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通
信

　

本
多
健
一
先
生
に
は
平
成
二
十
三
年

二
月
二
十
六
日
ご
逝
去
な
さ
れ
ま
し

た
。
享
年
八
十
五
歳
、
奇
し
く
も
祖
父

静
六
博
士
と
同
齢
で
し
た
。

　

六
月
十
二
日
、
東
京
会
館
で
「
本

多
健
一
先
生
を
偲
ぶ
会
」
が
催
さ
れ
、

五
百
名
の
関
係
者
が
集
い
盛
大
に
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
中
央
、
先
生
の
柔
和
な
遺
影
の

前
に
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
か
ら
御
下

賜
の
生
花
が
飾
ら
れ
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
の
お
二
方
か
ら
弔
辞
が
あ
り
、
ゆ
か

り
の
要
人
か
ら
偲
ぶ
言
葉
、
先
生
の
学

者
生
涯
を
紹
介
す
る
遺
品
や
映
像
等
が

公
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

先
生
の
玉
稿
は
遺
稿
と
な
り
ま
し
た

が
、
先
号
で
「
祖
父
本
多
静
六
の
思
い

出
」、
本
号
で
は
御
自
身
の
研
究
分
野
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境
問
題
」
に
つ
い

て
、
わ
か
り
易
く
解
説
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

先
生
の
研
究
は
大
成
さ
れ
、
実
用
化

さ
れ
ま
し
た
が
、ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
の

ま
ま
ご
他
界
な
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、

返
す
返
す
も
心
惜
し
い
次
第
で
あ
り
ま

す
。

　

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

　
　

本
多
静
六
博
士
を
顕
彰
す
る
会

会
長　

小
山
千
秋　

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境
問
題

に
つ
い
て

本
多
健
一　

　

今
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
言
え
ば
、

新
聞
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
年
中
出
て
く

る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
環

境
も
大
問
題
で
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
議

論
す
る
と
き
に
は
、
二
言
目
に
は
「
環

境
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
、
こ
の

両
者
を
繋
が
な
い
と
、
も
う
議
論
が
進

ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
そ
れ
で
、
環
境
の
問
題
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
の
問
題
は
、
昔
は
別
個
の

よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
う

環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
、
裏
腹
の
関

係
に
な
っ
て
お

り
ま
し
て
、
今

の
一
番
の
命
題

で
あ
る
「
地
球

温
暖
化
」
の
問

題
を
考
え
て
見

れ
ば
、
す
ぐ
に

分
か
り
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化

の
問
題
に
関
係

し
て
、
今
日
本

が
進
め
て
い
る

方
向
も
ご
承
知

の
と
お
り
、「
温

暖
化
ガ
ス
」
の

削
減
と
い
う
こ

と
に
煮
詰
ま
っ

て
ま
い
り
ま
し

た
。
エ
ネ
ル

ギ
ー
問
題
も
環

境
問
題
も
広
い

広
い
分
野
の
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
の
専
門
家
は
大
勢
お
り
ま
す
が
、
当

面
、
日
本
が
国
と
し
て
、
あ
る
い
は
世

界
の
国
が
国
と
し
て
、
ま
ず
目
指
さ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
命
題
は
、
温
暖
化
ガ

ス
排
出
の
縮
小
と
い
う
こ
と
に
突
き
詰

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
先
般
、
鳩
山

首
相
が
二
十
五
％
削
減
と
い
う
こ
と

を
国
連
で
発
表
し
ま
し
た
が
、
将
来
、

二
千
五
十
年
で
し
た
か
、
八
十
％
削
減

本
多
健
一
先
生
の
遺
稿
に
捧
げ
る

が
昨
日
の
鳩
山
・
オ
バ
マ
会
談
で
議
論

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ニ
ュ
ー
ス
で

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
そ
の
温
暖
化
ガ
ス
の
専
門
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
差
し
迫
っ
た
問
題

に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

ど
う
い
う
こ
と
が
原
因
か
と
考
え
て
み

ま
す
と
、
た
と
え
ば
百
年
前
の
明
治
時

代
、
あ
る
い
は
も
っ
と
前
の
江
戸
時
代

に
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
問
題
は
何
も
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あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
類
の
歴
史
は

ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
え
ば
、
い
ろ
ん

な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
百
万

年
と
い
た
し
ま
す
と
、
百
万
年
の
人
類

の
歴
史
の
な
か
で
、
最
近
の
百
年
ぐ
ら

い
に
起
こ
っ
た
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
以
前
は
こ
の
問
題
は
無
か
っ
た
し
、

考
え
る
必
要
も
無
か
っ
た
の
で
す
。

　

生
物
の
歴
史
は
ど
の
く
ら
い
か
と
申

し
ま
す
と
、
こ
れ
に
も
い
ろ
ん
な
説
が

あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
二
十
億
年
と

い
た
し
ま
す
。
地
球
の
歴
史
は
ど
の

く
ら
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は

大
分
突
き
詰
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

四
十
億
年
ぐ
ら
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
四
十
億
年
の
地
球
の
歴
史
の

中
で
、
生
物
の
歴
史
が
二
十
億
年
、
人

類
の
歴
史
が
百
万
年
か
ら
二
百
万
年
、

そ
の
歴
史
の
最
後
と
い
う
か
、
現
在
を

視
点
と
し
ま
す
と
、
百
年
ぐ
ら
い
の
間

に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
百
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、
昔
と
比

べ
て
何
が
変
わ
っ
た
か
と
申
し
ま
す

と
、
こ
れ
は
全
部
人
間
が
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
江
戸
時
代
に
今
の
よ
う
な
環
境
問

題
が
無
か
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
生

活
と
現
代
の
私
ど
も
の
生
活
が
大
違
い

に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
の
大
違
い
の
元

は
と
い
う
と
、
人
間
の
文
化
・
文
明
・

科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
る
わ
け
で
、
私

た
ち
は
、
江
戸
時
代
よ
り
も
遥
か
に
快

適
な
生
活
を
し
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち

は
、
こ
う
い
う
立
派
な
建
物
の
中
で
生

活
し
、
空
調
の
お
陰
で
暖
房
も
冷
房
も

あ
り
、
明
る
い
照
明
の
下
で
快
適
な
暮

ら
し
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う

恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
反
面
、

今
の
環
境
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

　

今
、
環
境
問
題
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
皆
さ
ん
は
“
何
か
も
う
危
な
い
”

と
お
感
じ
に
な
り
ま
す
か
？ 

何
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
多
分
、
こ
の
ま

ま
未
来
永
劫
に
行
け
そ
う
に
思
え
て
、

我
々
に
は
全
く
実
感
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
科
学
技
術
で

検
討
し
て
い
き
ま
す
と
、“
こ
の
ま
ま

ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
た
ら
、
二
十
一
世

紀
は
も
た
な
い
”
と
い
う
の
が
結
論
で

す
。
そ
の
結
果
は
、
私
は
“
一
応
”
と

言
っ
て
お
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、「
科

学
技
術
の
仮
説
」
と
い
う
よ
う
に
お
考

え
く
だ
さ
い
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、

人
類
の
将
来
に
わ
た
っ
て
証
明
さ
れ
て

い
な
い
の
で
す
。

　
「
地
球
温
暖
化
ガ
ス
＝
環
境
破
壊
」

と
い
う
こ
と
は
、
学
術
的
に
は
証
明
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
じ
ゃ
仮
説

だ
か
ら
、
あ
る
い
は
“
大
丈
夫
か
も
知

れ
な
い
か
ら
ほ
っ
と
け
”
と
言
っ
て
、

こ
の
ま
ま
何
十
年
か
経
っ
て
か
ら
、
こ

の
仮
説
は
仮
説
で
は
な
く
て
本
当
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
時
に
は
、
手
遅

れ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、“
手
遅
れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
手

を
打
っ
て
お
こ
う
”
と
い
う
の
が
、我
々

が
子
孫
に
対
す
る
義
務
な
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
我
々
と
言
っ
て
も
、
私
の
よ
う

な
後
期
高
齢
者
は
、
こ
の
ま
ま
何
も
し

な
い
で
ほ
っ
と
い
て
も
よ
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
学
生
さ
ん
た
ち
は
心
配
で

す
。
ま
し
て
や
、
皆
さ
ん
方
の
次
の
お

子
さ
ん
た
ち
の
世
代
に
な
り
ま
す
と
、

危
な
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

時
に
“
さ
あ
、
大
変
だ
！
”
と
い
っ
て

手
を
打
っ
た
の
で
は
も
う
手
遅
れ
に
な

り
ま
す
か
ら
、“
今
か
ら
、
今
の
人
間

が
相
当
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
、
手
を

打
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
”
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
こ
で
、
地
球
温
暖
化
ガ
ス
の
問
題

に
戻
り
ま
す
と
、
そ
の
温
暖
化
ガ
ス
が

発
生
す
る
元
は
幾
つ
か
あ
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
主
役
は
「
化
石
燃
料
」

