畫
展觉

會
に
第
三 

位
を
得
た
外
、
荏
原
郡
の
展
凳
會
に
は
、
い
つ
も
余
賞
を
外
づ
し
た

を
拾
ひ
、
今
日
ま
で
老
父
を
孝
養
し
て
き
た
の
で
大
井
町
で
は
今
度

，
つ
ぺ
.»
3-
*1
ん 

か
5
し
へC

し
や
ぅ
く
〇
»*
+1
*ノ
め
い 

へ
5
し
ヤ
5

合
併
記
念
の
孝
子
表
彰
會
で
兩
君
を
表
彰
す
る
こ
と
に
な
〇
ま
し
た 

同
時
に
大
井
町
一
〇
三
九
田
中
趣
太
郞
(一九)
君
も
弱
い
兩
親
を
助
け

孝
子
達
の
表
K

始
炉
嘅
一
五
三
九
、
船
^

V
0
)

と
お
犬
船
s
 

さ
ん
兩
君
は
十
三
年
來
の
中
風
で
伏
せ
っ
て
ゐ
る
老
父
を
看
病
し
て

か 

せ
い
け
い 

た 

i
づ
(X
じ
/»
ぐ

ん

b
ど
ぅ
し
や
し
5
ザ
ん
こ
ぅ
じ0

-
5

し
よ
く

一
家
の
生
計
を
立
て
る
た
め
に
、
先

一

君
は
自
動
車
修
繕
工
場
に
職 

H

と
な
り
、
弟
金
太
郞
君
は
海
岸
に
出
て
、
あ
さ
り
、
は
ま
ぐ
り
等

り
ま
す
"I 

r>

いきん 

ザん
ご
,、
 

せ< 
•かC
か
う
じ
ど
5

獨
乙
の
愛
國
少
年
最
近
ド
ィ
ッ
全
國
の
小
學
校
兒
童
が
、
フ
ラ

»;
、>
 

か
ん
じ
•?•
う
、-だ 

し

ン
ス
に
對
し
て
、
ど
ぅ
い
ぅ
感
情
を
抱
い
て
ゐ
る
か
を
査
ら
べ
て
み 

ま
す
と
、
十
二
歳
よ
り
十
四歲

ま
で
の
小
學
生
の
六
十
九
パ
ー
セ
ン

-
•*
寺フ
& 

ん 

いだ

卜
は
フ
ラ
ン
ス
に
對
し
て
、
は
げ
し
い
憎
惡
®
を
抱
い
て
ゐ
る
こ
と

三
年
生
の
本
田
淑+

雄
(一二)
に
當
選
し
た
。

指
紋
を
子
供
に
も
と
ら
せ
る
ア
メ
リ
ヵ
で
は
子
供
の
指
紋
を 

と
つ
て
を
く
こ
と
を
家
庭
に
す
、
め
て
^
〇
ま
す
。
リ
ン
ド
バ
ア
グ

こ
ん
ご 

じ

ĉ+
ん 

た 

そS

た

ゆ

5
か
い

の
今
度
の
事
件
で
も
、
す
ぐ
役
に
立
ち
ま
す
し
、
其
他
誘
拐
さ
れ
た

t
-
5 

じ

？
つ

>-
!
 

さ

つ

ŭ

't
ひ 

沾
ゐ 

て

5:

時
、
自
殺
、
他
殺
の
場
合
に
で
も
、
そ
れ
が
唯
一
の
手
掛
か
り
と
な 

る
の
で
、
そ
れ
を
獎
勵
し
て
ゐ
ま
す
。

•

，

・ 

» 

や

t.か
，s

c

J
-i:
し
Lf
ら
や
史
ぐ
ん
と
よ
^
:〇
じ
ら
：
ざ
.？.な
y
わ 

た
けV

 

¢
5
.
-
-

ム
プ
石
童
丸
山
形
縣
、
東
村
山
郡
、
登
澤
村
字
金
澤
、
武
田
省
吾 

(
一三)
装
は
、
父
が
酒
吞
み
で
、
母
は
、
そ
れ
を
苦
に
し
て
家
出
を
し 

j

ち

* 

あ
と 

对

»"
へ
で 

n
i 

一

つ
V'

い
て
父
が
母
の
後
を
逐
つ
て
家
出
を
し
て
し
ま
つ
た
の
で
、

1

31 

人
置
去
り
に
さ
れ
、
暫
く
村
の
厄
介
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
兩
親 

I

こ
J 

こ
6
ね

ん

e
わ
つ
し
ゆ
つ
1>
つ 

s

!1
く 4

1

?;
ぅ 

分
•ん
だ
い 

知
く
し
2.

戀
し
さ
に
、
今
年
六
月
出
發
、
青
森
、
北
海
道
、
仙
臺
，
頼
島
と 

流
れ
歩
き
遂
に
上
京
し
た
と
こ
ろ
を
上
野
暑
に
救
は
れ
保
護
中
で
あ



を
し
て
く
れ
て
、
こ
ん
な
ぅ
れ
し
い
事
は
有
り
ま
せ
ん
。 

と
語
り
ま
し
た
。

ど
5 
く 

c
t
t
か
A
な
み
ど
：1
リ

て

ぅ

* 

く 
h
r
-
し
や
い
ん
i
ん
，

〇

ん

#.
5
£
i
し
ゆ
ぅ
、
-

同
區
野
中
南
通 

一
丁
g
五
五
、
會
社
員
萬
吉
四
男
丸
橋
融
£
 

同
區
元
今
里
北
通
一
丁
目
六
〇
、
會
社
«
其
代
田
長
男
、
野
口

jjŝir

の
た
め
に
熱
い
滿
洲
の
國
で
、
働
い
て
ゐ
る
兵
隊
さ
ん
に 

繳
っ
て
あ
げ
て
下
さ
い
0

と

S"
つ
て
四
圓
五
十
錢
の
慰
問
金
を
封
筒
に
入
れ
たま

"*

差
し
出
し 

ま
し
た
の
で
、
同
署
で
は
不
審
に
思
ひ
事
情
を
き
X
ま
す
と
、
A
人 

の

組

は

賴

の

畿

鑿

啦

か

ら

、
®;;
&

し
r

て
I

m
H
l

千 

做

で

四

槪

も

肥

を

ひ

、
こ
れ
をS

^
Q

八
T

ろ
か
ら
.H

c

 

こ

-

-

弋
/
n
t
、 

ゆ
！

&

ぐ

れ

,;
し
,,
う
け
ん
め
い
う

に
乘
せ
、戶

毎
に
訪
問
し
て
夕
暮
の
六
時
ご
ろ
ま
で
一
生
懸
命
に
賣 

り
歩
き
、
全
部
の
賣
上
金
を
差
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
そ
れ
を
き

し
よ
い
ん
t
し

y
じ
や
う 

加
ん
し
ん 

* 

> 

•
'

い
て
署
員
達
も
非
常
に
感
心
し
ま
し
た
"
そ
の
力
々
と
い
ふ
の
は

か
み
つ
せ
ぅ
が
く
.？-
5
3>
5
と

*
 
く
わ 

り
ん
せ
い 

お
!4
さ
>
し
ひ
が
-:^
レ
,
*:
4
く 

*

二
に

十
三
神
津
小
學
校
高
等
科
一
年
生
、
大
阪
市
東
淀
川
區
十
三
西 

ノ
町
二
丁
目
九
八
、
建
築
業
養
助
三
男
、
的
海
弘
Ĉ

十
三
西

i
*
»
c
-
r
«>
5 
く
1>
ん
げ
ん
さ
け
し
-
5
*
<
じ

ら

5
て
う
<..ん
す
ぎ
5

け
ん
、
,
 

>

ノ
町
三
丁
目
三
六
左
官
兼
酒
商
、
菊
次
郞
長
男
杉
鬼
賢
(
一E)

同

く 
t
i
い
*
さ
加
み
な
み
ど
戊
り

て

5
め 

S
ん

ハ

く

し

ょ

く

、
う

じ

じ

-
ん
i

-

••ぐ
し

區
元
今
里
南
通
二
丁
目
三
金
銀
細
工
職
忠
次
次
男戶

田
忠
」E)

ど
う
く 

i
!

し 

t
s 

て
5
め 

く
b
ふ

と

み

，
••>
て
C
r2
ん
い
の
う
へ
ち
-5
•た 

-

同
區
十
三
西
ノ
町
一
丁
目
一
叫
二
火
夫
富
吉
長
男
井
上
忠
太(i

?
; 

た
し
し
•ジ 

し
や
う
ぐ
.

c

つ
む
か 

r

 

ち
うゆ

**

ノ 

し

で
寒
い
滿
湘
に
お
正
月
を
迎
へ
る
、
我
が
忠
勇
の
土
を
思
ふ
て

*
うr

ん
た
ち 

S
う
75
/) 

？
け
4
ち
く
ん
ど
ラ

少
年
達
が
相
談
を
き
め
た
の
で
し
よ
う
。
あ
れ
ら
の
受
持
訓
導

の

ざ

*<,
 

い 

よ

び

••■
う
* 

け
/) 
3
つ 

か
た 

か

^

は
野
崎
と
云
つ
て
豫
備
少
尉
で
堅
實
な
方
で
す
か
ら
，
そ
の
感 

化
を
う
け
た
の
で
し
よ
う
。

又
杉
鬼
賢
君
の
お
母
さ
ん
は

今
日
お
友
達
が
來
ま
す
か
ら
お
二
階
で
お
辨
當
を
{ベ
さ
せ
て 

い
た
、V
き
ま
す
と
言
つ
て
い
ま
し
た
が
、
乳
母
車
を
借
の
て
く 

る
や
ら
、
蜜
柑
を
買
つ
て
く
る
や
ら
、
何
も
言
ひ
ま
せ
ん
の
で

;4 
二 

L

何
を
す
る
や
ら
、
ち
つ
と
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
い
こ
と

り

-

*

二

V
U»
-う
く 
J

い
-
«•
と
す
t:
ど

IX
ノ 

て
5
め 

し
よ
く
こ
う
ご
.

i

ち
な
ん

i
利
一
(一
し
同
區
元
今
里
北
通
二
丁
B
五
九
、
職
工
孫
市
三
男
、
 

辻
雪
夫
£

の
諸
君
で
あ
り
ま
す
、
こ
の
報
を
齎
ら
せ
て
、
神
津
小
擧
挖
を
訪
ね 

る
と
、
大
槻
訓
導
が
こ
ぅ
語
ら
れ
ま
し
た
。

i.
i 
て
.フ 

し
よ
'♦.*■
ん

•■•い 

：
，)
t>
**
?
£
♦
,

校
長
や
、
諸
先
生
の
訓
話
に
感
激
し
て
や
つ
て
く
れ
た
の
で
せ 

う
。
凍
つ
た
握
り
飯
や
、
か
ず
の
こ
に
遙
か
故
國
の
方
を
傯
ん

■ 1 30 ■ ・



〇
ま
す
。
そ
れ
か
ら
！
萵
脚
以
上
貯
金
し
て
ゐ
る
舉
校
は

大
手
町
小
舉
校
、
六
禺一
千
n

四
十
七
圓
(勤
勞
貯
金
六
?1
五
十 

園
し
袋
町
小
學
校
五
萬
:ff.
千
六
百
七
十
圓
(
二
千
五
n

十
圓
)Ŭ 

島
小
埤
校
四
萬
九
千
四
西
十
一
圓r
四
百
五
十
四
迎
)
幟
町
小 

槊

校

四

萬
H
千
六
百
五
十
三
圓
(
一
千
八
百
四
十
五
圓
)
中 

s
i

/ĥ?
» T
校
二
萬
三
千
九
十
六
圓
(
七
n
五
十
三圆

〕

三
篠
小 

我

校

二
洱
八
千
六
百
三
十
pg
圓
(
一
ffi
五
千
二
百
三
十
五
圓
)

fc
け
1,
*
5
01
く
加
*

\ 

托ら 
t ち
*
ぅがく

竹
屋
小
舉
校
二
萵
七
千
汀
1
1
圓
(
六
71
五
十
圓
〕

荒
町
小
學 

校
二
萬
三
千
七
百
六
圓
(
七
?3
八
十
二阅

)

千
田
小
學
校 

二
离
一
千
八
丙
二
十
五
圓
(八

百

.-:
十
三
圓
)
段
原
町
小
學
校 

二
萬
1
千
八
丙
九
十
七阋

(
四
百
二
；十
八圆

)

宇
品
町
小
學
校

c
6

し 

し
な
い
せ
，4:
<
y
う 

K*
 
3 

u 

v-3

貯
金
の
お
す
s.
め

®
島
市
で
は
市
内
小
祺
校
三
十
二
校
の
兒宽
 

達
に
貯
金
を
す
、
め
て
ゐ
ま
す
が
、
十
一
/-]
末
の
現
在
で
は
、
三
®; 

三
千
二
?3
八
十
七
人
で
五
1
ハ
ffi
s
n
九
十一

一
圓
(內

勤
勞
貯
金
四 

离
百
四
十一
圓
)
と
い
ふ
大
し
た
額
に
卜
：つ
て
ゐ
ま
す
。
此
等
は
兒 

宽

達
が
小
^
ひ
餞
を
®
^
し
た
り
、
休
暇
に
畲
社
、
銀
行
、
商
店
等 

の
御
用
を
つ
と
め
た
り
し
て
と
つ
た
勤
勞
金
を
、
貯
へ
た
も
の
で
あ

本
義
雄
さ
ん
(
ぐ
)
は
過
般
神戶

殊
勳
會
が
満
洲
へf

c

く抝

敝
さ
ん
の

Ŭ

も
ん
、ん 

1

し
^

と

す

-
よっ 

いた

慰
問
金
を
募
巢
し
ま
し
た
時
、
い
ろ
/
\
と
御
用
を
致
し
ま
し
た
の 

で
十
二
H
同
會
か
ら
金
一
圓
を
御
褒
美
と
し
て
頂
い
た
の
で
す
が
，
 

私
は一

身
の
利
益
の
た
め
に
働
い
た
の
で
は
あ
〇
ま
せ
ん
か
ら
と
云

«>
し 

V

へけ.？

ぺいぶんたい 

たづ 

ゐ
も
ん
，ん 

ぶ 

I

つ
て
、
そ
の
足
で
神戶

恵
兵
分
除
を
訪
ね
•
慰
問
金
の
一
部
に
と
荖 

出
し
ま
し
た
。
感
心
な
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

蜜
柑
を
«
0
て
得
た
金
を
獻
金
卜
一
的
デ
ぎ
八
¥
断 

洵
帽
の
八
人
連
れ
の
小
舉
生
徒
が
十
三
描
警
察
署
を
お
-

V

づ
れ
て

もA
•よ,-
を丨

A
ん 

か
ん
»•
«
て
5
せ
5
が
く
こ
>

一
两
九
千
六
71
七
十
三
圓
(
九
?a
•一：十
五
圓
)

神
崎
町
小
學抆

』
 

a
ん 

A
ん

.1
ん
か
:Xせ

一

离
八
千
八
n
七
十
二
圓
(
二
74
六
十
六
圓
)

本
川
小
舉抆
 

一

萬
八
千
二
百
十
五
圓
(
七
?f
間
)

比
治
山
小
學
校
一
两
六

千
?1
二
十
圓
(九
十
五
圓
)

旅
瀬
小

學

校

一

萬
五
千
五
百
四 

十
一
圓
(
一
千
六
?f
二
十
六圆

)
天
滿
小
樂
校
一
琛
四
千
八 

百
五
十
圓
(
六
K
六圆

)

草
^
:
小
學
校
一
两
三
千
？5
九
十
九

*
ん 

ん

.J
ん
tĉ
r
/.
i
,
•か
ぅ

回
(
：九
千
二
71
七
十
八圆

)

觀
音
小
果
校
一
禹
一
千
八
百
六 

十
八
圃
(
二
行
：二
圓
〕
等
で
ぁ
〇
ま
す
"

賞

與

凳

を

慰

間

金

に

差

出

す

術

紀

鬱

吼

七

TT
&
K?.



