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１
．
は
じ
め
に 

 

私
が
昭
和
五
十
八
年
に
久
敬
社
に
入
塾
し
た
時
、
玄
関
で
ち
ょ

っ
と
小
さ
め
の
赤
獅
子
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
思
え
ば
カ
シ

ラ
だ
け
の
曳
山
な
の
で
相
当
に
不
気
味
な
は
ず
で
す
が
、
ち
ょ
っ

と
左
右
非
対
称
な
そ
の
姿
は
精
悍
よ
り
愛
嬌
が
勝
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
や
が
て
秋
が
来
て
、
千
代
ヶ
丘
祭
や
東
京
唐

津
く
ん
ち
（
同
郷
人
懇
親
会
）
に
向
け
て
の
赤
獅
子
修
理
に
駆
り

出
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
赤
獅
子
は
ま
だ
表
面
が
ペ
コ
ペ
コ
で
、

新
聞
紙
を
何
重
に
も
張
り
重
ね
て
補
修
と
補
強
を
行
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
夜
は
先
輩
に
食
事
に
連
れ
っ
て
も
ら
い
、
「
久
敬
社
で
は

4
年
に
一
度
、
ヤ
マ
を
作
り
直
し
て
い
る
ん
だ
」
「
昔
は
百
合
ヶ

丘
駅
ま
で
曳
き
ま
わ
し
て
い
た
ん
だ
」
等
の
話
を
聞
か
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

今
般
、
都
塵
が
百
号
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
あ
の
先
輩
た
ち
の

話
は
ど
こ
ま
で
本
当
な
の
か
を
確
か
め
た
く
、
多
く
の
方
に
ご
協

力
を
頂
き
、
久
敬
社
塾
の
曳
山
の
歴
史
を
発
掘
し
て
み
ま
し
た
。

そ
れ
は
私
が
想
像
し
た
以
上
に
、
古
く
深
い
も
の
で
し
た
。
調
べ

が
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
し
ば
ら
く
お
付
き
合

い
く
だ
さ
い
。 

  

２
．
伝
通
院
時
代 

 

明
治
十
一
年
に
在
京
同
郷
人
の
懇
親
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た

久
敬
社
で
し
た
が
、
明
治
十
九
年
に
唐
津
か
ら
の
上
京
学
生
の
た

め
の
寄
宿
舎
「
久
敬
社
塾
」
が
小
笠
原
邸
の
一
角
に
開
設
、
増
え

続
け
る
入
塾
希
望
に
応
え
る
た
め
、
明
治
二
十
一
年
に
伝
通
院
に

隣
接
し
た
小
石
川
表
町
に
新
た
な
塾
舎
を
得
て
、
久
敬
社
塾
伝
通

院
時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

伝
通
院
時
代
の
様
子
は
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
文
書
に
頼
る
し

か
な
い
の
で
す
が
、
明
治
三
十
二
年
の
出
来
事
と
し
て
「
唐
津
神

祭
の
日
で
あ
る
十
一
月
二
日
に
、
望
郷
の
念
に
堪
え
ず
、
塾
生
た

ち
が
赤
飯
を
炊
き
、
近
隣
の
寺
か
ら
太
鼓
を
借
り
て
山
囃
子
を
奏

す
」
と
の
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。
博
多
ま
で
鉄
道
が
開
通
し
た
の



は
明
治
二
十
四
年
、
唐
津
開
通
は
大
正
十
五
年
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
こ
の
時
代
、
唐
津
は
本
当
に
遠
く
、
一
生
帰
る
こ
と

は
な
い
と
思
っ
て
い
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
も
続
く

「
同
郷
人
懇
親
会
（
東
京
唐
津
く
ん
ち
）
」
の
ル
ー
ツ
で
す
。
た

だ
、
こ
の
時
に
は
ま
だ
曳
山
は
登
場
し
ま
せ
ん
。 

 

 

時
代
は
や
や
下
っ
た
昭
和
五
年
、
十
月
二
十
九
日
と
の
日
付
の

あ
る
写
真
が
久
敬
社
塾
誌
に
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
「
久

敬
社
塾
神
祭
記
念
：
こ
の
日
、
塾
舎
の
内
外
は
隈
な
く
装
飾
さ
れ
、

二
階
に
見
え
る
鐘
太
鼓
の
山
囃
子
は
、
終
日
、
小
石
川
の
天
地
に

響
き
渡
る
。
家
族
同
伴
唐
津
人
集
合
し
て
山
囃
子
の
音
を
聞
き
つ

つ
、
甘
酒
と
赤
飯
を
食
す
る
と
き
、
誰
も
東
京
に
在
る
事
を
忘
れ

る
」
と
の
添
え
書
き
が
あ
り
ま
す
。
写
真
を
良
く
見
る
と
、
大
八

車
に
載
せ
ら
れ
た
鯛
山
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
が

今
回
確
認
で
き
た
最
古
の
久
敬
社
塾
の
曳
山
で
す
。
鐘
や
太
鼓
が

塾
舎
の
二
階
に
あ
る
の
で
、
鯛
山
は
曳
き
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
は
無

