
  
1

大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
四
月
。
そ
の
時
は
あ
る
意
味
、安
城
女
子
職
業
学
校
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。

寄
宿
生
は
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
ご
ろ
に
は
、
主
に
県
内
か
ら
の
五
十
名
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
県

外
か
ら
の
大
量
入
寮
生
を
迎
え
て
百
数
十
名
と
な
り
、
寄
宿
舎
も
新
た
に
必
要
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
校
内
の
第
一
寄
宿
舎
で
約
五
十
名
が
収
容
可
能
だ
っ
た
が
、
加
え
て
二
階
建
校
舎
の
二
教
室
を
開

放
し
、
ま
た
安
城
町
内
に
点
在
す
る
借
家
（
寮
）、
教
員
の
榊
原
宅
で
も
寄
宿
舎
と
し
て
応
急
に
収
容
し
た
。

そ
し
て
や
が
て
、
校
地
脇
に
約
九
十
坪
（
約
二
百
九
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル
）
の
小
学
校
の
古
校
舎
が
移
築
さ
れ
た

の
を
借
用
し
た
。
ま
ず
は
ま
と
ま
っ
た
理
想
的
な
寄
宿
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

舎
生
た
ち
は
、
こ
こ
で
共
同
の
生
活
を
始
め
た
。
食
事
も
自
炊
で
、
夏
冬
を
問
わ
ず
、
朝
は
四
時
か
ら
炊
事
に
か

か
り
、
夕
は
七
時
ま
で
跡
片
付
け
と
翌
日
の
用
意
を
交
替
で
し
た
。

「
そ
の
働
き
ぶ
り
は
実
に
立
派
な
も
の
で
、
よ
そ
で
は
見
ら
れ
ぬ
立
派
さ
で
し
た
。
朝
夕
の
掃
除
な
ど
に
は
、
一
同

う
し
ろ
鉢
巻
の
か
い
が
い
し
さ
。
床
な
ど
は
い
つ
も
ピ
カ
ピ
カ
に
光
っ
て
い
ま
し
た
」

だ
い
は
、
舎
生
た
ち
の
自
律
し
た
生
活
ぶ
り
に
目
を
細
め
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
精
神
修
養
と
礼
儀
作
法
を
第
一

教
育
方
針
の
確
立
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と
し
て
生
活
を
送
る
こ
と
を
推
進
す
る
の
も
、
夫
・
三
蔵
の
力
に
あ
る

こ
と
を
認
め
る
の
だ
っ
た
。

「
こ
れ
は
ま
っ
た
く
理
事
長
が
軍
人
生
活
の
根
本
義
を
そ
の
ま
ま
取
り

入
れ
、
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
生
徒
訓
育
に
当
た
っ
た
賜
物
で
し
た
」

舎
監
は
校
主
の
三
蔵
が
担
任
し
た
。

三
蔵
は
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
二
月
、
財
団
法
人
安
城
女
子

職
業
学
校
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
理
事
長
に
も
な
っ
て
、
会
計

な
ど
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。
舎
監
は
そ
の
一
任
務
と
し
て
い
た
。

三
蔵
は
海
軍
仕
込
み
の
徹
底
し
た
指
導
を
行
っ
た
。
何
事
も
最
後
ま

で
や
り
通
す
実
践
力
を
重
ん
じ
、
生
活
時
間
の
合
理
化
、
質
素
倹
約
を

旨
と
し
た
。
清
潔
さ
も
強
調
し
た
。
風
紀
問
題
に
つ
い
て
も
厳
し
く
、
と
く
に
服
装
の
乱
れ
や
言
葉
使
い
は
こ
ま
か

く
注
意
し
た
の
だ
っ
た
。

  

2

「
十
里
の
旅
の
第
一
歩

百
里
の
旅
の
第
一
歩
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同
じ
一
歩
で
も
覚
悟
が
違
う

三
笠
山
に
登
る
第
一
歩

富
士
山
に
登
る
第
一
歩

同
じ
一
歩
で
も
覚
悟
が
違
う

ど
こ
ま
で
行
く
積
も
り
か
？

ど
こ
ま
で
登
る
積
も
り
か
？

目
標
が
そ
の
日
そ
の
日
を
支
配
す
る
」

教
室
内
で
寺
部
三
蔵
が
一
句
一
句
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
朗
唱
し
て
い
た
。

「
こ
れ
は
、
い
つ
も
よ
く
紹
介
す
る
後ご

藤と
う

静せ
い

香こ
う

さ
ん
の
詩
で
、『
第
一
歩
』
と
い
う
題
の
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
、

事
に
当
た
る
に
も
し
っ
か
り
し
た
目
標
を
持
っ
て
覚
悟
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

