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昭
和
五
十
年
入
学

繁

美

稲

賀

平
成
二
年
四
月
よ
り
三
重
大
学
に
奉
職
す
る
身
と
な
り
、
暇
な
一
人
身
を

良
い
こ
と
に
、
こ
の
夏
は
長
野
の
夏
を
満
喫
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
自
律
湖

で
研
修
会
と
は
名
ば
か
り
の
飲
み
会
に
出
席
し
た
あ
と
参
加
し
た
東
京
大
学

合
気
道
部
の
合
宿
は
、
年
寄
り
の
冷
水
で
何
と
か
全
日
参
加
を
果
し
た
が

果
し
て
い
つ
ま
で
身
の
も
つ
の
や
ら
、
来
年
は
と
尋
ね
る
に
つ
け
内
心
お
ぽ

つ
か
な
い
。

O
B連
の
飲
み
会
に
連
夜
出
席
し
て
な
お
か
つ
朝
ト
レ
皆
勤
と

い
う
の
は
予
想
外
に
キ
ビ
シ
イ
も
の
で
、
現
役
諸
君
に
は
十
年
後
に
噛
う
も

の
は
唆
え
、
と
申
し
上
げ
て
お
こ
う
。
小
生
よ
り
ま
だ
ひ
と
ま
わ
り
上
の
先



輩
諸
兄
の
不
死
身
に
は
、
早
く
も
肝
犠
能
障
害
を
起
し
た
「
若
輩
者
」
と
し

て
、
羨
望
す
ら
抱
け
な
い
の
だ
が
。

よ

ま

ぜ

八
月
二
十
日
か
ら

一
週
間
、
今
度
は
長
野
県
下
高
井
郡
山
ノ
内
夜
間
瀬
に

て
、
三
重
大
学
、
愛
知
教
育
大
学
、
皇
事
館
大
学
、
鈴
鹿
短
期
大
学
の
四
大

学
合
同
合
気
道
夏
季
合
宿
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
レ
ず
れ
も
当
地
伊

勢
に
道
場
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
岩
淵
師
範
の
ご
指
導
を
拝
す
る
大
学
の
サ
|

ク
ル
で
あ
る
。
東
大
の
合
宿
は
も
っ
ぱ
ら
稽
古
の
記
憶
ば
か
り
で
、

リ
ク
リ

エ
イ
シ
ョ
ン
水
浴
や
白
馬
の
雄
姿
、
花
火
の
夜
も
、
写
真
を
見
て
は
じ
め
て

思
い
出
す
よ
う
な
有
様
な
の
だ
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
夜
間
瀬
の
合
宿
の

方
は
細
部
が
い
ま
だ
に
身
心
に
そ
の
刻
印
を
残
し
て
い
て
、
稽
古
の
あ
い
ま
、

テ
ラ
ス
の
卓
か
ら
山
を
見
や
り
な
が
ら

ル
l
テ
イ
ン
の
翻
訳
に
勤
ん
で
い

た
の
も
何
や
ら
妙
に
な
っ
か
し
い
。

回
大
学
合
同
の
稽
古
と
い
う
わ
け
な
の
だ
が
、
指
導
さ
れ
る
先
生
が
同
じ

な
の
に
良
く
も
こ
れ
だ
け
個
性
が
違
う
も
の
だ
、
と
い
う
の
が

一
番
の
印
象

で
あ
っ
た
。
三
重
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
の
立
地
条
件
も
あ
っ
て
、

学
辞
退
者
数
日
本
国
内
国
立
大
学
中
巧
0
5
5
5巾
に
入
る
の
だ
が
、

そ
れ

だ
け
に

の
ん
び
り
と
し
て
覇
気
に
欠
け
る
だ
ら
し
な
き
も
な
に
か
し
ら
様

に
な
っ
て
風
流
な
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
偏
差
値
は
同
じ
だ
が
よ
り
都
会

志
向
の
、
と
に
か
く
自
家
用
車
が
な
け
れ
ば
通
学
不
能
と
い
う
愛
知
教
育
大

学
の
皆
さ
ん
の
り
ち
ぎ
に
し
て
き
ち
ょ
う
め
ん
な
稽
古
ぶ
り
。
世
界
の
ス
ズ

カ
の
地
元
の
短
大
か
ら
は
お
嬢
さ
ん
一
人
見
え
た
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
一