か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
大
八
車
の
上
下
動
と
鯛
山
の
動
き
を
重
ね

て
、
塾
生
が
こ
の
日
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
作
っ
た
も
の
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。 

  

３
．
西
大
久
保
時
代 

 
伝
通
院
の
久
敬
社
塾
は
道
路
拡
幅
の
た
め
、
昭
和
十
年
に
一
旦

閉
鎖
さ
れ
ま
す
が
、
関
係
者
の
熱
意
に
よ
り
、
昭
和
十
六
年
に
新

宿
西
大
久
保
に
て
再
開
さ
れ
ま
す
。
昭
和
四
十
年
ま
で
続
く
西
大



久
保
時
代
で
す
。 

西
大
久
保
時
代
も
同
郷
人
懇
親
会
は
毎
年
十
一
月
三
日
に
開
か

れ
、
太
鼓
を
近
所
の
神
社
か
ら
借
り
て
、
年
に
よ
っ
て
は
塾
生
が

作
っ
た
曳
山
を
リ
ヤ
カ
ー
に
載
せ
て
山
囃
子
と
と
も
に
町
内
を

練
り
歩
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
残
念
な
が
ら
こ
の
時
の
写
真
は
残

っ
て
お
ら
ず
、
何
ヤ
マ
だ
っ
た
か
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
同
郷
人
懇
親
会
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
開
催
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
は
曳
山
は
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
太
鼓
で
す
ら
毎
年
神
社
か
ら
借
り
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
し
ま
い
、
窮
状
を
見
か
ね
た
唐
津
の

OB
か
ら
昭
和
三
十
年

に
久
敬
社
塾
に
太
鼓
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
今
も
現
役
で
活
躍
す

る
太
鼓
は
こ
の
時
に
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。 

  

４
．
千
代
ヶ
丘
時
代 

 

ふ
た
た
び
都
市
計
画
に
よ
り
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
久
敬

社
塾
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
現
在
の
地
、
川
崎
市
麻
生
区
千
代
ヶ

丘
に
塾
舎
を
建
て
、
千
代
ヶ
丘
時
代
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

【
酒
呑
童
子
と
源
頼
光
の
兜
】 

移
転
の
翌
年
で
あ
る
昭
和
四
十
二
年
に
、
唐
津
く
ん
ち
に
帰
省
で

き
な
か
っ
た
数
人
の
塾
生
が
曳
山
づ
く
り
を
思
い
立
ち
ま
し
た
。

同
郷
人
懇
親
会
も
終
わ
っ
た
十
月
も
半
ば
過
ぎ
の
事
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
裏
山
か
ら
竹
を
切
り
出
し
針
金
と
組
み
合
わ
せ
て
骨
組

み
を
作
り
、
新
聞
紙
を
貼
り
付
け
て
形
を
整
え
、
一
番
外
側
は
白

い
和
紙
、
ペ
ン
キ
で
色
を
付
け
、
兜
の
眉
や
髪
の
毛
は
、
墨
汁
で

染
め
た
モ
ッ
プ
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
裏
の
農
家
か
ら
借
り
た
リ
ヤ

カ
ー
に
ヤ
マ
や
太
鼓
、
鐘
を
乗
せ
、
当
時
ま
だ
あ
っ
た
久
敬
社
塾

の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
塾
に
い
た
十
人
あ
ま
り
で
曳
い
て
ま
わ
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
う
ち
に
お
酒
も
入
り
、
誰
と
も
な
し
に
「
百
合

ヶ
丘
駅
前
に
行
こ
う
」
と
な
っ
た
と
の
こ
と
。
リ
ヤ
カ
ー
を
パ
ン

ク
さ
せ
な
が
ら
も
何
と
か
駅
前
に
到
着
し
「
え
ん
や
〜
え
ん
や
〜
」

騒
い
で
い
る
と
、
当
然
の
よ
う
に
お
巡
り
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
、

と
そ
の
時
、
幸
運
に
も
百
合
丘
商
店
街
の
副
会
長
さ
ん
が
現
れ
て
、

「
唐
津
く
ん
ち
の
山
笠
は
、
テ
レ
ビ
で
見
て
知
っ
て
い
ま
す
」「
是

非
、
十
一
月
三
日
の
百
合
ヶ
丘
祭
に
こ
の
山
車
を
出
し
て
く
だ
さ

い
」
と
の
助
け
舟
を
出
し
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
百
合
丘
祭
で
は

五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
綱
引
き
用
の
太
い
綱
が
用
意
さ
れ
、
び
っ



