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矢
嶋
姉
妹
周
辺
⑲

札
幌
農
学
校
第
２
期
生
で
、
第

一
高
等
学
校
長
、
東
京
女
子
大
学

学
長
な
ど
の
教
育
者
で
あ
っ
た
新

渡
戸
稲
造
は
、
宗
教
教
育
が
な
い

日
本
で
善
悪
の
判
断
は
何
に
よ
る

か
と
質
問
さ
れ
、「
武
士
道
・
副
題
、

日
本
の
心
」を
明
治

（
１
８
９

32

9
）年
に
英
文
で
出
版
し
、
日
本

の
精
神
文
化
の
根
源
は
神
・
佛
・

儒
の
融
合
で
あ
る「
武
士
道
」に
あ

る
と
西
欧
に
紹
介
し
ま
し
た
。
第

代
米
国
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ル

26ー
ズ
ベ
ル
ト
は
こ
れ
を
読
ん
で
感

激
し
、
そ
の
後
、
明
治

～
37

38

（
1
9
0
4
～

）
年
の
日
露
戦
争

05

で
軍
費
が
枯
渇
し
疲
弊
し
た
日
本

を
救
う
た
め
、
日
露
の
講
和
を
斡

旋
し
た
と
の
逸
話
が
残
り
ま
す
。

ま
た
「
武
士
道
」
出
版
か
ら

年
95

後
の
平
成
7
（
1
9
9
5
）年
に
ギ

リ
シ
ャ
国
会
議
員
で

歳
の
ヴ
ィ

47

ロ
ン
・
ポ
リ
ド
ラ
ス
氏
が
、
日
本

人
の
規
律
・
名
誉
・
忠
誠
心
な
ど
、

武
士
道
の
基
礎
と
な
っ
た
孔
子
の

儒
教
は
古
典
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
と

同
時
代
で
あ
り
、
し
か
も
ギ
リ
シ

ャ
精
神
と
一
脈
相
通
じ
、
特
に
忠

義
の
死
（
切
腹
）は
ホ
メ
ロ
ス
や
ソ

フ
ォ
ク
レ
ス
悲
劇
に
も
通
じ
る
と

し
て
、「
武
士
の
法
典
」
と
題
し
て
出

版
し
た
と
平
成
7
年
7
月

日
の

27

読
売
新
聞
は
報
じ
て
い
ま
す
。

一
方
、
米
国
の
詩
人
で
コ
ロ
ン

ビ
ア
大
学
教
授
文
化
人
類
学
者
の

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
昭
和

（
1
9
4
4
）年
に
日
本
の
敗
北
、

19米
国
の
日
本
統
治
を
想
定
し
た
米

軍
の
依
頼
で
、
日
本
文
化
理
解
の

た
め
の
研
究
を
始
め
昭
和

年
26

（
1
9
5
1
）年「
菊
と
刀
」を
出
版

し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
武
士
道

に
説
く
道
徳
は
日
本
人
の
普
遍
的

道
徳
と
し
て
、
中
世
期
に
は
完
成

し
て
い
た
と
論
じ
て
い
ま
す
。

東
北
の
被
災
地
の
人
々
の
整
然

と
し
た
秩
序
あ
る
行
動
は
世
界
中

の
賞
賛
の
的
で
す
が
、
今
こ
こ
に

日
本
人
の
精
神
文
化
の
気
高
さ
が

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

益
城
町
文
化
財
を
訪
ね
る
会

会
長

松
野
國
策

ふ
る
さ
と
の

地
名
漫
歩
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水
俣
病
未
認
定
患
者
会
の
一
つ
で

あ
る
不
知
火
患
者
会
が
国
、
県
、

チ
ッ
ソ
を
相
手
に
損
害
賠
償
を
求
め

て
い
た
訴
訟
は
、
今
年
の
３
月

日
、

25

熊
本
地
裁
で
和
解
が
成
立
し
ま
し
た
。

「
公
害
の
原
点
」
と
も
い
わ
れ
る
水
俣

病
が
、
公
式
に
確
認
さ
れ
て
か
ら
55

年
、
患
者
救
済
に
と
っ
て
節
目
の
年

と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
水
俣
病

全
体
の
解
決
と
い
う
点
で
は
、
積
み

残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

水
俣
病
は
、
昭
和

年
（
１
９
５

31

６
年
）
、
熊
本
県
水
俣
市
で
最
初
に

確
認
さ
れ
た
公
害
病
で
す
。
水
俣
市

に
あ
る
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
で
は
、
当

時
、
化
学
工
場
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

化
学
製
品
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
原
料
（
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
）
を