と
い
わ
れ
る
、
言
う
ま
で
も
な
く
石
油

と
か
石
炭
と
か
天
然
ガ
ス
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
消
費

を
し
て
、
我
々
は
今
の
よ
う
な
豊
か
な

生
活
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
心
配
を
解
決
す
る

に
は
、
江
戸
時
代
に
戻
れ
ば
石
油
も
使

わ
な
い
の
で
心
配
は
な
く
な
り
ま
す

が
、
皆
さ
ん
が
“
そ
れ
で
も
よ
い
”
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
子
孫
の
心
配
は

し
な
く
て
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
、
釈
迦
に

説
法
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、“
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
う
と
仕
事
を
し
て
く
れ
る
”

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
仕
事
を
し
て

も
ら
う
と
、“
人
間
が
楽
を
す
る
”
と

い
う
こ
と
で
、
非
常
に
簡
単
な
話
な
の

で
す
。
つ
ま
り
、
歩
い
て
行
く
と
大
変

な
と
こ
ろ
を
自
動
車
に
乗
っ
て
い
け
ば

楽
で
す
ね
。
自
動
車
は
ど
う
し
て
走
る

か
と
い
え
ば
、
ガ
ソ
リ
ン
を
使
う
か
ら

で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
基
本
的
な
プ

リ
ン
シ
プ
ル
と
い
う
の
は
、
と
て
も
簡

単
で
、
人
間
が
楽
を
す
る
た
め
に
、
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
豊
か
な
実
り
の

あ
る
生
活
を
す
る
た
め
に
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
お
陰
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ

て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

我
々
人
間
は
、
今
の
豊
か
な
生
活
を
昔

に
戻
し
た
く
は
な
い
、
今
の
豊
か
な
生

活
を
続
け
な
が
ら
、
こ
の
環
境
問
題
を

解
決
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

環
境
問
題
の
裏
腹
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
化
石
燃
料
と
い
う
こ
と
で
、

石
油
・
石
炭
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
種
類
は
一
杯

あ
る
わ
け
で
、
よ
く
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
よ
う
に
、
風
力
と
か
、
太
陽
光
と

か
、
地
熱
と
か
、
原
子
力
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
原
子
力
は
大
切
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
す
ね
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
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の
は
物
と
違
い
ま
し
て
、
無
か
ら
有
を

生
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
態
を
変

え
る
と
き
に
仕
事
を
し
て
く
れ
ま
す
の

で
、
そ
の
仕
事
が
人
間
に
と
っ
て
必
要

な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
え
て
い
く
道
筋
と

い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
道
筋
を
人
間
の
役
に
立
つ
よ
う
に

科
学
技
術
の
力
で
も
っ
て
、
変
え
て
や

ろ
う
と
い
う
の
が
、
今
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
の
対
象
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

分
か
り
や
す
く
太
陽
光
を
例
と
し
て

申
し
ま
す
。
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
物

は
、
太
陽
光
が
あ
る
か
ら
存
在
し
て
い

る
わ
け
で
、
地
球
上
の
全
て
の
生
命
の

根
源
は
太
陽
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
太
陽
は
、
何
十
億
年
も
前
か
ら
、

あ
る
い
は
も
っ
と
前
か
ら
変
ら
ず
降
り

注
い
で
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
太

陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
何
も
し
な
い
で
い

て
も
地
球
の
温
度
を
温
め
て
く
れ
、
今

我
々
が
こ
の
よ
う
な
環
境
の
下
に
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
太

陽
光
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

い
た
ら
、“
地
球
は
ど
ん
ど
ん
温
め
ら

れ
て
、
限
り
な
く
温
度
が
上
が
っ
て
い

く
で
は
な
い
か
”
と
い
う
ふ
う
に
見
え

ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
地
球
も

ま
た
熱
を
宇
宙
に
振
り
ま
い
て
お
り
ま

す
。
太
陽
か
ら
地
球
に
入
っ
て
き
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
、
地
球
か
ら
宇
宙
に
振
り

撒
い
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
こ
れ
を「
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
散
逸
」
と
言
っ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
の

温
度
で
保
た
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
の
何
百
万
年
の

人
類
の
地
球
上
に
お
け
る
歴
史
で
あ
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス

が
、
ち
ょ
っ
と
狂
い
だ
し
た
の
で
あ
り

ま
し
て
、
つ
ま
り
、
入
っ
て
く
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
、
外
に
出
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

バ
ラ
ン
ス
が
狂
っ
て
、
地
球
の
中
に
溜

ま
り
出
し
た
と
い
う
の
が
、
今
の
地
球

温
暖
化
で
す
。
そ
の
程
度
は
、
現
在
ま

で
の
と
こ
ろ
大
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
温
度
で
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
も

い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
五
十
年

前
と
比
べ
て
せ
い
ぜ
い
二
～
三
度
ぐ
ら

い
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
こ

の
ま
ま
上
昇
を
続
け
た
ら
こ
れ
は
大
変

で
す
。
ど
こ
か
で
止
ま
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
止
ま
ら
な
か
っ
た
ら
大
変
と

い
う
の
が
、
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
“
手

遅
れ
に
な
っ
て
か
ら
で
は
大
変
”
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
例
で
考
え
ま

す
と
、
今
普
通
の
状
態
で
太
陽
熱
が
地

球
を
今
の
温
度
に
保
っ
て
く
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
変
換
の
道
筋
を
“
ち
ょ
っ
と
利
口

に
考
え
よ
う
”
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
ま
ず
一
番
簡
単
な
の
が
“
冬
は
厚

着
を
す
る
し
、
夏
は
薄
着
を
す
る
”
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
常
識
と
い

う
か
、黙
っ
て
い
て
も
そ
う
し
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
冬
は
な
る
だ
け
黒
っ
ぽ
い

服
を
着
て
、
夏
は
白
っ
ぽ
い
服
を
着
る

よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
太

陽
熱
の
吸
収
関
係
か
ら
そ
う
し
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
黒
っ
ぽ
い
服
を
も
っ
と

頭
を
使
っ
て
考
え
て
い
る
の
が
、
太
陽

熱
温
水
器
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う

何
十
年
も
前
か
ら
日
本
で
は
普
及
し
て

お
り
ま
す
が
、
屋
根
の
上
に
太
陽
熱
温

水
器
を
置
き
ま
す
と
、
太
陽
熱
で
水
が

温
め
ら
れ
て
、
人
間
に
役
立
つ
よ
う
に

使
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
お
陰

で
、
た
だ
で
お
風
呂
も
沸
く
し
、
も
う

ち
ょ
っ
と
利
口
に
考
え
る
と
、
太
陽
熱

で
暖
冷
房
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
ま
し
て
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
も
の

も
普
及
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
分
か
り
や
す
い
例
で
す
が
、

そ
れ
を
さ
ら
に
最
近
の
科
学
技
術
で
考

え
ま
す
と
、
半
導
体
が
太
陽
熱
を
吸
収

す
る
と
電
気
に
変
え
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
最
近
大

流
行
の
「
ソ
ー
ラ
ー
バ
ッ
テ
リ
ー
」
で

す
。
こ
れ
を
屋
根
の
上
に
置
き
ま
す
と
、

シ
リ
コ
ン
の
ソ
ー
ラ
ー
バ
ッ
テ
リ
ー
で

太
陽
光
の
発
電
が
出
来
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
石
油
を
炊
い

て
火
力
発
電
で
賄
っ
て
い
る
電
気
を
置

き
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

り
、
つ
ま
り
、
温
暖
化
ガ
ス
を
減
ら
す

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

風
力
、
潮
力
も
一
例
で
す
が
、
人
間

が
ま
だ
利
用
し
て
い
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た

よ
う
に
、
今
ま
で
あ
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
、
無
駄
に
捨
て
て
い
た
の
で
は
な
く

て
、“
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
を
、
も
う

ち
ょ
っ
と
利
口
に
流
れ
の
道
筋
を
変
え

て
や
る
”
と
い
う
の
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
利
用
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
環

境
問
題
の
解
決
に
繋
が
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

　

太
陽
光
と
か
、
空
気
と
か
、
水
と
い

う
の
は
、
有
っ
て
も
無
く
て
も
分
か
ら

な
い
感
じ
が
し
ま
す
が
、で
も
、無
か
っ

た
ら
大
変
で
す
。
よ
く
「
空
気
の
よ
う

な
存
在
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す

が
、“
そ
れ
が
有
っ
て
も
無
く
て
も
分

か
ら
な
い
よ
う
な
存
在
だ
け
ど
、
万
一

そ
れ
が
無
か
っ
た
ら
、
大
変
だ
”
と
い

う
の
が
太
陽
光
で
す
。
有
っ
て
も
当
た

り
前
で
す
が
、
無
か
っ
た
ら
暗
黒
の
絶

対
温
度
零
度
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
具
体
的
な
お
話

を
し
ま
す
。
今
、
我
々
は
緑
豊
か
な
地

球
の
上
で
生
活
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
緑
・
グ
リ
ー
ン
と
い
う
こ
と
が
、
環

