
序プ
ロ
ロ
ー
グ章

「P

プ
ロ

ro B

ボ

ノ

ono P

パ
ブ
リ
コ

ublico
（
民
衆
へ
の
無
償
奉
仕)

」

　

漆
黒
に
広
が
る
闇
夜
に
流
星
の
よ
う
な
一い
っ
せ
ん閃
の

光こ
う
ぼ
う芒
が
走
っ
た
。
す
る
と
亡
き
父
加
納
久ひ
さ

宜よ
し

の
幻
影

が
、あ
た
か
も
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ル
オ
ー
が
描
く
う
つ
む
く
顔
面
蒼
白
の
キ
リ
ス
ト
像

（「
聖
顔
（La Sainte Face

）」）
の
よ
う
に
浮
か
び

上
が
っ
た
。
幻
影
の
久
宜
は
晩
年
の
華
族
（
子
爵
）

の
礼
服
姿
で
あ
っ
た
。
知
性
の
人
で
あ
っ
た
父
は
、

品
位
の
あ
る
細
面
の
顔
を
緊
張
さ
せ
、
ゆ
っ
く
り
し

た
口
調
で
息
子
久
朗
に
語
り
か
け
た
。

　
「
一
に
も
公
益
事
業
、
二
に
も
公
益
事
業
、
た
だ

公
益
事
業
に
尽
せ
」

　

久
朗
は
、
そ
れ
が
鹿
児
島
県
知
事
な
ど
長
年
公
務

に
携
わ
っ
た
父
久
宜
の
遺
言
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
。
父
が
近
代
日
本
の
農
政
の
先
駆
者
で
あ
り
、

イ
ツ
語
で
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
勇
者
ハ　

独
リ
立
ツ
時　

最
モ
強
シ　

シ
ラ
ー
」

　

久
朗
は
、
内
村
が
伝
え
た
シ
ラ
ー
の
名
句
を
和
訳

し
て
つ
ぶ
や
い
た
。ド
イ
ツ
の
18
世
紀
ロ
マ
ン
派（
疾

風
怒
濤
（
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
）

時
代
）
を
代
表
す
る
詩
人
・
劇
作
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー
の
『
箴し
ん

言げ
ん

集
』
か
ら
引
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
久
朗
は
人
生
の
苦
境
に
立
つ
た
び
に

師
の
言
葉
を
心
に
刻
ん
で
き
た
。
久
朗
は
闇
に
現
わ

れ
た
内
村
に
向
か
っ
て
深
く
う
な
ず
い
た
。
い
つ
の

間
に
か
、
内
村
の
肖
像
は
闇
に
消
え
去
っ
た
。
内
村

の
享
年
は
69
歳
で
、
久
朗
は
こ
の
年
同
年
に
達
す
る

の
で
あ
る
。

　

久
朗
は
夢
か
ら
覚
め
た
。
か
つ
て
見
た
こ
と
も
な

い
夢
で
あ
っ
た
。
彼
の
人
生
の
行
路
に
多
大
な
影
響

を
与
え
た
２
人
の
故
人
に
、
夢
の
中
で
再
会
し
得
る

な
ど
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
か

も
彼
ら
の
人
生
哲
学
を
あ
ら
た
め
て
言
い
聞
か
さ
れ

る
な
ど
と
は
…
。

　
「
決
意
と
実
行
の
時
だ
！
」。
久
朗
は
自
己
に
言
い

聞
か
せ
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
７
月
25
日
午
前
６
時
前
。

加
納
久
朗
は
脳
裏
に
残
る
故
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
振
り

払
う
よ
う
に
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
っ
た
。
戦
前
横

浜
正
金
銀
行
（
戦
後
東
京
銀
行
を
経
て
現
三
菱
東
京

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
）
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
（
支
配
人
）
時
代