作
る
と
き
に
毒
性
の
強
い
メ
チ
ル
水

銀
が
発
生
し
、
工
場
排
水
と
一
緒
に

水
俣
湾
へ
流
さ
れ
ま
し
た
。
流
さ
れ

た
メ
チ
ル
水
銀
は
、
魚
介
類
に
取
り

込
ま
れ
、
そ
の
魚
介
類
を
人
々
が
長

い
間
食
べ
た
こ
と
に
よ
り
、
水
俣
病

が
発
生
し
た
の
で
す
。

水
俣
病
患
者
は
、
水
俣
湾
周
辺
を

中
心
と
す
る
八
代
海
沿
岸
で
発
生
し
、

多
く
の
人
々
が
水
俣
病
に
よ
る
健
康

被
害
を
受
け
、
苦
し
み
は
今
も
続
い

て
い
ま
す
。

ま
た
、
チ
ッ
ソ
水
俣
工
場
の
排
水

に
よ
り
、
水
俣
湾
に
は
水
銀
を
含
ん

だ
大
量
の
ヘ
ド
ロ
が
海
底
に
堆
積
し
、

環
境
が
汚
染
さ
れ
ま
し
た
。
海
底
に

堆
積
し
た
ヘ
ド
ロ
の
厚
さ
は
、
４
ｍ

に
達
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
た
め
、
水
銀
に
よ
っ
て
水

俣
湾
の
魚
介
類
は
汚
染
さ
れ
、
人
々

は
魚
を
捕
っ
た
り
食
べ
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
水
俣
病
の
原
因
が
は
っ

き
り
し
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
水
俣

病
は
空
気
な
ど
を
通
じ
て
人
か
ら
人

へ
う
つ
る
病
気
だ
と
誤
解
さ
れ
、
患

者
が
出
た
家
に
は
、
人
が
近
づ
か
な

か
っ
た
り
、
就
職
や
結
婚
が
断
ら
れ

る
な
ど
の
差
別
が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
い
わ
れ
の
な
い
差
別
や
偏

見
（
か
た
よ
っ
た
見
方
）
は
、
被
害
者

や
家
族
を
大
変
苦
し
め
ま
し
た
。

水
俣
病
は
、
工
場
排
水
と
一
緒
に

メ
チ
ル
水
銀
が
水
俣
湾
へ
流
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
の
で
す
。
空

気
で
感
染
し
た
り
、
さ
わ
っ
て
う

つ
っ
た
り
す
る
病
気
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
水
俣
病
が
ど
の
よ
う

な
病
気
な
の
か
正
し
く
理
解
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
被
害
者
や
家

族
は
差
別
や
偏
見
を
受
け
、
大
変
つ

ら
い
思
い
を
し
て
き
ま
し
た
。
今
で

も
、
水
俣
病
を
正
し
く
理
解
し
て
い

な
い
た
め
に
「
さ
わ
る
な
、
う
つ
る
」

と
い
っ
た
差
別
的
な
発
言
も
あ
っ
て

い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
水
俣
病
に
限
ら
ず
何

事
に
お
い
て
も
、
正
し
い
知
識
を
持

つ
と
と
も
に
、
相
手
の
思
い
を
し
っ

か
り
と
受
け
止
め
、
う
わ
さ
や
風
評

に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
行
動
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。益

城
町
教
育
委
員
会

水
俣
病
問
題
か
ら

学
ぶ
こ
と

県環境センターで、
水俣病について学ぶ
子どもたち

水
俣
病
が
発
生
し
て
、ど
ん
な

被
害
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

正
し
い
知
識
を
持
っ
て
、

差
別
や
偏
見
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

中世期から江戸期までの家庭用児童教育書

実語教「童子教」