境
問
題
を
解
決
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ

う
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
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大
変
結
構
な
こ
と
で
す
。
な
ぜ
グ
リ
ー

ン
が
使
わ
れ
て
い
る
か
、
言
う
ま
で
も

な
く
、
植
物
が
緑
で
象
徴
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
森
や
木

や
草
や
野
菜
で
も
、
植
物
を
豊
に
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
人
類
の
豊
さ
の
根
源

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
そ
の
元

を
考
え
て
見
ま
す
と
、
樹
木
の
緑
が
な

ん
で
環
境
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
か
、

こ
れ
は
た
だ
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で

す
が
、「
光
合
成
」
と
い
う
緑
の
葉
っ

ぱ
が
行
っ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
光

合
成
と
い
う
の
は
、
化
学
反
応
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
人
間

を
含
む
生
物
の
存
在
が
保
証
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。
光
合
成
を
も
う
ち
ょ
っ

と
専
門
的
に
言
う
と
、
学
生
の
皆
さ
ん

は
百
も
承
知
で
し
ょ
う
が
、
空
気
中
の

炭
酸
ガ
ス
と
水
か
ら
炭
化
水
素
（
ハ
イ

ド
ロ
カ
ー
ボ
ン
）
を
化
学
反
応
で
合
成

を
し
て
い
る
の
で
す
。
化
学
反
応
を
す

る
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
る
の
で
す

が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
太
陽
光
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
太
陽
光
を
利
用

し
て
、
そ
の
お
陰
で
実
は
生
物
の
存
在

そ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
れ
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る

こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
思

い
を
い
た
す
と
、
植
物
が
や
っ
て
い
る

光
合
成
を
科
学
技
術
の
力
で
支
え
て
、

補
強
し
て
や
れ
ば
、環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
の
解
決
に
一
番
有
力
な
処
方
に
な

る
の
で
す
。
勿
論
、
そ
の
根
源
で
あ
る

植
物
を
大
い
に
増
や
す
と
い
う
こ
と
も

大
事
で
す
。
し
か
し
、
地
球
全
体
が
森

と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、

植
物
の
代
わ
り
を
す
る「
人
工
光
合
成
」

を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
石
油
の
消
費

を
抑
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

　

さ
て
、
光
合
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
二
つ

の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
第

一
段
は
水
を
分
解
し
て
水
素
を
作
る
こ

と
で
す
。
水
の
電
気
分
解
は
皆
さ
ん
ご

存
知
の
よ
う
に
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必

要
と
し
ま
す
。
私
は
藤
嶋
昭
博
士
（
現

東
京
大
学
名
誉
教
授
）
と
一
緒
に
研
究

を
し
、
酸
化
チ
タ
ン
を
電
極
と
し
て
も

う
一
方
の
電
極
に
白
金
を
も
ち
い
て
電

池
を
組
み
、
酸
化
チ
タ
ン
電
極
上
に
光

を
照
射
し
た
と
こ
ろ
、
な
ん
ら
電
圧
を

加
え
る
こ
と
な
し
に
白
金
電
極
上
で
水

を
分
解
し
、
水
素
を
発
生
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
現
象
は
「
本
多

―
藤
嶋
効
果
」
と
呼
ん
で
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
現
在
大
変
活

発
に
多
く
の
人
た
ち
に
よ
り
研
究
さ

れ
、
将
来
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し

て
化
石
燃
料
に
置
き
換
わ
る
水
素
燃
料

が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

話
を
戻
し
ま
し
て
、
化
石
燃
料
の
石

油
・
石
炭
は
、
元
は
と
い
え
ば
植
物
の

光
合
成
の
産
物
で
あ
り
ま
す
。
生
物
の

歴
史
が
二
十
億
年
か
ら
三
十
億
年
と
申

し
ま
し
た
が
、
そ
の
間
に
い
ろ
ん
な
植

物
が
や
っ
て
い
た
反
応
は
、
太
陽
光
を

利
用
す
る
光
合
成
反
応
を
や
っ
て
い
た

の
で
す
。
光
合
成
反
応
の
産
物
で
あ
る

炭
化
水
素
が
、
地
球
の
中
に
埋
も
れ
て

い
た
の
が
現
在
の
石
油
・
石
炭
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
今
人
間
が
せ
っ
せ
と

使
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
元
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

四
十
億
年
の
光
合
成
の
結
果
を
、
大

体
百
年
か
ら
二
百
年
で
使
い
果
た
そ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と

か
と
申
し
ま
す
と
、
分
か
り
や
す
く
言

い
ま
す
と
、
倹
約
の
人
が
い
ま
し
て
、

働
き
盛
り
の
と
き
、
一
所
懸
命
働
い
て

贅
沢
を
し
な
い
で
貯
金
を
し
ま
す
。
定

年
に
な
っ
て
退
職
を
し
て
、
退
職
金
も

い
た
だ
け
る
し
、
貯
め
た
貯
金
も
沢
山

あ
る
で
し
ょ
う
。
退
職
の
記
念
に
、
こ

れ
か
ら
思
い
切
っ
て
楽
し
く
過
ご
そ
う

と
し
て
、
貯
め
た
貯
金
を
一
晩
で
豪
遊

す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
こ
れ
は
さ
ぞ
か

し
愉
快
で
し
ょ
う
ね
。
何
十
年
も
か
け

て
貯
め
た
大
切
な
貯
金
を
、
一
晩
で
使

い
果
た
す
と
い
う
の
が
、
実
は
、
今
、

人
類
が
置
か
れ
て
い
る
状
態
で
す
。

　

石
油
の
残
存
量
は
ど
の
く
ら
い
あ
る

か
と
申
し
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ

り
ま
す
が
、
一
つ
の
説
で
は
、
も
う

二
千
五
十
年
ぐ
ら
い
で
底
を
突
く
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

も
っ
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
十
一
世

紀
の
末
ま
で
は
も
た
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
の
人
が
多
い
よ
う
で
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
と
百

年
無
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

環
境
問
題
と
か
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
な

く
て
も
、
今
の
状
態
で
使
っ
て
い
け
ば
、

無
く
な
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
お
り
ま

す
。
石
炭
と
天
然
ガ
ス
は
ま
だ
あ
る
よ

う
で
す
の
で
、“
Ｓ
Ｌ
の
よ
う
な
も
の

を
引
っ
張
り
出
し
て
き
て
ま
た
走
ら
せ

る
。
空
調
を
止
め
て
火
鉢
で
練
炭
と
か

炭
田
を
燃
や
し
て
暖
を
取
り
、
冬
は
ど

て
ら
を
着
て
過
ご
す
と
い
う
生
活
に
戻

れ
ば
よ
い
の
だ
”
と
い
う
人
は
そ
れ
で

よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
方
々

に
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る

と
、
石
油
が
無
く
な
っ
た
と
き
、
も
う

皆
さ
ん
の
孫
・
子
の
時
代
に
は
そ
れ
が

近
づ
い
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
や
は

り
人
類
の
叡
智
を
働
か
し
て
、
五
十
年
、

百
年
の
先
ま
で
我
々
が
責
任
を
持
っ
て

考
え
て
や
ら
な
け
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

ど
う
や
っ
た
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境

問
題
を
解
決
で
き
る
か
、
一
例
と
し
て

光
合
成
の
こ
と
を
引
い
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま

し
た
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題

を
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
終
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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第
四
回
本
多
静
六
賞
受
賞
者

の
紹
介

　
　

 
埼
玉
県
農
林
部
森
づ
く
り
課

主
査　

竹
詰　

一

一　

第
四
回
本
多
静
六
賞
に
つ
い
て

　

県
で
は
、
本
県
出
身
で
日
本
最
初
の

林
学
博
士
と
な
っ
た
本
多
静
六
博
士
の

精
神
を
受
け
継
ぎ
、
緑
と
共
生
す
る
社

会
づ
く
り
に
貢
献
し
た
個
人
・
団
体

を
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
表
彰
し
て
い

ま
す
。

　

第
四
回
本
多
静
六
賞
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日
ま
で
募
集

を
行
い
、
個
人
七
名
及
び
六
団
体
の
計

十
三
の
応
募
が
あ
り
、
東
京
大
学
教
授

の
斎
藤
馨（
さ
い
と
う
か
お
る
）さ
ん
が

受
賞
さ
れ
ま
し
た
の
で
御
紹
介
し
ま
す
。

二　

斎
藤
馨
さ
ん
の
功
績

○�

秩
父
演
習
林
の
映
像
・
音
声
を
記

録
・
発
信
す
る
「
サ
イ
バ
ー
フ
ォ
レ

ス
ト
」
を
開
発

　

二
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
秩
父
演
習

林
の
日
々
の
変
化
、
鳥
の
鳴
き
声
、
葉

擦
れ
音
等
森
林
景
観
を
記
録
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
信
す
る
「
サ
イ
バ
ー

フ
ォ
レ
ス
ト
」
を
開
発
し
ま
し
た
。

　