事
の
方
に
獻
金
し
た
い
御
意
志
が
あ
つ
た
の
で
、
未
亡
人
て
い
子
さ

<*
»■>
つ 

に
.® 

ご

；

C

い

に

ち

□

c
6

v 
ん
れ
う
し
}-J

»*
と

ん
は
十
一
月
十
九
日
の
御
命
日
の
日
に
降
軍
海
革
兩
省
を
訪
づ
れ
、
 

主
人
の
®
志
を
つ
ぎ
、
軍
眾货

と
し
て
五
十
萬
[RI

宛
•
獻
納
さ
れ
ま

M
f
c
く
し
ど
も
え
*

P

じ 

ベ
。
♦
や
， 

4
1

に 

□
と

し
た
。
私
共
も
姚
時
か
ら
勉强

し
て
三
谷
さ
ん
の
や
う
な
人
に
な
り

せ

か

»•

't
t
ĥ

ま
し
よ
ぅ
皇
國
の
た
め
世
界
の
た
め
に
働
き
ま
せ
う
。

，
►
・ 

» 

* 

r 

と

令
1
げ
ん
か
ば
r
fx
<r
ん 
u
«
»i
•か 
<
か
5

15
り
！»
か
5
*
い

敎
育
座賧

會
富
山
縣
河
北
郡
大
揚
小
學
校
で
は
、
自
力
更
生
の

こ
<
«
んr

•く 

け
3
い
く 

し
ん
?»
く

*
<,
1>
ん
ら
い 

だ
ん
ぢ
よ
才
い

nん

根
本
策
は
敎
育
の
振
作
に
あ
り
と
い
ふ
の
で
•
先
般
来
、
男
女
青
年

い
て
®
明
を
な
さ
い
ま
し
た
の
で
、
ま
た
軍
祺
上
に
も
大
き
な
手
柄 

を
な
さ
れ
た
方
で
有
り
ま
す
。
此
度
の
満
蒙
戰
亂
以
來
、
何
か
とL

准

忠
・
典谈

諧

断
K
六

影

—

sl二
船
と
ぃ
ふ

r,
乂
さ

こ 
-A

に 

だい 

i*

たら 

ざ
いr>/v

ん
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
此
の
方
は
一
代
で
ぅ
ん
と
働
い
て
財
淹
を 

作
〇
上
げ
た
方
で
、
傍
ら
公
共
事
業
に
も
よ
く
力
を
竭
さ
れ
、
殊
に 

日
露
戰
爭
の
時
に
は
海
軍
砲
に
使
用
す
る
藥
筐
用
の
典
檢
製
造
に
就

兒
重H

ュ
ー
ス
績
報

希5

K
等
を
お
互
に
腹
藏
な
く
交
換
し
て
犬
に
得
る
所
が
有
つ
た
そ
ぅ 

で
す
な
ほ
學
校
側
ょ
〇
の
希
望
と
し
て
父
兄
ょ
〇
兒
童
の
美
點
、
缺

て
，？ 

じ
ど
ゥ
し
や
ぅ
ら
一
會
？
， 

か

て

、.
 

V
-
5
*
» 

•
1
5 

つ
ぶ 

し
ん
こ
く

點
，
兒宽

將
來
〇1
希
望
、
s<

鹿
に
お
け
る
動
靜
等
を
具
Ĵ

に
申
苦
す

し

.»
し 

い
ん
5
つ
ぶ
つ 

广
> 

>
5
し

'X
•
ふ

L-

z
i

る
や
ぅ
、
主
旨
の
印
刷
物
に
添
へ
て
そ
の
用
紙
を
配
布
し
て
，
兒龙
 

環
境
調
査
表
を
作
製
し
て
實
際
に
即
す
る
敎
育
に
邁
^
-
る
こ
と
に 

な
り
ま
し
た
が
、
此
の
八
止
て
は
河
北
郡
と
し
て
も
例
の
な
い
試
み
と

せ
”»»-
?
*J
a
ぃ
 

>
fc
i

し
て
、
成
線
を
大
に
期
待
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

圃
を
は
じ
め
、
村
民
一
同
を
動
か
し
、
座
能
會
に
或
は
映
寰
に
大
に

*
いしん 

かr

せ3 

ザ 

が
く
け3
いく 

い
>

<
h
v
ir

ん

そ
の
精
神
の
高
唱
に
つ
と
め
、
小礤

敎
育
が
如
何
に
完
全
す
る
も
、
 

父
兄
と
の
述
絡
が
な
け
れ
ば
片
手
落
と
な
る
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
言
ふ 

の
で
、
七
八
®
U

に
わ
た
つ
て
、
午
前
九
時
か
ら
、
父
兄
達
を
學
淤 

に
招
待
し
て
、
授
業
の
«
際
を
兒
せ尙

，
敎
育
座
談
會
を
開
き
，
又 

別
室
で
は
全阈

及
縣
下
生
徒
兒宽

C

阃

»
成
績
等
を
掲
げ
示
し
て
、
 

敎
育
の
實
織
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
こ
の
兩
日
の
座

«
ん

く

h
い

<•
»
(>
ふ

c>
ん

r-.
l»
5
5 
ん
，、
わ
ん 

ふ

け
 

t
fc
B

•;
•

►
*

談
會
と
授
業I

般
の
自
由
參
觀
と
に
ょ
り
、
父
兄
達
も
ょ
く
授
業
の 

實
際
を阶

る
こ
と
が
で
き
・
敎
育
に
對
す
る
理

M :

を
す
、
め
、
座
談 

會
の
方
で
は
、
父
兄
の
學
校
に
對
す
る
希
望
•
學
校
か
ら
父
兄
へ
の



がい 

3

ら 

ち
が
く
じ
や
.フ
 

だい•!>•
い

害
し
ま
す
が
、
更
に
智
學
上
に
も
大
害
が
あ

蟲
の
寄
生
と
な
り
、
可
愛
い
子
供
の
健
康
を

犯
さ
れ
る
の
も
こ
ふ
い
ふ
子
供
で
あ
り
ま
す

ほ
か 

え
い
や
5 

ふ

n
う 

む
しfi 

げ
ん
6
ん

く

こ
の
外
、
榮
養
の
不
良
が
虫
歯
の
原
因
や
蛔

童
で
あ
り
ま
す
0

大
き
く
な
つ
て

で呼
吸
器
型
虚
弱
兒 

と
も
、
呼
ば
れ
る
兒

等
の
病
氣
に
も
か
X

り
や
す
い
子
供
が
こ
れ

し
1

ぅ
〇

風
邪
に
掛
か
〇
易
く
、
身
體
が
瘦
せ
、

し
い
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
然
か
も
こ
れ
ら
の 

榮
養
素
が
不
足
す
る
と
、
甚
だ
發
育
が
お
く 

れ
る
の
み
な
ら
す
抵
抗
力
も
弱
く
な
つ
て
、
 

虛
弱
體
と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
在

•か
く
'
どぅ 

わり 

i
!

つ 

い
 

ぎ
よじ
や
く

學
兒
童
の
-：，ヽ
割
に
達
す
る
と
云
は
れ
る
虛
弱

じ
-

5

-
い
は
。
 

え
や̂4
そ 

ふ
そ
く

兒
童
の
大
半
が
、
こ
れ
ら
の
榮
養
素
の
不
足 

に
基
づ
く
と
い
ふ
事
實
を
見
て
も
わ
か
り
ま

り
ま
し
て
、
實
驗
に
よ
〇
ま
す
と
、
榮
^ :
の 

わ
る
い
子
は
、
ど
ぅ
し
て
も
そ
れ
の
良
い
子 

に
は
叶
は
な
い
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
ま
し
た 

ま
た
榮
養
障
害
か
ら
來
る
失
明
も
あ
り
ま
す 

ヴ
ィ
タ
ミ
ン
A

の
缺
乏
か
ら
、
角
膜
の
障
害

こ 

や
も
う
ノ
了
ノ 

や 

「
しJ-

う

を
起
し
、
夜
盲
症
と
な
り
ま
す
"
夜
盲
症
を 

長
引
か
す
と
盲
目
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。

4

!
い 

か
ん
ゆ
。

の 

i

5

こ
れ
に
對
し
て
は
肝
油
を
飲
ま
せ
れ
ば
豫
防 

出
来
る
も
の
で

て
お
い
て
い
た
kr

き
た
い
も
の
で
す
。

孑
供
の
こ
よ
み
一
月

1
1
1

1

1
1
1
1
1

・
・ 

は
.
n
! t
»->>
ば
い
が
し
ぎ 

か
な 

ゆ

元
日
四
方
拜
拜
賀
式
に
は
必
ら
ず
行

ご

ぐ 

か
志
さ
、
 

し
よ

き
ま
せ
ぅ
、
午
後
は
お
母
様
と
御
一
緖 

に
惠
方
詣
に
參
〇
ま
せ
ぅ
。

■
 
» 

加
さ
各 

か
*
各 

て
I
I

日 

書
初
め
書
初
め
は
手
が
あ
が
る 

と
言
ひ
ま
す
か
ら
、
奮
發
し
て
書
き
ま

せ
う
0

五
日
こ
の
日
に
新
年
宴
會
が
あ
り
ま
す
。 

六

日

門

松

は

取

の

か

れ

ま

す
0 

七

日

七

種

粥

昔

、
唐
の
國
か
ら
人
間

ち 

す 

A
<
C
5 

i

の
血
を
吸
ふ
惡
鳥
が
飛
ん
で
き
ま
し
た 

の
で
、
そ
の
鳥
の
嫌
ひ
な
な
ぐ
さ
、
な 

づ
る
を
陰
べ
た
こ
と
か
ら
、
こ
ふ
い
ふ

こ
と
!x

じt

事
が
初
り
ま
し
た
。

八

日

觀
兵
式 

い
さ
ま
し
い
兵
隊
さ
ん 

の
練
習
を
見
に
行
き
ま
せ
ぅ
。

十
日
初
年
兵
入
營
皆
樣
も
大
き
く
な 

つ
た
ら
兵
隊
に
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

十
四
日
注
連
飾
が
な
く
な
り
ま
す
。

十
五
日
小
豆
粥
を
た
べ
る
日
で
す
。

・
 

・』
 

や
：

i

いり 

こ
舂
3

6
3

十

六

日

籤

入

小

僧

さ

ん

た

ち

が

、
淺 

草
な
ぞ
へ
遊
び
に
ゆ
く
日
で
す
。

I
I

十
八
日
ぉ
で鲥

さ
ん
の
鼯
は
ふ
0 °
で
す
。

------2 7 ——



生
懸
が
に
筆
を
振
る
ひ
、
わ
づ
か
な
時
間
に 

そ
れ
-
^
-
の
個
性
の
現
れ
た
作
品
を
作
つ
て 

び
つ
く
り
さ
せ
た
相
で
す
。

硏
究
發
表
と
し
て驴

概
把
影
は颳

燃
の 

敎
育
生
活
の
精
神
に
つ
い
て
こ
ぅ
語
ら
れ
ま 

し
た
。

い
ま
、
で
は
，
中
學
校
へ
入
學
す
る
準
備 

の
勉强

だ
け
を
、
重
に
や
ら
せ
て
ゐ
ま
し

L
ょ
く
，
ふ
て
*
こ

*
- 

か
い
て
1

け
う

た
が
、
そ
ふ
い
ふ
職
業
的
、
機
械
的
な
敎 

育
法
を
全
廢
し
て
、
教
師
が
生
徒
に
親
子 

の
情
を
以
て
接
す
る
"
即
ち
子
供
の
幸
福

を
は
か
る
愛
と
祈
り
の
心
持
で
教
育
を
行
ふ 

の
で
ぁ
り
ま
す
。

て
/) 

ち
か
ら 

せ
つ
め
い

と
い
ふ
點
を
力
を
こ
め
て說

明
さ
れ
、
つ
い

今
•ょ

せ

，
'
ん
だ

5

!!
,? A

う

け

う

.*
く
せ
い
く
〇
つ 

7
つ
3
い

で
淸
瀨
訓
導
の
「
本
校
敎
育
生
活
の
實
際
と 

技
-能
科
敎
育
に
對
す
る
立
場
」
と
い
ふ
講
演

ひ
き 

さ
ん
く
h
ん
し
や 

L
つ
*
-
.

？：  
5

が
あ
り
、
引
つ
V

い
て
參
觀
者
と
の
質
疑
應

出
来
る
程
も
つ
て
ゐ
る
の
で
は
有
ま
せ
ん
。
 

そ
れ
は
使
ふ
後
か
ら
補
充
し
て
ゆ
く
の
で
す

^
n
z
\ 

ま
い
に
ち
し
よ
く

t
つ

吾
々
が
毎
日
食
物
を
と
る
の
は
、

そ
の
た
め 

な
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
食
物
が
ヱ
ネ

で
*-

-り

動
力
が
ヱ
ネ
ル
ギ
ー
で
有
ま
す
。

1
1不
ル
ギ
イ
は
一
生
涯
，
働
く
こ
と
が

どうりょく

6
9

答
が
行
は
れ
ま
し
た
。
新
し
く
生
れ
、
し
か

か
•フ
く

t>
ゐ
い 

.、
の 

’
 
Ŭ
/.:
け
ぅ
い
く
は

ふ

さ

ん

く

h
ぐ

も
効
果
あ
る
愛
と
祈
り
の
新
教
育
法
は
參
觀 

者
に
非
常
な
感
動
を
與
へ
ま
し
て
四
時
散
會 

秘
し
ま
し
た
。

藥
養
と
い
ふ
こ
と
吾
々
は
、
い
つ
も

む

い

し

ん

た

い

•;
い
e
b
い

か

く

ぶ

<»
<
>>
••ら

無
意
識
に
、
身
體
の內

外
各
部
を
働
か
せ
て 

ゐ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
働
き
は
決
し
て 

無
代
償
で
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ゎ
せ
ん
。

b 
n
?
\ 

た
ハ
-
い 

あ 

げ
ん
ど
ぅ
り
ょ
く

吾
々
の
體
rt
に
は
。
或
る
原
動
力
が
あ
り
ま 

し
て
、
そ
れ
が
、
い
ろ
/
\
に
働
く
た
め
に

て
あ
し 

TĴ

こ
 

げん

手
足
は
動
き
出
す
の
で
あ
幻
ま
す
。
此
の
原

ル
ギ
イ
と
し
て
役
立
つ
た
め
に
は
、
其
〇
中 

に
ヱ
ネ
ル
ギ
ィ
に
な
る
、
根
源
の 

各
種
の
築
養
分
が
ふ
く
ま
れ
て
ゐ
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
そ
れ
は
、
脂
肪
，
含 

水
炭
素
、
蛋
白
質
、
鹽
類
、
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
の 

五
大
榮
養
成
分
が
そ
れ
で
ぁ
〇
ま
す
こ
の 

榮
養

成
分
は
、
そ
の內

の
ど
の
一
つ
が
欠
乏 

し
て
も
、
吾
々
は
最
早
完
全
な
健
康
を
保
つ 

こ
と
は
出
來
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
す
か
ら
、
食
物
は
偏
ら
な
い
や
う
に 

吟
々
、な
做
を
r

へ
て
、
こ
の
五
大
榮纪

成
分 

を
萬
遍
な
く
、
と
ら
ね
ば
な
ゎ
ま
せ
ん
が

こ

と

:x
つ
い
<
y
か 

が
く
れ
い

-J-
じ

ど

う

殊
に
發
育
盛
り
の
學
齡
期
兒
童
に
お
き
ま
し

IX
つ
い
く
せ
い
て
う
*-
•す 

と<
7

つ 

え

.,

て
は
、
こ
の
發
育
成
長
を
助
け
る
特
別
な
榮 

養

素
を
と
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
の
ま
せ
ん 

そ
れ
は
、
リ
ジ
ン
•
チ
ス
チ
ン
•
ヒ
ス
チ
ヂ
ン 

各
種
ヴ
ィ
タ
ミ
ン

等
に
そ
の
作
用
が
最
も
著

2〇 ： ■



n
ん
け
い
く

b
く
か
く
加
ぅ
*
<
•
.*-,
く

*J
こ
な 

め
5

ね
ん
ど

年
計
畫
の
各
校
增
築
を
行
ふ
や
ぅ
に
明
年
度 

の
豫
算
を
立
て
る
こ
と
に
き
め
ま
し
た
相
で 

す
。
そ
れ
が
出
来
ま
す
れ
ば
二
部
敎
授
は
し 

な
く
て
よ
い
わ
け
で
、
實
際
こ
の
二
部
敎
授 

ほ
ど
子
供
達
に
と
つ
て
不
平
な
も
の
は
な
い 

の
で
あ
り
ま
す
。

ま
し
た
。

會
は
先
づ
實
地
の
指
導
と
し
て
、
生
徒
の
圖 

畫
、
手
工
、
書
方
、
裁
縫
、
唱
歌
、
運
動
等 

の
實
習
を
二
時
間
に
わ
た
つ
て
行
ひ
ま
し
た 

そ
の
間
、
生
徒
か
ら
先
生
へ
の
質
問
•
ま
た 

先
生
の
御
答
へ
等
の
一
つ
一
つ
X

も
、
親
と

a
ん 

あ 

さ
-っ
こ
，
〇

a
ん 

も
つ 

し
ヤ 

t
d 

ぎ

の
ぅ
く
t»
け
ん
*
一
ぅ
け
•
つ
び
よ

-
x
h
t
i

(I

圓
を
合
は
せ
て
總
工
費
百
萬
圓
を
以
て
五
ケ 

者
を
招
い
て
技
能
科
の
研
究
發
表
會
を
催
し

も
妃
ら
ず
、现

故
で
は
八
學
亂
の
二
部
教
授 

を
行
つ
て
ゐ
る
仕
末
で
あ
り
ま
す
の
で
明 

年
度
の
初
に
は
最
少
限
度
廿
五
學
紘
の
二
部 

敎
授
は
免
れ
ぬ
と
こ
ろ
と
見
ら
れ
て
を
り
ま 

す
。
新
し
く
出
来
る
槻
田
學
校
の

X
費
廿
萬

せ
る
こ
と
に
全
力
を
そ
、
ぎ
新
し
い
敎
育
法 

を
以
て
進
ん
で
ゐ
る
學
校
で
す
が
、
創
篥
以 

ぎ
一
一
特
に
な
り
ま
す
が
、
着
々
と
し
て
進
步 

の
あ
と
を
見
せ
て
を
ゎ
ま
す
。
第
一
囘
の
試 

み
と
し
て
、
二
十
九
日
午
前
九
時
か
ら
、
兵

_ゴ

け

.？
仁
ぅ
含
ょ
く
し
1(|>
さ
ぃ 

も

と

:r
;,i «
け
う
い
く
く
',
.-?け
い

庫
縣
當
局
の
主
催
の
下
に
縣
下
の
敎
育
關
係

定
は
二
千一一

百
名
の
多
數
に
上
る
見
込
み
で

愛
と
祈
り
に
育
つ
神戶

長
田
小
學
校
で

が
0

ぅ
す
.5 

が
く 
R
5 

t 

し
よ
く
げ
ふ
て
a-
t

か
い
て
® 

け
'
い
く
ほ
».5
, 

» 