以
来
愛
用
し
て
い
る
薄
手
の
ガ
ウ
ン
を
羽
織
っ
て
、

寝
室
の
洋
風
窓
の
前
に
立
っ
て
ニ
ッ
ト
の
カ
ー
テ
ン

を
押
し
開
い
た
。
長
か
っ
た
梅
雨
も
よ
う
や
く
終
わ

り
、
首
都
東
京
の
空
に
は
真
夏
の
う
る
ん
だ
群
青
色

が
広
が
っ
て
い
た
。
東
京
都
港
区
赤
坂
新
坂
町
１
番

地
の
加
納
私
邸
（
現
在
日
カ
ナ
ダ
大
使
館
前
）
は
、

洋
館
風
の
２
階
建
て
で
、
主
人
久
朗
の
書
斎
と
寝
室

は
２
階
に
あ
っ
た
。
庭
の
木
立
の
緑
を
抜
け
て
吹
い

て
く
る
朝
風
は
、
す
で
に
熱
気
を
含
ん
で
お
り
、
猛

暑
の
陽
光
が
降
り
注
ぐ
日
に
な
る
こ
と
を
伝
え
て
い

た
。
こ
の
日
、
日
本
住
宅
公
団
が
発
足
し
、
彼
は
初

代
総
裁
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。

　

敗
戦
国
・
日
本
の
住
宅
事
情
は
最
悪
の
状
況
に

陥
っ
た
。
米
軍
機
の
空
襲
を
受
け
た
全
国
の
都
市
で

は
、
住
民
の
大
半
が
雨
露
を
し
の
ぐ
の
が
や
っ
と
と

い
う
掘
立
小
屋
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

想
像
を
絶
す
る
惨
状
を
ど
う
に
か
し
て
克
服
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
…
。

　

こ
の
朝
、
秘
書
役
速
水
雅
典
に
は
午
前
７
時
に
は

公
用
車
で
迎
え
に
来
る
よ
う
に
命
じ
て
い
た
。

　
「
発
足
式
は
午
前
９
時
半
か
ら
で
す
か
ら
、
無
理

を
な
さ
ら
ず
に
８
時
頃
御
自
宅
を
出
て
は
い
か
が
で

す
か
」

　

速
水
は
前
日
加
納
に
伝
え
た
。

　
「
組
織
の
長
は
職
員
よ
り
も
早
く
出
社
し
最
後
に

退
社
す
べ
き
で
あ
る
、
と
父
に
教
え
ら
れ
た
の
だ
」

　

加
納
は
朝
７
時
に
迎
え
に
来
る
よ
う
に
と
念
を
押

し
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
昭
和
19
年
（
１
９
４
４
）

11
月
か
ら
米
軍
機
に
よ
る
日
本
の
都
市
を
焼
き
払
う

「
じ
ゅ
う
た
ん
爆
撃
」
が
執し
つ

拗よ
う

に
繰
り
返
さ
れ
、
20

年
８
月
15
日
の
敗
戦
の
日
ま
で
に
全
国
で
１
１
９

都
市
が
壊
滅
的
な
戦
災
を
こ
う
む
っ
た
。
空
襲
に

よ
る
被
害
は
当
時
の
内
務
省
発
表
に
よ
る
と
、
死

者
24
万
１
０
０
０
人
、
負
傷
者
31
万
３
０
０
０

人
、
罹
災
者
８
０
４
万
５
０
０
０
人
、
全
焼
壊

２
３
３
万
３
０
０
０
戸
、
半
焼
壊
11
万
１
０
０
０
戸

で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
、
防
空
の
た
め
に
行
わ
れ
た

建
物
疎
開
で
60
万
戸
が
壊
さ
れ
た
。
戦
争
中
、
約

３
０
０
万
戸
の
建
物
が
減
少
し
た
。
敗
戦
後
の
全
国

の
住
宅
不
足
数
は
約
４
２
０
万
戸
と
推
定
さ
れ
た
。

全
国
の
被
災
者
は
「
住
む
に
家
な
く
、
食
う
に
糧か
て

な

き
」（
経
済
安
定
本
部
報
告
書
）
惨
状
で
あ
っ
た
。

　

20
年
11
月
、
幣し
で

原は
ら

内
閣
の
も
と
で
戦
争
復
興
院
が

生
れ
た
。
日
本
の
主
要
都
市
は
一
望
焼
け
野
原
と

な
っ
て
わ
ず
か
に
不
燃
建
築
の
残
が
い
を
残
す
だ
け

と
な
り
、
過
去
の
遺
産
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
に
理
想
的
な
文
化
都
市
を
新
し
く
造
り
出

