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松
岡
熊
三
郎
先
生
の
商
法
学
と
そ
の
足
跡

保
　
住
　
昭

一

　
松
岡
熊
三
郎
先
生
は
、
大
正
十
年
十
月
に
明
治
大
学
法
科
講
師

に
就
任
し
て
以
来
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
定
年
に
よ
り
教
壇
を
去

る
ま
で
ほ
ぼ
四
十
年
間
法
学
部
の
商
法
講
座
を
担
当
し
た
人
で
あ

り
、
今
日
の
商
法
ス
タ
ッ
フ
を
育
て
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
間
、

第
二
次
世
界
大
戦
と
戦
後
の
混
乱
期
が
あ
り
、
ま
た
昭
和
二
十
四

年
を
境
と
し
た
学
制
改
革
に
伴
っ
た
渉
外
活
動
期
が
あ
っ
て
晩
年

松岡熊三郎

の
研
究
生
活
は
妨
げ
ら
れ
は
し
た
が
、

究
生
活
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

法
律
評
論
社
時
代

そ
の
大
部
分
は
静
か
な
学

　
大
正
三
年
七
月
に
明
治
大
学
法
科
を
卒
業
さ
れ
た
先
生
は
、
明

治
法
律
学
校
以
来
の
明
大
法
科
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
在
野
法
曹

の
道
を
選
び
、
間
も
な
く
弁
護
士
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
。
そ

の
か
た
わ
ら
、
と
い
う
よ
り
は
こ
ち
ら
が
当
時
の
先
生
の
本
業
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
正
六
年
四
月
か
ら
法
律
評
論
社
と
い

う
所
で
法
律
学
説
判
例
総
覧
の
商
法
部
門
の
編
集
に
あ
た
っ
て
い

る
。
こ
の
総
覧
の
発
行
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
当
時
法
律
評
論
社

の
主
幹
を
勤
め
て
お
ら
れ
た
高
窪
喜
八
郎
先
生
（
明
治
大
学
短
期
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大
学
教
授
の
故
高
窪
静
江
先
生
の
ご
尊
父
）
で
あ
る
。
わ
が
国
の

法
律
学
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ド
イ
ッ
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
の
分
野
に
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
い
う
ぼ
う
大
な
学

説
判
例
総
覧
が
あ
る
が
、
当
時
の
わ
が
国
に
は
ま
だ
こ
の
種
の
総

覧
が
な
か
っ
た
。
高
窪
先
生
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
に
範
を
と
っ
て
、
発
表
さ
れ
て
い
る
学
者
の
論
文
、
著
書
、
下

級
審
上
級
審
の
判
例
を
網
羅
す
る
総
覧
を
編
集
す
る
事
業
を
考
・
兄

つ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
総
覧
の
編
集
は
、
当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
事
業
で
あ
り
、
総
覧
が
わ
が
国
の
学
界
や
実
務
界
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
計
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
（
そ
れ
か
ら
約
四
十
年

後
、
私
が
商
法
の
専
攻
者
と
し
て
論
文
を
作
成
す
る
際
に
も
こ
の

学
説
判
例
総
覧
は
大
い
に
利
用
し
た
）
。
松
岡
先
生
は
、
こ
の
総

覧
の
商
法
部
門
の
編
集
を
担
当
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生

が
そ
の
後
商
法
研
究
者
と
し
て
学
究
生
活
に
入
っ
た
の
は
、
お
そ

ら
く
こ
の
総
覧
編
集
に
端
を
発
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
法
律
評
論
社
で
は
、
総
覧
の
編
集
の
ほ
か
法
律
評
論
と
い
う
雑

誌
を
も
発
行
し
て
お
り
、
毎
週
一
回
雑
誌
部
と
総
覧
部
と
が
合
同

で
法
律
評
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
討
論
を
行
っ
て
い
た
。
松
岡
先

生
の
後
輩
に
あ
た
る
民
法
の
故
野
田
孝
明
先
生
も
法
律
評
論
に
は

参
加
し
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
後
に
野
田
先
生
か
ら
伺
っ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
法
律
評
論
社
で
の
議
論
は
大
変
に
激
し
い
も
の

で
あ
り
、
各
担
当
者
が
評
論
を
書
く
に
は
こ
の
議
論
を
通
過
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
松
岡
先
生
は
、
こ
の
法
律
評
論
社
時
代
に
も
う
一
人
大
き
な
影