Z

從
つ
て
學
級
數
も
N

百
二
十
三
學
級
か
ら
增
は
職
業
的
、
機
械
的
な
教
育
法
で
は
ほ
ん 

す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
各
學
校
と
も
昭
和

三 

と
ぅ
の
人
間
を
作
る
こ
と
力
出
來
な
い
と
.̂ 

粒
ょ
り
三
ヶ
般
！

も
っ
て
百
萬
圓
を
投
ふ
B

マ
 1

で
、
兒
見
に
愛
と
祈
り
の
念
を
持
た 

げ
肥
し
擴
張
に
つ
と
め
ま
し
た
が
、
こ
れ
で

あたら

け*>いく̂
・

デ
ル
を
取
り
卷
く
叫
五
年
生
百
餘
名
が
、

と 

**

い
ふ
同
校
の
モ
ッ
ト
オ
が
、
ぅ
か
kr
は
れ
ま 

し
た
。
そ
の
外
、
兒
童
の
製
作
品
展
凳
會
に 

は
鐵
カ
ブ
ト
、
竹
細
工
の
手
紙
、
重
量
の
測 

定
機
、
大
艮
の
灰
皿
等
は
、
い
ま
k

で
糜
物 

と
し
て
葉
て
た
も
の
を
利
用
し
た
上
に
、

一 

步
ZP
す
X

め
て
藝
術
品
に
ま
で
仕
上
げ
た
も 

の
で
、
見
る
•八
を
大
層
®
心
さ
せ
ま
し
た
。 

圖
畫
の
實
習
と
し
て
は
同
校
が
自
慢
の
十

ぶ
ん
*.
ん

J8
こな 

.•よ
*い

分
間
ク
ロ
ッ
キ
ィ
が
行
は
れ
て
、
女
生
の
モ

ど
5か
•フ

こ

n
»:
ひ 

？
る 

じ
5»
<\

子
が
、
お
互
に
い
つ
く
し
む
、
美
は
し
い
情 

愛
を
こ
め
て
，
す
べ
て
に
愛
と
祈
り
の
敎
育 

方
針
が
ぅ
か
r

は
れ
て
、
ま
こ
と
に
ゆ
か
し 

い
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
中
に
も
五
年
生
の 

手
工
慣
性
を
應
用
し
た
コ
マ
の
製
作
、
三
年 

生
の
珠
算
、
四
年
生
の
唱
歌
の
レ
コ
ー
ド

1 

賞
等
は
、
愛
と
祈
り
は
、
先
づ
手
先
か
ら
と
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ば
せ
た
ア
ー
リ
ン
•
ト
ン
ギ
ヤ
ラ
リ
ー
の
日 

本
人
形
展赞

會
で
ぁ
る
。
各
新
聞
は
「
藝 

術
國
日
本
」
と
い
ふ
題
で
盛
に
書
き
立
て
& 

ゐ
ま
す
。
こ
の
展
覽
會
は
小
ぢ
ん
ま办

.し
た 

も
の
で
、
出
品
數
も
僅
に
百
六
十
點
ぁ
ま
り

し
ゆ 

が
く
し
ふ
ゐ
ん
と
穿
ゎ
く
〇
い 

ざ
い
え
い
に
!i
ん
じ
ん
か

主
と
し
て
學
習
院
常
盤
會
と
在
英
日
本
人
家 

庭
か
ら
の
持
ち
寄
り
で
、
き
も
い办

は
日
本 

ビ
ィ
キ
で
有
名
な
ス
ヱ
ー
ヂ
ン
グ
夫
人
と
松 

平
大
使
夫
人
を
中
心
に
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の 

小
さ
な
陳
列
揚
へ
は
初
日
か
らn

ン
ノ

1

卜

純
粹
な
日
本
品
外
國
へ 

ロ
ン
ド
ン
の

ま

ん

な

か

せ

か

い

A.
5
加
つ
ん 

x
+
rx
せ
5
て
ん
V
い

眞
中
世
界
一
の
高
價
品
を
商
ふ
商
店
街
の
ボ 

ン
ド
•
ス
ト
リ
ー
ト
に
純
粹
の
日
本
文
化
を 

繁
す
る
一
廓
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
に
は 

や
さ
し
い
三
月
の
お
雛
樣
や
、
勇
し
い
五
月

む
し
や
！
一
ん
*』？-

5 

え

•*
こ
く 

よ
ろ
こ

の
武
者
人
形
を
飾
つ
て
、
英
國
の
人
々
を
喜

I5-
ビ
5 し

！
.  

つ
く

•k
'

ぶ
自
動
泉
を
作
る
の
が
よ
い
と
思
ひ
ま
す

觀
脊
像
〇
丨
マ
ン
ス
ず
つ
と
齡
し
の
こ

と
で
す
が
、
大
正
十
一
年
に
東
京
上
野
で
平

b
!i
く
ら
z
) 

<
z
b

い 

と
き 

ふ
,
、び
ĵ

と
ぅ

和
博
覽
會
が
あ
り
ま
し
た
時
、
福
引
で
一
等

く
,-
>,»•>
お，？さi 

い
 

たいへん 

へぅ

に
觀
音
樣
が
あ
た
る
と
云
ふ
の
で
大
變
な
評

;f
ん 

じ
ん
り
5
し
や
ふ

判
で
し
た
が
、
あ
て
た
の
は
人
力
車
夫
で
し

い
で
大
入
滿
員
、
貧阈

皇
后
陛
下
は
メ
リ
ィ 

内
親
王
を
御
同
伴
、
し
げ
—

各
品
毎
に
御

め 

と 

*-44 

くh
い
じ
-P
5
K
V*

目
を
止
め
さ
せ
ら
れ
、
あ
の
狹
い
會
場
内
に 

四
十
五
分
も
御
立
ち
に
な
つ
た
相
で
松
平
大

し
ふ
*••い
 

r
!I

い
め
ん
i i
く

使
夫
妻
も
大
に
面
目
を
ほ
ど
こ
し
ま
し
た
。

5

-

-

 
-
5
7 

で

/V.
A

其
の
後
、
ョ
ー
ク
公
妃
殿
下
、
ヱ
9

ザ
ベ
ス

ぢ
よ
わ
ぅ
17
6
-

A 

，こn 

か
ぅ
— 

>
■-
ぎ

女
王
殿
下
等
、
高
貴
の
方
、
ひ
き
も
切
ら
ぬ 

有
樣
だ
っ
た
相
で
す
。

相
夫
人
等
、
宮
.廷
政
界
の
名
流
夫
人
、
バ
ー 

ナ
ー
ド

•
シ
ョ
ウ
な
ど
の
文
豪
な
ど
、
ffl̂
次

ボ
ー
ル
ド
ウ
イ
ン
樞
相
夫
人
、
サ
イ
モ
ン

妃
殿
下
を
始
め
、
宮內

大
臣
ク
ロ
ー
マ

校
兒
童
の
增
加
#
が
全
國
で
も
一
、
二
番
に 

あ
る
の
で
有
名
で
す
が
、
八

i

の
增
加
豫

子
供
の
國
九
州
の
八
幡
市
で
は
、
小
學

太
郞
(
一二
四
)
さ
ん
で
あ
の
ま
す
。

o
i 

かんだ 

さ
きr

う 

ふ
じ
か
!X
か

こ
の
人
は
神
田
三
崎
町
三
ノ
ー 

三
の
藤
川
嘉

た
、
運
が
向
い
た
の
で
す
か
ら
商
賣
を
初
め 

る
の
が
よ
い
と
す
、
め
る
の
で
、
車
屋
さ
ん

く
わ
ん
お
ん
さ
史
て
い
に
ぅ 

袅

ん

は
觀
音
樣
を
低
當
に
い
れ
、
六
百
圓
と
い
ふ 

金
子
を
得
て
、
そ
れ
を
元
に
商
賣
を
初
め
た 

の
で
ず
か
反
へ
つ
て
千
圓
と
い
ふ
借
財
が
出 

來
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
其
の
息
子
さ
ん
は
n v 

來
四
年
間
、
大
蔵
省
小
使
を
勤
め
、
毎
月
給 

金
か
ら
五
圓
六
圓
と
返
濟
し
、
昭
和
七
年
十 

二
月
七
日
に
目
出
度
く
全
額
を
皆
濟
し
、
十 

年
振
り
に
觀
音
樣
を
受
取
り
、
年
老
つ
た
お 

父
さ
ん
や
、
お
母
さ
ん
を
喜
ば
せ
ま
し
た
0

こ
れ
は
よ
い
物
が
當
つ
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つ
*
ア
メ
リ
カ
ン
•
ボ
ー
イ
ス
•
マ
ガ
ジ
ン 

(
A 

*
B
*
M
)
誌
に
奇
拔
な
懸
賞
論
文
が
現
れ 

ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
ど
ぅ
し
て
B1
本
へ
行
き 

た
く
な
り
ま
し
た
か
」
と
い
ふ
題
で
、
國
際 

觀
光
局
が
こ
れ
に
當
選
し
た
少
年
少
女
を

に
ほ
ん
け
ん
«
つ
 

せ
う
^
»'*
.»
い，:'
Lh
»s.

日
本
見
物
に
招
待
す
る
と
い
ふ
計
畫
で
ム
；̂

し 

'
ん

e
b
rが
う
せ
い
し
き
は
つ
べ
3

M

誌
一
九
三
三
年
一
月
號
に
正
式
發
表
さ
れ 

旅
行
の
日
割
表
も
同
時
に
揭
載
さ
れ
る
相
で

た
"

日
本
見
物
の
ア
メ
リ
カ
少
年
少
女
亞

■?>
b

か
ぜ
ん
ど 

*ん 

どくしや 

fc

米
利
加
全
土
に
わ
た
っ
て
百
萬
の
讀
者
を
持

a
A

*

チ
ン
^
^
と
や
る
方
で
す
。
こ
の
落
ち
つ

/ 

い
じ
け
ん 

S

き
が
、
ぁ
の
や
ぅ
な
大
事
件
に
會
つ
て
も 

騷
が
ず
、
適
宜
な
處
置
を
と
る
こ
と
が
出 

來
た
の
で
す
。
實
に
え
ら
い
と
思
ひ
ま
す 

今
日
早
速
兒
童
一
同
に
平
一
君
の
行
爲
を 

見
故
ふ
よ
う
に
Mv
ひ
き
か
せ
て
を
き
ま
し

す
。

艇
繁
資
格
は
ダ
米
の
十
六
歳
か
らI

不
菡 

ま
で
の
少
年
少
女
に
限
り
、
来
春
四
月
末 

日
ま
で
に
締
め
切
り
、
日
本
人
と
米
人
と 

立
會
ひ
の
上
審
査
し
、
當
潠
者
三
人
を
七

e

わ

つ

9-
ょ
こ
IX
ま
に
ふ
か
■.ノ

e
r

つ 

か
ょ
こ
(1
吏
し
|0>
つ

月
十
四
日
橫
濱
入
港
八
月
十
四
日
橫
演
出 

帆
ま
で
、
約
ー
ヶ
月
、內

地
朝
鮮
、
時
間 

が
ぁ
ま
れ
ば
滿
洲阈

ま
で
案
内
し
此
等
少 

年
少
女
の
純
な
氣
持
を
通
じ
て
、
文
明
國

じ

!5
ん 

て
ぅ
や 

5

っ
た

日
本
を
ア
メ
リ
ヵ
の
朝
野
に
訴
へ
ょ
ぅ
と

い 

じ
せ
つ
i'
ら 

こ
、
ろ

言
ふ
の
で
、
ほ
ん
と
に
時
節
柄
ょ
い
試
み 

と
し
て
目
下
評
判
で
ぁ
り
ま
す
。
監
督
と 

し
て
同
誌
の
婦
人
記
者
ミ
ス
•
ヱ
ス
ヵ
ー
・

ど
5
か
-p

i 

ひ
i
v

ド
ッ
ヂ
ャ
ー
が
同
行
し
て
來
ま
す
。

一
人

*
仁 

り
ょ
ひ 

a

ん

lI
か 

加
さ
く

當
り
旅
費
二
千
圓
で
、
そ
の
外
に
、
佳
作 

十
人
に
は
純
日
本
風
の
贈
り
物
を
す
る
相 

で
す
。

る
小
學
校
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

こ
つ
—'-っかう 

かH

ノ
 

丈
う
6
A-?

で
0'
彰
校
と
い
ふ
學
校
で
は
、
そ
の
幼
稚
園 

に
專
用
の
自
動
寒
が
出
来
て
園
兒
を
郊
外
の 

廣
揚
な
ど
に
運
び
出
し
大
空
の
下
で
遊
戯 

さ
せ
た
り
、
朗
ら
か
に
唱
歌
を
唄
は
せ
た
り 

し
て
、
の
び
<

と
伸
び
る
が
ま
、
に
伸
ば 

せ
る
こ
と
に
し
て
ゐ
ま
す
。
日
彰
校
に
か
ぎ

JU 

炉
く
く 

お
く
炉
ぃ
う
ん
ど
3
じ
や
5
S
C

ら
ず
、
他
の
學
區
で
も
、
屋
外
運
動
揚
に
惠 

ま
れ
ぬ
幼
稚
園
で
は
寄
附
金
が
集
れ
ぱ
こ
ふ

燈
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
つ
た
有
樣

で
誠
に
不
健
康
な
の
で
あ
り
ま
す
。
山
紫
水 

明
の
京
都
で
も
、
や
は
〇
市
の
中
心
部
に
あ

I 

・：・
 

I 

x
h
い

*
5 
が 
<
>«
5

幼

稚

園

自

動

車
都
會
の
小
學
校
は
、
ぃ

ね
つ
V
5 

ち
k
u
fc

つ
も
熱
閙S

巷
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
、
と
か 

く
建
築
は
立
體
的
と
な
〇
、
見
掛
け
は
如
何

りつは 

く
ゎ
ぅ让

ぐ
「う
ふ
う
°
る

に
も
立
派
で
あ
る
が
、
光
線
や
通
風
が
悪
く



は
正
午
か
ら
日
比
谷
公
園
大
廣
揚
に
於
て
M 

揚
會
を
開
き
、參
加
兒
童
一
千
名
に
先
着 

に
M
と
糸
と
を
進
呈
致
し
ま
す
が
、
當
日
雨

C
ん 

に
ち 

も
上
ほ

天
な
れ
ば
十
五
日
に
催
す
こ
と
に
な
幻
ま
す 

ま
た
十
四
日
の
土
曜
日
に
は
、
新
音
樂
堂
に 

於
て
午
後
一
時
か
ら
全
市
の
一
二
T4
の
小
學
校 

か
ら
女
生
徒
一
千
餘
名
が
參
加
し
羽
根
突
き 

競
技
會
を
催
す
相
で
す
。
こ
れ
は
優
滕
旗
の 

取
り
合
ひ
で
、
ま
た
種
々
の
賞
品
を
贈
呈
致 

し
ま
す
。尙

雨
天
な
れ
ば
二
十
一
日
に
延
期 

し
ま
す
。
又
來
る
二
十
八
日
か
ら
一
月
十
日 

ま
で
日
比
猝
公
園
陳
列
所
で
『
正
月
に
ち
な 

む
兒
童
手
藝
展
覽
會
』
を
催
し
ま
す
"
出
品 

は
來
る
廿
五
日
ま
で
に
、
H
錄
を
添
え
、
日 

比
#
公
園
事
務
所
ま
で
差
出
す
こ
と
、
出
品

ひ
ん
も
く 

た

こ

;-1
ね

:1
-/
|
 

い
.