す
絶
好
の
機
会
が
来
た
よ
う
に
見
え
た
。
だ
が
敗
戦

後
の
虚
脱
感
に
襲
わ
れ
て
い
た
国
民
や
有
識
者
の
中

か
ら
は
「
理
想
論
」
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
戦
災

者
の
一
部
は
い
ち
早
く
仮
小
屋
を
建
て
、
建
築
制

限
を
無
視
し
た
闇
市
が
駅
前
な
ど
に
生
れ
、
新
し

い
盛
り
場
が
作
り
出
さ
れ
、
ゆ
が
ん
だ
権
利
関
係

が
根
を
下
ろ
し
始
め
て
い
た
。

　

23
年
７
月
、
建
設
行
政
の
監
督
官
庁
と
し
て
建

設
省
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
日
本
に
は
建
設

行
政
の
ま
と
ま
っ
た
監
督
官
庁
が
な
か
っ
た
。
建

築
許
可
（
認
可
で
は
な
く
）
は
警
察
が
、
建
設
産

業
は
セ
メ
ン
ト
を
使
っ
て
い
る
か
ら
と
の
理
由
で

商
工
省
窯
業
課
が
担
当
し
て
い
た
。
翌
24
年
に
は

建
設
業
法
が
、
さ
ら
に
は
25
年
に
は
建
築
基
準
法
、

建
築
士
法
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
、
制
度
面
で
の

新
し
い
体
制
が
急
速
に
整
備
さ
れ
た
。

　

政
府
は
、
応
急
簡
易
住
宅
建
設
、
非
戦
災
建
物

の
強
制
開
放
、
都
市
へ
の
人
口
流
入
制
限
、
地
代

家
賃
統
制
令
の
発
令
な
ど
の
緊
急
措
置
に
追
わ
れ

た
。
25
年
に
は
住
宅
金
融
公
庫
（
国
民
の
住
宅
建

設
資
金
の
融
通
を
目
的
と
す
る
）
が
創
立
さ
れ
、

翌
年
か
ら
は
公
営
住
宅
法
の
制
定
に
踏
み
切
っ
た
。

だ
が
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
る
緊
縮
財
政
下
で
は
、

公
営
住
宅
と
公
庫
融
資
住
宅
を
合
わ
せ
て
年
間

10
万
戸
に
も
満
た
な
い
ペ
ー
ス
の
供
給
が
や
っ
と

の
状
況
だ
っ
た
。（
加
納
は
助
言
者
と
し
て
ド
ッ
ジ
・

ラ
イ
ン
導
入
に
関
わ
っ
た
）。
民
間
に
よ
る
建
設
も

一
向
に
進
ま
ず
、
29
年
に
な
っ
て
も
全
国
で
な
お

約
２
８
０
万
戸
の
住
宅
が
不
足
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
た
。
産
業
の
復
興
に
伴
っ
て
、
人
口
の
都
市
集

中
や
核
家
族
化
現
象
も
重
な
る
よ
う
に
な
り
、
都

市
の
住
宅
難
は
最
大
の
社
会
問
題
・
政
治
問
題
の

ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
。

　

30
年（
１
９
５
５
）の「
経
済
白
書
」は
指
摘
す
る
。

「
生
活
の
一
般
水
準
が
ほ
ぼ
戦
前
復
帰
を
達
成
し
た

中
に
あ
っ
て
、
生
活
の
三
大
要
素
で
あ
る
住
宅
面

NN
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～

  

日
本
住
宅
公
団
初
代
総
裁

日
本
住
宅
公
団
初
代
総
裁  

加
納
加
納
久久ひ

さ
ひ
さ

朗朗あ
き
ら

あ
き
ら

  

第
一
回

第
一
回

作
家　

高
崎
哲
郎

内村鑑三（内村から加納に贈られた写
真のひとつ、一宮町教委「加納家史料」）

※  (1861-1930) キリスト教思想家。日露
戦争開戦にあたっては非戦論を唱え
た。雑誌「聖書之研究」を創刊。従
来の教会的キリスト教に対し無教会
主義を主唱。