響
を
受
け
る
人
物
に
出
会
う
。
そ
れ
は
故
森
山
武
市
郎
先
生
で
あ

る
。
森
山
先
生
は
、
松
岡
・
野
田
両
先
生
の
先
輩
に
あ
た
り
法
律

評
論
社
に
在
職
中
判
検
事
登
用
試
験
に
合
格
し
、
司
法
官
試
補
の

時
に
松
岡
先
生
ご
夫
妻
の
媒
酌
人
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の

森
山
先
生
は
、
そ
の
後
ス
イ
ス
お
よ
び
ド
イ
ッ
に
留
学
し
、
民
法

お
よ
び
労
働
法
を
専
攻
さ
れ
、
帰
国
後
検
事
に
復
職
す
る
と
と
も

に
、
母
校
明
治
大
学
に
お
い
て
債
権
法
と
日
本
で
初
め
て
と
い
わ

れ
る
労
働
法
の
講
座
を
開
設
さ
れ
、
労
働
協
約
の
研
究
で
法
学
博

士
の
学
位
を
取
得
し
て
お
ら
れ
る
。
官
界
で
は
、
司
法
省
に
保
護

局
を
設
置
し
て
初
代
保
護
局
長
を
務
め
、
さ
ら
に
仙
台
控
訴
院
の

検
事
長
と
な
り
、
そ
の
後
福
岡
控
訴
院
の
検
事
長
時
代
に
終
戦
を

迎
え
て
お
ら
れ
る
。
松
岡
先
生
は
こ
の
森
山
先
生
と
は
特
別
に
親

し
く
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
野
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
森
山
先
生

が
長
兄
、
松
岡
先
生
が
兄
、
そ
し
て
野
田
先
生
が
弟
と
い
う
関
係
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が
自
然
に
出
来
上
が
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

一一

h
イ
ツ
留
学
の
頃

　
周
知
の
よ
う
に
、
松
岡
先
生
が
学
ん
だ
当
時
の
明
治
大
学
は
専

門
学
校
令
に
よ
る
大
学
で
あ
っ
て
、
明
治
大
学
が
名
実
と
も
に
大

学
に
昇
格
す
る
の
は
「
大
学
令
」
公
布
以
後
の
大
正
九
年
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
時
か
ら
明
治
大
学
の
新
し
い
時
代
が
始
ま
る
。
そ
の

当
時
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
は
ほ
と
ん
ど
が
兼
任
教
員
で
あ
り
専
任
教

員
は
ご
く
僅
か
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
専
任
教
員

を
育
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
で
松
岡

先
生
は
、
先
輩
で
あ
る
岡
田
庄
作
先
生
の
熱
望
と
森
山
先
生
の
す

す
め
に
よ
り
、
大
正
十
年
十
月
専
任
の
法
科
講
師
と
な
り
、
翌
十

一
年
に
は
商
法
・
経
済
法
研
究
の
た
め
明
治
大
学
か
ら
ド
イ
ツ
へ

留
学
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
先
生
が
留
学
し
た
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
年
）
当
時
の
ド
イ

ツ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
下
に
あ
り
、
法
学
界
に
お
い
て
は
、
イ

ェ
リ
ン
グ
を
祖
と
す
る
目
的
法
学
が
旧
来
の
概
念
法
学
を
否
定
す

る
と
と
も
に
歴
史
法
学
を
も
克
服
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ

ツ
や
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
に
代
表
さ
れ
る
自
由
法
学
に
、
ま
た
ヘ
ッ
ク

や
ミ
ュ
ラ
i
・
エ
ル
ツ
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
利
益
法
学

（
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
）
に
開
花
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
商
法

学
の
分
野
で
は
、
株
式
会
社
の
歴
史
的
、
比
較
法
的
研
究
で
知
ら

れ
た
カ
ー
ル
・
レ
ー
マ
ン
は
す
で
に
亡
く
、
ゲ
ル
マ
ニ
ス
テ
ン
最

大
の
巨
匠
で
ド
イ
ッ
団
体
法
理
論
に
不
朽
の
功
績
を
残
し
た
オ
ッ

ト
・
ギ
ー
ル
ケ
も
没
し
た
直
後
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
豊
か
な
遺
産

を
承
継
し
た
学
者
は
き
ら
星
の
如
く
並
ん
で
い
た
。
保
険
法
の
大

家
で
商
法
叢
書
八
巻
十
数
冊
に
お
よ
ぶ
刊
行
者
と
し
て
有
名
な
エ

ー
レ
ン
ベ
ル
ク
（
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
）
、
企
業
概
念
を
用
い
て