U

 

づ

が
 

Ŝ

の
品
0
は
<
、
羽
根
、
羽
子
板
、
圖
畫
、
實

-
つ
t

け
い
そ
力
た
し
'
う
ぐ
0

冰
ぅ
ぎ 

ぐ
り
ぐ
ぐ 

し
J
9
l>
t
0
ん

物
橘
型
其
他
正
月
の
遊
戯
、
玩
具
•
手
藝
品

等
で
ぁ
り
ま
す
。

少
年
の
機
智
、强

盜
を
走
ら
す
ゎ
づ
か

十
三
歳
の
少
年
、
北
城
平
一
君
は强

盜
が
這 

入
つ
て
も
、
び
く
と
も
せ
ず
、
機
轉
を
利
か 

せ
て强

盜
を
走
ら
せ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
、
こ

せ

-tl
/v
だ

い

*
ん
〇
ん
て
，，
が
，、
•>•
•ン 

じ
ん
じ
や
う
ね
ん

の
少
年
は
第
一
錦
林
小
學
校
の
尋
常
六
年
一 

組
に
在
學
中
で
す
が
、
平
常
か
ら
沈
着
と
温 

和
な
點
で
、
友
達
の
間
で
評
判
が
ょ
い
少
年 

で
ぁ
り
ま
す
。
訪
問
の
記
者
に
少
年
自
身
が 

話
し
た
と
こ
ろ
を
御
紹
介
し
ま
す
と
こ
ぅ
平 

一
君
は
語
つ
て
ゐ
ま
す
。

iう 

加

4

みせ

お
父
さ
ん
の
歸
へ
り
を
待
ち
な
が
ら
店
の

ま 

i

け
い 

と
キ
'-■
だ
ょ

間
で
時
計
を
い
ぢ
つ
て
ゐ
た
時
に
激
つ
て 

入
つ
て
來
た
の
で
す
。
は
じ
め
は
お
客
さ

お
も 

う
ら 

だ
い
ど
こ
ろ
1x
5

ん
か
と
思
ひ
ま
し
た
が
、
裹
の
臺
所
の
方 

ま
で
、眞
直
ぐ
に
行
く
の
で
、
こ
れ
は
變
だ 

と
氣
が
つ
き
、
お
母
さ
ん
—
せ
つC

三
七
)

母
さ
ん
が
、
ど
ぅ
な
る
か
判
ら
な
い
と
思 

つ
た
の
で
，
つ
や
子
さ
ん
と
二
人
で
物
干 

鏖
に
上
つ
て
大
聲
で
怒
鳴
つ
た
の
で
す
。
 

す
る
と强

盜
が
逃
げ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。 

別
に
學
校
で强

盜
に
入
ら
れ
た
時
は
、
こ 

ふ
し
ろ
と
敎
へ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ 

ん
し
、
本
で
讀
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん 

が
、
急
に
氣
が
つ
い
た
の
で
ず
。

受
持
の
藤
田
先
生
に
伺
ひ
ま
す
と
、

あ
の
子
は
常
か
ら
、
ご
く
温
和
し
い
落
ち 

つ
い
た
子
供
で
す
。
物
を
言
付
け
て
も
キ

かあ

b

か

r

も

I
の
ゐ
る
奥
の
間
を
覼
い
た
ら
懷
か
ら
ビ 

力
^
^
光
る
ピ
ス
ト
ル
を
出
し
て
、
お
ど 

し
つ
け
て
ゐ
ま
し
た
。
僕
は
す
ぐ
二
階
に 

上
つ
て
お
婆
さ
ん
一
せ
つ
の
母
八
t 
(五
六
) 

—
と
つ
や
子
さ
ん(一

M
)
—

せ
つ
の
妹
—
を

よ 

おこ 

はう

呼
び
起
し
ま
し
た
。
放
つ
て
を
け
ば
、
お
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す
な
(X
み
ぎ 

サ

ノ
 

S

6
沁
は 

I 

» 

^
0
-

即
ち
右
の
兩
表
に
現
れ
て
ゐ
る
や
う
に
發 

育
、
榮
養
と
も
に
甲
が
增
加
し
、
丙
が
減
少 

を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ま
た
本
市
の
園
兒
及 

舉
童
の
體
育
が
、
向
上
の
道
を
辿
つ
て
ゐ
る

ものがた 

ほか 

1
6

の
を
物
語
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
外
、
疾

•へ
い 

沪
ん
し
つ
し
ig>
つ
せ
s•
l•
'
5»
う
け
う
と
5 

*
い

11
:1
む
れ
う

病
、
眼
疾
、
出
席
狀
況
等
に
於
て
も
槪
ね
良

前

年

度

本

年

度

增

減

(
百
分
率
) 

甲
二
〇
・
六
七
二
三
・
三
〇
ニ
・
六
二 

丙

ニ

ニ

•五

九

二

〇

•九

一 

一

•
六
八 

%
、
恋

は

c
n
分
率
り

前
S
 

本
年
度 

增
減 

甲

四

二

•〇

〇

四

二

•
ニ

ニ

〇

•三
二 

丙 

四
•
四
二 

四
*
三

四

〇

*〇
八

?

9

; i
つ
い
く
/
•
•
へ
う 

み

更
に
發
育
槪
評
を
見
る
と
.

し
効
果
が
現
れ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
う

く
て
長
い
」
身
體
の
改
造
運
動
に
、
ど
し
ど

ま
せ
ん
が
、
體
重
及
胸
園
に
於
て
は
、
增
加

用
の
小
さ
い
自
轉
車
で
出
場
し
た
相
で
す
。
 

童
話
御
進
講
本
會
評
議
員
岸
邊
顧
雄
氏 

は
、
お
廿
が
、
照
宮
殿
下
亂
七
回
御
誕
辰
に

く
れ
た
け
n
う 

し

*.
.7
 

b

や
う 

し

ゅ

•>♦
>う
b

つ
き吳

竹
寮
に
伺
侯
し
和
洋
二
種
の
童
話
を

た
っ
ぷ
り
の
パ
リ
の
小
猛
者
連
が
、

め 

a

*3
!l
n
ろ
«f
・ 

V.

9
目
拔
き
の
大
廣
場
ア
ン
バ
リ
ィ
ド
で
、
去

にちよぅび 

9
. 

せ
ぅ
乂̂
せ
ゥ
ぺ
よ
-?̂:»»

る
日
曜
日
に
、
十歲

ま
で
の
少
年
少
女
達
を

ち
3
し
ん 

ち

い

!;
て

ん

し

や

け

せ

し

し

(9

中
心
と
し
て
、
小
さ
い
自
轉
車
競
爭
の
選
手 

權
爭
奪
戰
が
行
は
れ
た
相
で
あ
〇
ま
す
。
參 

加
し
た
も
の
は
約
八
十
名
、
我
こ
そ
と
自
信

す
。

小
さ
い
選
手
巴
里
か
ら
の
通
信
に
、
パ

好
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
、
此
等
ょ
り
し
て
も 

決
し
て
成
績
の
い
つ
は
り
で
な
い
こ
と
が
わ 

か
り
ま
す
っ
市
當
局
で
も
、
こ
れ
に
力
を
得 

て
、
ま
す
<

體
育
の
向
上
を
は
か
る
べ
く 

そ
の
實
現
に
最
善
を
つ
く
す
そ
う
で
あ
り
ま

名
所
の
繪
葉
書
な
ど
を
椿
ら
へ
さ
せ
て
*
ク 

リ
ス
マ
ス
•
力

I
ド
と
し
て
子
供
達
に
送
つ 

て
や
る
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
五
六
年
の

せ
»»
と 

ょ
に
.？
 

せ
ん
せ
.*
3しづ 

4*

いにち+□
つ

生
徒
二
百
餘
人
が
、先
生
の
指
圖
で
、毎
日
熱 

心
に
、
そ
れ
の
製
作
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
ま
す
。 

め
て
た
ぃ
正
月
の
お
催
し
物

MI
煎
市 

公
園
課
で
は
、
明
年
の
初
に
日
比
谷
公
園
を 

中
心
に
し
て
兒
童
の
た
め
種
々
な
催
し
物
を 

す
る
相
で
あ
り
ま
す
。
先
づ
正
月
の
八
日
に

こ
し

御
進
講
申
上
げ
ま
し
た
が
頗
る
御
嘉
賞
を
賜 

つ
た
そ
ぅ
で
あ
り
ま
す
。

ク
リ
又
マ
ス
•
力
—
ド
深
川
靈
岸
町
の

?J
t
i 
<
サ
う
が
く
；，
っ 

かc

て
う
し
.

c

な

り

J
J
Y
せ

し

.;*

大
富
小
學
校
で
は
、
校
長
椎
名
龍
德
先
生
の

ご 

.
■
.
け
ん 

Ŭ 

こ
こ 

そ

ら

«

て
く

御
意
見
で
、
異
國
の
空
か
ら
母
國
を
あ
こ
が 

れ
て
ゐ
る
、
可
愛
い
日
本
の
子
供
達
に
、
日 

本
と
い
ふ
な
つ
か
し
い
國
を
よ
く
知
ら
せ
•て 

や
り
た
い
と
い
ふ
の
で
、
兒
童
達
の
作
品
や

----- 2 1 -------



は
兒
童
發
達
の
程
度
に
ょ
つ
て
定
め
ま
す
の

て
い
*-，
、ね
ん 

ハ

し

，-
 

か
•つ
か
ゥ
ゐ

で
、
低
學
年
は
「
孝
道
德
意
識
，
孝
行
爲
の

に
/
)
し
す 

ち
*つ
が
く
ね
ん 

か
う
だ
う
と
く
-*
し
*•-
 

か
•，
か
う

認
譏
」
中
學
年
で
は
「
孝
道
德
意
識
、
孝
行

ŭ
:
b
く
じ
•つ

か

4i
が
,
、

ねん.
 

V 

う
':--と
、い
，

.、.

爲
の
擴
充
」
高
學
年
で
は
「
孝
道
德
意
識
、

か
う
)-
う 

ぐ

h
く
じ
う
は
ん
せ
»*
、'
 
n.-ん 

す
k

孝
行
の
擴
充
反
省
批
判
」
と
、
段
々
に
進
め 

て
行
き
、
©-
週
一
回
、
特

に

「
孝
行
日
誌
を 

中
心
と
す
る
指
導
時
間
」
■を
設
け
て
、
實
地 

の
指
導
に
あ
た
つ
て
ゐ
ま
す
"

孝
行
日
誌
を
始
め
て
、
つ
け
る
時
は
ど
ん 

な
風
に
記
し
て
ょ
い
か
、
わ
か
ら
な
く
て 

小
さ
な
事
ま
で
も
書
い
て
喜
ん
で
ゐ
ま
し 

た
が
、
も
ぅ
一
月
も
賴
け
て
«
い
て
ゐ
る 

の
で
す
つ
と
馴
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た 

そ
う
し
て
此
の
頃
は
、
ら
く
に
何
か
の
云 

ひ
つ
け
に
，從
ふ
事
が
出
來
て
父
母
を
莫
ば

こ
i 

-

お

ほ

3-
>

ふ

.处

.

せ
る
事
が
多
く
な
つ
て
来
ま
し
た
父
母 

も
大
そ
う
嘉
ば
れ
て
居
り
ま
す
。
僕
は
孝

ま
し
た
が
、
自
分
の
名
前
を
云
は
す
に
立
去 

つ
た
の
が
、
山
田
校
長
の
耳
に
入
り
、
生
徒 

一
同
の
前
で
激
賞
さ
れ
た
相
で
あ
〇
ま
す
。

・ 

t
z
、
!?
二 

き
よ
ぢ
つ
し
P

子
供
は
肥
る
都
會
の
居
住
者
は
、
ど
ぅ 

も
身
體
が
弱
く
な
る
の
が
缺
點
で
あ
力
ま
す

ス
ヵ
ー
ト
の
ま

1
、
飛
び
込
ん
で
救
ひ
上
げ

と 

こ

こ
れ
は
一
兒
童
の
孝
行
日
誌
に
對
す
る
感
想 

を
述
べ
た
も
の
で
す
。

-

・

t:
%
!-
か
し
か 
A
•か
!i
:t
ら 
i

s

た
つ

勇
ま
し
い
女
性
高
岡
市
上
川
原
町
龍

を

て

う

ぢ

よ

か

；5

、•
.
、
さ〇

こ

、
,
-
-
一
 

か

せ

ラ
ĴT
CI
ろ

雄
長
女
金
井
朝
日
子
(=_ッ
)
が
三
日
正
午
頃

じ

；，-く

ふ

?
,
) 

ほ

i«
'i
し

り

う

な

か

じ

も

加

は

べ

り

¢>
4

自
宅
附
近
の
千
保
川
支
流
中
島
川
緣
で
遊
ん

ふ
か 

じ
や
：
よ 

か
-i
rj:
.'r
を

で
ゐ
て
深
さ
H

尺
餘
の
川
中
へ
こ
ろ
げ
落
ち 

ま
さ
に
溺
死
せ
ん
と
す
る
の
を
•
折
よ
く
通 

り
掛
っ
た
射
水
郡
伏
木
町
湊
町
縣
立
高
岡
髙

と
•フ
ぢ
よ
»•
く
か
う 

ね
ん
で
い
つ=

>
ヤ

1¢»
み
二 

咏
う
か
ん

等
女
學
校
三
年
生
釣
谷
弓
子
が
勇
敢
に
も

行
日
誌
に
善
い
事
を

w
く
の
が
樂
し
み
で 

®
日
開
い
て
見
て
は
喜
ん
で
居
ま
す

が
、
此
は
是
非
何
と
か
改
良
し
な
け
れ
ば

SんV!

い

な
ら
ぬ
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ
〇
も 

先
に
、
兒
童
の
そ
れ
か
ら
改
良
す
る
こ
と
が

ひ
つ
え
5 

い 

お
!i
5
か
し
fc
う
含
よ
く

必
要
で
あ
る
と
言
ふ
の
で
、
大
阪
市
當
局
で 

は
、
夙
に
此
の
點
に
力
を
そ

X
ぎ
、
さ
き
に 

體
育强

調
の
事
項
と
し
て
、
日
光
、
空
氣
、
 

運
動
，
榮
養
、
清
潔
、
休
養
の
六
項
目
に
つ 

い
て
、
實
施
を
は
か
り
、
學
梭
生
活
に
そ
れ 

を
と
り
入
れ
て
や
つ
て
き
ま
し
た
が
、
此
の 

効
果
は
に
現
れ
て
參
り
ま
し
た
。
即
ち 

試
み
に
今
、
昭
和
七
年
度
の
園
兒
及
學
童
の

L
ん

-
い
け
ん
3

へ
•フ 

も
つ 

が
ん
ね
ん 

も
の 

く
ら

身
體
檢
査
表
を
以
て
前
年
の
者
と
比
べ
ま
す 

と
J

前
年
度 

本
^
 ̂

增 

體

重

二

四

•
五覎

二

四

•
七

〇

•
二 

胸

圍

六

〇

・

八

極

六

7
|

〇
・
三 

身
長
一
二
〇
•
八

鯉

三

〇

•
八

〇

右
の
や
ぅ
に
、
身
長
に
於
て
は
變
化
は
あ
ゎ
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せ
よ
ぅ
と
す
る
た
め
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 

れ
で
術
±:
の

か

ら

、
交
通
の
狀
態
、
さ 

て
は
、ĉ4

の
系
統
な
ど
を
、
わ
か
つ
て
ゐ
る 

つ
も
り
で
實
際
は
充
分
に
わ
か
つ
て
ゐ
な
い

把
紫
の
把
ん
で
ゐ
る
土
地
を
ょ
く
調
べ
さ
せ 

て
、
也
A(
に
依
賴
せ
ず
自
力
で
硏
究
を
や
ら

こ
と
に
故
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
子
供
達
に
自

兒
童
か
ら
鄕
土
の
研
究
に
神
奈
川
縣

こ

{
す

ぜ

ぅ

が

く

か

ぅ

じ

り

3-
か
ン
せ
ぃ
..\

\

 

v
い 

>
.

し
、*、
ふ

子
安
小
學
校
で
は
自
力
吏
牛
時
代
の
一
の
企 

て
と
し
て
、
近
頃
二
千
名
あ
ま
り
の
全
校
生

t
j 

じ

ぶ

ん 

ち
i *
ら

こ

き

や

•フ

;»■
ん
r *
-5
> 

卜

.