蓄
積
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
基
に
、
過
去
・

未
来
の
森
林
景
観
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
林
業
振

興
、
環
境
保
全
対
策
等
に
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○�

蓄
積
さ
れ
た
映
像
・
音
声
を
用
い
た

遠
隔
授
業
を
実
践

　

小
中
学
校
を
対
象
と
し
て
、
蓄
積
さ

れ
た
映
像
・
音
声
を
用
い
た
遠
隔
授
業

を
実
践
す
る
な
ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
環
境

教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三　

表
彰
式

　

表
彰
式
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
四

日
に
川
越
市
農
業
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

で
開
催
し
た
県
植
樹
祭
で
行
い
、
知
事

か
ら
表
彰
状
と
副
賞
と
し
て
ヒ
ノ
キ
材

を
使
っ
た
レ
プ
リ
カ
、
賞
金
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。

四　

終
わ
り
に

　

県
で
は
本
多
静
六
賞
の
表
彰
を
通
じ

て
、
博
士
を
顕
彰
す
る
と
と
も
に
、
緑

と
共
生
す
る
社
会
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
引
き
続
き
皆
さ
ん
の
御
理

解
・
御
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

秩父の森の13年間の映像を公開。₁年の中で葉の
色の様子や年ごとの紅葉・落葉の比較が可能

東京大学と小学校をネットワークで結び、秩父演習
林のブナ林の資料映像を教材配信して、遠隔授業を
実践

秩父演習林に設定したロボットカメラで記録した
映像をインターネットで配信

秩父演習林内の定点観測ロボット
カメラ

蓄積されたデータを基に、過去・
未来の森林の姿をCG化
（２００1年 秩父演習林）

斎藤　馨さん
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本
多
静
六
関
係
資
料
に
つ
い
て

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館

渡　

政
和

　

当
館
で
は
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
六
日

ま
で
、
常
設
展
示
室
の
中
の
「
人
物

コ
ー
ナ
ー
」
で
、
本
多
静
六
の
関
連
資

料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。「
人
物
コ
ー

ナ
ー
」
は
埼
玉
県
に
ゆ
か
り
の
あ
る
歴

史
上
の
人
物
に
つ
い
て
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
で
、
今
ま
で
に
塙
保
己
一
・
平
賀

源
内
と
い
っ
た
江
戸
時
代
の
偉
人
や
渋

沢
栄
一
・
荻
野
吟
子
と
い
っ
た
近
代
以

降
の
著
名
人
等
を
選
ん
で
そ
の
関
係
資

料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
「
荒

川
の
治
水
翁
」
と
称
さ
れ
た
斎
藤
祐

美
（
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
～
昭
和

十
八
（
一
九
四
三
）
年
）
と
と
も
に
「
日

本
林
学
会
の
巨
星
」
と
し
て
本
多
静
六

の
関
連
資
料
を
展
示
し
て
そ
の
業
績
な

ど
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
展
示
し
て
い
る
資
料
は
、
ほ
と

ん
ど
が
久
喜
市
か
ら
お
借
り
し
た
も
の

で
、『
本
多
静
六
通
信
』
第
十
二
号
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
「
記
念
室
所
蔵
本

多
家
文
書
目
録
」「
記
念
室
所
蔵
折
原

家
文
書
目
録
」
に
あ
る
文
書
類
や
「
本

多
家
資
料
」
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る

資
料
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
本
多
静
六
氏
の

事
績
を
追
う
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
貴
重
な
資
料
で
、
本
多
静
六
関
係

資
料
と
し
て
一
括
で
扱
っ
て
も
い
い
よ

う
な
ま
と
ま
っ
た
資
料
で
す
。
こ
う

い
っ
た
資
料
が
久
喜
市
で
保
管
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
文

書
を
扱
う
場
合
、
現
地
主
義
と
い
っ
て

地
元
に
関
係
資
料
が
保
存
さ
れ
、
さ
ら

に
将
来
に
わ
た
っ
て
確
実
に
受
け
継
い

で
い
か
れ
る
こ
と
は
理
想
的
な
形
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ

ら
の
貴
重
な
資
料
の
中
か
ら
何
点
か
を

紹
介
し
、
資
料
の
大
切
さ
を
よ
り
一
層

深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

一　

安
本
先
生
講
義
植
物
学
巻
ノ
壱

　

こ
の
資
料
は
、
当
時
、
東
京
農
林
学

校
の
生
徒
で
あ
っ
た
折
原
静
六
（
後
の

本
多
静
六
）
が
、
同
校
の
先
生
で
あ
る

安
本
徳
寛
の
講
義
を
受
け
、
そ
の
内
容

を
筆
記
し
た
も
の
で
、「
植
物
学
」
の

位
置
付
け
や
そ
の
区
分
、
植
物
の
構
造

な
ど
「
植
物
学
」
の
基
本
的
な
講
義
と

な
っ
て
い
ま
す
。
本
紙
は
、
和
紙
を
袋

と
じ
に
し
て
綴
じ
紐
の
部
分
を
和
紙
で

覆
い
、
背
表
紙
で
糊
付
け
す
る
こ
と
に

よ
り
本
が
解
体
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
本
文
は
墨
書
き

で
講
義
内
容
が
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い

ま
す
。
本
文
中
や
欄
外
に
は
茎
や
葉
の

形
態
な
ど
を
図
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に

鉛
筆
な
ど
の
追
記
や
合
点
な
ど
様
々
な

書
き
込
み
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら

筆
記
後
に
も
何
度
も
読
み
返
し
て
い
た

事
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、

本
多
静
六
の
学
問
に
対
す
る
探
求
心
の

深
さ
な
ど
を
知
る
上
で
も
重
要
で
す

が
、
明
治
二
十
年
頃
の
植
物
学
の
レ
ベ

ル
の
高
さ
を
知
る
上
で
も
大
変
貴
重
な

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

二　

林
学
通
論
第
一

　

こ
の
資
料
は
、
本
多
静
六
が
林
学
博

士
と
な
り
東
京
帝
国
大
学
で
教
鞭
を

と
っ
て
い
た
頃
の
授
業
用
の
ノ
ー
ト

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
表
紙
に

は
「Forstencyclopaidie N

o.1 von 
D

r,S H
onda

」
と
ド
イ
ツ
語
で
書
か

れ
、
そ
の
下
に
「
林
學
通
論
第
一
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。「D

r

」
と
あ
る
こ

と
か
ら
博
士
号
を
取
得
し
た
後
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
本
紙
は
洋
紙
で

一
枚
の
紙
を
半
分
に
折
り
、
そ
の
折
り

目
に
糸
を
通
し
て
紙
を
束
ね
て
お
り
、

展示風景

植物学巻ノ壱
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綴
葉
装
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
両

面
に
罫
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
現
代
の

大
学
ノ
ー
ト
に
似
て
い
ま
す
。
本
文
は

日
本
語
に
ド
イ
ツ
語
等
の
外
国
語
の
単

語
が
混
じ
っ
て
お
り
、
全
体
的
に
万
年

筆
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
冒
頭
「
諸
君

之
…
」
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
講
義
で
話

す
口
調
で
書
か
れ
て
お
り
、
授
業
中
に

使
用
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
本
文
の
上

部
は
下
部
に
比
べ
て
ス
ペ
ー
ス
が
多
く

と
っ
て
あ
り
、
頭
註
を
考
え
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
、
そ
の
部
分
や
本
文
中
の

余
白
な
ど
に
註
記
や
訂
正
、
補
足
説
明

な
ど
を
鉛
筆
で
細
か
く
書
い
て
お
り
、

講
義
を
何
度
も
推
敲
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
最
後
の
方
に

は
鉛
筆
書
き
で「
試
験
問
題
」と
あ
り
、

「
農
三
」「
林
乙
三
」
と
読
め
る
記
述
の

下
に
括
弧
付
き
で
そ
れ
ぞ
れ
三
問
づ
つ

問
題
文
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
、
林
学
通
論
が
農
学
科
と
林
学
科
に

お
い
て
講
義
さ
れ
て
い
た
た
め
、
別
の

試
験
問
題
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
当
時
の
学
問
レ
ベ

ル
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

三　

保
留
勲
章
の
伝
達
に
つ
い
て

　