父　加納久宜　（加納家蔵）
最後の一宮藩主、子爵、鹿児
島県知事などを歴任

公
団
総
裁
時
代
の
久
朗
（
加
納
家
蔵
）

　

昭
和
30
年
７
月
25
日
、
日
本
住
宅
公
団
は
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
初
代
総
裁
で

あ
る
加
納
久
朗
（
明
治
19
年
〜
昭
和
38
年
）
が
亡
く
な
っ
て
、今
年
で
ち
ょ
う
ど
50
年
。

こ
れ
に
寄
せ
て
、
彼
の
生
い
立
ち
か
ら
数
々
の
功
績
、
総
裁
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
を
中
心
に
、
今
月
か
ら
12
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
ま
す
。

中
で
も
西
南
の
役
後
の
疲
弊
し
た
鹿
児
島
県
を
私
財

も
投
じ
て
蘇
生
さ
せ
た
名
知
事
で
あ
る
こ
と
は
関
係

者
の
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

　
“Pro Bono Publico,Pro Bono Publico,Pro 

Bono Publico

”

　

父
の
言
葉
を
受
け
て
、
久
朗
は
ラ
テ
ン
語
の
愛
唱

句
を
３
度
つ
ぶ
や
い
た
。父
の
享
年
は
71
歳
だ
っ
た
。

久
朗
は
２
年
後
に
そ
の
年
齢
に
達
す
る
。

　

父
の
映
像
は
忽こ
つ

然ぜ
ん

と
し
て
消
え
、
眼
前
に
暗
闇
が

広
が
っ
た
。
漆
黒
の
闇
に
再
び
流
星
の
よ
う
な
光
が

走
っ
た
。
す
る
と
今
度
は
、
生
涯
の
信
仰
の
師
で
あ

る
内
村
鑑
三
※

の
モ
ー
ニ
ン
グ
を
着
た
直
立
姿
の
幻

影
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
内
村
は
右
手
に
聖
書
を
も

ち
、
猫
背
ぎ
み
の
背
筋
を
伸
ば
し
て
正
面
を
見
つ
め

て
い
る
。
こ
の
幻
影
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
学
生
時

代
に
無
教
会
主
義
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
内
村
に
巡
り

合
い
そ
の
教
え
を
生
涯
の
精
神
の
柱
に
据
え
る
こ
と

を
誓
っ
た
際
、
内
村
か
ら
手
渡
さ
れ
た
写
真
で
あ
っ

た
。
老
齢
の
内
村
は
、
ラ
イ
オ
ン
を
思
わ
せ
る
人
を

射
抜
く
よ
う
な
表
情
に
か
す
か
に
笑
み
を
浮
か
べ
て

久
朗
に
声
を
か
け
た
。

　
“D

er 　

Starke　

ist  am
 m
achtigsten　

aallein  Schiller

”

　

久
朗
は
、
こ
の
「
こ
と
ば
」
を
内
村
か
ら
直
接
ド

:

:



が
な
お
著
し
い
立
ち
遅
れ
を
み
せ
て
お
り
、
生
活
構

造
を
歪
め
て
い
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
で

あ
る
。
今
や
、
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
問
題
を
追
及
し

て
、
そ
の
解
決
に
努
力
を
集
中
す
べ
き
時
期
に
来
て

い
る
」

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

午
前
７
時
前
、
黒
塗
り
の
公
用
車
が
着
い
た
。
秘

書
役
速
水
が
玄
関
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
声
を
上
げ

た
。

　
「
総
裁
様
、
お
迎
え
に
ま
い
り
ま
し
た
」

　

加
納
は
１
ｍ
６
７
㎝
の
身
体
を
純
白
な
背
広
上
下

で
つ
つ
み
、
蝶
ネ
ク
タ
イ
姿
だ
っ
た
。
速
水
は
イ
ギ

リ
ス
紳
士
を
思
わ
せ
る
新
総
裁
の
着
こ
な
し
ぶ
り
に

驚
い
た
。
加
納
は
上
着
の
左
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入

集
団
的
な
、
文
化
的
な
居
住
地
と
し
て
建
設
し
て
ゆ

く
の
が
こ
の
公
団
の
目
標
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
、
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
仕
事
を