>

徒
に
自
分
の
力
で
鄹
土
の
妍
究
を
や
ら
せ
る

畫童才九ツイド

も
の
を
、
は
つ
き
幻
と
誰
の
指
導
も
受
け
す

じ

«:
ん 

ち
か
ら
け
ん
考
5 

0
•
 

こ
S 

„

に
自
分
の
力
で
硏
究
さ
せ
て
吞
み
込
ま
せ
る 

の
で
あ
り
ま
す
。

近
く
全
校
生
徒
の
硏
究
發
表
會
を
開
く
こ 

と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
ど
ん
な
天
才
硏
究 

家
が
私
れ
出
る
か
、
興
味
の
あ
る
こ
と
で
、
 

兒
童
も
い
ま
一
生
懸
命
に
鄕
土
に
關
す
る
硏 

究
材
料
を
あ
さ
つ
て
ゐ
ま
す
。尙

兒
童
が
兎 

め
た
研
究
資
料
は
教
材
と
し
て
不
足
な
と
こ 

ろ
は
先
生
が
補
ぎ
足
し
て
皆
に
見
せ
る
の
で 

あ
り
ま
す
が
兒
童
の
手
に
よ
り
自
力
更
生
の

兒

童

ニ
ユ
ー
ス

企
で
と
し
て
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
相
で
あ
り
ま 

す
。

兒

童

の

孝

行

日

誌

茅
ヶ
崎
松
林
小
學 

m

で
は
、
ま
づ
自
分
の
身
近
か
な
こ
と
か
ら 

進
む
べ
き
道
を
開
か
せ
よ
う
と
い
ふ
の
で 

霧

の

觀

に

5 5
的
^

の
献
r

BBt
船 

す
る
修
fr?
F

致
し
ま
せ
う
、
毎
日
父
母
を
善 

ば
せ
る
事
を
つ
と
め
ま
せ
う
」
と
十
月
の 

挪
め
に
「觀
ひ
」
を
f

て
さ
せ
、
孝

道

へ

の
19 

紀
1

に
つ
と
め
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
た
め
に
尋 

| 

二
以
上
の
兒
童
に

-
、
父
母
の
命
令
に
從
ふ 

・ー、
父
母
を
甚
ば
せ
る

と
い
ふ
二
項
に
つ
き
、
日
々
の
實
際
の
行
を

しる 

じ
：.I

•っ
か
く
じ
4-
5
Ŭ 

た
Jf
fcベ

記
さ
せ
兒
童
各
自
の
行
爲
の
正
し
い
か
正

け
ん
せ
い 

ふ

» 

け
3
し

し
く
な
い
か
を
反
省
さ
せ
、
父
母
、
敎
師
の 

險閱

を
受
け
さ
せ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
が
指
導



あ
る
な
ど
い
ふ
錯
斃
を
起
さ
な
V*

で
、
小
さ
い
者
ほ
ど
眞
劍
に
骨
の 

折
れ
る
敎
育
の
仕
事
を
考
へ
て
貰
ひ
た
い
。
野
末
の
棄
石
の
や
う
に 

世
間
か
ら
棄
て
ら
れ
て
世
を
終
つ
た
か
ら
と
て
、
誰
れ
が
今
の
奏
任 

何
と
か
の
先
生
ょ
り
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
、
フ
レ
ー
ベ
ル
が
偉
く
な
い
と 

言
ひ
得
や
う
ぞ
。
結
局
敎
育
者
は
棄
石
で
あ
る
。
酬
い
ら
れ
な
い
仕 

事
で
あ
る
が
、
同
時
に
尊
い
愛
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
れ
丈
け
に
人
の 

仕
事
を
理
解
し
、
人
の
努
力
を
尊
重
す
る
位
の
純
情
が
な
く
て
何
の 

-P

供
の
敎
育
、ぞ
や
で
あ
る
"*

最
後
に
私
は
愛
と
敎
育
に
就
て尙

一
言
を
附
加
し
て
此
稿
を
終
り 

た
い
。
米
^
植
物
界
の
偉
人
ル
ー
サ
ー
・
バ
ー
バ
ン
ク
は
、植
物
を
育 

て
る
に
も
愛
が
必
要
で
あ
る
、
愛
な
し
に
は
一
本
の
草
木
と
雖
も
本 

當
に
裁
培
し
得
る
も
の
で
な
い
と
言
つ
て
ゐ
る
。
結
局
敎
育
は
愛
で 

あ
る
"
愛
の
な
い
處
に
敎
育
は
な
い
、
レ
ー
ベ
ン
ス
タ
ィ
ン
の
馬
鹿 

親
父
と
呼
ば
れ
て
満
足
し
て
ゐ
た
フ
レ
ー
ベ
ル
に
は
、
千
供
愛
ょ
り 

他
に
何
物
も
な
か
つ
た
•
彼
の
心
は
子
供
に
對
す
る
愛
で
一
杯
で
あ 

つ
た
、
世
間
が
恁
う
思
は
う
が
、
社
會
が
ど
う
壓
迫
し
や
う
が
、
彼 

は
只
-r
供
と
一
緖
に
嬉
戯
し
て
さ
へ
居
れ
ば
満
足
だ
つ
た
。
了
寬
が 

そ
れ
だ
、
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
が
そ
れ
だ
。
か
う
し
た
本
當
の
敎
育
莕
の 

こ
と
を
考
へ
る
と
、
私
達
は
全
く
穴
へ
で
も
這
入
わ
た
い
様
な
氣
が 

す
る
"
要
す
る
に
、
敎
育
と
は
愛
よ
り
外
の
何
物
で
も
な
い
、
無
論 

多
く
の
人
に
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
や
フ
レ
I

ベ
ル
を强

い
る
こ
と
は
無
理 

で
あ
る
"
然
し
一
般
に
も
う
！
段
子
供
を
愛
重
す
る
念
を
加
へ
て
貰

，ひ
た
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
子
供
丈
け
で
な
く
他
人
の
子
供
も
愛 

し
て
貰
ひ
た
い
、
敎
育
は
只
幼
稚
園
や
學
校
丈
け
の
責
任
で
は
な
く 

社
會
が
、
個
人
が
、
不
用
意
の
間
に
其
責
任
を
分
ち
つ
X

あ
る
の
だ

「
環
境
ポ
人
を
作
る
」
と
云
ひ
、「社
會
は
一
大
教
室
な
り
」
と
云
ふ 

の
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
か
ぅ
し
た
點
か
ら
云
つ
て
私
達
は
世
人
が
今 

少
し
幼
兒
を
理
解
し
其
の
敎
育
と
愛
重
に
眞
劍
の
態
度
を
持
せ
ん
こ 

と
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
、
子
供
は
決
し
て
大
人
の
小
さ
な
も
の
で 

は
な
く
、
踏
た
る
別
個
の
存
在
で
、
云
は
V

吾
々
の
作
つ
た
文
化
の 

頂
上
か
ら
新
し
い
第一

步
を
踏
み
出
す
優
越
人
の
卵
で
あ
る
こ
と
を 

艿
へ
て
頂
き
た
い
、
そ
し
て
小
さ
き
が
故
に
輕
視
し
た
り
、
幼
き
が 

故
に
劣
等
視
し
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
立
派
な
一
個
の
人
格
•
 

一 

人
の
人
間
の
芽
生
と
し
て
充
分
に
之
を
愛
重
し
そ
の
發
育
を
保
護
し 

助
成
す
る
こ
と
に
111
人
一
般
が
努
力
し
て锨

し
い
も
の
で
あ
る
"

國
家
の
基
礎
は
其
子
供
を
教
育
す
る
に
あ
り
、
社
會
が
、個
人
が
、
 

兒
意
尊
重
の
氣
風
を
作
興
す
れ
ば
、
國
家
の
將
來
は
安
如
た
る
も
の 

が
あ
る
"
實
に
子
供
ほ
ど
愛
す
べ
く
而
も
貴
い
存
在
は
な
い
、
東
洋 

の
古
人
が
素
心
童
心
を說

き
、
特
に
あ
の
老
荘
家
で
さ
へ
が
嬰
兒
や 

素
朴
を
尊
重
し
た
の
も
誠
に
故
あ
る
哉
と
申
し
た
い
。

(
十
二
月
十
一
日
夜
稿
)
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あ
る
。
更
に
私
達
の
遺
憾
に
思
ふ
の
は
、
同
じ
敎
育
の
衝
に
あ
る
小 

學
敎
師
の內

に
、
ま
だ
多
數
幼
稚
園
の
敎
育
を
理
解
し
て
な
い
人
の 

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
幼
稚
園
を
通
つ
て
來
た
子
供
は
我
儘
で
不
可
な 

い
と
か
、
色
々
な
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
た
め
却
つ
て
不
注
意
、
不鸫
 

面
目
で
困
る
と
か
、
先
生
を
友
達
の
様
に
心
得
て
ゐ
て
統
御
に
不
都 

合
だ
と
か
、
種
々
非
難
す
る
樣
で
あ
る
が
、
之
は
少
な
く
共
幼
兒
敎 

育
の
何
物
か
を
知
つ
て
ゐ
る
箸
の
小
學
敎
師
と
し
て
は
受
取
れ
な
い 

言說

で
、
私
達
は
寧
ろ
さ
う
し
た
小
言
を
云
ふ
小
學
敎
師
に
對
し
て 

甚
だ
意
外
に
さ
へ
感
ず
る
の
で
あ
る
。
然
し
或
大
都
市
の
敎
育
局
長 

が
、幼
稚
園
敎
育
の
不
必
要
を
唱
へ
た
O
C
之
は
或
地
方
新
聞
に
「
談
」 

と
し
て
載
つ
た
記
事
故
眞
僞
は
知
ら
ず
、
私
は
寧
ろ
何
か
の
間
違
だ 

ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
}
平
然
と
し
て
「
敎
育
は
事
務
な
り
」
と
放
言 

し
た
り
す
る
事
か
ら
考
へ
る
と
其
部
下
の
小
學
敎
師
が
不
用
意
に
幼 

稚
園
の
惡
口
を
云
ふ
位
は
恕
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
職
責
を 

考
へ
、
敎
育
の
本
旨
を
理
解
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
如
何
に
も 

輕
卒
な
發
言
で
あ
つ
て
敎
育
を
胃
漬
し
同
時
に
自
己
を
胃
濱
す
る
も 

の
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
無
論
幼
稚
園
も
多
い
、
 

中
に
は
不
眞
面
な
不
良
な
も
の
も
布
る
で
あ
ら
う
。
然
し
一
般
的
に 

幼
稚
園
を駡

る
の
は
何
う
か
、
餘
り
に
輕
卒
と
云
は
な
く
て
U
な
ら 

ぬ
"
私
の
經
驗
し
た
の
に
も
斯
う
云
ふ
事
實
が
あ
る
、
私
の
許
で
一 

年
の
保
育
を
終
へ
て
近
く
の
小
學
校
へ
上
っ
た
女
兒
で
あ
る
が
、
入 

園
當
初
か
ら
あ
ま
り
に
落
付
の
な
い
そ
は
-
—
,し
た
子
供
な
の
で
、

保
姆
が
可
也
骨
を
折
つ
て
其
性
癖
の
改
善
に
盡
し
た
結
果
，
卒
業
の 

時
に
は
幾
分
良
く
な
つ
た
が
、
何
分
か
う
し
た
性
癖
は华

年
や
一
年 

で
金
然
改
善
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
の
で
矢
張
り
他
の
子
供
に
較
べ 

る
と
落
付
の
な
い
點
が
目
立
つ
た
、
小
學
へ
上
つ
て
か
ら
何
か
の
序 

で
に
子
供
の
母
と
受
持
の
先
生
と
が
其
子
の
か
う
し
た
性
癖
に
つ
い 

て
話
し
た
節
、
受
持
敎
師
は
簡
單
に
.
「
斯
様
な
お
^
は
幼
稚
園
な
ぞ 

へ
上
げ
な
い
方
が
却
つ
て
良
か
つ
た
の
で
す
」
と
云
つ
た
相
で
あ
る 

幼
稚
園
へ
上
る
迄
の
其
十
を
知
ら
ず
、
同
時
に
幼
稚
Ifi
で
保
姆
が
如 

何
に
其
性
癖
矯
正
に
骨
折
つ
た
か
を
も
全
然
知
ら
な
い
で
、
不
用
意 

に
か
う
し
た
K
を
さ
れ
た
の
で
は
全
く
幼
稚
園
も
助
か
ら
な
い
。
然 

し
こ
れ
は
ほ
ん
の
.：
例
に
過
ぎ
な
い
。
か
う
し
た
輕
卒
な
、
無
遠
慮 

な
放
言
が
、
吾
子
の
先
生
と
し
て
比
較
的
信
賴
を
寄
せ
て
〇
る
人
の 

〇
か
ら
聞
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
家
庭
が
小
學
入
學
削 

幼
兒
を
幼
稚
園
に
入
れ
る
こ
と
に
付
て
躊
躇
す
る
の
も
無
理
の
な
い 

話
し
で
あ
る
、
兎
に
角
小
學
校
の
先
生
は
幼
稚
園
の
教
育
に
對
し
て 

今
少
し
同
情
あ
る
目
を
向
け
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
單
に
小
さ
い 

幼
兒
を
遊
ば
せ
て
ゐ
る
丈
け
の
機
關
で
あ
る
か
ら
、
敎
育
で
も
何
で
'-
 

も
な
い
、
氣
の
利
い
た
女
中
に
で
も
出
來
る
仕
事
だ
、
吾
<
の
檫
な
.
 

敎
育
專
攻
者
で
な
い
か
ら
、
何
を
し
.て
ゐ
る
か
分
ら
な
■い
、
と
云
ふ 

風
に
簡
單
に
形
付
け
な
い
で
、
今
少
し
幼
兒
敎
育
の
全
貌
を
諒
解
し 

て
お
互
に
責
任
あ
る
人
の
子
敎
育
の
達
成
に
協
力
し
て
貰
ひ
た
い
も 

の
で
あ
る
。
小
さ
い
も
の
を
扱
ふ
か
ら
低
級
で
あ
り
、
無

1
者
で



校
へ
上
る
準
備
か
、
お
行
儀
見
習
ひ
位
の
つ
も
り
で
居
る
人
が
多
い 

の
に
は
全
く
采
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

人
間

«—0
ナ
の
運
命
を
支
配
す
る
、
敎
育
の
黃
金
時
代
と
も
云
ふ
べ 

き
大
切
な
幼
時
の
教
育
が
、

一
般
か
ら
斯
樣
に
轆
視
さ
れ
て
ゐ
る
の 

で
あ
る
か
ら
、
幼
稚
園
敎
育
の
輕
視
さ
れ
無
用
視
さ
れ
る
の
も
無
理 

の
な
い
事
で
あ
る
が
、
然
し
眞
に
人
類
の
向
上
を
念
じ
，
人
間
の
完 

成
を
意
圖
し
て
、
社
會
の
蔑
視
の
下
に
頑
是
な
い
人
の
子
を
相
手
に 

興
剣
に
努
力
し
て
ゐ
る
幼
兒
敎
育
者
に
取
つ
て
は
、
か
う
し
た
社
會 

の
無
理
解
に
對
し
て
可
也
情
け
な
い
心
地
が
す
る
で
あ
ら
う
、
だ
が
、
 

フ
レ
ー
ベ
ル
が
言
つ
た
や
う
に
、『
敎
育
と
い
ふ
も
の
は
愚
者
で
な
け 

れ
ば
出
來
ぬ
尊
い
仕
事
』
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
も
、
 

更
に
フ
ン
ー
ベ
ル
も
皆
さ
う
し
た
馬
鹿
で
あ
つ
た
と
思
へ
ば
我
慢
の 

出
來
ぬ
こ
と
も
な
い
で
あ
ら
う
。

處
で
、
大
衆
の
無
理
解
は
ま
だ
宜
い
と
し
て
、

一
國
文
敎
の
府
で 

あ
る
文
部
省
あ
た
の
が
、
可
也
幼
兒
敎
育
に
風
馬
牛
な
の
は
甚
だ
意 

を
得
な
い
事
で
、
成
る
程
、
先
に
幼
稚阛

令
を
發
布
し
て
幼
稚
園
の 

敎
育
上
の
地
位
を
確
認
し
其
新
設
を
促
し
た
の
け
近
頃
の
大
出
来
で 

あ
つ
た
が
、
其
結
果
は
恁
う
か
。
無
暗
に
幼
稚阑

の
濫
設
を
見
、
然 

も
入
園
兒
童
は
其
割
に
增
加
せ
ず
、
結
局
幼
稚阗

の
過
剩
時
代
を
現 

出
し
、
い
づ
れ
も一一I

十
に
充
た
ぬ
少
數闷

兒
を
擁
し
て
經
營S

難
に 

陷
り
、
折
角
の
幼
稚
園
增
設
も
却
っ
て
幼
兒
敎
育
の
墮
落
の
因
を
な 

す
有
樣
と
な
つ
て
ゐ
る
。
元
來
幼
稚
111
の
經
營
は
、
如
何
に
小
さ
い

囿
で
も
五
六
十
以
上
の阅

兒
を
有
し
な
く
て
は
經
濟
は
取
れ
な
い
®

之
れ
は
小
學
校
と
比
較
し
て
見
れ
ば
直
ぐ
分
る
こ
と
で
あ
る
パ
小
學 

校
で
は
一
人
の
敎
師
が
五
十
六
十
の
生
徒
を
受
持
つ
て
ゐ
る
、
そ
し 

て
千
を
超
ぇ
る
多
數
の
生
徒
を
一
校
に
集
め
て
ゐ
る
，
そ
れ
で
ゐ
て 

一
人
當
り
月
三
圓
以
上
の
經费

を
要
し
て
ゐ
る
。
(都
市
に
於
け
る
現 

狀
)
只
義
務
敎
育
で
あ
る
が
爲
め
に
、
其
經
«
の
火
部
分
は
市
町
村 

费

か
ら
支
出
さ
れ
•
生
徒
の
家
庭
か
ら
は
ほ
ん
の
其
の
一
部
た
る 

三
、
五
十
錢
し
か
收
め
て
ゐ
な
い
の
で
、
幼
稚
園
の
月
謝
な
ど
に
比 

ベ
て
如
何
に
も
安S

樣
に
思
は
れ
て
ゐ
る
が
、
結
局
は
市
町
村稅

と 

し
て
お
互
の
頭
に
か
-
^
つ
て
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
處
が
幼
稚阗

で 

は
一
人
の
保
姆
が
せ
い-

<
-
十

五
人
か
二
十
人
の
子
供
し
か
持
て
な 

い
。
之
は
現
在
の
小
學
校
の
や
ぅ
な
劃
一
的
な
敎
科
窬
に
ょ
る
教
育

-1C 

で
な
い
か
ら
で
、
此
點
か
ら
で
も
月
額
三
圓
や
四
圓
の
月
謝
で
は
經一 

營
困
難
な
の
は
見
ぇ
す
い
て
居
る
、
其
上
現
狀
か
ら
云
つ
て
，
幼
稚
.
 