商
法
の
対
象
の
決
定
に
初
め
て
近
代
的
方
向
を
理
論
づ
け
た
ヴ
ィ

ー
ラ
ン
ト
（
ス
イ
ス
・
“
バ
ー
ゼ
ル
大
学
）
、
権
利
外
観
理
論
に
立

脚
し
て
有
価
証
券
法
の
体
系
を
樹
立
し
た
ヤ
コ
ビ
（
ミ
ュ
ン
ス
タ

ー
大
学
）
等
で
あ
る
。
先
生
は
主
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
滞
在
し
な

が
ら
、
大
正
十
五
年
八
月
に
帰
国
す
る
ま
で
の
四
年
間
、
直
接
間

接
に
こ
れ
ら
の
学
者
と
そ
の
学
説
に
親
し
く
接
す
る
機
会
を
も
た

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
他
方
、
当
時
の
ド
イ
ッ
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
超
イ
ン
フ
レ
経

済
に
苦
し
ん
で
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
不
況
対
策
と
経
済
復
興
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が
焦
眉
の
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
企
業
の
社
会
化
問
題
も
深

刻
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
お
び
た
だ
し
い
経
済
関
係

法
規
の
堆
積
と
改
廃
を
生
じ
、
学
問
の
体
系
に
き
わ
め
て
神
経
質

な
ド
イ
ッ
法
学
界
は
こ
れ
ら
の
現
象
に
「
経
済
法
」
の
名
称
を
与

え
た
が
、
そ
の
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
学
説
が
紛
糾
し
て

い
た
。
今
日
で
も
そ
の
学
説
が
引
用
さ
れ
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
、
ヌ

ス
バ
ウ
ム
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
、
ヴ
ェ
ス
ト
ホ
ッ
フ
、
ロ
ー
ゼ
ン
ス

ト
ヅ
ク
等
の
学
者
が
新
理
論
を
競
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
論
陣
を
は
っ
て

い
た
。
時
代
の
思
潮
は
、
古
典
的
な
市
民
法
秩
序
と
そ
の
体
系
を

根
底
か
ら
ゆ
り
動
か
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
松
岡
先
生
は
ド

イ
ツ
滞
在
中
、
こ
の
新
し
い
法
分
野
と
経
済
法
学
説
に
接
し
、
お

そ
ら
く
二
十
世
紀
法
学
の
未
来
の
方
向
を
鋭
敏
に
感
じ
と
っ
た
に

相
違
な
い
。

　
先
生
の
留
学
中
の
連
絡
場
所
は
野
田
孝
明
先
生
宅
に
決
め
ら
れ

て
お
り
、
ド
イ
ッ
で
購
入
し
た
図
書
類
は
す
べ
て
野
田
宅
に
送
ら

れ
て
い
た
。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
は
、
幸
い
野
田
宅
は

崩
壊
を
免
れ
た
の
で
保
管
し
た
こ
れ
ら
貴
重
な
書
籍
は
す
べ
て
無

事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
日
野
田
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
。

三
　
商
法
総
論
の
構
築

　
留
学
か
ら
帰
国
後
法
学
部
の
助
教
授
に
な
ら
れ
た
先
生
は
、
留

学
中
に
培
わ
れ
た
ド
イ
ッ
法
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
法
学
部
の

機
関
誌
「
法
律
論
叢
」
に
大
部
な
労
作
を
多
数
発
表
す
る
と
と
も

に
、
商
法
総
則
、
商
行
為
法
、
会
社
法
そ
し
て
海
商
法
の
各
分
野

に
関
す
る
体
系
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
恩
師
志
田
鐸
太
郎

先
生
の
す
す
め
に
よ
り
「
商
業
使
用
人
法
理
論
」
と
題
す
る
学
位

論
文
を
提
出
し
、
昭
和
十
四
年
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
、
商
業
使
用
人
の
法
律
関
係
に
は
商
法
の
適