解
説
を
加
え
る
三
蔵
は
学
科
で
は
修
身
科
を
担
当
し
て
い
た
。

後
藤
静
香
は
社
会
教
育
家
、
社
会
運
動
家
と
し
て
修
養
団
体
・
希
望
社
を
主
宰
し
、『
希
望
』『
の
ぞ
み
』『
光
の
声
』

な
ど
い
く
つ
か
の
啓
発
的
な
内
容
の
修
養
雑
誌
を
発
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
は
、
格
言
や
偉
人
の
伝
記
、
寓
話

な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
、
男
女
と
も
修
養
し
て
、
よ
り
よ
い
人
間
、
社
会
に
有
益
な
人
間
に
な
ら
ね
ば
な
ら
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な
い
と
説
い
た
。
代
表
作
と
さ
れ
る
詩
集
・
格
言
集
『
権
威
』

の
発
行
は
百
万
部
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
、
全
国
の
青
少
年
を

は
じ
め
教
育
者
や
労
働
者
に
も
愛
読
さ
れ
た
。
現
代
に
お
い
て

も
、
長
嶋
茂
雄
や
松
坂
大
輔
な
ど
彼
の
残
し
た
格
言
を
愛
す
る

人
は
多
い
と
言
わ
れ
る
が
、
三
蔵
も
ま
た
、
こ
の
後
藤
の
思
想

に
共
感
し
、
修
身
科
の
授
業
に
も
そ
の
言
葉
を
よ
く
引
用
し
て

指
導
し
て
い
た
。

「
こ
の
『
女
子
修
身
訓
』
は
、
教
育
行
政
に
手
腕
を
発
揮
さ
れ
、
京
都
帝
大
総
長
に
も
な
ら
れ
た
沢
柳
政
太
郎
先
生

が
、
新
し
い
自
由
主
義
教
育
運
動
を
唱
え
ら
れ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
能
力
の
開
発
に
つ
い
て
こ
う
書
か
れ
て

あ
り
ま
す
」

三
蔵
は
、
居
並
ぶ
生
徒
た
ち
に
鋭
く
視
線
を
流
し
な
が
ら
、
修
身
の
教
科
書
を
取
り
上
げ
た
。

  

3

「
我
等
は
際
限
な
く
発
達
し
得
べ
き
智
徳
の
種
子
を
具そ

な

う
。
而し

こ
う

し
て
こ
れ
が
発
達
は
、
父
母
師
長
の
教
導
に
よ
る
こ

と
多
け
れ
ど
も
、
ま
た
我
等
自
身
の
決
心
勉
強
に
よ
る
こ
と
大
な
り
。
我
等
は
自
ら
勉つ

と

め
て
『
学
ヲ
修
メ
業
ヲ
習
ヒ
、

以
テ
智
能
ヲ
啓
発
シ
徳
器
ヲ
成
就
』
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
―
」
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読
み
上
げ
た
三
蔵
は
、
生
徒
の
反
応
を
う
か
が
う
よ
う
に
ち
ょ
っ
と

間
を
お
い
た
。

「
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
皆
さ
ん
は
自
分
の
持
て
る
能
力
を
無
限
に
伸
ば

し
て
い
け
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
も
、
大
事
な
こ
と

は
、
そ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
の
は
、
自
分
の
意
志
と
努
力
に
よ
っ
て

達
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
目
標
も
、
い
っ
た
ん
覚
悟
を
も
っ
て

立
て
た
な
ら
、意
志
と
努
力
で
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」

三
蔵
の
熱
を
帯
び
た
説
得
に
、生
徒
た
ち
も
姿
勢
を
正
し
て
、三
蔵
の
顔
を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
る
の
だ
っ
た
。

―
学
校
は
学
習
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己
を
高
め
る
修
練
の
場
と
し
て
考
え
る
―
そ
れ
は
、
寺
部
夫
妻
共
通

の
思
い
だ
っ
た
。

「
私
は
学
校
を
楽
し
ん
で
勉
強
す
る
所
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
苦
し
み
の
道
場
と
し
た
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ

ん
な
苦
し
み
に
も
崩く

ず

折お

れ
な
い
、
ほ
ん
と
う
に
強
い
、
し
っ
か
り
し
た
主
婦
を
作
り
た
い
の
で
す
」

だ
い
も
、
か
の
『
主
婦
之
友
』
の
記
事
の
中
で
こ
う
言
い
切
っ
た
。

「
教
育
と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
潜
在
能
力
を
可
能
性
の
限
界
ま
で
開
発
す
る
こ
と
で
す
」

人
間
の
潜
在
能
力
の
無
限
の
可
能
性
を
信
じ
た
上
で
の
教
育
の
役
割
を
、
だ
い
は
の
ち
に
こ
の
よ
う
に
明
言
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