し
り
の
子
供
た
ち
と
曳
山
を
曳
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
し
こ

の
時
、
副
会
長
さ
ん
が
現
れ
な
け
れ
ば
、
お
巡
り
さ
ん
に
こ
っ
ぴ

ど
く
叱
ら
れ
、
今
の
千
代
ヶ
丘
祭
も
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
酒
呑
童
子
の
ヤ
マ
は
、
そ
の
年
の
塾
祭
で
焼
却
し
た
そ
う
で

す
。 

  

 

 

 

【
赤
獅
子
（
初
代
）
】 

翌
四
十
三
年
も
曳
山
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
は
刀
町
の
赤

獅
子
で
す
。
こ
の
年
か
ら
は
多
く
の
塾
生
も
製
作
に
参
加
し
、
ヤ

マ
は
よ
り
立
派
な
も
の
に
。
も
ち
ろ
ん
百
合
ヶ
丘
祭
に
も
参
加
。

そ
し
て
こ
の
ヤ
マ
も
そ
の
年
の
塾
祭
で
燃
や
さ
れ
ま
し
た
。 

  

 

  



【
鯱
】 

昭
和
四
十
四
年
は
鯱
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
、
久
敬
社
の

賄
い
の
方
に
四
つ
車
の
リ
ヤ
カ
ー
を
買
っ
て
い
た
だ
き
、
鯱
山
は

上
下
に
動
く
よ
う
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
ヤ
マ
の
上
に
塾
生

が
ま
た
が
る
こ
と
が
で
き
、
見
事
な
出
来
栄
え
で
し
た
。
こ
れ
も

ま
た
百
合
ヶ
丘
祭
に
参
加
、
塾
祭
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
に
て

焼
却
し
お
別
れ
し
ま
し
た
。 

 

 

【
青
獅
子
（
初
代
）
】 

昭
和
四
十
五
年
は
青
獅
子
で
す
。
次
の
写
真
は
百
合
ヶ
丘
祭
の

様
子
で
す
。
獅
子
の
両
側
の
ロ
ー
プ
に
び
っ
し
り
子
供
た
ち
が
連

な
り
、
た
く
さ
ん
の
見
物
人
の
な
か
で
笛
を
吹
く
塾
生
も
誇
ら
し

げ
で
す
ね
。
こ
の
青
獅
子
は
、
当
時
の
島
田
塾
監
の
強
い
指
示
も

あ
っ
て
、
塾
祭
で
も
燃
や
さ
れ
ず
、
数
年
は
塾
生
と
百
合
ヶ
丘
の

人
た
ち
を
楽
し
ま
せ
た
よ
う
で
す
。 

 

 



【
飛
龍
】 

 
次
に
登
場
す
る
曳
山
は
昭
和
五
十
一
年
の
飛
龍
で
す
。
台
車
は

リ
ヤ
カ
ー
か
ら
軽
自
動
車
の
シ
ャ
シ
ー
に
進
化
し
た
よ
う
で
す
。

二
年
後
に
「
赤
獅
子
（
二
代
目
）
」
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

飛
龍
の
活
躍
を
伝
え
る
写
真
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
次
の

写
真
は
昭
和
五
十
五
年
に
久
敬
社
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
閉
鎖
（
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
と
し
て
貸
し
出
す
た
め
）
の
際
に
“
お
別
れ
”
し
た
際
の

も
の
で
す
。
四
年
で
作
り
替
え
る
伝
説
の
起
源
は
ど
う
や
ら
こ
の

飛
龍
の
よ
う
で
す
。 

 

【
赤
獅
子
（
二
代
目
）
】 

 

飛
龍
製
作
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
昭
和
五
十
三
年
に
、
塾
生
大

会
で
新
し
い
曳
山
製
作
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
二
代
目
赤
獅
子
で
す
。

何
が
塾
生
を
駆
り
立
て
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
想
像
す
る
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
塾
生
総
が
か
り
だ
っ
た
製
作
は
相
当
に
大

変
だ
っ
た
と
、
こ
の
五
年
後
に
入
塾
し
た
私
も
よ
く
聞
か
さ
れ
ま 

し
た
。
曰
く
、
誰
々
君
は
こ
れ
で
単
位
を
落
と
し
た
、
い
や
留
年

し
た
云
々
。
よ
ほ
ど
衝
撃
的
だ
っ
た
の
か
（
い
や
、
赤
獅
子
の
出

来
が
あ
ま
り
に
良
す
ぎ
た
た
め
で
す
）
、
そ
の
後
、
曳
山
を
作
り

直
そ
う
と
い
う
声
を
一
度
も
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
二
代
目
赤

獅
子
で
は
、
着
任
早
々
で
若
さ
あ
ふ
れ
る
中
山
前
塾
監
も
大
乗
り

気
で
、
解
体
業
者
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
の
シ
ャ
シ
ー
を
譲
り
受
け
て
塾