本
多
静
六
は
、
昭
和
二
十
七
（
一
九

五
二
）
年
一
月
二
十
九
日
、
伊
東
市
の

国
立
療
養
所
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
国

は
同
日
付
け
で
勲
一
等
瑞
宝
章
（
現
在

で
は
瑞
宝
大
綬
章
に
あ
た
り
ま
す
）
を

授
与
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
昭
和
天
皇

の
名
の
下
に
勲
一
等
に
叙
し
、
瑞
宝
章

を
授
与
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
当

時
、
勲
章
が
品
不
足
の
た
め
、
実
際
に

本
多
静
六
の
遺
族
の
元
に
届
い
た
の
は

昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
の
こ
と
で

し
た
。
こ
の
資
料
は
、
昭
和
三
十
年
二

月
二
日
付
け
で
、
長
ら
く
留
保
さ
れ
て

い
た
勲
章
を
伝
達
す
る
こ
と
を
内
閣
総

理
大
臣
官
房
賞
勲
部
庶
務
課
長
が
通
知

し
た
文
書
で
す
。
こ
の
文
書
か
ら
「
勲

章
の
在
庫
の
不
足
は
戦
時
中
造
幣
局
が

空
襲
を
受
け
又
疎
開
し
た
こ
と
な
ど
に

遠
因
し
、
そ
の
后
連
合
国
軍
総
司
令
部

の
意
向
に
よ
つ
て
勲
章
の
製
作
が
全
面

的
に
禁
止
せ
ら
れ
る
こ
と
ヽ
な
り
い
よ

い
よ
不
足
」
し
て
い
っ
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
「
独
立
后
は
、
極
力

関
係
官
庁
と
折
衝
を
重
ね
、
早
期
解
決
」

に
務
め
て
き
た
が
「
終
戦
以
来
特
殊
資

材
の
不
足
、
造
幣
局
空
襲
以
来
の
機
能

復
旧
、
予
算
関
係
等
諸
種
の
事
情
」
に

よ
っ
て
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
「
漸

く
褒
賞
物
品
の
一
部
製
作
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
こ
ヽ
に
お
渡
し
す
る
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
資
料
は
、

単
に
勲
章
の
伝
達
が
遅
れ
た
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
理
由
と
し
て
第
二
次

世
界
大
戦
に
よ
る
造
幣
局
の
被
害
及
び

疎
開
に
よ
る
混
乱
、
終
戦
後
、
占
領
下

で
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
か
ら
勲
章
の
製
作
が
禁
止

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
独
立
後
（
い
わ
ゆ

る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結

後
）
に
お
い
て
も
資
材
の
不
足
な
ど
で

思
う
よ
う
に
勲
章
な
ど
の
製
作
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
当
時
の
社
会
情
勢

を
知
る
上
で
も
大
変
貴
重
な
資
料
と
な

り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
多
静
六
関
係
資
料

の
わ
ず
か
な
部
分
を
紹
介
し
た
だ
け
で

も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
資
料
を
一

点
も
欠
く
こ
と
な
く
大
切
に
保
存
し
て

ゆ
く
こ
と
は
久
喜
市
及
び
本
多
静
六
博

士
を
顕
彰
す
る
会
に
課
さ
れ
た
使
命
で

あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
大
人
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
大

人
に
な
る
人
に
こ
の
資
料
を
受
け
継
い

で
も
ら
う
た
め
に
し
っ
か
り
と
保
存

し
、
よ
り
よ
い
活
用
を
図
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

保留勲章の伝達について

林学通論第一　　
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本
多
静
六
博
士
ゆ
か
り
の
地

明
治
神
宮
・
日
比
谷
公
園
を
訪
ね
て

奥
貫
和
夫

　

運
よ
く
今
年
（
平
成
二
十
三
年
九
月

十
五
日
）
は
抽
選
に
当
た
り
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
、
顕
彰
す
る
会
や
現
地
の

専
門
の
講
師
陣
か
ら
沢
山
学
ぶ
こ
と
が

出
来
た
。
ス
タ
ッ
フ
六
名
の
お
世
話
で

三
十
名
の
参
加
者
は
八
時
半
久
喜
市
役

所
を
出
発
、
森
を
見
に
高
速
道
路
で
都

心
の
オ
ア
シ
ス
に
向
か
う
ユ
ニ
ー
ク
さ

も
公
園
の
父
と
も
い
わ
れ
る
博
士
の
真

骨
頂
だ
と
思
う
。

　

車
中
、
会
の
柴
崎
さ
ん
か
ら
「
日
本

林
学
会
の
巨
星　

本
多
静
六
」
パ
ン
フ

の
概
要
説
明
を
頂
き
、
会
長
さ
ん
か
ら

は
静
六
の
生
い
立
ち
か
ら
生
き
様
、
専

門
の
林
学
は
も
と
よ
り
、
貧
乏
を
バ
ネ

に
し
て
努
力
し
、
学
者
で
あ
り
な
が
ら

巨
万
の
富
を
築
き
、
自
ら
は
質
素
、
匿

名
で
社
会
貢
献
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が

紹
介
さ
れ
、良
き
事
前
研
修
と
な
っ
た
。

渋
沢
栄
一
や
大
隈
重
信
と
の
関
係
な
ど

私
は
興
味
深
い
。
十
時
半
前
に
明
治
神

宮
に
到
着
。
迎
え
て
く
れ
た
の
は
南
参

道
大
鳥
居
左
右
の
楠
。
九
十
一
年
前
地

元
、
久
喜
・
幸
手
か
ら
大
八
車
で
運
ば

れ
た
由
緒
あ
る
御
献
木
だ
。
鬱
蒼
た
る

森
を
社
務
所
に
向
か
う
。
連
日
の
猛
暑

が
緑
陰
の
こ
こ
だ
け
は
無
縁
で
あ
る
。

実
際
三
度
か
ら
四
度
は
低
い
と
巡
検
時

に
説
明
を
受
け
た
。

　

社
務
所
で
は
現
地
講
師
、
総
務
部
林

苑
担
当
の
沖
沢
幸
二
氏
か
ら
明
治
神
宮

の
森
づ
く
り
に
つ
い
て
、
代
々
木
の
当

時
の
写
真
（
荒
地
、
松
林
な
ど
）
を
は

じ
め
、
博
士
ら
の
森
づ
く
り
計
画
、
理

念
の
説
明
。
全
国
か
ら
の
献
木
（
樹
丈

二
間
か
ら
三
間
）
や
青
年
た
ち
十
一
万

人
の
勤
労
奉
仕
の
模
様
を
記
録
し
た
貴

重
な
資
料
を
ス
ラ
イ
ド
で
説
明
し
て
頂

き
、
講
師
の
案
内
で
蝉
し
ぐ
れ
の
森
に

入
る
。
数
々
の
発
見
と
驚
き
（
メ
モ
し とても都心とは思えない明治神宮の森

参加した皆さん（日比谷公園にて）

た
が
多
々
あ
り
省
略
）
が
参
加
者
の
胸

を
打
つ
。
百
年
先
を
見
据
え
た
森
づ
く

り
は
九
十
一
年
目
の
今
日
ま
さ
に
天
然

更
新
の
森
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

立
派
な
休
憩
所
で
昼
食
。
外
国
人
や

若
者
も
多
い
。
午
後
は
日
本
の
中
枢
部

を
経
て
日
比
谷
へ
。

　

第
二
の
見
学
地
は
博
士
ら
の
設
計
し

た
初
の
近
代
洋
風
都
市
公
園
で
あ
る
日

比
谷
公
園
だ
。
案
内
は
当
公
園
の
高
橋

裕
一
氏
。
明
治
二
十
一
年
陸
軍
練
兵
場

跡
に
洋
式
の
公
園
を
造
る
こ
と
に
な

る
。
東
京
駅
設
計
の
辰
野
金
吾
か
ら
懇

願
さ
れ
手
が
け
た
が
当
初
は
大
変
な
抵

抗
が
あ
っ
た
。
と
、
ま
ず
は
歴
史
の
紹

介
か
ら
、
広
さ
十
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル

で
開
園
百
八
年
目
を
迎
え
た
。
博
士
ゆ

か
り
の
明
治
三
十
五
年
植
栽
の
銀
杏
並

木
、
Ｓ
字
カ
ー
ブ
の
園
路
な
ど
博
士
の

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
で
描
い
た
そ
の
も
の
だ

と
い
う
。
園
内
の
花
壇
、
有
形
文
化
財

の
旧
事
務
所
、
心
字
池
、
雲
形
池
、
噴

水
、
碑
等
、
広
場
や
建
造
物
、
十
月
一

日
に
お
披
露
目
さ
れ
る
自
由
の
鐘
か
ら

四
季
の
名
園
の
見
事
な
写
真
を
紹
介
し

た
陳
列
場
な
ど
、
数
々
の
見
ど
こ
ろ
は

参
加
者
を
魅
了
し
た
。

　

そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
極
め
つ
け
は

松
本
楼
前
の
首
か
け
イ
チ
ョ
ウ
だ
ろ

う
。
日
比
谷
交
差
点
に
あ
っ
た
樹
齢

四
百
年
の
大
銀
杏
を
無
理
だ
と
言
わ
れ

な
が
ら
も
博
士
は
「
専
門
家
」
だ
と
首

を
賭
け
て
移
植
を
成
功
さ
せ
た
。
こ
の

シ
ン
ボ
ル
た
る
大
樹
も
樹
木
医
の
診
断

で
は
老
化
が
見
ら
れ
、
空
洞
部
や
数
か

所
の
枝
に
ま
か
れ
た
目
印
の
テ
ー
プ
が

見
え
る
。
こ
こ
で
切
る
べ
き
か
否
か
意

見
が
分
か
れ
て
い
て
事
務
所
も
困
っ
て

い
る
と
か
・
・
。
こ
れ
か
ら
も
都
会
の

オ
ア
シ
ス
は
久
喜
の
生
ん
だ
巨
星　

本

多
静
六
の
お
蔭
で
健
康
保
持
と
道
徳
向

上
の
場
と
し
て
末
永
く
親
し
ま
れ
て
い

く
事
だ
ろ
う
。

　