進
め
て
参
り
ま
す
の
に
必
要
な
こ
と
は
、
能
率
を
よ

く
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、

国
民
の
涙
と
汗
の
結
晶
で
あ
る
租
税
と
貯
蓄
を
お
預

か
り
し
ま
し
て
、
そ
の
お
金
を
も
っ
て
勤
労
者
階
級

の
家
を
造
り
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
仕

事
を
遂
行
い
た
し
ま
す
場
合
に
、
で
き
る
だ
け
時
間

を
節
約
い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
フ
ル

に
働
く
事
、
及
び
労
力
も
お
金
も
で
き
る
だ
け
節
約

し
て
こ
の
仕
事
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
申
し
訳
な
い
と

存
じ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
大
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、第
一
の
心
得
は
、

公
団
全
員
の
和
で
ご
ざ
い
ま
す
。
目
的
が
一
つ
で
あ

り
ま
す
か
ら
お
互
い
に
仲
良
く
し
て
遠
慮
な
く
も
の

を
話
合
い
知
識
を
交
換
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
感
情
問
題
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
く
、
事

実
と
数
字
の
上
に
立
っ
て
ど
し
ど
し
意
見
を
交
換
し

て
、
国
の
た
め
に
奉
ず
る
と
い
う
考
え
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
和
と
い
う
こ
と
が
第
一
で
あ

り
ま
す
。

　

第
二
は
、
時
間
を
正
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
出
勤
時
間
と
退
出
の
時
間
を

出
来
る
だ
け
正
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
を
フ

ル
に
働
く
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
い
。

　

第
三
は
、
仕
事
を
正
確
に
し
敏
速
に
す
る
。
今
日

な
し
得
る
こ
と
を
明
日
に
残
さ
な
い
と
い
う
ふ
う
に

し
て
、
一
日
、
一
日
進
歩
し
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

　

第
四
は
、
す
べ
て
に
清
潔
に
い
た
し
た
い
、
事
務

所
を
清
潔
に
い
た
し
た
い
。

　

第
五
は
、
用
談
は
す
べ
て
事
務
所
で
行
う
。
外
部

と
の
用
談
を
事
務
所
以
外
で
や
る
、
例
え
ば
喫
茶
店

れ
て
、
折
り
た
た
ん
だ
日
の
丸
の
旗
を
確
認
し
た
。

こ
れ
は
横
浜
正
金
銀
行
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
時
代
以

降
、
執
務
室
に
は
必
ず
掲
揚
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
。

　
「
朝
早
く
か
ら
御
苦
労
さ
ま
。〈
総
裁
様
〉
と
呼
ぶ

の
は
よ
そ
う
。〈
総
裁
〉
で
結
構
だ
よ
」

　

加
納
は
後
部
座
席
に
座
り
な
が
ら
、
前
の
座
席
に

座
っ
て
い
る
速
水
に
声
を
か
け
た
。
速
水
は
、
加
納

が
戦
前
の
華
族
（
子
爵
）
の
出
で
あ
る
こ
と
を
考
え

て
「
閣
下
」
と
声
を
か
け
る
べ
き
で
は
と
も
考
え
て

い
た
だ
け
に
、
こ
の
気
さ
く
な
対
応
に
安
心
し
た
。

出
発
の
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
鳴
る
と
、
玄
関
に
立
っ
て

い
た
夏
服
洋
装
の
妻
幸
子
が
笑
顔
を
返
し
な
が
ら
、

初
仕
事
に
向
か
う
夫
に
手
を
振
っ
た
。

　