園
へ
來
る
子
供
は
適
鮮
兒
中
の
約
二
十
分
の
一
に
も
滿
た
な
い
有
様 

で
あ
る
か
ら
、
幼
稚
園
の
簇
出
は
結
局
收
容
兒
遛
の
數
を
減
じ
幼
稚 

園
の
經
營
を
一
®
至
難
に
す
る
計
〇
で
あ
る
"
か
ぅ
し
た
現
狀
か
ら 

見
て
私
達
は
今
の
幼
稚
tel
は
半
ば
社
會
事
業
の
性
質
を
帶
び
た
敎
育 

機
駒
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
w
間
で
は
其
の
反
對
に
只 

々
月
謝
を
ほ
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
相
手
の赘

澤
機
・
の
樣
に
考
へ
、
折 

角
出
し
得
る
家
庭
で
さ
へ
11!-
間
を
憚
つ
て
遠
慮
す
る
向
も
あ
る
と
い 

ふ
實
情
で
あ
る
、
幼
兒
敎
育
の
發
展
し
な
い
の
も
亦
宜V

な
る
哉
で



人
間
一
代
の
運
命
が
其
の
幼
兒
の
敎
育
如
何
に
ょ
つ
て
定
ま
る
と 

す
る
フ
レ
ー
ベ
ル
の
主
張
は
、
今
や
些
の
疑
義
を
挾
む
餘
地
も
な
い 

程
決
定
的
な
も
の
と
な
つ
て
居
る
。
然
も
か
ぅ
し
た
見
地
か
ら
現
在 

の
我
が
幼
兒
敎
育
を
見
る
時
、
私
達
は
あ
^
り
に
其
の
放
任
と
輕
視 

に
驚
く
外
は
な
い
。
私
は
幼
兒
敎
育
に
携
は
る
一
人
と
し
て
此
に
少 

し
く
私
達
の
苦
い
經
驗
と
淋
し
い
不
満
と
を
申
述
べ
て
見
た
い
。

先
づ
私
達
の
第
一
に
感
ず
る
こ
と
は
幼
兒
敎
育
に
對
す
る
一
般
の 

認
識
不
足
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
人
は
上
下
お
し
な
べ
て
敎 

育
の
重
大
性
を
認
め
て
居
る
。
殊
に
吾
子
の
敎
育
に
關
し
て
は
相
當 

に
熱
心
且
つ
眞
劍
に
考
へ
て
ゐ
る
人
が
多
い
。
然
し
世
人
の
所
謂
敎 

育
と
は
單
に
小
學
校
以
上
の
舉
校
敎
育
を
指
す
の
で
、
學
齢
以
下
の 

敎
育
、
即
ち
幼
兒
期
の
敎
育
と
云
ふ
こ
と
に
付
て
は
全
く
風
馬
牛
の 

人
が
多
い
"
之
は
要
す
る
に
教
育
と
い
ふ
こ
と
に
對
す
る
認
識
不
足 

か
ら
起
る
こ
と
で
•
之
等
の
人
は
只
敎
師
と
敎
室
と
敎
科
書
と
さ
へ 

あ
れ
ば
立
派
に
敎
育
が
出
來
る
と
思
っ
て
居
る
の
で
，
從
つ
て
學
齡 

に
な
つ
て
初
め
て
敎
育
が
始
ま
る
と
云
ふ
蕉
に
解
釋
し
て
ゐ
る
の
も

無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

然
し
敎
育
と
は
只
知
識
の
授
受
や
學
問
の
押
賣
で
は
な
く
、
個
 々

の
人
間
の
完
全
な
發
育
つ
ま
り
、
眞
の
人
問
の
完
成
を
意
味
し 

て
ゐ
る
と
解
釋
す
る
限
り
、之
等
の
人
の
考
へ
る
如
く
、單
に
小
學
に
一 

入
つ
て
か
ら
敎
育
が
始
ま
る
と
即
斷
す
る
の
は
誤
認
も
甚
だ
し
い
。

5

私
達
は
少
な
く
共
片
言
を
い
ふ
赤
ン
坊
時
代
か
ら旣

に
敎
育
と
い 

ふ
事
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
物
心
の
つ
く
三
四
歳
か
ら
學
一 

齡
に
達
す
る
迄
の
こ
三
年
間
こ
そ
、
最
も
重
大
な
敎
育
時
期
で
、
最 

近
の
社
會
舉
、
敎
育
學
、
心
理
舉
は
何
れ
も
『
人
の
一
生
を
支
配
す 

る
性
格
の
大
部
分
は
幼
年
時
代
の
家
庭
の
環
境
、
特
に
削
親
と
の
心 

の
交
渉
の
影
響
に
ょ
つ
て
樹
立
さ
れ
る
』
と
云
ふ
こ
と
を
實
驗
的
に 

證
明
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
此
の
重
大
時
期
を
敎
育
か
ら
除
外
す
る 

こ
と
は
以
て
の
外
の
錯
誤
で
あ
る
"
に
も
拘
ら
ず一

般
の
人
は
•
此 

の
大
切
な
幼
年
時
代
の
敎
育
に
就
て
は
全
く
思
慮
に
入
れ
る
こ
と
な 

く
、
極
め
て
輕
々
に
看
過
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
"
偶
々
幼
稚阁

な
ど 

に
托
し
て
其钕

育
を
見
て
貰
つ
て
居
る
人
で
さ
へ
も
が
、
單
に
小
學

受

難

の

幼

兒

敎

育

子 

供 

の 

家

-

三

井

邦

太

郞
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郊
外
の
家
居
明
る
く
久
に
見
る
子
も
そ
の
母
も
ふ
と
り
ま
し
け
り 

美
し
き
賊
魅
の
上
お
さ
な
兒
は
母
の
手
す
ベ
り
は
ら
ば
ひ
て
居
り 

い
と
し
兒
の
撫
づ
る
に
ま
か
す
母
の
顏
そ
の
し
ば
ら
く
の
華
や
ぎ
ょ
し
も 

右
の
手
は
姉
に
7n
の
手
は
弟
に
手
枕
と
な
り
.寢
る
と
ふ
母
は 

い
と
し
子
を
愛
づ
る
心
に
み
ち
た
り
て
お
ち
つ
き
た
ま
ふ
人
と
な
り
け
り 

母
と
な
れ
ば
お
ほ
.
±
そ
心
お
ち
つ
く
か
兒
を
步
ま
せ
つ
憂
き
を
か
た
ら
す 

ふ
る
さ
と
に
か
へ
り
て
母
に
ぁ
ひ
に
け
り
か
く
い
ひ
Ĵ;
ま
ふ
眼
は
淚
し
て 

母
が
•手
に
わ
が
子
の
手
を
ば
に
ぎ
ら
せ
て
淚
し
げ
く
も
ぁ
り
し
人
か
な 

母
と
し
て
生
き
ゆ
く
道
を
事
ご
と
に
深
め
た
ま
ひ
し
歸
省
な
り
し
か 

兒
の
母
と
お
の
れ
の
心
架
ま
り
て
生
き
ゆ
く
人
は
幸
な
り
し
か
な

班才七十度印領做
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(彥

根
商
業
學
校
敎
授
)

世

良

琢

麿

先

生

一 

日
本
に
ゐ
る
子
供
と
ア
メ
リ
カ
に
ゐ
る 

子
供
と
の
文
通
を
や
る
と
ょ
い
で
せ 

ぅ
。
だ
が
、
英
語
で
か
き
、
漢
字
で
か 

い
て
は
、
と
て
も
成
功
し
な
い
。
日
本 

式
ロ
ー
マ
字
で
、

ヘ
ボ
ン
式
で
は
文
章 

は
か
け
な
い
。
^
の
ロ
ー

マ
字
が
き 

「
雜
誌
日
本
と
ア
メ
U

力
」
は

そ
の
點
で 

評
判
*か
ょ
ろ
し
い
。

二

日

本

式n

1

マ
字
講
座
を
設
け
る
こ
と 

執
筆
者
の
御
世
話
を
し
ま
す
。

(北
海
道
帝
大
總
長
男
爵
〕
 

i 

佐

藤

昌

介

先

生

一
日
曜
學
校
と
か
「.ピ
ク
ーー

ッ
ク
」
會
と 

か
に
兒
童
を
參
加
せ
し
む
る
も
親
善
の 

一
方
法
と
存
じ
候
。

二
兒
童
の
知
識
を
自
然
に
廣
む
る
歴
史
物 

語
を
揭
載
せ
ら
れ
た
し
。

(
日
本
風
俗
硏
究
會
主
幹
)

藤

澤

衞
彥

先

生

一
兒
童
作
品
を
通
し
て
の
國
際
親
善
を
計 

る
外
實
際
的
に
も
兒
，童
の
國
際
親
善
を 

は
か
ら
し
む
べ
し
、
ょ
り
ょ
き
指
導
者 

は
天
和
の
鳥
た
れ
。
か
く
て
の
兒
童
國 

に
國
境
あ
ら
し
む
ベ
か
ら
す
。

二
現
在
の
各
兒
童
團
體
、
兒
寬
研
究
團
體 

と
交
渉
を
繫
ぎ
、
全
日
本
的
な
完
全
な 

報吿

等
を
得
る
こ
と

0

そ
の
方
面
の
適
當
な
意
見
を
の
せ
る
こ 

と
、
純
粋
で
善
良
な
、
そ
し
て
幸
福
を 

發
生
せ
し
む
る
や
ぅ
な
編
輯
た
る
べ
き 

こ
と
C

葛

原

し

げ

る

先

生

一
金
を
か
け
な
い
で
や
る
方
法
の
一
は
コ 

レ
ス
ボ
ン
デ
ン
ス
の
欄
を
設
け
て
文
通 

の
紹
介
を
な
さ
い
。

二
寫
眞
を
多
く
し
用
紙
を
よ
く
し
、
頁
數

希

望

塚

本

は

ま

子

人
の
世
に
人
と
生
れ
て
人
ら
し
，？

生
き
ん
と
そ
ね
か
ふ
人
と
生
れ
て

は
へ
つ
て
も
印
刷
を
鮮
明
に
美
術
國
日 

本
の
眞
面
目
を
汚
さ
ぬ
樣
に
願
ひ
ま 

す
。尙

樂
譜
は
世
界
共
通
の
ヱ
ス
ペ
ラ 

ン
ト
以
上
の
力
が
あ
り
ま
す
か
ら
弘
田 

君
と
小
生
と
で
作
歌
作
曲
し
て
每
號
大 

に
日
本
の
コ
ド
モ
の
歌
を
外
國
へ
も
見 

せ
て
や
り
た
い
で
す
ね
。
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適
任
の
お
方
が
お
や
り
下
さ
れ
ば
よ
い 

と
思
つ
て
を
り
ま
す
。
，

二
右
の
や
ぅ
な
も
の
を
貴
誌
に
御
揭
載
下 

さ
れ
ば
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

(朿
京
少
年鹏

理
事
長
子
爵
)

三

島

章

道

先

生

一
手
紙
の
交
換
、
美
術
の
交
換
も
よ
ろ
し 

い
が
も
つ
と
、
キ
ヤ
ン
プ
等
を
し
て
共 

に
寢
食
す
る
の
が
一
番
い
と
思
ひ
ま 

す
。

ニ

ヱ

ス

ベ

ラ

ン

ト
欄
を
つ
く
つ
て
は
如 

何
、
又
滿
洲
國
と
特
に
親
し
く
す
る
た 

め
滿
洲
國
語
を
の
せ
ら
れ
て
は
？ 

、截
學
博
士
ニ
ニ
田

谷

啓

先

生

文
書
、
畫
、交
換
、病
兒
等
に
對
す
る
慰 

問
品
を
送
る
こ
と
。

二一一

輪

m
髙
等
女
學
校
長
)

三

輪

田

元

道

先

生

一
國
情
を
紹
介
す
る
繪
畫
の
量
の
多
き
が 

善
ぃ
か
，
 

1
'

二
御
案
に
て
結
構
と
思
ふ
。

(
女
子
學
習
院
長
〕

三

谷

民

子

先

生

一

無
邪
氣
な
兒
童
を
通
じ
て
の
國
際
親
善 

は
結
構
で
す
が
方
法
は
言
語
風
習
の
異 

な
る
た
め
何
が
一
番
有
利
か
私
に
は
ま 

だ
考
へ
つ
き
ま
せ
ん
。

(
常
盤
松
髙
等
女
學
校
長
)

平
戶

 

大

先

生

一
少
年
赤
十
字
團
が
日
本
赤
十
字
を
中
心 

と
し
て
現
在
行
つ
て
居
る
如
き
方
法
で 

ょ
い
と
存
じ
ま
す
。

二
我
找
族
性
の
紹
介
に
就
て
は
兒宽

自
身 

の
筆
に
な
る
も
の
を
麵
譯
し
て
邦
文
と

な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
外
國
の
子
供
も 

同
様
の
意
味
の
も
の
を
よ
く
送
つ
て
ま

ゐ
り
ま
す
の
を
見
て
左
樣
に
考
へ
£ 

す
。(苽

洋
大
學
敎
授
)

廣

井

辰

太

郞

先

生

一
言
葉
と
美
し
き
寫
眞
版
と
を
以
て
我
國 

の
自
然
美
と
人
情
美
と
を
紹
介
し
て
對 

手
國
兒
童
に
憧
憬
と
友
愛
と
の
念
を
起 

さ
し
む
る
こ
と
。

二
英
文
と
佛
文
と
を
用
ゆ
る
を
可
と
す
、

H

ス
ベ
ラ
ン
ト
は
日
本
人
が
考
ペ
て
ゐ 

る
程
夫
程
普
及
し
て
居
ら
す
。

弘

田

龍

太

郞

先

生

一
文
通
し
、
又
互
に
交
通
す
る
が
ょ
し
。 

但
し
す
ベ
て
一
時
的
な
る
は
勞
し
て
效 

な
し
、
眞
實
に
永
久
的
な
る
べ
し
。

二
日
本
人
は
由
來
小
さ
き
事
に
こ
だ
は
る 

も
の
な
り
、
眼
を
世
界
に
ひ
ら
き
出
來 

る
だ
け
廣
く
大
き
く
編
輯
す
べ
し
。

—— 10



・
t

末
成
年
者
禁
酒
法
案
提
唱
家
)

根

本
 

正

先

生

圖
書
の
交
換
。

ジ
ヱ
ネ
バ
の
松
岡
大
使
の
例
で
小
學
時 

代
ょ
り
大
に
世
界
的
英
學
を
兒
童
に
敎 

ゆ
べ
し
、
外
交
の
不
安
は
外
交
官
英
語 

不
十
分
な
る
が
故
、尙

、
世
界
は
英
語 

に
て
勝
を
得
べ
し
故
に
兒
童
に
英
語
を 

敎
ゆ
る
こ
と
。

(
特
命
仝
梅
大
使

永

井

松

三

先

生

新
奇
の
事
物
を
驚
異
の
眼
を
以
て
熟
視 

す
る
兒
童
の
純
な
る
心
に
存
在
國
家
民 

族
共
存
共
榮
相
互
敬
愛
の
念
を
印
す
る 

は
最
上
の
國
際
親
善
方
法
た
る
べ
し
。
 

從
て
兒
報
編
輯
の
指
導
精
神
は
彼
我
の 

差
別
を
排
し
渾
然
融
和
、
種
族
平
等
、
 

四
海
同
仁
の
根
本
義
發
揮
に
在
る
べ
し

野

口

雨

情

先

生

一
愉
快
に
、
無
邪
氣
に
明
る
く
。

二
大
和
民
族
は
、
兒
童
に
至
る
ま
で
、
正

義
を
愛
す
る
民
族
た
る
こ
と
を
知
ら
せ 

た
い
も
の
で
す
。

(救

世

軍

屮

將

山

室

軍

平

先

生

一
或
人
が
救
世
軍
の
大
將
ブ
ラ
ム
ヱ
ル
.
 