帰
り
の
バ
ス
で
の
皆
の
感
想
も
と
て

も
よ
か
っ
た
。
顕
彰
す
る
会
と
久
喜
市

の
素
晴
ら
し
い
企
画
に
感
謝
し
て
い
る
。
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～
本
多
静
六
博
士
の
森
だ
よ
り
～

本
多
静
六
博
士
の
森
か
ら

今
日
は
！

本
多
静
六
博
士
を
顕
彰
す
る
会　

　

私
た
ち
九
種
類
五
百
本
の
仲
間
た
ち

は
、
平
成
二
十
年
六
月
八
日
、
菖
蒲
町

で
行
わ
れ
た
埼
玉
県
植
樹
祭
の
記
念
植

樹
と
し
て
、
完
成
を
待
つ
「
本
多
静
六

博
士
の
森
」
に
植
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

植
栽
ま
で
の
八
ヶ
月
間
は
里
子
と
し

て
博
士
の
母
校
三
箇
小
学
校
に
預
け
ら

れ
ま
し
た
。
学
校
で
は「
緑
の
少
年
団
」

活
動
と
し
て
毎
日
水
か
け
、
声
か
け
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
私
た
ち
が
一
人
立
ち
す
る

日
が
来
ま
し
た
。
二
月
二
十
三
日
、
雨

上
が
り
の
寒
い
午
後
で
し
た
。
県
や
町

の
来
賓
と
小
学
生
百
余
名
の
方
々
が
大

変
な
思
い
で
植
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

雨
後
の
造
成
地
は
地
面
が
ぐ
じ
ゃ
ぐ

じ
ゃ
で
皆
さ
ん
が
靴
の
上
に
ビ
ニ
ー
ル

袋
を
被
せ
て
の
悪
戦
苦
闘
で
し
た
。
本

多
静
六
博
士
を
顕
彰
す
る
会
や
、
係
の

方
が
穴
を
掘
っ
た
り
、
支
柱
を
立
て
た

り
し
て
く
れ
ま
し
た
。
何
と
受
難
の
旅

立
ち
な
ん
だ
ろ
う
。

　

後
日
、
手
直
し
、
誘
引
（
し
ば
り
つ

け
）
を
し
て
頂
き
、
季
節
風
（
関
東
の

空
っ
風
）
の
対
策
も
終
わ
り
ま
し
た
。

　

で
も
、
田
圃
を
吹
き
抜
け
る
赤
城
お

ろ
し
は
身
に
滲
み
ま
す
。
毎
日
、
見
回

り
に
来
て
、乾
い
た
根
元
を
踏
ん
だ
り
、

ゆ
る
ん
だ
紐
を
直
し
て
く
れ
た
り
、
大

勢
で
風
上
に
防
風
ネ
ッ
ト
を
張
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
春
に
な
る
と
草
と
の
戦
い

に
な
り
、
私
た
ち
は
た
ち
ま
ち
、
草
に

埋
も
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
顕
彰
す
る

会
の
方
が
刈
払
機
や
鎌
で
何
回
も
除
草

し
て
く
れ
ま
し
た
。
高
い
草
を
刈
り
、

低
い
草
を
残
し
て
く
れ
ま
し
た
の
で
安

心
し
て
グ
ン
グ
ン
伸
び
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
二
年
過
ぎ
、
私
た
ち
は
見
ち

が
え
る
程
大
き
く
な
り
、
草
を
見
下
ろ

す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
各
種
類
の
代
表
か
ら
シ
リ
ー

ズ
で
お
礼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
申
し
上
げ

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

　

森
の
便
り�

そ
の
一�

ク
ス
ノ
キ
（
楠
）

　

僕
は
元
気
な
ク
ス
ノ
キ
で
す
。
な
ぜ

か
一
人
だ
け
デ
カ
イ
の
で
、
デ
カ
グ
ス

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
十
歳
そ
こ

そ
こ
の
新
米
で
す
が
、
仲
間
が
小
さ
い

か
ら
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
最
初
に

お
礼
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
今
日
（
八
月
二
日
）
は
特
に

暑
い
中
で
草
取
り
、
草
刈
り
、
枝
拾
い
、

平成２3年₉月　クスノキ

支
柱
に
使
っ
た
古
竹
や
枝
燃
し
等
、
本

当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
お
陰
さ
ま
で
森
が
サ
ッ
パ

リ
、ス
ッ
キ
リ
、爽
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
も
増
し
て
有
り
難
い
の
は
皆

さ
ん
が
運
び
入
れ
て
く
れ
た
大
量
の
落

葉
、
モ
ミ
ガ
ラ
、
チ
ッ
プ
で
す
。
僕
た

ち
の
根
は
、
冬
暖
か
く
、
夏
涼
し
く
そ

の
上
、
雨
水
と
空
気
を
程
よ
く
溜
め
て

く
れ
る
の
で
、
地
中
は
小
動
物
の
楽
園

「
生
物
多
様
性
環
境
」
に
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
僕
た
ち
は
肥
満
競
争
み
た
い

に
グ
ン
グ
ン
伸
び
て
い
ま
す
。
支
柱
に

誘
引
（
縛
る
）
し
て
も
ら
っ
た
紐
が
幹

に
食
い
込
ん
で
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見

て
、
縛
り
直
し
た
り
、
枝
や
葉
が
茂
り

過
ぎ
る
と
剪
定
し
て
く
れ
ま
す
。
背
丈

も
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。
僕
は
ク
ス
ノ
キ
科
の
ク
ス
ノ
キ
、

楠
と
書
き
ま
す
。

先
祖
は
台
湾
、
中

国
南
部
か
ら
や
っ

て
来
た
と
聞
い
て

い
ま
す
。
関
東
も

利
根
川
か
ら
北
は

苦
手
で
す
。
そ
れ

に
し
て
も
菖
蒲
の

冬
は
特
に
厳
し
い

で
す
。
ど
う
な
る

の
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
防
風
ネ
ッ
ト

を
張
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
感
謝
、

感
謝
で
し
た
。
で
も
も
う
要
り
ま
せ
ん
。

　

僕
は
体
に
樟し
ょ
うと
い
う
毒
を
も
っ
て
い

る
の
で
樟
の
木
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
中

国
で
は
古
く
か
ら
宮
殿
建
築
や
彫
刻
、

家
具
等
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で

も
古
く
か
ら
防
虫
剤
の
原
料
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
日
本
一
デ
ッ
カ
イ
木
は
、
鹿

児
島
県
蒲
生
の
ク
ス
ノ
キ
だ
と
本
多
静

六
博
士
は
言
っ
て
ま
す
よ
。

　

冬
に
な
る
と
風
ば
か
り
で
誰
も
来
て

く
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
に
、「
お
い
、

寒
い
か
、
ヒ
モ
が
緩
ん
だ
な
あ
、
も
う

じ
き
春
だ
か
ら
な
あ
」、
そ
の
温
か
い

声
が
心
に
滲
み
て
忍
耐
と
希
望
が
湧
い

て
来
る
ん
で
す
よ
。

　

ど
う
か
森
に
足
繁
く
通
い
、
私
た
ち

に
元
気
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
文
責　

小
山
千
秋
）　
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本
多
静
六
博
士
の
体
験
談
か
ら

―
あ
ら
ゆ
る
好
機
を
捉
え
る
努
力
を
―

本
多
静
六
博
士
を
顕
彰
す
る
会　

　

静
六
博
士
は
、「
完
全
な
林
学
者
と
な

る
た
め
に
は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
機

会
を
好
機
と
捉
え
、
最
大
限
の
努
力
を

す
べ
し
。」と
常
々
考
え
て
い
た
と
い
う
。

　

山
林
学
の
専
門
家
と
し
て
の
静
六
博

士
に
対
し
、
あ
る
時
、
セ
メ
ン
ト
工
場

の
煙
害
や
鉱
毒
の
調
査
委
員
を
委
嘱
さ

れ
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
調
査

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
機

会
を
捉
え
、
工
場
の
全
て
を
視
察
さ
せ

て
貰
い
、
セ
メ
ン
ト
の
製
造
工
程
や
原

料
等
も
調
べ
、
こ
の
知
識
を
生
か
し
、

山
林
調
査
な
ど
で
い
ろ
い
ろ
の
場
所
を

調
査
に
行
っ
た
時
な
ど
、「
こ
の
場
所

に
セ
メ
ン
ト
工
場
を
設
け
る
と
よ
い
の

で
は
・
・
・
。」
な
ど
と
提
言
し
た
り
、

時
に
は
、
水
源
池
調
査
な
ど
の
折
に
は
、

事
前
に
水
力
発
電
の
設
計
、
設
備
費
な

ど
を
概
略
調
査
し
て
お
き
、
も
ろ
も
ろ

の
山
林
調
査
の
際
、
そ
こ
に
あ
る
河
川

の
水
害
や
落
差
角
度
な
ど
を
見
て
、
お

お
ま
か
な
水
力
発
電
計
画
を
立
て
、
そ

の
道
の
実
業
家
に
紹
介
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
旅
好
き
の
静
六
博
士
は
、
海