総
裁
を
乗
せ
た
黒
塗
り
の
車
は
、
大
空
襲
に
よ
る

焼
け
跡
や
バ
ラ
ッ
ク
住
宅
が
残
る
都
心
を
走
っ
た
。

加
納
は
、
車
が
九
段
の
旧
憲
兵
隊
本
部
（
現
千
代
田

区
役
所
敷
地
）
の
近
く
を
通
り
過
ぎ
た
時
に
は
怒
り

が
こ
み
上
げ
う
め
き
声
を
上
げ
た
。
秘
書
役
の
速
水

は
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
が
、
加
納
は
速
水
の
視
線
を

か
わ
し
て
顔
を
窓
の
方
に
向
け
た
。
加
納
は
戦
時
中

「
親
英
米
派
」「
自
由
主
義
者
」
と
の
嫌
疑
を
か
け
ら

れ
一
時
憲
兵
隊
本
部
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
悪
夢

の
よ
う
な
追
憶
だ
っ
た
。（
旧
憲
兵
隊
本
部
跡
は
奇

し
く
も
、
そ
の
後
一
時
期
公
団
の
本
社
社
屋
と
な

る
）。

　

車
は
中
央
官
庁
街
の
霞
ヶ
関
２
‐
２
の
木
造
２
階

建
て
バ
ラ
ッ
ク
の
前
に
横
付
け
さ
れ
た
。
住
宅
公
団

は
農
林
省
敷
地
内
に
立
つ
旧
恩
給
局
別
館
に
間
借
り

し
て
の
発
足
だ
っ
た
。
加
納
が
始
業
時
よ
り
早
く
出

社
す
る
と
聞
い
て
い
た
副
総
裁
河
野
一か
ず

之ゆ
き

（
大
蔵
省

（
当
時
）
元
事
務
次
官
）
ら
幹
部
は
、
既
に
姿
を
見

せ
て
い
て
加
納
を
出
迎
え
た
。
加
納
に
は
、
こ
の
１

カ
月
間
、
公
団
発
足
に
備
え
て
通
い
な
れ
た
バ
ラ
ッ

で
や
る
と
い
う
よ
う
な
式
の
こ
と
は
し
な
い
。
す
べ

て
事
務
所
に
人
を
呼
ん
で
用
談
を
す
る
と
い
う
こ
と

に
し
た
い
。

　

第
六
は
、
私
は
理
事
、
監
事
の
方
々
と
一
緒
に
毎

日
仕
事
を
し
て
行
く
、
が
、
経
営
者
の
側
と
し
て
ど

う
い
う
こ
と
を
職
員
全
員
に
望
ん
で
お
る
か
、
わ
れ

わ
れ
が
ど
う
い
う
方
針
で
仕
事
を
進
め
て
お
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
掲
示
板
を
設
け
て
全
員
に
知
ら
せ
る

様
に
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
職
員
諸
君
の
や
っ
て

い
る
仕
事
は
公
団
の
仕
事
の
全
体
の
ど
の
部
分
に
属

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
自
覚
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
私
は
職
員
諸
君
の
意

見
を
聞
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
鉛
筆
書
で
も
な
ん

で
も
い
い
か
ら
、
建
設
的
な
意
見
を
ど
ん
ど
ん
書
い

て
出
し
て
い
た
だ
い
て
、
よ
い
こ
と
は
即
日
実
行
し

て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
」

　
「
私
は
69
歳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
あ
と
ど
の
く

ら
い
命
が
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
お
受
け

し
て
い
る
間
に
死
ぬ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な

が
ら
お
受
け
し
た
こ
の
４
年
間
に
与
え
ら
れ
た
仕
事

を
完
全
に
や
っ
て
行
き
た
い
と
い
う
熱
意
と
責
任
を

感
じ
て
お
り
ま
す
。
私
は
関
係
し
て
お
り
ま
し
た
７

つ
の
会
社
の
重
役
を
先
だ
っ
て
全
部
辞
職
い
た
し
ま

し
て
、
専
心
こ
の
仕
事
に
あ
た
り
た
い
と
決
心
し
た

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
、
そ
う
い
う
よ
う
な
決

意
で
、
加
納
が
立
ち
ま
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
て
こ
の
国
家
の
大
任
を