プ
ー
ス
に
向
つ
て
「
如
何
に
し
て
異
な 

る
拔
族
異
る
人
種
が
救
世
軍
の
中
で
一 

致
し
て
働
き
得
る
か
」
と
尋
ね
る
と
、
 

大
將
は
答
へ
て
「
そ
れ
は
彼
等
を
し
て 

な
る
だ
け
相
接
近
せ
し
め
、
互
に
相
理 

解
せ
し
む
事
に
由
つ
て
な
さ
るZ

の
で 

あ
る
」
と
い
は
れ
た
。

大
切
な
る
は
相
知
る
事
で
あ
る
。
之
を 

知
れ
ば
之
を
理
解
す
る
こ
と
も
出
來
互 

に
敬
愛
す
る
こ
と
も
出
來
る
と
思
ひ
ま 

す
。
兒
童
を
通
じ
て
の
國
際
親
善
は
其 

の
如
何
な
る
方
法
を
以
て
せ
ら
る
、
に 

か
、
は
ら
す
格
別
に
只
今
の
や
う
な
時 

代
に
最
も
望
ま
し
い
事
と
信
じ
て
「
國 

際
兒
報
の
御
發
刊
を
御
祝
ひ
申
上
げ
ま

(
日
本萤

話
協俞

理
事
長
)

蘆

谷

蘆

村

先

生

一
日
本
の
す
ぐ
れ
た
童
話
を
外
國
に
紹
介 

す
る
こ
と
な
ど
も
よ
い
方
法
だ
と
思
ひ 

ま
す
の
で
嘗
て
二
三
飜
譯
の
筆
を
執
つ 

て
見
？:
こ
と
も
有
り
ま
す
が
、
多
忙
の 

た
め
未
だ
も
の
に
な
り
ま
せ
ぬ
、
誰
か

す
0(東

京
日
日
新
聞
記
者
；

松

原

至

大

先

生

一
お
互
が
ま
だ
少
し
も
ゎ
か
つ
て
ゐ
な
い 

の
で
す
か
ら
、
ま
づ
各
國
の
兒
童
圖
書 

館
と
云
つ
た
や
ぅ
な
も
の
S

交
換
を
し 

た
ら
ど
ぅ
か
と
思
ひ
す
。

二
な
る
べ
く
鹿
汎
な
ゎ
が
國
の
子
供
の
生 

活
狀
態
を
紹
介
し
て
下
さ
い
。

前

田

多

門

先

生

一
無
意
識
に
も
外
國
を
輕
視
す
る
が
如
き 

言
動
を
避
け
し
む
る
事

9



巖

谷

小

波

先

生

一
出
來
る
丈
親
し
く
往
來
、
通
信
の
出
来 

る
方
法
を
講
じ
た
い
。

二

ま

だ

、
ょ
く
考
へ
て
居
り
ま
せ
ん
。

(
ジ

ヤ

•ハ
ン
タ
ィ
ム
ス
記
者
)

富

田

淸

萬

先

生

一

兒
童
を
通
じ
て
の
國
際
親
善
方
法
と
し 

て
は旣

に
血
貝
會
に
依
つ
て
實
行
さ
れ
て 

居
る
兒
童
作
品
の
交
換
、
文
通
の
獎
勵 

等
は
最
も
效
果
的
と
思
ひ
ま
す
が
學
童 

の
國
際
心
養
成
の
基
礎
は
こ
れ
が
指
導

の
任
に
あ
る
敎
師
の
國
際
的
關
心
で
な 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
か
ら阈

際一

一
 

小
學
敎
師
聯
盟
の
如
き
を
組
織
し
毎
年 

交
々
、
世
界
主
要
の
地
に
於
て
敎
師
代 

表
大
會
を
開
催
し
、
交
歡
を
盡
さ
し
め 

る
と
共
に
各
國
の
實
情
を
理
解
せ
し
む 

る
の
が
策
の
得
た
る
も
の
で
は
な
い
か 

一
 

と
思
ふ
。

二
各
國
兒
衆
自
身
の
作
に
な
る
文
章
繪
畫

を
多
分
に
盛
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
る 

一一

髙

島

米

峰

先

生

際
兒
報
編
揖
に
關
し
て
貴
下
の
御
高
見
は

1

、
兒
童
を
逼
じ
て
の

際
親
善
方
法
如
何

度女少才二十沫丁

左
の
二
頊
に
っ
き
諸
先
生
に
ぉ赛

ね
申 

上
げ
ま
し
た
鹿
次
の
通
U
御
答
へ
を
城 

き
ま
し
た
(
御
芳
名
到
着
順
)

(映
寮
評
論
家
養
覼
)

橘 

髙

廣

先

生

經
費
の
都
合
も
あ
る
だ
ら
ぅ
が
相
當
人 

數
を
共
同
生
活
さ
せ
て
見
る
事
が
一
方 

法
で
な
い
か
と
思
ふ
。

繪
を
澤
山
に
し
て
、
理
窟
ぼ
い
論
文
は 

少
な
い
方
が
い
、
で
す
。

へ
大
阪
商
エ贪

議
所
理
事
法
學
博
士
)
 

髙

柳

松

一

郎

先

生

兒
童
の
書
面
、
檢
葉
書
、
郵
便
切
手
等 

の
交
換
に
ょ
る
こ
と
が
最
も
ょ
い
安
價 

の
親
善
方
法
と
思
ふ
。

英
文
と
ヱ
ス
ベ
ラ
ン
ト
欄
の
挿
入
は
大 

賛
成
で
す
。

佛
文
も
加
へ
て
貰
ひ
た
い
。

兒
童
の
書
簡
の
交
換

圖
畫
、
習
字
等
作
品
の
交
換 

用
紙
と
印
刷
と
に
特
に
注
意
せ
ら
れ
た 

し
0



バ
ー
ネ
ッ
ト

大
佐
夫
人
の
熱
情

£ 

励 

S

日
本
に
前
後
廿
年
間
も
居
ら
れ
て
、
日
本
の
和
歌
を
詠
み
、
動
物
愛
護
の
運
動
で
は 

私
ど
も
と
い
つ
も
陣
頭
に
立
つ
て
活
躍
し
て
く
れ
ら
れ
た
、
元
駐
日
米
國
大
使
館
附
武 

官
バ
！
不
ッ
ト
大
佐
夫
人
は
先
般
中
夫
君
が
米
國
軍
縮
會
議
全
權
委
員
と
し
て
渡
歐
さ 

る
、
に
就
き
隨
行
し
て
、
間
接
に
日
米
兩
國
間
事
な
き
ょ
ぅ
盡
さ
れ
て
居
る
が
、
圓
滿 

解
決
を
祈
る
心
か
ら
左
の
一
首
を
詠
ま
れ
た
と
の
通
信
が
あ
つ
た
。

日

の

本

と

前
rtlĵ
の
ロ
ン
ド
ン
會
議
に
も
同
夫
人
が
活
躍
さ
れ
て
、
多
大
の
效
果
が
あ
つ
た
さ
ぅ
で 

す
が
、

私
が
渡
米
の
際
も
、
萬
一
そ
ん
な
危
機
が
迫
つ
た
ら
妾
は
何
時
で
も
一
身
を
犧 

牲
に
し
ま
す
と
堅
い
決
心
を
示
さ
れ
て
居
ま
し
た
。尙

私
が
一
昨
年
三
月
大
佐
の
任
地 

で
あ
つ
た
、
ィ
ー
サ
ン
要
塞
師
團
を
往
訪
し
た
時
は
、
こ
れ
も
親
日
家
で
あ
る
ヘ
ン
ド 

師
團
長
閣
下
と
御
相
談
の
上
、
軍
隊
て
日
米
親
善
の

夕
を
開
い
て
下
さ
つ
た
。
寫
眞
は 

其
の
夜
の
士
官
達
の
お
子
さ
ま
方
の
集
ま
り
で
、
そ
こ
に
飾
ら
れ
た
日
本
趣
味
の
品
物 

は
、
み
ん
び
大
佐
夫
妻
の
お
持
物
で
そ
の
夜
は
、將
校
夫
人
述
全
部
百
餘
名
が
將
校
俱
樂
部
で
私
の
た
め
に
盛
ん
な
夜
會
を
お
開
き
下
さ
つ
た
。 

寫
眞
後
方
右
端
(
ヘ
ン
ド
師
團
鉍
、
パ

ー
ネ
ッ
ト
夫
人
、
石
井
、
後
列
左
端
バ
ー
ネ
ッ
ト
大
佐
)
(
石
井
生
)

中星 

かの 

け都 

渡は 

す距  

まつ 

こと 

、も 
ろ 

の 

道



之
れ
こ
そ
純
眞
さ
の
極
致
で
あ
'る
と
い
ひ
ぅ
る
で
あ
ら
ぅ
。
人
と
人
と
の
關
係
に
於
.て
も
ま
た
國
と
國
の
間
に
於
て
も
、
こ
の
氣
持
が
欲
し
い

•
 

' 

'
 
Jr

の
•で
あ
る
。
然
し
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
氣
持
は
す
べ
て
の
人
に
望
む
こ
と
は
、
現
在
に
於
て
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
こ
ど
で
-4 )

る
。
然 

し
、
世
の
け
が
れ
に
し
む
こ
と
の
少
い
兒
童
こ
そ
は
最
も强

く
こ
の
氣
持
を
も
つ
て
ゐ
る
と
、

私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。
兒
童
ほ
次
の
時
代
を 

作
る
べ
き
小
國
民
で
あ
り
、
將
來
國
を
背
負
つ
て
立
つ
べ
き
人
達
で
あ
る
。
國
と
國
と
の
間
に
於
て
も
、
ま
た
國內

に
於
て
も
、

こ

の

人
*

が
、
お
互
に
純
眞
な
眞
面
目
に
し
て
い
つ
は
ら
ざ
る
心
持
を
も
つ
て
、
互
に
深
く
正
し
く
信
じ
、
尊
敬
し
合
ひ
、
何
時
ま
で
も
變
ら
ざ
る
氣
持 

を
も
つ
て
行
く
な
ら
ば
、
將
來
の
平
和
は
期
し
て
待
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
<
る

0

大
人
の
も
つ
て
ゐ
な
い
氣
特
、
大
人
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ 

そ
ぜ
、
我
が
尊
敬
す
.べ
き
兒
童
諸
君
が
、
果
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
疑
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
誌
發
行
の
責
任
者
た
る
帝
國
兒
童
敎
育
會
理
事
長
石
井
傳
一
氏
は
多
年
國
民
の
社
會
敎
北
事
業
に
又
國
際
親
善
事
業
に
力
を
つ
く
さ
れ
、

| 

殊

に

「
世
界
平
和
は
子
供
の
手
か
ら
」
と
い
ふ
こ
と
を
髙
唱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
‘
こ
の
趣
旨
は
私
が
上
に
の
べ
?:
意
味
と
こ
と
な
る
6 

.と
こ
ろ
は
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。 

一

石
井
理
事
長
が
一
年
有
餘
の
間
世
界
十
五
ヶ
國
を
歴
訪
せ
ら
れ
、
各
國
と
力强

い
聯
絡
を
む
す
び
、
豐
富
な
る
研
究
材
料
を
集
妁
て
、
今
囘 

「
周
際
兒
報
」
と
題
す
る
機
關
雜
誌
を
發
行
せ
ら
る
、
に
當
り
、
こ
の
雑
誌
を
通
じ
て
、
我
が
敬
愛
す
る
兒
童
諸
君
に
、
平
素
私
- O

考
，へ
て
ゐ 

る
と

'C

ろ
を
申
し
の
ベ
る
機
會
を
え
た
こ
と
は
租
の
か
ぎ
り
な
き
喜
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



世
界
不
況
を
機
と
し
、
各
國
の
對
立
抗
爭
•か
と
み
に
は
げ
し
く
な
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。
元
來
今
日
の
文
明
の
世
の
中
に
於
て
個
人
は
、
昔
の 

ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ソ
！
の
物
語
り
の
や
う
に
孤
立
し
て
生
き
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
必
す
や
各
個
人
は
相
互
に 

有
無
相
通
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
始
め
て
文
明
的
生
活
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
之
と
同
様
に
、
世
界
の
文
明
各
國
も
お
互
に
交
通 

を
繁
く
し
、
國
際
の
關
係
を
密
接
な
ら
し
め
以
て
、
各
自
の
文
化
の
向
上
を
は
か
つ
て
こ
そ
、
文
明
國
と
い
ひ
う
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
現
狀 

は
ど
う
で
あ
る
か
。
遺
憾
な
が
ら
右
と
相
反
す
る
事
實
を
、
我
*
は
屢
々
見
う
け
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
外
國
商
品
に
對
し
て
高
い
關稅

を
か
け 

て
之
•か
輸
入
を
不
當
に
防
壓
し
た
り
、
又
白
人
國
が
未
開
墾
の
大
富
源
を
有
し
な
が
ら
、
白
人
以
外
の
移
民
の
入
國
開
墾
を
禁
じ
た
り
す
る
等 

互
に
他
を
排
斥
し
や
う
と
す
る
氣
運
が
濃
厚
に
動
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
る
。
然
も
現
在
に
於
て
は
、
こ
の
傾
向
が
特
に
い
ち
じ
る
し 

く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
世
界
平
和
の
た
め
に
ま
こ
と
に
惜
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。 

一

元
來
國
と
國
と
の
間
は
、
利
害
關
係
が
極
め
て
す
る
ど
く
、
且
露
骨
に
對
立
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
個
人
と
個
人
と
の
場
合
で

5 

あ
れ
ば
、
お
互
の
話
合
ひ
で
う
ま
く
諒
解
の
つ
く
こ
と
で
も
、
國
と
國
と
の
關
係
に
な
る
と
、
な
か
な
か
思
ふ
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
•か
相
當
一 

に
多
い
の
で
あ
る
。
又
個
人
の
場
合
で
も
各
自
が
お
互
の
國
を
背
景
と
し
て
立
つ
場
合
に
於
て
は
矢
張
り
同
様
に
思
は
n
る
。

一
國
と
一
圃
と 

が
完
全
に
理
解
し
合
ふ
が
た
め
に
は
そ
の
國
を
構
成
し
て
ゐ
る
人
々
、
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
そ
の
國
民
同
志
が
お
互
に
深
く
理
解
し
合
は
な
け
れ 

ば
な
ら
ぬ
〇
卽
ち
國
民
同
志
が
常
に
親
善
の
關
係
を
た
も
ち
、
お
互
の
誤
解
を
と
き
、
双
方
の
立
場
を
理
解
せ
し
む
る
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら 

ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
無
論
現
在
に
於
て
も
、
或
る
程
度
ま
で
は
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
未
だ
充
分
と
い
ふ
程
度
に
達
し
て
ゐ
な
い
や 

う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

人
の
氣
持
に
於
て
尊
敬
す
べ
き
は
、
純
眞
な
る
心
情
、
信
す
べ
き
を
正
し
く
勇
敢
に
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
母
の
か
ひ
な
に
い
だ
か
れ
つ
、 

無
心
に
眠
つ
て
ゐ
る
嬰
兒
の
ほ
ほ
に
う
か
ぶ
ほ
ほ
え
み
を
み
て
、
我
々
は
赤
ん
坊
の
體內

に
天
使
が
宿
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
疑

ふ
。



十
七
世
紀
の
人
で
西
洋
の
或
る
有
名
な
學
者
が
次
の
や
ぅ
な
意
味
の
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
。

「
元
來
人
の
性
質
は
悪
で
あ
つ
て
人
類
相
互
の 

關
係
は
平
和
親
愛
で
は
な
く
互
に
ね
た
み
、
疑
ひ
、
恐
れ
合
ふ
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
人
間
の
自
然
そ
の
まZ