女
性
の
地
位
の
向
上
を
立
学
の
趣
旨
と
し
て
創
ら
れ
た
安
城
裁
縫
女
学
校
は
、
そ
の
発
祥
か
ら
し
だ
い
に
変へ

ん

貌ぼ
う

し
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成
長
し
た
。
安
城
女
子
職
業
学
校
の
教
育
は
、「
庶
民
性
」
と
「
先
見
性
」
を
建
学
の
理
念
、
そ
し
て
だ
い
が
若
き

苦
難
の
時
代
に
体
得
し
た
「
真
心
・
努
力
・
奉
仕
・
感
謝
」
の
四
つ
の
精
神
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
を
教
育
の
根
幹

に
据
え
て
、〝
建
学
の
精
神
〟
を
構
築
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

  
4

安
城
女
子
職
業
学
校
の
当
初
の
教
育
は
、
よ
き
家
庭
の
主
婦
、
ま
た
職
業
婦
人
（
教
師
）
と
し
て
立
つ
た
め
に
十

分
な
裁
縫
技
術
の
指
導
を
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
は
っ
き
り
と
、
い
わ
ゆ
る
全
人
教
育
が
意
識
的

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
女
人
ノ
天
職
ヲ
徹
底
的
ニ
自
覚
セ
シ
メ
、
時
代
ノ
要
求
セ
ル
実
際
的
実
用
的
、
所
謂
社
会
的
女
子
ヲ
養
成
ス
ル
家

族
的
女
学
校
ニ
シ
テ
、
軽け

い

佻ち
ょ
う

浮ふ

薄は
く

ナ
ル
女
子
ヲ
養
成
ス
ル
形
式
教
育
ハ
絶
対
ニ
忌
避
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
」

「
学
資
ヲ
節
約
シ
質
素
勤
勉
自
立
自
活
ヲ
旨
ト
シ
、
其
他
生
活
上
実
際
事
項
ヲ
事
実
ニ
鍛
錬
シ
、
人
格
教
育
ノ
基
ニ

忠
実
ナ
ル
人
ヲ
養
成
ス
ル
ヲ
主
義
ト
シ
念
願
ト
シ
…
…
」

「
入
学
案
内
」
に
は
教
育
主
旨
や
特
長
が
こ
う
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
蔵
は
学
校
に
お
け
る
修
養
を
さ
ら
に
徹
底
、
修
養
団
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
た
。

修
養
団
は
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
結
成
さ
れ
た
精
神
運
動
作
興
の
た
め
の
修
養
団
体
で
あ
る
。
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
「
流
汗
鍛
錬
・
同
胞
相
愛
」
を
掲
げ
て
、
自
ら
の
修
養
と
他
へ
の
博
愛
を
目
指
し
、
後
藤
静
香
も
こ
の
団
体
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活
動
に
傾
倒
し
た
り
し
た
。

三
蔵
も
ま
た
、
こ
の
修
養
団
の
精
神
に
深
く
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
積
極
的

に
修
養
精
神
の
普
及
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
修
養
団
の
精
神
は
「
真

心
・
努
力
・
奉
仕
・
感
謝
」
の
精
神
と
深
く
結
び
つ
く
も
の
が
あ
り
、
学
校
で
の

生
徒
指
導
に
大
き
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

修
養
団
活
動
が
、
生
徒
指
導
の
中
に
独
自
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
毎

日
朝
礼
時
に
は
、
修
養
団
関
係
者
・
小
林
一
郎
が
著
わ
し
た
修
養
書
『
心
の
力
』

を
一
章
ず
つ
全
員
で
唱
和
し
て
か
ら
授
業
に
入
っ
た
り
し
て
、
修
養
団
の
精
神
が

生
徒
指
導
の
根
幹
に
な
っ
て
い
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
修
養
団
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
、
や
が
て
図
ら
ず
も
学
校
経
営

に
も
大
き
な
プ
ラ
ス
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

修
養
団
の
愛
知
県
支
部
は
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
五
月
に
結
成
さ
れ
る
が
、

そ
の
支
部
長
と
な
っ
た
の
は
〝
農
民
道
〟
を
唱
え
農
村
教
育
の
先
覚
者
と
目
さ
れ
て
い
た
山や

ま

崎ざ
き

延の
ぶ

吉き
ち

で
あ
っ
た
。
山

崎
は
修
養
団
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
支
部
長
と
な
っ
て
そ
の
精
神
の
発
揚
に
努
め
て
い
た
。
そ
の
山
崎
が
、
修
養
団
と

三
蔵
の
深
い
か
か
わ
り
を
機
縁
と
し
て
、
だ
い
が
描
く
〝
次
な
る
飛
躍
〟
の
舞
台
に
お
い
て
、
主
役
の
一
人
と
し
て

登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
…
。
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