果
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

　
「
世
の
中
に
は
難
し
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い

ま
す
が
、
あ
る
時
に
は
精
神
力
を
持
っ
て
こ
れ
を
突

破
す
る
と
い
う
意
気
が
な
け
れ
ば
、
大
切
な
仕
事
を

完
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は

皆
さ
ま
と
同
じ
戦
線
に
在
り
、
あ
る
時
は
陣
頭
に
立

ち
、
あ
る
時
は
後
ろ
か
ら
押
し
て
、
そ
う
し
て
こ
の

ク
で
あ
っ
た
。
廊
下
を
歩
く
と
床
板
が
悲
鳴
の
よ
う

な
き
し
ん
だ
音
を
立
て
た
。
階
段
を
上
が
り
、
２
階

の
総
裁
室
に
入
っ
た
。
河
野
と
速
水
が
後
を
付
い
て

来
た
。
加
納
は
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
日
の
丸
の
旗

を
取
り
だ
し
、
執
務
机
の
後
ろ
に
立
て
か
け
た
掲
揚

棒
に
旗
を
取
り
付
け
一
礼
し
た
。

　
「
こ
れ
が
私
の
初
仕
事
だ
。
国
の
旗
を
愛
さ
な
い

国
民
は
必
ず
滅
び
る
よ
」

　

彼
は
、
河
野
ら
に
語
り
か
け
今
度
は
机
の
引
き
出

し
を
開
け
て
２
枚
の
写
真
を
置
い
た
。
１
枚
は
父
久

宜
の
遺
影
、
も
う
一
つ
は
内
村
鑑
三
の
モ
ー
ニ
ン
グ

姿
の
写
真
で
あ
っ
た
。

　
「
公
団
発
足
式
は
午
前
９
時
半
か
ら
１
階
の
会
議

室
で
予
定
通
り
行
い
た
い
。
１
時
間
近
く
時
間
が
あ

る
の
で
、
挨
拶
文
を
考
え
た
い
。
総
裁
室
に
一
人
に

し
て
は
く
れ
ま
い
か
」

　

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
加
納
の
祈
り
の
時
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　　

加
納
は
総
裁
就
任
に
際
し
全
職
員
を
前
に
挨
拶
し

た
。
そ
れ
は
新
し
い
日
本
の
住
宅
建
設
に
立
ち
向
か

う
使
命
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
強
い
決
意
で
あ
り
、
確

た
る
目
標
を
示
し
た
宣
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
か
ら

戦
後
日
本
の
住
宅
事
情
は
激
変
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
今
日
は
日
本
住
宅
公
団
発
足
の
日
で
あ
り
ま
す
。

同
時
に
日
本
国
家
と
い
た
し
ま
し
て
新
し
い
住
宅
政

策
に
入
る
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日
は
大
変
重
要
な
日
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
公
団
の
定
款
の
最
初
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
日
本
の
住
宅
問
題
は
急
迫
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
勤
労
者
の
た
め
に
で
き
る

だ
け
早
く
不
燃
焼
の
住
宅
を
造
り
、
し
か
も
そ
れ
は

責
任
を
果
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
を
お
い
て
も

２
万
戸
達
成
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
全
力
を
尽
く
し

て
、
３
月
31
日
ま
で
に
ど
う
し
て
も
や
っ
つ
け
る
と

い
う
気
概
で
ス
タ
ー
ト
し
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
い
う
難
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
き
な
か
っ

た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
後
か
ら
弁
明
す
る
こ

と
は
避
け
た
い
、
そ
ん
な
弁
明
は
聞
か
な
い
、
最
初

か
ら
ど
う
し
て
も
や
っ
つ
け
る
と
い
う
決
意
を
も
っ

て
こ
の
公
団
を
ス
タ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
の
で
ご
ざ

い
ま
す
」

　

加
納
の
全
身
に
汗
が
流
れ
た
。
新
生
の
日
本
住
宅

公
団
は
、
総
裁
の
大
号
令
の
も
と
に
機
関
車
の
よ
う

に
ゴ
ー
ル
め
が
け
て
驀ば
く

進し
ん

す
る
。
就
任
初
年
度
に
目

標
の
２
万
戸
建
設
を
達
成
す
る
。
驚
異
的
な
実
績
で

あ
る
。
団
地
の
建
設
目
標
は
予
定
よ
り
も
早
く
実
現

さ
れ
、
勤
労
者
ら
に
住
宅
を
提
供
す
る
と
い
う
使
命

を
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。
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