応
判
断
を
さ
し
ひ
か
え
る
が
、
さ
す
が
旧
宮
内
省
直
属
大
学
と
思
わ
せ
る
に

足
る
貫
禄
と
い
う
か
伝
統
を
見
せ
つ
け
て
く
れ
た
の
が
皇
事
館
だ
っ
た
。

投
げ
始
め
た
ら
六
十
本
投
げ
つ
づ
け
、
投
げ
ら
れ
つ
づ
け
が
五
セ
ッ
ト
と

か
十
セ
ッ
ト
。
そ
れ
が
お
わ
っ
た
か
と
思
う
と
今
度
は

で
き
な
く
な
る
ま

で
、
腕
立
て
、
腹
筋
背
筋
、

ス
ク
ワ
ッ
ト
、
首
ふ
り
な
ど
な
ど
の
サ

l
キ
ッ

ト
。
要
す
る
に
古
典
的
シ
ゴ
キ
な
の
で
す
が

シ
ゴ
か
れ
た
あ
げ
く
四
年
ま

で
残
っ
た
上
級
生
の
下
級
生
へ
の
配
慮
の
行
き
と
ど
き
、
そ
れ
に
対
す
る
下

紐
生
の
敬
意
と
、
そ
れ
を
適
確
に
態
度
で
表
す
術
を
た
た
き
込
ん
だ
し
つ
け

の
周
到
(
稽
古
が
終
る
と

一
年
生
は
さ
っ
と
オ
シ
ボ
リ
と
冷
水
の
入
っ
た

グ
ラ
ス
を
持
っ
て
上
紐
生
の
所
に
や
っ
て
来
て
ヒ
ザ
マ
ズ
ク
、
そ
の
カ
ッ
コ

ま
だ
こ
う
い
う
う
る
わ
し
い
風
習
が
日
本
に
も

の
キ
マ
ッ
テ
る
こ
と
)
。

残
っ
て
る
の
か
と
思
う
と
、
そ
れ
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
本
当
に
感
心
し

oo 
F
h
u
 

て
し
ま
っ
た
私
は
少
し
オ
カ
シ
イ
の
で
し
ょ
う
か
。

で
も
シ
ゴ
か
れ
て
い
る
皇
事
館
の
一
年
生
が
実
は
一
人

一
人
一
番
個
性
的

だ
っ
た
の
も
事
実
な
ら
ば
、
皇
事
館
の
四
年
生
が
男
女
と
も
他
大
学
に
比
し

入

て
抜
群
に
鍛
え
抜
か
れ
た
妙
技
の
持
ち
主
た
ち
と
な
っ
て
い
た
の
も
ま
た
事

実
な
の
で
す
。
個
性
を
殺
す
訓
練
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
ベ
ル
ソ

l
ナ
と
い
う

も
の
を
個
の
内
に
宿
す
こ
と
と
な
る
の
が
、
こ
の
島
国
に
お
け
る
人
格
教
育

の
あ
り
方
な
の
だ
な
あ
、
と
改
め
て
悟
っ
た
よ
う
な
次
第
で
す
、
逆
説
で
す

カミ

こ
う
い
う
が
む
し
ゃ
ら
な
稽
古
に
接
す
る
と
、
こ
ち
ら
も
古
い
血
が
さ
わ

ぎ
、
そ
こ
ま
で
無
理
を
し
て
も
必
死
に
喰
い
つ
い
て
く
る
若
者
た
ち
に
、
そ

れ
な
ら
ば
教
え
て
や
ろ
う
、
と
い
う
気
持
ち
も
芽
生
え
て
き
て
、

い
ろ
い
ろ



と
さ
し
出
が
ま
し
い
ふ
る
ま
い
に
お
よ
ぶ
仕
儀
と
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年

に
な

っ
て
よ
う
や
く
見
え
て
く
る
も
の
が
た
し
か
に
あ
る
こ
と
を
、
道
場
の

稽
古
の
中
で
感
得
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
、
舌
足
ら
ず
で
す