生
と
一
緒
に
台
車
を
自
作
、
ブ
レ
ー
キ
と
ハ
ン
ド
ル
が
付
い
た
史

上
初
（
私
調
べ
）
の
曳
山
と
な
り
ま
し
た
。
唐
津
の
方
々
も
か
ら

も
た
く
さ
ん
の
厚
意
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
法
被
や
刀
町
の
幕
は

唐
津

OB
や
唐
津
神
社
か
ら
寄
贈
。
鯛
山
の
白
い
法
被
も
、
そ
の
こ

ろ
銀
座
で
鯛
山
を
曳
く
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
、
こ
れ
を
手
伝
っ
た
塾

生
に
お
礼
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
。 

 

昭
和
五
十
二
年
に
「
有
楽
こ
ど
も
曳
山
祭
（
千
代
ヶ
丘
祭
）
」



が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
祭
の
主
催
者
で
あ
る
有
楽
自
治
会
も
、
千

代
ヶ
丘
移
転
当
時
の
島
田
元
塾
監
の
声
掛
け
で
結
成
さ
れ
た
も

の
で
、
有
楽
自
治
会
館
が
で
き
る
ま
で
は
久
敬
社
の
会
議
室
で
自

治
会
会
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年
代
も
当
時
の
曳

山
が
町
内
を
巡
行
す
る
際
に
各
家
庭
に
お
札
を
配
っ
た
り
し
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
千
代
ヶ
丘
の
子
供
た
ち
と
一
緒
に
曳
く
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
二
年
か
ら
で
す
。
こ
の
お
祭
り
は
三

十
五
年
以
上
を
経
た
現
在
も
続
い
て
お
り
、
毎
年
三
百
人
を
超
え

る
子
供
た
ち
が
参
加
し
て
く
れ
ま
す
。
な
か
に
は
子
供
の
こ
ろ
に

ヤ
マ
を
曳
い
た
こ
と
が
あ
る
と
、
遠
方
に
嫁
い
だ
女
性
が
子
供
を

連
れ
て
参
加
し
て
く
れ
た
り
も
し
ま
す
。
ま
た
、
予
行
演
習
と
称

し
て
、
夜
、
塾
生
だ
け
で
町
内
を
曳
き
ま
わ
る
「
宵
山
」
は
、
私

が
入
塾
す
る
直
前
の
昭
和
五
十
七
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で

す
。 

     

 

 

 

  【
青
獅
子
（
二
代
目
）
】 

平
成
二
十
二
年
。
こ
の
年
に
病
気
で
亡
く
な
っ
た
現
役
学
生
を
偲

び
、
赤
獅
子
を
彼
の
出
身
で
あ
る
中
町
の
青
獅
子
に
改
造
し
て
、

有
楽
こ
ど
も
曳
山
祭
に
参
加
し
ま
し
た
。
色
だ
け
で
な
く
、
耳
や

角
も
青
獅
子
風
に
作
り
変
え
ま
し
た
。 



 

 

  

５
．
む
す
び
に
か
え
て 

 

二
代
目
赤
獅
子
は
毎
年
塾
生
の
補
修
を
受
け
、
今
も
大
切
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
平
成
六
年
に
は
ヤ
マ
の
内
側
か
ら
頭
に
昇

れ
る
よ
う
な
大
改
造
を
施
し
（
案
の
定
、
ヤ
マ
か
ら
塾
生
が
落
ち

た
そ
う
で
す
）
、
よ
り
安
全
・
安
心
な
ヤ
マ
と
な
り
、
私
の
こ
ろ

は
角
張
っ
て
踏
み
抜
き
そ
う
な
く
ら
い
薄
か
っ
た
表
面
も
、
厚
く

丸
く
な
り
貫
禄
す
ら
出
て
き
て
い
ま
す
。 

私
に
と
っ
て
の
久
敬
社
の
ヤ
マ
は
こ
の
赤
獅
子
で
す
が
、
今
回
、

曳
山
の
歴
史
を
調
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ヤ
マ
や
道
具
達
、
そ
し

て
同
郷
人
懇
親
会
や
千
代
ヶ
丘
祭
と
い
う
行
事
の
な
か
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
久
敬
社
塾
関
係
者
の
想
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
調
べ
事
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
先
輩
方
に
こ

の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い
資
料

や
写
真
、
記
事
の
訂
正
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
久
敬
社
塾
ま
で
ご

一
報
く
だ
さ
い
。
毎
年
十
月
に
は
千
代
ヶ
丘
祭
、
東
京
唐
津
く
ん

ち
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
お
近
く
の
方
は
、
是
非
、
久
敬
社
塾
の
曳

山
に
会
い
に
来
て
く
だ
さ
い
。 

（
昭
和
六
十
二
年
卒
） 