外
に
旅
す
る
こ
と
十
七
回
、
各
地
を
旅

し
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
際
、
ベ
ル
ト

や
ス
テ
ッ
キ
に
尺
度
目
盛
を
つ
け
て
お

い
て
、
珍
し
い
物
や
新
し
い
交
通
機

関
、
公
園
、
ホ
テ
ル
の
設
備
な
ど
、
こ

れ
は
と
思
う
も
の
に
は
、
尺
度
目
盛
の

つ
い
た
ス
テ
ッ
キ
で
、
立
ち
い
っ
た
所

ま
で
も
調
べ
、
自
ら
の
知
識
と
し
た
そ

う
で
、
温
泉
地
問
題
や
ホ
テ
ル
、
交
通

機
関
等
に
ま
で
参
考
意
見
を
述
べ
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
よ
う
に
携
帯
用

の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
や
器
具
が
発
達
し

て
い
た
な
ら
、
さ
ら
に
幅
広
い
知
識
を

習
得
し
て
い
た
の
で
は
・
・
・
と
想
像

し
た
く
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
幅
広
い
知
識
の
習
得
に

よ
っ
て
、
専
門
分
野
が
浅
薄
に
な
る
の

で
は
と
い
う
心
配
に
つ
い
て
、
静
六
博

士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
そ
の
よ
う
な
心
配
は
な
い
。
反
対

に
か
え
っ
て
完
全
な
林
学
者
と
な
る
所

以
な
の
で
あ
る
。

　

昔
か
ら
山
林
学
の
よ
う
な
応
用
の
学

問
は
、
こ
れ
を
実
行
し
な
け
れ
ば
用
を

な
さ
な
い
。
実
行
す
る
に
は
、
た
だ
単

に
山
林
の
こ
と
だ
け
で
は
不
足
な
の
で

あ
っ
て
、
交
通
機
関
、
水
力
発
電
、
農

林
経
営
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
あ
ら
ゆ

る
社
会
の
経
済
組
織
を
だ
い
た
い
で
も

一
通
り
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
遺
漏
の
な
い
山
林
経
営
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
一
つ
の
事
業
は
間
接
ま
た

は
直
接
に
他
の
全
て
の
事
業
に
関
係
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
業

に
対
し
て
、
だ
い
た
い
の
知
識
を
有
す

る
こ
と
は
、
結
局
は
、
一
つ
の
事
業
を

完
全
に
遂
行
す
る
こ
と
に
な
る
。」

　

静
六
博
士
は
こ
の
持
論
を
世
界
一
の

鉄
鋼
王
と
言
わ
れ
た
カ
ー
ネ
ギ
ー
の
生

い
立
ち
を
例
え
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「
カ
ー
ネ
ギ
ー
は
、
貧
乏
か
ら
逃
れ

る
た
め
十
三
歳
の
時
、
故
郷
の
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
か
ら
母
と
と
も
に
八
百
ト

ン
の
船
で
北
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た

が
、
船
の
中
で
は
船
員
か
ら
船
具
や
機

関
の
名
前
を
教
え
て
貰
っ
た
り
、
手
伝

い
を
し
た
り
し
て
、
北
ア
メ
リ
カ
へ
着

き
、
木
絹
工
場
で
糸
巻
小
僧
と
な
っ
て

働
き
、
紡
績
工
場
で
は
火
夫
手
伝
い
と

な
っ
て
働
き
、
そ
の
間
、
常
に
機
械
の

こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
覚
え
込
ん
だ
の
で

あ
る
。
十
五
歳
の
時
に
郵
便
配
達
夫
と

な
っ
た
が
、
こ
の
時
は
、
余
暇
を
利
用

し
て
電
信
技
術
を
習
得
し
、
こ
れ
ら
の

知
識
と
努
力
と
が
や
が
て
鉄
工
場
の
主

任
と
な
り
、
遂
に
世
界
一
の
鉄
鋼
王
に

ま
で
出
世
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。」

　

日
本
に
は
、
昔
か
ら
の
諺
と
し
て「
二

兎
追
う
も
の
は
一
兎
を
も
得
ず
」
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
至
極
も
っ
と
も
な
こ

と
で
あ
る
。

　

静
六
博
士
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

も
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
よ
う
な
諺
を
あ
ま
り
狭
く
窮

屈
に
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
。
私
達
は

一
定
の
職
業
に
務
め
て
い
る
間
に
、
自

然
に
専
門
以
外
、
本
業
以
外
の
こ
と
を

知
る
に
、
適
当
な
機
会
に
出
会
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
際
は
、
躊
躇
な
く
そ
の

機
会
を
捉
え
て
、
出
来
る
だ
け
見
聞
を

広
く
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉

え
努
力
し
、
広
い
視
野
を
持
っ
て
専
門

の
学
問
を
更
に
深
く
研
究
す
る
こ
と
に

努
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
提
言
し

て
い
る
。

（
文
責　

柴
崎　

一
）

博士が学んだ幸福寺（久喜市菖蒲町河原井）
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役
員
研
修
「
ゆ
か
り
の
地
　

懐
古
園
」
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日
、
長

野
県
小
諸
市
の
懐
古
園
を
訪
問
し
ま
し

た
。
こ
こ
で
懐
古
園
に
つ
い
て
の
歴
史

的
変
遷
と
懐
古
園
の
設
計
に
つ
い
て

「
小
諸
市
誌
」
か
ら
掲
載
し
ま
す
。

　

小
諸
城
址
か
ら
懐
古
園
へ

　

明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、

小
諸
城
は
江
戸
時
代
か
ら
の
武
士
社
会

の
象
徴
と
し
て
の
使
命
を
終
え
、
城
跡

は
小
諸
藩
士
で
あ
っ
た
人
達
に
よ
っ
て

維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

黒
門（
一
の
門
）は
八
満
の
正
眼
院
の
山

門
と
な
り
、
足
柄
門
は
光
岳
寺
の
山
門

と
な
っ
た
。
ま
た
、
銭
蔵
は
石
室
と
と

も
に
与
良
町
へ
、
本
丸
屋
形
の
一
部
は

島
川
原（
現
東
御
市
）へ
移
築
さ
れ
た
。

大
手
門
・
三
の
門
は
競
売
さ
れ
た
が
、

移
転
さ
れ
な
い
ま
ま
そ
の
地
に
残
さ
れ

た
。
二
の
丸
南
側
の
石
垣
は
明
治
四
年

の
道
路
改
修
の
際
、
与
良
町
か
ら
荒
町

に
か
け
て
道
路
の
端
縁
石
に
使
わ
れ
る

な
ど
城
は
姿
を
変
え
た
。
明

治
十
三
年
、
神
社
を
祀
り
懐

古
園
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、

明
治
十
四
年
に
は
懐
古
神
社

参
道
左
側
に
勝
海
舟
の
題

額
、
中
村
正
直
撰
書
に
よ
る

懐
古
園
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

懐
古
園
は
明
治
二
十
年
か
ら

地
元
名
士
に
よ
る
懐
古
園
無

尽
を
結
成
し
て
維
持
さ
れ
て

き
た
が
、
三
十
三
年
十
一
月

無
尽
例
会
に
お
い
て
名
称
を

変
え
た
。
そ
の
目
的
は
「
毎

年
春
四
月
十
七
日
ヲ
期
シ
牧

野
家
ノ
祠
ニ
詣
テ
、
会
員
一

同
懐
古
園
ニ
於
テ
清
遊
ノ

事
」
と
し
、
基
本
金
五
百
円

（
公
債
證
書
額
面
百
円
五
枚
）

を
も
っ
て
園
内
の
維
持
に
当

た
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
に
は
神
社
の

祭
典
は
四
月
二
十
五
日
・
二
十
六
日
に

行
い
、
催
事
費
や
神
殿
の
修
繕
、
醉
月

亭
の
維
持
な
ど
八
か
条
の
議
定
を
お
こ

な
っ
て
公
園
と
し
て
の
体
面
を
保
つ
こ

と
に
な
っ
た
。

　