が
こ
の
場
で
表
明
さ
せ
て
戴
き
、
皆
様
へ
の
お
礼
に
代
え
る
次
第
で
す
。

そ
の
見
え
て
き
た
こ
と
、
と
い
う
の
も
凡
百
と
い
う
以
上
に
お
よ
そ
身
心

技
法
に
関
し
て
は
無
能
者
の
言
ゆ
え
、
何
を
今
さ
ら
な
の
で
す
が
。
零
、
腹

筋
は
背
筋
。
腕
力
は
脚
力

mp
て
腰
投
げ
が
ど
ん
な
体
勢
か
ら
で
も
自
由

に
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
も
と
も
と
一
教
以
下
の

「
基
本

技
」
は
技
と
し
て
生
き
て
く
る
は
ず
も
な
く
、
稽
古
は
全
く
ま
や
か
し
に
過

ぎ
な
い
。
二
、
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
う
、
と
は
、
自
分
の
息
が
切
れ
て
も
う

戦
意
を
喪
失
す
る
ま
で
ひ
た
す
ら
相
手
に
向
か
っ
て
行
く
覇
気
の
調
で
あ
る
。

三
、
と
り
わ
け
男
の
場
合
、
女
性
と
稽
古
す
る
と
自
分
の
力
に
た
よ
っ
て
ご

ま
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
如
実
に
感
知
せ
ら
れ
る
。
相
手
が
鋭
器
を
持
っ
て

い
る
(
実
際
そ
う
だ
が
)
も
の
と
し
て
稽
古
す
る
緊
彊
感
は
と
り
わ
け
こ
こ

で
得
ら
れ
る
の
を
大
切
に
し
た
い
。
四
、
膝
を
た
め
る
こ
と
、
そ
れ
で
緩
急

自
在
に
動
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
下
腹
を
い
ま
さ
ら
張
ら
な
く
て
も
呼
吸
が
お

の
ず
と
丹
田
に
宿
る
理
合
い
を
体
得
す
る
と
眼
前
が
諮
然
と
聞
け
る
こ
と
。

五
、
以
上
の
如
き
こ
と
一
日
稽
古
を
お
こ
た
れ
ば
そ
ト
ノ
モ
ク
ア
ミ
に
消
滅

す
る
も
の
に
し
て

不
如
意
こ
の
上
な
き
こ
と
は
就
中
抜
万
に
尽
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
実
は
山
田
高
広
先
輩
が
昭
和
六
十
一
年
度
の

「
赤
門
」

に
お
そ
る
べ
き
論
理
構
築
で
も
っ
て
さ
ら
に
一
歩
も
二
歩
も
踏
み

込
ん
で
書
き
尽
く
し
て
お
ら
れ
る
(
「稽
古
雑
感
」
)
。

日
本
と
い
う
土
壌
で

こ
こ
ま
で
つ
き
つ
め
た
考
え
を
つ
づ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
現
役
諸

氏
に
改
め
て
精
読
を
お
す
す
め
し
た
い
。
読
ん
で
わ
か
る
、
と
い
う
わ
け
に

は
ゆ
か
ぬ
こ
と
を
痛
感
す
る
た
め
だ
け
に
で
も
。
『
赤
門
』
は
既
に
他
に
例

を
見
ぬ
文
化
遺
産
な
の
だ
か
ら
。

か
く
申
す
小
生
も
も
は
や
昔
の
よ
う
な
自

由
な
発
想
を
失
っ
た
自
分
の
硬
直
化
に
僻
易
し
つ
つ
、
破
り
棄
て
た
い
衝
動

を
殺
し
つ
つ
、
な
ん
と
か
こ
の
駄
文
を
草
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

蛇
足
な
が
ら
、
「
比
較
文
化
」
な
る
講
義
を
担
当
し
て
、
つ
く
づ
く
お
題
目

の

「国
際
感
覚
」

に
う
ん
ざ
り
し
た
。
そ
こ
で
今
ま
で
わ
ざ
と
読
ま
ず
に
お

い
た
本
を
聞
い
て
、
や
は
り
と
思
っ
た
も
の
が
あ
る
。
石
光
真
清
の
手
記
。

『
域
下
の
人
』
『
畷
野
の
花
』
『
望
郷
の
歌
』
そ
し
て
『
誰
の
た
め
に
』
。
い
ず

れ
も
中
公
文
庫
。
だ
ま
さ
れ
た
と
思
っ
て
、
第
一
巻
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
け

Q
U
 

EJU 

る
と
幸
。
現
役
諸
君
へ
の
言
。
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