の
狀
態
で
は
、
各
人
は
各
人
に 

對
す
る
戰
爭
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
此
の說

に
も
多
少
の
眞
理
を
含
ん
で
ゐ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
文
明
の
進
步
を
思
ひ
人
類
の 

歴
史
を
考
ふ
る
時
む
し
ろ
、
右
と
は
反
對
に
、
人
性
の
傾
向
は
善
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
類
永
遠
の
平
和
こ
そ
は
我
 々

人
類
の
求
め
て
己
ま
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
歷
史
上
血
な
ま
ぐ
さ
い
戰
爭
•か
度
々
行
は
れ
、
各
人
が
相
爭
つ
て
き
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ 

と
の
で
き
な
い
事
實
で
あ
つ
て
、
實
に
人
類
の
歷
史
は
「
平
和
」
と

「
戰
爭
」
と
の
爭
ひ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
然
も
こ 

の
爭
ひ
を
通
じ
て
人
類
は
常
に
ょ
り
高
き
平
和
を
望
み
つ
、
進
步
發
展
し
來
つ
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
現
在
生
き
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
現
代
の
世
界
の
狀
勢
を
考
へ
て
み
て
も
、
世
界
平
和
の
思
想
と
之
と
相
反
す
る
思
想
と
が
た
え
す
も
つ 

れ
合
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
か
の
世
界
大
戰
終
了
後
列
國
の
間
に
於
て
幾
多
の
平
和
的
な
企
て
が
行
は
れ
た
。
卽
ち
、
國
際
聯
盟 

と
か
、
軍
備
縮
少
會
議
と
か
、
さ
て
は
各
國
經
濟
會
議
等
そ
の
他
の
試
み
に
於
て
、
各
國
が
お
互
に
協
調
し
て
行
か
ぅ
と
努
力
し
て
ゐ
る
の
で 

あ
り
、
中
に
は
相
當
そ
の
效
果
を
收
め
て
ゐ
る
も
の
も
あ
り
、
就
中
國
際
聯
盟
の
施
設
中
そ
の
成
績
の
み
る
べ
き
も
の
も
少
く
な
い
の
で
あ
る 

が
、
又
他
面
に
於
て
は
之
と
全
く
正
反
對
の
運
動
が
行
は
れ
つZ

あ
る
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
實
で
あ
る
。
殊
に
近
時
未
曾
有
の

i t 年少才三十國米

平
和
は
兒
童
の
手
か
ら

拓

務

大

臣

永

井

柳

太

郞
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拜
啓
十
二
月
六
日
付
の
御
書
簡
に
よ
り
貴
會
に
於
て
近
く
出
版
さ
れ
る
雑
誌
に
、
英
語
並
にM

ス
ベ
ラ
ン
ト
欄
を
設
け
ら
れ
る
を
聞
き
滿 

足
に
存
候
と
共
に
余
は
衷
心
よ
り
貴
下
の
努
力
成
功
を
祈
り
申
候
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
外
國
の
事
情
並
に
外
國
思
想
を
理
解
せ
し
め
兒
童
の
精 

神
を
訓
練
す
る
こ
と
に
よ
り
、
廣
汎
な
る
國
際
關
係
に
於
て
成
す
べ
き
幾
多
の
有
益
な
る
事
業
有
之
候
も
、
貴
下
が
海
外
旅
行
に
よ
つ
て
得
ら 

れ
た
る
經
驗
は
貴
下
の
行
は
れ
つ
、
あ
る
事
業
に
有
利
な
る
指
導
な
る
べ
き
を
信
じ
申
候
。

敬
具

駐
日
伊
太
利
代
理
大
使 

レ

オ

ネ

•
ワ
イ
ル
シ
ヨ
ツ
ト

帝
國
兒
童
敎
育
會
理
事
長
石
井
傳
一
氏
が
日
本
に
於
て
國
際
兒
報
と
稱
す
る
英
語
及
び
ヱ
ス
ベ
ラ
ン
ト
語
の
雑
誌
發
刊
に
つ
き
種
々
努
力
さ 

れ
居
る
こ
と
を
聞
き
欣
喜
に
耐
へ
す
候
。

こ
の
稱
識
す
べ
き
理
想
は
明
日
の
國
民
を
代
表
す
る
各
國
兒
童
の
十
分
に
諒
解
す
べ
き
こ
と
な
る
と
共
に
彼
等
の
相
互
關
係
は
國
際
友
誼
並 

K
關
係
に
い
よ
い
よ
貢
獻
す
る
も
の
に
候
。

(
一
九
三
二
年
十
二
月
九
日
)

駐
日
加
奈
陀
公
使 

才
—
ラ
ブ
ル
.ハ
—
バ
—
卜
•マ
—
ラ
—

拜
啓
十
二
月
六
日
の
貴
翰
に
.よ
り
帝
國
兒
覚
敎
育
會
の
事
業
に
つ
き
種
々
情
報
を
賜
り
深
く
感
銘
仕
候
。尙

貴
下
が
諸
外
國
の
敎
育
狀
態 

視
察
の
機
會
を
得
ら
れ
た
る
こ
と
と
並
に
今
や
兒
童
訓
練
の
新
ら
し
き
方
法
に
關
す
る
意
見
交
換
の
手
數
と
し
て
敎
育
雜
誌
の
發
刊
を
計
畫
さ 

れ
居
る
こ
と
を
聞
き 

一
»
感
銘
致
し
候
。
教
育
は
余
の
最
も
關
心
を
拂
ふ
處
に
し
て
余
は
貴
下
の
發
刊
さ
れ
ん
と
す
る
が
如
き
雜
誌
が
最
も
嶄 

新
な
る
方
法
の
明
確
に
し
て
科
學
的
な
る
調
査
を
促
進
す
る
に
極
め
て
有
利
な
る
役
割
を
演
す
る
も
の
と
確
信
仕
候
。

此
は
又
國
際
親
善
の
促
進
に
多
大
の
貢
獻
を
な
す
べ
く
そ
の
故
に
余
は
貴
下
の
あ
ら
ゆ
る
御
成
功
を
念
願
仕
候
敬
具



駐
日
英
國
大
使 

サ

1
.
フ

ラ

>

シ

ス

.リ

>
ド
レ
イ

を
喝
し
、
今
後
益
々
健
全
な
發
展
を
遂
げ
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
つ
て
巳
ま
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
意
圖
す
る
と
こ
ろ
は
、
遊
に
遠
大
な
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
C

私
は
近
き
將
來
に
於
い
て
國
家
を
双
肩
に
擔
ふ
べ
き
全
世
界
の
小
國
民
諸
君
が
、
遠
く
陸
を
越
へ
、
海
を
距
て
て
、
互
に
親
愛
の
聲
を
以
て

呼
び
交
は
し
、
誠
實
の
心
を
以
て
觸
れ
合
ふ
な
ら
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
地
上
の
樂
園
は
現
出
す
べ
き
こ
と
と
思
ひ
、
此
の
種
の
機
關
を
一
日
も 

早
く
整
備
し
、
國
際
親
善
の
先
驅
と
し
て
、
親
愛
な
る
少
年
諸
君
の
手
の
中
に
、
世
界
平
和
の
鍵
が
握
ら
れ
る
日
の
近
か
ら
ん
こ
と
を
切
に
望 

む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
私
は
本
誌
の
將
來
に
多
く
の
期
待
を
懸
け
る
と
共
に
、
本
誌
が
其
の
使
命
に
向
つ
て
萬
全
の
努
力

「
世
界
の
平
和
は
子
供
の
手
か
ら
」
を
標
語
と
し
て
、
過
去
十
年
間
一
意
專
心
國
傺
親
善
の
た
め
に
盡
し
て
来
た
帝
國
兒
M
敎
育
會
•か
、
今 

囘
其
の
十
周
年
記
念
と
し
て
「
國
際
兒
報
」
を
創
刊
せ
ら
る
る
に
當
り
ま
し
て
私
は
心
か
ら
の
祝

i
を
表
す
る
と
共
に
、

一
言
所饿

を
申
述
べ 

た
い
と
存
じ
ま
す
。

一
體
人
類
の
幸
福
ば
國
籍
や
人
種
の
如
何
に
拘
は
ら
す
、
全
世
界
の
人
々
が
、
互
に
相
倚
り
相
扶
け
て
、
共
存
共
榮
の
實 

を
あ
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
誌
は
そ
の
標
語
の
示
す
や
う
に
世
界
人
類
の
平
和
を
少
年
諸
君
の
固
き
握
手
か
ら
導
か

(
洪

牙

利

十

才

少

年

畫

)

辭
文

部

大

臣

鳴 

山

郞



ス

ヱ

T

デ
ン 

十
三歲

窠
畫

日
本
人
が
日
本
の
す
べ
て
の
事
か
能
く
知
る
と
共
に
、
日
本
人
•か
世
界
の
事
も
よ
く
知
ク
て
置
か 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
何
に
つ
け
て
も
國
際
的閱

係
が
深
く
な
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
れ
〇

近
頃
盛
ん
に
使
は
れ
る
認
識
不
足
な
る
言
葉
も
、
必
竟
相
互
の
理
解
が
能
く
出
來
て
居
な
い
結
果 

で
あ
る
か
ら
、
各
國
が
各
自
の
利
益
の
た
め
、
更

11
世
界
の
平
和
な
る
大
き
い
目
的
の
た
め
に
も
、 

徹
底
的
な
方
法
か
誘
ぜ
ね
ば
^
ら
ぬ
で
は
有
ま
せ
ん
か
、
そ
し
て
之
を
解
決
す
5
途
は
た
と
ひ
い
か 

粍
あ
る
'一
し
て
も
、
要
は
一
時
の
氣
休
め
で
な
く
、
之
れ
か
根
本
か
ら
能
く
理
解
せ
し
め
て
行
か
H 

ば
な
ら
ぬ
の
で
有
ま
し
て
、
之
れ
に
は
何
が
一
ば
ん
大
切
で
し
よ
う
か
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
純
眞
な 

兒
童
と
兒
童
、
こ
の
R
境
を
超
越
し
た
幼
な
い
人
達
の
握
•キ
こ
そ
、
最
t
自
然
的
で
あ
り
常
り
さ
わ 

り
の
な
い阌

滿
tc
方
法
で
わ
る
の
で
わ
り
ま
マ
ま
い
か
0

餌
み
る
に
私
ど
も
は
過
去
九
年
間
、
『世
界
の华

和
は
子
供
の
手
か
ら
』
か
標
傍
し
て
、
國
際
親
善 

の
基
礎
を
作
る
こ
と
に
の
み
努
め
、
衷
ら
兒
童
>
通
じ
て
我阈

民
性
や
國
悄
を轺

介
す
る
と
共
1:
、各 

國
の
事
情
か
わ
が
幼
な
い
人
々
や
一
般
に
も
知
ら
し
め
て
參
り
ま
し
Ĵ:
が
、
此
の
緣
の
下
の
力
特
な 

す
る
よ
う
な
事
業
が
、
知
ら
ず
/
\
の
間
に
大
き
い
基
礎
工
事
の
棄
て
石
と
な
つ
て
居
た
の
で
有
ま 

し
て
、
之
れ
が
次
第
に
鮮
明
1:
認
め
ら
れ
る
よ
う
K:
允
つ
て
來
た
今
日
、
更
に
其
の
事
業
の
延
長
と 

し
て
、
わ
•か
國
は
勿
論
世
界
何
れ
の
國
I I
も
、
ま
だ
類
例
の
t i
い
本
誌
を
辞
行
し
、
益
々
兒
童
に
關 

す
る
相
互
の
智
識
を
交
換
し
、
併
せ
て
膳
れ
た
る
國
際
間
の
認
識
不
足
か
、
こ
の
純
眞
な
兒
童
の
手 

に
よ
つ
て
補
充
し
て
行
く
と
い
ふ
遠
大
な
考
か
特
つ
て
居
る
の
で
有
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
皆
樣
方
も 

單
tc
る
兒
童
雑
誌
の
發
行
と
思
し
召
さ
す
御
後
援
下
さ
い
ま
す
よ
う
、兹

に
發
刊
の
辭
に
代
え
て
お 

願
ひ
申
上
ま
す
次
第
で
有
3:
す
。
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久
通
官
恭
仁
子
女
王
殿
下
御伟

画

昭

和

二

年

六

月

本

會

主

催

の

國

際

童

書 

展

覽
會
開
催
に
つ
き
畏
れ
多
く
も 

御
獎
勵
の
御见

召
を
以
て 

御
下
賜
の
光
榮
に
浴
し
た
も
の
で 

當

時

殿

下

は

御

牟

十I

歲

で

ぁ

ら

せ

ら

れ

た

。

皇

族

の

御

成

績

品

を

賜

は

つ

た

の

は 

之
が
嚆
矢
で
ぁ
つ
て

本

會

は

勿

論

我

敎

育

界

空

前

の

光

榮

で

ご

ざ

い

ま

す
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石

井

ま

さ

子
 

他
印
刷
部
一
同

阈

際
兕
報
編
輯
部

長

崎

發

生

杉

山

定

香

小
此
木
貞
次
郞

瀬

田

彌

太

郞

他
役
員
一
同

顧

問

伯

爵
 

同 

同 

同 

同 

同 

子
爵 

會

長

理

學

博

士 

理
事
長

林

博

太

郞
 

二

荒

芳

德
 

酒

井

忠

正
 

三

島

通

陽
 

石

川

千

代

松
 

石

井

傳

一

帝

國

兒

童

敎

育

會

下
さ
い
。
同
時
に
そ
の
事
業
の
延
長
と
し
て阈

際
兒
報
を
發
行
す
る
の
は
、を
り
に
.ふ 

れ
て
の
新
ら
し
く
思
ひ
つ
い
た
事
で
も
な
け
れ
ば
、殊
更
に
奇
を
て
ら
は
ん
と
す
る
も 

の
で
も
な
い
事
を
御
諒
解
下
さ
つ
て
、是
非
本
會
の
こ
の
一 

國
家
的
大
奉
仕

を
衷
心
か
ら
御
援
助
下
さ
い
、
殊
に
海
外
居
住
の
同
胞
諸
君
は
有
効
に
本
誌 

をk
利
用
の
上
、皆
さ
ん
の
お
子
さ
ま
方
に
も
お
讀
ま
せ
下
さ
い
、
以
上
木
會
の
趣
皆 

と
本
誌
發
行
の
«
:
意
が
お
わ
か
り
で
し
た
ら
即
時
會
H
に
御
加
入
下
さ
い
ま
す
ょ
ぅ 

お
願
ひ
申
上
ま
す
次
第
で
す
。

普

通

會

員
一

年
分
)
維
持
會
H
金
拾
間
(同
)賛
助
會
£11
金
百
r
a
以
上
(
一
時
金
) 

,
 

來
京
市
牛
込
K
西
五
軒
町
三
十
四
番
地

國
際
兒
報
發
行
所 

帝
國
兒
童
敎
育
會

轚

括

牛

込

2
六
1£
|
番 

梅
«
口
曲
»
攻
穴
二
九
四
B
・

で
あ
る
事
を
悟
っ
た
時
、
わ
れ
等
平
素
の
叫
び
で
あ
るr

兒
童 

を
通
じ
て
の
國
際
親
善
，

一

幼
な
い
方
達
に
ょ
る
國
情
の
紹
介
や
わ
が阈

民
性
の
認
識
な 

ぞ
、
他
と
相
俟
っ
て
如
何
に
有
効
で
あ
る
か
V
お
わ
か
り
に
な
つ
た
で
せ
う
0
 

純
眞
な
=
國
境
の
な
い
兒
童
を
通
じ
て
の
此
の
方
法
が
、
現
在
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
る 

最
も
緊
急
問
題
で
あ
り
、
又
、賢
明
な
=
隱
健
な
方
法
だ
と
皆
さ
ん
が
共
鳴
さ
れ
た
，な 

ら
、
過
去
九
年
間
こ
の

實
際
に終
始
し
て
來
た
本
會
事
業
の
功
績
を
幾
分
で
も
お
認
め

13 =  1 
聯盟-日本

の
氣
休
め
運
動
で
は
納
ま
り
ま
せ
ん
、
永
遠
の
計
畫
と
し
て
斯 

る
禍
根
を
除
き
ま
す
に
は
、
根
本
的
に
之
を
充
分說

明
せ
ね
ば 

な
り
ま
せ
ん
、
そ
し
て
こ
の
目
的
は
一
般
的
で
な
け
れ
ば
不
可

そ
れ
は 

听

謂

日

本

の

認

識

不

足

か

ら

來

た

結

果
 

で
あ
つ
て
そ
の
疑
問
を
解
く
た
め
に
政
府
で
は
幺
ら 

い
お
方
を
外
國
へ
特
派
さ
れ
ま
す
、
併
し
此
の
問
題
は
一
時
的
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