懐
古
園
は
そ
の
後
も
養
老
会
に
よ
っ

て
建
物
や
園
内
の
保
存
を
行
っ
て
い
た

が
、園
内
が
荒
れ
は
じ
め
た
こ
と
か
ら
、

大
正
二
年
五
月
か
ら
懐
古
園
保
存
会
を

作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
存
会
は
旧
小

諸
領
六
十
余
町
村
の
賛
助
を
得
て
、
社

殿
と
三
の
門
の
大
修
繕
を
行
い
、
徳
川

家
達
揮
毫
に
よ
る
「
懐
古
園
」
の
額
を

三
の
門
に
奉
額
し
た
。
こ
の
時
、
園
内

の
道
路
の
整
理
や
樹
木
の
手
入
れ
が
行

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
園
内
の
風
致
は
一

新
し
て
懐
古
園
の
名
は
世
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
懐
古
園
の
周
り
の
古

い
松
林
は
、
大
林
区
署
よ
り
旧
藩
主
牧

野
子
爵
に
九
千
六
百
円
で
払
い
下
げ
ら

れ
た
後
に
小
諸
本
町
の
大
塚
宗
次
に
譲

渡
さ
れ
た
。
大
正
元
年
に
こ
の
松
樹
が

伐
採
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
小
諸
町

会
は
風
致
の
保
存
上
反
対
の
決
議
を
行

い
、
小
諸
町
民
や
森
林
会
も
景
勝
地
保

存
を
県
に
訴
え
た
。
長
野
県
で
は
農
務

省
と
内
務
省
の
実
地
調
査
を
求
め
た
結

果
、「
風
致
林
と
し
て
必
要
な
る
事
」「
同

地
は
浅
間
山
脈
と
蓼
科
山
脈
の
相
結
接

地
点
に
し
て
防
風
林
と
し
て
必
要
な
る

事
に
在
り
」
と
の
理
由
で
伐
採
を
禁
じ

た
。
大
正
七
年
五
月
に
は
懐
古
園
の
馬

場
で
小
諸
大
競
馬
会
が
開
か
れ
、
出
場

馬
数
百
数
十
頭
、
観
客
は
二
万
人
が
詰

め
か
け
た
。
大
正
十
二
年
八
月
二
十
二

日
、
摂
政
宮
殿
下
（
後
の
昭
和
天
皇
）

が
小
諸
城
址
に
行
啓
さ
れ
た
。
そ
の
様

子
は
新
聞
に
よ
っ
て
大
き
く
報
道
さ
れ

て
、
懐
古
園
の
名
は
全
国
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
園
内
は
公
園
と
し
て
さ

ら
に
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
士

族
会
は
殿
下
の
行
啓
を
記
念
し
て
天
守

台
に
「
東
宮
駐
駕
の
處
」
の
記
念
碑
を

大
正
十
五
年
に
建
て
た
（
現
在
は
二
の

門
番
所
跡
に
移
転
）。

　

島
崎
藤
村
碑
の
建
設
と
観
光
施
設
の

充
実

　

大
正
十
三
年
秋
に
小
諸
義
塾
出
身
の

篠
原
和
市
が
衆
議
院
議
員
に
立
候
補
し

た
際
に
応
援
に
集
ま
っ
た
鷹
野
弥
三
郎

ら
藤
村
会
員
の
間
か
ら
、
島
崎
藤
村
の

「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
詩
碑
を
建
設
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
持
ち
上
が
っ
た
。

翌
十
四
年
の
春
、
信
濃
協
会
理
事
で

あ
っ
た
鷹
野
が
発
議
、
小
諸
義
塾
同
窓

会
と
共
同
し
て
建
設
費
の
募
集
を
始
め

た
。
昭
和
二
年
七
月
二
十
四
日
行
わ
れ

た
藤
村
碑
除
幕
式
が
有
島
生
馬
の
挨
拶

の
も
と
に
行
わ
れ
た
。

　

懐
古
園
の
設
計

　

大
正
十
五
年
一
月
、
隈
部
親
信
町
長

懐古園三の門
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編
　
集
　
後
　
記

　

昨
年
三
月
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う

未
曽
有
の
大
災
害
と
、
そ
の
後
の
原
発

に
よ
る
放
射
能
汚
染
災
害
、
本
多
静
六

博
士
な
ら
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
我
々

に
発
せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
号
に
は
、
本
多
健
一
先
生

ご
講
演
の
続
編
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
環
境

問
題
」
の
部
分
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
こ
こ
に
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

　

埼
玉
県
か
ら
は
、「
本
多
静
六
賞
」

受
賞
者
に
つ
い
て
の
紹
介
を
、
農
林
部

森
づ
く
り
課
竹
詰
さ
ん
か
ら
頂
戴
い
た

は
小
諸
町
大
公
園
設
計
を
発
案
し
、
明

治
神
宮
の
森
を
つ
く
っ
た
本
多
静
六
林

学
博
士
に
基
礎
調
査
を
依
頼
し
た
。
本

多
博
士
は
一
月
十
六
日
か
ら
懐
古
園
を

始
め
周
囲
の
堀
や
林
ま
で
精
細
に
調
査

し
た
結
果
、
十
七
日
午
後
一
時
か
ら
小

学
校
の
講
堂
で
三
時
間
半
に
わ
た
っ
て

講
演
し
た
。
本
多
博
士
と
池
田
武
人

助
手
か
ら
五
月
に
出
さ
れ
た
小
諸
公

園
（
懐
古
園
）
設
計
案
の
一
部
を
写
一

に
記
す
。
隈
部
町
長
は
四
か
年
計
画
で

三
万
円
余
り
を
投
じ
て
小
諸
城
跡
を
中

心
と
し
て
約
六
万
坪
に
わ
た
っ
て
公
園

化
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
小

諸
商
工
会
議
所
で
も
臨
時
総
会
を
開
い

て
応
援
す
る
こ
と
を
決
め
、
ま
ず
子
供

の
遊
び
場
と
し
て
籾
倉
台
に
動
物
を

飼
育
す
る
設
備
を
完
成
す
る
た
め
約

千
五
百
円
の
寄
付
を
集
め
、猿
、熊
、豹
、

孔
雀
、
鶴
等
の
動
物
を
購
入
す
る
よ
う

に
本
多
博
士
に
依
頼
し
た
。

　

本
多
博
士
の
緒
言

　

小
諸
町
が
小
諸
城
址
一
帯
の
公
園
設

計
を
企
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
世
界
文
化

の
大
勢
に
適
応
す
る
も
の
と
私
ど
も
の

大
い
に
敬
服
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
然
る
に
地
方
公
園
の
設
計
、
殊
に

小
諸
町
の
如
き
由
緒
来
歴
に
富
ん
だ
城

址
を
公
園
と
し
て
設
計
す
る
に
は
城
址

付
近
の
名
勝
史
蹟
天
然
記
念
物
に
対
す

る
歴
史
伝
説
は
勿
論
、
地
方
民
衆
の
要

求
、
希
望
、
人
情
、
習
慣
、
政
治
、
経

済
の
状
態
等
に
関
す
る
該
博
な
知
識
と

多
年
の
経
験
と
を
持
た
な
け
れ
ば
完
全

し
ま
し
た
。
ま
た
、
埼
玉
県
立
歴
史
と

民
俗
の
博
物
館
の
渡
さ
ん
か
ら
は
、
本

多
静
六
人
物
紹
介
展
示
に
因
ん
だ
資
料

に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
の
論

考
を
頂
き
ま
し
た
。
と
も
ど
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、
ゆ
か

り
の
地
訪
問
、
本
多
静
六
人
物
随
想
、

役
員
研
修
報
告
、
そ
れ
か
ら
今
回
か
ら

新
シ
リ
ー
ズ
本
多
静
六
博
士
の
森
だ
よ

り
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
誌
面
に
対
し
て
の
ご
感

想
、
ご
意
見
な
ど
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
。

【
編
集
発
行
】
本
多
静
六
博
士
を
顕
彰
す
る
会

　
《
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　本多静六博士を顕彰する会では、会
の活動をさらに充実させるため、一緒
に活動していただく会員の方を広く募
集しています。また、当会の趣旨にご
賛同いただける団体会員の皆さんも募
集しています。
　入会受付…随時
　年 会 費…個人会員１，０００円
　　　　　　団体会員５，０００円
　問 合 せ…�本多静六博士を顕彰する

会窓口

会員を募集しています

な
設
計
案
を
立
て
難
い
。
幸
に
町
長
隈

部
親
信
氏
、
助
役
掛
川
周
三
氏
そ
の
他

当
地
方
の
事
情
に
精
し
て
た
有
志
諸
君

の
御
案
内
に
依
っ
て
そ
れ
ら
の
事
情
要

求
も
ほ
ぼ
推
察
し
得
て
、
こ
こ
に
小
諸

公
園
の
大
方
針
を
樹
立
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　

以
上
を
も
っ
て
役
員
研
修
の
報
告
と

い
た
し
ま
す
。

　

出
典
は
小
諸
市
誌
近
現
代
篇
（
上
）

　

平
成
十
五
年

（
文
責　

柴
崎
英
男
）

写一 本多静六博士の小諸公園設計図（大正15年₅月）
（小諸図書館所蔵）

町諸小郡久佐北縣野長
圖計設園公諸小