用
さ
れ
る
面
と
、
労
働
法
の
適
用
さ
れ
る
面
と
が
あ
る
が
、
両
者

の
適
用
の
限
界
を
ど
こ
に
お
く
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

課
題
を
解
く
た
め
に
、
商
法
の
本
体
で
あ
る
「
商
」
は
統
一
的
な

商
的
企
業
生
活
で
あ
り
、
商
法
は
個
人
主
義
的
法
体
系
で
あ
る
の

に
対
し
、
労
働
法
は
商
業
使
用
人
生
活
の
法
に
関
す
る
限
り
、
こ

れ
に
制
限
を
加
え
る
法
な
ら
び
に
企
業
全
体
の
考
慮
か
ら
是
認
さ

れ
る
商
業
使
用
人
生
活
の
法
で
あ
る
団
体
主
義
的
法
体
系
で
あ
る

こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
企
業
法
理
論
に
お
け
る
企
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業
補
助
者
の
地
位
に
関
す
る
先
駆
的
業
績
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
先
生
の
四
十
年
に
わ
た
る
商
法
研
究
に
お
い
て
追
究
し
て
や
ま

な
か
っ
た
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
は
、
商
法
総
論
の
体
系
的
把
握
、
と

く
に
商
的
企
業
法
理
論
の
確
立
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
わ
が
国

に
お
け
る
商
法
理
論
は
、
学
問
と
し
て
の
自
主
性
否
定
論
が
、
田

中
耕
太
郎
博
士
に
代
表
さ
れ
る
商
的
色
彩
論
に
よ
っ
て
漸
く
克
服

さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
特
殊
性
を
発
現
す
る
基
本
の
法
的
対

象
は
依
然
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
松
岡
先
生
は
そ
れ
を

今
日
の
生
活
関
係
の
実
質
を
掘
り
下
げ
て
、
商
的
企
業
と
い
う
統

一
概
念
に
よ
っ
て
包
括
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ

れ
ま
で
の
わ
が
国
の
法
学
方
法
論
は
、
公
法
学
、
私
法
学
を
問
わ

ず
、
法
学
の
目
的
を
も
っ
ぽ
ら
法
の
概
念
整
備
に
お
く
概
念
法
学

全
盛
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
派
は
、
法
を
普
遍
的
法
概
念
の
論
理

的
組
織
の
体
系
と
し
て
捉
え
、
か
か
る
論
理
的
法
体
系
の
「
自
己

完
結
性
」
と
「
無
欠
歓
性
」
を
想
定
す
る
特
有
の
理
論
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
法
学
方
法
論
は
、
初
期
資
本
性
社
会
の
経
済
的

自
由
と
裁
判
に
お
け
る
予
測
可
能
性
の
要
求
に
対
応
し
て
、
古
典

的
市
民
法
体
系
の
確
立
に
意
義
を
も
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

松
岡
先
生
が
最
も
力
を
そ
そ
が
れ
た
諸
論
文
、
た
と
え
ば
「
商
、

商
行
為
及
び
商
事
の
概
念
と
商
法
の
本
質
」
（
法
律
論
叢
九
巻
十

二
号
～
十
一
巻
十
二
号
）
、
「
商
概
念
の
変
遷
」
（
創
立
六
十
周
年

記
念
論
文
集
所
収
）
、
「
商
法
の
実
体
」
（
創
立
七
十
五
周
年
記
念

論
文
集
所
収
）
等
を
つ
ぶ
さ
に
読
む
と
、
先
生
は
か
か
る
概
念
法

学
的
法
実
証
主
義
の
立
場
を
排
斥
し
て
、
法
を
も
っ
て
一
定
の
目

的
を
達
す
る
手
段
と
し
て
の
人
の
行
為
、
す
な
わ
ち
規
範
で
あ
る

と
し
て
、
「
そ
の
究
明
は
規
範
的
、
合
目
的
々
に
個
性
的
考
察
を

必
要
と
す
る
文
化
科
学
研
究
の
方
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

す
る
立
場
を
貫
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
明
ら
か
に
目
的
法
学
の
立

場
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
目
的
法
学
派
か
ら
出
発
し
て
法
の
新

た
な
社
会
学
的
把
握
の
途
を
拓
い
た
自
由
法
学
に
対
し
て
は
、
あ

る
意
味
で
は
こ
れ
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
商
法
学
は
商
事
法
規
の

内
容
お
よ
び
そ
の
意
味
を
究
明
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
故
に
」
、
法
規
の
欠
敏
に
対
し
裁
判
官
の
自
由
な
法
創
造

を
認
め
る
自
由
法
学
は
行
き
過
ぎ
だ
と
し
て
一
線
を
画
す
る
態
度

を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
憶
測
が
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ

ら
く
先
生
の
理
論
体
系
に
は
、
法
の
目
的
を
も
っ
て
個
人
お
よ
び

社
会
の
利
益
と
把
握
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
実
用
法
学
の
方
法
と
平
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面
に
お
い
て
純
化
し
発
展
せ
し
め
て
い
っ
た
利
益
法
学
派
の
影
響

が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
中
庸
の
人

　
戦
前
、
戦
中
そ
し
て
戦
後
を
通
じ
て
法
学
部
の
歴
史
を
共
に
歩

ん
で
こ
ら
れ
た
民
法
の
故
野
田
孝
明
先
生
が
、
松
岡
熊
三
郎
先
生

の
在
職
四
十
年
を
記
念
し
た
論
文
集
に
と
く
に
「
松
岡
さ
ん
を
語

る
」
の
一
文
を
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
中
で
松
岡
先
生
の
円
満
な
人
柄

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
松
岡
さ
ん
の
主
義

は
、
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
［
吾
れ
中
庸
を
行
か
ん
］
で
あ
る
。
決
し

て
一
方
に
片
寄
る
こ
と
が
な
い
。
積
極
性
も
な
け
れ
ば
消
極
性
も

な
い
。
容
易
に
口
を
開
か
ず
、
皆
ん
な
の
言
を
充
分
に
聞
い
た
う

え
そ
の
中
庸
を
発
見
し
て
断
を
下
す
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。

　
　
独
逸
人
の
好
ん
で
使
う
ラ
ン
グ
ザ
ー
ム
・
ア
ー
。
ハ
i
・
ジ
ッ

ヒ
ヤ
ー
と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
」
。
そ
し
て
「
松
岡
さ
ん
は

中
華
風
に
言
え
ば
大
人
の
風
格
が
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

（
法
律
論
叢
三
五
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
所
収
）
。
い
た
ず
ら
に

事
を
構
え
る
ポ
レ
ミ
ッ
ク
を
好
ま
ず
、
「
中
庸
に
し
て
過
甚
な
ら

ず
」
と
い
う
先
生
の
人
と
な
り
を
一
言
よ
く
衝
い
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
人
柄
は
そ
の
学
風
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
先
生
の
商

法
研
究
に
残
さ
れ
た
業
績
は
、
お
よ
そ
商
法
の
研
究
者
に
と
っ
て

最
も
必
要
な
基
礎
研
究
の
領
域
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
一
見
そ
れ
は

地
味
に
す
ら
み
え
る
。
し
か
し
、
功
を
焦
っ
て
奇
を
街
う
ご
と
き

は
、
先
生
の
学
風
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
私
ど
も
後
進

に
対
し
て
も
強
く
い
ま
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
私
が
法
学
部
助
手
と
し
て
商
法
研
究
の
た
め
先
生
の
研
究
室
に

入
っ
た
の
は
、
先
生
が
還
暦
を
と
う
に
越
さ
れ
た
昭
和
三
十
一
年

四
月
で
あ
る
。
先
生
と
の
年
令
差
が
あ
ま
り
に
も
隔
た
っ
て
い
た

の
で
、
そ
れ
ま
で
先
生
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
弟
子
の
一
人
や
二
人

育
て
る
こ
と
が
出
来
た
は
ず
で
は
な
い
で
す
か
、
と
尋
ね
て
み
た

こ
と
が
あ
る
。
助
手
が
育
た
な
か
っ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
に
よ

り
優
秀
な
学
生
が
徴
兵
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
戦
後
復
員
し
た
者

も
大
学
に
復
帰
せ
ず
に
法
曹
実
務
界
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う

の
が
先
生
の
答
え
で
あ
っ
た
。
結
局
、
私
が
先
生
に
と
っ
て
最
初

の
研
究
助
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
先
生
は
、
私
立
大
学
連

盟
常
務
理
事
や
私
立
学
校
振
興
会
設
立
委
員
等
を
務
め
ら
れ
、
私

学
全
体
の
た
め
の
渉
外
活
動
に
専
念
さ
れ
て
お
り
、
学
内
に
お
い
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て
は
最
長
老
教
授
と
し
て
大
学
院
長
を
経
て
、
総
長
（
兼
学
長
）

の
要
職
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
寧
日
な
き
日
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
か
、
ご
く
た
ま
に
研
究
室
を
訪
れ
る
先
生
は
私
の
未
熟
な
研
究

報
告
を
聞
き
な
が
ら
、
幾
つ
か
の
質
問
を
し
な
が
ら
何
や
ら
吻
っ

と
し
て
お
ら
れ
た
姿
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
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